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中
国
研
究
集
刊 

夜
号
（
総
六
十
一
号
）
平
成
二
十
七
年
十
二
月　

三
四
︱
五
七
頁

二
十
一
世
紀
に
お
け
る
『
荀
子
』
思
想
研
究
の
意
義
と
展
望佐

藤
将
之

一
、
は
じ
め
に

―
我
々
は
今
『
荀
子
』
か
ら

　
　

何
を
学
べ
る
の
か
？

　

二
十
一
世
紀
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
、
荀
子
と
い
う
思
想

家
、
あ
る
い
は
『
荀
子
』
と
い
う
書
物
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
？
二
十
世
紀
後
半
の
『
荀
子
』
研
究
を
リ
ー

ド
し
た
内
山
俊
彦
氏
は
、
一
九
七
六
年
に
出
版
さ
れ
た
そ
の
書

『
荀
子

︱
古
代
思
想
家
の
肖
像
』（
注
1
）
の
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
、

荀
子
と
い
う
思
想
家
に
あ
る
種
の
「
懐
か
し
さ
」
を
覚
え
つ
つ

も
、「
古
典
の
思
想
を
早
急
に
現
代
に
生
か
そ
う
と
す
る
よ
う
な

風
潮
」
に
対
す
る
疑
念
を
隠
さ
な
い
。
内
山
氏
の
疑
念
に
は
、
戦

前
、
儒
学
が
い
わ
ゆ
る
「
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
や
軍
国
主
義

な
ど
を
支
持
す
る
言
説
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
批
判

や
反
省
の
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

　

し
か
し
、
も
し
、
荀
子
と
い
う
思
想
家
を
中
国
と
い
う
限
ら
れ

た
土
地
の
戦
国
時
代
と
い
う
古
代
の
限
ら
れ
た
時
代
を
生
き
た
人

物
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
求
め
る
だ
け
な
ら
、
歴
史
や
思
想
史

の
研
究
者

︱
そ
れ
が
一
九
七
〇
年
代
当
時
日
本
の
中
国
思
想
研

究
の
主
流
的
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
が

︱
は
と
も
か
く
と
し
て
、

現
在
に
生
き
る
一
般
の
人
々
が
『
荀
子
』
を
読
ん
で
荀
子
の
思
想

を
理
解
す
る
こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
と
反
問
さ
れ
て
し

ま
う
で
あ
ろ
う
。
内
山
氏
も
当
時
は
当
時
と
し
て
、
一
般
の
人
に

も
荀
子
の
思
想
を
理
解
し
て
欲
し
い
が
た
め
に
、
該
書
を
執
筆
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
？

　

し
か
し
考
え
て
み
る
と
、
内
山
氏
が
荀
子
の
専
著
を
出
版
し
た

一
九
七
〇
年
代
当
時
の
い
わ
ゆ
る
知
識
人
の
間
で
は
、「
今
、
な

ぜ
荀
子
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
」、あ
る
い
は
「
荀
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子
は
理
解
す
る
価
値
の
あ
る
思
想
家
な
の
か
？
」
と
い
っ
た
問
題

意
識
自
体
は
現
在
に
比
べ
る
と
か
な
り
希
薄
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
四
十
代
か
ら
三
十
代
で
あ
っ
た
主
要
な

読
者
層
が
初
中
等
教
育
を
受
け
た
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代

は
、
戦
争
中
の
混
乱
期
と
は
言
え
、
明
治
以
来
の
碩
学
達
が
書
い

た
何
十
種
類
も
の
い
わ
ゆ
る
「
支
那
哲
学
史
」
関
連
書
籍
が
ま
だ

書
肆
に
並
ん
で
お
り
、
漢
文
に
よ
る
中
国
古
典
の
知
識
が
ま
だ
教

養
の
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時

代
に
教
育
を
受
け
、
漢
学
と
ま
で
は
行
か
な
い
に
し
て
も
、
一
通

り
の
漢
文
的
教
養
を
教
え
込
ま
れ
て
育
っ
た
そ
の
よ
う
な
読
者
に

対
し
て
、
荀
子
が
重
要
な
思
想
家
な
の
だ
と
わ
ざ
わ
ざ
説
明
す
る

必
要
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
内
山
氏
が
全
力
で
荀

子
の
歴
史
的
「
肖
像
」
を
探
求
で
き
た
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
同
時
に
当
時
の
若
い
読
者
は
、
荀
子
が
重
要
だ
と
相
応

に
認
識
し
て
い
た
一
方
で
、「
修
身
」
臭
さ
が
抜
け
な
い
戦
前
世

代
の
漢
学
者
が
書
い
た
荀
子
論
の
「
古
び
た
」
観
点
に
も
あ
る
種

の
反
発
を
覚
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は

そ
の
時
点
に
お
い
て
最
新

0

0

の
歴
史
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
上

で
描
か
れ
た
荀
子
思
想
の
意
義
を
知
り
た
か
っ
た
と
想
像
さ
れ

る
。
現
代
的
な
社
会
政
治
的
観
点
か
ら
切
り
込
ん
だ
荀
子
論
は
、

逆
に
戦
前
の
学
者
に
よ
る
訓
詁
的
注
釈
中
心
の
荀
子
論
を
克
服
す

べ
き
も
の
と
し
て
、
新
鮮
で
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
内
山
氏
は
、
そ
う
し
た
漢
文
的
教
養
が
ま
だ
残
っ

て
い
た
時
代
風
潮
を
背
景
に
、
し
か
も
「
荀
子
思
想
を
現
代
に
生

か
す
」
と
い
う
漢
学
者
的
処
世
論
に
も
思
い
っ
き
り
批
判
的
な
ス

タ
ン
ス
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
の
中
国
思
想
分

野
に
お
け
る
読
者
の
知
的
欲
求
に
見
事
に
答
え
た
と
言
え
る
。
そ

れ
が
、
筆
者
が
回
顧
的
に
見
た
内
山
著
『
荀
子

︱
古
代
思
想
家

の
肖
像
』
の
意
義
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
四
十
年
が
経
つ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど
歴
史
決
定
論

的
枠
組
の
中
で
中
国
古
代
の
思
想
家
の
特
徴
を
と
ら
え
よ
う
と
す

る
研
究
方
法
は
す
っ
か
り
時
代
遅
れ
と
な
り
、
漢
文
教
育
そ
の
も

の
も
凋
落
し
た
。
筆
者
も
含
め
、
一
九
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成

長
下
に
生
ま
れ
、
現
在
だ
い
た
い
五
十
代
よ
り
下
の
世
代
は
、
初

中
等
教
育
に
お
い
て
は
、
漢
文
は
か
じ
っ
た
程
度
で
あ
り
、
戦
前

的
な
意
味
で
の
漢
学
的
な
素
養
な
ど
は
も
と
よ
り
な
い
。
日
本
の

国
内
総
生
産
を
超
え
た
中
国
の
台
頭
を
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
れ
よ

り
も
さ
ら
に
大
き
い
地
球
環
境
や
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
な
ど
、
日
本

と
世
界
の
多
方
面
と
の
関
係
も
同
時
に
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
の
中
で
生
活
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
『
荀
子
』
に
関
す
る
出
版
を
め
ぐ
る
過
去
半
世
紀
の
状

況
を
簡
単
に
回
顧
し
て
み
る
の
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
内
山
氏

の
著
作
が
出
版
さ
れ
た
頃
か
ら
一
九
八
〇
代
年
前
後
の
七
、
八
年

間
は
、
お
そ
ら
く
内
山
氏
の
著
作
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
今
か
ら

（ 35 ）



考
え
れ
ば
、
当
時
気
鋭
の
若
手
学
者
に
よ
る
『
荀
子
』
関
連
論
考

が
一
時
急
増
し
た
、
中
国
思
想
研
究
領
域
に
と
っ
て
実
は
「
良
き

時
代
」
で
あ
っ
た
（
注
2
）
。
し
か
し
、
そ
れ
以
降
に
な
る
と
『
荀
子
』

に
関
す
る
論
考
は
、
い
わ
ゆ
る
全
国
誌
に
分
類
さ
れ
る
主
要
学
術

誌
に
だ
ん
だ
ん
顔
を
出
さ
な
く
な
り
、
専
門
家
に
よ
る
研
究
書
に

至
っ
て
は
、
児
玉
六
郎
氏
が
一
九
九
二
年
に
出
版
し
た
、
一
般
の

人
に
は
大
変
読
み
づ
ら
い
『
荀
子
の
思
想

︱
自
然
・
主
宰
の
両

天
道
観
と
性
朴
説
』（
風
間
書
房
）
の
一
冊
を
最
後
に
、
現
在
ま

で
全
く
出
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

　

内
山
氏
以
降
の
研
究
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
総
じ
て
戦

後
日
本
の
『
荀
子
』
論
の
作
者
達
の
脳
裏
に
は
「
な
ぜ
荀
子
と
い

う
思
想
家
は
重
要
な
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る

意
識
が
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
こ
う
し
た
状
況
は
戦
国
楚

簡
が
出
土
し
た
以
後
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
代
償
と
し

て
、
そ
の
間
、
哲
学
研
究
、
あ
る
い
は
思
想
研
究
と
し
て
多
少
新

し
い
観
点
の
荀
子
論
が
出
現
し
て
も（
注
3
）
、
そ
れ
が
新
た
な
研
究
の

流
れ
に
ま
で
は
な
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
散
発
的
に
消
え
て
し
ま
う
状

況
を
繰
り
返
し
、
日
本
人
の
記
憶
か
ら
荀
子
と
い
う
思
想
家
の
存

在
ま
で
も
が
忘
却
の
彼
方
に
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
論
じ
て
、
言
わ
ん
と
す
る
状
況
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

二
十
一
世
紀
の
日
本
人
の
視
点
で
は
、
荀
子
は
二
千
年
以
上
前
の

中
国
古
代
に
生
き
た
思
想
家
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な

状
況
で
、
人
々
の
毎
日
が
多
忙
で
、
基
本
的
に
は
読
書
の
時
間
も

ほ
と
ん
ど
取
れ
な
い
現
在
の
日
本
で
、
も
し
「『
荀
子
』（
と
い
う

古
代
中
国
の
古
典
）
を
読
め
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
ら
、
誰
で
も
荀

子
が
今
日
明
日
の
自
分
、
あ
る
い
は
近
未
来
の
日
本
に
ど
ん
な
意

義
も
た
ら
し
て
く
れ
る
思
想
家
な
の
か
聞
き
た
く
な
る
に
違
い
な

い
。

　

現
代
に
お
い
て
、
中
国
思
想
に
対
し
て
基
本
的
に
は
ほ
と
ん
ど

関
心
の
な
い
人
々
を
潜
在
的
な
読
者
層
と
し
て
掘
り
起
こ
し
、
荀

子
思
想
へ
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
る
た
め
に
は
、
荀
子
の
思
想
が
な

ぜ
重
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
。
そ
う
し
た
手
続
き
を
ま
ず
経
た
上
で
、
実
際
の
本
文
解
釈

に
向
か
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
二
十
一
世
紀
の
荀
子
思
想
研
究

の
一
角
を
担
う
も
の
の
責
務
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
際
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
日
本
の
過
去
の

荀
子
理
解
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
あ
る

種
の
厳
密
性
を
求
め
る
に
し
て
も
、
荀
子
思
想
の
意
義
を
語
る
際

に
は
、
そ
の
時
空
を
紀
元
前
三
世
紀
の
中
国
と
い
う
ふ
う
に
狭
く

限
定
し
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
過
去
、
内
山
氏
を
は
じ
め

と
す
る
日
本
の
研
究
者
達
の
こ
の
点
へ
の
固
執
こ
そ
が
、
一
般
の

読
者
が
中
国
思
想
に
背
を
向
け
て
し
ま
っ
た
大
き
な
原
因
で
も
あ

る
の
だ
か
ら
。
以
下
本
稿
で
は
、
荀
子
思
想
の
重
要
性
、
あ
る
い

は
現
代
的
意
義
と
い
う
も
の
を
、
人
間
や
社
会
を
過
去
も
未
来
も

（ 36 ）



含
め
て
よ
り
広
く
、
ま
た
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
の
い
わ
ば
知

的
遺
産
と
し
て
の
価
値
を
発
見
で
き
る
よ
う
な
努
力
を
し
た
い
。

　

よ
う
や
く
本
論
に
入
る
た
め
の
下
準
備
が
で
き
た
。
そ
れ
で

は
、
ま
ず
荀
子
の
思
想
を
学
ぶ
意
義
か
ら
語
っ
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
。二

、
荀
子
の
人
間
理
解

　

筆
者
は
主
に
政
治
思
想
を
研
究
し
て
い
る
の
で
、
仮
に
荀
子
の

政
治
思
想
、
あ
る
い
は
政
治
哲
学
を
探
求
し
よ
う
と
言
え
ば
、
そ

こ
か
ら
連
想
さ
れ
る
サ
ブ
テ
ー
マ
は
、
荀
子
が
目
指
し
た
理
想
の

国
家
、
理
想
の
統
治
者
、
理
想
の
政
治
プ
ロ
セ
ス
、
理
想
の
人
民

な
ど
が
考
察
の
テ
ー
マ
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て

個
別
の
分
析
や
、
筆
者
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
過
去
に
出

版
し
た
論
著
の
中
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
譲
り
た

い
が
（
注
4
）
、
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
も
の
を
読
む
た
め
の
手
引
き

と
い
う
意
味
で
、
我
々
が
荀
子
の
思
想
か
ら
何
を
学
べ
る
の
か
と

い
う
最
初
に
来
る
べ
き
問
い
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
を
述
べ
て
み

た
い
。

　

ま
ず
、
荀
子
の
思
想
を
語
る
上
で
最
初
に
取
り
上
げ
た
い
の

は
、
荀
子
の
人
間
理
解
に
関
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で

聞
く
と
、
や
っ
ぱ
り
と
い
う
か
、
中
国
思
想
の
知
識
を
持
っ
て
お

ら
れ
る
読
者
か
ら
の
「
期
待
は
ず
れ
」
だ
と
い
う
た
め
息
が
聞
こ

え
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
荀
子
の
学
説
は
「
性
悪
説
」
と
し
て

広
く
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
荀

子
」
＝
「
性
悪
説
」
と
い
う
理
解
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
筆
者
が

意
識
的
に
荀
子
の
人
間
理
解
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
真
っ
先
に
取
り

上
げ
た
と
理
解
し
て
ほ
し
い
。
荀
子
の
「
性
論
」
の
存
在
そ
の
も

の
は
、
二
千
年
以
上
も
前
に
荀
子
が
人
間
と
い
う
も
の
に
対
し
て

深
い
思
索
を
し
た
と
い
う
証
拠
に
は
な
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
は

荀
子
の
思
想
理
解
に
ま
つ
わ
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
術
語
（
こ
こ
で

は
「
性
」
あ
る
い
は
「
性
悪
」
と
い
っ
た
語
）
は
念
頭
に
お
か
ず

に
、
筆
者
の
説
明
に
対
し
、
ま
ず
そ
の
言
葉
通
り

0

0

0

0

0

0

耳
を
傾
け
て
も

ら
い
た
い
。

　

最
初
に
構
造
的
な
側
面
か
ら
荀
子
が
提
示
し
た
人
間
像
を
立
体

的
に
示
す
と
、
以
下
の
諸
語
に
集
約
さ
れ
る
。

人
間
の
本
質
は
、
個
体
が
変
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
場
と
す
る

時
間
軸
と
人
間
と
い
う
存
在
者
が
政
治
体
系
を
介
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
無
限
に
拡
大
す
る
集
団
を
構
成
す
る
と
い
う
空
間

軸
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
起
こ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
初
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
以

下
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
荀
子
は
現
代
の
我
々
の
言
葉
で
言

（ 37 ）



う
「
人
間
の
本
質
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
、「
性
」
と
い
う
タ
ー
ム

に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
第
二
に
、
そ
う
し
た
理
解
を
前
提
に
、
荀
子
が
人
間
そ
の
も
の

の
本
質
を
「
善
」
だ
と
か
「
悪
」
だ
と
か
の
価
値
判
断
を
含
む
形

容
詞
で
く
く
っ
た
と
理
解
し
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
二
点
で
あ

る
。
荀
子
に
と
っ
て
、
人
間
の
「
性
」
と
い
う
術
語
は
、「
本
然

の
状
態
」
と
と
っ
て
も
、
あ
る
い
は
「
あ
る
べ
き
姿
」
と
と
っ
て

も
、
生
命
の
本
質
と
解
釈
す
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
人
間
自
体
、

あ
る
い
は
我
々
が
い
わ
ゆ
る
「
人
間
性
」
と
よ
ぶ
人
間
の
本
質
を

意
味
す
る
タ
ー
ム
で
は
な
い
。
荀
子
に
と
っ
て
人
間
の
存
在
を
規

定
す
る
条
件
は
、
個
で
あ
り
な
が
ら
も
同
時
に
集
団
を
形
成
す
る

と
い
う
社
会
的
な
要
素
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
か
ら
志
向
さ
れ
る
人
間
存
在
の
意
味

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
？
筆
者
は
そ
れ
を
以
下
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
に
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ほ
と
ん
ど
無
限
大
の
数
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
く
人
間
社
会
に

お
い
て
、
人
間
一
人
ひ
と
り
が
、
自
己
を
よ
り
よ
く
変
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
存
在
の
可
能
性
を
広
げ
つ
つ
、
社
会
も
同
時

に
よ
り
よ
い
も
の
に
変
え
て
い
く
。

要
す
る
に
、
人
間
も
社
会
も
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
荀
子
の

哲
学
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
変
化
の
方
向
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
よ
う
と
い
う
戦
国
時
代
後
期
か
ら
漢
代
に
お
け
る
思
想
家
た

ち
に
共
通
し
た
強
い
知
的
欲
求
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
そ
の
思
想

的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
引
用
文
の
中
で
「
自
己
を
よ
り
よ
い

も
の
に
変
え
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
社
会
も
同
時
に
よ
り
よ
い
も

の
に
変
え
て
い
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
社
会
の
変
化
を
個
人
の
変

化
と
連
動
す
る
関
係
と
と
ら
え
た
と
こ
ろ
が
、
当
時
他
の
思
想
家

た
ち
の
「
変
化
論
」
と
比
較
し
た
際
に
お
け
る
荀
子
哲
学
に
特
徴

的
な
主
張
だ
と
筆
者
は
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
人
間

と
人
間
社
会
が
よ
く
な
る
た
め
の
処
方
と
目
標
を
提
示
し
て
い

る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
荀
子
の
思
想
」
は
、
正
し
く
政
治

哲
学
で
あ
る
と
言
え
る
。「
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
と
い
う
タ
ー
ム
を

「
本
質
」
と
し
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
実
は
こ
う
し
た
ア
イ
デ

ア
が
『
荘
子
』
の
物
化
論
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
点

は
、
古
代
中
国
思
想
史
の
文
脈
で
『
荘
子
』
と
荀
子
の
思
想
の
時

代
意
義
を
考
え
る
上
で
大
変
重
要
な
点
な
の
で
は
あ
る
が
、
詳
細

は
別
稿
に
譲
り
（
注
5
）
、
議
論
を
先
に
進
ま
せ
て
い
た
だ
く
。

三
、
荀
子
思
想
が
も
つ
三
つ
の
意
義

　

荀
子
の
哲
学
が
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
顕
現
し
て
い
る
と
し

て
、
だ
が
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
か
ら
我
々

（ 38 ）



は
何
を
学
べ
る
の
だ
ろ
う
か
？
上
の
言
い
方
で
は
簡
単
す
ぎ
る
の

で
、
も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
て
み
る
。
そ
の
際
、
荀
子
思
想
の

も
つ
意
義
の
範
囲
も
若
干
広
げ
て
考
え
て
み
よ
う
。
歴
史
的
、
哲

学
的
、
そ
し
て
実
践
的
な
側
面
に
分
け
て
順
次
説
明
す
る
。

　

ま
ず
歴
史
的
観
点
に
お
い
て
我
々
が
荀
子
の
思
想
か
ら
学
ぶ
意

義
を
考
え
て
み
る
。
荀
子
の
思
想
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々

自
身
が
生
き
る
東
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
人
と
し
て
の
我
々

そ
の
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
。
も
し
荀
子

の
思
想
が
な
か
っ
た
ら
、
漢
代
か
ら
現
在
に
お
よ
ぶ
東
ア
ジ
ア
の

二
千
年
の
歴
史
は
今
我
々
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
は
展
開
し
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
現
在
我
々
が
生
き
て
い
る
社

会
や
我
々
の
道
徳
、
倫
理
意
識
も
今
あ
る
も
の
と
は
か
な
り
違
っ

た
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
筆
者
が
「
東
ア
ジ
ア
社
会
へ
の

影
響
」
と
言
う
場
合
、
そ
れ
は
大
き
な
意
味
で
漠
然
と
儒
教
の
影

響
が
あ
る
か
ら
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
荀
子
の
影
響
で
そ

う
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
百
歩
引
い
て
儒
教
の
影

響
と
仮
定
し
た
場
合
で
す
ら
、
そ
の
基
本
と
な
る
「
六
経
」
の
体

系
そ
の
も
の
が
、
荀
子
の
理
論
的
努
力
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
こ

と
は
、
漢
代
の
経
学
の
系
譜
が
こ
と
ご
と
く
荀
子
を
経
由
し
て
い

る
事
実
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
人
間
は
政

治
的
あ
る
い
は
ポ
リ
ス
的
動
物
（
ゾ
ー
オ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
）」

と
い
う
言
い
方
を
も
じ
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
人
と
は
「
礼
的
な
人
間

で
あ
る
」
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
人
が

「
礼
的
な
人
間
」
と
な
る
た
め
の
総
合
的
な
青
写
真
を
描
い
た
の

が
荀
子
な
の
だ
と
筆
者
は
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
認
め
つ
つ
、
今
度
は
我
々
の
東
ア
ジ
ア
文
明
が

西
洋
な
ど
他
の
文
明
と
、
特
に
遡
源
的
に
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
違
う

の
か
と
問
い
か
け
た
と
き
に
、
荀
子
の
思
想
を
語
る
こ
と
は
、
こ

う
し
た
問
題
を
考
え
る
た
め
の
数
多
く
の
ヒ
ン
ト
も
提
供
し
て
く

れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
荀
子
の
思
想
を
理
解
す
る
こ
と

は
、
我
々
を
知
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
以
下
述
べ
る
よ
う

に
、
荀
子
の
思
想
と
他
の
文
明
の
古
典
の
思
想
を
比
較
吟
味
す
る

意
義
も
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。

　

で
は
第
二
点
、
荀
子
を
理
解
す
る
こ
と
に
哲
学
的
な
意
義
を
見

出
そ
う
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
？
中
国
戦
国
諸

子
の
思
想
が
、
ギ
リ
シ
ャ
的
意
味
に
お
け
る
「
哲
学
」
つ
ま
り

「philosophy

＝
フ
ィ
ロ
＋
ソ
フ
ォ
ス
（
愛
智
）」
と
言
え
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
十
数
年
中
国
と
西
洋
の
専
門
家
が
よ
く

取
り
あ
げ
る
議
題
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
の
ル
ー
バ
ン
大
学
に
お
い

て
戦
国
諸
子
思
想
を
講
ず
る
カ
リ
ー
ン
・
デ
フ
ォ
ー
ル
ト
氏
が
適

切
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
二
十
世
紀
後
半
の
議
論
を
回
顧
す
れ

ば
、
中
国
思
想
が
厳
密
な
意
味
で
の
「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」
の
一

支
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
西
洋
で
は
暗
示
的
に
、
そ
し

て
中
国
で
は
明
示
的
に
否
定
的
な
見
解
が
繰
り
返
し
出
さ
れ
て
き

（ 39 ）



た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
注
6
）
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
筆
者
の
見

解
を
こ
こ
で
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
批
判

0

0

0

0

0

的
見
解
の
論
点
を
す
べ
て
受
け
入
れ
た
と
し
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
少
な
く
と
も

荀
子
の
思
想
が
、
現
在
「
哲
学
」
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
お
い

て
学
ぶ
様
々
な
知
的
テ
ー
マ
に
刺
激
的
な
材
料
を
提
供
す
る
と
い

う
点
に
関
し
て
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
荀
子
の
思
想
の
中
に

は
、
儒
学
と
し
て
オ
ハ
コ
で
あ
る
「
倫
理
学
」
的
な
内
容
に
富

む
。
周
知
の
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
来
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
伝

統
で
は
、「
よ
く
生
き
る
（
エ
ウ
ゼ
ー
ン
＝living�w

ell

）」
つ
ま

り
「
倫
理
的
に
生
き
る
」
こ
と
こ
そ
が
「
哲
学
」
の
大
き
な
目
的

で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
「
哲
学
」
関
連
の
主
題
を
み
て
も
、
荀
子

の
思
想
の
中
に
は
、
中
国
思
想
に
は
一
般
的
に
弱
い
と
い
わ
れ
る

「
正
し
い
知
識
を
獲
得
す
る
方
法
」、「
言
語
の
成
り
立
ち
と
機
能
」、

「
世
界
を
合
理
的
に
考
え
る
態
度
」
な
ど
、
西
洋
哲
学
に
お
け
る

認
識
論
、
言
語
哲
学
、
科
学
哲
学
に
連
な
る
問
題
を
論
じ
て
い
る

部
分
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
哲
学

0

0

館
（
現
在
の
東

洋
大
学
）
を
設
立
し
、
哲
学
の
普
及
と
迷
信
の
排
除
に
畢
生
を
捧

げ
た
井
上
円
了
（
一
八
五
八
～
一
九
一
九
）
の
東
京
大
学
の
卒
業

論
文
は
『
荀
子
』
の
哲
学
に
つ
い
て
で
あ
り
（
注
7
）
、
彼
の
思
想
を

現
在
有
名
に
し
て
い
る
「
妖
怪
学
」
の
発
想
と
、
そ
う
し
た
発
想

を
可
能
に
し
た
合
理
的
思
考
態
度
は
、
西
洋
哲
学
の
他
に
、『
荀

子
』
の
思
想
、
特
に
天
論
篇
か
ら
学
ん
だ
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で

は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
実
は
「
妖
怪
」
と
い
う
タ
ー
ム
自
体

も
、
現
存
の
文
献
に
お
け
る
最
古
の
用
例
は
『
荀
子
』
の
天
論
篇

で
あ
り
、
円
了
に
よ
る
そ
の
語
の
使
い
方
も
い
わ
ゆ
る
「
お
化

け
」
を
直
接
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
天
論
篇
で
の
用
法
と
同
じ

く
、
広
い
意
味
で
の
「
不
可
解
な
る
現
象
」
を
指
す
。

　

総
じ
て
近
代
以
来
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
比
較
哲
学
の
分
野
に

お
い
て
、『
荀
子
』
の
思
想
内
容
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま

り
、
使
徒
パ
ウ
ロ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
カ
ン

ト
、
果
て
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
な
ど
と
も
、
そ
の
思
想
の
多
様
な
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
る
比
較
が
試
み
ら
れ
て
い
る
（
注
8
）
。
つ
ま
り
、
荀
子

の
思
想
は
、
伝
統
的
な
東
ア
ジ
ア
的
思
惟
が
、
西
洋
哲
学
の
問
題

意
識
に
踏
み
込
む
と
き
の
仲
介
役
を
果
た
し
て
く
れ
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
同
じ
く
明
治
の
時
期
、
井
上
円
了
が
東
京
大
学
の

学
生
だ
っ
た
当
時
に
そ
の
「
綜
理
」（
つ
ま
り
実
質
的
に
は
総
長
）

で
あ
っ
た
加
藤
弘
之
（
一
八
三
六
～
一
九
一
六
）
が
、
そ
の
晩

年
、
六
十
歳
を
越
え
な
が
ら
も
、『
荀
子
』
を
読
み
返
し
、
ホ
ッ

ブ
ス
の
人
間
観
と
の
比
較
を
通
じ
て
荀
子
の
慧
眼
に
改
め
て
感
服

し
て
論
文
を
発
表
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
実
際
に
起
き
た
の
で
あ

る
（
注
9
）
。

　

さ
ら
に
、
日
本
で
は
こ
こ
十
年
あ
ま
り
、
異
な
る
立
場
や
宗
教

の
人
間
ど
う
し
、
あ
る
い
は
人
間
と
異
な
る
生
物
や
環
境
が
お
互

い
に
如
何
に
共
存
し
て
い
く
か
と
い
う
地
球
的
課
題
を
探
求
す
る

（ 40 ）



共
生
哲
学
と
、
個
人
と
社
会
が
、
国
家
と
い
う
媒
介
を
通
じ
、
よ

り
よ
い
社
会
共
同
体
（
あ
る
い
は
共
「
働
」
体
）
を
作
り
上
げ
て

い
こ
う
と
い
う
公
共
哲
学
の
二
つ
の
テ
ー
マ
の
知
的
探
求
が
、
学

術
と
社
会
に
お
け
る
各
方
面
で
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
荀
子
の
思

想
が
そ
の
両
方
の
議
論
に
豊
富
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
供
し
て
く
れ
る

こ
と
も
疑
い
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
（
注
10
）
。
な
ぜ
な
ら
、
荀
子
が
考

察
す
る
対
象
は
常
に
二
人
以
上
か
ら
理
論
的
に
は
地
球
上
に
生
活

す
る
全
て
の
人
間
で
あ
る
か
ら
だ
。
古
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た

思
想
文
献
と
い
う
の
は
、
総
じ
て
人
類
の
知
恵
が
凝
縮
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
が
、『
荀
子
』
と
い
う
文
献
も
、「
哲
学
」
と
い
う

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
通
じ
て
、
常
に
我
々
の
探
究
心
を
刺
激
し
て
く

れ
る
言
わ
ば
「
知
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
三
に
、
荀
子
の
思
想
を
学
ぶ
こ
と
が
実
践
的
な
意
義

を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
？
言
う
ま
で
も
な
く

一
般
に
荀
子
の
思
想
は
中
国
思
想
史
の
分
類
で
は
「
儒
家
」
と
い

う
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
、
ま
た
「
儒
学
」
と
も
総
称
さ
れ
る
。

伝
統
的
に
「
儒
学
」
は
、
戦
前
は
ど
こ
の
小
学
校
に
も
あ
っ
た
二

宮
金
次
郎
の
銅
像
が
蒔
を
背
負
い
な
が
ら
「
読
ん
で
い
る
」
あ
の

『
大
学
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
格
物
か
ら
始
ま
り
、
修
身

を
と
お
し
て
斉
家
、
治
国
へ
と
進
み
、
そ
し
て
究
極
的
に
は
平
天

下
に
い
た
る
実
践
倫
理
の
教
え
」
と
理
解
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
の
伝

統
社
会
に
お
い
て
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
日
本
で
は
戦
前
ま
で
、

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
小
学
校
や
中
学
校
の
修
身
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
礎

理
念
に
な
っ
て
い
た
。
荀
子
が
そ
う
し
た
儒
学
の
伝
統
的
価
値
そ

の
も
の
の
形
成
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
我
々
は
そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
荀
子
が
如
何
に
人
間
を

理
解
し
た
の
か
と
い
う
点
か
ら
、
我
々
が
人
間
と
し
て
実
践
す
べ

き
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

荀
子
の
人
間
論
に
お
い
て
、
古
代
の
哲
学
的
探
求
の
中
で
も
荀

子
に
特
有
な
画
期
的
な
視
点
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
は
、
先

に
も
述
べ
た
が
、
以
下
項
目
に
し
て
若
干
詳
し
く
述
べ
る
と
、
さ

ら
に
四
点
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

（
１�

）
個
々
の
人
間
が
基
本
的
に
お
互
い
み
な
同
じ
で
あ
り
、無

限
の
可
能
性
を
も
つ
「
素
材
」
と
み
た
こ
と
。

（
２�

）
人
間
世
界
（
こ
の
世
界
で
は
神
は
「
敬
し
て
遠
ざ
け
ら
れ

る
」
が
、
祖
霊
は
祭
祀
の
対
象
と
し
て
共
同
体
の
一
部
を

構
成
す
る
）
そ
の
も
の
の
中
に
お
け
る
人
間
の
在
り
方
を

考
え
抜
い
た
こ
と
。

（
３�

）
人
間
を
変
化
す
る
主
体
と
と
ら
え
、人
間
が
善
く
な
る
よ

う
変
化
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
こ
と
。

（
４�
）理
論
的
に
は
無
限
に
拡
大
す
る
規
模
の
人
間
社
会
を
統
合

す
る
た
め
の
規
範
お
よ
び
制
度
的
装
置
と
し
て
の
「
礼
治

理
論
」
を
案
出
し
た
こ
と
、
と
同
時
に
そ
の
た
め
の
リ
ー
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ダ
シ
ッ
プ
術
（
司
馬
遷
の
語
を
借
り
れ
ば
「
帝
王
之
術
」）

を
提
示
し
た
こ
と
。

で
あ
る
。
ま
ず
第
一
点
を
み
る
と
、
荀
子
は
多
く
の
現
代
人
が
望

む
、
人
間
は
皆
同
じ
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
存
在
だ
と
い
う
理
解

を
提
示
し
た
。
同
じ
時
代
を
生
き
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
奴
隷
制

を
不
可
避
な
も
の
と
考
え
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
荀
子
が
古
代

の
思
想
家
と
し
て
「
人
間
は
生
ま
れ
た
時
に
は
皆
同
じ
だ
」
と
喝

破
し
た
こ
と
の
画
期
的
意
義
が
理
解
で
き
る
。

　

第
二
点
は
、
一
人
の
人
間
が
「
神
」
不
在
の
現
代
社
会
で
他
の

人
間
と
ど
う
生
き
る
か
の
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
提

供
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
点
は
、
人
間
が
善
く
生
き
る

た
め
の
目
標
と
理
論
的
根
拠
を
与
え
て
く
れ
よ
う
。
そ
し
て
第
四

点
に
は
、
地
球
的
規
模
に
つ
な
が
っ
た
人
間
社
会
の
秩
序
を
ど
の

よ
う
に
保
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
智
慧
に
満
ち
て

い
る
。
以
上
四
点
の
荀
子
の
人
間
理
解
に
お
い
て
、
筆
者
は
そ
の

ど
れ
も
が
、
現
代
の
こ
れ
か
ら
の
人
間
個
人
の
あ
り
方
、
ま
た
人

間
社
会
の
あ
り
方
に
対
し
て
も
、
実
践
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
荀
子

と
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
教
育
思
想
と
の
関
係
で
あ
る
。
現
本
『
荀

子
』
の
首
篇
と
そ
れ
に
続
く
第
二
篇
の
タ
イ
ト
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
、

「
勧
学
」
と
「
修
身
」
に
な
っ
て
い
る
事
実
（
た
だ
し
荀
子
自
身

が
命
名
し
た
と
は
限
ら
な
い
が
）
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
東
ア
ジ
ア
の
思
想
伝
統
の
中
で
、
教
育
の
問
題
を
最
初
に

も
っ
と
も
明
快
に
且
つ
体
系
的
に
論
じ
た
文
献
は
（
少
な
く
と
も

現
存
の
文
献
で
は
）『
荀
子
』
で
あ
る
（
注
11
）
。
人
間
を
皆
同
じ
だ

と
考
え
る
以
上
、
個
々
人
に
差
が
出
て
く
る
の
は
第
一
に
教
育
に

よ
っ
て
だ
と
荀
子
は
確
信
し
て
い
た
。
日
本
人
な
ら
誰
で
も
知
っ

て
い
る
「
青
藍
の
誉
れ
」、
つ
ま
り
「
青
は
藍
よ
り
出
で
て
藍
よ

り
も
青
し
」
と
い
う
格
言
は
、
現
本
『
荀
子
』
勧
学
篇
の
冒
頭

句
、
つ
ま
り
『
荀
子
』
全
篇
の
冒
頭
句
で
あ
る
。
ま
た
、
東
京
に

あ
る
名
門
校
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
麻
布
高
校
の
校
歌
の
一
節

で
あ
る
「
蓬
（
よ
も
ぎ
）
に
す
さ
ぶ　

人
の
心
を
矯
（
た
）
め
む

麻
の
葉
」
の
出
典
も
、
同
じ
く
『
荀
子
』
勧
学
篇
の
「
蓬
生
麻

中
、
不
扶
而
直
」、
つ
ま
り
、「
不
安
定
で
倒
れ
や
す
い
蓬
の
茎
も

た
く
さ
ん
の
麻
の
間
に
生
え
れ
ば
支
え
棒
が
な
く
と
も
ま
っ
す
ぐ

立
つ
」
に
由
来
し
て
い
る
。

　

も
う
す
こ
し
思
想
史
的
な
例
を
挙
げ
る
と
、「
教
化
」（
道
徳
的

な
教
育
、
あ
る
い
は
そ
の
影
響
で
人
間
を
良
く
す
る
）
と
い
う
術

語
が
あ
る
が
、
こ
の
語
は
、
漢
代
以
前
の
文
献
で
は
『
荀
子
』
以

外
に
ほ
と
ん
ど
出
て
来
な
い
（
注
12
）
。
そ
れ
が
『
荀
子
』
の
中
で
は

反
復
的
に
現
れ
（
八
回
）、
同
時
に
そ
の
語
を
含
む
主
張
が
荀
子

思
想
の
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
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こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
れ
ば
、
荀
子
は
つ
ま
り
、
正
し
く

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
教
育
学
の
祖
な
の
で
あ
り
、
戦
前
の
日
本
の

知
識
人
た
ち
も
、「
教
育
」
と
言
わ
れ
れ
ば
、
真
っ
先
に
荀
子
を

思
い
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
荀
子
の
教
育
に
関
す
る
言
説
の
体

系
性
や
総
合
性
に
比
べ
れ
ば
、
孔
子
や
孟
子
の
教
育
に
関
す
る
言

説
は
、
総
じ
て
教
訓
的
な
知
恵
を
巧
み
な
レ
ト
リ
ッ
ク
（
特
に
孟

子
）
で
表
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

　

人
間
の
学
と
し
て
の
荀
子
教
育
学
説
の
核
心
は
、
学
ぶ
と
い
う

行
為
が
人
間
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
を
高
め
る
（
荀
子
の
言
葉
で
は

「
化
性
さ
せ
る
」）
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

荀
子
は
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、す
な
わ
ち
「
礼
」

の
意
義
も
同
時
に
詳
述
し
た
。
教
育
が
な
け
れ
ば
、
人
間
は
集
住

し
て
社
会
を
構
築
し
た
と
し
て
も
人
間
ら
し
く
存
続
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
し
、
そ
の
た
め
に
は
「
社
会
に
生
き
る
べ
き
人
間
」
と
い

う
原
理
に
即
し
た
具
体
的
で
か
つ
実
践
的
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

必
要
だ
と
見
通
し
て
い
た
。
荀
子
に
と
っ
て
「
礼
学
」
と
は
ま
さ

に
人
間
が
社
会
や
生
活
実
践
に
お
い
て
人
間
性
を
高
め
る
た
め
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
総
称
な
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、
我
々
が
荀
子
思
想
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
も
の
の
可

能
性
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
。
総
じ
て
、
荀
子
は
人

間
が
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
意
義
や
方
法
に
つ
い
て
、
原
理

的
に
は
我
々
が
考
え
付
く
ほ
と
ん
ど
の
問
題
を
深
く
掘
り
下
げ
、

そ
の
た
め
の
指
針
を
我
々
に
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
読
者
は
本

稿
を
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
て
、
荀
子
の
思
想
に
何
が
し
か
の
興
味
を

持
っ
て
い
た
だ
け
た
で
あ
ろ
う
か
？

四
、「
礼
」
と
東
ア
ジ
ア
国
家
に
お
け
る
政
治
、

　
　

社
会
と
倫
理

　

本
節
で
は
、
荀
子
思
想
の
思
想
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
と
い
う
考

察
に
お
け
る
第
二
点
、
そ
の
東
ア
ジ
ア
歴
史
、
社
会
へ
の
影
響
に

つ
い
て
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
も
し

も
、
荀
子
思
想
の
影
響
が
「
東
ア
ジ
ア
世
界
の
国
家
制
度
、
政

治
、
社
会
、
倫
理
の
基
礎
」
全
部

0

0

に
及
ん
で
い
る
な
ど
と
い
わ
れ

る
と
、
何
だ
か
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
す
ぎ
て
、
荒
唐
無
稽
に
聞
こ
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
荀
子
と
い
う
思
想
家
の
影

響
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
特
定
の
歴
史
事
実
や
限
ら
れ
た
範
囲

の
時
代
に
存
在
し
た
主
義
主
張
な
ど
を
挙
げ
た
だ
け
で
は
、
そ
の

影
響
の
大
き
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
う
ま
く
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
つ
ま
り
、「
礼
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
と
し

て
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
国
家
制
度
、
政
治
、
社
会
、
そ
し
て
倫
理

の
特
徴
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
そ
の
「
礼
」
思
想

の
基
礎
を
理
論
付
け
た
荀
子
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
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二
十
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
ア
メ
リ
カ
の
中
国
古
典
学
者
、

ホ
ー
マ
ー
・
ダ
ブ
ス
（
一
八
九
二
～
一
九
六
九
）
が
、
荀
子
の
哲

学
史
的
役
割
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
に
喩
え
て
い
る
。
西
洋

の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
の
発
展
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
哲
学
が
そ
の
基
礎
を
成
し
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、
ダ
ブ
ス
は
荀
子
を
「m

oulder

（
塑
造
者
）」
と
呼

ぶ
こ
と
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
同
じ
く
ら
い
の
貢
献
が
あ
る
と

喝
破
し
た
の
で
あ
る
（
注
13
）
。
戦
国
諸
子
思
想
の
総
合
者
と
し
て
の

荀
子
の
役
割
は
、
中
国
や
日
本
の
荀
子
研
究
者
か
ら
も
時
々
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
（
注
14
）
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
古
代
思
想
の
総
合
者
と
し
て
の
役
割
に
つ

い
て
よ
り
も
、
荀
子
が
「
東
ア
ジ
ア
の
国
家
制
度
、
政
治
、
社

会
、
倫
理
の
基
礎
」
と
な
る
だ
け
の
内
容
を
備
え
る
価
値
観
念
を

理
論
化
し
た
と
い
う
点
を
強
調
し
た
い
。
儒
教
の
価
値
観
念
と
言

え
ば
、「
仁
」「
義
」「
礼
」「
智
」「
忠
」「
信
」「
孝
」「
悌
」
が
あ

り
、
そ
の
他
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
幕
末
新
撰
組
の
旗
章

に
も
な
っ
た
「
誠
」
が
あ
る
。
そ
う
し
た
価
値
観
念
（
あ
る
い
は

倫
理
概
念
と
言
っ
て
も
良
い
が
）
の
中
で
、
日
本
人
な
ら
誰
で

も
、
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
と
言
わ
れ
れ
ば
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た

り
、
忸
怩
た
る
気
持
ち
に
な
る
価
値
観
念
が
あ
る
。
そ
う
、「
礼

儀
」・「
礼
節
」
の
「
礼
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
礼
」
の
概
念

を
最
高
度
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
理
論
化
し
た
思
想
家
は
荀
子
で
あ

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
人
は
「
礼
的
人
間
」
な
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、「
礼
」
の
次
に
日
本
人
の
心
に
し
っ
く
り
来

る
の
は
、
お
そ
ら
く
「
誠
」
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る

の
だ
が
、「
誠
」
の
理
論
化
も
実
は
荀
子
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た

可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
荀
子
と
「
誠
」
概
念
の
関
係

に
つ
い
て
は
別
文
で
詳
し
く
論
じ
た
の
で
そ
ち
ら
に
譲
る
（
注
15
）
。

　

興
味
深
い
こ
と
は
、
儒
学
倫
理
概
念
の
主
な
も
の
を
見
る
と
、

日
本
で
は
孔
子
や
孟
子
な
ど
、
一
般
に
儒
学
史
上
最
も
重
要
だ
と

さ
れ
る
人
物
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
と
さ
れ
る
他
の
主
要
な
儒
教

概
念
が
「
礼
」
ほ
ど
に
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
「
忠
」

な
ど
は
、
日
本
で
は
む
し
ろ
明
治
以
降
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
さ
れ

た
概
念
な
の
で
論
外
と
し
て
も
（
注
16
）
、
宋
儒
が
提
唱
し
た
「
理
」

と
「
気
」
な
ど
は
、
形
而
上
学
的
意
味
を
持
つ
術
語
と
し
て
、
韓

国
で
は
現
在
で
も
極
め
て
重
要
だ
が
（
注
17
）
、
日
本
な
ら
一
生
聞
か

な
い
人
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
ま
た
孔
子
が
主
張

し
た
と
さ
れ
る
、
儒
学
の
最
高
道
徳
価
値
、「
仁
」
に
関
し
て
も
、

歴
代
天
皇
の
名
前
の
中
（
例
え
ば
「
嘉
仁
」、「
裕
仁
」、「
明
仁
」、

「
徳
仁
」
…
、
つ
ま
り
最
高
の
徳
だ
か
ら
天
皇
の
名
前
の
一
部
に

付
く
）
に
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
一
般
の
人
で
、
そ
れ
が

果
た
し
て
ど
ん
な
徳
な
の
か
説
明
出
来
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま

い
。
孟
子
が
提
唱
し
た
「
仁
義
」
に
い
た
っ
て
は
、
現
代
日
本
語

で
は
、
な
ぜ
か
や
く
ざ
の
義
理
関
係
を
示
す
術
語
に
変
質
し
て
し
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ま
っ
た
（
注
18
）
。
そ
も
そ
も
孟
子
や
荀
子
な
ど
が
提
唱
し
た
「
仁
」

と
「
仁
義
」
は
、
本
来
帝
王
が
「
愛
」
や
「
同
情
の
心
」
に
根
ざ

し
て
人
民
を
思
い
や
る
徳
と
し
て
尊
ば
れ
た
も
の
だ
（
日
本
で
は

仁0

徳
天
皇
の
「
か
ま
ど
の
煙
を
見
て
人
民
の
生
活
を
思
い
や
る
」

故
事
を
想
起
せ
よ
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
日
本
に
広
ま
っ
た
儒
教
概

念
の
中
で
は
、
荀
子
が
体
系
化
し
た
「
礼
」
と
い
う
倫
理
概
念
が

孔
子
や
孟
子
、
果
て
は
朱
熹
が
力
説
し
た
「
仁
」
や
「
仁
義
」
や

「
理
」
な
ど
の
他
の
概
念
よ
り
日
本
人
の
心
に
定
着
し
た
の
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、「
礼
」
は
、
日
本
の
天
皇
制
の
存
続

を
可
能
に
し
た
統
治
原
則
で
も
あ
っ
た
。
雅
楽
や
十
二
単
な
ど
の

美
し
さ
を
形
容
す
る
「
み
や
び
（
雅
）」
と
言
う
概
念
が
、「
礼
」

の
も
つ
燦
然
た
る
文
明
性
を
象
徴
し
た
言
葉
で
あ
る
。『
荀
子
』

に
は
「
雅
儒
」
と
い
う
タ
ー
ム
も
使
わ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
こ

と
は
、「
み
や
び
」
と
縁
遠
く
見
え
る
武
家
社
会
の
現
場
で
も
、

江
戸
思
想
を
研
究
す
る
渡
辺
浩
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
幕
府
の
体
制

は
、
徳
川
将
軍
を
頂
点
と
す
る
大
名
や
旗
本
の
身
分
や
役
割
を
、

席
次
や
進
退
、
そ
れ
に
服
装
か
ら
調
度
品
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ら

の
全
て
を
細
か
い
儀
礼
に
よ
っ
て
厳
密
に
規
定
す
る
こ
と
で
維
持

さ
れ
た
の
だ
と
言
う
（
注
19
）
。
江
戸
中
期
に
な
る
と
、
直
接
、『
荀

子
』
の
思
想
に
触
れ
て
そ
の
「
礼
楽
」
思
想
の
重
要
性
を
認
め
る

荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
～
一
七
二
八
）
の
よ
う
な
儒
者
も
現
れ

た
。
徂
徠
が
ま
さ
に
「
礼
楽
」
に
よ
っ
て
、
世
の
中
の
建
て
直
し

を
主
張
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
徂
徠
は

「
楽
」
に
つ
い
て
も
高
い
見
識
を
持
っ
て
い
た
が
、
東
ア
ジ
ア
で

最
初
に
音
楽
を
処
方
と
す
る
統
治
理
論
を
打
ち
立
て
た
の
も
荀
子

で
あ
り
、
そ
の
議
論
は
楽
論
篇
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
統
治
に
お
け

る
「
楽
」
と
「
礼
」
の
役
割
が
そ
れ
ぞ
れ
し
っ
か
り
分
担
さ
れ
て

い
て
、
極
め
て
組
織
的
な
論
述
と
な
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
礼
」
を
重
視
し
た
の
は
、
日
本
人
ば
か
り
で
は

な
か
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
全
体
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
、
長
ら
く
武
士

社
会
を
構
成
し
て
、
倭
寇
や
朝
鮮
出
兵
な
ど
の
武
力
侵
略
の
イ

メ
ー
ジ
に
結
び
付
け
ら
れ
た
日
本
は
、
周
辺
国
か
ら
見
れ
ば
む
し

ろ
「
無
礼
」
の
国
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
朝
鮮
歴
代
王
朝

や
琉
球
王
国
は
自
国
が
「
礼
義
之
邦
」
で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
標

榜
し
、
内
政
と
外
交
の
指
針
と
し
た
。
内
政
に
お
け
る
「
礼
」
の

重
要
性
に
関
し
て
一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
二
〇
〇
七
年
に
ユ
ネ
ス

コ
世
界
記
録
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
そ
の
後
宮
内
庁
が
所
蔵
し
て
い

た
一
部
分
が
日
本
か
ら
韓
国
に
返
還
さ
れ
た
こ
と
で
話
題
に
な
っ

た
『
儀
軌
』
と
い
う
叢
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
李
氏
朝
鮮
歴
代
の
国

家
儀
礼
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
大
変
詳
細
な
記
録
で
あ
る
。
李
氏
朝
鮮

は
莫
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
で
、
国
家
儀
礼
を
文
章
で
描
写
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
形
や
色
ま
で
も
詳
し
く
記
録
し
た
上
で
編

纂
し
、
そ
の
ま
さ
に
「
み
や
び
な
」
全
貌
を
後
世
に
残
そ
う
と
努
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力
し
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
荀
子
の
政
治
哲
学
の
中
に
は
、
燦
然

た
る
（
つ
ま
り
み
や
び
を
具
現
す
る
）「
国
家
儀
礼
」
が
国
家
の

平
和
と
安
定
を
も
た
ら
す
点
に
つ
い
て
の
理
論
的
説
明
が
見
ら
れ

る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
東
ア
ジ
ア
周
辺
国
か
ら
今
度
は
そ
の
文
明
の
起
点

で
あ
る
中
国
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
歴

史
上
、「
礼
」
と
い
う
規
範
に
対
す
る
国
家
レ
ベ
ル
に
お
け
る
意

識
的
な
重
視
は
、
戦
国
時
代
を
終
息
さ
せ
な
が
ら
も
、
わ
ず
か
十

五
年
で
崩
壊
し
た
秦
の
後
を
受
け
て
中
原
の
再
統
一
に
成
功
し
、

前
後
合
わ
せ
て
四
百
年
余
に
わ
た
る
命
脈
を
保
っ
た
漢
代
か
ら
始

ま
る
。「
礼
」
そ
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
漢
代
以
前
か
ら
存
在
し
て

い
た
が
、
戦
国
国
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
秦
朝
に
お
い
て
、
重
要
な

国
家
儀
礼
は
い
く
ら
で
も
存
在
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
逆
に
そ
れ

が
習
慣
的
に
空
気
の
よ
う
に
数
百
年
も
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
か
、
秦
の
歴
代
君
主
や
宰
相
達
、
そ
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
担
っ
た
思
想
家
達
（
例
え
ば
『
商
君
書
』
の
著
者
や
編
者
、
あ

る
い
は
韓
非
な
ど
）
は
、「
礼
」
と
い
う
角
度
か
ら
見
た
秦
の
政

治
制
度
や
、「
礼
」
の
意
義
と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
関
心
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
う
か

が
わ
せ
る
も
う
一
つ
の
例
が
、
荀
子
の
晩
年
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
秦

国
で
、
将
来
の
秦
に
よ
る
天
下
統
一
を
見
越
し
て
編
集
さ
れ
た

『
呂
氏
春
秋
』
の
内
容
で
あ
る
。
そ
の
分
量
は
膨
大
で
あ
り
、
ま

た
『
荀
子
』
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
思
想
を
代
表
す
る
叢
書
あ
る
い

は
百
科
全
書
と
い
っ
て
も
よ
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は

「
礼
」
に
対
す
る
理
論
的
考
察
が
全
く
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
、
秦
に
よ
る
統
一
と
崩
壊
の
後
、
中
原
世
界
を
再

統
一
し
た
も
の
の
、
国
家
制
度
を
ゼ
ロ
か
ら
作
り
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
漢
に
と
っ
て
は
、「
礼
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

諸
制
度
の
規
範
的
体
系
こ
そ
は
そ
の
国
家
運
営
の
大
綱
と
し
て
意

識
的
に
据
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
漢
朝
が
、
叔
孫
通
（
生
没

年
不
詳
）
の
助
言
を
つ
う
じ
て
い
か
に
「
礼
制
」
を
受
け
入
れ
る

に
至
っ
た
か
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』
の
「
叔
孫
通
列
伝
」

に
劇
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
描
写
に
よ
る
と
、
天
下
統
一

後
、
功
臣
達
に
よ
る
朝
廷
で
の
傍
若
無
人
な
狼
藉
ぶ
り
に
ほ
と
ほ

と
苦
慮
し
て
い
た
劉
邦
（
漢
の
高
祖
、
紀
元
前
二
四
五
頃
～
紀
元

前
一
九
六
）
で
あ
っ
た
が
、
状
況
を
見
か
ね
た
儒
者
の
叔
孫
通

が
、
新
宮
殿
の
落
成
式
典
と
い
う
礼
の
イ
ベ
ン
ト
を
大
々
的
に
挙

行
し
、
そ
の
雰
囲
気
を
最
高
度
に
厳
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

劉
邦
に
最
高
統
治
者
と
し
て
の
威
厳
を
遺
憾
な
く
体
験
さ
せ
る
こ

と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
礼
儀
に
よ
る
規
範
確
立
の
パ
ワ
ー
に

圧
倒
さ
れ
た
劉
邦
は
、
感
動
の
あ
ま
り
「
今
日
初
め
て
皇
帝
の
位

の
尊
さ
を
知
っ
た
ぞ
！
（
注
20
）
」
と
言
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
、
こ
の
有
名
な
言
葉
は
、
劉
邦
が
皇
帝
に
な
っ
た
高
貴

さ
を
始
め
て
実
感
し
た
感
激
を
吐
露
し
た
言
葉
と
し
て
理
解
さ
れ
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五
、
荀
子
不
在
の
礼
学
研
究

　

東
ア
ジ
ア
の
歴
史
や
文
化
に
お
い
て
「
礼
」
が
重
要
だ
と
い
う

の
は
、
何
も
筆
者
に
限
っ
た
主
張
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

現
在
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
、
文
化
研
究
に
お
い
て
は
、
経
学
の
一
環

と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
礼
学
研
究
、
中
国
や
朝
鮮
伝
統
王
朝
に
お
け

る
国
家
制
度
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
礼
制
研
究
が
活
発
に
進
め
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
ア
ジ
ア
各
国
の
葬
礼
や
台
湾
道
教
な
ど
に

関
す
る
儀
礼
研
究
（ritual�studies

）
も
大
変
盛
ん
で
あ
り
、
近

年
で
は
、
朱
熹
の
思
想
や
江
戸
の
日
本
思
想
研
究
に
お
い
て
ま
で

も
「
礼
」
的
要
素
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
礼
」
の
研
究

に
は
世
界
的
規
模
で
多
く
の
研
究
者
が
従
事
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
研
究
者
達
の
脳
裏
で
は
、「
礼
」

が
東
ア
ジ
ア
の
国
家
や
社
会
の
存
続
に
最
も
重
要
な
キ
ー
コ
ン
セ

プ
ト
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
視
さ
れ
な
い
の
に
、
そ
の
事
実
と
、
荀

子
こ
そ
が
ま
さ
に
そ
う
し
た
「
礼
」
に
関
す
る
各
種
の
思
想
を
理

論
化
し
た
の
だ
と
い
う
事
実
（
注
21
）
が
お
互
い
結
び
つ
か
な
い
。
そ

れ
は
ど
う
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
こ
の
疑
問
を
突
き
詰
め
て
行

く
と
、
い
わ
ゆ
る
礼
学
研
究
に
従
事
す
る
研
究
者
達
の
「
礼
制

史
」
あ
る
い
は
「
礼
学
史
」
に
対
す
る
、
あ
る
一
種
の
共
通
し
た

態
度
に
直
面
す
る
。
そ
れ
は
一
言
で
言
う
と
、「
礼
制
」
を
中
国

て
い
る
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
、
劉
邦
が
、
皇
帝
は
た
だ
尊
い
の
で
は

な
く
、
国
家
儀
礼
が
荘
厳
に
行
わ
れ
て
こ
そ
尊
い
の
だ
と
い
う
点

を
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
徹
頭
徹
尾
理
解
し
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
漢
朝
は
ま
さ
に
こ
の
瞬
間
よ
り
「
礼
制
国
家
」
に
な
る
べ
き

運
命
に
導
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
こ
で
、
そ
の
「
叔
孫
通
列
伝
」
を
含
む
『
史
記
』
の
作
者
で

あ
る
司
馬
遷
の
「
礼
」
に
対
す
る
考
え
方
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。

司
馬
遷
は
、
歴
史
の
叙
述
と
と
も
に
漢
の
政
治
社
会
を
支
え
る
一

種
の
政
治
制
度
論
と
し
て
「
八
書
」
を
記
し
て
『
史
記
』
に
加
え

た
が
、「
礼
」
の
効
用
を
説
い
た
「
礼
書
」
を
そ
の
最
初
に
据
え

て
い
る
。
つ
ま
り
、
司
馬
遷
が
、
漢
と
い
う
国
家
の
根
幹
は
「
礼

制
」に
あ
る
と
考
え
て
い
た
事
実
を
如
実
に
示
す
例
で
あ
る
。「
礼

書
」
の
中
の
「
礼
」
に
対
す
る
理
論
的
な
説
明
は
ほ
と
ん
ど
『
荀

子
』
か
ら
の
写
し
で
あ
る
。
も
う
一
つ
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
か

ら
千
年
が
過
ぎ
、
荀
子
を
批
判
し
た
あ
の
朱
熹
で
さ
え
も
、
全
人

民
を
倫
理
化
す
る
た
め
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
た
道
徳
規
範
は
、
実

は
「
理
」
や
「
気
」
な
ど
で
は
な
く
「
礼
」
な
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
例
は
、
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
家
が
、
歴
史
的
に
「
礼
」
を

そ
の
社
会
制
度
、
政
治
運
営
、
そ
し
て
外
交
交
渉
に
お
け
る
な
く

て
は
な
ら
な
い
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識
を
分
有

し
て
き
た
事
実
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
文
明
は
、「
礼
」

と
い
う
原
則
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
き
た
社
会
の
総
称
で
あ
る
。
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太
古
か
ら
近
代
ま
で
連
続
し
て
綿
々
と
続
い
て
き
た
も
の
と
と
ら

え
る
態
度
で
あ
る
。

　

漢
代
以
降
の
歴
史
上
に
お
い
て
、
荀
子
に
匹
敵
す
る
よ
う
な

「
礼
」
に
関
す
る
理
論
を
体
系
化
し
た
思
想
家
は
出
て
い
な
い
か

ら
、
漢
代
以
降
に
お
け
る
、
王
朝
間
の
「
礼
」
の
継
承
は
、
制
度

的
に
も
思
想
的
に
も
、
前
の
王
朝
か
ら
引
き
継
が
れ
て
き
た
連
続

的
な
も
の
に
映
る
。
そ
う
す
る
と
、
中
近
世
以
降
の
歴
史
を
扱
う

礼
学
の
研
究
者
達
の
目
に
は
、
そ
の
研
究
対
象
の
「
礼
」
の
重
要

性
も
前
の
王
朝
か
ら
受
け
継
が
れ
た
「
自
明
」
な
も
の
と
さ
れ
、

「
礼
」
が
な
ぜ
重
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て
特

に
そ
う
し
た
理
論
的
努
力
が
誰
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う

思
想
史
的
問
い
を
す
る
問
題
意
識
が
弱
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
礼
学
の
研
究
者
が
荀
子
の
礼
論
そ
の
も
の
を
知

ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
想
像
し
が
た
い
が
、
そ
れ
で
も
、「
礼
」

の
制
度
と
思
想
が
各
王
朝
間
で
連
続
し
て
き
た
と
い
う
理
解
の
枠

の
中
で
、
荀
子
の
役
割
も
「
礼
の
重
要
性
を
提
唱
し
た
人
物
の
一

人
」
程
度
に
限
定
さ
れ
、
戦
国
時
代
か
ら
漢
代
へ
の
「
礼
制
」
の

移
行
と
い
う
歴
史
を
考
え
る
時
、
漢
朝
が
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
か
ら
礼

制
を
整
備
さ
せ
て
き
た
と
い
う
歴
史
事
実
と
、
そ
れ
に
理
論
的
根

拠
を
与
え
た
の
は
荀
子
な
の
だ
と
い
う
思
想
的
事
実
が
見
事
に
抜

け
落
ち
て
し
ま
い
、
漢
代
に
礼
制
が
成
立
し
た
と
い
う
歴
史
的
事

実
は
、
あ
た
か
も
「
周
礼
」（
こ
こ
で
は
実
際
に
戦
国
時
代
が
終

わ
る
ま
で
存
在
し
て
い
た
周
朝
の
礼
制
）
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た

も
の
と
見
な
さ
れ
、
長
い
礼
制
の
変
遷
と
い
う
連
続
的
思
考
の
な

か
に
埋
没
し
て
し
ま
う
か
、
あ
る
い
は
漢
の
歴
史
的
流
れ
の
中
で

漢
の
時
代
に
自
生
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
漢
代
史
に
特

徴
的
な
歴
史
的
事
象
と
同
一
化
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
か
の

ど
ち
ら
か
な
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
理
解
の
中
で
、
そ
れ
で
も
強
い
て
、
漢
代
に
成
立
し

た
礼
制
の
思
想
史
的
な
淵
源
は
何
か
と
礼
学
研
究
者
に
問
う
て

も
、
彼
ら
の
頭
に
は
、
や
は
り
荀
子
の
存
在
が
具
体
的
に
思
い
浮

か
ぶ
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、『
儀
礼
』、『
礼
記
』、『
周
礼
』
と

い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
三
礼
」
と
呼
ば
れ
る
礼
学
文
献
の
中
の

「
礼
」
の
意
義
を
強
調
す
る
よ
う
な
思
想
的
言
説
を
持
ち
出
し
て
、

そ
う
し
た
言
説
に
「
礼
」
思
想
の
淵
源
を
「
発
見
」
し
、
そ
こ
か

ら
発
展
し
て
き
た
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
ス
テ
ッ
プ
の
思
想
史
理
解
に
よ
っ
て
、
荀
子
が
「
礼
」
思
想

の
体
系
化
に
果
た
し
た
思
想
的
役
割
は
、「
三
礼
」
文
献
の
内
容

に
も
あ
る
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
完
全
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
礼
制
」
の
思
想
的
淵
源
と
し
て
重

要
な
の
は
「
三
礼
」
で
あ
っ
て
荀
子
で
は
な
い
の
だ
と
。
だ
か
ら

現
在
、
台
湾
で
盛
ん
な
「
経
学
」
に
関
す
る
各
種
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
や
論
考
に
お
い
て
も
、
荀
子
は
ほ
と
ん
ど
顔
を
出
さ
ず
、
古
代

の
「
礼
学
」
と
言
え
ば
、
そ
の
主
役
は
三
礼
注
釈
の
大
家
で
あ
る
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鄭
玄
（
一
二
七
～
二
〇
〇
）
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
、
現
在
「
礼
学
」
の
研
究
を
し
て
い
る
日
本
だ
け

で
な
く
中
国
や
台
湾
を
含
め
た
多
く
の
学
者
が
、
思
想
と
し
て

「
礼
」
を
見
た
と
き
の
暗
黙
の
態
度
で
あ
る
。

　

総
じ
て
『
儀
礼
』、『
周
礼
』、『
礼
記
』
に
現
れ
た
「
礼
」
の
重

要
性
に
関
す
る
説
明
の
内
容
を
ざ
っ
と
分
析
す
れ
ば
す
ぐ
分
か
る

こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、「
礼
」
そ
の
も
の
描

写
か
、
そ
れ
に
対
す
る
直
接
的
な
解
説
（
つ
ま
り
「
記
」）
で

あ
っ
て
、
思
想
文
献
と
し
て
の
「
礼
論
」
と
し
て
、
あ
る
程
度
理

論
的
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
、『
礼
記
』
の
中
の
礼
運
篇
や
礼
器

篇
、
そ
れ
に
祭
統
篇
な
ど
わ
ず
か
に
過
ぎ
な
い
（
注
22
）
。�

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
文
献
の
思
想
内
容
に
依
拠
し
て
、
戦
国
時

代
か
ら
漢
代
に
か
け
て
の
「
礼
」
に
関
す
る
思
想
の
発
展
を
考
え

る
時
、
そ
の
理
論
性
は
『
荀
子
』
の
礼
論
と
比
べ
る
と
雑
然
と
し

て
お
り
理
論
性
も
低
い
。
し
た
が
っ
て
、
漢
代
以
降
の
礼
学
、
あ

る
い
は
礼
思
想
が
、
礼
運
篇
や
祭
統
篇
な
ど
わ
ず
か
な
文
献
の
み

を
理
論
的
根
拠
と
し
て
発
展
し
た
と
も
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
漢
代
に
著
述
さ
れ
た
「
礼
論
」
の
中
で
比
較
的
理
論
性

が
高
い
も
の
は
、
前
文
に
も
触
れ
た
よ
う
に
司
馬
遷
『
史
記
』
の

「
礼
書
」
で
あ
っ
て
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
そ
の
中
で
「
礼
」
の

意
義
に
関
す
る
理
論
的
な
説
明
は
ほ
と
ん
ど
が
荀
子
か
ら
の
抜
粋

な
の
で
あ
る
。

　

ち
ょ
っ
と
時
代
を
遡
ら
せ
よ
う
。『
老
子
』
や
『
荘
子
』
外
篇

な
ど
を
読
め
ば
一
目
瞭
然
だ
が
、
戦
国
時
代
に
は
「
礼
」
に
対
す

る
批
判
的
な
言
説
が
大
い
に
流
行
し
て
い
た
。『
礼
記
』
の
中
で

も
礼
運
篇
や
祭
統
篇
は
漢
代
に
な
っ
て
書
か
れ
た
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
が
、
一
読
し
て
み
れ
ば
、
戦
国
末
や
秦
漢
の
思
想
家
達

は
礼
運
篇
や
祭
統
篇
程
度
の
記
述
で
『
老
子
』
や
『
荘
子
』
な
ど

か
ら
の
批
判
力
の
高
い
「
反
礼
論
」
に
対
抗
で
き
た
の
か
首
を
か

し
げ
た
く
な
る
。
ま
た
漢
代
初
期
に
は
、
儒
家
よ
り
も
い
わ
ゆ
る

「
無
為
」
に
よ
る
国
家
統
治
術
を
中
心
に
す
え
た
い
わ
ゆ
る
「
黄

老
」
思
想
が
流
行
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
お
そ
ら
く
戦
国
末
期
か

ら
漢
代
初
期
に
か
け
て
、
儒
学
は
黄
老
思
想
に
対
し
て
は
劣
勢

だ
っ
た
わ
け
だ
。「
礼
書
」
を
書
い
た
司
馬
遷
で
さ
え
、（
父
の
司

馬
談
の
意
見
か
も
し
れ
な
い
が
）『
老
子
』
の
思
想
は
深
遠
だ
と

感
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
23
）
。
そ
う
し
た
思
想
的
状
況
に
あ
っ

た
漢
代
前
半
期
の
儒
者
達
が
、
そ
れ
に
理
論
的
な
反
駁
も
考
え

ず
、
礼
運
篇
や
祭
統
篇
の
論
述
を
参
考
に
し
た
程
度
で
礼
制
を
そ

の
国
家
の
大
綱
（
現
在
風
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
政
策
と
い
う
よ
り

憲
法
に
近
い
も
の
）
に
し
た
と
い
う
の
は
ど
う
も
考
え
に
く
い
。

も
ち
ろ
ん
、
公
孫
弘
（
紀
元
前
二
〇
〇
～
紀
元
前
一
二
一
）
や
董

仲
舒
（
紀
元
前
一
七
六
頃
～
紀
元
前
一
〇
四
頃
）
ら
が
漢
を
礼
制

国
家
に
持
っ
て
い
く
の
に
費
や
し
た
個
人
的
力
量
も
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
儒
学
の
国
教
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化
」
へ
の
歩
み
に
お
い
て
仮
に
公
孫
弘
や
董
仲
舒
の
働
き
が
大
き

い
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
、
公
孫
弘
や
董
仲
舒
の
思
想
の
中
に
儒

学
が
な
ぜ
黄
老
思
想
よ
り
も
国
家
の
大
綱
と
な
り
う
る
の
か
と
い

う
信
念
が
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
国
家
の
側
に
も
、
あ
る
程
度
は
そ

の
礼
制
の
持
つ
力
を
認
め
、
実
行
し
て
い
け
る
だ
け
素
地
が
で
き

て
い
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
儒
学
の
国
教
化
」
な
ど
と
い
う
大

業
を
遂
行
し
て
い
く
の
は
困
難
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

そ
う
し
た
状
況
か
ら
考
え
る
と
、『
礼
記
』
の
礼
論
が
『
荀
子
』

ほ
ど
「
理
論
的
な
キ
レ
」
が
な
い
原
因
は
、
そ
れ
ら
が
戦
国
後
期

く
ら
い
の
儒
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
荀
子
が
そ
れ
ら
の
内
容
を
理

論
的
に
一
層
深
化
さ
せ
た
か
ら
だ
と
い
う
可
能
性
も
捨
て
が
た

い
。
も
ち
ろ
ん
、
漢
儒
が
も
と
も
と
戦
国
時
代
か
ら
伝
わ
る
礼
文

献
に
付
帯
的
な
解
説
を
つ
け
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
『
礼
記
』
の
礼
運
篇
や
祭
統
篇
な
ど
の

「
礼
論
」
が
、
そ
れ
だ
け
で
黄
老
思
想
や
『
荘
子
』
の
「
反
礼
論
」

に
対
抗
で
き
る
だ
け
の
思
想
的
内
容
を
備
え
た
文
献
と
は
と
て
も

見
な
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
文
献
の
成
立
年
代
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

に
し
て
も
、
戦
国
時
代
か
ら
漢
代
に
お
け
る
儒
学
の
優
勢
化
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
荀
子
の
礼
治
思
想
の
役
割
を
差
し
置
い
て
し

ま
う
と
、
な
ぜ
「
漢
」
が
礼
制
を
受
け
入
れ
た
の
か
と
い
う
、
そ

の
思
想
的
脈
絡
を
と
ら
え
る
作
業
、
つ
ま
り
漢
代
の
知
識
人
や
為

政
者
達
は
、
す
で
に
黄
老
思
想
と
い
う
当
時
の
時
勢
に
合
致
し
た

思
想
体
系
が
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
そ
の
上
さ
ら
に
礼
制
を
整
備

し
、
儒
教
を
「
国
教
化
」
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の

か
う
ま
く
説
明
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
今
ま
で
の
中
国
古
代
の
「
礼
」
思
想
史
構
想
上
に
お

け
る
荀
子
礼
論
の
「
不
在
」
問
題
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
状
況
の

原
因
は
、
い
わ
ゆ
る
礼
学
や
経
学
の
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
実
は

皮
肉
に
も
、
荀
子
思
想
研
究
者
側
に
も
そ
の
責
任
の
一
端
が
あ
る

と
い
う
点
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
荀
子
思
想
の
意
義
に

関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
荀
子
思
想
の
研
究
者
達
が
「
礼
論
」
よ

り
も
「
性
論
」
や
「
天
論
」
を
思
想
的
意
義
が
重
大
な
も
の
と
し

て
優
先
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
た
め
に
、「
礼
論
」
は
、
荀
子
の

主
張
と
し
て
は
重
要
で
あ
っ
て
も
、
思
想
史
的
、
あ
る
い
は
哲
学

史
全
体
に
お
け
る
役
割
と
し
て
は
「
性
論
」
や
「
天
論
」
に
お
よ

ぶ
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
番
典

型
的
な
例
は
、
胡
適
の
名
声
を
高
ら
し
め
た
あ
の
『
中
国
哲
学
史

大
綱
（
上
巻
）』
一
書
に
お
け
る
荀
子
の
哲
学
に
関
す
る
論
述
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
胡
適
は
、
天
論
篇
、
解
蔽
篇
、
正
名
篇
お
よ
び

性
惡
篇
の
四
篇
の
み
を
荀
子
の
思
想
を
理
解
す
る
上
で
必
要
な
部

分
と
考
え
、
そ
こ
に
礼
論
篇
を
含
め
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
（
注
24
）
。

　

つ
ま
り
、
荀
子
の
「
礼
論
」
は
、
礼
学
研
究
者
と
荀
子
思
想
研

究
者
の
双
方
か
ら

0

0

0

0

相
対
的
に
低
い
評
価
を
受
け
た
た
め
に
、
中
国

古
代
の
「
礼
」
思
想
史
に
お
け
る
役
割
も
低
く
見
ら
れ
、
結
果
と
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し
て
そ
の
後
世
に
対
す
る
理
論
と
し
て
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
あ
ま
り

注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

六
、
荀
子
の
政
治
哲
学
的
問
い
と
漢
朝
に
お
け
る

　
　
「
礼
制
」
の
整
備

　

荀
子
本
人
に
せ
よ
、
漢
代
の
思
想
家
に
せ
よ
、
ま
た
、
後
代
に

礼
制
の
重
要
性
を
提
唱
し
た
漢
代
以
降
の
王
朝
の
創
立
者
達
に
せ

よ
、
彼
ら
が
皆
「
礼
」
の
重
要
性
を
提
唱
し
た
背
景
に
は
、「
礼
」

が
な
ぜ
国
家
の
存
続
に
重
要
な
の
か
と
い
う
、
政
治
哲
学
的
な
問

い
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
問
い
に
答
え
う
る
よ
う

な
理
論
的
な
探
求
も
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
「
礼
」
と
呼
ば
れ
た
政
治
制
度
は
、
西
周
以
来
、
当

時
中
華
文
明
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
周
や
魯
を
中
心
と
す
る
国

家
群
に
お
い
て
、
戦
国
時
代
ま
で
脈
々
と
続
い
て
い
た
。
ま
た
、

戦
国
時
代
に
入
る
頃
、
つ
ま
り
孔
子
の
時
代
に
は
「
夏
礼
」、「
殷

礼
」
の
よ
う
に
、
過
去
に
存
在
し
た
王
朝
の
政
治
制
度
も
「
礼
」

と
い
う
タ
ー
ム
で
表
現
さ
れ
た
（
注
25
）
。
そ
の
一
方
で
、「
礼
」
の

重
要
性
に
関
す
る
言
説
に
つ
い
て
も
、
春
秋
時
代
の
政
治
の
是
非

を
論
じ
た
い
わ
ゆ
る
『
春
秋
三
伝
』（
左
氏
伝
、
公
羊
伝
お
よ
び

穀
梁
伝
）
に
お
い
て
、
周
知
の
よ
う
に
「
礼
」
の
重
要
性
は
い
た

る
と
こ
ろ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
叙
述
や

評
語
が
ど
れ
だ
け
春
秋
時
代
の
思
想
を
反
映
し
て
い
る
か
は
、
思

想
史
考
察
の
対
象
で
あ
る
が
、
日
本
の
大
部
分
の
学
者
は
、
そ
の

言
説
を
代
表
す
る
時
代
を
戦
国
中
期
く
ら
い
と
見
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
荀
子
以
前
に
も
「
礼
」
の
重
要
性
そ
の
も
の
は
当
時
の
儒

家
に
よ
っ
て
強
く
唱
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
と
い

う
点
を
確
認
す
れ
ば
良
い
（
注
26
）
。
や
は
り
戦
国
初
期
に
は
、『
論

語
』
思
想
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
こ
ろ
周
王
朝
を

中
心
と
し
た
天
下
の
支
配
体
制
の
維
持
す
る
た
め
に
「
礼
」
の
重

要
性
が
主
張
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
も
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
国
家
の
運
営
に
「
礼
」
が
重
要
だ
と
い
う
主
張
自
体
は
、

戦
国
前
中
期
の
貴
族
や
思
想
家
達
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、『
春
秋
三
伝
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
あ
る
政
治
行

為
や
政
治
体
制
が
「
礼
」
に
合
う
か
ど
う
か
を
是
非
す
る
言
論
そ

の
も
の
は
、「
理
論
的
な
礼
論
」
と
し
て
は
ま
だ
初
歩
的
な
主
張

の
段
階
に
す
ぎ
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、「
礼
」

が
国
家
の
運
営
や
天
下
人
民
の
統
治
の
た
め
に
な
ぜ
不
可
欠
な
の

か
と
い
う
理
論
的
根
拠
を
明
確
に
提
示
す
る
政
治
哲
学
と
し
て
の

「
礼
論
」
が
、
何
時
、
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
の
点
で
少
な
く
と
も
荀
子
の
「
礼
論
」
は
、
そ
う
し
た

理
論
の
完
成
型
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
春
秋
左
氏

伝
』
に
お
け
る
「
礼
」
の
言
説
の
中
に
、
理
論
的
な
「
礼
論
」
の

（ 51 ）



成
分
が
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
と
は
言
え
な
い
し
、
以
前
拙
著
で

詳
論
し
た
如
く
、『
管
子
』
な
ど
の
礼
論
は
、
荀
子
の
議
論
の
レ

ベ
ル
に
か
な
り
近
い
理
論
性
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
（
注
27
）
。
し
か

し
、
荀
子
の
礼
論
は
、
春
秋
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
議
論
さ
れ

た
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
哲
学
的
議
論
、
特
に
道
家
に
よ
る
「
礼
」
の

価
値
へ
の
反
論
を
も
踏
ま
え
た
上
で
提
示
さ
れ
た
と
い
う
意
味
も

含
め
て
理
論
性
が
高
い
と
筆
者
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま

た
「
礼
」
と
い
う
基
本
概
念
に
よ
っ
て
理
想
的
な
政
治
体
制
の
青

写
真
を
提
供
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
中
に
い
る
人
間
一
人
一
人
が

「
学
」
と
「
修
身
」
を
通
じ
て
、
そ
の
人
間
性
を
高
め
て
い
こ
う

と
い
う
人
間
論
と
も
組
み
合
わ
せ
て
提
示
す
る
と
い
う
総
合
的
意

図
も
明
快
で
あ
る
。
筆
者
が
荀
子
の
「
礼
論
」
を
「
礼
治0

論
」
と

呼
ぶ
の
は
、「
礼
」
に
よ
っ
て
人
間
（
の
思
考
、
感
情
、
言
説
、

そ
し
て
身
体
の
全
て
）
を
内
面
的
に
治
め
、
そ
の
よ
う
に
し
て
徳

を
高
め
た
人
間
に
よ
り
、
国
家
と
社
会
も
同
じ
く
「
礼
」
に
よ
っ

て
治
め
、
そ
の
結
果
、
人
類
社
会
全
体
に
、
天
地
と
同
じ
レ
ベ
ル

の
「
秩
序
」
を
確
立
し
て
い
こ
う
と
い
う
、三
つ
の
次
元
の
「
治
」

と
い
う
目
的
が
総
合
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
「
礼
」
に
よ
る
「
治
」
は
た
だ
の
静
態
的
な
秩
序
で
は
な

く
、
人
間
を
良
く
し
て
い
こ
う
と
い
う
変
化
論
に
お
け
る
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

現
存
す
る
文
献
資
料
を
見
る
限
り
、「
礼
論
」
と
し
て
漢
代
の

知
識
人
が
大
き
く
影
響
を
受
け
た
の
は
、
荀
子
に
よ
っ
て
理
論
化

さ
れ
た
「
礼
治
論
」
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
「
礼
論
」
や
「
礼
制

論
」
よ
り
理
論
的
に
も
は
る
か
に
深
化
し
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
も
天

下
全
体
を
見
据
え
よ
り
一
層
体
系
化
さ
れ
た
理
想
国
家
の
青
写
真

で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
戦
国
時
代
の
一
国
一
国
を
治
め
る

た
め
の
礼
論
は
荀
子
に
よ
っ
て
天
下
（
つ
ま
り
世
界
）
の
人
類
全

体
を
治
め
る
礼
治
論
へ
と
強
力
に
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
秦
の
瓦
解
後
に
中
華
文
明
を
再
統
一
し
た
「
世
界
国
家
」

漢
朝
に
必
要
だ
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
一
国
を
超
え
た
「
天
下
社

会
」
と
漢
朝
と
い
う
世
界
国
家
に
放
出
さ
れ
た
人
間
全
部
を
治
め

ら
れ
る
だ
け
の
ス
ケ
ー
ル
と
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
も
っ
た
荀
子
の
こ

の
よ
う
な
政
治
哲
学
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
再
び
漢
代
の
主
要
な
「
礼
論
」
を
見

て
み
る
と
、
漢
代
の
前
期
に
書
か
れ
た
「
礼
」
に
関
す
る
議
論
に

は
荀
子
の
影
響
は
明
白
で
あ
る
。
前
述
し
た
『
史
記
』「
礼
書
」

の
他
に
も
、
漢
の
文
帝
（
紀
元
前
二
〇
三
～
紀
元
前
一
五
七
）
の

博
士
な
ど
を
歴
任
し
た
当
時
第
一
級
の
学
者
で
あ
る
韓
嬰
（
紀
元

前
二
〇
〇
頃
～
紀
元
前
一
三
〇
頃
）
の
『
韓
詩
外
伝
』
で
も
、

『
荀
子
』
か
ら
の
切
り
貼
り
と
見
な
さ
れ
る
言
説
は
な
ん
と
五
十

個
所
以
上
に
及
ぶ
。
韓
嬰
よ
り
さ
ら
に
前
の
陸
賈
や
賈
誼
な
ど
の

礼
論
が
、
直
接
荀
子
か
ら
来
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
、
更
な
る

考
察
が
必
要
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
韓
嬰
や
司
馬
遷
、
つ
ま
り
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ど
ち
ら
も
漢
代
の
思
想
を
代
表
す
る
よ
う
な
人
物
の
礼
論
が
荀
子

の
礼
治
思
想
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

最
後
に
荀
子
の
「
礼
治
論
」
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
ま
と
め

て
み
た
い
。
荀
子
は
、
戦
国
時
代
に
議
論
さ
れ
て
い
た
国
家
の
治

乱
に
関
す
る
様
々
な
思
想
を
批
判
、
吸
収
し
、
将
来
に
お
け
る
儒

学
理
念（
秦
國
の
軍
事
的
優
勢
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
！
）

に
よ
る
天
下
統
一
を
構
想
し
つ
つ
「
礼
」
を
そ
の
政
治
哲
学
の
核

心
的
価
値
に
据
え
、「
礼
」
が
国
家
と
社
会
の
成
立
と
存
続
に
な

ぜ
重
要
な
の
か
と
い
う
理
由
付
け
も
含
め
て
そ
の
理
論
化
を
当
時

の
思
想
家
と
し
て
は
最
も
緻
密
に
行
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く

荀
子
は
、「
礼
」
に
よ
っ
て
如
何
に
人
間
や
社
会
を
改
善
し
て
い

く
か
と
い
う
具
体
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
同
時
に
提
供
し
た
。
そ
れ

は
、
個
人
の
身
体
、
心
理
、
感
情
か
ら
始
ま
り
、
社
会
行
為
と
言

説
、
国
家
資
源
の
分
配
か
ら
人
事
の
基
準
（
他
に
も
ま
だ
ま
だ
あ

る
）
と
極
め
て
多
岐
に
渉
り
な
が
ら
、
当
時
の
思
想
家
た
ち
に

と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
ほ
と
ん
ど
の
問
題
を
カ
バ
ー
し
て
い
た
。

　

そ
の
あ
と
成
立
し
た
漢
朝
と
い
う
国
家
な
い
し
社
会
は
、
荀
子

が
「
準
備
し
た
」
そ
の
「
礼
治
国
家
」
の
青
写
真
に
し
た
が
っ
て

「
礼
制
国
家
」
を
作
り
上
げ
た
。
特
に
前
漢
の
思
想
家
達
は
、
荀

子
の
理
論
に
沿
っ
て
、
不
断
に
「
礼
」
の
重
要
性
を
再
確
認
し
、

自
王
朝
の
「
礼
制
」
を
整
備
し
つ
つ
、
西
周
時
代
に
か
つ
て
存
在

し
て
い
た
も
の
と
し
て
「
三
礼
」
文
献
の
保
存
、
整
理
に
も
精
力

的
に
従
事
し
た
。
そ
し
て
漢
代
の
礼
制
が
あ
る
程
度
の
完
成
度
を

備
え
た
時
点
で
、「
礼
」
を
理
論
化
し
た
と
い
う
荀
子
の
思
想
的

役
割
も
終
息
し
、
そ
の
方
面
の
貢
献
は
六
朝
時
代
以
降
徐
々
に
忘

却
さ
れ
、
特
に
宋
代
以
降
で
は
「
性
悪
論
」
の
提
唱
者
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

七
、
二
十
一
世
紀
荀
子
思
想
研
究
へ
の
展
望

　

荀
子
の
思
想
と
は
何
か
？
本
稿
は
ま
ず
、
荀
子
の
人
間
理
解
は

二
十
一
世
紀
に
生
き
る
我
々
に
も
十
分
学
ぶ
べ
き
内
容
に
富
む
と

主
張
し
た
。
同
時
に
荀
子
の
思
想
が
「
礼
論
」
を
と
お
し
て
、
漢

代
以
降
の
東
ア
ジ
ア
政
治
、
社
会
、
倫
理
に
巨
大
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
と
い
う
事
実
を
紹
介
し
、
併
せ
て
我
々
東
ア
ジ
ア
社
会
の
特

質
を
知
る
た
め
に
も
荀
子
思
想
の
理
解
は
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘

し
た
。
し
か
し
、
皮
肉
に
も
そ
う
し
た
必
要
性
と
は
逆
に
、
荀
子

の
思
想
の
重
要
性
、
特
に
そ
の
礼
治
思
想
の
理
論
家
と
し
て
の
役

割
は
、
六
朝
時
代
以
降
徐
々
に
忘
却
さ
れ
、
そ
の
忘
却
と
正
に
反

比
例
し
て
、「
性
説
」
と
い
う
限
ら
れ
た
側
面
の
み
が
「
性
悪
説
」

（
つ
ま
り
人
間
の
本
質
は
悪
で
あ
る
）
と
い
う
曲
解
さ
れ
た
形
で

広
ま
り
、
宋
儒
以
来
の
一
千
年
に
お
よ
ぶ
批
判
と
排
斥
に
さ
ら
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

総
じ
て
、
新
た
な
荀
子
理
解
を
目
指
す
た
め
に
は
、「
性
悪
論
」
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の
提
唱
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
覆
わ
れ
た
荀
子
像
を
ま
ず
解
体

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
地
平
か
ら
、「
総
合
性
」、

「
礼
」、「
変
化
論
」（「
誠
」
も
含
め
て
）
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た

新
た
な
荀
子
理
解
を
組
み
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
作
業
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
べ
き
思
想
内
容
に
基
づ
い
て
そ

の
思
想
的
意
義
を
語
る
こ
と
、
そ
れ
が
筆
者
の
構
想
す
る
二
十
一

世
紀
に
お
け
る
荀
子
思
想
研
究
へ
の
展
望
で
あ
る
。

注

（
１
）�

内
山
俊
彦
『
荀
子

︱
古
代
思
想
家
の
肖
像
』（
東
京
、
評
論
社
、
一

九
七
六
）。
な
お
本
書
は
講
談
社
学
術
文
庫
と
し
て
一
九
九
九
年
に
再
版

さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
評
論
家
等
の
書
い
た
「
入
門
書
」
を
超
え
て
、

人
文
系
の
大
学
院
生
や
、
中
国
思
想
文
化
の
研
究
に
興
味
の
あ
る
大
学

生
な
ど
が
、
荀
子
の
思
想
の
概
要
を
知
ろ
う
と
す
る
と
、
現
在
で
も
こ

の
本
し
か
な
い
。
な
お
「
一
九
九
九
年
再
版
」
と
い
う
の
は
、
新
し
い

内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
と
の
印
象
を
与
え
る
ト
リ
ッ
キ
ー
な

言
い
方
で
あ
る
が
、
本
文
の
内
容
そ
の
も
の
は
一
九
七
六
年
初
版
本
の

ま
ま
で
あ
る
。

（
２
）�

松
田
弘
氏
、
三
浦
吉
明
氏
に
よ
る
「
天
論
」、
片
倉
望
氏
、
島
一
氏
に

よ
る
「
性
論
」、
加
地
伸
行
氏
、
浅
野
裕
一
氏
に
よ
る
「
正
名
論
」
や
論

理
思
想
、
渡
辺
信
一
郎
氏
な
ど
に
よ
る
「
政
治
論
」
な
ど
。
な
お
原
誠

士
「
荀
子
研
究
文
献
目
錄
」（『
東
洋
古
典
学
研
究
』、
第
四
集
、
一
九
九

七
、
一
～
二
五
頁
）
に
は
一
九
九
六
年
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
『
荀
子
』

に
関
す
る
一
千
二
十
二
項
目
の
テ
ク
ス
ト
版
本
、
註
解
、
現
代
語
訳
、

研
究
著
作
な
ど
の
資
料
が
網
羅
さ
れ
て
い
て
参
考
に
な
る
。
そ
の
う
ち

二
百
二
十
二
篇
が
日
本
語
で
出
版
さ
れ
た
論
考
類
で
あ
る
。
右
に
列
挙

し
た
論
考
も
全
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）�

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
佐
藤
貢
悦
氏
に
よ
る
国
家
論
、
舘
野
正
美
氏

に
よ
る
時
間
論
、
菅
本
大
二
氏
に
よ
る
礼
法
論
、
そ
し
て
橋
本
敬
司
氏

に
よ
る
身
体
論
に
つ
い
て
の
論
考
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

（
４
）�

荀
子
の
思
想
を
主
題
と
し
て
出
版
さ
れ
た
筆
者
の
単
著
と
し
て
は
以
下

の
二
冊
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。M

asayuki�Sato:�T
he Confucian 

Q
uest for O

rder: T
he O

rigin and Form
ation of the Political 

T
hought of X

un Zi�（Leiden:�Brill�A
cadem

ic�Publishers,�2003

）、

及
び
拙
著
『
荀
子
禮
治
思
想
的
源
淵
與
戰
國
諸
子
之
研
究
』（
台
北
、
国

立
台
湾
大
学
出
版
中
心
、
二
○
一
三
）。
論
文
類
に
関
し
て
は
、
必
要
な
範

囲
で
以
下
注
記
し
て
い
く
。

（
５
）�『
荘
子
』
の
「
物
化
論
」
と
『
荀
子
』
の
「
化
性
論
」
と
の
思
想
的
関

係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
国
古
代
的
「
変
化
」
觀
念
之
演
変
暨
其
思

想
意
義
」（『
国
立
政
治
大
学
中
文
学
報
』、
第
三
期
、
二
〇
〇
五
、
五
一

～
八
六
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）�C

arine�D
efoort:�

“Is�T
here�such�a�T

hing�as�C
hinese�

Philosophy?�A
rgum

ents�of�an�Im
plicit�D

ebate

”,�Philosophy 
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E
ast &

 W
est,�vol.�51-3�

（July�2001

）。
デ
フ
ォ
ー
ル
ト
氏
自
身
は
、

東
西
の
哲
学
が
お
互
い
違
う
か
ら
こ
そ
比
較
の
意
味
が
あ
る
の
だ
と
主

張
し
て
い
る
。

（
７
）��

『
読
荀
子
』（
荻
生
徂
徠
の
有
名
な
『
荀
子
』
の
注
釈
と
同
名
）
と
名

付
け
ら
れ
た
こ
の
卒
業
論
文
は
、
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
の
当
時
、

形
成
途
上
で
あ
っ
た
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
代
表
し
て
い
た
学
術
誌
、

『
学
芸
志
林
』（
第
八
五
巻
、
一
八
二
～
二
〇
四
頁
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

こ
の
経
緯
等
に
つ
い
て
は
拙
文
「
井
上
円
了
思
想
に
お
け
る
中
国
哲
学

の
位
置
」（『
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
』、
第
二
一
号
、
一
七
六
～
一
四

九
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
円
了
の
『
読
荀
子
』
は
現
在
『
井
上

円
了
選
集
』
第
二
五
巻
（
東
京
、
東
洋
大
学
、
二
〇
〇
四
、
七
二
七
～

七
四
四
頁
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。　

（
８
）�

西
洋
に
お
け
る
主
要
な
哲
学
者
の
思
想
と
の
比
較
に
つ
い
て
、
単
行
本

で
主
な
も
の
だ
け
挙
げ
れ
ば
以
下
の
様
な
著
作
が
あ
る
。Zhao�Y

anxia

（
趙
燕
霞
）:�Father &

 Son in Confucianism
 &

 Christianity: A
 

Com
parative Study of X

unzi &
 Paul�

（Eastbourne:�Sussex�

A
cadem

ic�Press,�2007

）、A
aron�Stalnaker:�O

vercom
ing O

ur 

E
vil: H

um
an N

ature and Spiritual E
xercises in X

unzi and 

A
ugustine 

（W
ashington�D

.C.:�Georgetow
n�U

niversity�Press,�

2006

）、
信
夫
淳
平
『
荀
子
の
新
研
究

︱
殊
に
性
悪
説
と
ダ
ル
ウ
イ
ニ

ズ
ム
の
関
連
性
に
つ
い
て
』（
東
京
、
研
文
社
、
一
九
五
九
）。
趙
氏
と
ス

タ
ル
ネ
イ
カ
ー
氏
の
著
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
使
徒
パ
ウ
ロ
と
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ

ス
の
思
想
と
の
比
較
で
あ
る
。

（
９
）�

加
藤
弘
之
「
性
善
惡
に
つ
い
て
」、『
東
洋
哲
學
』（
第
五
編
第
六
號
、

一
八
九
八
）
所
収
。

（
10
）�

日
本
で
広
く
議
論
さ
れ
て
い
る
「
共
生
思
想
」
に
お
け
る
荀
子
思
想

の
可
能
な
役
割
に
つ
い
て
は
、
拙
文
「
作
為
共
生
理
念
之
基
礎
價
值
的

荀
子
「
礼
」
概
念
」（『
共
生
の
哲
学
の
た
め
に
』、
東
京
、
東
京
大
学
グ

ロ
ー
バ
ル
、Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
シ
リ
ー
ズ
第
十
三
号
、二
〇
〇
九
、

二
三
～
四
一
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
公
共
哲
学
」
と
東
ア
ジ
ア
思
想

と
の
有
機
的
関
連
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
金
泰
昌
氏
を
中
心
と
し
た
グ

ル
ー
プ
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
「
京
都
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
か
ら
出
さ
れ
た
諸

業
績
を
意
識
し
て
い
る
。

（
11
）�「
明
快
に
」
と
い
う
意
味
で
な
ら
、『
呂
氏
春
秋
』
も
多
く
教
育
の
必

要
性
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
中
国
古
代
の
思
想
文
献
に
知
識
の

あ
る
読
者
な
ら
、『
礼
記
』
の
大
学
篇
や
学
記
篇
を
想
像
さ
れ
る
方
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
学
記
篇
に
つ
い
て
は
漢
代
に
編
述
さ
れ
た
可
能

性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）�『
荀
子
』
以
外
の
先
秦
時
代
の
用
例
だ
と
、『
礼
記
』
と
『
商
君
書
』

に
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
し
か
な
く
、し
か
も
『
礼
記
』
の
用
例
は
『
荀
子
』

の
影
響
す
ら
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）�H

om
er�H

.�D
ubs:�H

süntze: T
he M

oulder of A
ncient 

Confucianism
（London:�Probsthain�&

�Co,�1927

）。
な
お
ダ
ブ
ス

は
英
語
圏
で
最
も
早
く
比
較
的
に
完
全
な
英
訳（
た
だ
し
全
訳
で
は
な
い
）
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を
出
版
し
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。H

om
er�H

.�D
ubs:�T

he W
orks 

of H
süntze: T

ranslation from
 the Chinese, w

ith N
ote

（London:�

Probsthain�&
�Co,�1928

）。

（
14
）�
例
え
ば
、
東
京
帝
国
大
学
の
心
理
学
科
を
卒
業
し
、
現
在
に
つ
な
が

る
台
湾
の
荀
子
研
究
の
草
分
け
的
学
者
の
一
人
で
あ
る
陳
大
斉
（
一
八

八
六
～
一
九
八
三
）
な
ど
。
陳
大
斉
『
荀
子
学
説
』（
台
北
、
中
華
文
化

出
版
事
業
委
員
會
、
一
九
五
四
、
三
頁
）
参
照
。

（
15
）�

拙
稿
「『
変
化
』
を
掌
握
す
る
道
徳

︱
『
荀
子
』
に
お
け
る
『
誠
』

概
念
の
形
成
と
構
造
」、
佐
藤
錬
太
郎
、
鄭
吉
雄
共
編
『
中
国
古
典
の
解

釈
と
分
析
』（
札
幌
、
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
、
二
五
五
～
二

七
九
頁
）。

（
16
）�

中
国
古
代
に
お
け
る
「
忠
」
概
念
の
展
開
に
つ
い
て
は
拙
著
『
中
国

古
代
的
「
忠
」
論
研
究
』（
台
北
、
台
湾
大
学
出
版
中
心
、
二
〇
一
〇
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
）�

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
倉
紀
蔵
氏
の
議
論
が
参
考
に
な
る
。
小
倉

紀
蔵
『
韓
国
と
は
一
個
の
哲
学
で
あ
る

︱
理
と
気
の
社
会
シ
ス
テ
ム
』

（
東
京
、
講
談
社
、
一
九
九
八
）。

（
18
）�

辞
書
に
よ
る
説
明
だ
と
、
や
く
ざ
の
規
範
と
し
て
の
「
仁
義
」
は
、

江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
も
と
も
と
「
礼
」
を
す
る
と
い
う
意
味
の
「
辞

宜
（
じ
ん
ぎ
）」
あ
る
い
は
「
辞
儀
（
じ
ぎ
）」
と
い
う
言
葉
と
混
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
（『
大
辞
林
』、『
世
界
大
百
科
事
典
』
な
ど
）。

（
19
）�

渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』（
東
京
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
七
）、
二
八
～
四
〇
頁
。

（
20
）�

原
文
は
「
吾
乃
今
日
知
為
皇
帝
之
貴
也
。」

（
21
）�

こ
の
点
に
関
し
て
、
二
十
世
紀
前
半
、
文
化
人
類
学
の
泰
斗
で
あ
り
、

機
能
主
義
の
提
唱
者
で
も
著
名
な
ラ
ド
ク
リ
フ
＝
ブ
ラ
ウ
ン
（
一
八
八

一
～
一
九
五
五
）
が
、
荀
子
の
礼
論
に
注
目
し
た
と
い
う
事
実
は
、
こ

こ
で
付
言
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ラ
ド
ク
リ
フ
＝
ブ
ラ
ウ
ン
が
荀
子
思

想
の
重
要
性
に
触
れ
た
講
演
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。A

lfred�R.�

Radcliffe-Brow
n:�Structure and Function in Prim

itive Society�

（London:�Cohen�and�W
est,�1952,�pp.�178-187

）。

（
22
）�

も
と
も
と
『
礼
記
』
の
一
篇
で
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
四
書
」
の
大
学

篇
や
中
庸
篇
は
、
確
か
に
『
礼
記
』
の
他
篇
よ
り
議
論
は
整
っ
て
お
り
、

ま
た
「
誠
」
な
ど
の
概
念
も
高
度
に
理
念
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
二

篇
に
「
礼
論
」
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。

（
23
）�

老
子
韓
非
列
伝
に
は
「
老
子
深
遠
矣
。」
と
あ
る
。

（
24
）�

胡
適
『
中
国
哲
学
史
大
綱
（
上
巻
）』（
上
海
：
商
務
印
書
館
、
一
九

一
九
、
三
〇
六
頁
）
を
参
照
。

（
25
）�

例
え
ば
『
論
語
』
八
佾
篇
の
「
夏
禮
、
吾
能
言
之
、
杞
不
足
徵
也
。

殷
禮
、
吾
能
言
之
、
宋
不
足
徵
也
。」
な
ど
。

（
26
）�『
左
伝
』
に
お
け
る
「
礼
説
」
は
む
し
ろ
荀
子
の
影
響
を
受
け
て
書
か

れ
た
も
の
だ
と
い
う
近
藤
則
之
氏
の
見
解
も
あ
る
。
近
藤
則
之
「
左
伝

の
成
立
に
関
す
る
新
視
点

︱
礼
理
論
の
再
評
価
を
通
じ
て
」、『
日
本

中
国
学
会
報
』（
第
三
五
集
、
一
九
八
三
、
九
九
～
一
一
三
頁
）。
近
藤
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氏
の
議
論
が
正
し
け
れ
ば
、
荀
子
「
礼
論
」
の
「
春
秋
学
」
に
対
す
る

影
響
は
、
さ
ら
に
強
い
も
の
だ
っ
た
と
も
見
な
せ
る
。

（
27
）�
拙
著
『
荀
子
禮
治
思
想
的
源
淵
與
戰
國
諸
子
之
研
究
』
の
第
三
章
と

第
四
章
（
一
一
一
～
一
七
五
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

［
付
記
］
本
稿
は
本
稿
の
中
国
語
版
（
た
だ
し
若
干
の
簡
略
版
）
で
あ
る
「
二

十
一
世
紀《
荀
子
》思
想
研
究
的
意
義
與
前
景
」（『
杭
州
師
範
大
学
学
報
』、

第
六
期
、
二
〇
一
五
年
、
二
五
～
三
一
頁
）
一
文
と
同
時
出
版
で
あ
る
。

（ 57 ）


