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は
じ
め
に

中
国
研
究
集
刊
霜
号
（
総
四
十
四
号
）
平
成
十
九
年
十
二
月
一
ー
一
九
頁

中
井
履
軒
の
性
論
に
お
け
る
仁
斎
学
の
影
響

「
拡
充
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て

日
本
近
世
儒
教
思
想
史
上
、
伊
藤
仁
斎
は
古
学
派
、
中
井
履
軒

は
懐
徳
堂
学
派
と
さ
れ
て
い
る
。
懐
徳
堂
学
派
は
、
特
に
履
軒
の

兄
で
第
四
代
懐
徳
堂
学
主
の
中
井
竹
山
以
来
、
寛
政
異
学
の
禁
で

大
き
な
影
郷
齊
力
を
も
っ
た
尾
藤
二
洲
ら
の
近
世
後
期
朱
子
学
派
と

関
係
が
深
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
大
き
な
枠
組
み
で
言
え
ば
、

竹
山
以
降
の
懐
徳
堂
学
派
も
後
期
朱
子
学
派
の
範
疇
に
含
め
て
も

良
い
か
も
し
れ
な
い
（
礼
l
)
。
従
っ
て
、
仁
斎
と
履
軒
と
は
、
一
般

的
に
は
学
派
の
系
統
を
異
に
す
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
古
義
堂
は
京
都
、
懐
徳
堂
は
大

坂
と
同
じ
上
方
に
拠
点
を
有
す
る
と
い
う
地
理
的
条
件
も
あ
り
、

古
義
堂
と
懐
徳
堂
と
の
間
に
は
一
定
の
交
流
が
あ
っ
た
冗
2
)
。
た

だ
、
例
え
ば
、
竹
山
や
履
軒
の
師
で
あ
る
五
井
蘭
洲
は
、
『
蘭
洲
先

な
い
が
し

生
遺
稿
』
に
お
い
て
、
仁
斎
の
学
問
を
「
義
気
を
蔑
ろ
に
し
て
、

心
性
を
疎
ん
ず
。
其
の
弊
や
管
商
功
利
な
り
」
と
批
判
し
て
お
り
、

ま
た
、
彼
に
は
仁
斎
の
『
論
語
』
『
孟
子
』
な
ど
の
解
釈
を
逐
一
引

い
て
批
判
し
た
『
非
伊
編
』
も
あ
る
（
注
3)°

こ
の
よ
う
に
懐
徳
堂

学
派
に
お
い
て
、
仁
斎
の
学
問
を
批
判
す
る
風
潮
は
確
か
に
存
在

す
る
。
し
か
し
、
懐
徳
堂
学
派
に
お
け
る
仁
斎
学
の
影
郷
背
は
何
も

否
定
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
ろ
う
。
実
際
、
履
軒
の
思
想
に

お
け
る
仁
斎
学
の
様
々
な
影
靱
に
言
及
す
る
論
考
も
す
で
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
斤
4
)

。
た
だ
、
仁
斎
と
履
軒
と
の
思
想
的
連
関
の

も
つ
思
想
史
的
考
察
に
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
、
仁
斎
と
履
軒
と
の
性
論
を
取
り
上
げ

て
、
そ
の
異
同
を
論
じ
た
凡
5)°

そ
こ
で
は
特
に
「
性
」
の
語
に

藤

居

岳

人
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対
す
る
仁
斎
と
履
軒
と
の
定
義
の
相
違
に
論
及
し
た
。
す
な
わ
ち
、

仁
斎
は
、
性
を
朱
子
学
の
言
う
気
質
の
性
と
解
し
て
、
性
の
中
に

剛
柔
．
昏
明
・
善
悪
の
諸
要
素
が
混
在
す
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
履
軒
は
、
性
を
朱
子
学
の
言
う
本
然
の
性
と
解
し
て
、

性
に
は
昏
明
強
弱
の
差
異
な
ど
な
く
、
善
悪
の
差
異
が
あ
る
の
み

で
、
し
か
も
性
は
善
だ
と
主
張
す
る
。

こ
の
よ
う
に
仁
斎
と
履
軒
と
の
性
論
の
間
に
は
相
違
す
る
点
が

確
か
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
両
者
の
思
想
の
間
に
は
共
通
す
る

側
面
も
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
性
善
説
の
善
の
意
味
に
注
目
し

て
、
両
者
の
性
論
に
共
通
す
る
側
面
の
様
相
を
考
察
す
る
。
そ
の

考
察
を
通
し
て
、
履
軒
の
思
想
に
お
け
る
仁
斎
学
の
影
響
と
そ
の

影
響
を
踏
ん
だ
思
想
史
的
意
義
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
際

に
手
か
が
り
と
す
る
の
は
「
拡
充
」
の
語
で
あ
る
。
拡
充
と
は
、

『
孟
子
』
公
孫
丑
篇
の
「
凡
そ
我
に
四
端
有
る
者
、
皆
な
拡
め
て

キ

4
上

4

之
を
充
い
に
す
る
こ
と
を
知
ら
ば
、
火
の
始
め
て
然
え
、
泉
の
始

め
て
達
す
る
が
若
く
な
ら
ん
」
に
基
づ
き
、
仁
義
礼
智
の
四
端
を

養
い
育
て
て
大
き
く
す
る
意
に
用
い
ら
れ
る
。
仁
斎
•
履
軒
に
と

っ
て
、
こ
の
「
拡
充
」
の
語
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
拡
充
の
概
念

の
検
討
を
通
し
て
、
朱
子
学
に
対
す
る
仁
斎
•
履
軒
の
立
場
を
よ

り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
朱
子
の

『
四
書
集
註
』
を
取
り
上
げ
、
仁
斎
の
『
論
語
古
義
』
『
孟
子
古
義
』

『
語
孟
字
義
』
『
童
子
問
』
等
の
内
容
と
比
較
し
つ
つ
、
履
軒
の
『
論

朱
子
は
宋
学
の
集
大
成
者
で
あ
る
。
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
道
統
説

に
よ
っ
て
自
ら
を
道
を
継
ぐ
正
統
の
儒
者
だ
と
位
置
づ
け
た
。
朱

子
の
道
統
説
の
最
も
特
徴
的
な
点
は
、
孟
子
を
そ
の
系
列
に
加
え

た
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
の
顕
彰
に
よ
っ
て
、
『
孟
子
』
は
四
書
の
う

ち
に
加
え
ら
れ
て
、
宋
代
に
定
着
し
た
。
孟
子
は
孔
子
が
明
確
に

説
く
こ
と
の
な
か
っ
た
性
善
説
を
提
唱
し
た
と
し
て
、
朱
子
に
重

ん
じ
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
性
論
に
つ
い
て
言
え
ば
、
性
善
説
を
保

持
す
る
こ
と
が
宋
学
の
基
本
的
立
場
と
な
る
。

朱
子
に
あ
っ
て
は
、
性
が
善
で
あ
る
と
は
、
人
間
の
中
に
初
め

か
ら
完
全
な
善
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、

人
間
は
天
か
ら
性
を
稟
け
て
お
り
、
そ
の
天
が
完
全
に
善
で
あ
る

が
故
に
、
性
は
本
来
的
に
善
で
あ
る
。
そ
の
本
来
的
な
性
を
本
然

の
性
と
言
う
。
た
だ
、
性
は
外
界
か
ら
の
様
々
な
悪
影
響
を
受
け

て
、
本
来
的
な
善
を
発
揮
で
き
ず
、
非
本
来
的
な
悪
の
状
態
に
な

る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
非
本
来
的
な
性
の
状
態
が
気
質
の

性
で
あ
る
。
従
っ
て
、
朱
子
が
め
ざ
す
の
は
、
道
徳
的
行
為
に
よ

っ
て
気
質
の
性
を
清
浄
に
し
て
、
本
来
的
な
性
の
あ
り
方
た
る
本

然
の
性
の
状
態
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
に
と
っ
て
、
そ
れ
は

語
逢
原
』

仁
斎
•
履
軒
に
よ
る
朱
子
の
復
初
説
批
判

子
逢
原
』
等
の
内
容
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
冗
6
)
0
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人
間
本
来
の
本
然
の
性
を
回
復
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で

「
復
性
」
で
あ
り
、
ま
た
、
原
初
の
本
来
性
の
回
復
だ
か
ら
、
そ

の
意
味
で
は
「
復
初
」
と
呼
ば
れ
る
。
以
上
が
朱
子
の
性
善
説
で

あ
る
。
上
述
の
内
容
は
周
知
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
朱
子
学
の
基
本

的
立
場
に
対
し
て
、
仁
斎
と
履
軒
と
の
立
場
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
仁
斎
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
は
古
義
学
の
提
唱
を
通
し

て
、
朱
子
の
『
集
註
』
を
批
判
す
る
。
特
に
そ
の
理
気
説
に
対
す

る
批
判
は
顕
著
で
あ
る
。
そ
し
て
、
性
善
説
に
関
し
て
、
朱
子
は
、

人
が
本
来
有
し
て
い
る
完
全
な
善
の
回
復
を
め
ざ
す
の
が
そ
の
基

本
的
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
、
朱
子
は
復
初
説
を
唱
え
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
仁
斎
は
朱
子
の
復
初
説
を
批
判
す
る
。

例
え
ば
、
仁
斎
は
、
『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、
性
の
条
に
、
「
復

性
」
「
復
初
」
の
語
が
老
子
や
荘
子
の
道
家
に
由
来
す
る
と
指
摘
し

た
後
、
『
孟
子
』
公
孫
丑
章
句
上
の
語
を
踏
ん
だ
「
人
の
四
端
有
る

や
、
猶
其
の
四
体
有
る
が
ご
と
し
。
荀
く
も
之
を
獲
う
こ
と
有
る

と
き
は
、
則
ち
猶
火
の
燃
え
泉
の
達
し
て
、
自
ら
已
む
こ
と
能
わ

ざ
る
が
ご
と
し
。
以
て
仁
義
礼
智
の
徳
を
成
し
て
四
海
を
保
つ
に

足
れ
り
」
の
語
な
ど
を
引
い
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
『
孟
子
』
に
は
〕
初
め
よ
り
欲
を
滅
ぼ
し
て
以
て
性
に
復
る

の
説
無
し
。
老
荘
の
学
と
儒
者
の
学
と
、
固
に
生
死
水
火
の

別
有
り
。
其
の
源
実
に
此
に
判
る
。

『
孟
に
は
元
来
、
復
初
説
は
な
く
、
四
端
が
獲
い
育
て
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仁
義
礼
智
の
徳
に
昇
華
す
る
と
孟
子
が
考

え
て
い
た
と
仁
斎
は
言
う
。
そ
し
て
、
復
初
説
は
道
家
起
源
だ
っ

た
も
の
を
後
儒
が
経
書
の
注
解
に
紛
れ
込
ま
せ
た
も
の
で
あ
り
、

本
来
、
儒
家
の
学
と
は
相
容
れ
な
い
概
念
だ
と
説
く
。

ま
た
、
仁
斎
自
身
の
語
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
伊
藤
東
涯
が
『
童

子
問
』
の
冒
頭
に
「
童
子
問
を
刊
す
る
序
」
を
記
し
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

た
え殊

て
知
ら
ず
聖
人
の
教
え
、
充
養
の
方
有
り
て
、
復
初
の

た
だ

説
無
し
。
人
の
聖
人
に
至
る
所
以
の
者
、
登
に
徒
に
其
の
性

に
復
す
る
の
み
な
ら
ん
や
。
故
に
仁
義
礼
智
の
道
、
性
の
善

に
基
す
と
謂
う
と
き
は
則
ち
可
な
り
。
性
の
初
め
に
全
し
と

謂
う
と
き
は
則
ち
不
可
な
り
。

こ
こ
で
は
人
の
性
に
初
め
か
ら
完
全
な
善
が
備
わ
っ
て
い
る
と

説
く
朱
子
の
性
善
説
の
立
場
に
明
確
に
反
対
し
て
い
る
。
確
か
に

仁
義
礼
智
の
徳
は
、
性
の
善
に
基
づ
く
と
言
っ
て
も
良
い
け
れ
ど

も
、
そ
の
善
と
は
朱
子
の
言
う
よ
う
な
完
全
な
善
で
は
な
く
、
ま

だ
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
不
完
全
な
善
を
獲
い

育
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
な
善
に
す
る
の
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、

朱
子
と
仁
斎
と
で
は
、
善
の
定
義
が
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
仁
斎
の
立
場
は
、
朱
子
の
復
初
説
に
反
対
し
て
、
善

を
養
い
育
て
る
こ
と
ー
そ
れ
を
拡
充
と
言
う
ー
を
重
視
す
る
も
の

で
あ
る
。
仁
斎
に
あ
っ
て
は
、
復
初
説
批
判
と
拡
充
の
重
視
と
が

(3) 



同
時
に
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
拡
充
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

で
は
、
履
軒
の
立
場
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

実
の
と
こ
ろ
、
朱
子
の
復
初
説
批
判
の
立
場
は
履
軒
に
も
共
通

す
る
。
例
え
ば
、
『
孟
子
逢
原
』
に
は
、
「
〔
『
孟
子
集
註
』
に
仁
を

定
義
し
て
〕
心
の
徳
、
〔
義
を
定
義
し
て
〕
心
の
制
〔
と
言
う
〕
の

若
き
は
、
是
れ
宋
代
復
初
の
説
な
り
。
〔
『
孟
子
』
〕
七
篇
を
解
す

る
所
以
に
非
ず
」
（
梁
恵
王
篇
）
、
「
凡
そ
復
初
の
諸
説
、
並
び
に

七
篇
の
解
中
に
采
入
す
る
を
得
ず
」
（
告
子
篇
）
な
ど
の
箇
所
が
あ

り
、
復
初
説
批
判
の
例
は
枚
挙
に
追
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
履
軒

が
復
初
説
を
批
判
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
仁
斎
と
同
様
に
、

履
軒
の
考
え
る
善
も
朱
子
の
言
う
よ
う
な
完
全
な
善
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、
ま
だ
不
完
全
な
善
と
い
う
意
味
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
『
孟
子
』
膝
文
公
篇
冒
頭
「
孟
子
性
善
を
道
い
、
言
え

ば
必
ず
尭
舜
を
称
す
」
の
箇
所
の
『
集
註
』
に
「
性
と
は
、
人
の

天
よ
り
稟
け
て
以
て
生
ず
る
所
の
理
な
り
。
渾
然
と
し
て
至
善
に

し
て
、
未
だ
嘗
て
悪
有
ら
ず
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒

は
『
孟
子
逢
原
』
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

〔
朱
子
の
〕
註
の
「
渾
然
と
し
て
至
善
」
、
…
即
ち
其
れ
復
初

の
説
に
し
て
、
孟
子
拡
充
の
旨
に
非
ず
。
若
し
果
た
し
て
至

'
3
と

善
な
ら
ば
、
亦
た
何
ぞ
拡
充
す
る
を
須
め
ん
や
。

朱
子
に
と
っ
て
、
性
の
善
は
ま
さ
し
く
至
善
で
あ
る
。
し
か
し
、

履
軒
は
、
本
当
に
至
善
な
ら
ば
そ
れ
を
拡
充
す
る
必
要
は
な
い
と

考
え
た
。
む
し
ろ
性
の
善
が
ま
だ
不
完
全
で
あ
る
が
故
に
拡
充
が

必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
孟
子
の
本
旨
だ
と
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
履
軒
も
朱
子
と
は
善
の
定
義
が
異
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
性
の
善
を
ま
だ
不
完
全
な
も
の
だ
と
と
ら
え
て
、

朱
子
の
復
初
説
を
批
判
す
る
立
場
は
、
仁
斎
と
履
軒
と
に
共
通
す

る
と
言
っ
て
良
い
。
た
だ
、
人
間
の
性
に
お
け
る
善
を
完
全
な
善

だ
と
両
者
と
も
に
見
な
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
す
な

わ
ち
仁
斎
•
履
軒
と
も
に
性
善
説
自
体
を
否
定
し
て
い
る
と
短
絡

的
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
仁
斎
は
、
『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、
性
の
条
に
「
夫
れ

ひ

と

ま

じ

天
下
の
性
参
差
斉
し
か
ら
ず
、
剛
柔
相
錯
わ
る
。
い
わ
ゆ
る
『
性

相
近
し
』
と
、
是
れ
な
り
。
而
し
て
孟
子
以
為
え
ら
く
、
人
の

気
稟
剛
柔
同
じ
か
ら
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
其
の
善
に
趨
く
は
、

則
ち
―
な
り
。
…
蓋
し
相
近
き
の
中
に
就
い
て
、
其
の
善
を
挙
げ

て
之
に
示
す
」
と
述
べ
る
。
仁
斎
は
、
性
の
中
に
剛
柔
や
昏
明
な

ど
の
性
質
の
相
違
が
存
す
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
中
で
「
善
に

趨
く
」
傾
向
の
み
は
誰
も
が
共
通
す
る
と
言
う
。
仁
斎
は
性
を
完

全
な
善
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
善
に
趨
く
」

可
能
性
は
誰
も
が
保
持
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
承
認

す
る
こ
と
が
仁
斎
の
性
善
説
な
の
で
あ
る
。
朱
子
の
性
善
説
は
、

性
を
至
善
と
見
な
す
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仁
斎
の
性

善
説
は
、
性
に
「
善
に
趨
く
」
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
立
場

(4) 



で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
述
し
た
よ
う
に
両
者
は
善
の
定
義
が
相
違

す
る
の
み
で
、
最
終
的
に
両
者
の
め
ざ
す
目
的
が
善
の
実
現
に
あ

る
こ
と
は
共
通
す
る
。
従
っ
て
、
両
者
は
と
も
に
性
善
説
を
説
い

て
い
る
と
見
な
し
て
良
い
。
た
だ
し
、
善
の
定
義
は
相
違
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

履
軒
に
し
て
も
、
性
に
お
け
る
善
を
朱
子
の
よ
う
に
完
全
な
善

と
は
見
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
が
性
善
説
の
立
場
を
保

持
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

履
軒
は
「
固
有
の
善
」
の
語
を
頻
用
す
る
。
例
え
ば
、
『
孟
子
』
公

孫
丑
篇
に
お
い
て
、
公
孫
丑
の
問
い
に
孟
子
が
「
我
言
を
知
る
。

我
善
＜
吾
が
浩
然
の
気
を
養
う
」
と
答
え
る
有
名
な
箇
所
の
『
逢

つ
わ

原
』
に
「
凡
そ
孟
子
性
を
論
ず
る
に
、
毎
に
固
有
の
善
を
掲
ぐ
」

と
げ
:
f
ぱ
述
べ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
公
孫
丑
篇
の
「
孟
子
日
<
‘

人
皆
な
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
有
り
」
の
箇
所
の
『
逢
原
』
に
「
此

れ
人
の
性
に
就
い
て
、
其
の
固
有
の
善
を
論
ず
」
と
も
履
軒
は
言

う
。
以
上
の
ご
と
く
、
人
間
に
は
「
固
有
の
善
」
が
存
在
す
る
と

認
め
て
お
り
、
履
軒
も
性
善
説
の
立
場
を
保
持
し
て
い
る
和
7
)
0

た
だ
、
履
軒
の
言
う
「
固
有
の
善
」
と
は
、
朱
子
の
考
え
る
完

全
な
善
の
意
味
で
は
な
い
。
履
軒
は
、
性
の
中
の
善
は
ま
だ
不
完

全
で
あ
り
、
そ
の
不
完
全
な
善
に
復
帰
し
て
も
善
の
実
現
に
は
至

ら
ず
、
む
し
ろ
性
の
中
の
不
完
全
な
善
を
養
い
育
て
る
こ
と
に
よ

っ
て
本
当
の
善
の
実
現
が
可
能
だ
と
考
え
た
。
そ
の
考
え
を
示
す

仁
斎
•
履
軒
に
よ
る
「
拡
充
」
の
語
の
解
釈

重
要
な
語
は
、
「
拡
充
」
の
語
で
あ
る
。
こ
の
「
拡
充
」
の
語
は
、

『
孟
子
』
公
孫
丑
篇
に
見
え
て
お
り
、
仁
斎
•
履
軒
双
方
に
と
っ

て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
次
に
章
を
改
め
て
「
拡
充
」
の
語
を
検

討
す
る
。
そ
の
検
討
を
通
し
て
、
仁
斎
•
履
軒
の
性
善
説
の
性
格

を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

前
章
の
検
討
を
通
し
て
、
仁
斎
も
履
軒
も
と
も
に
朱
子
の
復
初

説
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
性
の
中

の
善
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
不
完
全
な
善
に
復
帰
す
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
完
全
な
善
を
養
い
育
て
る
べ
き
だ
と
彼

ら
は
主
張
す
る
。
不
完
全
な
善
を
養
い
育
て
る
こ
と
を
『
孟
子
』

又
け
拡
充
と
言
う
。
ま
ず
、
こ
の
「
拡
充
」
の
語
に
対
す
る
仁
斎

の
考
え
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

仁
斎
は
『
孟
子
』
公
孫
丑
篇
に
見
え
る
「
拡
充
」
の
語
に
つ
い

て
、
当
該
箇
所
の
『
孟
子
古
義
』
に
お
い
て
、
「
拡
と
は
、
之
を
推

広
す
る
な
り
。
充
と
は
、
之
を
充
大
す
る
な
り
」
と
説
明
す
る
。

拡
の
定
義
は
朱
子
の
『
集
註
』
に
「
拡
と
は
、
推
広
の
意
な
り
」

と
あ
る
解
釈
の
方
向
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
充
の
定
義
は
『
集

註
』
に
「
充
と
は
、
満
な
り
」
と
あ
る
解
釈
と
は
相
違
す
る
。
こ

れ
は
『
集
註
』
の
解
釈
に
対
す
る
批
判
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お

(5) 



り
、
仁
斎
は
さ
ら
に
端
的
に
同
箇
所
に
『
集
註
』
を
引
い
て
、
朱

子
の
解
釈
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

先
儒
（
朱
子
）
以
為
え
ら
く
、
四
端
我
に
在
ら
ば
、
随
処

に
発
見
す
。
此
れ
に
即
い
て
推
広
し
て
其
の
本
然
の
量
を
充

満
す
る
と
。
非
な
り
。

仁
斎
は
『
童
子
問
』
巻
の
上
、
第
二
十
一
章
に
お
い
て
も
、
『
集

註
』
の
「
本
然
の
量
を
満
つ
」
を
引
い
て
、
朱
子
の
解
釈
を
批
判

す
る
。

一
升
の
水
を
以
て
、
一
升
の
器
に
入
れ
、
一
斗
の
水
を
以
て
、

一
斗
の
器
に
入
る
る
。
之
を
本
然
の
量
を
満
つ
る
と
謂
う
。

孟
子
の
い
わ
ゆ
る
拡
充
と
云
う
者
は
、
推
広
充
大
の
勢
、
過

め
止
む
可
か
ら
ざ
る
を
謂
う
。
本
然
の
量
を
満
つ
る
の
謂
に

非
ず
。

こ
れ
は
朱
子
が
完
全
な
善
を
本
然
の
性
と
し
て
す
で
に
人
間
に

備
わ
る
と
考
え
て
い
る
の
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
語

孟
字
義
』
巻
の
上
、
仁
義
礼
智
の
条
に
「
側
隠
．
羞
悪
・
辞
譲
・

是
非
の
心
を
拡
充
す
る
と
き
は
、
則
ち
能
＜
仁
義
礼
智
の
徳
を
成

し
て
、
四
海
の
広
し
と
雖
も
、
自
ら
保
ち
易
き
者
有
り
」
、
同
じ
く

巻
の
上
、
良
知
良
能
の
条
に
「
良
知
良
能
と
は
、
本
然
の
善
を
謂

う
。
即
ち
四
端
の
心
な
り
。
…
孟
子
良
知
良
能
の
論
を
発
す
る

所
以
の
者
は
、
蓋
し
学
者
を
し
て
之
を
拡
充
し
て
、
以
て
仁
義
礼

智
の
徳
を
成
さ
使
め
ん
と
欲
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
仁
斎
は
四
端

の
心
を
本
然
の
善
、
あ
る
い
は
、
良
知
良
能
と
言
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
四
端
の
心
と
は
、
人
間
が
元
来
有
す
る
完
全
な
善
の

意
味
で
は
な
く
、
い
わ
ば
善
の
素
質
で
あ
る
。
善
へ
向
か
う
傾
向

を
有
す
る
性
質
と
言
っ
て
も
良
い
。
仁
斎
は
、
こ
の
善
の
素
質
を

拡
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
徳
と
な
り
、
徳
に
昇
華
さ
れ
て

は
じ
め
て
完
全
な
善
が
実
現
で
き
る
と
考
え
た
。
例
え
ば
、
以
下

の
『
童
子
問
』
巻
の
上
、
第
二
十
九
章
を
見
れ
ば
、
そ
の
仁
斎
の

立
場
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

お
お

蓋
し
生
質
の
美
は
善
な
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
拡
め
て
之
を
充

い
に
す
る
に
非
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
以
て
徳
を
成
す
に
足
ら

ず。

仁
斎
の
言
う
善
と
は
生
質
の
美
、
す
な
わ
ち
生
ま
れ
つ
き
の
美

質
で
あ
る
（
「
生
質
の
美
」
の
語
は
、
も
と
『
論
語
集
註
』
に
見
え

る
）
。
し
か
し
、
生
ま
れ
つ
き
の
美
質
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。

生
質
の
美
は
善
の
素
質
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
拡
充
し
て
は
じ
め
て

徳
に
至
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
仁
斎
は
、
人
間
の
、
善
に

向
か
う
可
能
性
を
認
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
可
能
性
は
ま
だ

現
実
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
善
の
素
質
の
拡
充
過
程
が

徳
の
実
現
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
（
注
8
)
0

ま
た
、
上
述
の
『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、
仁
義
礼
智
の
条
や
良

知
良
能
の
条
、
さ
ら
に
『
童
子
問
』
巻
の
下
、
第
一
章
に
「
其
の

い
わ
ゆ
る
善
と
は
、
四
端
の
心
に
就
い
て
言
う
。
未
発
の
時
、
斯

(6) 



の
理
有
る
を
謂
う
に
非
ず
」
「
見
つ
可
し
…
性
善
と
は
、
即
ち
四
端

の
心
を
以
て
言
い
て
、
本
然
の
理
に
非
ざ
る
こ
と
」
な
ど
と
あ
る

の
を
見
れ
ば
、
仁
斎
の
言
う
拡
充
が
四
端
の
心
の
拡
充
を
さ
す
も

の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
仁
斎
が
拡
充
す

べ
き
対
象
を
心
だ
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
心
の
拡

充
を
説
く
こ
と
が
仁
斎
の
特
徴
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
仁
斎
は
拡
充
の
概
念
を
重
視
す
る
。
こ
の
仁

斎
の
立
場
は
、
彼
の
孟
子
観
と
密
接
に
関
係
す
る
。
仁
斎
は
『
語

孟
字
義
』
巻
の
下
、
学
の
条
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

た

っ

と

し

ば

し

ば

性
の
善
貴
む
可
く
、
学
問
の
功
大
な
り
。
…
孟
子
屡

性
善
を
道
い
て
、
拡
充
の
功
を
以
て
其
の
要
と
為
る
所
以
な

り
。
此
れ
聖
門
教
を
立
つ
る
の
本
旨
な
り
。

す
な
わ
ち
、
孟
子
が
性
善
説
を
提
唱
し
た
の
は
、
拡
充
の
功
を

説
か
ん
が
た
め
だ
と
言
う
。
仁
斎
は
拡
充
を
孟
子
の
最
も
重
要
な

概
念
の
ひ
と
つ
と
認
識
し
て
い
た
。
で
は
、
拡
充
に
対
す
る
履
軒

の
考
え
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

履
軒
は
『
孟
子
逢
原
』
に
お
い
て
、
復
初
説
批
判
と
と
も
に
、

善
を
拡
充
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
も
併
せ
て
説
い
て
い
る
。
そ
の

例
は
枚
挙
に
追
が
な
い
。

宋
の
諸
賢
、
固
有
の
善
を
主
張
す
る
こ
と
大
い
に
過
つ
。
諸

善
衆
徳
、
皆
な
之
を
復
初
に
帰
す
。
是
の
故
に
克
治
の
功
勤

に
し
て
、
拡
充
の
旨
微
な
り
。
未
だ
大
道
に
倍
か
ず
と
雖

も
、
亦
た
孟
子
と
異
な
り
。
（
公
孫
丑
篇
）

〔
『
集
註
』
の
〕
「
登
に
能
＜
嘔
を
加
う
」
、
大
快
を
傷
む
、

固
よ
り
是
れ
復
初
の
説
に
し
て
、
孟
子
拡
充
の
旨
に
異
な
り
。

（
告
子
篇
）

大
抵
孟
子
は
拡
充
の
功
を
唱
う
。
而
れ
ど
も
後
儒
は
復
初
の

説
を
持
す
。
故
に
往
往
に
し
て
合
わ
ず
。
（
尽
心
篇
）

上
記
の
諸
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
履
軒
は
、
本
来
、
孟
子

が
拡
充
を
説
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宋
儒
が
復
初
説
を
唱

え
た
こ
と
に
よ
っ
て
孟
子
の
本
旨
を
ゆ
が
め
た
の
だ
と
言
う
。
履

軒
は
、
上
述
し
た
膝
文
公
篇
の
『
逢
原
』
に
も
「
若
し
果
た
し
て
至

善
な
ら
ば
、
亦
た
何
ぞ
拡
充
す
る
を
須
め
ん
や
」
と
述
べ
て
お
り
、

告
子
篇
の
『
逢
原
』
に
お
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
復

初
説
が
孟
子
の
拡
充
の
趣
旨
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
。

〔
『
集
註
』
の
〕
「
性
の
本
に
復
る
」
、
殊
に
孔
孟
の
旨
に
非

ず
。
孟
子
の
若
き
は
、
唯
だ
拡
充
有
る
の
み
。
拡
充
と
は
、

進
往
な
り
。
復
初
と
は
、
家
に
還
る
な
り
。
其
の
道
は
猶
陰

陽
な
り
（
注
9
)
0

こ
の
よ
う
に
履
軒
は
拡
充
の
重
要
性
を
『
逢
原
』
の
至
る
箇
所

で
説
く
。
し
か
も
仁
斎
よ
り
も
一
層
詳
細
に
拡
充
の
重
要
性
を
強

調
す
る
。
例
え
ば
、
『
孟
子
』
公
孫
丑
篇
に
見
え
る
「
拡
充
」
の
語

に
対
し
て
、
履
軒
は
『
逢
原
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

(7) 



拡
充
と
は
、
之
を
養
い
之
を
長
じ
て
、
以
て
其
の
大
を
極
む

る
を
謂
う
。
〔
朱
子
の
〕
註
の
「
本
然
の
量
を
〔
充
〕
満
す
る
」

は
、
是
れ
復
初
の
説
に
し
て
、
大
い
に
孟
子
の
旨
を
失
う
。

仁
斎
も
批
判
し
て
い
た
よ
う
に
、
履
軒
も
『
集
註
』
の
「
本
然

の
量
を
〔
充
〕
満
す
」
の
語
を
批
判
し
て
、
こ
れ
を
復
初
説
だ
と

述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
「
之
を
養
い
之
を
長
じ
て
、
以

て
其
の
大
を
極
む
」
と
い
う
履
軒
の
拡
充
の
定
義
が
、
上
述
し
た

よ
う
に
、
人
間
の
本
来
有
す
る
完
全
な
善
に
復
帰
す
る
と
い
う
意

味
で
は
な
く
、
善
の
素
質
を
獲
い
長
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
全

な
善
に
近
づ
け
る
と
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

ま
た
、
履
軒
が
説
く
の
は
性
の
拡
充
で
あ
る
。
『
孟
子
』
尽
心
篇

冒
頭
の
「
其
の
心
を
存
し
、
其
の
性
を
養
う
は
、
天
に
事
う
る
所

以
な
り
」
の
箇
所
の
『
逢
原
』
に
お
い
て
、
履
軒
は
性
を
養
う
こ

と
が
す
な
わ
ち
拡
充
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
る
。

人
の
性
に
お
け
る
や
、
猶
鉄
の
利
に
お
け
る
な
り
。
鉄
を
用

て
刀
と
為
す
。
利
自
ら
存
す
。
人
生
ま
れ
て
弧
弧
た
り
（
泣

く
）
。
性
自
ら
存
す
。
然
れ
ど
も
鍛
錬
の
功
、
正
に
鉄
山

を
離
る
る
の
後
に
在
り
。
拡
充
養
性
の
功
も
亦
た
人
生
ま
れ

て
弧
弧
た
る
の
後
に
在
り
。

性
の
拡
充
に
関
す
る
履
軒
の
基
本
的
な
考
え
を
『
孟
子
』
公
孫

丑
篇
「
孟
子
日
く
、
人
皆
な
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
有
り
」
章
（
以

下
、
四
端
章
と
称
す
る
）
を
中
心
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
の
中

③
仁
義
は
、
誓
え
ば
猶
鶏
な
り
。
性
の
善
は
、
猶
卵
胎
に
在

で
も
特
に
「
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
」
の
箇
所
の
『
逢
原
』
は
、
履
軒
の
考
え
が
詳
細
に
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
最
も
良
く
履
軒
の
立
場
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
箇
所

で
あ
る
。
引
用
は
長
き
に
わ
た
る
が
、
そ
の
主
要
部
分
を
取
り
上

げ
て
、
内
容
を
検
討
し
た
い
。

t) 

①
仁
義
礼
智
、
元
と
是
れ
徳
名
な
り
。
性
と
は
是
の
徳
を
具
う

る
の
種
子
な
る
の
み
。
唯
だ
其
れ
然
り
。
故
に
或
い
は
直
だ

仁
義
礼
智
を
謂
い
て
性
と
為
し
て
、
或
い
は
四
端
を
指
し
て

四
徳
と
為
す
。
乃
ち
―
転
し
て
之
を
言
う
の
み
。
是
の

若
き
は
、
仁
義
礼
智
、
其
の
本
位
に
還
る
。

②
端
と
は
、
将
に
成
ら
ん
と
す
る
の
端
緒
な
り
。
蓋
し
言
う
こ

こ
ろ
は
、
人
性
は
善
に
し
て
、
自
ら
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
有

3

5

 

上

4

ム、

り
て
、
発
出
し
て
側
隠
の
心
と
為
り
、
拡
め
て
之
を
充
い
に

こ
こ

せ
ば
、
則
ち
徳
斯
に
立
つ
。
之
を
名
づ
け
て
仁
と
為
す
。

故
に
仁
の
端
と
日
う
。
羞
悪
・
辞
譲
・
是
非
、
並
び
に
此
れ

に
放
う
。
又
た
本
を
推
し
て
之
を
言
わ
ば
、
側
隠
の
心
は
、

即
ち
是
れ
仁
心
な
り
。
故
に
下
篇
（
告
子
篇
）
に
「
側
隠
の

心
は
仁
な
り
」
と
日
う
は
、
語
に
煩
簡
有
る
も
、
義
に
差
池

無
し
。

の
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り
。
卵
已
に
地
に
堕
つ
、
猶
側
隠
．
羞
悪
な
り
。
抱
育
し

か
さ

て
旬
を
累
ね
て
、
骨
体
成
り
、
羽
毛
生
じ
て
、
殻
を
破
り
て
出

で
て
、
能
く
自
ら
飲
啄
す
（
飲
食
す
る
）
。
是
れ
雛
な
る
の
み
。

な

未
だ
命
づ
く
る
に
鶏
を
以
て
す
可
か
ら
ず
。
既
に
月
を
累
ね

て
、
羽
長
じ
て
冠
成
り
て
、
奨
を
鼓
ち
て
鳴
く
。
是
に
お

い
て
始
め
て
鶏
の
名
有
り
。

④
性
と
は
水
源
な
り
。
四
徳
と
は
江
河
な
り
。
而
し
て
四
端
は

是
れ
水
源
発
動
の
処
に
し
て
、
荀
し
理
導
し
て
（
お
さ
め
み

ち
び
い
て
）
痙
塞
無
く
ん
ば
、
必
ず
能
く
江
河
と
成
ら
ん
。

水
源
微
か
な
り
と
雖
も
、
江
河
の
理
存
す
。
故
に
或
い

は
性
四
徳
を
具
う
る
と
謂
う
も
亦
た
可
な
り
。
乃
ち
水
源

も
ち

は
即
ち
江
河
と
謂
う
。
理
導
を
須
い
ず
ん
ば
、
吾
之
を
知

ら
ず
。

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
は
、
「
性
と
は
是
の
徳
を
具
う
る
の
種
子
な

る
の
み
」
の
語
が
注
目
で
き
る
。
履
軒
に
と
っ
て
、
仁
義
礼
智
の

徳
を
実
践
で
き
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
完
全
な
善
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
性
を
そ
の
よ
う
な
徳
に
昇
華
す
る
可
能
性
を
も
っ
た
種
子
だ

と
言
う
の
は
、
す
な
わ
ち
、
性
の
ま
ま
で
は
ま
だ
不
完
全
な
善
だ

と
履
軒
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
性
と
仁
義
礼
智
の
四
徳

と
を
全
く
同
質
と
と
ら
え
る
見
解
に
履
軒
は
反
対
す
る
。
た
だ
、

種
子
の
比
喩
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
性
の
ま
ま
で
は
不
完
全
な
善

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
性
の
中
に
確
か
に
完
全
な
善
と
同
様
の
素
質

が
す
で
に
備
わ
っ
て
い
る
と
履
軒
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
種
子
は
確
か
に
花
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
現
実
に
表
わ
れ

る
表
層
と
し
て
は
、
両
者
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
種
子

は
花
に
な
る
素
質
を
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
種
子
と
花
と
の
間

に
は
共
通
す
る
一
定
の
性
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。

履
軒
の
種
子
の
比
喩
は
、
『
孟
子
逢
原
』
の
他
の
箇
所
に
も
見
え

る
。
公
孫
丑
篇
の
「
我
言
を
知
る
。
我
善
く
吾
が
浩
然
の
気

を
養
う
」
の
箇
所
に
履
軒
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

つ
ね

凡
そ
孟
子
性
を
論
ず
る
に
、
毎
に
固
有
の
善
を
掲
げ
て
、

輛
ち
之
を
継
ぐ
に
之
を
養
う
の
方
を
以
て
す
。
〔
『
孟
子
』
告

子
篇
に
〕
「
人
皆
な
以
て
党
舜
為
る
可
し
」
と
日
う
が
若
き

は
党
舜
為
る
可
き
の
種
子
存
す
る
有
る
を
謂
う
。

こ
の
箇
所
で
は
、
宋
儒
が
重
視
す
る
「
人
皆
な
以
て
発
舜
為

る
可
し
」
の
語
を
取
り
上
げ
る
。
現
実
に
表
わ
れ
る
表
層
と
し
て

は
、
一
般
の
人
々
は
党
舜
の
よ
う
な
聖
人
で
は
な
い
。
し
か
し
、

種
子
が
将
来
的
に
花
に
成
長
す
る
よ
う
に
、
人
々
も
尭
舜
の
よ
う

な
聖
人
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
従
っ
て
、
人
々
と
党
舜
と
の
間

に
は
共
通
の
性
質
が
あ
る
の
で
あ
る
（
注
10)°

さ
ら
に
、
①
に
見
え

る
「
仁
義
礼
智
、
元
と
是
れ
徳
名
な
り
」
「
是
の
章
の
若
き
は
、
仁

義
礼
智
、
其
の
本
位
に
還
る
」
の
語
は
ど
の
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
②
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
で
き
る
。
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②
は
、
い
わ
ゆ
る
四
端
説
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
箇
所

の
『
集
註
』
は
朱
子
の
基
本
的
な
思
想
が
窺
え
る
重
要
な
箇
所
で

あ
る
。

側
隠
．
羞
悪
・
辞
譲
・
是
非
は
情
な
り
。
仁
義
礼
智
は
性
な

り
。
心
は
性
情
を
統
ぶ
る
者
な
り
。
端
は
緒
な
り
。
其
の
情

の
発
す
る
に
因
り
て
、
性
の
本
然
を
得
て
見
る
可
し
。
猶
物

あ
ら

有
り
中
に
在
り
て
、
緒
外
に
見
わ
る
る
が
ご
と
し
。

朱
子
は
仁
義
礼
智
の
徳
が
性
だ
と
述
べ
た
う
え
で
、
側
隠
•
羞

悪
・
辞
譲
・
是
非
の
心
が
発
す
る
こ
と
で
、
「
端
は
緒
な
り
」
と
説

明
さ
れ
る
よ
う
に
、
仁
義
礼
智
の
端
が
表
面
に
現
わ
れ
て
、
仁
義

礼
智
の
本
然
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
箇

所
の
『
集
註
』
は
、
人
の
性
の
中
に
す
で
に
完
全
な
善
た
る
徳
が

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
確
か
に
人
の
性
を
善
と
言
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
朱
子
の
考
え
る
よ
う
な
完
全
な
善
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
完
全
な
善
の
前
段
階
た
る
善
の

素
質
な
の
で
あ
る
。
そ
の
善
の
素
質
が
発
出
し
て
側
隠
．
羞
悪
．

辞
譲
・
是
非
の
心
と
な
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
拡
充
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
仁
義
礼
智
の
徳
と
な
る
。
履
軒
が
「
端
と
は
、

将
に
成
ら
ん
と
す
る
の
端
緒
な
り
」
と
述
べ
る
の
は
、
『
孟
子
』
に

言
う
「
仁
の
端
」
「
義
の
端
」
な
ど
が
ま
だ
完
全
な
善
、
す
な
わ
ち

徳
の
段
階
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
言
う
（
注
ll)
。
従
っ
て
、

②
に
見
え
る
ご
と
く
、
『
孟
子
』
告
子
篇
に
「
側
隠
の
心
は
仁
な
り
」

と
あ
る
の
は
、
本
来
、
側
隠
の
心
が
拡
充
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

仁
の
徳
に
昇
華
す
る
の
で
あ
っ
て
、
本
来
は
相
違
す
る
側
隠
の
心

と
仁
と
が
、
語
の
省
略
に
よ
っ
て
あ
た
か
も
同
格
の
よ
う
に
言
わ

れ
て
い
る
だ
け
だ
と
履
軒
は
考
え
る
（
注

g
。

以
上
述
べ
た
よ
う
な
履
軒
の
立
場
が
、
仁
斎
の
立
場
と
共
通
す

る
側
面
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
孟
子
古
義
』
の
当
該
箇

所
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
同
箇
所
に
お
い
て
、
仁
斎
は
仁
義
礼
智

の
本
を
拡
充
す
れ
ば
徳
に
な
る
と
述
べ
る
。

端
は
本
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
側
隠
．
羞
悪
・
辞
譲
・
是お

お

非
の
心
は
、
乃
ち
仁
義
礼
智
の
本
な
り
。
能
く
拡
め
て
之
を
充

い
に
せ
ば
、
則
ち
仁
義
礼
智
の
徳
と
成
る
。
故
に
之
を
端
と

謂
う
。
先
儒
（
朱
子
）
…
誤
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
本
と
は
仁
義
礼
智
の
徳
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
素
質
で
あ
る
。
そ
の
素
質
を
拡
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完

全
な
る
徳
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
人
の
性
の
中
に
は

ま
だ
完
全
な
善
が
存
在
し
て
い
な
い
と
仁
斎
は
考
え
て
お
り
、
「
先

儒
…
誤
る
」
と
言
っ
て
『
集
註
』
を
引
き
、
朱
子
の
考
え
を
批
判

す
る
の
も
履
軒
と
共
通
す
る
仁
斎
の
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
逢
原
』
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
履
軒
の
用
い
る
巧
み
な
比

喩
が
挙
げ
ら
れ
る
。
上
に
引
く
③
④
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
ま

ず
、
③
は
鶏
と
卵
と
を
用
い
て
性
善
説
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、

(10) 



履
軒
の
考
え
る
性
は
ま
だ
不
完
全
な
善
だ
か
ら
卵
で
あ
り
、
そ
の

不
完
全
な
善
が
発
出
さ
れ
て
側
隠
．
羞
悪
の
心
に
な
る
こ
と
が
卵

の
地
面
に
落
ち
る
こ
と
に
例
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
仁
義

の
徳
に
ま
で
成
熟
す
る
こ
と
が
鶏
に
例
え
ら
れ
て
い
る
。
③
の
比

喩
の
み
を
見
れ
ば
、
卵
か
ら
雛
、
鶏
と
成
長
す
る
に
従
っ
て
そ
の

名
称
が
変
化
し
て
ゆ
く
か
ら
、
そ
の
性
質
も
変
化
す
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
、
履
軒
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
の

で
は
な
い
。
④
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

④
の
比
喩
は
、
不
完
全
な
善
が
ま
だ
十
分
に
水
量
の
な
い
川
の

源
流
に
、
仁
義
礼
智
の
徳
が
満
々
と
水
量
を
た
た
え
た
大
河
に
比

せ
ら
れ
る
。
確
か
に
水
源
と
江
河
と
で
名
称
は
相
違
し
て
い
る
け

れ
ど
も
、
「
水
源
微
か
な
り
と
雖
も
、
江
河
の
理
存
す
」
と
あ

る
か
ら
、
わ
ず
か
な
水
量
し
か
な
い
川
の
源
流
で
あ
っ
て
も
流
れ

る
水
は
同
じ
で
あ
り
、
川
の
源
流
の
中
に
す
で
に
大
河
の
条
理
が

備
わ
っ
て
い
る
と
履
軒
は
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
履
軒
は
、
川
の
源

流
で
あ
ろ
う
と
大
河
で
あ
ろ
う
と
、
と
も
に
共
通
す
る
性
質
を
有

す
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
③
の
比
喩
も
卵
·
雛
•
鶏

と
名
称
が
相
違
し
て
い
て
も
、
全
て
共
通
す
る
性
質
を
有
す
る
こ

と
が
説
か
れ
て
お
り
、
性
の
善
ー
四
端
ー
四
徳
も
全
て
根
底
に
共

通
す
る
性
質
が
あ
る
と
履
軒
が
考
え
て
い
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
④
の
比
喩
で
は
理
導
を
説
く
点
も
注
意
さ
れ
る
。
理
導

と
は
お
さ
め
み
ち
び
く
の
意
で
、
水
源
た
る
四
端
を
う
ま
く
理
導

す
れ
ば
大
河
た
る
徳
に
至
る
こ
と
が
可
能
だ
と
履
軒
は
言
う
。

の
理
導
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
。
『
孟
子
逢
原
』
に
は

「
利
導
」
の
語
も
見
え
る
。
利
導
は
「
理
導
」
の
語
そ
の
も
の
で

は
な
い
が
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
理
導
に
近
い
。
「
利
導
」
の
語
は
、

『
孟
子
』
離
婁
篇
「
孟
子
日
く
、
天
下
の
性
を
言
う
も
の
は
、
故

に
則
る
の
み
。
故
と
は
、
利
を
以
て
本
と
為
す
」
の
『
逢
原
』
に

次
の
よ
う
に
見
え
る
。

利
は
是
れ
利
導
の
利
な
り
。
…
宜
し
く
之
を
利
導
す
べ
し
。

当
に
害
す
る
所
有
る
べ
か
ら
ず
。
亦
た
是
れ
性
に
率
い
て
拡

充
す
る
の
意
な
り
。

こ
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
利
導
と
は
、
本
来
の
性
の
性
質
に
基

づ
い
て
、
そ
の
本
来
の
性
質
を
拡
充
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
理

導
も
同
様
の
意
味
と
す
れ
ば
、
結
局
、
こ
れ
は
拡
充
を
意
味
す
る
。

従
っ
て
、
④
は
、
性
を
徳
に
昇
華
す
る
に
は
拡
充
が
必
要
だ
と
説

い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
仁
斎
は
心
の
拡
充
、
履
軒
は
性
の
拡
充
と
、

そ
の
対
象
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
質
的
に
は
、
両

者
と
も
に
善
の
素
質
の
拡
充
を
説
い
て
お
り
、
両
者
の
基
本
的
立

場
に
相
違
は
な
い
。
誰
も
が
善
の
素
質
を
有
す
る
こ
と
を
以
て
彼

ら
は
そ
れ
を
性
善
説
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
い
朱
子
と

は
善
の
定
義
が
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
性
善
説
自
体
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
拡
充
」
の
語
の
検
討
を
通

(11) 



じ
て
、
仁
斎
•
履
軒
の
性
善
説
の
共
通
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
最
後
に
、
仁
斎
の
立
場
に
も
論
及
し
つ
つ
、
履
軒
の

立
場
を
中
心
に
し
て
、
彼
ら
の
性
善
説
の
思
想
史
的
意
味
を
明
ら

か
に
し
た
い
。仁

斎
•
履
軒
の
性
善
説
の
思
想
史
的
意
味

履
軒
は
性
に
お
け
る
善
の
拡
充
を
説
い
た
。
そ
の
主
張
は
、
善

の
素
質
の
拡
充
を
重
視
す
る
点
に
お
い
て
、
仁
斎
の
立
場
と
同
様

の
も
の
で
あ
っ
た
。
履
軒
に
と
っ
て
、
性
に
お
け
る
善
の
拡
充
と

は
、
換
言
す
れ
ば
、
無
自
覚
の
善
を
自
覚
的
な
善
に
昇
華
す
る
こ

と
で
あ
る
。
無
自
覚
の
善
は
確
か
に
善
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
無
自

覚
で
あ
る
が
故
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
善
の
道
を
踏
み
外
し
た
と
き

に
修
正
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
無
自
覚
の
善

は
不
完
全
な
善
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
覚
的
な
善
に
な
っ
た
と
き
、

た
と
い
知
ら
な
い
間
に
善
の
道
を
踏
み
外
し
た
と
し
て
も
、
自
分

で
善
の
道
を
外
し
た
と
意
識
で
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
善
の
道
に
復

帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
的
な
善
は

完
全
な
善
、
す
な
わ
ち
徳
と
言
い
得
る
（
注
13)0

善
の
拡
充
は
、
『
中
庸
』
の
語
を
用
い
れ
ば
、
「
善
を
明
ら
か
に

す
（
明
善
）
」
で
あ
る
。
『
中
庸
章
句
』
第
二
十
章
（
履
軒
の
『
中

庸
天
楽
楼
定
本
』
で
は
第
十
六
章
）
「
善
に
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
、

身
に
誠
な
ら
ず
」

に
言
う
。

の
箇
所
に
見
え
る
『
中
紺
逢
原
』
に
次
の
よ
う

「
善
を
明
ら
か
に
す
」
と
は
、
包
む
所
広
し
と
雖
も
、
主

意
は
行
な
う
事
の
上
に
着
実
に
力
を
用
い
て
、
当
に
行
く
べ

き
路
遮
に
通
暁
す
る
に
在
る
の
み
。

こ
こ
で
履
軒
は
、
人
々
が
共
存
す
る
社
会
生
活
を
す
る
中
で
具

体
的
に
表
わ
れ
た
行
為
の
上
に
力
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
を

明
ら
か
に
で
き
る
と
言
う
。
履
軒
に
と
っ
て
善
と
は
抽
象
的
な
概

念
で
は
な
く
、
具
体
的
な
行
動
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
。

明
ら
か
に
さ
れ
た
善
、
自
覚
的
な
善
は
、
す
な
わ
ち
徳
で
あ
る
。

履
軒
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
徳
も
社
会
化
さ
れ
具
体
化
さ
れ
た
概
念

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
論
語
』
学
而
篇
「
有
子
日
く
、

す
く

其
の
人
と
為
り
や
孝
弟
に
し
て
、
上
を
犯
す
を
好
む
者
は
鮮
な
し
」

章
の
『
逢
原
』
で
あ
る
。
当
該
箇
所
の
『
集
註
』
に
「
仁
と
は
愛

の
理
に
し
て
、
心
の
徳
な
り
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒

は
次
の
よ
う
に
言
う
。

藍
し
心
は
惟
だ
宜
し
く
性
を
論
ず
べ
し
。
未
だ
徳
を
称
う
可

か
ら
ず
。
徳
は
只
だ
人
の
行
な
い
の
上
に
在
り
て
、
其
の
理

は
心
に
根
ざ
す
。
自
ら
内
外
本
末
の
弁
有
り
。

徳
の
発
揮
さ
れ
得
る
場
は
、
人
の
行
な
い
の
上
、
す
な
わ
ち
人

々
の
営
む
社
会
生
活
に
お
け
る
行
為
の
中
に
あ
る
。
先
ほ
ど
の
善

C 12) 



の
概
念
と
同
様
に
、
社
会
生
活
に
お
け
る
具
体
的
行
動
の
中
に
履

軒
の
言
う
徳
は
実
現
さ
れ
る
。
徳
が
自
分
だ
け
で
は
な
く
他
者
も

と
も
に
生
活
す
る
社
会
に
お
け
る
普
遍
的
存
在
で
あ
る
が
故
に
、

履
軒
は
「
自
ら
内
外
本
末
の
弁
有
り
」
と
述
べ
て
、
徳
を
「
外
」

あ
る
い
は
「
末
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
徳
の
条
理

は
、
「
内
」
あ
る
い
は
「
本
」
た
る
心
に
由
来
し
て
お
り
、
自
己
の

中
に
あ
る
善
の
素
質
た
る
性
か
ら
拡
充
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
外
」
と
言
っ
て
も
「
内
」
た
る
性
と
つ

な
が
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
関
連
は
密
接
で
あ

る
。
性
に
お
け
る
「
種
子
」
が
あ
っ
て
こ
そ
の
徳
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
性
の
中
に
先
天
的
に
備
わ
る
善
と
は
、
履
軒
に
と
っ
て

抽
象
的
な
概
念
で
は
あ
り
得
ず
、
社
会
生
活
の
中
で
具
体
的
な
行

為
と
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

拡
充
さ
れ
た
善
、
す
な
わ
ち
徳
を
社
会
生
活
の
中
で
実
現
さ
れ

る
べ
き
も
の
だ
と
履
軒
が
考
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

履
軒
の
立
場
が
基
本
的
に
朱
子
学
と
そ
の
立
場
を
共
有
す
る
こ
と

を
示
す
と
考
え
て
良
い
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

履
軒
の
性
善
説
を
陽
明
学
の
無
善
無
悪
説
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

陽
明
学
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
る
無
善
無
悪
説
に
は
様
々
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
王
陽
明
の
無
善
無

悪
説
は
、
性
が
善
で
も
な
く
悪
で
も
な
い
と
い
う
『
孟
子
』
告
子

篇
に
見
え
る
告
子
の
説
と
同
じ
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

外
か
ら
与
え
ら
れ
た
既
成
の
概
念
と
し
て
の
善
で
は
な
く
、
自
分

独
自
の
判
断
に
よ
っ
て
、
人
倫
界
に
積
極
的
に
改
革
の
歩
み
を
進

め
ら
れ
る
よ
う
な
善
を
性
の
中
に
見
出
す
こ
と
で
あ
る
（
注
14)
。
結

果
的
に
人
倫
界
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
自
分

自
身
の
行
為
が
社
会
的
に
善
だ
と
認
知
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は

第
一
義
的
な
問
題
で
は
な
い
。
徹
底
的
な
修
行
を
通
し
て
、
み
ず

か
ら
が
善
だ
と
信
じ
得
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
陽
明
に
と
っ
て
は

重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
善
は
、
や
や
も
す
れ
ば
そ
れ
こ

そ
独
善
的
な
行
為
に
な
る
危
険
が
あ
る
。
李
卓
吾
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
王
学
左
派
に
は
そ
の
傾
向
が
強
い
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
独
善
的
な
行
為
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
自
分
自
身
を
鍛

え
る
こ
と
が
本
来
の
陽
明
学
で
は
要
求
さ
れ
る
。

履
軒
の
言
う
拡
充
さ
れ
た
善
は
、
上
述
の
よ
う
な
陽
明
学
的
な

善
で
は
な
い
。
善
の
内
容
を
根
源
か
ら
問
い
直
す
よ
う
な
善
で
は

な
い
。
そ
の
善
は
、
社
会
の
中
で
す
で
に
承
認
さ
れ
た
善
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
善
が
す
な
わ
ち
徳
で
あ
る
。
こ
の
徳
は
履

軒
自
身
が
確
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
履
軒
以
前
に
す
で
に
社
会

に
存
在
し
た
徳
で
あ
る
。
履
軒
は
、
善
を
拡
充
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
社
会
で
承
認
さ
れ
た
善
に
合
致
す
る
よ
う
、
み
ず
か
ら
を
鍛

え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
孟
子
』
膝
文
公
篇
冒
頭
の
「
孟

子
性
善
を
道
う
。
言
え
ば
必
ず
亮
舜
を
称
す
」
の
箇
所
の
『
逢

原
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
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孟
子
の
拡
充
は
、
工
夫
外
に
在
り
。
程
朱
の
拡
充
は
、
エ

夫
内
に
在
り
。
此
れ
其
の
相
合
わ
ざ
る
処
な
り
。

上
述
の
例
は
、
程
朱
の
場
合
、
自
ら
の
内
な
る
至
善
の
実
現
化

の
過
程
を
拡
充
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、
不
完
全
な
善
た
る
内
な
る

性
を
完
全
な
善
た
る
社
会
的
外
的
な
徳
に
昇
華
す
る
過
程
を
拡
充

だ
と
孟
子
が
考
え
て
い
る
と
す
る
履
軒
の
立
場
を
表
わ
す
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
程
朱
を
批
判
し
つ
つ
も
、
既
成
の
徳
に

合
致
す
べ
く
み
ず
か
ら
を
鍛
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
方
向
は
、
格
物

致
知
を
通
し
て
理
を
窮
め
る
こ
と
を
め
ざ
す
朱
子
学
の
方
向
と
基

本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
履
軒
自
身
は
朱
子
の
理
気
説
を
否
定
し
て

い
る
。
し
か
し
、
「
理
」
の
語
を
使
っ
て
い
な
く
て
も
、
履
軒
の
め

ざ
す
方
向
は
、
朱
子
の
方
向
と
相
違
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
履
軒
の
性
善
説
は
、
基
本
的
に
朱
子
と
立
場
を
共
有
す
る
も
の

だ
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
初
め
か
ら
性
の
中
に
完
全
な
善
が
あ
る
の
で

は
な
く
、
善
の
素
質
が
あ
り
、
そ
の
拡
充
が
必
要
だ
と
説
く
の
が

履
軒
の
性
善
説
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
履
軒
の
性
善
説
は
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
仁
斎
の
性
善
説
と
同
様
の
性
格
を
有
し
て
い

る
。
こ
れ
は
仁
斎
の
性
善
説
が
履
軒
の
性
善
説
に
似
て
い
る
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
仁
斎
の
性
善
説
の
影
響
を
受
け
て
、
履
軒
の

性
善
説
が
成
立
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

性
善
説
は
、
元
来
、
孟
子
の
学
説
で
あ
る
。
孟
子
自
身
の
性
善

説
は
、
人
に
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
善
の
素
質
が
備
わ
っ
て
お
り
、

そ
の
育
成
を
妨
げ
る
諸
要
素
を
取
り
除
き
、
善
の
素
質
の
育
成
を

進
め
る
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
側
隠
・
羞
悪
・

辞
譲
・
是
非
の
四
端
の
心
を
育
成
し
て
、
仁
義
礼
智
の
四
徳
に
至

ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
朱
子
の
性
善
説
は
、

孟
子
の
性
善
説
を
修
正
し
て
、
人
間
に
は
生
ま
れ
つ
き
仁
義
礼
智

の
四
徳
が
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
発
現
が
側
隠
．
羞
悪
・
辞
譲
・

是
非
の
四
端
の
心
だ
と
す
る
。
性
善
説
と
言
っ
て
も
、
孟
子
と
朱

子
と
で
は
そ
の
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
仁
斎
と
履
軒
と
の
性
善
説
は
、
朱
子
の
性
善
説
よ
り

も
む
し
ろ
孟
子
の
性
善
説
に
近
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
履
軒

は
原
典
に
回
帰
す
る
と
い
う
仁
斎
の
古
学
的
立
場
の
影
響
を
受
け

て
い
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。
た
だ
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
両
者

が
朱
子
学
の
立
場
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
彼
ら
の
立
場
は
あ
く
ま
で
も
朱
子
の
性
善
説
の
修
正
で

あ
っ
て
、
性
善
説
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、

人
間
が
生
来
有
す
る
善
に
つ
い
て
、
孟
子
が
善
の
素
質
と
考
え
る

の
に
対
し
て
、
朱
子
は
完
全
な
善
だ
と
言
う
よ
う
に
、
善
の
定
義

は
相
違
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
に
性
善
説
と
い
う
基
盤

は
依
然
と
し
て
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
立
場
は
水
と
油
と

で
は
な
い
。
仁
斎
•
履
軒
に
は
性
の
定
義
等
、
相
違
す
る
側
面
は

確
か
に
存
在
す
る
。
た
だ
、
性
善
説
に
限
っ
て
言
え
ば
、
と
も
に
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同
じ
性
善
説
の
枠
内
に
あ
っ
て
朱
子
学
と
立
場
を
共
有
し
つ
つ
、

朱
子
の
主
張
を
修
正
す
る
学
説
を
唱
え
た
の
だ
と
考
え
る
方
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

仁
斎
を
古
学
派
と
す
れ
ば
、
仁
斎
学
の
履
軒
へ
の
影
響
は
、
上

述
の
よ
う
に
、
そ
の
古
学
的
思
想
の
影
郷
齊
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

履
軒
の
師
で
あ
る
五
井
蘭
洲
以
降
の
懐
徳
堂
学
派
は
、
そ
れ
以
前

に
比
べ
て
朱
子
学
尊
重
の
色
彩
を
強
め
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以

前
の
懐
徳
堂
学
派
は
、
初
代
学
主
の
三
宅
石
庵
が
「
世
石
i

奄
を

呼
ん
で
鶴
学
問
と
為
す
。
此
れ
其
の
首
は
朱
子
、
尾
は
陽
明
、
而

し
て
声
は
仁
斎
に
似
た
る
を
謂
う
な
り
」
（
『
先
哲
叢
談
』
巻
五
に

見
え
る
香
川
修
徳
の
語
）
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
諸
学
派
の
思
想

を
折
衷
す
る
性
格
が
強
い
と
さ
れ
た
。
履
軒
に
至
っ
て
も
、
仁
斎

学
の
影
郷
齊
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
「
鶴
学
問
」
と
い
う
初
期
の
懐
徳
堂
学
派
に
対
す
る
否
定
的

評
価
が
履
軒
に
も
当
て
は
ま
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は

蘭
洲
以
降
の
懐
徳
堂
学
派
が
朱
子
学
思
想
と
い
う
基
軸
を
明
確
に

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
履
軒
に
仁
斎
学
の
影
響
が
あ
る

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
懐
徳
堂
学
派
の
朱
子
学
を
純
粋
の
朱
子
学
と

見
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
諸
学
派
の
思
想
を
折
衷
す
る
側
面
が
看

取
で
き
る
。
し
か
し
、
朱
子
学
の
基
軸
を
有
す
る
折
衷
と
基
軸
の

な
い
折
衷
と
で
は
そ
の
折
衷
の
意
味
は
大
い
に
相
違
す
る
。
同
じ

折
衷
と
言
っ
て
も
基
軸
を
有
す
る
方
を
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
性
善
説
の
立
場
を
共
有
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
仁

斎
学
の
履
軒
へ
の
影
響
を
論
じ
て
き
た
。
仁
斎
は
朱
子
学
を
批
判

し
て
い
る
。
朱
子
学
の
中
心
的
学
説
で
あ
る
性
善
説
も
そ
の
批
判

の
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
批
判
は
し
て
も
、
性
善
説
自
体
を
否

定
す
る
こ
と
は
な
い
。
と
す
れ
ば
仁
斎
も
あ
る
程
度
、
朱
子
と
そ

の
立
場
を
共
有
し
て
い
る
。
古
学
派
と
言
っ
て
も
、
仁
斎
の
立
場

は
、
朱
子
と
全
く
相
容
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

荻
生
祖
練
の
『
弁
道
』
第
一
節
に
次
の
よ
う
に
言
う
（
注
15)0

近
歳
伊
氏
（
仁
斎
）
も
亦
た
豪
傑
に
し
て
、
頗
る
其
の
（
道

の
）
似
た
る
者
を
窺
う
。
然
れ
ど
も
其
の
孟
子
を
以
て
論
語

を
解
し
、
今
文
を
以
て
古
文
を
視
る
は
、
猶
之
を
程
朱
の
学

と
す
る
が
ご
と
き
の
み
。

祖
練
は
、
後
に
仁
斎
と
同
じ
く
古
学
派
に
分
類
さ
れ
る
。
仁
斎

を
「
豪
傑
」
と
し
て
、
一
定
の
評
価
を
与
え
て
は
い
る
け
れ
ど
、

『
孟
子
』
を
通
し
て
『
論
語
』
を
解
釈
す
る
こ
と
は
程
朱
の
学
、

す
な
わ
ち
朱
子
学
と
同
じ
だ
と
批
判
す
る
。
上
記
の
引
用
は
性
善

説
に
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
孟
子
』
の
性
善
説
を

踏
ん
で
、
正
統
の
儒
教
と
し
て
発
展
し
た
の
が
朱
子
学
の
立
場
だ

と
す
れ
ば
、
こ
の
祖
彼
の
語
は
、
仁
斎
の
思
想
に
朱
子
学
的
性
格

と
共
通
す
る
側
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
考
え
て
良
い
。

同
じ
古
学
派
に
分
類
さ
れ
て
い
て
も
、
仁
斎
と
祖
練
と
で
は
そ
の

立
場
は
微
妙
に
相
違
し
て
い
る
。
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上
述
の
よ
う
に
、
履
軒
は
、
仁
斎
学
の
影
響
を
受
け
て
、
朱
子

お
わ
り
に

例
え
ば
、
内
藤
湖
南
は
、
仁
斎
の
学
問
の
筋
道
は
宋
学
の
一
派

と
考
え
て
良
い
と
述
べ
る
（
注
16)
。
ま
た
、
中
村
幸
彦
も
、
仁
斎
は

結
果
的
に
朱
子
学
を
批
判
し
た
が
、
実
は
朱
子
学
の
色
が
濃
い
と

述
べ
て
い
る
（
注
17)
。
彼
ら
先
学
は
、
確
か
に
仁
斎
が
朱
子
学
思
想

を
批
判
し
て
お
り
、
仁
斎
が
古
学
に
分
類
さ
れ
る
立
場
だ
と
承
認

す
る
。
し
か
し
、
仁
斎
が
全
く
朱
子
学
的
立
場
と
相
反
す
る
立
場

に
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
朱
子
学
の
系
統
を
引
き

つ
つ
、
そ
の
う
え
で
朱
子
学
的
な
諸
概
念
を
批
判
す
る
と
考
え
て

い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
仁
斎
が
若
年
時
、
朱
子
学
に
心
酔
し
、

朱
子
学
用
語
に
由
来
す
る
「
敬
斎
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
は
周
知

で
あ
る
。
若
年
時
の
朱
子
学
心
酔
の
時
期
を
超
え
て
、
仁
斎
は
独

自
の
立
場
に
到
達
し
た
。
た
だ
、
確
か
に
仁
斎
は
朱
子
学
を
批
判

し
た
け
れ
ど
も
、
朱
子
学
の
根
本
的
立
場
ま
で
否
定
す
る
も
の
で

は
な
い
。
批
判
は
共
通
す
る
基
盤
を
有
し
て
こ
そ
成
立
す
る
。
そ

の
共
通
す
る
基
盤
の
ひ
と
つ
が
性
善
説
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

履
軒
も
仁
斎
と
同
じ
く
性
善
説
の
立
場
を
共
有
し
つ
つ
、
そ
の
独

自
の
立
場
を
確
立
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

学
の
中
心
的
思
想
で
あ
る
性
善
説
を
修
正
し
た
。
た
だ
、
そ
れ
は

性
善
説
の
修
正
で
あ
っ
て
、
性
善
説
の
否
定
で
は
な
い
。
性
善
説

自
体
は
履
軒
に
も
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

履
軒
は
基
本
的
に
朱
子
学
派
の
儒
者
と
共
通
す
る
基
盤
を
有
す
る

と
考
え
て
良
い
。

た
だ
、
頼
春
水
が
『
師
友
志
』
（
『
日
本
儒
林
叢
書
』
第
三
巻
、

史
伝
書
簡
部
所
収
）
に
お
い
て
、
履
軒
と
兄
の
竹
山
と
に
対
し
て
、

「
〔
中
井
〕
兄
弟
皆
な
山
斗
の
望
有
り
。
但
だ
其
の
学
程
朱
を

信
じ
て
純
な
ら
ざ
る
を
恨
み
と
為
す
」
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、

確
か
に
純
粋
の
朱
子
学
派
と
は
言
え
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
性
論

を
中
心
に
検
討
し
た
内
容
を
踏
め
ば
、
履
軒
の
立
場
は
、
朱
子
学

を
基
底
と
し
つ
つ
、
仁
斎
の
思
想
等
を
批
判
的
に
摂
取
し
、
朱
子

学
を
相
対
化
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。

祖
彼
学
の
流
行
に
抗
し
て
、
懐
徳
堂
学
派
で
は
五
井
蘭
洲
の
『
非

物
篇
』
、
中
井
竹
山
の
『
非
徴
』
が
著
わ
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
後
期

朱
子
学
派
の
興
隆
も
元
来
、
尾
藤
二
洲
な
ど
在
坂
経
験
の
あ
る
儒

者
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
寛
政
異
学
の
禁

は
、
祖
練
学
の
流
行
し
た
江
戸
に
対
す
る
京
都
・
大
坂
の
儒
者
の

巻
き
返
し
の
側
面
が
あ
る
こ
と
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
18)o

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、

京
都
・
大
坂
の
学
術
界
の
密
接
な
結
び
つ
き
は
、
よ
く
考
慮
に
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
京
都
の
古
義
堂
と
大
坂
の
懐
徳
堂
と
は
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(
1
)
竹
山
以
降
の
懐
徳
堂
学
派
と
後
期
朱
子
学
派
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
頼
棋
一
『
近
世
後
期
朱
子
学
派
の
研
究
』
第
一
編
「
後
期
朱
子

学
派
の
形
成
と
そ
の
活
動
」
（
渓
水
社
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。

(
2
)
陶
徳
民
『
懐
徳
堂
朱
子
学
の
研
究
』
序
論
「
近
世
儒
学
史
に
お
け
る

懐
徳
堂
朱
子
学
の
位
置
」
（
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

(
3
)
『
蘭
洲
先
生
造
稿
』
『
非
伊
編
』
は
と
も
に
写
本
で
、
大
阪
府
立
中

注

と
も
に
同
じ
上
方
に
拠
点
を
置
い
て
お
り
、
両
者
の
間
に
は
一
定

の
関
係
が
存
在
し
て
い
た
。
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
仁
斎
と
履

軒
と
の
性
善
説
の
性
格
か
ら
も
、
両
者
の
思
想
の
共
通
性
を
窺
う

こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。

確
か
に
懐
徳
堂
学
派
の
基
本
的
立
場
は
、
仁
斎
の
立
場
と
全
く

共
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
性
善
説
批
判
の
仁
斎

学
の
立
場
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
性
善
説
の
立
場
自
体
は
保
持
し
て
、

後
期
朱
子
学
派
と
も
深
い
関
係
を
有
し
て
い
た
の
が
懐
徳
堂
学
派

で
あ
っ
た
。
こ
の
懐
徳
堂
学
派
の
果
た
し
た
役
割
は
、
古
学
派
の

陥
盛
か
ら
寛
政
異
学
の
禁
以
降
に
盛
ん
に
な
っ
た
後
期
朱
子
学
派

へ
続
く
近
世
儒
教
思
想
史
の
流
れ
の
中
の
ひ
と
つ
の
結
節
点
と
し

て
、
大
き
な
思
想
史
的
意
味
を
有
す
る
と
言
っ
て
良
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

之
島
図
書
館
所
蔵
。
『
蘭
洲
先
生
造
稿
』
の
引
用
は
三
十
六
葉
表
。
な

お
、
中
之
島
図
書
館
に
は
『
蘭
洲
先
生
遺
稿
』
の
他
に
こ
れ
と
ほ
ぼ

同
内
容
の
写
本
（
題
篠
は
と
も
に
『
蘭
洲
造
稿
』
と
あ
る
）
二
種
が

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)

例
え
ば
、
平
重
道
「
懐
徳
堂
学
の
発
展

(II)
」
（
『
宮
城
教
育
大
学

紀
要
』
五
号
、
一
九
七
一
年
）
、
吉
永
慎
二
郎
「
仁
斎
と
履
軒
ー
中
井

履
軒
の
思
想
史
的
位
置
ー
」
（
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
刊
行
会
『
孟

子
離
題
』
、
一
九
九
九
年
）
、
池
田
光
子
「
懐
徳
堂
と
中
井
履
軒
ー
「
徳
」

解
釈
を
中
心
に
ー
」
（
平
成
十
七
年
度
大
阪
大
学
博
士
申
請
論
文
、
ニ

0
0
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

(
5
)
拙
稿
「
中
井
履
軒
の
性
論
ー
伊
藤
仁
斎
・
荻
生
祖
練
の
所
説
と
比
較

し
て
ー
」
（
『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
2
0

0

 7』
、
二

0
0七
年
）
参
照
。

(
6
)

以
下
、
『
論
語
古
義
』
『
孟
子
古
義
』
か
ら
の
引
用
は
、
関
像
一
郎

編
『
日
本
名
家
四
書
註
釈
全
書
』
（
東
洋
図
書
刊
行
会
、
一
九
ニ
ニ
ー

一
九
三

0
年
）
（
鳳
出
版
、
一
九
七
三
年
、
復
刻
）
所
収
本
を
使
用
す

る
。
『
日
本
名
家
四
書
註
釈
全
書
』
本
は
、
『
論
語
古
義
』
が
文
政
十

二
年
刊
本
、
『
孟
子
古
義
』
が
享
保
五
年
刊
本
を
底
本
と
す
る
。
『
語

孟
字
義
』
は
、
宝
永
二
年
刊
本
を
底
本
と
す
る
『
日
本
思
想
大
系

伊
藤
仁
斎
伊
藤
東
涯
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）
所
収
の
テ
キ

ス
ト
を
使
用
す
る
。
『
童
子
問
』
は
、
宝
永
四
年
刊
本
を
底
本
と
す
る

『
日
本
古
典
文
学
大
系
近
世
思
想
家
文
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六

六
年
）
所
収
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
す
る
。
『
論
語
逢
原
』
『
孟
子
逢
原
』
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等
の
『
逢
原
』
関
係
の
資
料
は
、
関
儀

釈
全
書
』
（
東
洋
図
書
刊
行
会
、
一
九
二
二
＼
一
九
三

0
年
）
（
鳳
出

版
、
一
九
七
三
年
、
復
刻
）
所
収
本
を
底
本
と
し
て
、
適
宜
、
大
阪

大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
の
履
軒
自
筆
本
を
参
照
す
る
。

な
お
、
書
き
下
し
文
中
の
（
）
は
、
そ
の
前
の
語
の
意
味
を
表
わ

し
‘
[
〕
は
、
文
意
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
筆
者
が
補
っ
た

語
を
示
す
。
以
下
の
書
き
下
し
文
に
お
い
て
も
同
様
。

(
7
)

「
固
有
の
善
」
の
語
は
、
『
論
語
』
里
仁
篇
「
子
日
く
、
君
子
は
徳

を
懐
い
、
小
人
は
土
を
懐
う
」
の
箇
所
の
『
集
註
』
に
「
『
徳
を
懐

う
』
と
は
、
其
の
固
有
の
善
を
存
す
る
を
謂
う
」
と
あ
る
の
に
基
づ

く
。
ま
た
、
中
井
竹
山
の
「
懐
徳
堂
記
」
に
も
「
懐
徳
」
の
語
を
説

わ

す

し

た

が

明
し
て
、
「
懐
と
は
何
の
念
ぞ
や
。
存
し
て
設
れ
ず
、
循
い
て
違
う

こ
と
無
し
。
徳
と
は
何
の
得
ぞ
や
。
夫
れ
固
有
の
善
と
当
然
の
則
と
、

知
り
て
心
に
得
、
行
な
い
て
身
に
得
る
な
り
」
と
「
固
有
の
善
」
の

語
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
固
有
の
善
J

の
語
は
、
性
善
説
に
立

つ
懐
徳
堂
の
基
本
的
な
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
履
軒

も
基
本
的
に
は
懐
徳
堂
の
立
場
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
8
)

三
宅
正
彦
『
京
都
町
衆
伊
藤
仁
斎
の
思
想
形
成
』
第
七
章
「
仁
斎

学
の
形
成
」
、
第
三
項
「
仁
斎
学
形
成
期
の
思
想
(
-
)
」
（
思
文
閣
出

版
、
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。

(
9
)
懐
徳
堂
で
は
、
懐
徳
堂
点
と
い
う
独
自
の
訓
読
を
し
て
お
り
、
「
猶
」

は
「
な
お
」
と
訓
み
、
「
な
お
…
の
ご
と
し
」
と
は
訓
ま
な
い
。

郎
編
『
日
本
名
家
四
書
註

(lo)

五
井
蘭
洲
の
『
蘭
洲
若
話
』
（
松
村
文
海
堂
、
九
―
一
年
）

五
頁
に
「
人
の
性
は
、
た
ゞ
性
也
、
善
も
な
く
悪
も
な
し
、
た
ゞ
善

を
す
べ
き
種
の
有
な
り
」
と
あ
る
。
『
逢
原
』
の
説
は
、
こ
の
蘭
洲
の

思
想
を
踏
襲
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

(11)
前
掲
吉
永
論
考
で
は
、
『
孟
子
離
題
略
』
に
見
え
る
「
端
と
は
、
将

に
成
ら
ん
と
す
る
の
端
緒
な
り
」
の
語
を
引
い
て
、
履
軒
の
解
釈
を

「
実
は
仁
斎
に
し
て
名
を
朱
子
に
借
る
」
も
の
だ
と
述
べ
る
。

(12)
告
子
篇
の
当
該
箇
所
の
『
逢
原
』
に
も
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

前
篇
に
端
の
字
有
る
も
、
此
に
端
の
字
無
し
。
亦
た
殊
な
る
義
無
し
。

但
だ
語
に
緩
急
詳
略
有
る
の
み
。

(13)
拙
稿
「
中
井
履
軒
の
性
善
説
ー
『
論
語
逢
原
』
に
見
え
る
「
習
」
「
蔽
」

の
語
を
中
心
に
ー
」
（
『
懐
徳
』
七
十
四
号
、
二

0
0
六
年
）
参
照
。

(14)

荒
木
見
悟
「
性
善
説
と
無
善
無
悪
説
」
（
『
陽
明
学
の
位
相
』
、
研
文

出
版
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。
他
に
無
善
無
悪
説
に
つ
い
て
は
、
吉

田
公
平
「
性
善
説
と
無
善
無
悪
説
」
（
『
陸
象
山
と
王
陽
明
』
、
研
文
出

版
、
一
九
九

0
年
）
も
参
照
。

(15)
『
弁
道
』
は
、
寛
政
元
年
刊
本
を
底
本
と
す
る
『
日
本
思
想
大
系

荻
生
祖
練
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
所
収
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用

す
る
。
な
お
、
節
の
分
類
は
、
『
日
本
思
想
大
系
』
の
分
類
に
従
う
。

(16)

内
藤
湖
南
「
履
軒
学
の
影
響
」
（
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
九
巻
、
筑

摩
書
房
、
一
九
六
九
年
。
も
と
『
先
哲
の
学
問
』
、
弘
文
堂
、

六
年
所
収
）
参
照
。

一
九
四

下
十

(18) 



(17)
中
村
幸
彦
「
古
義
学
雑
感
」
（
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
十

中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
。
も
と
『
日
本
思
想
大
系
月
報
』
第
十

七
号
所
収
）
参
照
。

(18)

中
野
三
敏
『
十
八
世
紀
の
江
戸
文
芸
』

化
」
（
岩
波
害
店
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

十
八
世
紀
の
江
戸
文

巻、

本
論
考
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究

(
C
)

「
懐
徳
堂
学
派
の

朱
子
学
の
研
究
」
〔
研
究
代
表
者
・
藤
居
岳
人
〕
に
よ
る
研
究
成
果
の

で
あ
る
。

〔
附
記
〕

部

(19) 


