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日
本
に
漢
字
と
論
語
十
巻
を
伝
え

た
と
い
わ
れ
る
王
仁
博
士
ゆ
か
り
の

地
を
訪
ね
る
韓
国
霊
岩
郡
生
誕
地
史

跡
訪
問
ツ
ア
ー
を
８
月　

日
か
ら
３

２１

日
間
実
施
し
ま
し
た
。
ツ
ア
ー
に
は

市
長
を
団
長
に
、
観
光
協
会
、
王
仁

天
満
宮
が
あ
る
神
埼
町
竹
原
地
区
役

員
、
一
般
市
民
な
ど　

人
が
参
加
。

３３

訪
問
団
一
行
は
、
霊
岩
郡
の
金
逸
太

（
キ
ム
・
イ
ル
テ
）
郡
守
を
は
じ
め
、

行
政
関
係
者
や
王
仁
博
士
研
究
者
な

ど
の
歓
迎
を
受
け
、
博
士
生
誕
地
の

史
跡
や
施
設
を
訪
れ
、
お
互
い
に
交

流
を
深
め
ま
し
た
。

�
�
�釜

山
の
金
海
空
港
に
降
り
立
っ
た

訪
問
団
は
、
王
仁
博
士
生
誕
地
の
霊

岩
郡
へ
向
け
、
バ
ス
で
４
時
間
の
旅
。

霊
岩
郡
は
韓
半
島
の
西
南
部
に
位
置

し
、
釜
山
と
の
直
線
距
離
は
福
岡
―

釜
山
間
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
市
街
地

を
離
れ
る
と
、
低
い
山
々
と
水
田
が

広
が
り
、
日
本
の
農
村
に
似
た
風
景

が
続
き
ま
す
。

神
埼
市
を
午
前
８
時
に
出
発
し
ま

し
た
が
、
霊
岩
郡
に
着
い
た
こ
ろ
は

も
う
夕
方
。

さ
っ
そ
く
歓
迎
式
が
行
わ
れ
、
金

郡
守
か
ら
「
王
仁
博
士
は
日
本
に
渡

り
飛
鳥
文
化
の
花
を
開
か
せ
ま
し
た
。
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神
埼
市
で
は
王
仁
天
満
宮
を
生
か
し

た
新
し
い
事
業
に
取
り
組
ま
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
を
機

に
協
力
を
し
た
い
」
と
歓
迎
の
あ
い

さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

松
本
市
長
も
「
神
埼
市
の
王
仁
天

満
宮
は
ま
だ
未
整
備
で
す
が
、
今
後

計
画
的
に
歴
史
文
化
遺
産
を
活
か
し

た
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
こ
と
に
し
て

い
ま
す
」
と
あ
い
さ
つ
を
返
し
ま
し

た
。続

い
て
歓
談
に
移
り
、
松
本
市
長

が
王
仁
博
士
に
関
す
る
霊
岩
郡
の
史

跡
整
備
が
進
ん
で
い
る
こ
と
に
敬
意

を
表
す
と
、
金
郡
守
は
「
子
孫
と
し

て
偉
業
を
伝
え
て
い
く
の
は
当
然
。

神
埼
市
民
の
皆
さ
ん
が
視
察
し
て
帰

ら
れ
る
こ
と
が
新
た
な
歴
史
の
発
展

に
つ
な
が
る
。
継
続
的
な
往
来
が
で

き
れ
ば
」
と
応
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
夜
は
歓
迎
晩
餐
会
が
催
さ

れ
、
金
郡
守
を
は
じ
め
行
政
関
係
者

や
王
仁
博
士
顕
彰
会
、
王
仁
文
化
研

究
所
の
皆
さ
ん
を
交
え
て
、
和
や
か

な
交
流
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
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王
仁
博
士
は
百
済
か
ら
日
本
に
渡

来
し
、
漢
字
と
論
語
十
巻
を
伝
え
た

と
さ
れ
る
人
物
で
す
。
古
事
記
や
日

本
書
紀
な
ど
に
記
述
が
あ
り
、
古
事

記
に
は
「
応
神
天
皇
の
命
令
を
受
け
、

百
済
が
献
上
し
た
人
の
名
は 
和  
邇  
吉 

わ 

に 

き

 
師 
と
い
う
。
論
語
十
巻
と
千
字
文
一

し巻
の
併
せ
て
十
一
巻
を
献
上
し
た
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
日
本
書

紀
に
も
、「
王
仁
」
の
名
前
が
登
場
し
、

応
神
天
皇
の
招
き
で
渡
来
し
て
太
子

の
師
と
な
り
、
帰
化
し
た
と
い
う
記

録
が
あ
り
ま
す
。

一
方
、
韓
国
に
は
国
史
で
あ
る
歴

史
書
に「
王
仁
」の
記
述
は
見
当
た
ら

ず
、
架
空
の
人
物
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
が
、
王
仁
に
関
す
る
伝
承
や
地

名
な
ど
が
残
る
全
羅
南
道
霊
岩
郡
で

は
、
生
誕
地
と
し
て
史
跡
が
整
備
さ

れ
、
毎
年
祭
り
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。

日
本
に
お
け
る
史
跡
と
し
て
は
、

大
阪
府
の
枚
方
市
に
王
仁
博
士
の
墓

と
い
わ
れ
る
自
然
石
が
あ
り
、「
伝

王
仁
墓
」
と
し
て
大
阪
府
史
跡
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
埼
市
で
も
神
埼
町
竹
原
に 
鰐 
神

わ
に

社
が
あ
り
、
境
内
に
「
王
仁
天
満
宮
」

の
石
塔
が
あ
り
ま
す
。
建
立
は
寛
政

８
年
（
１
７
９
６
年
）
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
目
的
や
歴
史
的
背
景
に

つ
い
て
は
記
録
が
な
く
、
不
明
で
す
。

し
か
し
、
市
内
に
は
韓
国
と
の
か
か

わ
り
の
あ
る
遺
跡
が
多
く
残
っ
て
い

る
こ
と
や
、
有
明
海
が
大
陸
文
化
の

流
入
ル
ー
ト
の
一
つ
だ
っ
た
こ
と
は

確
認
さ
れ
て
お
り
、
王
仁
博
士
が
佐

賀
平
野
に
足
跡
を
し
る
し
た
可
能
性

は
推
定
さ
れ
ま
す
。
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翌
日
は
、
秀
麗
な
姿
の
月
出
山
の

麓
に
あ
る
王
仁
博
士
の
史
跡
を
視
察

し
ま
し
た
。
こ
の
史
跡
は
１
９
８
５

年
に
整
備
が
始
ま
り
、
約
５
万
坪
と

い
う
広
大
な
敷
地
に
王
仁
博
士
祠
堂

を
は
じ
め
、
博
士
像
、
墓
、
史
料
展

示
館
、
王
仁
学
堂
、
千
字
文
碑
な
ど

の
施
設
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
規
模
に

驚
か
さ
れ
ま
す
。

訪
問
団
は
朴
光
淳
（
パ
ク
・
ク
ァ

ン
ス
ン
）
王
仁
文
化
研
究
所
長
た
ち

の
案
内
で
、
展
示
館
や
祠
堂
な
ど
を

見
学
。
展
示
館
に
は
王
仁
博
士
の
足

跡
を
紹
介
す
る
資
料
が
展
示
さ
れ
、

日
本
へ
の
渡
航
ル
ー
ト
に
神
埼
を
加

え
ら
れ
た
こ
と
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

博
士
の
位
牌
と
肖
像
画
が
飾
ら
れ
て

い
る
祠
堂
で
は
全
員
が
参
拝
し
て
交

流
の
今
後
の
発
展
を
祈
り
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
王
仁
博
士
が
誕
生
し
た

家
の
礎
石
や
、
水
を
飲
ん
だ
聖
泉
、

勉
強
し
た
と
い
う
石
窟
な
ど
も
残
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
聖
泉
の
水
を
飲
む

と
聖
人
が
生
ま
れ
る
と
い
う
言
い
伝

え
も
あ
る
そ
う
で
す
。

続
い
て
訪
れ
た
霊
岩
陶
芸
博
物
館

で
は
日
韓
陶
芸
作
家
の
作
品
も
鑑
賞
。

す
ぐ
近
く
に
は
王
仁
博
士
が
船
出
し

た
と
言
わ
れ
る
上
台
浦
が
あ
り
ま
し

た
。
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最
終
日
は
釜
山
市
内
を
見
学
。
海

産
物
が
集
ま
る
チ
ャ
ガ
ル
チ
市
場
や

庶
民
的
な
店
が
並
ぶ
国
際
市
場
な
ど

を
訪
れ
ま
し
た
が
、
３
０
０
万
都
市

の
胃
袋
を
支
え
る
チ
ャ
ガ
ル
チ
市
場

に
は
、
種
類
も
量
も
び
っ
く
り
す
る

ほ
ど
の
海
産
物
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
い
ず
れ
も
人
が
多
く
活
気

に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

人
口
規
模
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と

と
は
い
え
、
地
域
の
活
性
化
に
悩
む

私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
う
ら
や
ま
し

さ
を
覚
え
る
旅
の
締
め
く
く
り
と
な

り
ま
し
た
。

市
と
し
て
は
、
今
後
も
交
流
を
続

け
て
い
き
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
さ

ま
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。
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地
元
産
の
菱
を
使
っ
た
神
埼
ブ
ラ

ン
ド
の
菱
焼
酎
を
作
ろ
う
と
い
う
取
り

組
み
が
始
ま
り
、
９
月
５
日
に
１
回
目

の
菱
の
実
採
り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

菱
の
実
採
り
は
、
神
埼
町
大
依
の

ク
リ
ー
ク
で
、
松
本
市
長
を
は
じ
め
、

地
元
の
中
野
良
典
区
長
と
市
職
員
５

人
が
行
い
ま
し
た
。

今
回
の
取
り
組
み
は
、
す
で
に

「
菱
娘
」
の
銘
柄
で
菱
焼
酎
を
製
造
、

販
売
し
て
い
る
田
中
酒
造（
佐
賀
市
）

と
共
同
で
行
わ
れ
ま
す
。

菱
焼
酎
は
当
初
、
地
元
産
の
菱
を

使
っ
て
開
発
さ
れ
ま
し
た
が
、
原
料

の
安
定
的
確
保
な
ど
の
問
題
か
ら
、

中
国
産
の
菱
が
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
埼
市
で
は
、
昔
か
ら
ク
リ
ー
ク

に
自
生
す
る
菱
の
実
が
食
用
と
し
て

利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
秋
に
は
祭

り
や
街
頭
な
ど
で
も
販
売
さ
れ
、
郷

土
の
風
物
詩
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
特
産
物
と
も
い
え
る
菱
の
実

を
使
っ
た
焼
酎
を
神
埼
ブ
ラ
ン
ド
と

し
て
育
て
、
地
域
の
活
性
化
に
つ
な

げ
よ
う
と
い
う
の
が
今
回
の
取
り
組

み
の
目
的
で
す
。

１
回
目
の
採
取
で
は
１
時
間
で
お

よ
そ
４
キ
ロ
の
菱
の
実
が
収
穫
さ
れ
ま

し
た
。
さ
ら
に
数
回
採
取
を
行
い
、
ま

と
ま
っ
た
量
を
確
保
し
た
上
で
、
乾
燥

し
た
実
を
田
中
酒
造
に
納
入
、　

月
上

１１

旬
に
仕
込
み
に
入
る
予
定
で
す
。

順
調
に
行
け
ば
１
月
ご
ろ
に
は
試

飲
で
き
る
段
階
に
な
り
ま
す
が
、
さ

ら
に
熟
成
さ
せ
、
一
番
お
い
し
い
時

期
に
合
わ
せ
て
商
品
化
を
検
討
す
る

こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
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神
埼
市
の
歴
史
文
化
遺
産
を
知
り
、

ま
ち
づ
く
り
に
生
か
そ
う
と
い
う
講

座
「
神
埼
塾
」
が
９
月
５
日
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
市
長
が
「
市
内
の
豊
富
な

歴
史
文
化
遺
産
を
活
用
し
て
、
市
民

と
行
政
が
協
働
し
て
元
気
な
ま
ち
を

つ
く
り
た
い
」
と
塾
開
催
の
狙
い
を

話
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
神
埼
市
役
所
の
八
尋
係

長
が
「
旧
石
器
時
代
・
縄
文
時
代
の

神
埼
」と
題
し
て
講
演
。「
こ
れ
ま
で
、

山
麓
部
の
神
埼
地
区
か
ら
千
代
田
の

平
野
部
に
か
け
て
の
遺
跡
が
注
目
さ

れ
て
き
た
が
、
今
後
は
脊
振
地
区
の

城
原
川
沿
い
段
丘
で
保
存
状
態
の
良

好
な
遺
跡
が
見
つ
か
る
可
能
性
が
大

き
い
」
と
語
り
、
旧
石
器
時
代
か
ら

の
先
人
の
生
活
跡
が
市
内
全
域
に
及

ぶ
可
能
性
を
示
唆
し
ま
し
た
。

「
神
埼
塾
」
に
は　

人
が
登
録
、

９２

同
日
は　

人
が
参
加
、
約
３
時
間
に

７７

わ
た
っ
て
熱
心
に
聴
講
、
質
疑
も
交

わ
し
ま
し
た
。
来
年
２
月
６
日
ま
で
、

　

講
座
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
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