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本
論
稿
の
執
筆
者
で
あ
る
趙
宗
正
氏
は
、
一
九
九
一
年
十
一
月
に
、
大
阪
大
学
中
国
学
会
な
ら
び
に
大
阪
大
学
中
国
哲

学
研
究
室
の
招
聘
に
よ
り
、
大
阪
大
学
客
員
教
授
と
し
て
来
日
し
、
約
一
週
間
、
大
阪
に
滞
在
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
「
孔

子
和
儒
学
的
研
究
情
況
」
と
題
し
て
、
中
国
哲
学
研
究
室
に
お
い
て
、
三
日
間
に
わ
た
り
、
「
孔
子
研
究
的
情
況
」
「
儒

学
研
究
的
趨
勢
」
「
中
国
哲
学
研
究
的
団
体
機
構
」
に
つ
い
て
、
三
回
の
講
義
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
時
、
趙
氏
は
、
山
東

省
社
会
科
学
院
儒
学
研
究
所
所
長
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
山
東
省
孔
子
学
会
副
会
長
兼
秘
書
長
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
本
論
稿

は
、
趙
氏
が
来
日
さ
れ
た
と
き
に
、
本
研
究
室
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
稿
が
指
摘
す
る
中
国

研
究
に
お
け
る
問
題
点
は
、
す
べ
て
四
年
前
の
も
の
で
、
そ
の
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
に
、
大
き
く
変
化
し
た
中
国

大
陸
に
お
け
る
学
界
の
実
情
と
異
な
る
点
が
多
々
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
う
か
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
原
文
に
は
、
短
い
序
文
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
稿
の
本
旨
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
翻
訳
に

際
し
て
こ
れ
を
省
い
た
。
ま
た
、
訳
文
中
の
〈
〉
は
、
原
文
中
の
ク
ォ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ー
ク
を
、
一
部
、
置
き
換

え
た
も
の
で
あ
る
が
、
読
者
の
便
宜
を
は
か
っ
て
、
訳
者
が
新
た
に
付
け
加
え
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

訳
者
前
言

趙

宗

路

徳

翻

訳

神

林

裕

儒
教
と
中
国
人
の
民
族
精
神
と
の
歴
史
そ
し
て
未
来

子 彬正
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儒
教
は
、
中
国
人
の
民
族
精
神
の
本
源
で
あ
り
、
そ
れ
は
孔

子
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
中
国
に
お
け
る
従
来
の
天
人
観
に
対

す
る
哲
学
的
反
省
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、

孔
子
以
前
、
と
り
わ
け
殷
の
文
化
は
、
〈
天
〉
あ
る
い
は
〈
上

帝
〉
を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
神
秘
主
義
的
な
も
の
で
、
西
洋

の
封
建
時
代
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
さ
ほ
ど
大
き
な
差
は
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
文
化
的
背
景
の
も
と
で
は
、
人
は
個
々
の
独

立
し
た
人
格
あ
る
い
は
尊
厳
と
い
っ
た
も
の
を
一
切
持
た
ず
、

個
人
の
思
惟
や
行
動
な
ど
の
日
常
生
活
か
ら
、
政
治
経
済
に
代

表
さ
れ
る
社
会
生
活
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
が
〈
天
命
〉
と
い

う
至
上
神
の
意
志
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
こ
の
〈
天
命
〉
を
核
と
し
て
展
開
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た。
な
る
ほ
ど
、
孔
子
に
先
だ
っ
て
、
周
公
が
、
『
尚
書
』
君
爽

篇
に
も
あ
る
よ
う
に
、
人
に
対
し
て
、
す
で
に
あ
る
程
度
の
自

主
性
を
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
〈
天
〉
は
や
は
り
依
然
と
し

て
至
上
最
高
の
主
宰
者
で
あ
り
、
当
時
の
文
化
が
も
つ
神
秘
主

義
的
な
性
質
は
、
ま
だ
根
本
的
に
は
改
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

第
一
章

儒
教
と
そ
の
精
神
と

し
た
が
っ
て
〈
天
〉
と
い
う
概
念
の
実
質
的
な
転
化
は
、
や
は

り
孔
子
に
よ
っ
て
初
め
て
完
成
さ
れ
た
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
以
下
、
伝
統
的
な
文
化
や
精
神
を
転
化
さ
せ
た
孔

子
の
功
績
に
つ
い
て
、
①
「
〈
天
命
〉
の
内
在
化
」
、
②
「
〈
天
〉

の
非
人
格
化
」
、
③
「
鬼
神
観
の
人
道
化
」
と
い
う
三
つ
の
側

面
か
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。

人
は
単
な
る
肉
体
を
も
つ
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
内

面
に
は
必
ず
〈
徳
〉
を
備
え
て
い
る
と
孔
子
は
考
え
た
。
こ
の

〈
徳
〉
|
|
孔
子
は
こ
れ
を
〈
仁
〉
と
呼
ん
だ
|
|
と
は
、
実

は
、
〈
天
道
〉
が
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
最
高
の

形
で
発
揮
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
〈
徳
〉
そ
れ

自
体
が
〈
天
道
〉
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
天
〉
は
時
と

し
て
人
に
命
令
を
下
す
が
、
こ
の
〈
天
〉
は
、
け
っ
し
て
外
在

的
な
も
の
で
は
な
く
、
人
に
内
在
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
〈
天
〉
が
道
を
行
う
よ
う
命
じ
れ
ば
、
人
は
必
ず
内

な
る
自
ら
の
〈
徳
〉
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
人
能
く
道
を
弘
む
、
道
人
を
弘
む

①
〈
天
命
〉
の
内
在
化

(23) 
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る
に
非
ず
」
（
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
）
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、

人
は
、
も
は
や
以
前
の
よ
う
な
主
体
性
を
も
た
な
い
存
在
で
は

な
く
な
り
、
個
々
の
本
性
や
存
在
価
値
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
を
実
現
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
も
、
完
全
に
各
人
に
任
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
仁
遠
か
ら
ん
や
。
我
仁

こ
こ

を
欲
す
れ
ば
、
斯
に
仁
至
る
」
（
『
論
語
』
述
而
篇
）
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
孔
子
の
い
わ
ゆ
る
「
五
十
に
し
て
天
命
を
知

る
」
（
『
論
語
』
為
政
篇
）
と
は
、
た
と
え
ば
〈
天
の
神
託
〉

の
よ
う
な
、
は
っ
き
り
と
捉
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
万

能
で
あ
る
主
宰
者
に
つ
い
て
、
孔
子
が
あ
る
種
の
神
秘
的
な
悟

り
を
開
い
た
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
く
、
こ
れ
は
孔
子
が
五
十

歳
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
〈
仁
〉
が
人
の
本
性
で
あ
り
、
す
な

わ
ち
〈
天
命
〉
で
あ
る
と
い
う
原
理
に
つ
い
て
完
璧
に
理
解
し

た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
君
子
が
畏
れ
て
や
ま
な
い
「
天
命
」
「
大
人
」
「
聖

人
の
言
」
（
『
論
語
』
季
氏
篇
）
も
、
実
は
す
べ
て
同
一
の
も

の
を
指
し
示
す
こ
と
が
分
か
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
は
、
自
己

の
本
性
の
中
に
在
る
、
人
と
し
て
の
道
だ
け
を
畏
れ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
〈
人
性
〉
は
す
な
わ
ち
〈
天
命
〉
で
あ
り
、
〈
人

道
〉
は
す
な
わ
ち
〈
天
道
〉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
孔
子

の
〈
性
〉
と
〈
道
〉
と
に
関
す
る
一
連
の
思
想
は
、
後
に
『
中

庸
』
の
作
者
に
よ
っ
て
継
承
発
展
さ
れ
、
「
天
の
命
ず
る
、
之

し
た
が

れ
を
性
と
謂
い
、
性
に
率
う
、
之
れ
を
道
と
謂
う
」
（
『
中
庸
』

第
一
章
）
と
称
さ
れ
た
。

以
上
の
〈
天
命
〉
が
内
在
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
ま
と
め
て

み
る
と
、
孔
子
は
、
〈
天
〉
を
〈
天
命
〉
あ
る
い
は
〈
天
道
〉

の
主
体
と
み
な
し
て
こ
れ
に
従
う
一
方
、
こ
の
〈
天
〉
を
内
在

化
し
て
、
万
物
の
中
に
統
一
さ
れ
た
主
体
と
み
な
し
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
か
つ
て
の
原
始
的
な
天
道
観
に
お
け
る
、
あ

の
万
物
を
超
越
し
た
至
上
神
は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
一
変
し
、

万
物
の
内
部
に
、
た
だ
論
理
的
に
の
み
先
在
す
る
に
す
ぎ
な
い

本
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
孔
子
に
次
の
よ
う
な
言
が

あ
る
。
「
天
何
を
か
言
わ
ん
や
、
四
時
行
わ
る
、
百
物
生
ず
、

天
何
を
か
言
わ
ん
や
」
（
『
論
語
』
陽
貨
篇
）
と
。
こ
れ
は

す
な
わ
ち
、
〈
天
〉
は
、
万
物
の
本
体
と
し
て
具
体
的
な
存
在

物
に
内
在
し
、
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
の
自
然
を
超
越

し
た
、
人
を
統
轄
す
る
神
で
は
な
い
こ
と
を
い
う
。
し
た
が
っ

②
〈
天
〉
の
非
神
格
化

(24) 
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て
、
宇
宙
や
万
物
を
生
々
流
転
さ
せ
る
自
然
の
秩
序
そ
れ
自
身

が
、
す
な
わ
ち
〈
天
道
〉
と
い
う
本
体
の
大
い
な
る
変
化
流
行

で
あ
り
、
人
は
け
っ
し
て
外
在
的
な
主
宰
者
か
ら
命
令
を
受
け

て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
命
令
を
必
要
と
も
し
な
い
の

で
あ
る
。

孔
子
が
こ
の
よ
う
な
例
え
を
用
い
た
そ
の
目
的
は
、
弟
子
に
、

〈
天
道
〉
は
人
に
と
っ
て
外
在
的
な
も
の
で
は
な
く
、
人
は
「
人

道
」
を
捨
て
て
は
、
い
か
な
る
〈
天
道
〉
を
も
求
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
人
生
に
お
け
る
重
要
な
原
理
を
明
示
す
る
こ

と
に
在
っ
た
。
そ
し
て
孔
子
の
言
う
道
と
は
、
ご
く
身
近
な
も

の
で
、
高
遠
で
及
び
が
た
い
も
の
で
は
な
く
、
言
う
な
れ
ば
、

日
常
か
ら
遠
く
か
け
離
れ
た
も
の
は
道
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
人
は
た
だ
「
性
に
率
っ
て
」
（
既
出
）
行
為
す
る
ほ
か

な
く
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
〈
人
が
当
に
行
う
べ
き
道
〉
を
行
う

こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
〈
人
の
道
〉
を
行
う
と
は
、
す
な
わ

ち
〈
天
の
道
〉
を
行
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
が
も
し

認
識
あ
る
い
は
実
践
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な
〈
人
道
は
即
ち
天

道
な
り
〉
と
い
う
統
一
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、

人
は
自
己
の
本
性
を
実
現
す
る
中
で
、
〈
天
〉
と
〈
人
〉
と
が

一
体
化
し
た
最
高
の
境
地
に
到
達
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し

③
鬼
神
観
の
人
道
化

て
〈
天
〉
は
、
外
在
的
か
つ
超
越
的
な
神
と
い
う
観
念
か
ら
、

内
在
的
か
つ
超
越
的
な
理
想
へ
と
転
化
し
た
の
で
あ
る
。

前
節
で
述
べ
た
〈
人
道
は
即
ち
天
道
な
り
〉
と
い
う
考
え
方

を
基
礎
に
し
て
、
孔
子
は
、
次
に
伝
統
的
な
鬼
神
観
あ
る
い
は

祭
祀
観
を
も
転
化
さ
せ
て
、
人
に
積
極
的
に
努
め
て
〈
人
の
道
〉

を
行
わ
せ
る
た
め
の
学
説
と
な
し
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
「
終

わ
り
を
慎
み
遠
き
を
追
え
ば
、
民
の
徳
厚
き
に
帰
し
」
（
『
論

語
』
学
而
篇
）
、
ひ
い
て
は
「
生
を
知
り
」
（
『
論
語
』
先
進

篇
）
、
「
人
に
事
え
る
」
（
同
上
）
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
祭
祀
を
と
り
行
な
う

主
旨
は
、
鬼
神
に
対
し
て
必
ず
敬
意
を
十
分
に
表
さ
せ
、
こ
の

祭
祀
を
通
じ
て
人
を
教
化
す
る
こ
と
に
在
る
の
で
あ
る
。
孔
子

も

は
言
う
。
「
喪
は
哀
を
致
し
て
止
む
」
（
『
論
語
』
子
張
篇
）
。

も

「
祭
り
に
は
敬
を
思
い
、
喪
に
は
哀
を
思
う
。
其
れ
可
な
る
の

み
」
（
同
上
）
と
。

し
か
し
、
こ
れ
が
ひ
と
た
び
福
を
祈
り
災
を
祓
う
と
い
っ
た

鬼
神
に
関
す
る
迷
信
に
か
か
わ
っ
て
く
る
と
、
孔
子
は
断
じ
て

(25) 
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こ
れ
を
拒
ん
だ
。
「
季
路
鬼
神
に
事
え
ん
こ
と
を
問
う
。
子

い
ず
く

日
く
、
未
だ
人
に
事
う
る
能
わ
ず
、
焉
ん
ぞ
能
＜
鬼
に
事
え
ん
。

敢
え
て
死
を
問
う
。
日
く
、
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
死
を

知
ら
ん
」
（
『
論
語
』
先
進
篇
）
。
ゆ
え
に
孔
子
は
言
う
。
「
民

の
義
を
務
め
、
鬼
神
を
敬
し
て
之
れ
を
遠
ざ
く
、
知
と
謂
う
可

し
」
（
『
論
語
』
薙
也
篇
）
と
。

以
上
、
孔
子
の
成
し
遂
げ
た
功
績
に
つ
い
て
、
「
天
命
」
「
天
」

「
鬼
神
」
と
い
う
三
点
か
ら
論
じ
て
き
た
が
、
次
の
よ
う
な
結

論
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
孔
子
が
、
伝
統
的
な
天

道
観
を
全
面
的
に
転
化
さ
せ
、
従
来
の
神
を
中
心
と
す
る
文
化

精
神
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
観
念
体
系
、
す
な
わ
ち
〈
人
道

は
即
ち
天
道
な
り
〉
を
基
本
原
則
と
す
る
人
文
主
義
を
根
本
か

ら
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
す
な
わ

ち
儒
家
哲
学
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
さ
ら
に
一
歩
論
を
進
め
て
解
明
す
べ
き
こ
と
は
、
孔

子
な
い
し
は
儒
家
に
と
っ
て
、
〈
人
道
は
即
ち
天
道
な
り
〉
と

い
う
統
一
の
具
体
的
な
内
容
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
に
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
儒
家
の
あ
の
天
道
と
相
い
統
一
さ
れ
た

〈
人
の
人
た
る
所
以
〉
で
あ
る
人
倫
と
は
結
局
何
で
あ
ろ
う
か

と
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
孔
子
は
次
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
。

人
に
し
て
仁
な
ら
ず
ん
ば
、
礼
を
如
何
せ
ん
。
人
に
し
て

仁
な
ら
ず
ん
ば
、
楽
を
如
何
せ
ん
（
『
論
語
』
八
信
篇
）
。

己
れ
に
克
ち
て
礼
に
復
る
を
仁
と
為
す
。
…
…
礼
に
非
ざ

れ
ば
視
る
こ
と
勿
か
れ
、
礼
に
非
ざ
れ
ば
聴
く
こ
と
勿
か

れ
、
礼
に
非
ざ
れ
ば
言
う
こ
と
勿
か
れ
、
礼
に
非
ざ
れ
ば

動
く
こ
と
勿
か
れ
（
『
論
語
』
顔
淵
篇
）
。

富
め
る
と
貴
き
と
は
、
是
れ
人
の
欲
す
る
所
な
り
。
其
の

道
を
以
て
之
れ
を
得
ざ
れ
ば
、
処
ら
ざ
る
な
り
。
貧
し
き

に
く

と
賤
し
き
と
は
、
是
れ
人
の
悪
む
所
な
り
。
其
の
道
を
以

て
之
れ
を
得
ざ
れ
ば
、
去
ら
ざ
る
な
り
。
君
子
は
仁
を
去

り
て
‘
悪
く
に
か
名
を
成
さ
ん
。
君
子
は
食
を
終
う
る
間

も
仁
に
違
う
こ
と
無
し
、
造
次
に
も
必
ず
是
に
お
い
て
し
、

顛
油
に
も
必
ず
是
に
お
い
て
す
（
『
論
語
』
里
仁
篇
）
。

君
子
は
義
以
て
質
と
為
し
、
礼
以
て
之
れ
を
行
う
（
『
論

語
』
衛
霊
公
篇
）
。

君
子
は
義
に
喩
り
、
小
人
は
利
に
喩
る
（
『
論
語
』
里
仁

篇
）
。

こ
れ
ら
の
命
題
か
ら
、
一
貫
し
た
普
遍
的
原
理
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
〈
仁
〉
と
〈
義
〉
と
が
統
一
さ
れ
て

(26) 
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生
じ
た
倫
理
道
徳
の
法
則
、
す
な
わ
ち
〈
礼
〉
が
、
人
類
の
す

べ
て
の
実
践
活
動
を
統
轄
す
る
道
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
そ
の
活

動
の
中
に
お
け
る
〈
人
と
自
然
と
〉
、
あ
る
い
は
〈
人
と
人
と
〉

の
関
係
を
統
轄
す
る
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
〈
礼
〉
は
、
必
然
的
に
論
理
的
に
先
在
し
て
い
て
功
利

を
制
約
し
、
人
の
行
動
の
出
発
点
、
す
な
わ
ち
動
機
と
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
儒
家
倫
理
の
基
本
的
原
理
で
あ
り
、

あ
る
種
の
功
利
主
義
的
な
道
徳
原
理
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
儒

家
は
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
原
理
は
、
人
に
内
在
す
る
本
性
か
ら

発
す
る
も
の
で
、
す
な
わ
ち
〈
人
の
人
た
る
所
以
〉
で
あ
る
倫

理
の
道
で
あ
る
と
考
え
た
。
人
が
〈
人
〉
で
あ
る
か
は
、
道
に

よ
っ
て
行
為
す
る
か
ど
う
か
で
決
ま
る
。
そ
し
て
〈
人
道
は
即

ち
天
道
な
り
〉
と
い
う
原
理
に
基
づ
い
て
、
人
が
人
倫
の
道
を

実
践
し
よ
う
と
努
め
る
過
程
は
、
同
時
に
ま
た
〈
天
道
〉
に
到

達
し
、
〈
天
〉
と
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
過
程
で
も
あ
る
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
道
徳
的
実
践
に
際
し
て
、
あ
く
ま
で
善

を
選
択
し
つ
づ
け
、
身
を
も
っ
て
道
を
体
現
で
き
さ
え
す
れ
ば
、

い
か
な
る
人
で
も
最
終
的
に
は
、
「
心
の
欲
す
る
所
に
従
い
てた

す

矩
を
鍮
え
ず
」
（
『
論
語
』
為
政
篇
）
、
「
天
地
の
化
育
を
賛

け
」
（
『
中
庸
』
第
二
十
二
章
）
、
「
上
下
は
天
地
と
流
れ
を

同
に
す
る
」
（
『
孟
子
』
尽
心
篇
上
）
と
い
っ
た
、
・
善
・

美
が
統
一
さ
れ
た
最
高
の
精
神
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

以
上
、
孔
子
の
〈
人
道
は
即
ち
天
道
〉
と
い
う
原
則
お
よ
び

そ
の
内
容
つ
い
て
概
説
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
我
々
は
次
の
二

つ
の
結
論
を
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
。
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
儒
家
の
人
文
主
義
は
け

っ
し
て
原
始
的
な
宗
教
観
に
対
す
る
単
純
な
否
定
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
対
立
を
完
全
に
超

越
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
〈
人
道
は
即
ち
天
道
な

り
〉
と
統
一
さ
れ
た
原
則
に
よ
っ
て
、
外
在
的
か
つ
超
越
的
な

神
を
転
化
し
て
万
物
に
内
在
さ
せ
、
そ
れ
を
論
理
的
に
先
在
す

る
本
体
と
み
な
し
、
つ
い
に
は
昇
華
し
て
内
在
的
か
つ
超
越
的

な
理
想
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
人
の
民
族
精
神
の
本
源

を
探
る
上
で
、
儒
家
の
人
文
主
義
は
、
思
惟
と
存
在
と
が
最
高

の
形
で
統
一
さ
れ
た
真
理
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
は
人
の

本
性
あ
る
い
は
そ
の
尊
厳
に
対
し
て
も
実
質
的
な
肯
定
を
含
み
、

さ
ら
に
人
々
の
た
め
、
こ
の
現
実
世
界
に
、
身
も
心
も
落
ち
着

く
場
を
も
築
き
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
儒
教
に
は
、
い
わ

ゆ
る
宗
教
が
も
つ
よ
う
な
優
れ
た
点
は
あ
っ
て
も
、
宗
教
が
も

(27) 
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た
ら
す
よ
う
な
弊
害
は
な
い
た
め
、
儒
家
の
人
文
主
義
的
体
系

は
、
以
後
、
中
国
哲
学
が
発
展
し
て
い
く
中
、
〈
正
統
〉
と
な

る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
、
宗
教
に
と
っ
て
代
っ
て
、
中
国

数
千
年
の
社
会
倫
理
生
活
の
意
識
形
態
を
―
つ
に
結
集
さ
せ
る

核
と
な
り
、
つ
い
に
は
中
国
人
の
民
族
精
神
の
本
源
と
な
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
秦
漢
以
後
、
儒
家
思
想
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
、

い
く
つ
か
の
文
化
や
思
潮
が
、
あ
る
特
定
の
時
期
に
歴
史
現
象

と
し
て
現
れ
、
明
ら
か
に
中
国
人
の
民
族
精
神
に
影
響
を
及
ぽ

し
て
い
る
。
し
か
し
儒
家
の
人
文
主
義
は
い
つ
も
短
期
間
で
、

と
き
に
は
一
定
の
比
較
的
長
い
時
間
を
か
け
て
、
そ
の
異
文
化

を
消
化
、
排
除
、
あ
る
い
は
吸
収
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
き
た
。

こ
れ
は
、
言
う
な
れ
ば
、
民
族
精
神
に
対
し
て
、
儒
家
と
異
な

る
学
派
の
思
想
あ
る
い
は
精
神
的
要
素
が
作
用
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
必
ず
儒
教
に
依
頼
し
、
儒
教
の
精
神
と
協
調
一
致
し
、

実
質
的
に
は
儒
家
哲
学
の
―
つ
の
節
目
あ
る
い
は
要
素
と
し
て

作
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

儒
家
と
道
家
と
の
関
係
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
一
般
に
、
儒
家

と
道
家
と
は
、
互
い
に
補
い
あ
う
存
在
と
し
て
、
伝
統
文
化
に

お
け
る
そ
の
地
位
や
作
用
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
実
際
、
こ
の
相
互
補
助
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
は
、
け

っ
し
て
〈
儒
家
の
人
文
主
義
〉
と
〈
道
家
の
超
人
文
主
義
な
い

し
は
反
人
文
主
義
〉
と
、
と
い
っ
た
二
種
類
の
価
値
観
が
共
存

す
る
思
想
で
は
な
く
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
儒
家
思
想
の
精
神
を

核
と
す
る
観
念
体
系
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
魏
晋
の
い
わ
ゆ
る
玄
学
も
、
け
っ
し
て
何
ら
新
し

い
道
家
哲
学
で
は
な
く
、
こ
れ
は
儒
家
哲
学
が
魏
晋
の
頃
に
展

開
し
て
生
じ
た
‘
―
つ
の
歴
史
形
態
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ

の
哲
学
の
核
は
、
依
然
と
し
て
〈
天
道
〉
と
相
い
統
一
し
よ
う

と
す
る
儒
家
の
原
理
で
あ
り
、
魏
晋
の
玄
学
は
、
た
だ
道
家
の

天
道
観
と
儒
家
の
『
易
』
の
原
理
と
を
結
合
さ
せ
、
そ
れ
に
つ

い
て
新
し
い
解
釈
を
加
え
た
そ
の
上
に
、
儒
家
の
原
理
を
用
い

て
、
そ
の
根
本
を
極
め
正
し
、
天
道
観
の
統
一
と
い
う
一
点
に

集
中
し
、
「
形
よ
り
而
て
上
な
る
者
、
之
れ
を
道
と
謂
う
」
（
『
易
』

繋
辞
伝
上
）
と
い
う
最
高
の
立
場
か
ら
、
そ
の
高
遠
深
長
な
る

義
理
を
思
辮
し
、
〈
仁
義
〉
を
人
の
本
性
と
し
て
発
揮
さ
せ
た

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
〈
自
然
〉
か
ら
生
じ

た
〈
無
為
の
為
〉
と
い
う
―
つ
の
在
り
方
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
儒
教
と
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
南
北
朝
よ
り

隋
唐
に
至
る
ま
で
、
仏
教
は
儒
教
に
対
抗
し
て
譲
ら
ず
、
六
百

(28) 
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年
近
く
の
長
き
に
わ
た
っ
て
相
い
対
立
し
た
ま
ま
独
自
に
存
在

し
つ
づ
け
、
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
い
う
も
の
の
、
最

終
的
に
、
〈
正
統
〉
な
地
位
に
就
き
、
中
国
文
化
に
根
を
お
ろ

し
た
の
は
、
儒
教
を
〈
本
〉
と
し
、
仏
教
や
老
荘
を
〈
用
〉
と

な
す
宋
明
の
新
儒
学
で
あ
っ
た
。

第
二
。
中
国
人
の
民
族
精
神
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
と
り

わ
け
重
要
な
の
は
、
そ
の
本
源
を
な
す
思
想
体
系
が
人
々
に
与

え
た
基
本
的
な
価
値
観
、
す
な
わ
ち
〈
人
と
し
て
の
道
〉
で
あ

る
。
こ
れ
は
倫
理
を
優
先
さ
せ
て
功
利
を
統
轄
す
る
、
〈
人
の

人
た
る
所
以
〉
と
な
る
実
践
原
則
で
あ
り
、
人
の
行
為
の
出
発

点
、
す
な
わ
ち
動
機
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
あ
る
種
の

普
遍
的
な
社
会
倫
理
意
識
あ
る
い
は
民
族
精
神
と
し
て
、
い
か

た
つ
と

な
る
社
会
形
態
に
お
い
て
も
、
「
一
統
を
大
ぶ
」
（
『
春
秋
公

羊
伝
』
隠
公
元
年
）
場
合
に
は
、
必
ず
そ
の
上
に
基
礎
を
う
ち

建
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
化
的
心
理
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
中
国
民
族
の
幾
千
年
も
綿
々
と
し
て
絶
え
る
こ
と
な
く
、

幾
度
の
変
動
に
も
覆
る
こ
と
の
な
か
っ
た
強
靭
な
生
命
力
と
結

集
力
と
の
源
が
こ
こ
に
在
る
と
い
え
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
い
か
な
る
社
会
形
態
も
み
な
倫
理
的
共

同
体
で
あ
り
、
そ
の
存
在
と
発
展
と
は
、
常
に
一
定
の
拘
束
力

を
も
つ
具
体
的
な
存
在
、
す
な
わ
ち
倫
理
道
徳
規
範
に
よ
っ
て

維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
倫
理
道
徳
規
範
と

は
、
す
な
わ
ち
〈
義
〉
で
あ
り
、
〈
礼
〉
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、
こ
の
〈
礼
義
〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
形
態
に
お
け
る
そ

の
具
体
的
な
表
現
は
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
道
は
、
逆
に
人
類

の
あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態
を
も
貫
く
普
遍
的
倫
理
の
道
で
あ
る
と

い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
道
は
同
時
に
ま
た
〈
人
の
人
た
る
所
以
〉

と
し
て
の
道
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
社
会
倫
理
制
度
と
は
、

す
な
わ
ち
人
倫
の
具
体
的
な
表
現
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人

は
、
「
類
存
在
」

(
K
a
r
l

H
e
i
n
r
i
c
h
 
M
a
r
x
 "
O
k
o
n
o
m
i
s
c
hー

p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
 
M
a
n
u
s
k
r
i
p
t
e
 
a
u
s
 
d
e
m
 J
a
h
r
 1
8
4
4
"
 
:
 

K
．
マ
ル
ク
ス
『
一
八
四
四
年
の
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
）
と
し

て
有
す
る
本
性
に
よ
っ
て
、
一
切
の
創
造
活
動
が
決
定
さ
れ
、

社
会
が
変
換
し
て
い
く
中
、
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、
倫

理
道
徳
規
範
の
制
約
を
受
け
な
が
ら
、
各
個
人
の
要
求
を
も
必

然
的
に
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

功
利
は
人
に
と
っ
て
真
の
目
的
で
あ
り
、
〈
礼
義
〉
は
こ
の
功

利
を
成
立
、
実
現
さ
せ
る
規
律
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
当
然
、
論
理
的
に
先
在
し
て
功
利
を
統
轄
し
、
人
の
行

為
の
出
発
点
、
す
な
わ
ち
動
機
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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よ
っ
て
、
こ
の
倫
理
の
道
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態
に
共
通

す
る
倫
理
の
道
で
あ
り
、
儒
家
の
〈
仁
〉
を
基
礎
と
す
る
〈
礼

義
〉
に
よ
っ
て
、
初
め
て
、
先
在
的
な
一
切
を
統
轄
す
る
非
功

利
主
義
的
な
倫
理
の
道
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
人

が
そ
の
道
を
自
覚
し
、
な
ら
び
に
そ
の
道
に
よ
っ
て
行
為
で
き

る
か
ど
う
か
は
、
人
が
〈
人
〉
と
し
て
行
為
で
き
る
か
ど
う
か

と
い
う
個
人
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
、
一
国
家
が

一
国
家
と
し
て
、
一
民
族
が
一
民
族
と
し
て
行
為
で
き
る
か
ど

う
か
と
い
う
、
そ
の
生
死
存
亡
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
る
の

で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
中
国
と
西
洋
と
で
は
明

ら
か
な
差
異
が
生
じ
て
く
る
。

中
国
で
は
、
孔
子
以
来
、
歴
代
の
儒
者
は
絶
え
ず
こ
の
〈
礼

義
〉
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
発
展
さ
せ
て
き
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
〈
礼
義
〉
は
人
倫
の
道
の
実
際
の
表

現
と
し
て
早
い
時
期
か
ら
中
国
人
の
民
族
精
神
あ
る
い
は
社
会

倫
理
意
識
に
入
り
込
み
、
同
時
に
そ
の
中
で
一
切
を
指
導
す
る

核
と
な
っ
て
き
た
。
ゆ
え
に
秦
漢
以
降
、
中
国
人
の
社
会
倫
理

た
つ
と

意
識
は
、
基
本
的
に
、
そ
の
「
一
統
を
大
ぶ
」
（
既
出
）
倫
理

の
道
と
あ
る
い
は
一
致
し
、
あ
る
い
は
協
調
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
西
洋
で
は
、
西
洋
人
の
民
族
精
神
あ
る

い
は
社
会
倫
理
意
識
の
核
と
な
る
も
の
は
、
基
本
的
に
、
そ
の

個
人
主
義
に
立
脚
す
る
〈
非
礼
義
〉
的
な
功
利
主
義
道
徳
の
伝

統
で
あ
り
、
〈
礼
義
〉
は
た
だ
個
々
に
存
在
す
る
各
人
の
意
識

の
中
で
自
発
的
に
起
る
作
用
で
あ
り
、
熟
考
配
慮
さ
れ
た
普
遍

的
な
中
枢
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
礼
義
〉
は
、

す
べ
て
の
社
会
倫
理
生
活
を
統
轄
す
る
倫
理
の
道
、
す
な
わ
ち

一
切
を
指
導
す
る
核
と
し
て
は
、
西
洋
人
の
民
族
精
神
あ
る
い

は
社
会
倫
理
意
識
の
中
に
入
り
込
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ

え
に
、
西
洋
人
の
社
会
倫
理
意
識
は
、
国
家
あ
る
い
は
民
族
と

た
つ
と

い
っ
た
「
一
統
を
大
ぶ
」
（
既
出
）
倫
理
の
道
と
は
無
関
係
な
、

03
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あ
る
い
は
背
い
た
状
態
に
在
る
。
こ
こ
か
ら
古
い
歴
史
を
も
つ

二
つ
の
民
族
は
、
次
の
よ
う
に
運
命
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
「
ロ
ー
マ
が
滅
び
て
後
に
ロ
ー
マ
は
な
く
、
中
国
は
依
然

と
し
て
中
国
で
あ
る
」
（
銭
穆
『
中
国
歴
代
政
治
得
失
』
）
と
。

第
二
章

儒
教
お
よ
び
民
族
精
神
の
形
成
と
成
長
と

前
述
の
と
お
り
、
儒
教
が
中
国
人
の
民
族
精
神
の
文
化
的
な

本
源
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
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て
、
ま
た
、
こ
の
儒
教
は
、
た
だ
人
文
主
義
的
な
特
質
を
民
族

精
神
に
定
着
さ
せ
、
絶
え
ず
生
成
転
化
し
つ
づ
け
る
内
な
る
魂

を
形
成
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
儒
家
哲
学
の
論
理
的

展
開
を
通
じ
て
、
そ
の
民
族
精
神
の
様
々
な
場
面
に
お
け
る
具

体
的
な
表
現
と
も
い
え
る
、
豊
か
で
多
様
な
品
性
あ
る
い
は
特

徴
を
も
す
べ
て
系
統
的
に
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
中
国
人
の
道
徳
意
識
と
そ
の
行
為
と
に
つ
い
て
み
て

み
る
と
、
中
国
人
は
ま
さ
に
儒
教
の
価
値
座
標
の
体
系
の
中
で

社
会
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
中
国
人
は
〈
人
獣
の

辮
〉
に
厳
密
で
あ
り
、
人
が
人
と
し
て
行
為
す
る
こ
と
を
第
一

ょ

と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
古
代
中
国
で
は
、
「
天
子
自
り
庶
人

ま
こ
と

に
至
る
ま
で
、
壼
に
是
れ
皆
修
身
を
以
て
本
と
為
す
」
（
『
大

学
』
）
の
で
あ
っ
た
。
〈
修
身
〉
を
通
じ
て
、
〈
人
性
〉
を
発

揮
し
、
〈
獣
性
〉
を
徹
底
的
に
取
り
除
い
て
、
初
め
て
人
は
〈
性
〉

が
も
つ
本
来
の
輝
き
を
取
り
戻
し
、
そ
の
尊
厳
が
守
ら
れ
る
で

あ
る
。ま

た
、
儒
教
が
「
仁
は
人
を
愛
す
る
な
り
」
（
『
論
語
』
顔

淵
篇
）
を
出
発
点
と
し
た
た
め
、
人
は
実
際
の
行
動
に
お
い
て
、

「
己
の
欲
せ
ざ
る
所
を
、
人
に
施
す
こ
と
勿
か
れ
」
（
『
論
語
』

衛
霊
公
篇
）
、
「
己
立
て
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
、
己
達
せ
ん

と
欲
し
て
人
を
達
す
」
（
『
論
語
』
薙
也
篇
）
と
い
っ
た
〈
忠

恕
の
道
〉
を
基
本
原
則
と
し
て
制
定
さ
れ
た
一
連
の
具
体
的
な

倫
理
道
徳
規
範
ー
「
君
臣
に
義
有
り
、
夫
婦
に
別
有
り
、
長

幼
に
序
有
り
、
朋
友
に
信
有
り
」
（
『
孟
子
』
膝
文
公
篇
上
）

と
い
っ
た
、
礼
、
義
、
廉
、
恥
、
孝
、
悌
、
忠
、
信
等
々
|
|

を
努
め
て
遵
守
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
千
年
来
、

「
君
子
は
義
以
て
質
と
為
し
、
礼
以
て
之
れ
を
行
い
」
（
既
出
）
、

「
人
は
礼
義
に
一
」
（
『
荀
子
』
礼
論
篇
）
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
中
国
人
の
道
徳
意
識
お
よ
び
そ
の
行
為
は
、
こ
の
よ
う
な
倫

理
道
徳
規
範
内
に
お
い
て
、
堅
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
中
国
は
単
な
る
古
代
文
明
国
の
―
つ
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
か
つ
〈
礼
義
〉
を
重
ん
じ
る
国
で
あ
る
と
い
え
る
。

次
に
、
中
国
人
の
気
質
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
中
国
人
の

民
族
精
神
の
中
に
、
今
日
に
至
る
ま
で
賞
賛
さ
れ
つ
づ
け
て
き

た
、
「
浩
然
の
気
」
（
『
孟
子
』
公
孫
丑
篇
上
）
を
見
い
出
す

の
は
非
常
に
容
易
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
儒
家
の
〈
義
利
の

辮
〉
と
い
っ
た
価
値
観
の
も
と
で
、
孟
子
の
い
わ
ゆ
る
「
義
に

集
う
」
（
公
孫
丑
篇
上
）
こ
と
に
よ
っ
て
昇
華
し
完
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
孔
子
は
〈
義
利
〉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「
君
子
は
義
に
喩
り
、
小
人
は
利
に
喩
る
」
（
既
出
）
、

(31) 
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し
し
じ
ん

「
志
士
人
は
、
生
を
求
め
て
以
て
仁
を
害
す
る
こ
と
無
し
、
身

を
殺
し
て
以
て
仁
を
成
す
こ
と
有
り
」
（
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
）

と
。
孟
子
も
ま
た
言
う
。
「
生
も
亦
た
我
が
欲
す
る
所
な
り
、

義
も
亦
た
我
が
欲
す
る
所
な
り
。
二
つ
の
者
兼
ぬ
る
こ
と
得
可

か
ら
ざ
れ
ば
、
生
を
舎
て
て
義
を
取
ら
ん
」
（
『
孟
子
』
告
子

篇
上
）
と
。
儒
家
は
教
え
を
説
く
際
に
、
「
流
俗
に
同
じ
く
し
、

汗
世
に
合
す
る
」
（
『
孟
子
』
尽
心
篇
下
）
「
郷
原
」
（
同
上
）

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
し
て
毅
然
と
し
て
大
地
を
ふ
ま
え
、

「
富
貴
も
淫
す
こ
と
能
わ
ず
、
貧
賤
も
移
す
こ
と
能
わ
ざ
る
」

（
『
孟
子
』
膝
文
公
篇
下
）
「
大
丈
夫
」
（
同
上
）
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
価
値
観
の
も

と
に
、
中
国
人
の
弛
ま
ざ
る
堅
固
な
人
格
が
形
成
さ
れ
、
無
数

の
「
身
を
以
て
道
に
殉
わ
し
め
」
（
『
孟
子
』
尽
心
篇
上
）
、

「
生
を
舎
て
て
義
を
取
り
」
（
既
出
）
、
志
を
立
て
て
節
を
全

う
す
る
多
く
の
「
志
士
人
」
（
既
出
）
を
世
に
送
り
だ
し
、
世

界
に
並
び
立
つ
民
族
の
中
に
、
中
国
人
は
、
ひ
と
り
厳
然
た
る

こ
の
〈
正
気
〉
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
次
に
、
再
び
中
国
人
の
民
族
意
識
と
民
族
に
対
す
る
自

負
心
と
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
儒
教
は
「
内
聖
外
王
」
（
『
荘

子
』
天
下
篇
）
の
学
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
と
し
て
〈
仁
〉

を
実
践
す
る
と
い
う
は
、
た
だ
自
己
を
成
長
さ
せ
る
だ
け
で
な

く
、
か
つ
人
を
も
成
長
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

換
言
す
れ
ば
、
ひ
と
り
「
其
の
身
を
修
め
る
」
（
『
大
学
』
）

だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
「
国
を
治
め
、
天
下
を
平
ら
か
に
し
」

（
同
上
）
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
影
響
を
受
け
、

形
成
さ
れ
た
中
国
人
の
人
格
は
、
単
に
天
下
の
事
を
己
の
任
務

と
も

と
し
、
「
楽
し
む
に
も
天
下
と
以
に
し
、
憂
う
る
に
も
天
下
と

と
も以

に
す
」
（
『
孟
子
』
梁
恵
王
篇
下
）
、
「
民
は
吾
が
同
胞
、

と

も

ら

物
は
吾
が
与
（
党
与
・
借
輩
）
な
ら
ん
」
（
張
載
『
西
銘
』
）

と
い
う
よ
う
な
〈
仁
者
〉
の
思
い
を
備
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
幻（
 

か
つ
そ
の
中
に
身
を
置
く
民
族
の
運
命
に
対
し
て
、
あ
る
種
の

奥
深
い
憂
い
と
配
慮
と
を
い
だ
き
、
そ
の
民
族
の
一
員
と
し
て

の
責
任
あ
る
い
は
義
務
に
対
し
て
も
普
遍
的
か
つ
明
確
な
意
識

を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
〈
国
家
の

興
亡
も
匹
夫
に
責
有
り
〉
（
顧
炎
武
『
日
知
録
』
巻
十
三
「
正

始
」
参
照
）
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
民
族
自
強
の
保
証
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
儒
家
哲
学
で
は
次
の
よ

う
に
考
え
る
。
人
は
み
な
〈
善
な
る
性
〉
を
も
ち
、
「
人
は
皆

以
て
亮
舜
為
り
う
可
し
」
（
『
孟
子
』
告
子
下
篇
）
と
。
そ
こ

で
儒
家
は
、
人
は
哀
れ
な
罪
を
背
負
っ
た
存
在
で
は
な
く
、
〈
天
〉
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と
相
い
通
じ
る
存
在
で
あ
り
、
〈
天
〉
と
同
体
な
の
で
あ
る
と

説
い
た
。
換
言
す
れ
ば
〈
人
性
〉
は
す
な
わ
ち
〈
天
命
〉
で
あ

り
、
〈
人
道
〉
は
す
な
わ
ち
〈
天
道
〉
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

〈
人
道
〉
を
み
ず
か
ら
行
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
「
上
下
は
天

地
と
流
れ
を
同
に
し
」
（
既
出
）
、
「
天
地
の
化
育
を
賛
け
」

さ
ん

（
既
出
）
、
「
〔
人
は
〕
天
地
と
〔
合
わ
せ
て
〕
参
と
な
る
」

（
『
中
庸
』
第
二
十
二
章
）
た
め
の
―
つ
の
在
り
方
な
の
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
〈
人
性
〉
〈
人
道
〉
を
〈
天
理
〉

と
み
な
す
高
度
な
理
解
に
基
づ
い
て
、
中
国
人
は
個
々
の
自
我

の
実
現
で
あ
れ
、
国
家
、
民
族
ひ
い
て
は
人
類
の
前
途
あ
る
い

は
運
命
で
あ
れ
、
い
か
な
る
状
況
の
も
と
で
も
、
常
に
確
固
た

る
自
信
と
明
る
い
期
待
と
に
満
ち
て
お
り
、
け
っ
し
て
「
天
を

怨
ま
ず
、
人
を
尤
め
」
（
『
論
語
』
憲
問
篇
）
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
国
人
は
、
当
然
、
神
の
同
情
や
救
い
を
信
じ

ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
神
に
請
い
求
め
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
自
己

の
理
性
と
着
実
な
努
力
と
を
信
じ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

以
上
挙
げ
て
き
た
所
は
、
中
国
人
の
民
族
精
神
の
ほ
ん
の
い

く
つ
か
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
以
上
の
こ
と
か
ら
、
儒

家
哲
学
の
精
神
が
、
少
な
か
ら
ず
中
国
人
の
民
族
精
神
を
転
化

さ
せ
形
作
っ
て
き
た
こ
と
の
一
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
我
々
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
も
し
儒
家
哲
学
が
発
生
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
今
日
ま
で

の
二
千
年
あ
ま
り
に
も
わ
た
る
中
国
人
の
自
強
自
立
の
基
盤
、

す
な
わ
ち
中
国
人
の
民
族
精
神
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
と
。

さ
ら
に
こ
の
中
国
人
の
民
族
精
神
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、

こ
れ
が
如
何
に
発
生
し
、
何
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
と

い
う
問
題
は
、
け
っ
し
て
単
純
な
問
題
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に

加
え
て
、
歴
史
が
変
遷
し
て
い
く
中
、
こ
の
精
神
が
ど
の
よ
う

に
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
養
わ
れ
、
維
持
さ
れ
て
き
た
か
と

い
う
こ
と
も
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
〈
儒
教
の
精
神

が
い
か
に
衰
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
〉
と
い
う
問
題
を
実
質

的
に
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
儒
教
が
も
つ
非
凡
な
表
現
、
緻
密
な
思
惟
、

成
熟
完
備
さ
れ
た
理
論
を
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
こ
う
し
た
儒
教
の
功
績
に
つ
い
て
、
主
に
以
下
の
二
点

か
ら
帰
納
し
て
い
き
た
い
。
―
つ
は
、
本
心
を
明
ら
か
に
し
、

〈
善
な
る
性
〉
を
証
拠
立
て
、
道
徳
の
自
律
性
を
広
げ
た
点
、

も
う
―
つ
は
、
人
の
〈
性
〉
の
弱
点
を
示
し
、
道
徳
の
他
律
性

を
発
揮
し
、
〈
悪
〉
を
抑
え
て
〈
善
〉
を
実
行
さ
せ
た
点
で
あ

(33) 
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る
。
言
う
ま
で
も
な
く
前
者
は
孟
子
を
も
っ
て
代
表
と
し
、
後

者
は
荀
子
を
も
っ
て
代
表
と
し
て
い
る
。

た
ち
ま

孟
子
は
、
「
人
乍
ち
播
子
の
将
に
井
に
入
ら
ん
と
す
れ
ば
、

皆
枕
悽
側
隠
の
心
有
り
」
（
『
孟
子
』
公
孫
丑
篇
上
）
と
い
う

よ
う
な
争
え
ぬ
経
験
的
事
実
か
ら
出
発
し
、
〈
性
〉
の
理
を
窮

め
、
人
の
本
心
を
指
し
て
言
う
。
「
人
皆
人
に
忍
び
ざ
る
の
心

有
り
、
…
…
側
隠
の
心
無
き
は
、
人
に
非
ざ
る
な
り
、
羞
悪
の

心
無
き
は
、
人
に
非
ざ
る
な
り
、
辞
譲
の
心
無
き
は
、
人
に
非

ら
ざ
る
な
り
、
是
非
の
心
無
き
は
、
人
に
非
ら
ざ
る
な
り
。
側

隠
の
心
は
、
仁
の
端
な
り
、
羞
悪
の
心
は
、
義
の
端
な
り
、
辞

譲
の
心
は
、
礼
の
端
な
り
、
是
非
の
心
は
、
智
の
端
な
り
。
人

の
是
の
四
端
有
る
は
、
猶
お
其
の
四
体
有
る
が
ご
と
し
」
（
『
孟

子
』
公
孫
丑
篇
上
）
と
。
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
も
つ
こ

の
〈
善
の
端
〉
は
、
「
犀
ん
ど
叡
い
」
（
『
孟
子
』
離
婁
篇
下
）

と
は
い
う
も
の
の
、
し
か
し
、
こ
こ
に
こ
そ
、
人
が
禽
獣
と
異

な
り
〈
人
を
人
た
ら
し
め
る
所
以
〉
で
あ
る
本
性
が
在
る
の
で

あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
〈
善
な
る
性
〉
に
本
づ
く
こ
と
は
、
人
が

「
同
じ
く
然
り
と
す
る
と
こ
ろ
」
（
『
孟
子
』
告
子
篇
上
）
で

も
あ
る
。
し
か
し
、
「
聖
人
も
我
と
類
を
同
じ
く
す
る
者
な
り
」

た

（
『
孟
子
』
告
子
篇
上
）
、
「
人
皆
以
て
発
舜
為
り
う
可
し
」

（
既
出
）
、
と
言
う
一
方
で
、
人
と
し
て
、
自
己
の
尊
厳
を
実

現
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
完
全
に
各
人
の
自
主
性
に
任
さ
れ
て

お
り
、
他
に
頼
り
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
求
め
れ
ば
則
ち
得
、
捨
つ
れ
ば
則
ち
失
す
」

（
『
孟
子
』
告
子
篇
上
・
尽
心
篇
上
）
で
あ
る
。
ゆ
え
に
人
が

か

〈
不
善
〉
を
な
す
の
は
、
「
天
の
オ
を
降
す
や
爾
く
の
ご
と
く

殊
な
り
、
其
の
、
其
の
心
を
陥
溺
す
る
所
以
の
者
然
ら
し
む
る
」

（
告
子
篇
上
）
の
で
あ
る
。
人
が
〈
善
な
る
性
〉
を
も
ち
な
が

ら
、
そ
の
こ
と
を
気
付
か
な
い
の
は
、
「
思
わ
ざ
る
の
み
」
（
『
孟

子
』
告
子
篇
上
）
で
あ
り
、
〈
善
な
る
性
〉
を
も
っ
て
い
る
こ

と
を
知
り
な
が
ら
、
実
践
で
き
な
い
の
は
、
「
是
れ
為
さ
ざ
る

な
り
、
是
れ
能
わ
ざ
る
に
非
ず
」
（
『
孟
子
』
梁
恵
王
篇
上
）

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
人
の
禽
獣
と
異
な
る
所
以
の
者
は

犀
ん
ど
叡
い
‘
庶
民
は
之
れ
を
去
り
、
君
子
は
之
れ
を
存
す
」

（
既
出
）
の
で
あ
る
。

人
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か
、
あ
る
い
は
禽
獣
に
近
い
状

態
に
在
る
の
か
、
こ
の
両
者
の
違
い
は
、
〈
思
う
か
思
わ
な
い

か
〉
、
〈
求
め
る
か
求
め
な
い
か
〉
と
い
っ
た
、
存
亡
の
間
に

在
る
。
ゆ
え
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
仁
は
人
の
心
な
り
、

義
は
人
の
路
な
り
。
其
の
路
を
舎
て
て
由
ら
ず
、
其
の
心
を
放

(34) 
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ち
て
求
む
る
を
知
ら
ず
、
哀
し
い
か
な
」
（
『
孟
子
』
告
子
篇

上
）
と
。
つ
ま
り
〈
仁
義
〉
は
、
人
に
お
い
て
、
実
在
性
を
も

た
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
孟
子
の
全
哲

学
は
、
こ
の
よ
う
な
実
在
性
を
解
明
す
る
こ
と
に
在
っ
た
。
孟

子
は
こ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
が
も
つ
〈
明
徳
の
性
〉

に
対
し
て
道
徳
的
自
覚
を
促
そ
う
と
し
、
そ
し
て
〈
仁
義
の
道
〉

と
い
う
観
念
を
、
中
国
人
の
社
会
倫
理
意
識
あ
る
い
は
民
族
精

神
の
中
に
浸
透
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
儒
教
の
こ
の
功
績
に
は
、

必
然
的
か
つ
卓
抜
的
な
成
果
が
あ
り
、
そ
の
民
族
精
神
が
衰
え

る
こ
と
な
く
長
く
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
の
根
本
的
原
因
は
ま
さ

に
こ
こ
に
在
る
。

し
か
し
民
族
精
神
の
持
続
と
い
う
点
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、

こ
の
解
説
だ
け
で
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
儒

家
の
教
え
を
受
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
「
身
に
反
り
て
誠
」
（
『
孟

子
』
尽
心
篇
上
）
、
「
仁
に
居
り
て
義
に
由
る
」
（
『
孟
子
』

離
婁
篇
上
・
尽
心
篇
上
）
よ
う
な
人
も
少
な
か
ら
ず
い
る
が
、

「
其
の
心
を
放
ち
、
求
め
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
（
『
孟
子
』

告
子
篇
上
）
、
あ
る
い
は
「
自
暴
自
棄
」
（
『
孟
子
』
離
婁
篇

上
）
な
人
も
多
く
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事

実
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
中
国
人
の
民
族
精
神
に
対
す
る
真
の
脅

威
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
人
の
道
徳
的
能

力
に
対
し
て
満
身
の
希
望
を
抱
き
、
道
徳
の
自
律
性
を
追
求
す

る
こ
と
を
主
旨
と
す
る
孟
子
は
、
次
の
一
旬
を
も
っ
て
と
り
や

め
る
ほ
か
仕
方
が
な
か
っ
た
。
「
自
ら
暴
う
者
は
、
与
に
言
う

こ
と
有
る
可
か
ら
ず
。
自
ら
棄
つ
る
者
は
、
与
に
為
す
こ
と
有

る
可
か
ら
ず
」
（
既
出
）
と
。
し
た
が
っ
て
、
孟
子
は
、
「
自

暴
自
棄
」
（
既
出
）
に
な
る
危
険
性
を
も
つ
人
物
を
排
除
し
よ

う
と
す
る
方
向
に
お
い
て
は
、
な
ん
ら
効
果
に
富
ん
だ
積
極
的

な
理
論
を
作
り
出
す
努
力
を
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し

て
、
こ
こ
に
儒
教
の
発
展
に
お
け
る
必
然
的
な
節
目
と
し
て
、

荀
子
の
哲
学
が
、
時
運
に
応
じ
て
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

荀
子
は
、
も
っ
ぱ
ら
人
の
〈
性
〉
の
弱
点
の
上
に
論
を
な
す

こ
と
で
、
そ
の
独
自
の
道
を
ひ
ら
い
た
。
そ
し
て
、
人
が
利
己

的
で
傲
慢
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
陰
険
で
争
い
事
を
好
む
の
は
、

す
べ
て
そ
の
〈
天
性
〉
に
根
源
を
有
す
る
こ
と
に
気
付
い
た
の

で
あ
る
。
荀
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
今
、
人
の
性
は
、

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
利
を
好
む
こ
と
有
り
、
是
れ
に
順
う
が

故
に
争
奪
生
じ
て
辞
譲
亡
ぶ
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
疾
み
悪

む
こ
と
有
り
、
是
れ
に
順
う
が
故
に
残
賊
生
じ
て
忠
信
亡
ぶ
。

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
耳
目
の
欲
有
り
、
声
色
を
好
む
こ
と
有

(36) 
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り
、
是
れ
に
順
う
が
故
に
淫
乱
生
じ
て
礼
義
文
理
亡
ぶ
。
然
ら

ば
則
ち
人
の
性
に
従
い
、
人
の
情
に
順
え
ば
、
必
ず
争
奪
に
出

で
、
犯
分
乱
理
に
合
い
て
暴
に
帰
す
」
（
『
荀
子
』
性
悪
篇
）

と
。
そ
こ
で
、
荀
子
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
「
今
、
人
の

性
は
悪
に
し
て
、
必
ず
将
に
師
法
を
待
ち
て
然
る
後
に
正
し
く
、

礼
を
得
て
然
る
後
に
治
ま
ら
ん
と
す
。
今
、
人
に
師
法
無
く
ん

ば
則
ち
偏
険
に
し
て
正
し
か
ら
ず
、
礼
義
無
く
ん
ば
則
ち
悸
乱

し
て
治
ら
ず
」
（
同
上
）
と
。
ま
た
、
荀
子
は
続
け
て
言
う
。

た

め

さ

だ

「
是
れ
以
て
之
れ
が
為
に
礼
義
を
起
こ
し
、
法
度
を
制
め
、
以

て
人
の
情
性
を
矯
飾
し
て
之
れ
を
正
し
、
以
て
人
の
情
性
を
擾

化
し
て
之
れ
を
導
く
」
（
同
上
）
と
。
す
な
わ
ち
、
荀
子
の
い

わ
ゆ
る
「
故
に
聖
人
性
を
化
し
て
偽
を
起
こ
す
」
（
同
上
）

で
あ
る
。
ま
た
荀
子
は
、
〈
礼
義
の
化
〉
、
〈
法
正
の
治
〉
、

お
こ
な

〈
刑
罰
の
禁
〉
に
よ
っ
て
、
「
皆
人
を
し
て
其
の
事
を
載
い
、

而
し
て
各
お
の
其
の
宜
を
得
さ
し
め
」
（
『
荀
子
』
栄
辱
篇
）
、

各
人
が
そ
の
分
に
安
ん
じ
、
そ
の
生
き
る
糧
さ
え
得
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
人
は
「
然
る
後
に
辞
譲
に
出
で
て
、
文
理
に
合
う
」

（
『
荀
子
』
性
悪
篇
）
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
社
会
も
「
正

理
平
治
」
（
同
上
）
に
帰
す
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
倫
理
道

徳
規
範
が
も
つ
作
用
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
、
〈
悪
〉
を
除
き
、

〈
善
〉
に
従
わ
せ
よ
う
と
し
た
、
こ
れ
が
荀
子
の
功
績
な
の
で

あ
る
。以

上
を
ま
と
め
る
と
、
孟
子
の
功
績
が
〈
善
〉
を
称
賛
し
た

こ
と
に
在
る
な
ら
ば
、
荀
子
の
功
績
は
〈
悪
〉
を
排
除
し
た
こ

と
に
在
り
、
孟
子
が
「
先
ず
其
の
大
な
る
者
を
立
て
」
（
『
孟

子
』
告
子
篇
上
）
、
「
其
の
小
な
る
者
も
奪
う
こ
と
能
わ
ず
」

（
同
上
）
と
す
る
な
ら
ば
、
荀
子
は
〈
先
ず
其
の
小
な
る
者
を

抑
え
〉
、
〈
其
の
大
な
る
者
を
し
て
害
を
受
く
る
勿
か
ら
使
め

た
〉
と
言
え
る
。
ゆ
え
に
儒
教
と
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
確
立
し

た
中
国
人
の
民
族
精
神
に
お
い
て
、
孟
子
と
荀
子
と
が
な
し
た

ま

さ

ら

功
績
は
、
「
惟
だ
に
相
い
悸
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
而
た
且
に

相
い
発
明
す
る
が
若
し
」
（
戴
震
『
孟
子
字
義
疏
証
』
巻
二
）

で
あ
る
。

我
々
中
国
人
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
ま
さ
に
歴
代
の
儒
者
が

営
々
と
推
し
進
め
て
き
た
こ
の
よ
う
な
互
い
を
啓
発
す
る
功
績

に
よ
っ
て
、
倫
理
に
基
づ
き
、
そ
の
気
質
に
根
差
す
、
中
国
人

の
民
族
精
神
は
、
幾
千
年
を
経
て
も
堕
落
す
る
こ
と
が
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
一
時
的
に
衰
微
す
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
必
ず
ま
た
再
び
振
い
興
る
の
で
あ
る
。

(36) 
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第
三
章

二
千
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
儒
教
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に

お
い
て
、
中
国
人
の
民
族
精
神
と
そ
の
歴
史
と
を
形
成
し
て
き

た
。
そ
し
て
、
中
国
人
と
い
う
一
民
族
が
こ
の
世
に
現
れ
て
か

ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
発
展
に
対
し
て
、
儒
教
が
不
滅
の
偉
業

を
う
ち
立
て
た
こ
と
は
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
こ

で
、
最
後
に
、
我
々
の
目
前
に
残
さ
れ
た
問
題
は
何
か
。
今
、

直
ち
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
我
々
中
国
人
に
と
っ
て
、
現
在
そ
し
て
未
来
に
お
い

て
、
儒
教
の
歴
史
的
使
命
は
す
で
に
終
わ
っ
た
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
我
々
中
国
人
が
こ
れ
か
ら
発

展
し
て
い
く
中
で
、
儒
教
は
果
た
し
て
積
極
的
か
つ
有
効
な
作

用
を
引
続
き
発
揮
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ

る
い
は
引
続
き
発
揮
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
今
日
の
学
術
界
の
研
究
状
況
お
よ
び
人
々
の
儒
教
に

対
す
る
一
般
的
な
見
解
か
ら
考
え
る
に
、
儒
家
哲
学
の
現
在
に

お
け
る
価
値
を
認
め
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
そ
れ
は
主
に

伝
統
的
儒
教
の
現
代
に
お
け
る
展
開

〈
君
臣
の
義
〉
等
に
代
表
さ
れ
る
一
連
の
系
列
や
、
現
代
の
精

神
よ
り
明
ら
か
に
劣
っ
た
倫
理
道
徳
規
範
を
、
儒
教
の
体
系
の

中
で
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
い
、
そ
し
て
理
解
す
る
か
と
い
う
点

に
在
る
。
近
代
以
降
、
多
く
の
学
者
は
、
ま
さ
に
こ
の
〈
君
臣

の
義
〉
を
は
じ
め
と
す
る
諸
概
念
を
儒
教
の
根
本
と
み
な
し
、

孔
子
を
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
、
儒
教
を
取
る

に
足
ら
な
い
封
建
時
代
の
残
り
か
す
と
み
な
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
実
際
問
題
、
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
、
〈
君
臣
の
義
〉
等

の
存
在
は
、
も
は
や
何
の
問
題
に
も
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
今

さ
ら
弁
護
す
る
必
要
も
な
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら

諸
概
念
を
あ
く
ま
で
も
儒
教
の
主
体
と
み
な
し
、
儒
教
を
全
面

的
に
否
定
す
る
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
な

お
考
察
に
値
す
る
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
我
々
は
、
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
儒
教

の
内
容
を
区
分
し
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
す
な

わ
ち
儒
教
倫
理
は
、
二
つ
の
側
面
を
も
っ
て
お
り
、
現
代
倫
理

学
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
普
遍
的
倫
理
」
と
「
社

会
内
在
的
倫
理
」
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
普
遍
的
倫
理
」
と

は
、
「
人
間
の
成
長
と
発
展
と
を
目
指
す
行
動
の
諸
規
範
」

(
E
r
i
c
h
 
F
r
o
昌

"
M
a
n
f
o
r
 
H
i
m
s
e
l
f
"
 
:
 E
．
フ
ロ
ム
『
人
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間
に
お
け
る
自
由
』
）
を
指
し
、
そ
れ
は
人
の
性
に
根
差
し
て

お
り
、
〈
人
の
人
た
る
所
以
〉
で
あ
る
道
徳
原
理
を
基
礎
と
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
普
遍
的
に
あ
ら
ゆ
る
人
類
社

会
の
倫
理
道
徳
規
範
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る

「
社
会
内
在
的
倫
理
」
と
は
、
「
あ
る
特
殊
な
社
会
と
そ
の
中

で
生
活
し
て
い
る
人
々
と
の
、
機
能
と
存
在
と
の
た
め
に
必
要

不
可
欠
な
諸
規
範
」
（
同
上
）
を
指
す
。
つ
ま
り
、
ど
の
社
会

形
態
も
、
み
な
そ
の
特
定
の
生
産
方
式
や
生
活
方
式
に
相
い
適

応
す
る
「
社
会
内
在
的
倫
理
」
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
あ
る
「
社
会
内
在
的
倫
理
」
は
、
あ
る
特
定
の
社

会
に
し
か
適
応
し
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、

歴
史
的
に
は
真
理
で
あ
っ
て
も
、
普
遍
的
な
適
応
性
は
も
た
な

い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
家
の
〈
君
臣
の
義
〉
お
よ
び
孔

子
が
「
郁
郁
乎
と
し
て
文
な
る
か
な
‘
吾
は
周
に
従
わ
ん
」
（
『
論

語
』
八
信
篇
）
と
言
っ
た
周
の
〈
礼
〉
等
は
、
み
な
明
ら
か
に

後
者
に
属
す
こ
と
が
分
る
。
し
た
が
っ
て
今
日
の
立
場
か
ら
み

れ
ば
、
儒
教
が
滅
び
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
一
側
面
だ
け
か
ら
儒
教
を
捉
ら
え
て
、

儒
教
に
は
一
っ
と
し
て
取
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
み
な
す
べ
き

で
は
な
く
、
む
し
ろ
儒
教
が
も
つ
も
う
―
つ
の
側
面
に
こ
そ
取

る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
点
に
問
題
の
本
質
は
在
る
。
つ
ま

り
儒
教
に
は
、
よ
り
高
度
な
「
普
遍
的
倫
理
」
に
属
す
る
側
面

が
あ
る
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
我
々
が
第
一
章
で

す
で
に
述
べ
た
、
〈
倫
理
を
先
に
し
て
功
利
を
統
轄
す
る
儒
家

の
原
理
〉
お
よ
び
〈
こ
の
原
理
の
上
に
成
り
立
つ
普
遍
的
意
義

を
有
し
た
倫
理
道
徳
規
範
〉
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
仁
は
人
を

愛
す
る
な
り
」
（
既
出
）
、
「
己
の
欲
せ
ざ
る
所
を
人
に
施
す

こ
と
勿
か
れ
」
（
既
出
）
等
が
こ
れ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
こ

に
こ
そ
〈
儒
教
の
儒
教
た
る
所
以
〉
、
す
な
わ
ち
儒
教
の
根
本

が
在
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、
儒
教
に

お
い
て
、
人
類
の
文
明
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
捨
て
去
ら
れ

る
べ
き
と
こ
ろ
は
、
た
だ
「
社
会
内
在
的
倫
理
」
に
属
す
部
分

だ
け
で
あ
り
、
「
普
遍
的
倫
理
」
は
、
そ
の
根
本
と
し
て
、
時

代
が
移
り
変
わ
っ
て
も
、
そ
の
恒
久
的
な
存
在
価
値
が
失
わ
れ

る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

ま
た
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
長
い
中
国
の
歴
史
の
中
で
、

儒
教
が
そ
の
活
力
を
失
わ
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
れ
以
外
に
も
、

自
己
を
絶
対
的
な
客
観
的
精
神
の
上
に
構
築
し
、
形
骸
化
し
た
、

あ
る
い
は
閉
鎖
的
な
体
系
に
変
え
な
か
っ
た
点
に
在
る
。
そ
の

特
に
賢
明
な
点
は
、
〈
人
道
は
即
ち
天
道
な
り
〉
と
い
う
統
一
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に
よ
っ
て
、
人
類
の
文
化
の
発
祥
地
、
す
な
わ
ち
人
が
も
つ
〈
仁
〉

あ
る
い
は
〈
良
心
〉
の
上
に
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
て
い
る

点
に
在
る
。
こ
の
〈
良
心
〉
と
は
何
か
。
〈
良
心
〉
と
は
、
人

の
自
我
に
対
す
る
内
な
る
呼
び
か
け
で
あ
り
、
個
人
や
社
会
を
、

人
の
踏
む
べ
き
正
し
い
道
、
あ
る
い
は
人
と
し
て
の
正
し
い
行

い
へ
と
照
し
導
く
理
性
の
光
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
良

心
〉
が
、
絶
え
ず
生
々
と
し
て
い
る
創
造
の
本
性
を
も
っ
て
い

る
た
め
、
そ
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
儒
教
は
、
自
ず
か
ら
、

生
き
生
き
と
し
て
活
力
を
失
う
こ
と
な
く
、
開
放
的
で
あ
っ
て

閉
鎖
的
で
な
く
、
そ
し
て
停
滞
す
る
こ
と
の
な
く
発
展
し
つ
づ

け
て
い
く
体
系
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
我
を
更

新
す
る
と
い
う
内
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
〈
損
益
の
道
〉

を
備
え
、
〈
仁
〉
の
指
導
の
も
と
、
様
々
な
歴
史
条
件
を
踏
ま

え
て
、
絶
え
ず
過
去
の
古
い
歴
史
形
態
を
変
換
し
、
古
い
も
の

を
捨
て
さ
り
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
、
〈
天
〉
に
順
う
と
同

時
に
、
〈
人
〉
に
応
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
儒
教
の
体

系
に
お
い
て
、
〈
君
臣
の
義
〉
等
は
、
「
社
会
内
在
的
倫
理
」

に
属
す
以
上
、
あ
る
種
の
歴
史
形
態
と
し
て
そ
れ
が
現
れ
た
時

か
ら
、
い
つ
の
日
か
必
ず
や
止
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
し
て
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
儒
教
の
発
展
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
自

我
の
ア
屹
髯
ン
の
過
程
に
つ
い
て
、
明
末
の
大
儒
学
者
で
あ
る
黄

宗
義
が
、
す
で
に
こ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
『
明
夷
待
訪
録
』

お
も

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
小
儒
、
規
規
焉
と
し
て
以
え
ら
く
、

君
臣
の
義
は
天
地
の
間
に
逃
る
る
所
無
し
と
。
架
・
紺
の
暴
に

至
り
て
は
、
猶
お
湯
・
武
、
当
に
之
れ
を
誅
つ
べ
か
ら
ず
と
為

す
が
ご
と
し
、
而
し
て
伯
夷
叔
斉
が
無
稽
の
事
を
妄
伝
し
、
兆

人
万
姓
を
し
て
崩
潰
せ
使
む
る
の
血
肉
、
曽
て
夫
の
腐
鼠
に
異

な
ら
ず
。
登
に
天
地
の
大
な
る
も
、
兆
人
万
姓
の
中
に
お
け
る

や
、
独
り
私
す
る
は
其
れ
一
人
一
姓
の
み
な
ら
ん
や
」
（
黄
宗

義
『
明
夷
待
訪
録
』
原
君
篇
）
と
。
も
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、

儒
教
が
〈
自
我
更
新
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
〉
を
も
ち
、
か
つ
ま
た
開

放
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
と
し
て
は
、
ま
だ
不
十
分
で

あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
伝
統
的
儒
教
が
も
つ
「
社
会
内
在
的
倫

理
」
を
且
叫
ン
す
る
こ
と
を
自
覚
し
、
勾
に
返
っ
て
新
し
い

も
の
を
う
ち
開
く
こ
と
を
主
旨
と
す
る
現
代
新
儒
学
が
、
さ
ら

に
強
力
な
証
拠
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
伝
統
的
儒
教
に
お
い
て
、

今
日
、
痛
烈
に
攻
撃
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
実
は
、
儒
教
自
身
が

今
、
ま
さ
に
止
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
以
外
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の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
古
い
形
態
を
除
去
す
る
こ

と
は
、
け
っ
し
て
儒
教
の
生
命
の
終
焉
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
伝
統
的
儒
教
の
現
代
に
お
け
る
新
し
い
展
開
が
始
ま
っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
新
し
い
展
開
の

主
要
な
内
容
が
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
で
あ
り
科
学
な
の
で
あ

る
。
当
然
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
展
開
の
中
で
、
倫
理
を
優
先

さ
せ
て
功
利
を
統
轄
す
る
儒
家
原
理
は
、
依
然
と
し
て
そ
の
中

の
一
切
を
指
導
す
る
核
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
も
は
や
疑
う
余
地
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
人
文
主
義
の

精
神
が
欠
乏
し
た
民
主
主
義
な
ど
は
、
空
洞
化
し
た
民
主
主
義

マ

で
あ
り
、
人
文
主
義
の
精
神
を
も
っ
て
人
々
を
指
導
し
な
い
科

学
は
、
結
果
的
に
、
人
類
を
破
局
に
追
い
や
る
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
我
々
の

眼
前
で
展
開
し
て
い
る
、
高
度
に
発
達
し
た
西
洋
の
工
業
社
会

が
そ
れ
を
証
明
し
て
く
れ
て
い
る
。
し
か
し
前
人
の
失
敗
を
、

我
々
中
国
人
は
け
っ
し
て
真
似
し
て
は
な
ら
な
い
。

今
日
の
中
国
社
会
で
は
、
倫
理
道
徳
の
崩
壊
、
あ
る
い
は
民

族
精
神
の
萎
縮
が
、
ま
さ
に
正
視
す
べ
き
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

か
つ
て
孔
子
は
〈
仁
〉
は
〈
人
〉
で
あ
る
と
考
え
た
。
と
こ
ろ

が
現
在
、
中
国
人
の
倫
理
感
は
、
す
っ
か
り
麻
痺
し
て
お
り
、

〈
人
〉
と
し
て
の
基
本
と
な
る
〈
仁
〉
さ
え
も
失
わ
れ
て
い
る

に
等
し
い
。
こ
う
な
っ
た
以
上
、
も
は
や
〈
人
〉
と
し
て
の
正

常
な
精
神
状
態
に
あ
る
と
は
と
て
も
言
い
難
い
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
生
み
だ
し
た
原
因
は
、
も
と
よ
り
い
く

つ
か
あ
る
が
、
し
か
し
直
接
的
原
因
は
、
真
の
儒
教
精
神
が
途

絶
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
在
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主

義
の
指
導
の
も
と
、
人
が
人
と
し
て
な
す
学
問
、
す
な
わ
ち
儒

教
の
基
本
原
理
あ
る
い
は
そ
の
精
神
を
現
代
的
に
解
釈
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
の
〈
性
〉
の
尊
厳
に
対
す
る
普
遍
的
反
省
を

促
し
、
さ
ら
に
倫
理
を
優
先
さ
せ
て
功
利
を
統
轄
す
る
人
倫
の

道
を
、
改
め
て
中
国
人
の
社
会
倫
理
意
識
の
中
に
取
り
入
れ
る

こ
と
に
、
中
国
人
の
民
族
精
神
を
再
興
す
る
鍵
が
在
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
現
代
中
国
人
に
課
せ
ら

れ
た
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
使
命
な
の
で
あ
る
。

（
な
お
、
こ
の
翻
訳
は
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
と
し

て
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
）
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