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中
国
研
究
集
刊 

巨
号
（
総
五
十
七
号
）
平
成
二
十
五
年
十
二
月　

八
二
︱
九
九
頁

荻
生
徂
徠
と
荀
子

田
尻
尚
文

序

　

江
戸
の
儒
学
者
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
～
一
七
二
八
）
に
は
、

同
時
代
の
儒
者
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
讀
荀

子
』『
讀
韓
非
子
』『
讀
呂
氏
春
秋
』
と
い
っ
た
、
諸
子
に
つ
い
て

の
注
解
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
諸
子
の
書
を
読
む
と
い
う
意
味
で

は
、
当
時
の
学
者
で
あ
れ
ば
必
須
の
要
件
と
し
て
誰
も
が
読
ん
で

い
る
。
し
か
し
、
注
解
と
な
る
と
甚
だ
珍
し
い
ど
こ
ろ
か
、
我
が

国
で
の
嚆
矢
と
す
ら
言
え
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
諸
子
の
注
解

の
中
か
ら
『
讀
荀
子
』
を
取
り
上
げ
、
ま
た
荀
子
に
ま
つ
わ
る
言

説
を
包
括
的
に
扱
っ
て
、
徂
徠
学
と
荀
子
の
思
想
と
の
関
連
性
を

検
討
し
て
い
く（
注
1
）�

。

　
『
讀
荀
子
』
は
、
徂
徠
の
死
後
に
刊
行
し
た
宇
佐
美
灊
水
の
附

し
た
「
讀
荀
子
を
刻
す
る
の
序
」
で
は
『
訳
文
筌
蹄
』（
一
七
一

一
年
）
以
前
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
、
ま
た
灊
水
の
言
に
よ
れ
ば

「
是
の
時
先
生
既
に
古
文
辭
を
倡
ふ
と
雖
ど
も
、
然
れ
ど
も
經
義

未
だ
盡
く
は
宋
學
を
脱
せ
ず
」（
四
七
一
頁
）
と
、
朱
子
学
か
ら

古
文
辞
学
へ
の
転
回
が
ま
さ
に
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。
ま
た
同
様
に
「
且
つ
晩
年
荀
子
を
取
る
こ
と
多
し

（
中
略
）
其
の
著
す
所
の
辨
道
辨
名
論
語
徴
等
の
書
、
間
荀
子
を

引
く
。
就
い
て
引
證
し
以
て
義
意
を
見
は
す
有
り
」（
四
七
二
頁
）

と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
後
年
の
徂
徠
学
へ
の
荀
子
の
影
響
の
高
さ

が
直
接
の
門
人
か
ら
明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
何

な
る
点
に
あ
る
の
か
を
本
稿
で
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
、
そ
れ
に

よ
っ
て
ま
た
新
た
な
課
題
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
思
わ
れ

る
。
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一
、
徂
徠
の
荀
子
観

　

荀
子
は
本
名
を
況
と
言
う
が
、
時
の
人
は
尊
ん
で
卿
と
号
し
、

荀
卿
と
称
さ
れ
た
。
ま
た
、
漢
代
で
は
宣
帝
の
諱
を
避
け
て
孫
卿

と
称
さ
れ
、
以
来
そ
の
書
も
ま
た
『
孫
卿
新
書
』
と
呼
ば
れ
た
。

『
史
記
』
の
列
伝
第
十
四
に
「
孟
子
荀
卿
列
伝
」
が
あ
る
よ
う
に
、

孟
子
と
併
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
後
代
か
ら
の
評
価

は
孟
子
と
同
等
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

倞
末
宦
の
暇
を
以
て
、
頗
る
篇
籍
を
窺
ひ
、
竊
に
炎
黄
の
風

未
だ
聖
代
に
洽
か
ら
ざ
る
を
感
ず
。
謂
へ
ら
く
は
荀
孟
時
政

に
功
有
り
と
。
尤
も
耽
慕
す
る
所
な
り
。
而
る
に
孟
子
趙
氏

の
章
句
有
り
て
、
漢
代
亦
嘗
て
博
士
を
立
て
、
傳
習
し
て
絶

へ
ず
。
故
に
今
の
君
子
其
の
書
を
好
む
こ
と
多
し
。
獨
り
荀

子
未
だ
注
解
有
ら
ず
。
亦
復
編
簡
爛
脱
し
、
傳
寫
謬
誤
す
。

好
事
者
時
に
亦
之
を
覽
る
と
雖
も
、
文
義
の
通
ぜ
ざ
る
に
至

つ
て
、
屢
巻
を
掩
ふ
。
夫
れ
理
皢
か
な
れ
ば
則
ち
愜
心
し
、

文
舛
け
ば
則
ち
忤
意
す
。
未
だ
知
ら
ざ
る
者
異
端
と
謂
ひ
て

覽
ず
、
覽
る
者
脱
誤
を
以
て
終
え
ず
、
荀
子
の
書
千
載
に
し

て
未
だ
光
ら
ざ
る
所
以
な
り
。（『
荀
子
』
序
、
五
十
一
頁
）

　

こ
れ
は
、『
荀
子
』
に
は
じ
め
て
注
解
を
附
け
た
唐
の
楊
倞
に

よ
る
序
文
で
あ
る
が
、
楊
倞
は
こ
こ
で
孟
子
・
荀
子
を
併
称
し
、

ど
ち
ら
も
時
の
政
治
に
効
果
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

孟
子
は
早
く
も
前
漢
の
文
帝
期
に
は
学
官
を
立
て
て
博
士
が
置
か

れ（
注
2
）、
さ
ら
に
後
漢
時
代
の
趙
岐
に
よ
っ
て
注
解
が
附
け
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
後
の
時
代
ま
で
ず
っ
と
尊
崇
さ
れ
、
好
ん

で
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
翻
っ
て
荀
子
は
注
解
も
無
く
、
簡
牘

は
脱
落
し
経
文
の
伝
写
も
誤
り
が
あ
り
、
読
ん
で
も
文
の
意
味
を

解
せ
な
い
た
め
読
み
通
さ
れ
な
い
。
ま
た
読
ん
で
も
い
な
い
者
か

ら
は
「
異
端
」
と
言
わ
れ
る
と
い
う
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
に
併
称
さ
れ
な
が
ら
も
、
後
世
の
扱
い
に
は

大
き
な
懸
隔
の
あ
っ
た
こ
の
二
者
を
、
徂
徠
は
ど
の
よ
う
に
見
て

い
る
の
か
。
徂
徠
も
ま
た
孟
子
と
の
比
較
と
い
う
点
で
は
同
じ
で

あ
る
が
、
孟
子
の
「
惻
隠
羞
悪
」
の
説
に
即
し
て
以
下
の
よ
う
に

述
べ
る
。「
惻
隠
羞
悪
は
、
皆
仁
義
の
性
に
本
づ
く
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
の
み
。
其
の
実
惻
隠
は
以
て
仁
を
尽
く
す
に
足
ら
ず
、

而
し
て
羞
悪
は
未
だ
必
ず
し
も
義
な
ら
ざ
る
者
有
る
な
り
。
言
を

立
つ
る
こ
と
一
た
び
偏
す
れ
ば
、
毫
氂
も
千
里
な
り
、
後
世
の
心

学
は
、
此
に
胚
胎
す
。
荀
子
の
之
を
非
と
す
る
者
は
是
な
り
。
故

に
思
孟
な
る
者
は
、
聖
門
の
禦
侮
な
り
。
荀
子
な
る
者
は
、
思
孟

の
忠
臣
な
り
」（『
弁
道
』、
二
百
頁
）。
こ
の
よ
う
に
「
惻
隠
羞

悪
」
が
「
仁
義
」
で
あ
る
と
し
た
誤
っ
た
解
釈
が
、
後
世
の
心

学
、
す
な
わ
ち
朱
子
学
や
陽
明
学
の
台
頭
の
礎
と
な
っ
た
と
し
、

こ
れ
を
否
定
し
た
荀
子
を
賞
賛
す
る
。
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こ
の
『
弁
道
』
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
徂
徠
は
後
に
韓
愈

の
道
統
概
念
の
規
定
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
る
子
思
・
孟
子
の
流

れ
を
容
認
し
な
い（
注
3
）。
そ
れ
故
、
孔
子
以
降
の
儒
者
た
ち
を
、

正
統
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
一
長
一
短
を
考
究

す
る
と
い
う
合
理
的
立
場
を
と
っ
て
い
る（
注
4
）。

　

そ
も
そ
も
『
荀
子
』
に
は
「
非
十
二
子
篇
」
と
い
う
荀
子
に
先

立
つ
隱
者
・
道
家
・
墨
家
・
名
家
・
儒
家
の
十
二
人
を
排
撃
す
る

一
篇
が
あ
り
、
そ
の
最
後
に
当
た
る
儒
家
の
二
人
が
子
思
・
孟
子

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
荀
子
の
二
人
へ
の
非
難
は
、
一
見
す
る

と
先
王
の
道
に
則
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
法
の
綱

紀
を
知
ら
ず
、
多
才
で
博
学
で
あ
る
が
、
自
説
を
勝
手
に
作
っ
て

五
行
と
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
荀
子
は
先
王
か
ら
続
く

「
礼
」
や
「
法
」
に
よ
る
社
会
的
な
秩
序
を
優
先
し
、
ま
た
陰
陽

五
行
の
よ
う
な
形
而
上
的
思
考
を
排
す
る
た
め
、
こ
の
先
哲
と
対

立
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
点
へ
の
徂
徠
の
解
釈
は
と
い
う

と
、『
讀
荀
子
』
で
の
「
非
十
二
子
篇
」
の
注
解
は
、
字
義
の
解

釈
に
つ
い
て
の
も
の
が
多
く
判
然
と
し
な
い
が
、
お
お
よ
そ
荀
子

の
見
解
に
賛
同
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
往
舊
を
案
じ
て
」
よ
り
「
玆
が
爲
め
に
後
世
に
厚
せ
ら
る
」

に
至
る
ま
で
、
皆
五
行
を
謂
ふ
な
り
。「
往
舊
を
案
じ
て
説

を
造
す
」
は
、
往
世
舊
家
の
言
に
案
據
し
て
、
其
の
説
を
創

造
す
る
を
言
ふ
。
儒
效
篇
の
所
謂
後
王
に
法
る
を
知
ら
ず
し

て
制
度
を
壹
に
す
る
と
意
相
發
明
す
。「
之
を
五
行
と
謂
ふ
」

は
倞
註
に
五
行
は
五
常
と
。
亦
非
な
り
。
蓋
し
五
行
は
即
ち

陰
陽
五
行
。
其
の
説
、
易
範
に
原
づ
く
。
故
に
往
舊
を
按
ず

と
曰
ふ
。
子
思
孟
子
の
徒
、
蓋
し
盛
ん
に
之
を
稱
す
。（『
讀

荀
子
』
非
十
二
子
篇
、
四
八
二
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
子
思
・
孟
子
が
「
往
世
舊
家
の
言
」
に
依
拠
し

て
、
自
説
を
創
造
し
た
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
の
「
往

世
舊
家
の
言
」
は
、
後
に
「
後
王
に
法
る
を
知
ら
ず
し
て
制
度
を

壹
に
す
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
荀
子
の
「
後
王
思
想
」
の
対
と

な
る
「
先
王
」
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
荀
子
は
孟
子
な

ど
の
依
拠
す
る
「
往
世
舊
家
の
言
」、
す
な
わ
ち
天
や
五
行
の
よ

う
な
人
間
の
上
位
者
と
な
る
存
在
や
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

人
間
の
道
義
的
な
規
定
を
含
む
「
先
王
」
の
存
在
を
認
め
な
い
。

反
対
に
礼
儀
や
法
制
と
い
っ
た
人
間
社
会
の
客
観
的
規
範
を
重
視

す
る
。
そ
の
意
味
で
「
先
王
」
は
、
荀
子
の
推
す
礼
楽
な
ど
の
客

観
的
規
範
で
も
あ
り
、
孟
子
な
ど
の
推
す
形
而
上
的
・
道
義
的
規

範
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
名
称
と
意
味
の
不
一
致
を
避
け
る
た

め
に
設
け
ら
れ
た
の
が
、
荀
子
の
言
う
「
後
王
」
で
あ
る
。
つ
ま

り
「
後
王
」
と
は
、「
先
王
」
か
ら
礼
楽
な
ど
の
客
観
的
規
範
の

み
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
こ
こ
で
徂
徠
が
「
其
の
説
、

易
範
に
原
づ
く
」
と
し
て
、
五
行
説
の
根
拠
と
な
る
『
周
易
』
と

『
尚
書
』
洪
範
篇
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
孟
子
な
ど
の

（ 84 ）



推
す
と
こ
ろ
の
形
而
上
的
「
先
王
」
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
徂
徠
は
周
知
の
通
り
「
先
王
の
道
」
を
「
古
文
辞
」
に

よ
っ
て
解
き
明
か
す
こ
と
を
学
の
主
体
と
し
て
い
る
。
で
は
、
こ

こ
で
の
形
而
上
的
「
先
王
」
が
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
か
と
い

う
と
、
荀
子
の
解
釈
に
近
し
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。「

曷
を
か
中
と
謂
ふ
。
曰
く
、
禮
義
是
れ
な
り
」
荀
子
の
見

處
。「
道
な
る
者
は
、
天
の
道
に
非
ず
。
地
の
道
に
非
ず
。

人
の
道
ふ
所
以
な
り
。
君
子
の
道
ふ
所
以
な
り
」
是
れ
も
亦

荀
子
の
大
見
處
。
其
の
禮
を
尊
び
、
其
の
五
行
を
非
と
す
。

皆
此
に
在
り
。（『
讀
荀
子
』
儒
效
篇
、
四
八
四
頁
）

　

秦
の
昭
王
が
荀
子
に
「
中
」
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、「
礼
義
」

で
あ
る
と
答
え
た
の
を
「
荀
子
の
見
處
」
だ
と
賞
賛
す
る
。「
中
」

は
、
た
と
え
ば
『
中
庸
』
で
あ
れ
ば
「
喜
怒
哀
楽
の
未
だ
發
せ
ざ

る
、
之
を
中
と
謂
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、
心
の
虚
静
な
る
状
態
を

指
し
た
。
後
に
朱
子
学
で
は
こ
の
点
を
敷
衍
し
て
、「
未
発
」
の

状
態
が
「
性
の
正
」、
す
な
わ
ち
「
本
然
の
性
」
だ
と
し
て
、「
気

質
の
性
」
か
ら
帰
る
「
復
初
」
の
説
を
唱
え
る
が
、
こ
の
『
讀
荀

子
』
の
段
階
で
、
徂
徠
が
既
に
そ
う
し
た
形
而
上
的
「
先
王
」
に

由
来
す
る
朱
子
学
的
思
惟
か
ら
離
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

同
様
に
「
道
」
を
「
天
」
で
も
「
地
」
で
も
な
く
「
人
」
の
道
で

あ
る
と
す
る
荀
子
の
自
然
と
人
為
の
区
別
に
対
し
て
、「
荀
子
の

大
見
處
」
だ
と
評
価
し
、「
礼
」
を
尊
ん
で
「
五
行
」
を
否
定
す

る
荀
子
の
考
え
が
、
あ
く
ま
で
「
人
」
と
い
う
現
実
的
な
面
か
ら

発
せ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、「
孟
子
は
礼
楽
を
脱
略
す
る

も
、
荀
子
に
は
礼
論
・
楽
論
あ
り
」（『
蘐
園
十
筆
』
二
筆
、
三
四

〇
頁
）
と
い
う
よ
う
な
、
礼
楽
の
重
視
に
お
い
て
も
孟
子
よ
り
荀

子
を
評
価
し
て
お
り
、
荀
子
の
方
が
お
お
む
ね
評
価
が
高
い
と
言

え
る（
注
5
）。

二
、
荀
子
異
端
説
の
否
定

　

さ
て
、
先
述
し
た
楊
倞
の
序
文
で
は
荀
子
を
「
異
端
」
と
言
う

者
が
い
た
と
さ
れ
る
。
荀
子
が
異
端
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
二
つ
の
点
か
ら
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
性
善
性
悪
論

争
に
お
い
て
荀
子
は
性
悪
説
を
唱
え
た
わ
け
だ
が
、
後
に
性
善
説

が
尊
ば
れ
た
こ
と
か
ら
、
性
悪
説
を
と
っ
た
荀
子
の
思
想
そ
の
も

の
が
排
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
二
つ
め
に
、
荀
子
の
門
か
ら

は
韓
非
子
や
秦
の
始
皇
帝
に
仕
え
た
李
斯
の
よ
う
な
法
家
が
輩
出

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
儒
家
と
み
な
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る（
注
6
）。

そ
こ
で
こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
く
上
で
、
ま
ず
荀
子
の
人
性
論
を

概
観
し
、
そ
れ
か
ら
徂
徠
の
解
釈
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

荀
子
の
人
間
観
は（
注
7
）、
そ
れ
ま
で
の
儒
家
が
道
義
的
・
形
而

上
的
根
拠
と
し
て
い
た
天
を
否
定
し
、
天
を
単
な
る
自
然
だ
と
し
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て
、
天
と
人
と
の
繋
が
り
を
峻
別
し
た
。
そ
こ
で
天
か
ら
分
離
し

た
人
間
は
、「
性
な
る
者
は
天
の
就
せ
る
な
り
。
情
な
る
者
は
性

の
質
な
り
。
欲
な
る
者
は
情
の
應
な
り
」（
正
名
篇
、
四
二
八
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
た
だ
天
と
い
う
自
然
的
な
も
の
か
ら
、
生
ま
れ

つ
き
の
性
を
得
て
生
じ
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
荀
子
は
そ
の

生
ま
れ
つ
き
に
対
し
て
「
人
の
性
は
惡
に
し
て
、
其
の
善
な
る
者

は
偽
な
り
」（
性
悪
篇
、
四
三
四
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の

｢

偽｣

と
は
、
単
に
「
に
せ
」「
い
つ
わ
り
」
と
い
う
の
で
は
な

い
。
楊
倞
の
注
に
よ
れ
ば
「
偽
は
爲
な
り
、
矯
な
り
、
其
の
本
性

を
矯
む
る
な
り
。
凡
そ
天
性
に
非
ず
し
て
人
の
之
を
作
為
す
る

者
、
皆
之
を
偽
と
謂
ふ
」（
同
）
と
い
う
よ
う
に
、
先
天
的
な
天

性
に
対
す
る
後
天
的
な
人
為
・
作
為
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
そ
の

よ
う
な
作
為
を
善
で
あ
る
と
す
る
説
に
至
る
か
と
い
え
ば
、
こ
れ

は
荀
子
の
「
今
人
の
性
、
生
れ
て
利
を
好
む
こ
と
有
り
、
是
に
順

ふ
。
故
に
争
奪
生
じ
て
辭
譲
兦
ぶ
。
生
れ
て
疾
惡
有
り
、
是
に
順

ふ
。
故
に
殘
賊
生
じ
て
忠
信
兦
ぶ
。
生
れ
て
耳
目
の
欲
有
り
、
聲

色
を
好
む
こ
と
有
り
、
是
に
順
ふ
。
故
に
淫
亂
生
じ
て
禮
義
文
理

兦
ぶ
。
然
れ
ば
則
ち
人
の
性
に
従
ひ
、
人
の
情
に
従
へ
ば
、
必
ず

争
奪
に
出
で
犯
文
亂
理
に
合
ひ
て
暴
に
歸
す
」（
性
悪
篇
、
四
三

四
頁
）
と
い
う
よ
う
な
人
間
理
解
か
ら
く
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然

の
ま
ま
で
生
ま
れ
た
人
間
は
、
お
の
ず
か
ら
利
欲
を
持
っ
て
い
る

た
め
、
そ
の
性
や
情
に
従
っ
て
放
任
す
れ
ば
、
終
に
は
秩
序
の
破

壊
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、｢

偽｣

に
よ
る
性
の
矯
正
が

必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　

ま
た
、
荀
子
の
性
悪
説
は
、
言
葉
通
り
の
「
悪
」
と
い
う
よ
り

も
、
自
然
の
ま
ま
の
性
に
対
す
る
素
朴
観
の
方
が
強
い
。「
性
な

る
者
は
本
始
材
朴
な
り
。
偽
な
る
者
は
文
理
隆
盛
な
り
。
性
無
け

れ
ば
則
ち
偽
の
加
ふ
る
所
無
し
。
偽
無
け
れ
ば
則
ち
性
自
ら
美
な

る
こ
と
能
は
ず
。」（
礼
論
篇
、
三
六
六
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
先

天
的
に
素
朴
な
性
に
対
し
て
、
後
天
的
な
偽
を
加
え
る
の
で
あ

る
。
偽
は
外
部
的
な
装
飾
の
大
い
な
る
も
の
で
あ
り
、
性
と
偽
は

相
互
に
補
完
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
性
は
、
後
に
加
工
し

変
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
い
つ
ま
で
も
「
悪
」
の
ま
ま
存

在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
変
化
を
前
提
と
し
て
、
最
終
的
に

は
聖
人
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
荀
子

の
性
悪
説
は
、「
悪
」
と
い
う
言
葉
の
響
き
が
独
り
歩
き
す
る
こ

と
が
多
い
が
、
そ
れ
は
人
間
社
会
の
秩
序
へ
の
人
的
な
努
力
を

「
善
」
と
す
る
兼
ね
合
い
か
ら
要
請
さ
れ
る
相
対
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
放
任
主
義
へ
の
反
対
の
表
明
と
い
う
の
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
上
で
先
に
挙
げ
た
荀
子
を
「
異
端
」
と
す
る
二
つ

の
点
を
、
徂
徠
が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
。
ま
ず
一
つ

め
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。

（
荀
子
の
偽
は
）
老
子
の
禮
の
偽
に
生
ず
る
と
全
く
同
じ
き
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な
り
。
但
老
子
は
偽
を
棄
て
て
性
を
貴
ぶ
は
、
即
ち
荀
子
の

所
謂
天
に
蔽
は
れ
て
人
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
荀
子
は
則
ち
偽

を
以
て
好
底
の
物
事
と
な
す
。
是
れ
名
教
内
外
の
分
れ
な

り
。（『
讀
荀
子
』
性
悪
篇
、
二
八
七
頁
）

ま
ず
、「
荀
子
の
偽
」
と
「
老
子
の
偽
」
の
発
生
が
同
じ
で
あ
る

こ
と
を
説
く
。
こ
こ
で
の
「
老
子
の
偽
」
と
は
『
老
子
』
の
「
大

道
廃
れ
て
、
仁
義
有
り
。
智
慧
出
で
て
、
大
偽
有
り
」（
注
8
）に
出

て
く
る
「
大
偽
」
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
老
子
は
、
人
間
は
知
恵
を

身
に
つ
け
る
こ
と
で
さ
か
し
ら
に
な
り
、
礼
の
よ
う
な
作
為
を
す

る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
そ
こ
で
本
性
の
ま
ま
無
為
自

然
に
生
き
る
こ
と
が
貴
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
徂
徠
は
荀
子
を
擁
護
し
て
、「
荀
子
の
所
謂
天
に
蔽
は
れ
て

人
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
引
用
元
の
解
蔽
篇

で
は
、「
荘
子
は
天
に
蔽
は
れ
て
人
を
知
ら
ず
」（
三
九
三
頁
）
と

し
て
荘
子
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
老
荘
の
ど
ち

ら
で
も
同
じ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
荀
子
で
は
天
と
い
う
自
然
と
人

と
が
分
離
さ
れ
る
が
、
老
荘
で
は
無
為
自
然
を
重
視
す
る
あ
ま
り

に
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
人
間
の
働
き
を
考
慮
し
な
い
。
そ

こ
で
同
じ
「
偽
」
と
い
う
作
為
で
あ
っ
て
も
、
老
荘
に
お
い
て
は

単
な
る
否
定
的
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
が
、
荀
子
に
お
い
て
は
人

間
主
体
の
観
点
か
ら
社
会
秩
序
に
肯
定
的
意
味
を
与
え
る
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、「
名
教
」
す
な

わ
ち
儒
教
の
範
疇
に
入
る
か
ど
う
か
を
意
味
す
る
と
言
う
。「
先

王
の
道
は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
道
な
り
」（『
弁
道
』、
二
百
頁
）

と
い
う
社
会
秩
序
を
第
一
と
す
る
徂
徠
の
政
治
的
傾
向
か
ら
言
え

ば
、
そ
れ
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

　

ま
た
古
代
の
歴
史
的
事
実
を
重
視
す
る
徂
徠
に
と
っ
て
は
、
そ

の
書
が
著
さ
れ
た
動
機
に
も
目
が
向
け
ら
れ
る
。

荀
卿
カ
書
、
勸
學
篇
ヨ
リ
シ
テ
次
第
ニ
詳
論
シ
、
性
惡
篇
ヲ

著
ス
。
コ
レ
孟
子
ノ
性
善
ノ
説
ヲ
矯
ン
ト
ス
ル
ナ
リ
。
コ
レ

又
老
子
ノ
徒
ニ
抗
ス
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
老
子
ヨ
リ
、
人
ノ
仁
義

ヲ
ナ
ス
ハ
皆
偽
ナ
リ
ト
云
ニ
應
ヘ
テ
、
ナ
ル
ホ
ト
仁
義
ハ
偽

ナ
リ
、
人
ノ
性
ハ
本
惡
ナ
リ
、
惡
ナ
ル
證
據
ニ
ハ
、
人
ゴ
ト

ニ
善
ヲ
ナ
ス
ニ
ハ
嬾
ク
、
不
善
ニ
ハ
進
ミ
易
シ
。
君
子
ニ
ハ

ナ
リ
難
ク
、
小
人
ニ
ハ
ナ
リ
ヤ
ス
シ
。
然
レ
ト
モ
性
惡
ノ
マ

マ
ニ
テ
舎
置
ケ
ハ
、
天
下
治
マ
ラ
ス
。
故
ニ
聖
人
禮
義
ノ
教

ヲ
立
テ
テ
、
天
下
ノ
人
ヲ
導
キ
玉
ヒ
、
自
然
ト
風
俗
ノ
薫
陶

ニ
テ
、
惡
ヲ
變
ジ
テ
善
人
ト
ナ
ル
（
中
略
）
老
・
荘
ノ
教
ノ

如
ク
、
生
レ
タ
ル
マ
マ
ニ
テ
一
向
ニ
手
ヲ
ツ
ケ
ズ
シ
テ
ハ
、

天
下
治
マ
ラ
ヌ
ナ
リ
。（
中
略
）
先
學
フ
ト
習
フ
ト
教
ル
ト

ノ
三
ツ
ニ
テ
、
善
人
ニ
ナ
ラ
ル
ル
ト
、
首
ニ
勸
學
篇
ヲ
著

ス
。
コ
レ
ヲ
言
ツ
ノ
リ
テ
、
終
ニ
性
惡
篇
ニ
及
ヘ
リ
。
荀
子

モ
英
傑
ニ
テ
、
性
ニ
ハ
拘
ハ
ラ
ス
、
教
學
ヲ
主
意
ト
ス
ル
ナ

レ
ハ
、
非
ナ
ル
意
旨
ニ
ア
ラ
ス
。
子
思
カ
率
性
之
謂
道
ト
云
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ヒ
、
孟
子
カ
性
善
也
ト
云
説
ヲ
矯
ル
ト
テ
、
タ
メ
ス
ギ
テ
又

背
ヘ
枉
リ
タ
ル
ナ
リ
。
善
ト
惡
ト
ノ
説
ハ
違
ヘ
ト
モ
、
聖
人

ノ
旨
ニ
背
ケ
ル
ト
コ
ロ
ハ
、
孟
子
モ
荀
子
モ
同
等
ノ
罪
ナ

リ
。（『
經
子
史
要
覽
』
荀
子
、
五
二
二
頁
）

こ
の
よ
う
に
荀
子
が
性
悪
の
議
論
に
踏
み
込
ん
だ
の
は
、
孟
子
の

性
善
・
老
子
の
偽
と
い
う
点
を
論
駁
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
し
、

荀
子
の
本
旨
は
、
性
の
善
悪
に
つ
い
て
と
い
う
よ
り
も
「
学
・

習
・
教
」
に
よ
っ
て
善
人
を
目
指
す
教
学
に
あ
る
と
す
る（
注
9
）。

た
だ
、
そ
の
論
駁
に
よ
っ
て
踏
み
込
ん
だ
性
悪
に
つ
い
て
は
、
聖

人
の
教
え
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
性
善
説
と
共
に
否
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

徂
徠
の
「
性
」
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
性
を
「
生
の
質
」
と

し
、
朱
子
学
的
な
本
然
・
気
質
の
区
別
を
避
け
、
す
べ
て
生
ま
れ

持
っ
た
気
質
だ
と
す
る
。
ま
た
そ
の
上
で
「
気
質
は
変
ず
べ
か
ら

ず
、
聖
人
は
至
る
べ
か
ら
ず
」（『
弁
名
』
性
、
二
四
〇
頁
）
と
い

う
「
気
質
不
変
化
」
を
説
く
。
徂
徠
の
そ
う
し
た
性
そ
の
も
の
に

対
す
る
解
釈
は
、
荀
子
の
性
悪
か
ら
の
変
化
と
相
容
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
性
悪
説
に
対
す
る
同
情
的
共
感
が
見

受
け
ら
れ
る
の
は
、
荀
子
の
後
天
的
作
為
が
礼
楽
に
よ
る
「
教

学
」
を
主
体
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
徂
徠
も
ま
た
『
論

語
』
陽
貨
篇
の
「
性
は
相
近
き
な
り
。
習
ひ
相
遠
き
な
り
」
に
対

し
て
、「
蓋
し
君
子
と
民
と
は
、
そ
の
未
だ
学
ば
ざ
る
に
方
り
て

は
、
甚
だ
し
く
は
相
遠
か
ら
ず
、
先
王
の
道
に
習
ひ
て
以
て
君
子

の
徳
を
成
す
に
及
ん
で
、
而
る
後
そ
の
民
に
於
け
る
霄
壌
の
異
有

る
を
見
る
こ
と
を
言
ふ
の
み
」（
同
）
と
い
う
よ
う
に
、
後
天
的

な
学
習
に
よ
っ
て
官
僚
機
構
に
加
わ
る
「
君
子
の
徳
」
の
醸
成
を

述
べ
て
い
る
。
性
そ
の
も
の
の
不
変
化
を
説
く
徂
徠
に
と
っ
て

は
、
生
ま
れ
つ
き
の
性
を
「
徳
」
に
よ
っ
て
鍛
え
て
い
く
こ
と
が

重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
徂
徠
に
と
っ
て
の
「
徳
」
と
は
「
得
」

で
あ
り
、「
人
各
道
に
得
る
所
有
る
を
謂
ふ
な
り
。
或
い
は
諸
を

性
に
得
、
或
い
は
諸
を
学
に
得
。
皆
性
を
以
て
殊
な
り
。
性
は
人

人
殊
な
り
。
故
に
徳
も
亦
人
人
殊
な
り
」（『
弁
名
』
徳
、
二
一
二

頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
性
（
個

性
）
を
変
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
異
な
る
生
ま
れ
つ
き
を

伸
ば
し
て
己
の
長
所
（
徳
）
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
荀
子
の
人
性
論
に
つ
い
て
は
、
性
悪
の
点
で
は
否
定
さ
れ
る

が
、
偽
と
い
う
後
天
的
作
為
に
つ
い
て
は
、
徂
徠
の
「
徳
」
の
醸

成
と
い
う
人
材
観
か
ら
評
価
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
２
つ
め
の
法
家
と
の
関
係
と
い
う
点
を
見
て
み
よ
う
。

帰
有
光
の
彙
函
は
迺
ち
謂
ふ
、
第
性
を
以
て
惡
と
爲
し
、
堯

舜
を
以
て
偽
と
な
し
、
子
思
孟
子
を
以
て
亂
と
爲
し
、
天
下

は
其
の
徒
李
斯
に
至
つ
て
ま
た
坑
儒
焚
書
の
禍
を
倡
ふ
。
故

に
卿
終
に
名
教
の
外
に
立
つ
な
り
と
。
冤
な
る
か
な
、
荀
子

豈
に
名
教
の
外
の
人
な
ら
ん
や
。
其
の
思
孟
天
下
を
乱
す
者

（ 88 ）



と
謂
ふ
は
其
の
流
弊
必
ず
學
を
廢
す
る
を
慮
つ
て
な
り
。
荀

子
は
蓋
し
當
時
に
在
つ
て
既
に
其
の
弊
を
見
た
る
故
に
し
か

云
ふ
な
り
。（『
讀
荀
子
』
性
悪
篇
、
二
八
七
頁
）

又
李
斯
の
惡
を
論
じ
て
源
を
荀
卿
に
推
す
は
東
坡
よ
り
始
ま

る
。
東
坡
は
未
だ
嘗
て
荀
子
を
読
ま
ず
し
て
善
く
強
詞
を
以

て
正
理
を
軋
り
、
世
は
遂
に
其
の
言
を
祖
述
し
て
荀
子
を
辨

髦
す
。
豈
に
冤
に
非
ず
や
。（
同
、
二
八
八
頁
）

楊
倞
の
唐
代
か
ら
は
時
代
が
ず
れ
る
が
、
明
代
の
儒
者
帰
有
光
や

北
宋
の
蘇
東
坡
が
、
荀
子
の
門
弟
で
あ
っ
た
李
斯
が
始
皇
帝
の
焚

書
坑
儒
を
招
い
た
点
を
捉
え
て
非
難
す
る
の
を
、
ど
ち
ら
も
冤
罪

だ
と
し
て
荀
子
を
擁
護
す
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
徂
徠
の

荀
子
に
対
す
る
姿
勢
は
、
戦
国
末
期
の
百
家
争
鳴
の
時
代
感
覚
を

強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
議
論
は
対
抗
者
と
の
論
争
の

中
で
方
便
的
に
述
べ
ら
れ
た
面
が
あ
る
。
そ
の
認
識
を
経
ず
に
荀

子
を
読
め
ば
、
言
葉
尻
を
捕
ら
え
て
論
難
す
る
こ
と
は
可
能
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
荀
子
を
理
解
し
て
い
る
と
は
言
え
な

い
。
蘇
東
坡
を
未
読
の
も
の
と
し
て
強
く
非
難
す
る
の
も
、
そ
の

よ
う
な
表
れ
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
性
善
性
悪
論
争
と
法
家
と
の
関
係
と
い
う
、
荀
子
へ
の

異
端
の
ま
な
ざ
し
と
な
り
得
る
二
点
を
考
え
て
き
た
が
、
そ
う
し

た
儒
学
史
上
の
異
端
説
は
徂
徠
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
と
言

え
る
。

三
、
正
名
説
と
「
俗
」
の
形
成

　

次
に
荀
子
の
正
名
説
に
対
す
る
徂
徠
の
解
釈
を
考
え
て
い
く
。

「
古
文
辞
学
」
を
提
唱
し
た
徂
徠
に
と
っ
て
、「
名
」
の
問
題
は
学

問
の
中
核
と
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
李
攀
龍
・
王
貞
世
の
書

を
読
み
「
古
文
辞
」
の
存
在
を
知
っ
た
徂
徠
は
、「
是
に
於
い
て

稍
稍
六
経
を
取
り
て
之
を
読
む
。
年
を
歴
る
の
久
し
き
、
稍
稍
物

と
名
と
の
合
す
る
を
得
た
り
。
物
と
名
と
合
し
て
、
而
る
後
訓
詁

始
め
て
明
ら
か
に
、
六
経
得
て
言
ふ
べ
し
。
六
経
は
其
の
物
な

り
。
礼
記
・
論
語
は
其
の
義
な
り
」（『
弁
道
』、
二
〇
〇
頁
）
と

い
う
よ
う
に
、
以
後
の
「
六
経
」
中
心
主
義
の
視
点
を
形
成
し

た
。
こ
こ
で
の
「
物
」
と
は
単
に
一
物
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

「
物
な
る
者
は
、
教
の
条
件
な
り
」（『
弁
名
』
物
、
二
五
三
頁
）

と
し
て
、
先
王
の
詩
書
礼
楽
と
い
う
、
徂
徠
の
規
定
す
る
「
道
＝

先
王
の
道
」
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
古
代
の

歴
史
的
事
実
の
客
観
的
理
解
を
通
し
た
、
字
義
と
「
名
」
と
の
す

り
あ
わ
せ
に
よ
る
正
確
な
解
釈
の
も
と
で
「
物
」
の
実
態
を
調
べ

て
い
こ
う
と
す
る
。
残
念
な
が
ら
そ
の
集
大
成
と
な
る
べ
き
「
六

経
」
に
対
す
る
注
釈
は
書
か
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
「
義
」
で
あ

る
「
礼
記
・
論
語
」
に
依
拠
し
た
把
捉
は
、『
論
語
徴
』
な
ど
に

著
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
附
言
す
れ
ば
、
徂
徠
に
と
っ
て
『
荀
子
』

は
、「
六
経
」
の
原
義
を
辿
る
一
つ
の
手
段
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
「「
愚
陋
淫
邪
の
人
」
禮
記
に
淫
邪
の
人
を
患
ふ

に
作
る
。
蓋
し
愚
を
訛
し
て
陋
を
脱
す
な
り
。「
然
り
而
し
て
之

を
縦
に
す
」
禮
記
に
然
り
而
し
て
之
に
従
ふ
に
作
る
は
、
荀
子
の

禮
記
に
勝
る
を
見
る
べ
し
。
而
し
て
世
人
荀
子
を
知
ら
ず
。
何
を

以
て
能
く
六
經
を
讀
ま
ん
や
」（『
讀
荀
子
』
禮
論
篇
、
五
〇
五

頁
）
の
よ
う
に
、『
荀
子
』
の
論
述
が
『
礼
記
』
の
原
文（
注
10
）よ

り
優
れ
て
お
り
、「
六
経
」
を
理
解
す
る
た
め
に
は
必
ず
『
荀
子
』

を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。「
荀
子
の

禮
記
に
勝
る
を
見
る
べ
し
」
と
い
う
表
現
は
、
他
に
も
「
禮
論

篇
」（
五
〇
五
頁
）、「
樂
論
篇
」（
五
〇
七
頁
）
に
も
あ
り
、
そ
の

評
価
の
高
さ
が
窺
い
知
れ
る（
注
11
）。

　

さ
て
、
話
を
「
正
名
」
に
戻
せ
ば
、
中
国
哲
学
史
上
に
お
い
て

は
、
孔
子
が
「
名
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
言
順
な
ら
ず
」（
注
12
）と

い
う
「
正
名
」
問
題
に
触
れ
て
か
ら
、
代
々
「
名
」
と
「
実
」
の

一
致
の
た
め
の
努
力
が
な
さ
れ
て
き
た
。
荀
子
に
お
い
て
も
「
正

名
篇
」
を
中
心
に
そ
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
戦
国
末
期
の
歴

史
的
状
況
を
見
れ
ば
、
当
時
は
恵
施
や
公
孫
龍
と
い
う
、
後
に

「
名
家
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
論
理
学
派
が
あ
り
、「
白
馬
非
馬
」
や

「
堅
白
同
異
」
と
い
っ
た
抽
象
的
思
考
に
よ
る
思
弁
が
な
さ
れ
て

い
た
。
そ
し
て
荀
子
は
そ
う
し
た
他
学
派
と
対
立
す
る
わ
け
で

あ
る
。

　

ま
た
荀
子
の
正
名
説
は
、
先
述
し
た
先
王
後
王
問
題
に
関
わ
っ

て
く
る
。
先
王
は
礼
楽
や
法
制
と
い
っ
た
社
会
秩
序
の
た
め
の
客

観
的
規
範
へ
の
根
拠
と
し
て
、
後
王
と
一
部
の
性
格
を
兼
ね
る
も

の
で
あ
る
が
、
人
間
社
会
を
超
え
た
、
天
地
な
ど
の
超
越
的
存
在

へ
の
依
存
の
根
拠
と
な
る
面
も
あ
り
、
自
然
を
離
れ
た
人
間
中
心

主
義
の
荀
子
か
ら
排
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
荀
子
に
お

い
て
は
、「
後
王
の
成
名
」
と
し
て
、「
名
」
の
定
義
の
中
心
が

「
後
王
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
後
王
」
は
、
楊
倞
が
「
近
時
の

王
な
り
」（
非
相
篇
、
八
十
頁
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
戦
国
期
の

覇
権
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
る
実
際
的
な
為
政
者
と
考
え
ら
れ

る（
注
13
）。
そ
し
て
、
こ
の
為
政
者
に
名
辞
の
裁
制
権
を
与
え
る
こ

と
は
、
専
制
君
主
の
権
力
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
荀

子
の
「
正
名
」
に
は
、
そ
う
し
た
現
実
的
視
点
で
の
政
治
性
が
含

ま
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
そ
う
し
た
点
を
徂
徠
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か

を
考
え
て
い
こ
う
。

「
後
王
の
成
名
」
此
の
一
句
を
堤
げ
て
、
以
て
異
教
を
闢
く
。

蓋
し
名
と
言
ふ
者
は
、
聖
人
の
建
つ
る
所
、
得
て
變
更
す
べ

か
ら
ざ
る
な
り
。
下
の
刑
名
・
爵
名
・
文
名
・
散
名
、
皆
後

王
の
成
名
な
り
。
刑
名
商
を
用
ふ
は
、
是
れ
周
王
の
建
つ
る

所
に
非
ず
と
雖
ど
も
亦
周
王
の
循
ふ
所
な
り
。
故
に
下
文
に

（ 90 ）



曰
く
、
舊
名
に
循
ふ
こ
と
有
り
て
、
新
名
を
作
る
こ
と
有
る

な
り
。（『
讀
荀
子
』
正
名
篇
、
五
〇
九
頁
）

「
後
王
」
に
つ
い
て
徂
徠
は
、「
倞
註
に
近
時
の
王
な
り
と
は
非
な

り
」（
同
、
非
相
篇
、
四
八
一
頁
）、「
後
王
は
即
ち
周
の
文
武
な

り
」（
同
、
成
相
篇
、
五
一
六
頁
）
と
し
て
、
周
の
文
王
・
武
王

の
こ
と
だ
と
す
る
。
徂
徠
は
「
先
王
」
に
つ
い
て
は
「
堯
、
舜
、

禹
、
湯
、
文
、
武
、
周
公
」（
注
14
）だ
と
し
て
い
る
の
で
、『
讀
荀
子
』

の
時
点
で
の
徂
徠
の
先
王
後
王
問
題
は
、
同
じ
「
先
王
」
と
い
う

枠
組
み
の
中
で
の
新
旧
の
関
係
で
し
か
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
点

に
関
し
て
は
後
に
考
え
を
変
更
し
た
可
能
性
も
あ
る
。「
古
の
時
、

夏
の
礼
は
諸
を
殷
に
行
ふ
を
得
ず
。
殷
の
礼
は
諸
を
周
に
行
ふ
こ

と
を
得
ず
。
周
以
降
も
皆
然
り
。
異
代
の
礼
、
時
王
の
制
に
悖
る

は
、
臣
子
の
爲
す
を
得
ざ
る
所
な
り
。（
中
略
）
凡
そ
戴
記
諸
書

の
載
す
る
所
は
、
時
王
の
制
を
欽
む
所
以
な
り
。
是
れ
古
の
礼
を

行
ふ
者
爾
り
と
爲
す
」（『
徂
徠
集
』「
復
安
澹
泊
」、
五
四
〇
頁
）

と
あ
っ
て
、「
時
王
の
制
」
と
い
う
よ
う
に
、
名
称
に
関
し
て
で

は
な
い
が
、
そ
の
時
々
の
君
主
に
よ
る
制
度
の
裁
量
権
を
認
め
て

い
る
ふ
し
も
あ
る
か
ら
だ（
注
15
）。

　
『
讀
荀
子
』
を
著
述
し
た
時
点
で
は
ま
だ
そ
う
し
た
考
え
に

至
っ
て
は
い
な
い
が
、
た
だ
そ
う
し
た
違
い
は
な
く
と
も
、
人
々

の
従
う
べ
き
外
的
規
範
と
し
て
の
先
王
（
＝
後
王
）
で
あ
る
こ
と

は
同
じ
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
先
王
に
よ
る
「
刑
名
」

「
爵
名
」「
文
名
（
節
文
威
儀
）」「
散
名
（
一
般
的
事
物
の
名
）」

な
ど
の
成
名
が
、
他
学
派
の
蒙
昧
を
啓
蒙
す
る
も
の
だ
と
賞
賛
す

る
。
ま
た
殷
の
刑
名
を
周
が
引
き
継
ぎ
、
古
い
名
称
に
従
っ
て
新

し
い
名
称
が
作
ら
れ
た
の
だ
と
言
う
。
こ
こ
で
の
「
新
名
を
作

る
」
と
は
、
あ
く
ま
で
先
王
の
範
疇
で
の
こ
と
で
、
周
公
ま
で
の

こ
と
で
あ
り
、
徂
徠
に
と
っ
て
は
古
い
歴
史
的
名
称
に
格
段
の
価

値
が
置
か
れ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
不
易
で
あ
る
べ
き

か
と
言
え
ば
、
名
称
の
制
定
が
、
王
と
民
と
い
う
社
会
の
総
体
を

含
ん
だ
全
体
性
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

「
名
定
ま
り
て
實
辨
じ
道
行
は
れ
て
志
通
じ
則
ち
愼
ん
で
民

を
率
ゐ
て
一
に
す
。」
名
定
ま
り
て
然
る
後
に
其
の
實
得
て

辨
ず
べ
し
。
實
辨
ず
べ
く
し
て
後
に
道
行
ふ
べ
く
、
志
通
ず

べ
し
。
故
に
王
者
は
愼
ん
で
其
の
名
を
一
に
し
、
以
て
其
の

民
を
率
ゐ
る
を
言
ふ
な
り
。（
同
、
五
一
〇
頁
）

　

名
称
が
定
ま
る
と
事
実
が
確
定
し
、
正
し
い
方
法
が
実
践
さ
れ

て
人
々
の
意
思
が
通
じ
る
。
徂
徠
が
「
後
に
」
と
は
さ
む
よ
う

に
、
そ
こ
に
は
名
実
の
一
致
か
ら
、
実
践
や
社
会
的
和
合
に
至
る

階
梯
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
王
者
は
慎
重
に
名
称
を
統
一
し
て
、

民
を
統
御
し
た
の
で
あ
る
。
古
代
を
統
治
の
ゆ
き
と
ど
い
た
理
想

的
世
界
と
見
る
の
は
儒
者
の
通
例
で
あ
る
が
、
徂
徠
も
ま
た
「
先

王
の
道
は
天
下
を
安
ん
ず
る
道
な
り
」
と
い
う
安
定
し
た
国
家
運

営
の
理
想
が
、
三
代
に
お
け
る
先
王
の
時
代
に
、
こ
う
し
た
名
実
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の
一
致
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
社
会
的
和
合
の
観
点
は
「
俗
」
の
成
立
に
も
関
係
す

る
。「

之
を
約
し
て
以
て
命
ず
。」
之
を
約
す
と
は
此
を
以
て
記
號

と
爲
す
な
り
。
以
て
命
ず
と
は
之
に
命
じ
て
名
づ
く
る
な

り
。
名
に
固
宜
な
し
と
雖
ど
も
、
先
王
名
を
制
す
る
の
始
、

天
を
以
て
天
に
名
づ
け
、
地
を
以
て
地
に
名
づ
く
、
此
れ
其

の
意
。
萬
民
と
相
約
し
、
此
を
以
て
記
號
と
爲
し
て
、
之
に

命
じ
て
名
づ
く
る
を
言
ふ
な
り
。「
約
定
ま
り
俗
成
る
」
と

は
、
記
號
一
に
定
ま
り
、
習
ひ
以
て
俗
を
成
し
、
循
つ
て
用

ふ
る
こ
と
年
深
く
、
名
實
是
を
以
て
忒
な
ら
ず
、
唯
だ
名
實

の
此
に
因
り
て
忒
な
ら
ず
、
此
れ
即
ち
宜
な
り
。（
同
、
五

一
一
頁
）

　

名
称
に
は
も
と
か
ら
固
定
さ
れ
た
「
宜
（
意
味
）」
が
あ
る
の

で
は
な
い
。
先
王
が
名
称
を
制
定
し
、
人
々
と
契
約
し
て
共
通
の

記
号
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
天
」
や
「
地
」
と
言
え
ば
、
誰

も
が
天
地
の
こ
と
だ
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
名
称

が
共
通
記
号
と
し
て
統
一
さ
れ
る
と
、そ
の
習
慣
に
よ
っ
て
「
俗
」

を
形
成
し
、
歳
月
を
経
て
も
名
実
が
く
い
ち
が
う
こ
と
が
な
い
。

そ
し
て
確
定
し
た
意
味
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
君
主
と
人
民
に

よ
る
契
約
関
係
と
そ
の
保
持
に
よ
る
「
俗
」
の
形
成
が
、「
正
名
」

を
維
持
す
る
根
幹
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
「
俗
」
の
形
成
は
、
晩
年
の
徂
徠
が
八
代
将
軍
吉
宗
の
享

保
改
革
に
当
た
っ
て
登
用
さ
れ
、
実
際
的
な
政
治
的
現
場
に
立
た

さ
れ
た
時
の
中
心
的
課
題
と
な
っ
た
「
風
俗
」
の
醸
成
へ
の
視
点

に
共
通
す
る
。「
制
度
ヲ
立
カ
ヘ
ル
ト
云
ハ
、
風
俗
ヲ
ナ
ヲ
サ
ン

為
ナ
リ
。（
中
略
）
故
ニ
聖
人
ノ
道
ハ
習
ハ
シ
ヲ
第
一
ト
シ
、
聖

人
ノ
治
メ
ハ
風
俗
ヲ
第
一
ト
ス
。
サ
レ
バ
只
今
マ
デ
ノ
風
俗
ヲ
移

ス
コ
ト
ハ
、
世
界
ノ
人
ヲ
新
ニ
ウ
ミ
直
ス
ガ
如
ク
ナ
ル
ユ
エ
、
是

ニ
過
タ
ル
大
儀
ハ
ナ
キ
ナ
リ
」（『
太
平
策
』、
四
七
三
頁
）
と
い

う
よ
う
に
、
確
か
な
制
度
が
無
く
、
人
心
が
華
美
や
奢
侈
に
流
れ

る
元
禄
～
享
保
期
に
あ
っ
て
、
制
度
の
立
替
と
そ
れ
に
よ
る
習
慣

や
風
俗
の
確
立
が
、
世
界
の
再
構
築
と
い
う
重
大
な
案
件
に
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
徂
徠
の
世
界
認
識
が
「
世
は
言
を
載
せ

て
以
て
遷
り
、
言
は
道
を
載
せ
て
以
て
遷
る
」（『
学
則
』、
二
五

六
頁
）
や
「
千
歳
逝
く
。
俗
移
り
物
滅
ぶ
」（
同
）
と
い
う
「
名
」

と
「
物
」
の
関
係
、
つ
ま
り
「
正
名
」
の
変
化
を
前
提
に
し
た
も

の
で
あ
り
、
歴
史
認
識
に
一
定
の
下
降
史
観
を
持
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
（
注
16
）。
し
た
が
っ
て
、
世
の
中
が
悪
く
な
り
、「
正
名
」

が
乱
れ
て
い
く
の
は
始
め
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ

り
、
代
々
そ
の
対
処
法
が
と
ら
れ
て
き
た
と
す
る
。
つ
ま
り
「
開

国
ノ
祖
、
皆
聖
人
ナ
ル
故
、
カ
ク
ナ
リ
ユ
カ
ン
ト
云
コ
ト
ヲ
鑑
ミ

シ
リ
テ
、
先
ダ
チ
テ
是
ヲ
防
グ
礼
法
制
度
ヲ
立
置
玉
フ
故
、
時
々

ニ
賢
者
出
テ
、
其
礼
法
制
度
ノ
破
レ
タ
ル
ヲ
取
興
セ
バ
、
ソ
レ
ニ
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ツ
レ
テ
風
俗
ハ
回
ル
ナ
リ
」（
同
、
四
六
〇
頁
）
と
、「
賢
者
」
の

出
現
に
よ
っ
て
「
風
俗
」
の
建
て
直
し
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
当
然
そ
の
た
め
に
は
、「
俗
」
の
形
成
の
し
か
る
所
以
を

知
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
認
識

を
得
る
た
め
に
は
、「
六
経
」
を
、
或
い
は
先
述
し
た
よ
う
に

「
六
経
」
を
正
し
く
読
む
た
め
の
『
荀
子
』
を
読
む
こ
と
が
必
要

と
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、「
正
名
」
に
つ
い
て
の
徂
徠
の
解
釈
を
見
て
き
た
が
、

一
つ
は
「
物
」
と
「
名
」
の
対
応
関
係
を
古
代
事
実
に
即
し
て
理

解
す
る
と
い
う
古
文
辞
的
解
釈
に
お
い
て
、
荀
子
の
「
後
王
の
成

名
」
を
王
と
民
の
社
会
的
和
合
の
た
め
の
、
徂
徠
の
所
謂
「
先

王
」
に
よ
る
「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
た
め
の
方
策
と
確
認
し
て
い

る
点
で
、
徂
徠
の
「
物
」
＝
「
先
王
の
道
」
を
担
保
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
二
つ
め
に
、
そ
の
『
政
談
』

『
太
平
策
』
に
見
ら
れ
る
具
体
的
実
践
の
場
面
で
の
「
俗
」
の
重

視
が
、
荀
子
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
で
き

る
。

四
、
情
欲
の
肯
定

　

次
に
荀
子
と
徂
徠
の
共
通
点
と
相
違
点
を
「
欲
」
の
問
題
か
ら

考
え
て
い
き
た
い
。
荀
子
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
人
間

は
自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
生
ま
れ
つ
き
の
道
徳

性
を
持
た
な
い
分
、
社
会
秩
序
の
た
め
の
客
観
的
規
範
を
重
視
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
最
上
の
も
の
を

「
禮
な
る
者
は
法
の
大
分
、
群
類
の
綱
紀
な
り
」（
勸
學
篇
、
十
二

頁
）
と
い
う
よ
う
に
「
礼
」
だ
と
す
る
。
こ
の
点
は
徂
徠
も
同
様

で
、
こ
の
勧
学
篇
へ
の
注
に
は
「
學
は
禮
に
至
り
て
止
む
。
夫
れ

是
を
之
れ
道
徳
の
極
と
謂
ふ
。
是
れ
荀
子
大
見
の
處
」（『
讀
荀

子
』
勸
學
篇
、
四
七
四
頁
）
と
太
鼓
判
を
押
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
荀
子
で
興
味
深
い
点
は
、「
礼
」
の
起
源
が
説
明
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
禮
は
何
に
起
る
や
、
曰
く
、

人
生
れ
て
欲
有
り
、
欲
し
て
得
ざ
れ
ば
則
ち
求
む
る
無
き
こ
と
能

は
ず
。（
中
略
）
故
に
禮
義
を
制
し
て
、
以
て
之
を
分
ち
、
人
の

欲
を
養
ひ
、
人
の
求
を
給
す
。（
中
略
）
故
に
禮
な
る
者
は
養
な

り
」（
禮
論
篇
、
三
四
六
頁
）
と
し
て
、「
礼
」
と
は
、
生
ま
れ
つ

き
人
に
備
わ
る
「
欲
」
を
適
度
な
状
態
に
保
つ
た
め
に
発
生
し
、

ま
た
人
欲
を
正
し
く
養
う
た
め
の
「
養
」
だ
と
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
礼
義
と
い
え
ば
多
く
は
欲
望
を
抑
制
し
、
節
制
倹
約
の
た
め

に
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
逆
に
欲
望
を
充
足
さ
せ
る
た

め
に
あ
る
と
言
う
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、『
讀
荀
子
』
で
の
徂
徠
の
注
解
は
な
い
が
、

「
人
欲
な
る
者
は
、
即
ち
性
の
欲
な
り
」（『
弁
名
』
人
欲
、
二
四

六
頁
）
と
し
て
、
欲
が
生
ま
れ
つ
き
人
に
備
わ
る
も
の
で
あ
る
と
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認
め
て
い
る
。
そ
し
て
「
人
自
ら
其
の
気
質
の
偏
を
咎
む
る
は
、

天
を
怨
む
者
な
り
。
古
の
時
其
の
気
質
を
變
化
す
る
の
説
無
し
。

其
の
気
質
の
近
き
所
に
随
ひ
、
養
ひ
て
以
て
器
を
成
す
。
先
王
の

道
な
り
。（
中
略
）
之
を
養
ふ
に
禮
樂
を
以
て
せ
ば
、
皆
以
て
器

を
成
す
べ
し
」（『
蘐
園
十
筆
』「
七
筆
」、
四
八
一
頁
）
と
い
う
よ

う
に
、
生
ま
れ
つ
き
の
「
気
質
」
を
変
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

荀
子
と
同
様
に
「
禮
樂
」
に
よ
っ
て
「
養
う
」
こ
と
が
説
か
れ
る

の
で
あ
る（
注
17
）。
こ
こ
で
は
直
截
的
に
「
欲
」
に
つ
い
て
を
述
べ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
生
ま
れ
つ
き
の
「
気
質
」
に
は
当
然

「
欲
」
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
荀
子
の
考
え
と
軌
を
同
じ
く

す
る
も
の
と
取
れ
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
類
似
点
を
見
た
上
で
、『
讀
荀
子
』
で
の

注
解
を
見
て
い
こ
う
。

「
欲
有
り
と
欲
無
き
と
は
異
類
な
り
、
生
死
な
り
、
治
亂
に

非
ざ
る
な
り
」「
異
類
」
と
は
生
質
の
殊
な
る
を
言
ふ
な
り
。

人
力
の
能
く
之
を
去
り
、
能
く
之
を
寡
く
す
る
所
に
非
ざ
る

を
謂
ふ
な
り
。「
生
死
な
り
」
と
は
一
息
尚
ほ
存
す
れ
ば
則

ち
欲
有
る
を
免
れ
ず
。
而
し
て
死
し
て
然
る
後
欲
無
き
を
言

ふ
な
り
。「
情
の
所
な
り
」（
注
18
）と
は
、
情
欲
の
淺
深
に
在
る

な
り
。「
所
」
と
は
物
辭
を
指
す
。
蓋
し
情
の
厚
薄
を
指
し

て
之
を
言
ふ
。
情
字
、
下
文
に
曰
く
、「
性
の
質
な
り
」
と
。

是
れ
生
の
質
を
帯
び
て
之
を
言
ふ
。
人
の
天
に
禀
く
る
所
を

謂
ふ
な
り
。
本
と
自
ら
多
欲
・
寡
欲
の
品
有
る
な
り
。（『
讀

荀
子
』
正
名
篇
、
五
一
四
頁
）

欲
望
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
の
は
、
全
く
異
な
っ
た
性
質
の
こ

と
で
あ
り
、
人
の
力
で
ど
う
に
か
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
生
き

て
い
る
う
ち
は
ど
う
し
て
も
欲
望
が
あ
り
、
死
ん
で
後
、
は
じ
め

て
欲
望
が
な
い
状
態
と
な
る
。
ま
た
、
政
治
の
治
ま
り
や
乱
れ
が

関
係
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
情
欲
は
浅
い
と
き
も
深
い
と
き

も
あ
り
、
事
物
や
言
葉
に
表
れ
る
も
の
で
あ
る
。
情
は
生
ま
れ
つ

き
の
資
質
で
あ
り
、
先
天
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
多
欲
・

寡
欲
」
の
種
類
は
本
来
的
に
存
在
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
欲
も
情
も
先
天
的
に
人
に
内
在
し
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
人
の
力
に
よ
っ
て
消
滅
・
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
既
に
こ
の
時
に
は

「
天
理
の
公
・
人
欲
の
私
」
の
区
分
に
よ
る
、
欲
望
の
滅
却
を
志

向
す
る
朱
子
学
と
は
乖
離
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
こ

で
は
「
多
欲
」
の
存
在
す
ら
ひ
と
つ
の
生
ま
れ
つ
き
の
素
質
と
し

て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
「
多
欲
」
で
あ
っ
て
も
「
能
く
之

を
導
き
能
く
之
を
節
す
れ
ば
、
則
ち
多
欲
を
欲
す
る
有
り
と
雖
ど

も
、
亦
治
道
に
害
な
き
を
言
ふ
な
り
」（
同
）
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

た
だ
し
、
欲
望
に
ま
つ
わ
る
全
て
が
許
容
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
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荀
子
迺
ち
謂
ふ
。
欲
な
る
者
は
天
に
本
づ
き
、
求
な
る
者
は

心
に
本
づ
く
。
本
と
自
ら
同
じ
か
ら
ず
と
。
故
に
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
寡
欲
を
禀
く
る
の
人
も
亦
或
は
營
み
求
む
る
所

多
し
。
是
を
以
て
寡
欲
を
以
て
其
の
多
く
求
む
る
の
心
を
制

せ
ん
と
欲
す
と
雖
ど
も
、
而
も
其
の
多
く
求
む
る
の
心
、
得

て
之
を
制
す
べ
か
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
心
の
動
き
は
性

の
一
定
と
、
本
と
自
ら
相
似
ざ
る
な
り
。（
同
）

こ
こ
で
は
「
欲
」
と
「
求
」
が
区
別
さ
れ
、「
求
」
は
「
心
」
に

基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
「
求
む
る
の
心
」
に
よ
っ

て
、
生
ま
れ
つ
き
寡
欲
な
人
で
あ
っ
て
も
、
実
際
の
行
い
で
は
多

く
の
こ
と
を
求
め
て
し
ま
う
。「
心
」
の
働
き
は
定
ま
っ
た
生
ま

れ
つ
き
の
「
性
」
と
は
根
本
的
に
異
な
る
の
で
、
生
ま
れ
つ
き
の

寡
欲
に
よ
っ
て
「
求
む
る
の
心
」
の
働
き
を
制
御
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
の
「
心
」
の
働
き
は
荀
子
に
と
っ
て
は
耳
・
目
・

鼻
・
口
・
形
体
の
五
官
の
働
き
を
統
御
す
る
欲
求
や
感
情
を
つ
か

さ
ど
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
礼
」
と
い
う
外
面
的
作
為
に

よ
っ
て
、「
性
悪
」
の
素
朴
な
状
態
か
ら
抜
け
出
す
と
い
う
、「
偽
」

の
正
し
い
働
き
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
荀
子
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
心
」
を
統
御
し
よ
う
と
す
る

の
で
は
な
く
、
蔽
わ
れ
て
い
る
曇
り
を
払
っ
て
、
清
明
な
状
態
を

保
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
心
」
に
つ
い
て
の
徂
徠
の
注
解
は
な
い
。
徂
徠
に
お
い

て
は
「
心
」
は
、「
書
に
曰
く
、
礼
を
以
て
心
を
制
す
と
。
是
れ

先
王
の
妙
術
に
し
て
、
心
は
操
る
こ
と
を
待
た
ず
し
て
自
ら
存

し
、
心
は
治
む
る
こ
と
を
待
た
ず
し
て
自
ら
正
し
」（『
弁
名
』

心
、
二
四
二
頁
）
と
し
て
、
荀
子
が
「
心
」
を
「
礼
」
を
正
し
く

機
能
さ
せ
る
た
め
の
上
位
概
念
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
尚

書
』
を
引
用
し
て
、「
礼
」
に
よ
る
制
御
を
述
べ
る
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
「
我
が
心
を
以
て
我
が
心
を
治
む
る
は
、
譬
え
ば
狂
者
自
ら

其
の
狂
を
治
む
る
が
ご
と
し
」（『
弁
道
』、
二
〇
五
頁
）
と
も
言

わ
れ
、
外
的
な
規
範
に
よ
ら
な
い
徒
手
空
拳
で
の
「
心
」
へ
の
立

ち
入
り
に
は
、
根
本
的
な
疑
義
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、『
讀
荀
子
』
に
お
け
る
荀
子
の

「
欲
」
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
皮
相
な
面
に
と
ど
ま
っ
た
に
す
ぎ

な
い
と
言
え
る
。
徂
徠
が
荀
子
か
ら
抽
出
し
て
い
る
の
は
、「
欲
」

が
先
天
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、「
礼
」
と
い
う
「
養
」
に
よ
っ
て

正
し
く
充
足
さ
れ
れ
ば
、
全
く
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
、
外
面
性
に
関
わ
る
部
分
だ
け
で
あ
る
。

結

　

最
後
に
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。
徂

徠
に
お
い
て
荀
子
は
、
儒
学
史
上
の
解
釈
の
と
お
り
孟
子
と
対
比

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
思
弁
的
な
子
思
・
孟
子
に
対
し
て
、
礼
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楽
と
い
う
外
的
な
規
範
を
重
視
す
る
荀
子
に
共
感
的
に
心
を
寄
せ

て
い
る
。
戦
国
期
に
道
家
を
主
と
す
る
論
敵
と
争
っ
た
点
で
は
、

こ
れ
ら
の
三
者
は
同
一
で
あ
る
が
、
性
悪
説
を
認
め
な
い
に
し
て

も
教
学
を
主
と
す
る
点
か
ら
荀
子
を
擁
護
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、

楊
倞
の
言
う
異
端
に
対
し
て
も
、
荀
子
の
著
述
さ
れ
た
背
景
を
汲

み
取
っ
て
意
に
介
し
て
い
な
い
。
ま
た
、「
偽
」
に
よ
る
後
天
的

作
為
は
、「
先
王
の
道
」
を
聖
人
の
製
作
し
た
も
の
だ
と
す
る
徂

徠
に
と
っ
て
は
承
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
正
名
」
説
も
後
王

に
よ
る
名
の
制
定
と
、
王
と
民
と
の
契
約
に
よ
る
秩
序
的
「
俗
」

の
形
成
と
が
、
徂
徠
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
物
」
と
「
名
」
の
一
致

を
通
し
て
あ
ら
わ
れ
る
「
先
王
の
道
は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
道
」

と
の
解
釈
と
共
通
し
て
お
り
、「
俗
」
の
形
成
は
治
世
の
具
体
的

方
策
で
あ
る
『
政
談
』『
太
平
策
』
の
主
項
目
と
な
っ
て
い
る
。

「
情
欲
」
に
つ
い
て
も
先
天
的
に
人
の
性
に
備
わ
る
も
の
と
し
て

肯
定
さ
れ
、
そ
れ
を
「
礼
」
と
い
う
「
養
」
に
よ
っ
て
正
し
く
充

足
し
て
い
け
ば
、
た
と
え
「
多
欲
」
で
あ
っ
て
も
問
題
は
な
い
と

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
徂
徠
学
の
骨
格
は
、
言
わ
ば
荀
子
の
思
想

的
骨
格
を
換
骨
奪
胎
し
な
が
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
で
、
灊
水
が
「
經
義
未
だ
盡
く
は
宋
學
を
脱
せ
ず
」
と
評

し
た
よ
う
に
、
後
年
の
「
二
弁
」
に
代
表
さ
れ
る
徂
徠
学
を
予
感

さ
せ
な
が
ら
も
、
い
ま
だ
朱
子
学
の
説
を
踏
襲
し
て
い
る
部
分
も

あ
る
。
た
と
え
ば
、
荀
子
で
は
思
慮
を
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
天

道
に
対
し
て
、「
天
道
を
慮
る
べ
き
を
言
ふ
な
り
」（『
讀
荀
子
』

天
論
篇
、
四
九
八
頁
）
と
言
っ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た

荀
子
の
「
心
」
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
省
み
ら
れ
て
な
い
よ
う
に
、

相
容
れ
な
い
面
や
、
先
王
後
王
の
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
注
解

を
附
け
て
い
た
と
き
の
解
釈
と
、
晩
年
の
解
釈
が
異
な
る
点
が
あ

る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、『
讀
荀
子
』
と
は
、
中
期
の

朱
子
学
か
ら
脱
却
の
一
歩
を
踏
み
出
し
、
晩
年
の
徂
徠
学
の
成
立

に
至
る
ま
で
の
過
程
で
あ
り
、
徂
徠
の
頭
の
中
で
い
ま
だ
混
然
と

な
っ
て
い
る
現
場
が
著
述
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
逆
に
言

え
ば
、
こ
の
同
時
期
に
『
讀
韓
非
子
』『
讀
呂
氏
春
秋
』
も
著
し

て
い
る
よ
う
に
、
徂
徠
学
の
成
立
自
体
が
、『
荀
子
』
を
は
じ
め

と
す
る
諸
子
の
書
か
ら
多
大
な
る
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
そ
の
意
味
で
は
、『
讀
韓
非
子
』『
讀
呂
氏
春
秋
』
か
ら
の
影

響
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
最
初
で
灊
水
が

述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
徂
徠
の
最
大
の
労
作
で
あ
る
『
論
語
徴
』

と
荀
子
の
関
係
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
は
改
め
て
別
稿
で
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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注
※�

本
文
中
に
引
用
す
る
基
本
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
も
の
を
使
用
し
、
頁
数

も
そ
れ
に
従
っ
た
。原
文
の
書
き
下
し
は
筆
者
の
手
に
よ
る
。そ
の
場
合
、

通
行
の
書
き
下
し
を
参
考
に
し
た
。

・�

徂
徠
自
身
の
著
作･･･
『
讀
荀
子
』「
荻
生
徂
徠
全
集
、
第
三
巻
」（
河
出

書
房
新
社
、
一
九
七
五
年
）。
た
だ
し
「
性
悪
篇
」
に
関
し
て
は
厳
霊
峰

編
「
無
求
備
斎
、
荀
子
集
成
、
四
十
」（
成
文
出
版
社
、
一
九
七
七
年
）

所
収
の
手
稿
本
を
用
い
て
い
る
。『
弁
道
』『
弁
名
』『
学
則
』『
太
平
策
』

『
徂
徠
集
』「
日
本
思
想
大
系
三
十
六　

荻
生
徂
徠
」（
岩
波
書
店
、
一
九

七
三
年
）。『
蘐
園
十
筆
』「
荻
生
徂
徠
全
集　

第
十
七
巻
」（
み
す
ず
書
房
、

一
九
七
六
年
）。

・�

『
荀
子
』
の
本
文
と
楊
倞
の
注･･･

王
先
謙
撰
『
荀
子
集
解
』（
中
華
書
局
、

一
九
八
八
年
）。

（
1
）
本
稿
が
参
考
に
し
た
先
行
研
究
を
挙
げ
る
。
井
上
哲
次
郎
『
日
本
古

学
派
之
哲
学
』（
富
山
房
、一
九
〇
二
年
）。
岩
橋
遵
成
『
徂
徠
研
究
』（
名

著
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
）。
狩
野
直
喜
『
中
国
哲
学
史
』（
岩
波
書
店
、

一
九
五
三
年
）。
今
中
寛
司
『
徂
徠
学
の
基
礎
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
六
年
）。
小
川
環
『
論
語
徴
、解
題
』「
荻
生
徂
徠
全
集
、第
四
巻
」

（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
）。
高
橋
博
巳
「
徂
徠
『
読
荀
子
』
正
名

篇
注
釈
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
思
想
史
学
、第
十
三
号
』、一
九
八
一
年
）。

（
2
）
趙
岐
の
「
孟
子
題
辭
」
に
「
孝
文
皇
帝
欲
廣
遊
學
之
路
、論
語
、孝
經
、

孟
子
、
爾
雅
皆
置
博
士
。
後
罷
傳
記
博
士
、
獨
立
五
經
而
已
。」
と
あ
る
。

焦
循
『
孟
子
正
義
』（
中
華
書
局
、一
九
八
八
年
、十
七
頁
）。
ま
た
、『
漢

書
』「
古
今
人
表
」
で
は
孟
子
と
荀
子
は
と
も
に
「
上
中
」
の
仁
人
に
位

置
し
て
お
り
、
当
初
は
両
者
の
間
に
尊
卑
の
別
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。『
漢
書
、
第
三
册
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
、
九
四
三
頁
、

九
五
〇
頁
）。

（
3
）
韓
愈
は
堯
か
ら
続
く
「
道
」
の
伝
授
を
孟
子
ま
で
と
し
、
荀
子
と
揚

雄
を
こ
れ
に
加
え
な
い
。
韓
愈
『
原
道
』「
漢
文
大
系
、
第
三
巻
」（
富

山
房
、
一
九
一
〇
年
、
七
頁
）。

（
4
）「
子
思
・
孟
子
・
荀
況
・
董
仲
舒
・
韓
愈
・
歐
陽
脩
・
程
頤
・
朱
熹
、

こ
の
八
君
子
の
者
は
、
邪
説
を
闢
け
て
以
て
聖
人
の
道
を
衞
る
。
そ
の

徳
の
淺
深
純
駁
、
未
だ
概
す
る
に
先
王
の
道
を
以
て
す
る
に
足
ら
ず
と

い
へ
ど
も
、然
れ
ど
も
摧
陥
廓
淸
の
功
あ
り
。
ま
た
聖
門
の
禦
侮
な
り
。」

（『
蘐
園
十
筆
』
六
筆
、
四
四
九
頁
）。

（
5
）
徂
徠
は
荀
子
の
必
要
性
を
「
礼
楽
」
の
視
点
か
ら
捉
え
て
い
く
考
え

が
強
い
。
た
と
え
ば
「
老
子
禮
を
言
ひ
て
、
先
王
禮
樂
の
迹
、
卑
き
に

幾
し
。
故
に
思
孟
、
性
善
を
言
ひ
て
以
て
之
に
敵
す
。
然
れ
ど
も
性
善

の
説
出
で
て
、
禮
樂
は
廃
す
る
に
幾
し
。
故
に
荀
子
に
禮
樂
論
あ
り
。」

（
同
、
三
筆
、
三
七
九
頁
）
で
は
、
性
善
説
に
対
抗
す
る
た
め
に
述
べ
ら

れ
た
の
が
「
禮
樂
論
」
で
あ
る
と
し
、「
性
惡
論
」
と
は
し
て
い
な
い
。

畢
竟
こ
れ
も
「
性
悪
」
と
い
う
考
え
自
体
が
、「
礼
楽
」
や
そ
れ
を
根
底
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に
し
た
「
勧
学
」
を
念
頭
に
置
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
徂
徠

が
受
け
取
り
、
そ
の
点
を
評
価
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
6
）「
荀
は
則
ち
性
惡
を
以
て
擯
け
ら
る
。
又
李
斯
を
援
け
て
之
を
累
す
る

に
及
ぶ
。
今
の
學
者
遂
に
其
の
書
に
唾
し
て
顧
み
ず
。」『
徂
徠
集
』「
刻

荀
子
跋
」「
近
世
儒
家
文
集
集
成
、
第
三
巻
」（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八

五
年
、
一
八
九
頁
）。

（
7
）
荀
子
の
人
間
観
に
つ
い
て
は
、
内
山
俊
彦
『
荀
子
』（
講
談
社
学
術
文

庫
、
一
九
九
九
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
8
）『
老
子
』「
巻
之
二
」「
漢
文
大
系
、第
九
巻
」（
富
山
房
、一
九
一
一
年
、

二
頁
）。

（
9
）
児
玉
六
郎
氏
は
徂
徠
の
「
性
悪
篇
」
の
理
解
は
「
勧
学
篇
」
と
い
う

首
編
か
ら
の
外
延
で
あ
る
と
し
、
勧
学
が
主
意
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。『
荀
子
の
思
想
︱
自
然
・
主
宰
の
両
天
道
観
と
性
朴
説
︱
』（
風
間

書
房
、
一
九
九
二
年
、
一
四
八
頁
）。

（
10
）『
礼
記
』
の
原
文
は
「
三
年
問
篇
」
の
「
將
由
夫
患
邪
淫
之
人
與
、
則

彼
朝
死
而
夕
忘
之
、
然
而
從
之
、
則
是
曾
鳥
獸
之
不
若
也
」「
漢
文
大
系
、

第
十
七
巻
」（
富
山
房
、
一
九
一
三
年
、
二
頁
）。『
荀
子
』「
禮
論
篇
」

で
は
「
患
邪
淫
」
を
「
愚
陋
淫
邪
」
に
、「
従
」
を
「
縦
」
に
し
て
お
り
、

そ
れ
以
外
は
同
じ
。（
三
七
三
頁
）。

（
11
）
徂
徠
が
『
荀
子
』
と
『
礼
記
』
の
関
係
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と

の
例
と
し
て
、
菅
本
大
二
氏
に
よ
る
「
大
一
」（『
荀
子
』「
禮
論
篇
」）

と
「
太
一
」（『
礼
記
』「
礼
運
篇
」）
と
の
解
釈
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
荻

生
徂
徠
の
『
読
荀
子
』
と
「
礼
」」（『
筑
波
哲
学
、
第
四
号
』
筑
波
大
学

哲
学
・
思
想
研
究
会
、
一
九
九
三
年
）。

（
12
）『
論
語
』「
子
路
」「
漢
文
大
系
、
第
一
巻
」（
富
山
房
、
一
九
〇
九
年
、

五
十
頁
）。

（
13
）「
後
王
」
の
字
義
に
つ
い
て
は
中
国
で
も
そ
の
後
の
解
釈
が
分
か
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
楊
倞
の
「
近
時
之
王
也
」
と
い
う
解
釈
に
対
し
て
、

劉
台
拱
・
汪
中
・
王
念
孫
は
い
ず
れ
も
文
王
・
武
王
の
こ
と
だ
と
し
て
、

楊
注
を
非
と
し
て
い
る
。
ま
た
兪
樾
は
、「
後
王
」
と
は
漢
人
に
と
っ
て

は
漢
高
祖
で
あ
り
唐
人
に
と
っ
て
は
唐
太
祖
・
太
宗
の
よ
う
な
も
の
で

周
末
の
荀
子
に
と
っ
て
は
文
王
・
武
王
で
よ
い
と
す
る
。
た
だ
し
荀
子

は
「
彼
後
王
者
、
天
下
之
君
也
。
舎
後
王
而
道
上
古
、
譬
之
是
猶
舎
己

之
君
而
事
人
之
君
也
。」
と
も
述
べ
て
お
り
、
荀
子
の
時
代
に
と
っ
て
上

古
と
言
え
る
文
王
・
武
王
時
代
の
制
度
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

自
分
の
君
主
で
は
な
く
他
人
の
君
主
に
仕
え
る
よ
う
な
も
の
だ
と
し
、

荀
子
が
「
後
王
」
を
疑
い
な
く
文
王
・
武
王
だ
と
考
え
て
い
た
の
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
疑
義
を
抱
い
て
い
る
。（『
荀
子
集
解
』
非
相
篇
、
八

十
頁
）。
こ
の
点
に
関
し
て
、
狩
野
直
喜
氏
は
「
後
王
と
は
要
す
る
に
己

の
生
活
す
る
一
代
の
制
度
を
創
め
た
る
帝
王
の
こ
と
」と
し
、そ
れ
は「
荀

子
は
禮
を
尚
ぶ
、而
し
て
禮
に
は
之
を
行
は
し
め
る
所
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ー

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
力
が
は
た
ら
い
て
こ
そ
禮
は
行
は
れ
る
」

と
い
う
禮
の
権
威
づ
け
の
目
的
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
権
威
の
力
が

働
く
礼
は
、
三
代
の
古
色
蒼
然
と
し
た
礼
の
よ
う
に
、
周
末
の
時
期
に
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は
強
制
力
が
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、「
近
王
の
禮
は
之
に
反

し
、
強
制
す
る
力
を
有
つ
て
居
る
。
そ
れ
で
そ
の
禮
は
行
は
れ
得
る
の

で
あ
る
。」
と
い
う
よ
う
に
、
現
在
の
民
に
対
す
る
権
威
と
強
制
力
が
働

く
と
さ
れ
、こ
の
観
点
か
ら
「
後
王
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

「
近
時
の
王
」
や
「
文
王
・
武
王
」
と
い
う
限
定
で
は
な
く
、
現
実
の
政

治
に
影
響
力
を
働
か
せ
る
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
狩
野
前
掲
書
、
一
七
三
頁
）。

（
14
）「
作
者
七
人
矣
。
作
者
之
を
聖
と
謂
ひ
、
述
者
之
を
明
と
謂
ふ
。
七
人

と
は
、
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・
武
・
周
公
な
り
。」（『
蘐
園
十
筆
』
五

筆
、
四
四
二
頁
）。

（
15
）
こ
の
「
復
安
澹
泊
」
の
第
六
書
は
、
喪
祭
の
礼
に
つ
い
て
の
や
り
と

り
で
あ
り
、
礼
一
般
の
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
へ
の
懸
念
も
あ
る
。
田

原
嗣
郎
『
徂
徠
学
の
世
界
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
十
～

十
二
頁
）。

（
16
）
徂
徠
の
歴
史
認
識
は
「
上
下
ノ
間
隔
リ
テ
一
存
ナ
ラ
ヌ
故
、
天
地
ノ

不
和
合
ル
ガ
如
ク
ニ
テ
、
国
家
ノ
衰
ル
コ
ト
、
秋
冬
ニ
万
物
ノ
枯
失
ス

ル
ガ
如
シ
」（『
政
談
』
巻
之
三
、
三
六
七
頁
）
と
い
う
よ
う
に
国
家
の

盛
衰
が
天
の
巡
り
に
比
さ
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
終
的
に

は
「
世
ノ
末
ニ
成
テ
乱
世
ニ
成
、
下
タ
ル
者
ニ
才
智
ノ
人
出
デ
、
代
ヲ

覆
ヘ
ス
ベ
シ
」（
同
、
三
三
六
頁
）
と
し
て
革
命
に
至
る
と
さ
れ
る
。
こ

の
開
国
→
風
俗
の
乱
れ
→
乱
世
→
革
命
の
流
れ
は
歴
史
的
必
然
と
考
え

ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
間
の
風
俗
の
建
て
直
し
が
政
治
的

課
題
と
し
て
最
重
要
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
17
）
さ
ら
に
こ
の
「
禮
樂
」
＝
「
養
」
の
説
は
、程
朱
学
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
先
王
の
養
ひ
は
禮
樂
を
以
て
す
。
猶
ほ

糞
漑
の
ご
と
く
然
り
。
孟
子
は
則
ち
雨
露
の
養
ひ
と
梏
亡
す
る
所
無
き

と
を
以
て
す
る
な
り
。
其
の
養
ひ
は
小
な
る
か
な
」（
同
、
六
筆
、
四
六

〇
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
荀
子
の
「
養
」
の
説
と
孟
子
に
お
け
る
「
養
」

の
説
と
が
対
比
的
に
説
か
れ
、
ま
た
そ
の
孟
子
の
説
が
「
程
朱
の
心
學

此
に
本
づ
く
。
詩
書
禮
學
以
て
之
を
養
ふ
こ
と
を
言
は
ず
し
て
、
操
存

し
て
以
て
之
を
養
は
ん
と
欲
す
。
無
術
と
謂
ふ
べ
き
の
み
」（
同
）
と
い

う
よ
う
に
「
程
朱
の
心
學
」
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

（
18
）「
所
」
の
字
は
『
荀
子
』
の
原
文
で
「
數
」
と
な
っ
て
い
る
。（
四
二

七
頁
）
久
保
愛
『
荀
子
增
注
』
に
は
「
數
舊
所
に
作
る
」
と
あ
る
。「
正

名
篇
」「
漢
文
大
系
、
第
十
五
巻
」（
富
山
房
、
一
九
一
三
年
、
二
〇
頁
）。

（ 99 ）




