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森
先
生
は
日
本
の
中
国
学
会
の
著
し
い
傾
向
の
一
っ
と
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
仏
教
は
イ
ン
ド
の
哲
学
で

あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
外
国
伝
来
の
も
の
と
し

て
、
こ
れ
を
無
視
し
軽
視
す
る
傾
向
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
」

仏
教
に
触
れ
る
場
合
で
も
「
仏
教
思
想
と
中
国
思
想
と
の
間
の

有
機
的
な
関
連
を
述
べ
る
こ
と
が
少
な
く
、
多
く
は
両
者
を
機

械
的
に
並
列
す
る
こ
と
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
」前

京
都
大
学
文
学
部
教
授
の
故
日
原
利
国
氏
の
呼
び
か
け
で

作
ら
れ
た
「
碩
学
の
話
を
聞
く
会
」
が
昭
和
五
十
七
(
-
九
八

二
）
年
十
二
月
十
七
日
を
第
一
回
と
し
て
、
十
二
回
開
か
れ
た
。

森
先
生
の
そ
の
ご
指
摘
は
そ
の
第
二
回
（
昭
和
五
十
八
年
五
月

十
四
日
）
の
講
演
、
演
題
「
中
国
思
想
に
お
け
る
超
越
と
内
在
」

の
な
か
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

但
し
、
そ
れ
以
前
、
『
中
国
思
想
史
』
（
昭
和
五
十
三
年
、

レ
グ
ル
ス
文
庫
）
の
「
は
し
が
き
」
に
は
、
「
従
来
の
中
国
思

想
史
の
概
説
書
の
う
ち
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
経
学
」
、

「
政
治
思
想
な
い
し
経
済
思
想
」
な
ど
は
「
比
較
的
に
冷
淡
」

に
取
り
扱
い
、
「
そ
の
か
わ
り
に
従
来
の
概
説
書
に
お
い
て
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
中
国
仏
教
の
思
想
を
採
り
あ
げ
た
」

と
あ
る
。
こ
の
書
は
先
生
が
さ
ら
に
以
前
か
ら
常
づ
ね
考
え
て

お
ら
れ
た
こ
と
を
実
践
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

先
生
は
講
義
の
あ
い
ま
や
、
下
校
の
電
車
の
中
、
喫
茶
店
な

ど
で
の
雑
談
の
中
で
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
事
を
話
題
に
さ
れ
た
。

例
え
ば
、
面
子
と
オ
ナ
ー

(
h
o
n
o
u
r
)

と
は
ど
う
違
う
か
、
虚

無
主
義
と
革
命
と
が
ど
う
し
て
結
び
つ
く
の
か
、
曹
洞
宗
（
禅

宗
）
が
ど
う
し
て
お
稲
荷
さ
ん
と
結
び
つ
く
の
か
、
と
い
う
よ

う
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
く
の
話
題
が
、
先
生
が
常

故
森
三
樹
三
郎
先
生
の
学
問
|
|
学
問
研
究
と
資
料
カ
ー
ド

橋

本

高

勝
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づ
ね
考
え
温
め
ら
れ
て
い
た
テ
ー
マ
の
ひ
と
コ
マ
ひ
と
コ
マ
で

あ
っ
た
こ
と
を
、
著
作
や
講
演
原
稿
な
ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

先
生
は
昭
和
の
四
十
年
代
五
十
年
代
に
多
く
の
講
演
を
な
さ

れ
、
そ
の
都
度
、
準
備
さ
れ
た
多
く
の
原
稿
を
残
さ
れ
て
い
る
。

な
か
に
は
同
じ
事
柄
を
繰
り
返
し
同
じ
テ
ー
マ
で
講
演
さ
れ
た

場
合
が
あ
り
別
の
テ
ー
マ
で
講
演
さ
れ
た
場
合
が
あ
る
が
、
そ

れ
ら
の
原
稿
は
決
し
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
必
ず
新
に
稿
を

起
し
た
も
の
で
、
先
生
ご
自
身
の
関
心
の
向
う
と
こ
ろ
に
よ
っ

て
か
、
あ
る
い
は
聴
講
者
層
に
応
じ
て
の
こ
と
か
、
い
ず
れ
で

あ
っ
て
も
新
な
展
開
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
既
に
出
版
さ
れ
た
著

書
に
も
と
づ
い
て
講
演
さ
れ
た
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も

角
度
を
変
え
て
、
ま
た
は
よ
り
わ
か
り
易
く
か
み
く
だ
い
て
話

さ
れ
て
い
て
、
テ
ー
マ
の
意
味
が
い
っ
そ
う
具
体
化
さ
れ
明
確

に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
原
稿
の
主
要
な
も
の
は
次
に
示
す
三
冊
に
ま
と
め

ら
れ
て
、
人
文
書
院
か
ら
出
版
さ
れ
、
知
る
と
こ
ろ
一
部
の
聴

講
者
に
限
ら
れ
て
い
た
先
生
の
ご
高
説
が
広
く
一
般
の
読
者
に

も
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
中
国
文
化
と
日
本
文
化
』

（
昭
和
六
十
三
年
一
九
八
八
）

『
生
と
死
の
思
想
』
（
平
成
二
年
一
九
九
O
)

『
無
為
自
然
の
思
想
』
（
平
成
四
年
一
九
九
二
）

こ
れ
ら
三
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
講
演
原
稿
の
テ
ー
マ
は
、

収
録
書
の
列
挙
順
を
①
②
③
と
し
て
こ
れ
ら
の
番
号
を
各
テ
ー

マ
に
頭
書
し
、
講
演
年
月
順
に
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
儒
教
と
共
産
主
義
（
昭
和
四
十
六
年
一
九
七
一
十
月
）

①
中
国
人
に
お
け
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
政
治
的
関
心
の
共
存

（
昭
和
四
十
七
年
一
九
七
ニ
―
月
）

①
名
と
恥
の
文
化
（
昭
和
四
十
七
年
四
月
）

①
経
と
権
I

原
理
と
現
実
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
）

③
水
の
心
（
昭
和
四
十
七
年
九
月
）

①
朱
子
学
と
陽
明
学
に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
八
年
一
九
七

三
三
月
）

③
無
為
自
然
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
）

②
迷
信
と
生
活
（
昭
和
四
十
九
年
一
九
七
四
二
月
）

①
『
中
庸
』
の
誠
と
『
荘
子
』
の
真
（
昭
和
四
十
九
年
五
月
）

①
中
国
の
文
化
と
日
本
の
文
化
（
昭
和
四
十
九
年
九
月
）

②
日
本
人
の
人
生
観
（
昭
和
四
十
九
年
十
月
）

③
老
荘
の
自
然
の
思
想
（
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
）

②
仙
人
の
道
（
昭
和
五
十
一
年
一
九
七
六
九
月
）

(93) 
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③
道
家
思
想
と
道
教
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
）

②
老
年
と
死
（
昭
和
五
十
二
年
一
九
七
七
六
月
）

③
老
荘
思
想
と
浄
土
教
（
昭
和
五
十
二
年
八
月
）

③
中
国
思
想
史
上
に
お
け
る
善
導
の
地
位
（
昭
和
五
十
―
―

一
九
七
八
三
月
）

③
神
仏
の
再
生
（
昭
和
五
十
三
年
九
月
）

②
「
足
る
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
（
昭
和
五
十
三
年
十
月
）

②
死
の
象
徴
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
（
昭
和
五
十
四
年
一
九

七
九
十
月
）

②
運
命
と
摂
理
（
昭
和
五
十
六
年
一
九
八
一
五
月
）

③
日
中
両
国
の
仏
教
の
性
格
の
相
違
（
昭
和
五
十
六
年
十
月
）

②
中
国
思
想
に
お
け
る
超
越
と
内
在
（
昭
和
五
十
八
年
一

九
八
三
八
月
）

③
仏
教
と
道
教
（
不
明
）

森
先
生
は
名
文
家
で
あ
る
。
し
か
も
講
演
の
名
手
と
し
て
つ

と
に
定
評
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
よ
く
考
え
ら
れ
た
話
の

段
取
り
、
明
晰
な
論
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
周
到
な

準
備
と
着
実
な
構
想
と
の
裏
う
ち
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な

こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
先
生
は
ど
ん
な
場
で
の
お
話
し
に
も
几

帳
面
に
原
稿
を
準
備
し
て
臨
ま
れ
た
。
そ
れ
を
、
わ
れ
わ
れ
は

こ
こ
に
列
挙
し
た
講
演
原
稿
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

出
版
さ
れ
て
い
る
三
冊
の
講
演
集
を
見
よ
、
平
明
な
語
り
口
で

は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
永
年
の
研
究
・
思
索
に
裏
う
ち
さ
れ
た

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
講
演
集
は
き
っ
と
講
演
の
模

範
と
し
て
も
参
考
と
な
り
多
く
の
人
び
と
に
読
ま
れ
る
も
の
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

森
先
生
は
ま
た
名
づ
け
の
名
人
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
れ
ま

で
の
宗
教
が
信
仰
に
重
点
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
今
後
あ
り
得

べ
き
宗
教
と
し
て
こ
れ
に
哲
学
的
宗
教
と
名
づ
け
る
、
あ
る
い

は
中
国
の
現
実
主
義
の
型
を
「
使
い
分
け
」
方
式
、
日
本
人
の

現
実
主
義
の
型
を
「
の
り
か
え
」
方
式
、
と
名
づ
け
る
、
あ
る

い
は
孔
子
を
「
ぐ
う
た
ら
無
神
論
者
」
と
名
づ
け
る
、
な
ど
が

あ
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
ら
の
名
づ
け
は
文
献
事
実
・
事
象
に
つ
い

て
の
深
い
考
察
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

講
演
原
稿
は
言
う
ま
で
も
な
く
研
究
論
文
と
は
異
な
る
。
よ

っ
て
時
に
未
来
を
予
測
す
る
見
解
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
平
和
を
「
戦
い
と
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
は
言
葉
の

矛
盾
で
あ
り
思
想
の
矛
盾
で
あ
る
と
し
、
自
由
競
争
・
階
級
闘

争
と
い
う
「
争
い
」
を
動
力
と
す
る
発
展
は
限
界
に
達
し
て
い

る
と
指
摘
し
た
上
で
、

(94) 
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新
し
い
哲
学
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
一
元
的
思
考
の
方
向

か
ら
で
は
な
く
、
日
本
や
中
国
の
多
元
的
思
考
の
方
向
か

ら
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
『
中
国
文
化
と
日
本
文
化
』

三
六
頁
）

と
い
う
。
ま
た
例
え
ば
、
「
脱
宗
教
化
と
い
う
こ
と
が
世
界
史

的
な
事
実
で
あ
る
」
な
ら
ば
と
い
う
条
件
の
下
に
、

好
む
と
好
ま
な
い
と
に
拘
ら
ず
、
世
界
中
が
「
罪
の
文
化
」

か
ら
「
恥
の
文
化
」
へ
移
行
し
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
る
ほ

か
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
（
前
書
六
九
頁
）

と
も
予
測
さ
れ
て
い
る
。

予
測
と
は
未
来
へ
の
動
向
を
推
測
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

の
動
向
を
見
定
め
る
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
支
点
が
必
要
で

あ
る
。
二
つ
の
支
点
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
二
点
を
結
ぶ
延

長
線
上
に
方
向
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
先
生

の
場
合
、
そ
れ
は
思
想
史
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
歴
史
認
識

と
、
現
状
に
つ
い
て
の
生
活
認
識
と
の
二
つ
の
支
点
で
あ
る
。

こ
う
し
て
得
ら
れ
た
予
測
は
、
直
感
や
占
い
に
よ
る
遊
戯
的
予

言
と
は
違
い
、
一
般
の
人
び
と
に
対
す
る
知
的
サ
ー
ビ
ス
で
あ

る。
大
学
に
お
け
る
研
究
も
全
体
社
会
の
活
動
の
一
部
で
あ
る
以

上
、
社
会
か
ら
断
絶
し
孤
立
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
な
い
の
は

当
然
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
も
、
世
間
の
耳
目
を
集
め

る
こ
と
に
汲
汲
と
す
る
物
知
り
談
義
や
、
寄
席
の
高
座
よ
ろ
し

く
言
葉
の
く
す
ぐ
り
講
談
で
は
、
学
問
研
究
を
ま
つ
ま
で
も
な

い
こ
と
で
、
大
学
人
の
す
る
こ
と
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
あ
わ

れ
で
あ
り
、
無
意
味
で
あ
る
。

森
先
生
の
講
演
集
は
永
年
の
研
究
を
広
く
社
会
に
還
元
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
む
人
に
、
と
く
に
問
題
意
識
を
も
っ

て
読
む
人
に
は
き
っ
と
知
る
喜
び
、
考
え
る
楽
し
み
を
与
え
る
、

そ
れ
は
平
明
で
洗
練
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
上
に
、
研
究
の
確
か

な
裏
う
ち
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
こ

そ
大
学
と
社
会
と
を
つ
な
ぐ
す
ぐ
れ
た
パ
イ
プ
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
、
森
先
生
は
何
を
研
究
し
て
お
ら
れ
た
か
、
そ
れ

は
先
生
ご
自
身
、
完
成
品
と
し
て
発
表
さ
れ
出
版
さ
れ
た
著
書
・

論
文
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
研
究

さ
れ
て
い
た
か
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
遺
さ
れ
た
資
料
カ
ー
ド

や
ノ
ー
ト
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

先
生
の
ノ
ー
ト
は
、
講
義
ノ
ー
ト
で
あ
る
前
に
、
ま
ず
研
究

ノ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
先
生
の
研
究
の
た
め
の
作
業
は
基
本
的
に

(95) 
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三
段
階
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ノ
ー
ト
作
成
は
そ
の

第
二
段
階
の
作
業
で
あ
っ
た
。
ま
ず
第
一
段
階
と
し
て
資
料
カ

ー
ド
の
作
成
作
業
が
あ
り
、
そ
の
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
一
段
落
ま

た
一
段
落
と
書
き
継
い
で
ノ
ー
ト
が
作
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
ノ

ー
ト
を
踏
ま
え
て
論
文
が
作
成
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

但
し
、
ノ
ー
ト
に
は
斜
線
・
交
叉
線
に
よ
る
抹
消
が
あ
り
、

欄
外
の
書
き
込
み
や
付
箋
に
よ
る
補
足
な
ど
が
あ
っ
て
、
幾
度

も
の
修
改
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の

ノ
ー
ト
を
講
義
に
用
い
な
が
ら
熟
考
を
重
ね
ら
れ
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
パ
ス
カ
ル
の
い
わ
ゆ

る
『
パ
ン
セ
』
と
は
も
と
も
と
未
完
成
の
草
稿
で
あ
っ
て
、
そ

の
草
稿
に
は
幾
重
も
の
修
改
の
跡
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
う

い
え
ば
、
朱
驚
に
も
『
論
語
集
注
』
の
ほ
か
に
、
『
論
語
精
義
』

と
『
論
語
或
問
』
が
あ
る
。
『
論
語
精
義
』
は
先
学
の
諸
説
を

収
集
し
精
選
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
論
語
或
問
』
の
方
は
多
く

の
学
徒
•
諸
生
た
ち
と
諸
説
に
つ
い
て
交
わ
し
た
議
論
を
収
録

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
森
先
生
の
資
料
カ
ー
ド
や
ノ

ー
ト
に
相
当
す
る
。
先
生
の
ノ
ー
ト
は
熟
成
の
た
め
の
温
床
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
た
論
稿
は
熟
成
を
ま
っ
て
は
じ

め
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

先
生
は
晩
年
、
集
中
力
が
な
く
な
っ
た
、
と
も
ら
さ
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
ノ
ー
ト
の
一
部
に
筆
力
の
な
い
字
で
書
か
れ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
除
け
ば
、
ノ
ー
ト
の
ほ
と
ん
ど
は
同

じ
筆
力
、
同
じ
筆
致
で
終
始
一
貫
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
緩

む
こ
と
の
な
い
集
中
力
が
永
年
に
わ
た
っ
て
持
ち
続
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
集
中
力
は
資
料
カ
ー
ド
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

資
料
カ
ー
ド
は
四
十
数
項
の
項
目
立
て
の
も
と
に
総
数
一
万

八
千
余
枚
が
作
成
さ
れ
、
十
二
の
カ
ー
ド
ボ
ッ
ク
ス
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。
カ
ー
ド
の
用
紙
は
大
部
分
が
罫
線
の
あ
る
ノ
ー
ト

を
き
ざ
ん
で
作
っ
た
薄
手
の
紙
で
、
そ
の
三
分
の
二
ほ
ど
の
は

色
薄
よ
ご
れ
て
紙
質
も
よ
く
な
い
も
の
、
三
分
の
一
ほ
ど
の
は

よ
ご
れ
も
少
な
く
紙
質
も
ま
し
な
も
の
で
あ
る
。
残
り
一
部
は

右
端
か
ら
一
・
三
Cm
ほ
ど
内
に
朱
色
の
縦
線
が
あ
り
そ
れ
を
三

段
に
区
切
る
横
線
が
あ
っ
て
前
の
二
種
よ
り
は
形
が
や
や
大
き

＜
均
一
の
カ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
れ
は
市
販
の
カ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
も
大
項
目
•
小
項
目
・
出
典
を
右
端
に
記
し
、
あ
る
い
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は
出
典
は
本
文
に
頭
書
し
、
表
裏
両
面
に
文
献
資
料
を
採
録
し

又
は
表
な
ど
を
記
入
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
カ
ー
ド
は
大
体
同

じ
筆
致
で
一
貫
し
て
い
て
、
と
く
に
重
要
な
表
現
・
内
容
の
と

こ
ろ
で
は
、

Ottな
ど
白
黒
の
圏
点
や
朱
点
を
傍
に
打
っ
て
、

目
に
つ
き
易
く
し
て
あ
る
。
こ
の
カ
ー
ド
を
見
る
と
き
、
営
々

と
し
て
書
き
続
け
ら
れ
た
先
生
の
非
凡
な
精
神
力
、
強
靱
な
集

中
力
に
、
た
だ
／
＼
頭
が
さ
が
る
思
い
で
あ
る
。

先
生
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
あ
わ

て
て
粗
雑
に
な
ぐ
り
書
き
す
る
の
は
か
え
っ
て
時
間
の
ロ
ス
で

あ
る
と
。
そ
れ
は
、
あ
と
で
見
る
と
ど
う
書
い
て
あ
る
の
か
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
、
文
献
を
調
べ
直
し
た
り
書
き
直
し
た
り
で
、

二
度
三
度
と
手
間
が
か
か
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
時
は
な
る
ほ
ど
と
思
い
は
し
た
が
、
今
か
ら
思
う
に
資
料

カ
ー
ド
作
成
の
経
験
に
も
と
づ
く
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

資
料
収
集
そ
の
カ
ー
ド
の
作
成
は
、
学
問
研
究
の
基
礎
作
業

と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
広
く
一
般
に
も
よ
く
と
ら
れ
て
い
る

方
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
特
定
の
テ
ー
マ
を
立
て
、
そ
れ
に

即
応
し
た
項
目
に
限
定
し
て
資
料
を
収
集
す
る
方
法
が
あ
り
、

ま
た
そ
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
か
な
り
広
い
範
囲
に
わ
た
る
多

く
の
項
目
を
設
け
て
収
集
す
る
方
法
が
あ
る
。
先
生
の
場
合
、

少
な
く
と
も
当
初
の
は
後
者
に
属
す
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な

考
え
方
に
よ
る
。

過
去
の
中
国
文
化
を
支
え
て
き
た
の
は
主
と
し
て
士
大
夫
と

呼
ば
れ
る
官
吏
の
身
分
を
も
つ
知
識
人
で
あ
り
、
中
国
の
思
想

に
は
政
治
・
道
徳
へ
の
傾
斜
が
き
わ
め
て
強
い
。
こ
の
よ
う
な

中
国
思
想
史
を
跡
づ
け
る
場
合
、
思
想
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
た
も
の
だ
け
を
追
っ
て
い
る
の
で
は
、
思
想
史
そ
の
も
の

の
内
容
が
貧
弱
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
考
え
方
は
例
え
ば
、
先
生
の
資
料
カ
ー
ド
に
、
「
官
制
」
．

「
軍
制
」
・
「
経
済
」
な
ど
、
直
接
に
思
想
の
言
葉
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
た
も
の
で
な
い
文
献
事
実
を
も
収
集
す
る
た
め
の
項

目
を
立
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
資
料
カ
ー

ド
を
作
成
す
る
に
は
、
や
み
く
も
に
文
献
を
漁
っ
て
抜
き
書
き

す
る
の
で
は
整
理
も
困
難
で
あ
り
、
資
料
と
し
て
の
利
用
価
値

も
生
ま
れ
ま
い
。
や
は
り
、
収
集
す
べ
き
資
料
内
容
を
示
す
項

目
を
立
て
、
分
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
収
集
に
も
便

利
で
あ
る
。
そ
し
て
項
目
を
立
て
る
に
は
、
何
の
た
め
に
資
料

を
収
集
す
る
か
と
い
う
目
的
あ
る
い
は
テ
ー
マ
を
あ
ら
か
じ
め

定
め
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
先
生
の
こ
の
資
料
カ
ー
ド
の
場
合
、
ど
の
よ
う

に
し
て
テ
ー
マ
を
定
め
、
ど
の
よ
う
に
し
て
項
目
を
立
て
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
も
し
一
通
り
研
究
が
達
成
さ
れ
て
か
ら
後
で
あ

れ
ば
、
そ
の
研
究
対
象
に
即
し
た
項
目
を
立
て
る
こ
と
は
容
易

に
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
は
や
答
蹄
に
類
す

る
。
初
学
者
は
と
も
か
く
、
全
く
予
備
知
識
な
し
に
研
究
対
象

を
選
ぶ
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
本
格
的
に
研
究

に
入
っ
て
い
な
い
前
に
、
そ
の
研
究
対
象
に
即
し
た
項
目
を
あ

ら
か
じ
め
立
て
て
お
く
の
は
容
易
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
―
つ
の
手
段
と
し
て
、
も
し
既
に
な
ん

ら
か
の
形
で
項
目
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
前
例
が
あ
れ
ば
、
そ

れ
を
採
用
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
参
考
に
し
て
立
て
る
べ

き
項
目
を
選
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
例
と
な

り
得
る
も
の
と
し
て
類
書
や
正
史
そ
の
他
の
書
籍
の
目
次
が
あ

る。
そ
こ
で
、
改
め
て
こ
の
資
料
カ
ー
ド
に
立
て
ら
れ
て
い
る
項

目
を
見
る
と
、
ど
う
も
正
史
を
参
考
に
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
採
録
し
て
あ
る
資
料
の
大
部
分
が
史
記
か

ら
隋
書
•
唐
書
に
至
る
ま
で
の
諸
正
史
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
諸
正
史
に
立
て
ら
れ
て
い
る
分
類
項
目
（
目
次
）

百
官
志
_
ー
|
官
制

礼

楽

志

ー

制

度

輿
服
志

選
挙

i
貢
挙

選
挙
志志

1

軍
制

と
対
応
す
る
と
見
ら
れ
る
項
目
が
多
い
こ
と
、
な
ど
に
よ
っ
て

推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
厳
密
に
調
査
し
て
の
こ
と
で
は
な

い
が
、
例
え
ば
、

選
挙
志

1学
校

百
官
志

食

貨

志

経

済

刑

法

志

ー

法

制

芸
文
志

i

史
学

宗
教

三仏教

釈
老
志紀

1世
系

家伝
ー

7
ー
列
伝

別
伝

儒
林
伝
！
~
学
術

璽
呂
伝
|
|
政
治

文
苑
伝
ー
|
思
想

独
行
伝

□

□

|

[

生

活

ロ

gl戸
□
い
い

倭

幸

伝

孝

友

伝

の
よ
う
に
対
応
さ
せ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
、

立
て
ら
れ
て
い
る
項
目
の
も
と
に
収
集
さ
れ
て
い
る
資
料
が
対

応
す
る
志
・
伝
か
ら
の
み
採
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は

列世本

兵
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な
く
、
そ
れ
ら
の
志
・
伝
が
項
目
立
て
の
参
考
に
な
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
資
料
カ
ー
ド
が
六
朝
思
想
史
の
研
究
の

た
め
に
ま
ず
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
点
か
ら

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
に
こ
の
資
料
カ
ー
ド
の
用
紙
に
つ
い

て
触
れ
た
。
そ
の
最
も
古
い
用
紙
の
カ
ー
ド
に
は
諸
正
史
と
く

に
六
朝
の
正
史
か
ら
採
録
し
た
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
カ
ー

ド
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
ノ
ー
ト
も
六
朝
思
想
史
を

対
象
に
し
た
も
の
で
、
部
分
的
に
隋
唐
に
及
ぶ
の
み
で
あ
る
。

こ
の
資
料
カ
ー
ド
は
元
の
収
蔵
状
態
を
示
す
た
め
に
、
カ
ー

ド
ボ
ッ
ク
ス
十
二
本
に
順
に
A
か
ら
L
ま
で
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
大
文
字
を
付
け
て
あ
る
。
そ
の
う
ち
B
D
の
二
本
は
他
の
十

本
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
ず
、
最
も
新
し
い
用
紙
の
、

市
販
の
カ
ー
ド
が
B
D
二
本
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

次
に
A
C
E
F
G
H
J
K
の
八
本
は
ほ
と
ん
ど
は
諸
正
史
か
ら

採
録
し
た
も
の
を
収
め
、
項
目
立
て
に
は
相
互
に
重
複
す
る
も

の
が
多
い
。

I
L
の
二
本
は
主
と
し
て
列
伝
か
ら
の
採
録
で
あ

る
。
以
上
の
十
本
の
項
目
立
て
の
参
考
は
大
体
、
正
史
が
中
心

で
あ
る
。
対
し
て

B
ボ
ッ
ク
ス
の
項
目
は
、
天
命
・
性
命
・
自

然
の
三
項
で
、
他
の
ボ
ッ
ク
ス
の
項
目
と
重
複
し
な
い
。

D
ボ

ッ
ク
ス
の
項
目
は
宗
教
一
項
で
あ
っ
て
、
こ
の
項
目
は
他
の
ボ

ッ
ク
ス
に
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
収
蔵
枚
数
の
合
計
で
も
四
一

七
枚
で
あ
り
、

D
ボ
ッ
ク
ス
の
一
三
七
一
枚
は
そ
の
三
倍
強
で

あ
る
。宗

教
に
つ
い
て
は
、
先
生
ご
自
身
、
「
学
生
の
こ
ろ
は
実
は

宗
教
社
会
学
を
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
中
国
思
想
史
を
研
究
し
な
が
ら
も
、
宗
教
社
会
学
的

な
関
心
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
」
（
『
中
国
文

化
と
日
本
文
化
』
五
頁
）
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
深
く
関

連
す
る
。

先
生
は
高
津
中
学
（
現
高
津
高
校
）
か
ら
大
阪
高
等
学
校
文

科
乙
類
に
入
学
さ
れ
た
。
そ
の
乙
類
と
は
フ
ラ
ン
ス
語
選
修
の

ク
ラ
ス
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
に
始
ま
る
と
思
わ
れ
る

が
、
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
哲
学
科
に
入
学
す
る
と
、
フ
ラ
ン

ス
社
会
学
に
強
い
関
心
を
も
た
れ
た
と
聞
く
。
結
局
、
小
島
祐

馬
教
授
の
も
と
で
支
那
哲
学
を
専
攻
さ
れ
た
。
小
島
氏
は
フ
ラ

ン
ス
留
学
の
経
験
が
あ
る
。
森
先
生
も
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
強
く

念
願
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
文
学
部
副
手
、

そ
し
て
東
方
文
化
学
院
京
都
研
究
所
（
現
人
文
科
学
研
究
所
）

の
助
手
と
し
て
宗
教
研
究
室
に
所
属
、
こ
の
間
、
中
国
古
代
の
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学
校
と
神
話
を
研
究
さ
れ
た
。
や
が
て
大
阪
高
等
学
校
教
授
と

な
っ
て
間
な
し
に
発
表
さ
れ
た
の
が
、

支
那
の
神
々
の
官
僚
的
性
格
（
昭
和
十
八
年
）

で
あ
り
、
こ
れ
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
、

『
支
那
古
代
神
話
』
（
昭
和
十
九
年
、
大
雅
堂
）

で
あ
る
。
や
が
て
、
敗
戦
。
森
先
生
は
そ
れ
ま
で
の
中
国
神
話

の
研
究
が
一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
、
関
心
を
向
け
ら
れ
た
の
が

中
国
中
世
思
想
史
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
資
料
カ
ー
ド
の

作
成
は
戦
後
に
始
ま
っ
た
も
の
で
、
こ
の
資
料
カ
ー
ド
を
利
用

し
て
ま
と
め
ら
れ
た
初
め
の
論
文
と
し
て
、
先
生
が
新
制
で
発

足
し
た
大
阪
大
学
の
助
教
授
時
代
の
初
期
に
発
表
さ
れ
た
、

魏
晋
時
代
に
お
け
る
人
間
の
発
見
（
昭
和
二
十
四
年
）

梁
の
武
I

南
朝
文
化
の
象
徴
ー
（
昭
和
二
十
七
年
）

六
朝
士
大
夫
の
精
神
（
昭
和
二
十
九
年
）

の
三
本
が
あ
る
。
こ
の
三
本
は
六
朝
時
代
の
思
想
を
か
な
り
幅

広
い
角
度
か
ら
と
り
あ
げ
た
も
の
で
、
六
朝
思
想
史
研
究
の
い

わ
ば
三
部
作
で
あ
る
。
資
料
カ
ー
ド
の
用
紙
の
新
旧
か
ら
、
そ

の
作
成
時
期
を
三
次
に
分
け
て
み
る
と
、
こ
の
三
部
作
は
第
一

次
第
二
次
の
資
料
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

続
く
論
文
と
し
て
、

荘
子
に
お
け
る
自
力
と
他
力
（
昭
和
三
十
三
年
）

王
充
の
運
命
論
の
持
つ
歴
史
的
意
味

I

徳
と
福
の
問
題
|
|
（
昭
和
三
十
四
年
）

荘
子
に
お
け
る
性
の
思
想

I

養
生
説
と
享
楽
主
義
と
の
萌
芽
|
|
（
昭
和

三
十
四
年
）

論
語
「
五
十
而
知
天
命
」
の
両
義
（
昭
和
三
十
七
年
）

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
後
漢
ま
で
を
時
代
範
囲
と
す
る
古
代

思
想
史
の
研
究
で
あ
る
。

と
く
に
、
王
充
の
『
論
衡
』
に
対
す
る
先
生
の
評
価
は
、
「

上
古
よ
り
漠
代
ま
で
に
至
る
性
命
論
の
継
決
算
と
し
て
見
ら
れ

る
ば
か
り
で
な
く
、
次
に
来
た
る
べ
き
六
朝
の
性
命
論
に
も
重

大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
て
み

る
と
、
一
九
六
二
年
（
昭
和
三
十
七
年
）
に
提
出
さ
れ
た
博
士

論
文
（
昭
和
四
十
六
年
一
九
七
一
出
版
）
、

『
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
名
観
の
展
開
』

は
そ
れ
ま
で
に
既
に
骨
子
が
完
成
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

先
生
の
宗
教
社
会
学
的
関
心
の
向
う
と
こ
ろ
、
ま
ず
中
国
神

話
の
研
究
を
へ
て
、
次
に
老
荘
思
想
•
仏
教
思
想
の
隆
盛
し
た
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中
世
、
と
く
に
そ
の
前
半
で
あ
る
六
朝
思
想
史
に
照
準
を
合
わ

せ
、
さ
ら
に
中
国
思
想
史
上
の
重
大
な
問
題
、
人
生
観
に
向
う

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
相
互
に
密
接
な
関
係
に
あ

る
性
命
観
と
自
然
観
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
は
六
朝

時
代
に
隆
盛
し
た
『
荘
子
』
を
は
じ
め
と
す
る
道
家
思
想
を
核

と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
B
ボ
ッ
ク
ス
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

カ
ー
ド
ボ
ッ
ク
ス
の

B
の
一
本
の
資
料
カ
ー
ド
が
、
他
の
ボ

ッ
ク
ス
の
と
は
重
複
し
な
い
天
命
・
性
命
・
自
然
の
三
項
目
に

限
定
さ
れ
て
集
中
的
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の

収
集
方
法
と
は
異
な
り
、
テ
ー
マ
を
し
ぼ
り
こ
み
、
時
代
を
ひ

ろ
げ
て
新
に
収
集
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
カ
ー
ド

用
紙
が
比
較
的
新
し
く
、
市
販
の
カ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
も
こ
の

こ
と
を
裏
づ
け
る
。

こ
の

B
ボ
ッ
ク
ス
に
収
め
る
資
料
カ
ー
ド
を
主
に
用
い
て
の

研
究
成
果
が
『
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
』
で
あ

り
、
そ
し
て
自
然
観
の
展
開
を
た
ど
っ
た
と
こ
ろ
の
、

『
「
無
」
の
思
想
』
（
昭
和
四
十
四
年
）

で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
「
老
荘
思
想
の
系
譜
」
と
い
う
副
題
が

あ
る
よ
う
に
、
老
荘
的
自
然
観
の
系
譜
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
書
に
み
ら
れ
る
美
事
な
概
念
分
析
と
資
料

カ
ー
ド
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
今
は
た
だ
そ
の
一
端
を
次
に
見

る
こ
と
に
す
る
。

要 類とり日然
が分 ＾ ＾ ＾型いな 常や3 2 1 弓

あ 類 ..__, ..__, ..__, 八うが語不→
るす有 無 無種言らか自無
゜る為 為 因に葉‘ら然 L._

そに 自 自 自 区 の 文出との
れは然 然 然分意献発い思
で‘ し味上すう想はそ「|「~I て内にる言匡
‘の い容お° 葉は
こた＾＾＾へヘへへへ し8 7 6 5 4 3 2 1 るをいそ
のめ ッ'-/'-/ツッツッッ゜分てし → 
書の練則本理運無虚無 析もてつ日
の基達天性数命差無因 し-,'ま常
場準自自自自自別自自 ‘多自りの
合＾然然然然然自然然 よ義然→ 生
‘指 然 りあ思 多 活
ど 標 分い想義で
の..__, しナまのあ用
よを て い系いい
う立 'l—譜まて
な て 次なをいい
基 る の自 た L._ る
準 必 三然どな自
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で
分
類
し
て
い
る
の
か
。

自
然
の
概
念
を
規
定
（
定
義
）
す
る
に
先
立
っ
て
、

の
本
来
の
意
味
を
問
い
、

い
ち
ば
ん
手
っ
と
り
早
い
の
は
、
そ
の
反
対
語
で
あ
る
「

他
」
と
い
う
語
を
お
い
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
自

と
は
「
他
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、

他

者

の

力

を

借

り

な

い

で

、

①

そ

れ

自

身

に

内

在

す

る

働

き

に

よ

っ

て

、

②

そ
う
な
る
こ
と
（
も
し
く
は
そ
う
で
あ
る
こ
と
）
o

|
ー
③

と
い
い
、
こ
れ
を
自
然
の
第
一
義
と
す
る
。

自
然
そ
の
も
の
の
定
義
で
あ
れ
ば
、
②
と
③
の
「
そ
れ
自
身

に
内
在
す
る
働
き
に
よ
っ
て
、
そ
う
な
る
こ
と
」
と
い
う
だ
け

で
十
分
で
あ
っ
て
、
①
の
「
他
者
の
力
を
借
り
な
い
で
」
と
い

う
言
葉
を
加
え
な
く
と
も
、
自
然
の
概
念
は
過
不
足
な
く
言
い

尽
く
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
そ
れ
を
必

要
と
し
た
の
か
。

そ
れ
は
こ
の
書
で
は
既
に
「
自
」
の
意
味
と
し
て
「
他
で
は

な
い
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
準
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
、
『
列
子
』
の
張
湛
注
「
自
然
と
は
、
外
よ
り
資
ら
ざ
る
な

「自」

り
」
に
合
わ
せ
て
、
「
他
者
の
力
を
借
り
な
い
」
と
い
換
え

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
自
然
の
第

一
義
と
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
十

分
で
な
い
。
そ
こ
で
、
②
③
の
ほ
か
に
、
①
を
必
要
と
し
た
の

は
別
に
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
、
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
に
含
ま
れ
る
排
除
の
論
理
に
注
目
し
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。自

然
の
第
一
義
に
従
え
ば
、
自
然
の
語
は
自
由
と
い
う
語
に

訳
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
自
由
に
つ
い
て
、
「
自
由
に
す

る
」
（
動
作
）
、
「
自
由
に
な
る
」
（
結
果
）
、
「
自
由
で
あ

る
」
（
状
態
）
と
い
っ
て
み
る
。
し
か
し
、
自
由
の
意
味
内
容

は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
仮
に
、

何
か
ら
何
に
よ
っ
て
何
を
自
由
に
す
る
か

何
か
ら
何
に
よ
っ
て
自
由
に
な
る
か

何

か

ら

自

由

で

あ

る

か

と
い
う
よ
う
に
、
格
助
詞
（
後
置
詞
）
を
利
用
し
て
疑
問
文
を

作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
何
」
に
具
体
的
な
事
柄
を
代
入
し
て
み
る

な
ら
ば
、
自
由
の
意
味
内
容
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
う
ち
、
と
く
に
「
何
か
ら
」
に
よ
っ
て
排
除
の
論
理

が
表
現
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
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何
か
ら
解
放
し
て
自
由
に
す
る
か

何
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
に
な
る
か

何
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
で
あ
る
か

と
い
う
よ
う
に
補
足
す
る
と
、
よ
り
は
っ
き
り
す
る
。
「
何
か

ら
解
放
す
る
か
」
は
ま
た
「
何
を
排
除
す
る
か
」
と
も
言
い
換

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
何
物
か
を
排
除
す
る
と
そ

れ
な
り
の
自
由
が
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
書
に
見
ら
れ
る
自
然
と
い
う
語
の
意
味
区
分
、
分
析
に

は
実
に
美
事
に
こ
の
よ
う
な
排
除
の
論
理
が
活
用
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
実
際
例
を
、
見
易
く
す
る
た
め
に
傍
点
を
付

け
て
、
列
挙
し
て
み
よ
う
。

〈

2
〉
老
子
が
最
後
に
到
達
し
た
境
地
は
、
人
為
が
生
み
だ
し

0

0

0

 

.

.

 

た
有
を
す
べ
て
否
定
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
お
よ
そ
形

0
 
.

.

.

 

あ
る
有
を
否
定
し
つ
く
し
た
虚
無
そ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
を
「
虚
無
自
然
」
と
よ
ぶ
こ
と

も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
三
八
頁
）

。

〈

3
〉
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
人
間
と
い
う
限
定
さ
れ
た
立
場
か

篇
即
翌
[
‘
相
対
差
別
と
い
う
人
為
記
知
蔚
即
紅
加

る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
是
非
•
善
悪
•
美
醜
を
越
え
た

自
然
の
世
界
が
あ
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で

の
自
然
を
「
無
差
別
自
然
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

（
四
三
頁
）

〈

4
〉
自
然
は
人
為
を
排
除
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
神
を
も
排

除
す
る
。
（
五
六
頁
）
こ
こ
で
は
神
の
摂
理
が
な
い
た

め
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
不
合
理
が
生
ま
れ
る
。
こ
の

不
合
理
こ
そ
、
運
命
の
本
質
で
あ
る
。
（
六
四
頁
）
も

し
自
然
と
運
命
と
が
同
義
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

0

0

0

0

 

「
人
力
の
は
か
ら
い
を
す
て
て
、
ひ
た
す
ら
運
命
の
流

れ
の
ま
ま
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
」
と
い
い
か
え
ら
れ

よ
う
。
（
四
六
頁
）

〈

5
〉
天
地
山
川
を
ふ
く
む
自
然
の
特
徴
の
―
つ
は
、
そ
れ
が

法
則
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

し
ば
ら
く
こ
れ
を
「
理
数
自
然
」
と
よ
ん
で
お
き
た
い
。

（
七
一
頁
）
〔
古
い
中
国
で
は
〕
自
然
界
の
法
則
が
同

時
に
人
間
界
の
法
則
な
の
で
あ
る
か
ら
、
数
理
を
き
わ

め
る
こ
と
は
、
人
間
の
未
来
を
予
知
す
る
占
い
に
役
立

っ
た
の
で
あ
る
。
（
八
五
頁
）
理
数
の
自
然
は
人
工
か

知
犀
加

te
、
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
法
則
に
し
た
が
っ

て
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
（
八
九
頁
）

〈

6
〉
心
の
内
に
あ
る
無
意
識
の
働
き
が
、
も
し
作
為
や
人
為
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で
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
無
為
自
然
の
一
種
と
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
こ
れ
を
本
性

自
然
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
（
九
0
頁
）
本
性
自
然

は
自
己
と
外
物
と
を
差
別
し
対
立
さ
せ
る
立
場
に
あ
る
。

（
―
-
三
頁
）

以
上
、
〈
2
〉〈
3
〉〈
4
〉〈
5
〉
で
は
、
「
を
否
定
す
る
」
、
「
を

排
除
す
る
」
、
「
を
す
て
る
」
や
、
「
か
ら
解
放
さ
れ
る
」
、

「
か
ら
離
れ
る
」
等
の
表
現
を
用
い
、
排
除
の
論
理
が
活
用
さ

れ
て
い
る
。

〈6
〉
の
「
作
為
や
人
為
で
な
い
」
に
つ
い
て
は
、
「
他
で
は

な
い
」
が
「
他
者
の
力
を
借
り
な
い
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い

る
の
と
同
様
に
、
「
作
為
や
人
為
を
借
り
な
い
」
と
言
い
換
え

ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
無
意
識
の
働
き
と
い
う
本
性
と
対
立
す

る
外
物
と
し
て
、
作
為
や
人
為
を
排
除
す
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。〈1

〉
他
の
自
然
思
想
の
持
ち
主
が
、
「
他
者
」
を
人
為
や
人

工
な
ど
の
特
定
の
も
の
に
限
っ
た
の
に
対
し
て
、
郭
象

は
あ
く
ま
で
も
「
他
者
一
般
」
を
問
題
に
し
た
。
（
一

五
頁
）
郭
象
は
、
自
然
の
第
一
義
を
守
り
ぬ
き
、
物
の

生
成
に
原
因
は
存
在
し
な
い
と
い
う
帰
結
に
達
し
、
さ

ら
に
そ
こ
か
ら
幾
つ
か
の
特
色
の
あ
る
哲
学
を
み
ち
び

き
だ
し
た
。
こ
の
立
場
を
、
し
ば
ら
く
「
無
因
自
然
」

と
よ
ぶ
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
。
（
ニ
―
頁
）

こ
こ
に
は
「
を
」
「
か
ら
」
を
用
い
た
、
排
除
の
論
理
の
表
現

は
な
い
が
、
代
っ
て
「
原
因
は
存
在
し
な
い
」
が
あ
る
。
こ
れ

は
生
成
因
と
し
て
の
、
人
為
を
含
む
「
他
者
一
般
」
を
排
除
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
無
為
自
然
で
あ
る
。

以
上
の
六
種
の
無
為
自
然
は
、
一
括
し
て
、

(
2
)
自
然
に
と
っ
て
の
他
者
は
、
人
為
で
あ
り
、
人
工
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
人
為
を
対
立
者
と
し
て
排
除
す
る
自

然
が
、
す
な
わ
ち
無
為
自
然
で
あ
る
。
（
二
九
頁
）

と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
自
然
の
第
一
義
の
①
「
他
者
の

力
を
借
り
な
い
で
」
を
敷
術
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自

然
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
る
「
他
者
」
は
、
上
に

見
た
六
種
の
自
然
の
規
定
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
様
で
は

な
い
。
一
様
で
な
い
か
ら
、
六
種
に
区
分
す
る
を
得
た
わ
け
で

あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
見
る
に
、
自
然
の
概
念
規
定
と
し
て
は
、

②
③
の
「
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
働
き
に
よ
っ
て
、
そ
う
な
る

こ
と
」
で
十
分
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
多
様

な
意
味
内
容
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
も
自
然
と
し
て
は
同
義
で
あ
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る
か
ら
、
区
分
す
る
な
ん
の
手
が
か
り
も
な
い
。
つ
ま
り
、
①

の
「
他
者
の
力
を
借
り
な
い
で
」
は
そ
の
区
分
の
た
め
に
必
要

で
あ
り
、
「
他
者
」
は
そ
の
指
標
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
他
者
の
力
を
借
り
な
い
で
」
と
い
う
が
、
そ
の
他
者
が

具
体
的
に
何
で
あ
る
か
は
、
そ
の
場
そ
の
場
で
異
な
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
自
然
の
具
体
的
な
内
容
は
、
何
を
他

者
と
し
て
お
く
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
他
者
が
変
わ

れ
ば
、
自
然
の
内
容
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
変
わ
る
。
自

然
が
多
義
で
あ
る
の
は
、
実
は
こ
れ
に
対
応
す
る
他
者
が

動
く
た
め
で
あ
る
。
(
-
四
頁
）

「
自
然
の
具
体
的
な
内
容
」
を

y
と
し
、
「
他
者
」
を
X
と

す
れ
ば
、

Y
は
X
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
は

y
が
X
の
関
数
で
あ
る
と
い
う
の
に
等
し
い
。
言

い
換
え
る
と
、
自
然
と
い
う
言
葉
を
多
様
な
意
味
内
容
の
面
か

ら
規
定
し
た
の
に
等
し
い
。
即
ち
、
仮
り
に
、

(l)ffi!i因
皿
涵
I
I
f
（
吉
曲
ー
悪
）

(

2

)

浦
泣
皿
瀦
I
I
f
（
吉
雌
)
誹
）

〈

2

〉
烏
津
皿
凌
I
I
i
（
吉
雌
祉
）

〈

3

〉
津
叫
浬
皿
瀦
I
I
f
（
吉
曲
腺
淫
）

〈

4

〉
誨
謡
皿
翠
I
I
f
（
李
雌
)

j

)

y

〈

4
〉

1
1
f
(
X
3
)

〈

5

〉
田
画
箔
皿
芯
8
1
1
f
（吉曲
f

)

H

)

y
〈

5
〉

1
1
f
(
X〈
5
〉

)

〈

6

〉
料
南
皿
瀦
I
I
f
（
吉
曲
が
H
、蒜）

y〈
6
〉

1
1
f
(
X〈
6
〉

)

と
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
、

浦
甜
皿
滓
1
1
f
（
吉
咄
）

y
1
1
f
(
x
)

と
、
関
数
的
に
規
定
し
た
の
に
等
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

y
が
X

の
関
数
で
あ
れ
ば
、

X
と

y
と
の
対
応
は
座
標
上
に
線

と
し
て
投
影
で
き
る
。
「
こ
れ
に
対
応
す
る
他
者
が
動
く
た
め

で
あ
る
」
と
は
あ
た
か
も
そ
の
線
上
を
動
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。

ヽ`
＇ノ

さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
ど
の
よ
う
に
し
て
引
0
5

ー

き
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
ま
ず
多
く
の
資
料
が
(

手
元
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
他

者
」
が
「
そ
の
場
そ
の
場
で
異
な
っ
て
い
る
」
こ
と
は
見
易
い

道
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
「
他
者
が
動
く
」
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
は
ど
う
し
て
生
ま
れ
る
の
か
。
そ
れ
に
は
資
料
カ
ー
ド
を

並
べ
変
え
な
が
ら
、
隣
り
合
わ
せ
る
カ
ー
ド
に
見
え
る
「
他
者
」

相
互
の
意
味
的
距
り
が
大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、
並
べ
方
を

調
節
し
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
並
べ
ら
れ
た
カ
ー
ド
上
の
「
他
者
」

の
具
体
な
内
容
の
移
り
変
わ
り
が
あ
た
か
も
凹
凸
の
な
い
緩
勾

配
の
ご
と
く
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
「
他
者
が
動
く
」
と
い
う
イ
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メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

(
1
)
無
因
自
然
、

(
2
)
無
為
自
然
、

(
3
)
有
為
自
然
と
い
う
よ

う
な
、
排
除
す
る
「
他
者
」
を
特
定
し
な
い
で
「
他
者
一
般
」

と
す
る

(
1
)
か
ら
、
特
定
す
る

(
2
)
へ
、
そ
れ
か
ら
人
為
を
含

む
(
3
)
へ
と
い
う
順
に
三
類
型
が
分
類
さ
れ
、
そ
し
て
同
様
に

(
2
)
無
為
自
然
も
さ
ら
に
細
区
分
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
を
可
能
に
す
る
操
作
は
カ
ー
ド
に
よ
る
の
が
便
利

で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

む
ろ
ん
自
然
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
る
「
他
者
」

で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
の
「
他
者
」
が
同

じ
も
の
と
見
え
る
場
合
に
そ
れ
ら
を
同
じ
も
の
と
し
て
同
定
し

得
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
資
料
の
読
解
に
か
か

る
こ
と
で
あ
る
が
、
カ
ー
ド
を
並
べ
て
比
較
対
照
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
読
解
が
よ
り
容
易
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

読
解
を
一
通
り
終
え
て
は
じ
め
て
、
「
そ
の
場
そ
の
場
で
異
な

っ
て
い
る
」
「
他
者
」
に
よ
っ
て
自
然
を
分
類
す
る
た
め
に
、

カ
ー
ド
操
作
に
入
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
分
類

は
幾
何
学
的
な
線
を
切
り
分
け
る
の
と
は
異
な
る
。
自
然
と
い

う
言
葉
の
、
用
い
ら
れ
て
い
る
場
ご
と
の
意
味
内
容
は
歴
史
的

な
産
物
で
あ
る
か
ら
、
意
味
的
な
か
た
よ
り
が
あ
り
、
ふ
く
ら

み
な
ど
が
あ
っ
て
、
連
続
線
上
を
移
動
す
る
が
ご
と
く
に
移
り

変
っ
て
異
な
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
そ

の
思
想
史
的
な
事
情
を
精
査
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
的
な
か
た

よ
り
、
ふ
く
ら
み
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
は

じ
め
て
無
理
に
切
り
分
け
て
分
類
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
分

け
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ

れ
を
こ
の
書
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
書
に
お
け
る
、
三
類
型
八
種
の
自
然
の
意
味
区
分
及
び
、

そ
の
意
味
分
析
の
美
事
な
こ
と
は
、
一
読
し
て
わ
か
る
ほ
ど
、

ーヽノ6
 

実
に
平
明
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
以
上
の
こ
と
は

゜

贅
言
で
し
か
な
い
。
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
歴
史
的
事
実
、

el

歴
史
的
意
味
を
精
査
し
読
解
し
て
思
想
史
的
流
れ
を
見
き
わ
め

る
の
に
は
豊
富
な
資
料
が
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
な
い
（
存
在
し
な
い
）
」
、
あ
る
い
は
「
一
っ
し
か
な
い
」

と
い
う
の
は
、
す
べ
て
を
調
べ
て
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
う
は
断

定
で
き
な
い
。
範
囲
を
限
定
し
、
そ
の
限
り
で
断
定
す
る
場
合

で
も
、
見
落
と
し
て
い
る
危
険
は
あ
る
。
逆
に
、
「
あ
る
（
存

在
す
る
）
」
と
い
う
の
は
、
一
っ
あ
っ
て
も
、
「
あ
る
」
と
断

定
で
き
る
が
、
た
ま
た
ま
一
っ
拾
い
出
し
た
こ
と
を
も
っ
て
全

体
に
及
ぼ
す
の
は
危
険
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
は
い
ろ
い
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ろ
あ
る
が
、
こ
う
し
た
危
険
を
避
け
る
た
め
に
も
、
豊
富
な
資

料
を
準
備
し
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。

森
先
生
は
資
料
カ
ー
ド
の
偉
力
を
十
分
に
活
用
さ
れ
た
。
そ

の
最
も
す
ぐ
れ
た
成
果
の
一
っ
と
し
て
『
「
無
」
の
思
想
』
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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