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「
儒
学
復
興
」の
起
点
？

梁
啓
超
と
梁
漱
溟
の
儒
教
評
価
に
つ
い
て

高
柳
信
夫

一
　

　
当
代
中
国
に
お
け
る
「
儒
学
復
興
」
の
動
き
は
、
思
想
史
的
に
見
て
も
一
つ
の
注
目
す
べ
き
潮
流
だ
と
言
え
る
が
、
清
末
以

来
の
近
代
中
国
の
歴
史
の
中
で
、
西
洋
文
化
の
圧
倒
的
な
流
入
に
対
抗
し
て
、
儒
学
の
価
値
を
積
極
的
に
主
張
し
、
儒
学
復
興

を
目
指
し
た
思
想
家
は
常
に
存
在
し
て
き
た
。
従
っ
て
、
今
日
の
儒
学
復
興
も
、
そ
う
し
た
過
去
の
近
代
の
思
想
家
の
営
為
と

つ
な
が
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
に
、
一
つ
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
今
日

の
儒
学
復
興
の
動
き
は
、
思
想
面
に
お
い
て
、
近
代
以
来
の
過
去
の
儒
学
復
興
論
の
「
継
承
」
あ
る
い
は
「
発
展
」
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
か
否
か
、
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
今
日
の
儒
学
復
興
の
動
き
を
支
え
る
思
想
は
、
果
た
し
て
過
去
の
思
想
家

た
ち
の
努
力
を
十
分
に
ふ
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
単
に
現
代
中
国
の
飛

躍
的
な
経
済
発
展
や
国
力
の
充
実
と
い
う
「
現
実
」
に
追
随
・
便
乗
す
る
だ
け
の
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
だ
、
筆
者
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
当
代
中
国
の
儒
学
復
興
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
様
々
な
議
論
に
つ
い
て
の
十
分
な
知

識
・
情
報
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
上
の
問
題
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
持
つ
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま

ず
は
一
九
二
〇
年
代
の
代
表
的
な
「
儒
学
復
興
論
者
」
（
こ
の
よ
う
な
呼
称
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
か
も
し
れ
な
い
が
）
で
あ
る
梁
啓
超
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（
一
八
七
三
―
一
九
二
九
）
と
梁
漱
溟
（
一
八
九
三
―
一
九
八
八
）
の
議
論
を
検
討
し
、
そ
の
中
か
ら
現
代
の
儒
学
復
興
の
問
題
を
考

え
る
ヒ
ン
ト
を
見
い
だ
せ
れ
ば
と
考
え
る
。

　
梁
啓
超
も
梁
漱
溟

）
1
（

も
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
儒
学
を
肯
定
的
に
評
価
し
、
当
時
の
中
国
社
会
（
あ
る
い
は

西
洋
も
含
め
た
全
世
界
）
に
と
っ
て
儒
学
が
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
う
る
こ
と
を
強
調
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
主
張
は
単
純
に
「
中
国
の
伝
統
の
墨
守
」
を
志
向
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
彼
ら
の
議
論
は
、
い
ず
れ
も
、
陳
独
秀
ら
を
中
心
と
し
た
新
文
化
運
動
な
ど
の
中
で
、「
民
主
」
と
「
科
学
」
と
い
っ
た
西

洋
近
代
的
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
激
し
い
儒
学
批
判
へ
の
一
つ
の
「
反
応
」
と
み
な
し
う
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
陳

独
秀
ら
に
反
発
す
る
だ
け
の
「
旧
派
」
の
主
張
と
は
一
線
を
画
し
た
も
の
で
あ
る

）
2
（

。
彼
ら
の
儒
学
評
価
は
、
む
し
ろ
、
陳
独
秀

ら
の
「
新
派
」
の
議
論
を
一
旦
真
剣
に
受
け
止
め
た
上
で
、
儒
学
を
反
省
的
に
捉
え
返
し
た
中
か
ら
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

あ
る
意
味
で
、
彼
ら
の
言
う
「
儒
学
」
は
、
も
は
や
旧
来
の
意
味
で
の
儒
学
と
は
異
質
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
い
う
る
。

　
つ
ま
り
、
梁
啓
超
も
梁
漱
溟
も
、
と
も
に
一
方
で
「
民
主
」
と
「
科
学
」
に
代
表
さ
れ
る
西
洋
近
代
的
な
要
素
を
む
し
ろ
積

極
的
に
受
け
入
れ
つ
つ
、
他
方
で
、
儒
学
は
そ
れ
ら
と
は
別
個
の
独
自
の
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
認
定
し
、
儒
学
が
新
た

な
時
代
に
お
い
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
梁
啓
超
は
、「
甚
麼
是
新
文
化
」
（
一
九
二
二
）
と
題
す
る
講
演
で
、「
新
文
化
」
に
お
い
て
は
、「
知
識
面
で
は
、

科
学
的
理
解
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
」「
品
格
面
で
は
、
自
律
的
情
操
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
二
つ
の
要
求
が
あ
る

と
し
た
上
で
、
後
者
に
つ
い
て
儒
学
は
有
効
な
機
能
を
果
た
し
う
る
と
論
じ
、「
儒
家
主
義
は
、
ま
さ
に
新
文
化
に
合
致
し
て

い
る
と
い
え
る
」
と
し
て
い
る

）
3
（

。
ま
た
、
梁
漱
溟
は
、『
東
西
文
化
及
其
哲
学
』
の
中
で
、「
我
々
が
現
在
持
つ
べ
き
態
度
」
と

し
て
、「
西
洋
文
化
に
つ
い
て
は
、
全
面
的
に
受
容
す
る
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、「
批
判
的
視
点
か
ら
、
中
国
の
本
来
の
態
度

を
改
め
て
取
り
出
し
て
く
る
」
と
主
張
し
て
い
る

）
4
（

〔
梁
漱
溟
の
用
い
る
「
態
度
」
と
い
う
語
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
。
ま
た
、
梁
漱
溟
は
、

孔
子
こ
そ
が
、
中
国
的
態
度
の
最
も
適
切
な
あ
り
方
を
示
す
存
在
だ
と
し
て
い
る

）
5
（

の
で
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
中
国
の
本
来
の
態
度
」
と
は
、
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梁
漱
溟
に
と
っ
て
は
、
孔
子
に
代
表
さ
れ
る
儒
学
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
〕。

　
た
だ
、
二
人
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
共
通
点
を
持
ち
つ
つ
も
、
儒
学
復
興
を
主
張
す
る
背
景
と
な
る
「
東
西
文

化
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
認
識
な
ど
に
お
い
て
、
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
。
以
下
、
梁
啓
超
と
梁
漱
溟
の
主
張
の
「
同
」
と

「
異
」
に
着
目
し
て
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

二
　
梁
啓
超
も
梁
漱
溟
も
、「
中
国
」
対
「
西
洋
」
と
い
う
対
抗
図
式
を
前
提
と
し
た
上
で
、
特
に
「
儒
学
」
こ
そ
が
「
中
国
文

化
」
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、「
中
国
文
化
」
の
同
時
代
的
な
意
義
も
ま
ず
第
一
に
は
「
儒
学
」
の
中
に
こ
そ
存
す
る
と
み

な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、「
儒
学
一
尊
」
の
時
代
で
あ
れ
ば
、
い
わ
ば
当
然
の
も
の
だ
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
民
国
初
期
の
当
時
の
文
脈
の
中
で
は
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
自
明
」
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
例
え
ば
、
胡
適
（
一
八
九
一
―
一
九
六
二
）
は
、『
先
秦
名
学
史

）
6
（

』
の
中
で
、
儒
学
は
、「
古
代
中
国
に
盛
行
し
た
多
く
の
互
い

（
1
）
本
稿
で
は
、
梁
漱
溟
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
能
力
的
・
時
間
的
限
界
の
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
『
東
西
文
化
及
其
哲
学
』（
一
九
二
一
）
の
み

を
材
料
と
す
る
。
こ
の
書
は
必
ず
し
も
周
到
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
著
作
で
は
な
く
、
梁
漱
溟
自
身
、
そ
の
後
に
見
解
を
改
め
た
部
分
も
少
な
く
な
い
が
、

出
版
時
の
社
会
的
反
響
の
大
き
さ
な
ど
も
考
え
、
本
稿
で
は
、
こ
の
書
に
よ
っ
て
当
時
の
梁
漱
溟
の
主
張
を
代
表
さ
せ
る
。

（
2
）
梁
漱
溟
は
、
陳
独
秀
ら
の
主
張
に
反
発
す
る
だ
け
の
「
旧
派
」
に
つ
い
て
、「
新
派
へ
の
一
種
の
反
動
で
し
か
な
く
、
彼
ら
は
旧
文
化
を
唱
導
し
て
い

る
の
で
は
な
い
」「
彼
ら
は
、
心
理
的
に
反
感
や
不
服
を
感
じ
て
い
る
だ
け
で
、
喜
ん
で
旧
文
化
を
唱
導
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
積
極
的
衝
動
な
ど
持
っ
て
い

な
い
。
特
に
彼
ら
自
身
の
思
想
の
内
容
は
非
常
に
空
虚
で
あ
っ
て
、
旧
文
化
の
根
本
精
神
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
全
く
知
ら
な
い
」〔『
東
西
文
化
及
其
哲
学
』、

『
梁
漱
溟
全
集
』
第
一
巻
（
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
）、
五
三
一
―
二
頁
〕
と
批
判
し
て
い
る
。

（
3
）『
飲
冰
室
合
集
集
外
文
』（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
）、
九
〇
六
、九
〇
八
頁
。

（
4
）『
梁
漱
溟
全
集
』
第
一
巻
、
五
二
八
頁
。

（
5
）『
梁
漱
溟
全
集
』
第
一
巻
、
五
三
九
頁
な
ど
参
照
。

（
6
）
こ
の
書
の
原
題
は
　T

he D
evelopm

ent of Logical M
ethod in Ancient C

hina

　
で
、
一
九
一
七
年
に
完
成
さ
れ
、
一
九
二
二
年
に
上
海
で
出
版
さ
れ
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に
敵
対
す
る
学
派
の
中
の
一
派
」、「
輝
か
し
い
哲
学
の
群
星
の
中
の
一
つ
の
明
星
」
で
し
か
な
く
、
中
国
哲
学
の
歴
史
の
流
れ

と
し
て
見
た
場
合
、
今
日
に
お
い
て
儒
学
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
別
に
大
き
な
問
題
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、

中
国
哲
学
の
未
来
は
、
一
つ
に
は
、「
儒
学
を
本
来
の
地
位
に
戻
す
、
つ
ま
り
、
そ
の
歴
史
的
背
景
の
中
に
お
け
る
地
位
を
回

復
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
学
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
、
い
ま
一
つ
に
は
、
中
国
古
代
に
お
い
て
儒
家
の
学
派
と
同

時
期
に
盛
行
し
た
「
偉
大
な
哲
学
学
派
の
恢
復
」
に
こ
そ
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ
そ
う
し
た
「
非
儒
学
派
」
（
具

体
的
に
は
、
独
自
の
論
理
学
を
持
っ
た
墨
家
グ
ル
ー
プ
な
ど
）
の
「
恢
復
」
が
必
要
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
学
派
の
中
に
こ
そ
「
西

洋
哲
学
と
科
学
の
最
良
の
成
果
を
移
植
す
る
の
に
適
切
な
土
壌
」
を
見
出
し
う
る
か
ら
だ
と
い
う

）
7
（

。

　
こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
胡
適
が
「
恢
復
」
を
主
張
す
る
「
非
儒
学
派
」
は
、「
偉
大
な
哲
学
学
派
」
と
呼
ば
れ
て
は

い
る
も
の
の
、
西
洋
思
想
に
対
し
て
独
自
の
価
値
を
持
つ
と
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
西
方
哲
学
と
科
学
の

最
良
の
成
果
」
を
中
国
に
導
入
す
る
た
め
の
受
け
皿
と
し
て
の
価
値
を
認
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
彼
が
こ
う
し
た
学
派
を

宣
揚
す
る
の
は
、「
私
は
わ
が
国
の
人
民
が
西
洋
の
方
法
が
中
国
の
精
神
に
と
っ
て
全
く
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
渇
望
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に

）
8
（

、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
西
洋
の
科
学
な
ど
が
中
国
に
よ
り
ス

ム
ー
ス
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
、
胡
適
に
と
っ
て
は
、
儒
学
は
決
し
て
中
国
思
想
を
代
表
す
る
存
在
で
は
な
く
、
し
か
も
そ
れ
は
す
で
に
役
割
を
終

え
た
「
過
去
の
遺
物
」
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
、
彼
が
高
く
評
価
す
る
儒
学
以
外
の
「
非
儒
学
派
」
に
し
て
も
、
西
洋
思
想
と
異

質
の
価
値
を
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
一
九
一
九
年
に
初
版
が
出
版
さ
れ
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
胡
適
の
『
中
国
哲
学
史
大
綱
　
上
』
は
、
こ
の
『
先

秦
名
学
史
』
を
雛
形
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
胡
適
は
、『
中
国
哲
学
史
大
綱
』
に
お
い
て
は
、
科
学
的
・
客
観
的
な
哲
学
史

の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る

）
9
（

こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
は
、『
先
秦
名
学
史
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
彼
の
明
確
な
意
見
表
明

は
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
実
質
的
記
述
内
容
を
見
た
場
合
、
そ
の
背
景
に
は
、「
儒
学
の
地
位
の
相
対
化
」
と
「
非
儒
学
派
の
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価
値
の
再
評
価
」
と
い
う
『
先
秦
名
学
史
』
と
同
様
の
意
図
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
十
分
推
定
し
う
る
。

　
こ
う
し
た
胡
適
の
儒
学
の
位
置
づ
け
の
仕
方
は
、
先
に
触
れ
た
梁
啓
超
や
梁
漱
溟
の
観
点
と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
る

）
10
（

。
そ

し
て
、
実
の
と
こ
ろ
、
一
九
二
〇
年
代
の
梁
啓
超
や
梁
漱
溟
の
儒
学
に
つ
い
て
議
論
は
、
こ
う
し
た
胡
適
的
な
主
張
を
共
通
の

主
要
な
論
敵
と
し
て
想
定
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
梁
啓
超
は
、「
評
胡
適
之
『
中
国
哲
学
史
大
綱
』」
（
一
九
二
二
）
に
お
い
て
、
胡
適
の
哲
学
史
の
方
法
に
つ
い
て
、「
胡
先
生

は
中
国
古
代
哲
学
を
観
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
全
て
『
知
識
論
』
の
面
か
ら
着
手
し
、
し
か
も
非
常
に
精
密
に
観
察
し
て
い

る
」
と
一
定
の
評
価
を
与
え
つ
つ
も
、「
私
が
議
論
し
た
い
の
は
、
中
国
古
代
哲
学
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、
こ
れ
を
以
て
唯

た
英
文
の
著
作
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
中
訳
版
を
参
照
し
た
。

（
7
）『
胡
適
学
術
文
集
・
中
国
哲
学
史
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
一
）、
七
七
三
頁
。

（
8
）
同
上
、
七
七
四
頁
。

（
9
）
胡
適
は
「
導
言
」
に
お
い
て
、
哲
学
史
の
「
根
本
工
夫
」
と
し
て
「
述
学
」
と
い
う
作
業
を
挙
げ
、
そ
れ
は
「
正
確
な
手
段
、
科
学
的
方
法
、
精
密
な

思
考
を
用
い
て
、
全
て
の
史
料
の
中
か
ら
、
各
哲
学
家
の
一
生
の
経
歴
や
思
想
的
淵
源
や
沿
革
、
学
説
の
本
当
の
姿
を
追
求
す
る
」（『
胡
適
学
術
文
集
・

中
国
哲
学
史
』
一
四
頁
）
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
哲
学
史
の
最
終
目
的
は
、「
評
判
」（
即
ち
「
学
ぶ
者
に
各
家
の
学
説
の
価
値
を
知
ら
し
め
る
」
こ
と
）

で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
哲
学
史
を
書
く
人
自
身
の
眼
光
に
よ
っ
て
古
人
の
是
非
得
失
を
批
評
す
る
」
と
い
う
「〝
主
観
的
〞
評
判
」
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
「〝
客
観
的
〞
評
判
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
同
前
、
一
〇
頁
）。
さ
ら
に
、
胡
適
は
、
儒
家
の
経
典
で
あ
る
『
春
秋
』
に
つ
い
て
、「
後
の

歴
史
家
は
、
あ
ま
り
に
『
春
秋
』
を
崇
拝
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
彼
ら
が
歴
史
を
書
く
時
に
、
史
料
の
真
偽
を
討
論
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
『
書
法
』

や
『
正
統
』
な
ど
と
い
っ
た
数
々
の
謬
説
の
み
を
顧
慮
し
た
。『
春
秋
』
の
余
毒
の
た
め
に
、
中
国
に
は
主
観
的
歴
史
の
み
が
存
在
し
、
物
観
的
（
引
用
者

注
：
「
客
観
的
」
に
ほ
ぼ
等
し
い
）
歴
史
が
存
在
し
な
い
」（
同
前
、
七
六
頁
）
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
客
観
的
な
歴
史
記
述
を
目
指
す
べ
き
だ
と
主
張

す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
一
種
の
儒
学
批
判
に
も
な
っ
て
い
る
。

（
10
）
実
は
、「
非
儒
学
派
の
価
値
の
再
評
価
」
と
い
う
点
で
は
、
梁
啓
超
は
、
胡
適
の
先
駆
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
一
九
〇
二
年
の
「
論

中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
に
お
い
て
は
、「
南
派
」「
北
派
」
と
い
う
図
式
を
用
い
て
、
中
国
思
想
の
起
源
の
複
数
性
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
儒
家
以
外

の
多
様
な
学
派
が
活
躍
し
て
い
た
諸
子
百
家
の
時
代
こ
そ
が
中
国
思
想
の
黄
金
時
代
で
あ
り
、
儒
学
以
外
に
も
、
優
れ
た
思
想
家
が
多
数
存
在
し
た
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
。
た
だ
、
後
述
の
よ
う
に
、
梁
啓
超
は
一
九
一
〇
年
代
に
入
る
と
、
儒
学
、
と
り
わ
け
孔
子
こ
そ
が
中
国
文
化
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ

る
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
、
中
国
の
主
要
な
思
想
学
派
は
す
べ
て
孔
子
に
起
源
す
る
と
い
う
歴
史
的
見
解
を
提

出
す
る
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
梁
啓
超
の
孔
子
評
価
の
変
遷
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
梁
啓
超
の
『
孔
子
』
像
と
そ
の
意
味
」（
高
柳
信
夫
編

『
中
国
に
お
け
る
「
近
代
知
」
の
生
成
』、
東
方
書
店
、
二
〇
〇
七
）
参
照
。
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一
の
観
察
点
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
11
（

」
と
の
疑
念
を
呈
し
、
特
に
胡
適
の
孔
子
に
対
す
る
分
析
に
つ
い
て
、

　
胡
先
生
の
こ
の
書
は
、
お
よ
そ
知
識
論
に
関
す
る
部
分
は
全
て
す
ば
ら
し
く
、
彼
が
孔
子
を
論
ず
る
場
合
も
、
知
識
論

を
立
脚
点
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
知
識
論
は
孔
子
の
哲
学
に
お
い
て
は
第
二
、
第
三
の
地
位
を
占
め
る
の
み
で
、
彼
の
根

本
精
神
は
、
知
識
と
い
う
面
か
ら
は
絶
対
に
発
見
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
全
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
彼

は
孔
子
に
つ
い
て
色
々
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
に
関
係
な
く
（
原
注

：

も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
正
し

い
も
の
が
あ
る
の
だ
が
）
、
私
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
（
孔
子
の
）
精
華
を
捨
て
て
糟
粕
を
取
っ
て
い
る
も
の
で
し
か
な
い

）
12
（

。

と
評
し
、
胡
適
が
孔
子
の
真
価
を
全
く
捉
え
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

　
一
方
、
梁
漱
溟
も
、『
東
西
文
化
及
其
哲
学
』
の
中
で
、
胡
適
が
「
仁
」「
一
以
貫
之
」
と
い
っ
た
孔
子
の
学
説
の
中
核
と
な

る
内
容
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
と
論
じ
て
い
る

）
13
（

。

　
ま
た
、
梁
啓
超
と
梁
漱
溟
の
儒
学
に
関
す
る
議
論
に
は
、
孔
子
を
単
な
る
「
儒
学
の
祖
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
文
化
全
体

に
と
っ
て
圧
倒
的
に
偉
大
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
点
で
も
共
通
の
特
徴
が
あ
る
。

　
例
え
ば
、
や
や
前
の
時
代
の
一
九
一
〇
年
代
の
発
言
で
あ
る
が
、
梁
啓
超
は
、「
孔
子
之
教
義
実
際
裨
益
於
今
日
国
民
者
何

在
，
欲
昌
明
之
其
道
何
由
」（
一
九
一
五
）
と
題
す
る
文
章
に
お
い
て
、「
中
国
文
明
は
、
実
は
孔
子
が
そ
の
代
表
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
上
で
、「
吾
が
国
民
が
二
千
年
来
、
一
つ
の
集
団
を
形
成
し
、
そ
れ
が
崩
れ
ず
に
維
持
で
き
て
き
た
の

は
、
実
は
、
孔
子
を
無
形
の
枢
軸
と
し
て
い
た
お
か
げ
で
あ
る

）
14
（

」
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
孔
子
こ
そ
が
中
国
文
化
を
代
表

す
る
唯
一
の
存
在
だ
と
す
る
見
解
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
、
孔
子
は
儒
家
に
対
立
し
た
道
家
・
墨
家
な
ど
の
学
派
に
と
っ
て
も
、

そ
の
始
源
と
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
、
更
に
歴
史
的
な
側
面
か
ら
補
強
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
梁
啓
超
は
、「
評
胡
適
之
『
中
国
哲
学
史
大
綱
』」
に
お
い
て
、
老
子
を
以
て
中
国
哲
学
史
の
実
質
的
な
開
始
と
し
て
い
た
胡
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適
に
対
し
て
、「
私
は
『
老
子
』
と
い
う
書
物
の
著
作
年
代
は
、
戦
国
時
代
の
末
で
は
な
い
か
と
強
く
疑
っ
て
い
る
」
と
し
て
、

老
子
の
思
想
は
孔
子
よ
り
も
遙
か
に
後
の
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
代
は
「
結
局
、
荘
周
の
前
な
の
か
後
な
の
か
と
い
う
こ

と
は
、
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
る
」
と
し
て
、
道
家
思
想
が
『
老
子
』
を
起
源
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
対
し
て
疑

念
を
表
明
し
た

）
15
（

。

　
そ
し
て
、
も
し
荘
周
が
道
家
思
想
の
始
祖
と
な
れ
ば
、
荘
周
の
師
は
田
子
方
、
田
子
方
は
孔
子
の
弟
子
の
子
夏
の
門
下
と

い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
道
家
の
思
想
は
、
そ
の
思
想
内
容
は
と
も
か
く
と
し
て
、
系
譜
的
に
は
孔
子
を
継
承

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
後
日
、
梁
啓
超
は
、
実
際
に
、
そ
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
し
た
。
彼
は
、『
儒
家
哲
学
』

（
一
九
二
七
）
に
お
い
て
、

　『
老
子
』
と
い
う
書
が
孔
子
よ
り
も
前
の
も
の
で
は
な
い
と
な
る
と
、
荘
子
と
老
子
の
先
後
も
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

以
前
は
「
老
荘
」
と
言
っ
て
い
た
が
、
も
し
荘
子
が
前
で
あ
れ
ば
「
荘
老
」
と
改
称
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
　
荘

子
は
田
子
方
に
学
び
、
田
子
方
は
子
夏
に
学
ん
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
荘
子
は
一
方
で
道
家
の
大
師
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方

で
孔
門
の
三
伝
の
弟
子
な
の
で
あ
る

）
16
（

。

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
淮
南
子
』「
要
略
篇
」
に
「
墨
子
は
孔
子
の
道
を
受
け
、
儒
家
の
術
を
学
ぶ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
墨

（
11
）『
飲
冰
室
合
集
』「
文
集
之
三
十
八
」（
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
再
版
）、
五
一
頁
。

（
12
）
同
上
、
六
一
頁
。

（
13
）
胡
適
の
「
仁
」
解
釈
に
つ
い
て
の
批
判
は
、『
梁
漱
溟
全
集
』
第
一
巻
、
四
五
三
頁
、「
一
以
貫
之
」
解
釈
に
つ
い
て
の
批
判
は
、
同
、
四
四
七
―
八
頁
参
照
。

（
14
）『
飲
冰
室
合
集
』「
文
集
之
三
十
三
」、
六
〇
頁
。

（
15
）『
飲
冰
室
合
集
』「
文
集
之
三
十
八
」、
五
七
、五
九
頁
。

（
16
）『
飲
冰
室
合
集
』「
専
集
之
一
百
三
」、
二
〇
頁
。
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家
も
い
わ
ば
系
譜
的
に
は
儒
家
を
継
承
す
る
も
の
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、
梁
啓
超
に
よ
れ
ば
、「
道
・
墨
の
両
家
も
ま
た
、
儒

家
の
支
派
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
後
に
「
道
・
墨
の
両
家
が
盛
ん
に
な
り
、
儒
家
と
（
思

想
界
を
）
三
分
す
る
地
位
に
立
つ
よ
う
に
な
る
と
、
孔
子
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
く
な
っ
た
」
と
は
い
う
も
の
の
、
結

局
、
諸
子
百
家
の
主
要
な
三
学
派
は
、
い
ず
れ
も
孔
子
に
淵
源
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た

）
17
（

。
つ
ま
り
、
先
に
引
い
た
「
中
国
文

明
は
、
実
は
孔
子
が
そ
の
代
表
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
認
定
は
、
歴
史
的
に
も
正
当
な
も
の
だ
と
見
な
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
梁
漱
溟
も
、「
孔
子
以
前
の
中
国
文
化
は
ほ
と
ん
ど
が
孔
子
の
手
の
中
に
収
め
ら
れ
、
孔
子
以
後
の
中
国
文
化
も
ま

た
ほ
と
ん
ど
が
孔
子
の
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
て
い
る
」
と
し
て
、
孔
子
こ
そ
が
、
儒
家
の
み
な
ら
ず
、
中
国
文
化
を
代
表
す
る

存
在
で
あ
る
と
認
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
梁
漱
溟
に
よ
れ
ば
、
彼
の
こ
の
判
断
は
、
孔
子
は
天
子
の
史
官
で
あ
っ
た
「
太

史
」
の
文
化
遺
産
を
継
承
し
た
た
め
に
、「
前
聖
の
遺
文
は
全
て
孔
氏
に
帰
し
」、
諸
子
と
の
関
係
で
い
え
ば
、「
孔
子
は
諸
子

と
同
列
に
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
孔
子
は
﹁
全
﹂﹁
主
﹂
で
あ
り
、
諸
子
は
﹁
分
﹂﹁
賓
﹂
で
あ
る
」
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う

張
爾
田
（
一
八
七
四
―
一
九
四
五
）
の
説
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
い
わ
ば
歴
史
的
に
も
根
拠
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る

）
18
（

。

　
か
く
し
て
、
梁
啓
超
や
梁
漱
溟
に
と
っ
て
、「
孔
子
」
と
い
う
存
在
は
、
い
わ
ば
中
国
文
化
を
代
表
す
る
唯
一
無
二
の
存
在

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
彼
ら
は
、
孔
子
は
単
に
中
国
文
化
を
象
徴
す
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
「
乗
り
越
え
不
可
能
」

な
存
在
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
（
つ
ま
り
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
中
国
文
化
は
孔
子
以
来
、
本
質
的
な
点
に
お
い
て
進
歩

し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

）
19
（

）
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
に
と
っ
て
、「
孔
子
」
は
、
そ
の
教
義
を
さ
ら
に
「
発
展
・
向
上
」
さ
せ

る
べ
き
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
「
発
見
・
再
現
」
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
例
え
ば
、
梁
啓
超
は
、
先
に
も
引
い
た
「
孔
子
之
教
義
実
際
裨
益
於
今
日
国
民
者
何
在
，
欲
昌
明
之
其
道
何
由
」
に
お
い
て
、

孔
子
の
教
義
の
第
一
の
作
用
は
「
人
格
を
養
成
す
る
」
こ
と
に
あ
り
、「
孔
子
が
大
聖
、
至
聖
た
る
所
以
」
と
し
て
、「
人
格
の

綱
領
、
細
目
お
よ
び
そ
の
養
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
孔
子
の
教
え
こ
そ
が
完
備
し
て
お
り
、
人
が
孔
子
の
教
え
に
従
っ
て
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い
け
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
孔
子
の
教
え
以
外
に
は
何
も
必
要
は
な
い
」

と
い
う
点
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
孔
子
の
人
格
的
模
範
は
、「
固
よ
り
孔
子
一
人
が
突
然
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
は

な
い
が
、
孔
子
は
実
際
に
集
大
成
し
、
言
葉
を
以
て
そ
れ
を
教
え
、
ま
た
身
を
以
て
そ
れ
を
教
え
た
」
の
で
あ
り
、
孔
子
の
後

の
時
代
の
中
国
人
の
責
務
は
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
孔
子
の
「
言
論
行
誼
」
か
ら
、
そ
の
理
想
的
な
人
格
を
知
り
、
そ
れ
を

模
範
と
し
て
ゆ
く
こ
と
だ
と
し
て
い
る

）
20
（

。
そ
し
て
、
彼
は
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
も
、
様
々
な
講
演
に
お
い
て
、
孔
子
こ
そ

が
人
生
の
模
範
た
り
う
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
度
々
強
調
し
て
い
る

）
21
（

。

　
梁
漱
溟
は
と
い
え
ば
、
西
洋
と
対
比
し
た
場
合
の
中
国
文
化
の
生
成
の
歴
史
の
特
徴
と
し
て
、「
そ
の
始
ま
り
が
非
常
な
大

天
才
で
あ
り
、
そ
の
思
想
が
余
り
に
深
く
、
緻
密
で
あ
っ
た
の
で
、
後
の
天
才
は
そ
の
上
に
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
以
外

に
新
し
い
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
範
囲
の
中
を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
を
あ
げ
、
黄
帝
か

ら
周
公
、
孔
子
ま
で
を
「
大
天
才
」
と
し
て
位
置
づ
け
、「
周
公
と
孔
子
が
我
々
の
た
め
に
準
備
し
て
く
れ
た
も
の
が
あ
ま
り

に
周
到
で
適
切
」
で
あ
っ
た
た
め
に
、「
逆
に
進
歩
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
断
定
し
て
い
る

）
22
（

。
そ
し
て
、
先
の
「
孔

（
17
）
同
右
。

（
18
）
以
上
、『
梁
漱
溟
全
集
』
第
一
巻
、
四
七
二
頁
。

（
19
）
も
ち
ろ
ん
、
過
去
の
「
儒
学
一
尊
」
の
時
代
に
お
い
て
も
、
当
然
、
孔
子
は
「
乗
り
越
え
不
可
能
」
な
聖
人
だ
と
見
ら
れ
て
い
た
し
、
近
代
に
お
い
て

孔
子
を
比
較
を
絶
し
た
至
高
の
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
考
え
方
と
し
て
著
名
な
も
の
と
し
て
は
、
康
有
為
の
「
孔
教
」
が
容
易
に
連
想
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
旧
来
の
聖
人
と
し
て
の
孔
子
や
、
康
有
為
の
「
孔
子
」
は
、
い
わ
ば
中
国
や
西
洋
を
含
め
た
全
て
の
領
域
に
お
い
て
超
絶
的
な
「
万
世
の

教
主
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
梁
啓
超
・
梁
漱
溟
に
と
っ
て
の
「
孔
子
」
は
、「
西
洋
文
化
」
と
対
比
し
た
場
合
の
「
中
国
文
化
」

の
優
れ
た
特
質
を
十
全
な
形
で
体
現
し
て
い
る
存
在
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
梁
啓
超
・
梁

漱
溟
の
「
孔
子
」
は
、
あ
く
ま
で
「
中
国
文
化
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た
圏
域
に
お
い
て
「
乗
り
越
え
不
可
能
」
な
存
在
な
の
で
あ
っ
て
、「
西
洋
」
的
価
値

ま
で
も
包
括
す
る
存
在
で
は
な
い
。

（
20
）『
飲
冰
室
合
集
』「
文
集
之
三
十
三
」、
六
五
―
六
頁
。

（
21
）
例
え
ば
、「
東
南
大
学
課
畢
告
別
辞
」（
一
九
二
三
）
に
お
い
て
、
精
神
的
な
充
実
を
得
る
た
め
に
は
、
先
ず
「
美
満
的
人
生
観
」
を
確
立
す
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
し
て
、
孔
子
こ
そ
は
「
美
満
的
人
生
観
」
を
明
確
に
認
識
し
え
た
存
在
で
あ
る
と
し
て
い
る
（『
飲
冰
室
合
集
』「
文
集
之
四
十
」、
一
三
頁
）。

（
22
）『
梁
漱
溟
全
集
』
第
一
巻
、
四
八
一
頁
。
ち
な
み
に
、
中
国
と
対
比
さ
れ
た
西
洋
文
化
の
特
質
は
、「
た
だ
一
般
的
な
天
才
の
み
が
い
た
の
で
、
道
理
は
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子
以
前
の
中
国
文
化
は
ほ
と
ん
ど
が
孔
子
の
手
の
中
に
収
め
ら
れ
」
た
と
い
う
発
言
を
考
え
れ
ば
、
孔
子
こ
そ
が
ま
さ
に
「
大

天
才
」
中
の
「
大
天
才
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
梁
漱
溟
に
よ
れ
ば
、
孔
子
に
よ
っ
て
最
終
的
に
完
成
さ
れ
た
優
れ
た
文
化
遺
産
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現

実
に
は
「
中
国
人
が
実
際
に
用
い
て
き
た
文
化
は
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
数
千
年
間
、
孔
子
の
考
え
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で

き
た
も
の
は
少
な
か
っ
た

）
23
（

」。
そ
う
な
る
と
、
梁
漱
溟
に
と
っ
て
も
、
孔
子
以
後
の
中
国
文
化
の
継
承
者
の
役
割
は
、
す
で
に

孔
子
に
よ
っ
て
周
到
に
準
備
さ
れ
て
い
る
教
え
を
現
実
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
こ
そ
存
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
以
上
、
梁
啓
超
と
梁
漱
溟
の
「
儒
学
復
興
」
論
の
共
通
点
を
見
て
き
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
議
論
は
全
て
に
お
い
て
類
似

し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、
対
立
す
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
つ
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

「
儒
学
」
と
「
仏
教
」
の
関
係
（
あ
る
い
は
よ
り
広
く
「
中
国
文
化
」
と
「
イ
ン
ド
文
化
」
の
関
係
）
を
ど
う
見
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
近
代
中
国
の
思
想
史
に
お
い
て
、
多
く
の
思
想
家
が
仏
教
を
自
ら
の
思
想
的
資
源
と
し
て
活
用
し
て
き
た
。

た
だ
、「
中
国
文
化
」
対
「
西
洋
文
化
」
と
い
う
図
式
を
考
え
た
場
合
、
仏
教
は
果
た
し
て
「
中
国
文
化
」
の
要
素
に
含
ま
れ
る

の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
仏
教
が
そ
の
起
源
に
お
い
て
、
外
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、

他
方
で
、
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
仏
教
が
中
国
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い
う
事
実
は
抹
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
胡
適
の
よ
う
に
、
仏
教
の
中
国
へ
の
流
入
を
、
中
国
に
と
っ
て
の
「
不
幸
」
で
あ
っ
た
と
し
て
切
り
捨
て
て
し

ま
う
こ
と
も
可
能
だ
が

）
24
（

、「
私
は
仏
教
に
対
し
て
信
仰
を
有
す
る
人
間
で
あ
る

）
25
（

」
と
自
ら
表
明
し
て
い
る
梁
啓
超
や
、
イ
ン
ド

哲
学
の
専
門
家
と
し
て
北
京
大
学
に
招
か
れ
た
梁
漱
溟
に
と
っ
て
は
、
仏
教
の
問
題
は
、
そ
の
よ
う
に
簡
単
な
処
理
で
済
ま
せ

る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。



167 「儒学復興」の起点？

　
梁
啓
超
は
、
す
で
に
一
九
〇
二
年
の
段
階
で
、「
論
仏
教
与
群
治
之
関
係

）
26
（

」
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
は
新
た
な
時

代
の
中
国
国
民
に
と
っ
て
相
応
し
い
教
義
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
そ
の
認
識
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
も
基
本

的
に
変
化
は
な
い
。
た
だ
し
、
梁
啓
超
が
「
今
日
的
意
義
」
を
認
め
る
仏
教
は
「
イ
ン
ド
仏
教
」
で
は
な
く
「
中
国
仏
教
」
で

あ
っ
た
。
彼
は
『
欧
游
心
影
録
節
録
』
（
一
九
二
〇
）
に
お
い
て
、
中
国
の
仏
教
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

仏
教
は
イ
ン
ド
で
創
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
実
は
中
国
に
お
い
て
盛
ん
に
な
っ
た
も
の
で
、
現
在
、
大
乗
の
各
派
は
、

イ
ン
ド
に
お
い
て
は
全
て
絶
え
、
正
法
の
継
承
は
す
べ
て
支

（
マ
マ
）

那
に
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
仏
学
研
究
は
、
日
ご
と
に
盛

ん
に
な
っ
て
お
り
、
梵
文
で
現
存
す
る
経
典
は
、
殆
ん
ど
翻
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
梵
文
の
中
に
大
乗
を
求
め
て
も
、
ど
れ

だ
け
の
も
の
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
我
々
が
自
ら
創
り
だ
し
た
宗
派
に
つ
い
て
は
、
ま
し
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
我
々
の
禅
宗
の
よ
う
な
も
の
は
、
ま
こ

と
に
「
応
用
的
仏
教
」「
世
間
的
仏
教
」
で
あ
り
、
間
違
い
な
く
イ
ン
ド
以
外
に
お
い
て
こ
そ
発
生
し
う
る
も
の
で
あ
り
、

間
違
い
な
く
中
国
人
の
特
質
を
表
現
し
た
も
の
で
、「
出
世
法
」
と
「
現
世
法
」
を
並
行
し
て
矛
盾
し
あ
わ
な
い
よ
う
に

さ
せ
て
い
る

）
27
（

。

一
つ
一
つ
継
続
的
に
徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
き
、
そ
の
文
明
は
累
積
的
に
進
歩
し
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
」
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
同
前
）。

（
23
）
同
上
、
四
七
二
頁
。

（
24
）
胡
適
が
こ
の
よ
う
な
見
方
を
示
し
た
発
言
は
数
多
い
が
、
端
的
な
も
の
と
し
て
、
唐
徳
剛
訳
注
『
胡
適
口
述
自
伝
』
の
「
私
は
全
て
の
仏
教
の
東
伝
時

代
を
、
中
国
の
『
イ
ン
ド
化
時
代
』（Indianization period

）
だ
と
み
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
実
に
大
い
な
る
不
幸
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
」〔
欧
陽

哲
生
（
編
）『
胡
適
文
集
』（
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
八
）、
第
一
冊
、
四
一
六
頁
。（
　
）
内
は
訳
者
に
よ
る
補
足
〕
な
ど
が
あ
る
。

（
25
）「
印
度
与
中
国
文
化
之
親
属
的
関
係
」（
一
九
二
四
）、『
飲
冰
室
合
集
』「
文
集
之
四
十
一
」、
三
七
頁
。
な
お
、
梁
啓
超
の
仏
教
評
価
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「『
中
国
学
術
思
想
史
』
に
お
け
る
仏
教
の
位
置

―
梁
啓
超
の
場
合
」（『
言
語
・
文
化
・
社
会
』
第
五
号
、
学
習
院
大
学
外
国
語
教
育
研
究
セ

ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
）
参
照
。

（
26
）『
飲
冰
室
合
集
』「
文
集
之
十
」
に
収
録
。

（
27
）『
飲
冰
室
合
集
』「
専
集
之
二
十
三
」、
三
六
―
七
頁
。
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こ
こ
で
彼
は
、
仏
教
は
イ
ン
ド
起
源
の
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
実
質
的
に
そ
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
中

国
に
お
い
て
で
あ
る
と
認
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
中
国
仏
教
に
特
徴
的
な
性
質
を
、「
応
用
的
仏
教
」「
世
間
的
仏
教
」

で
あ
る
点
、「﹁
出
世
法
」
と
「
現
世
法
」
を
並
行
し
て
矛
盾
し
あ
わ
な
い
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
」（
言
い
換
え
れ
ば
、
元
来
出
世
間

的
な
教
義
で
あ
る
仏
教
を
、
現
実
社
会
に
お
け
る
生
活
の
指
針
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
）
点
に
見
出
し
、
さ
ら
に
そ
れ
は
ま
さ

に
「
中
国
人
の
特
質
」
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
見
な
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
梁
啓
超
の
見
方
か
ら
す
る
と
、「
中
国
仏
教
」
は
、
中
国
と
イ
ン
ド
と
い
う
東
方
世
界
の
二
大
文
化
を
中
国
人

が
主
体
的
に
融
合
し
た
成
果
で
あ
り
こ
と
に
な
り
、
そ
う
な
る
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
儒
学
よ
り
も
む
し
ろ
中
国
仏
教
こ
そ
、

中
国
が
世
界
に
誇
る
べ
き
思
想
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（「
私
は
仏
教
に
対
し
て
信
仰
を

有
す
る
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
梁
啓
超
な
ら
尚
更
で
あ
ろ
う
）
。

　
た
だ
、「
儒
学
か
仏
教
か
」
と
い
う
問
い
は
、
そ
も
そ
も
両
者
の
異
質
性
を
重
く
見
る
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
梁
啓
超
は
、
特
に
孔
子
と
釈
迦
に
つ
い
て
、
両
者
の
共
通
性
を
強
調
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

　
例
え
ば
、「
東
南
大
学
課
畢
告
別
辞
」
（
一
九
二
三
）
に
お
い
て
梁
啓
超
は
、「
最
も
美
満
な
る
人
生
観
を
明
確
に
認
識
で
き
た
」

者
と
し
て
、
孔
子
と
と
も
に
釈
迦
牟
尼
を
並
列
し
、
さ
ら
に
、
梁
啓
超
自
身
が
理
想
と
す
る
「
人
生
観
」
は
、「
仏
経
と
儒
書

の
中
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
た
」
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
私
は
儒
家
と
仏
家
に
は
二
つ
の
大
き
な
共
通
点
が
あ
る

と
確
信
し
て
い
る
」
と
述
べ
、「
宇
宙
は
円
満
な
も
の
で
は
な
く
、
創
造
の
過
程
の
中
に
あ
り
、
人
類
が
努
力
す
る
こ
と
を
必

要
と
し
て
い
る
」「
人
は
単
独
で
存
在
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
世
界
の
中
の
あ
る
部
分
を
﹁
我
﹂
と
い
う
の
は
、
正
し
く
な

い
」
と
い
う
二
つ
の
共
通
認
識
に
基
づ
く
「
人
生
観
」
を
、
主
と
し
て
孔
子
を
中
心
的
事
例
と
し
て
紹
介
し
て
い
る

）
28
（

。

　
こ
う
し
た
点
か
ら
見
て
、
梁
啓
超
は
、
儒
学
と
仏
教
は
、
究
極
の
点
に
お
い
て
は
、
共
通
す
る
基
礎
を
持
つ
も
の
だ
と
し
て
意

識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、「
儒
学
か
仏
教
か
」
と
い
う
二
者
択
一
的
な
判
断
を
す
る
必
要
を
感
じ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
梁
漱
溟
は
、
仏
教
に
つ
い
て
、
梁
啓
超
と
全
く
異
な
る
見
解
を
持
っ
て
い
た
。



169 「儒学復興」の起点？

　
例
え
ば
、
先
に
引
い
た
『
欧
游
心
影
録
節
録
』
に
お
け
る
梁
啓
超
の
発
言
に
つ
い
て
、
梁
漱
溟
は
、

　
梁
任
公
先
生
は
、
仏
教
が
ど
う
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
ハ
ッ
キ
リ
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、「
禅
宗

は
世
間
的
仏
教
、
応
用
的
仏
教
と
言
え
る
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
…
…
　
彼
は
そ
の
た
め
、
い
つ
も
仏
教
を
世
間
に

も
っ
て
き
て
応
用
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
…
…
　
実
は
、
こ
う
し
た
改
造
と
い
う
の
は
や
ろ
う
と
思
っ
て
も
で
き
な
い

こ
と
だ
し
、
も
し
出
来
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
も
は
や
仏
教
で
は
な
い

）
29
（

。

と
批
判
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
梁
漱
溟
に
と
っ
て
は
、
中
国
文
化
（
そ
し
て
そ
の
典
型
と
し
て
の
儒
学
）
と
仏
教
は
、
全
く
異
質
の
思
想
で
あ
り
、
両

者
の
間
に
共
通
の
基
盤
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
く
、
そ
れ
ら
を
融
合
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
梁
漱
溟
は
『
東
西
文
化
及
其
哲
学
』
に
お
い
て
、
文
化
と
は
「
抽
象
的
生
活
様
法
」
で
あ
り
、
文
化
の
違
い
は
「
生
活
の

中
で
問
題
を
解
決
す
る
方
法
の
違
い
」
に
基
づ
く
と
す
る

）
30
（

。
そ
し
て
、
生
活
に
お
い
て
直
面
す
る
問
題
を
解
決
す
る
方
法
に
つ

い
て
三
つ
の
異
な
る
類
型
を
掲
げ
る
（
な
お
、
梁
漱
溟
は
、
こ
の
「
方
法
」
の
こ
と
を
「
路
向
・
態
度
」
な
ど
、
様
々
な
語
に
言
い
換
え
て
い

る
）
。
第
一
の
類
型
は
、
梁
漱
溟
が
「
本
来
の
路
向
」
と
名
付
け
る
も
の
で
、「
奮
闘
的
態
度
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
、
問
題
に

直
面
し
た
場
合
、
積
極
的
に
局
面
を
改
造
し
て
自
身
の
要
求
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
い
う
態
度
で
、
意
欲
を
持
つ
存
在
と
し
て
の

人
間
の
生
活
に
と
っ
て
、
こ
の
「
路
向
・
態
度
」
が
最
も
自
然
な
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
第
二
の
類
型
は
、
問
題
に
直
面
し
た
時

に
、
局
面
を
改
造
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
意
欲
を
現
状
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
、

（
28
）『
飲
冰
室
合
集
』「
文
集
之
四
十
」、
一
三
―
一
四
頁
。

（
29
）『
梁
漱
溟
全
集
』
第
一
巻
、
五
三
六
頁
。

（
30
）
同
上
、
三
八
一
頁
。
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第
三
の
類
型
は
、
積
極
的
意
欲
を
持
つ
こ
と
を
止
め
、
生
活
か
ら
退
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
自
体
を
抹
消
し
て
し
ま
お
う
と

い
う
も
の
、
で
あ
る

）
31
（

。

　
そ
し
て
、
梁
漱
溟
に
よ
れ
ば
、
西
洋
文
化
は
第
一
の
態
度
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
西
洋
文
化
の
「
自
然
へ
の
征
服
（
征
服

自
然
）
」「
科
学
的
方
法
（
科
学
方
法
）
」「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
徳
謨
克
拉
西
）
」
と
い
う
特
質
も
、
全
て
こ
の
第
一
の
態
度
か
ら
帰
結

し
て
き
た
も
の
だ
と
す
る
（
逆
に
い
え
ば
、
第
一
の
態
度
に
基
づ
か
な
い
限
り
、「
科
学
」
や
「
民
主
」
は
発
生
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

）
32
（

）
。

　
さ
ら
に
、
中
国
文
化
は
現
状
と
の
調
和
を
志
向
す
る
第
二
の
態
度
を
「
根
本
精
神
」
と
す
る
も
の
、
イ
ン
ド
文
化
は
意
欲
の

抑
制
と
生
活
か
ら
の
退
避
を
志
向
す
る
第
三
の
態
度
を
「
根
本
精
神
」
と
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ

）
33
（

、
両
者
は
西
洋
文
化
と

は
全
く
異
質
の
文
化
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
中
国
文
化
と
イ
ン
ド
文
化
も
、「
根
本
精
神
」
に
お
い
て
全
く
対
立
す
る
も
の
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
梁
漱
溟
は
、「
我
々
が
イ
ン
ド
と
い
う
の
は
、
実
は
仏
教
を
指
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
教
は
イ
ン
ド
の
道
を

十
分
な
と
こ
ろ
に
ま
で
突
き
進
ん
で
い
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

）
34
（

」
と
す
る
よ
う
に
、
仏
教
こ
そ
は
、
イ
ン
ド
文
化
の
根
本
精

神
を
徹
底
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
な
る
と
、
彼
に
と
っ
て
、
仏
教
と
中
国
文
化
（
特
に
そ
の
理
念
型
と
も
い
え
る
孔
子
の
思
想
）

と
は
、
互
い
に
矛
盾
・
対
立
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
梁
漱
溟
は
、
章
太
炎
ら
が
唯
識
を
﹁
易
﹂
な
ど
に
通

ず
る
も
の
と
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
「
大
い
な
る
錯
誤
」
だ
と
批
判
し

）
35
（

、
ま
た
、
梁
啓
超
が
高
く
評
価
す
る
「
中
国
化
さ
れ

た
仏
教
」
は
、
も
は
や
本
来
の
意
味
で
の
「
仏
教
」
で
は
な
い
と
し
、
さ
ら
に
「
思
う
に
仏
教
は
イ
ン
ド
民
族
の
産
物
で
あ
り
、

中
国
の
民
族
性
と
は
非
常
に
多
く
の
点
で
合
わ
な
い

）
36
（

」
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
梁
啓
超
と
梁
漱
溟
の
間
に
は
、
中
国
文
化
（
特
に
こ
の
二
人
に
と
っ
て
は
ま
ず
第
一
に
そ
れ
は
儒
学
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
る
）
と
仏
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
大
き
な
見
解
の
対
立
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
対
立
は
、
同
時
に
、
中
国
文
化
と
西
洋

文
化
の
今
後
の
あ
る
べ
き
関
係
に
つ
い
て
の
見
方
の
対
立
へ
と
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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四
　
一
九
二
〇
年
代
に
梁
啓
超
や
梁
漱
溟
が
「
儒
学
復
興
」
を
提
唱
し
た
背
景
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
惨
禍
を
経
て
、

西
洋
文
化
の
「
行
き
詰
ま
り
」
が
広
く
意
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。

　
そ
れ
を
承
け
て
、
梁
啓
超
は
、
一
九
一
九
―
一
九
二
〇
年
の
欧
洲
行
の
体
験
を
記
し
た
『
欧
游
心
影
録
節
録
』
に
お
い
て
、

中
国
の
今
後
の
役
割
に
つ
い
て
、

　
我
々
の
国
家
に
は
、
前
途
に
絶
大
な
る
責
任
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
責
任
か
と
い
え
ば
、
西
洋
の
文
明
に

よ
っ
て
わ
が
文
明
を
拡
充
し
、
ま
た
わ
が
文
明
に
よ
っ
て
西
洋
文
明
を
補
い
、
そ
れ
を
化
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一

つ
の
新
文
明
と
す
る
こ
と
で
あ
る

）
37
（

。

（
31
）
同
上
、
三
八
一
―
二
頁
参
照
。

（
32
）
同
上
、
三
八
二
頁
。

（
33
）
同
上
、
三
八
三
頁
。
な
お
、
梁
漱
溟
は
、
西
洋
や
中
国
や
イ
ン
ド
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
「
根
本
精
神
」
以
外
の
態
度
を
取
る
者
が
全
く
存

在
し
な
い
と
は
主
張
し
て
お
ら
ず
、
例
え
ば
、「
西
洋
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
、
そ
の
理
論
は
孔
家
に
近
い
も
の
が
多
く
あ
る
」（
同
上
、

四
七
五
頁
）
と
す
る
よ
う
に
、
西
洋
の
中
に
も
中
国
文
化
と
類
似
し
た
考
え
方
を
す
る
者
も
い
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
、
各
文
化
の
「
根

本
精
神
」
と
異
質
の
態
度
を
取
る
者
は
、
そ
の
文
化
の
中
で
は
あ
く
ま
で
例
外
的
な
存
在
で
し
か
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
梁
漱
溟
は
、
こ
の
よ
う
に
、
一
方
で
文
化
の
類
型
的
な
相
違
を
強
調
し
つ
つ
、
他
方
で
一
つ
の
文
化
の
中
に
、
例
外
と
し
て
他
の
類
型
の
文
化
と
類
似
の

要
素
の
存
在
を
認
め
る
と
い
う
形
で
議
論
を
進
め
る
が
、
こ
う
し
た
「
融
通
無
碍
」
な
立
論
の
た
め
に
、『
東
西
文
化
及
其
哲
学
』
の
論
理
の
筋
道
を
分
か

り
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

（
34
）
同
上
、
四
八
七
頁
。

（
35
）
同
上
、
四
四
一
頁
。

（
36
）
同
上
、
四
七
六
頁
。

（
37
）『
飲
冰
室
合
集
』「
専
集
之
二
十
三
」、
三
五
頁
。
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と
述
べ
、
中
国
と
西
洋
の
文
明
を
融
合
し
て
新
し
い
文
明
を
創
造
す
る
こ
と
が
、
い
わ
ば
中
国
の
「
世
界
史
的
使
命
」
で
あ
る

と
意
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
梁
啓
超
が
こ
の
よ
う
な
形
で
中
国
と
西
洋
の
両
文
明
の
融
合
に
よ
る
「
新
文
明
」
の
建
設
が
可

能
で
あ
る
判
断
し
た
根
拠
は
、
先
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
中
国
に
お
い
て
中
国
文
明
と
イ
ン
ド
文
明
が
融
合
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
新
た
な
「
中
国
的
仏
教
」
が
創
造
さ
れ
た
と
い
う
「
歴
史
的
実
績
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
実
績
は
、
中
国
人
が
外

来
文
化
を
創
造
的
に
受
容
す
る
優
れ
た
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
彼
の
認
識
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
中
国
仏
教
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
文
献
で
あ
る
『
大
乗
起
信
論
』
に
つ
い
て
、
梁
啓
超
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
起
信
論
は
、
イ
ン
ド
的
仏
教
を
消
化
し
、
中
国
的
仏
教
を
創
成
し
た
一
大
産
物
で
あ
る
。
…
…

凡
そ
文
化
力
が
偉
大
な
国
民
に
属
す
る
者
が
外
来
の
学
説
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
、
必
ず
や
そ
れ
を
咀
嚼
し
、
変
化
さ

せ
、
自
己
の
国
民
の
特
性
を
加
え
て
一
つ
の
新
し
い
系
統
を
完
成
さ
せ
る
の
だ
。
わ
が
国
の
仏
教
に
対
す
る
関
係
は
ま
さ

に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

）
38
（

。

　
そ
し
て
、
彼
は
、
こ
の
よ
う
に
仏
教
に
対
し
て
発
揮
さ
れ
た
中
国
人
の
文
化
的
創
造
力
が
、
西
洋
文
化
に
対
し
て
も
発
揮
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
例
え
ば
、『
中
国
歴
史
研
究
法
（
補
編
）
』
（
一
九
二
六
）
、
に
お
い
て
、
梁
啓
超
は
、
中
国
の
「
道
術
史
（
＝
哲
学
史
）
」
の
大
ま

か
な
流
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
取
り
図
を
示
す

）
39
（

。

　
ま
ず
、
儒
家
・
道
家
・
墨
家
を
中
心
と
し
た
「
第
一
主
系
」
が
生
じ
、
漢
か
ら
唐
初
の
時
代
は
、
こ
の
「
第
一
主
系
」
に
対

す
る
「
閏
系
」
の
時
代
と
な
る
。
他
方
で
、
六
朝
か
ら
隋
唐
期
に
か
け
て
仏
教
が
次
第
に
「
第
一
旁
系
」
と
し
て
本
格
的
に
登

場
し
て
き
た
。

　
ち
な
み
に
、「
主
系
」
と
は
梁
啓
超
の
定
義
に
よ
る
と
「
中
国
民
族
自
身
が
作
り
出
し
て
組
織
し
た
も
の
で
、
価
値
と
権
威
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を
持
つ
学
派
で
、
世
界
文
化
に
対
し
て
貢
献
が
あ
る
も
の
」、「
閏
系
」
と
は
「
か
つ
て
主
系
と
な
っ
た
学
派
が
出
現
し
た
後
に
、

そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
で
、
そ
の
整
理
や
解
釈
の
作
業
を
行
っ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
な
り
の
成
果
も
あ
が
っ
て
い

る
も
の
」、「
旁
系
」
と
は
「
外
国
思
想
が
輸
入
さ
れ
た
後
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
あ
る
い
は
、
民
族
の
頭
脳
を
一
旦
通
し
て
か

ら
自
己
の
所
有
物
と
し
た
も
の
」
と
さ
れ
る

）
40
（

。

　
そ
し
て
、
こ
の
「
第
一
旁
系
」
と
し
て
の
仏
教
の
刺
激
の
下
、「
第
一
主
系
」
の
本
来
の
姿
を
追
究
す
る
動
き
が
生
じ
、
そ

の
結
果
「
第
二
主
系
」
と
し
て
の
宋
明
理
学
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。

　
そ
の
後
の
清
代
は
主
に
「
第
二
主
系
」
に
対
す
る
「
閏
系
」
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
後
に
続
く
現
代
は
、
明
末
清
初
に
始
ま

る
西
洋
思
想
の
流
入
が
、
次
第
に
第
二
の
「
旁
系
」
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
ま
だ
そ
れ
が
完
全
に
は
確
立
さ
れ
て
い
な

い
段
階
だ
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
、
梁
啓
超
に
と
っ
て
の
当
面
の
課
題
は
、
西
洋
思
想
を
「
第
二
旁
系
」
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
先

に
、
か
つ
て
「
旁
系
が
最
高
潮
に
ま
で
達
し
、
過
去
の
主
系
と
結
婚
し
、
新
し
い
主
系
を
生
み
出
す

）
41
（

」
と
い
う
形
で
宋
明
理
学

が
生
ま
れ
た
の
と
同
様
に
、
中
国
の
「
主
系
」
と
「
第
二
旁
系
」
と
し
て
の
西
洋
思
想
と
の
「
結
婚
」
に
よ
っ
て
、「
第
三
主

系
」
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
梁
啓
超
は
、
過
去
の
中
国
思
想
と
イ
ン
ド
思
想
の
「
結
婚
」
を
一
つ
の
根
拠
と
し
て
、
中
国
文
化
と
西
洋
文
化

の
融
合
・
調
和
の
可
能
性
を
見
出
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
目
指
し
て
い
た
。
し
か
し
、
中
国
思
想
と
仏
教
の
異
質
性
を
強
調
し
て

（
38
）「
大
乗
起
信
論
考
証
」（
一
九
二
二
）、『
飲
冰
室
合
集
集
外
文
』、
一
三
九
七
頁
。
な
お
、
梁
啓
超
は
、『
大
乗
起
信
論
』
に
つ
い
て
中
国
撰
述
説
を
採
る

が
、
彼
に
と
っ
て
そ
の
事
実
は
、『
大
乗
起
信
論
』
の
内
容
が
イ
ン
ド
仏
教
を
「
歪
曲
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
国
人

が
イ
ン
ド
仏
教
を
「
発
展
」
さ
せ
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
り
、
む
し
ろ
中
国
人
に
と
っ
て
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。

（
39
）
こ
こ
で
の
梁
啓
超
の
「
見
取
り
図
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、『
飲
冰
室
合
集
』「
専
集
之
九
十
九
」
一
四
四
―
一
五
〇
頁
を
参
照
。

（
40
）
同
上
、
一
四
四
頁
。

（
41
）
同
上
、
一
四
五
頁
。
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い
た
梁
漱
溟
の
方
は
、
梁
啓
超
が
考
え
る
よ
う
な
中
国
と
西
洋
の
文
化
的
融
合
も
、
実
現
不
可
能
な
幻
想
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

　
彼
は
『
東
西
文
化
及
其
哲
学
』
の
出
版
の
頃
の
状
況
に
つ
い
て
、

　
梁
任
公
が
欧
洲
か
ら
戻
り
、
ま
た
西
洋
人
が
西
洋
文
化
に
対
し
て
反
感
を
持
っ
た
結
果
、
中
国
文
化
に
対
し
て
な
ぜ
だ

か
わ
か
ら
な
い
が
一
種
の
羨
望
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
何
度
も
聞
い
て
き
た
た
め
、
梁
任
公
は
、
彼
が
書
い
た

『
欧
游
心
影
録
』
の
中
で
も
東
西
文
化
融
合
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
み
な
に
一
つ
の
考
え
が
伝
染
し
て

し
ま
い
、
東
西
文
化
は
必
ず
調
和
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
我
々
が
望
む
未
来
の
文
化
は
、
東
西
文
化
の
調
和
の
産
物
で

あ
る
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

）
42
（

。

と
述
べ
た
上
で
、
そ
う
し
た
風
潮
に
つ
い
て
「
み
な
の
考
え
は
、
東
西
文
化
を
調
和
・
融
合
さ
せ
、
新
た
な
新
局
面
を
開
い
て
世

界
の
新
文
化
と
す
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
ボ
ン
ヤ
リ
し
た
曖
昧
な
希
望
で
し
か
な
く
、
明
確
な
論
断
で
は
な
い

）
43
（

」
と
論
難

を
加
え
、
結
局
、
中
国
と
西
洋
と
イ
ン
ド
の
文
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
質
の
「
根
本
精
神
」
を
持
ち
、
互
い
に
矛
盾
・
対
立

す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
を
融
合
・
調
和
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
つ
ま
り
、
梁
漱
溟
は
、「
一
つ
の
文
化
は
、
本
来
一
つ
の
態
度
、
一
つ
の
方
向
で
あ
り
、
態
度
や
方
向
に
は
必
ず
偏
り
が
あ

り
、
全
て
の
も
の
に
、
良
い
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
良
く
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
」
と
い
う
認
識
の
下
、「
一
つ
の
態
度
は
、
当
初

は
い
ず
れ
も
問
題
な
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
沿
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
と
弊
害
が
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
役
に
立
た
な
い
時
に
な
っ

た
場
合
、
態
度
を
変
え
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い

）
44
（

」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
文
化
が
「
行
き
詰
ま
り
」
を
見
せ
た
場
合
、
他

の
文
化
の
何
ら
か
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
微
細
な
修
正
を
加
え
る
こ
と
で
は
問
題
は
解
決
せ
ず
、
そ
の
「
行
き
詰
ま
り
」
は
、

根
本
的
な
態
度
の
変
更
に
よ
っ
て
し
か
乗
り
越
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
彼
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
本
来
的
な
人
類
の
歴
史
の
流
れ
は
、
ま
ず
第
一
に
、「
人
対
物
質
の
問
題
の
時
代
」、
つ
ま
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り
い
か
に
物
質
生
活
に
お
け
る
満
足
を
得
る
か
が
中
心
的
課
題
で
あ
る
時
代
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
次
に
は
「
人
対
人
の
問
題
の

時
代
」、
つ
ま
り
、
い
か
に
社
会
関
係
に
お
い
て
精
神
的
安
寧
を
得
る
か
が
中
心
的
課
題
と
な
る
時
代
が
到
来
し
、
さ
ら
に
そ

の
先
に
は
「
自
己
対
自
己
の
問
題
の
時
代
」、
つ
ま
り
、「
我
執
」
な
ど
の
問
題
を
い
か
に
解
消
す
る
か
が
中
心
的
課
題
と
な
る

時
代
が
来
る
と
予
想
さ
れ
て
い
た

）
45
（

。
そ
し
て
、
梁
漱
溟
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
課
題
に
対
応
す
る
態
度
と
し
て
は
、
各
段

階
に
対
し
て
、
西
洋
的
な
態
度
、
中
国
的
な
態
度
、
イ
ン
ド
的
な
態
度
が
最
も
適
切
だ
と
想
定
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
人
類
に

と
っ
て
最
も
自
然
な
「
態
度
」
の
変
遷
の
プ
ロ
セ
ス
は
、「
西
洋
的
↓
中
国
的
↓
イ
ン
ド
的
」
と
い
う
順
序
に
従
う
も
の
だ
と

さ
れ
る
こ
と
に
な
る

）
46
（

。
従
っ
て
、
中
国
文
化
や
イ
ン
ド
文
化
は
、
一
般
的
な
意
味
で
は
、
西
洋
文
化
と
の
間
に
優
劣
の
差
は
無

い
も
の
の
、
西
洋
的
な
態
度
に
よ
っ
て
「
人
対
物
質
の
問
題
」
を
解
決
す
る
以
前
に
そ
れ
が
社
会
の
主
流
と
な
る
こ
と
は
、
順

序
に
お
い
て
問
題
が
あ
り
、
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
結
局
、「
順
序
の
不
適
切
さ
」
が
原
因
と
な
っ
て
「
失
敗
」

を
招
く
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
し
、
実
際
そ
の
よ
う
な
「
失
敗
」
が
発
生
し
た
と
さ
れ
て
い
る

）
47
（

。

　
そ
し
て
、
梁
漱
溟
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
当
時
の
西
洋
の
状
況
は
、「
第
一
の
態
度
」
に
基
づ
く
西
洋

文
化
が
適
合
的
な
時
代
か
ら
、「
第
二
の
態
度
」
に
基
づ
く
中
国
文
化
が
適
合
的
な
時
代
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も

あ
り
、
西
洋
に
お
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
オ
イ
ケ
ン
の
思
想
は
、
そ
う
し
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
梁

漱
溟
の
議
論
に
従
え
ば
、
今
後
の
西
洋
が
向
か
う
べ
き
方
向
は
「
東
西
の
調
和
」
で
は
な
く
、「
西
洋
文
化
」
の
時
代
か
ら
、

「
儒
学
」
の
時
代
へ
の
転
換
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
42
）『
梁
漱
溟
全
集
』
第
一
巻
、
三
三
一
頁
。

（
43
）
同
上
、
三
四
一
―
二
頁
。

（
44
）
同
上
、
五
二
五
頁
。

（
45
）
同
上
、
四
九
四
頁
。

（
46
）
同
上
、
五
〇
三
―
四
頁
参
照
。

（
47
）
同
上
、
五
二
六
頁
参
照
。
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し
か
し
、
こ
う
し
た
転
換
が
実
際
に
起
こ
り
つ
つ
あ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
西
洋
と
い
う
領
域
に
つ
い
て
の
み
言
え
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
当
時
の
中
国
は
ま
だ
「
人
対
物
質
的
問
題
」
が
十
分
に
解
決
し
て
い
な
い
状
況
に
あ
り
、
梁
漱
溟
の

歴
史
観
に
従
え
ば
、
ま
ず
第
一
に
「
西
洋
文
化
に
つ
い
て
は
、
全
面
的
に
受
容
す
る
」
す
る
し
か
な
い
は
ず
で
あ
り
、
本
稿
の

第
一
節
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
実
際
、
彼
は
そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

　
た
だ
、
同
時
に
、
梁
漱
溟
は
、
す
で
に
西
洋
文
化
の
「
行
き
詰
ま
り
」
が
眼
前
に
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
西
洋
的
な
態
度
に

一
辺
倒
と
な
る
こ
と
も
危
険
で
あ
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、「
も
し
、
そ
れ
（
＝
西
洋
的
態
度
）
を
根
本
的
に
第
二
の
態
度
（
＝
中

国
的
態
度
）
の
人
生
の
中
に
融
合
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
危
険
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
誤
り
を
避
け
る
こ

と
が
で
き
ず
、
今
の
第
一
の
路
か
ら
第
二
の
路
へ
の
過
渡
時
代
に
適
合
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

）
48
（

」
と
い
う
懸
念
が
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
結
局
、
梁
漱
溟
は
、
当
時
の
中
国
に
お
い
て
も
「
そ
れ
（
＝
西
洋
的
態
度
）
を
根
本
的
に
第
二
の

態
度
の
人
生
の
中
に
融
合
」
す
べ
き
で
あ
る
、
つ
ま
り
、「
西
洋
文
化
」
の
諸
要
素
を
、
中
国
的
（
梁
漱
溟
の
場
合
は
、「
儒
学
的
」

と
言
い
換
え
て
も
よ
い
）
な
態
度
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
置
く
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
で
も
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
梁
漱
溟
の
主
張
を
見
た
場
合
、
そ
の
実
質
的
内
容
は
、
結
果
的
に
、
梁
啓
超
の
い
う
東
西
文
化
の
「
融

合
・
調
和
」
の
主
張
と
殆
ど
異
な
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
容
易
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
梁
啓
超
は
、
一
方
で
「
知
識
」
面
に
お
い
て
、
中
国
に
西
洋
の
近
代
科
学
を
全
面
的
に
導
入
す
る
こ
と
を
主
張
す

る
が
、
他
方
で
、「
知
識
」
を
用
い
る
適
切
な
人
格
が
形
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
知
識
の
量
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
逆
に

悪
し
き
結
果
を
招
く
と
指
摘
し

）
49
（

、
儒
学
の
役
割
は
、
近
代
科
学
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
膨
大
な
「
知
識
」
を
正
し
く
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
優
れ
た
人
格
（
例
え
ば
、
そ
れ
は
第
一
節
に
引
用
し
た
「
甚
麼
是
新
文
化
」
の
中
の
「
自
律
的
情
操
」
な
ど
も
そ
れ
に
相
当
す
る

で
あ
ろ
う
）
の
養
成
に
こ
そ
あ
る
と
見
て
い
た
。

　
さ
ら
に
、
梁
啓
超
と
梁
漱
溟
は
、
と
も
に
孔
子
の
中
に
理
想
的
人
格
の
一
類
型
を
見
い
出
し
て
い
た
が
、
そ
の
具
体
的
内
容

も
、
極
め
て
類
似
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
梁
漱
溟
は
孔
子
に
つ
い
て
、
そ
の
「
利
害
を
計
算
し
な
い
態
度

）
50
（

」、「
絶
対
楽
の
生
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活
）
51
（

」
を
高
く
評
価
し
、
孔
子
の
「
剛
」
と
い
う
態
度
こ
そ
が
自
分
た
ち
の
モ
デ
ル
と
す
べ
き
も
の
だ
と
し
て
い
る

）
52
（

が
、
こ
れ
は
、

梁
啓
超
の
孔
子
に
つ
い
て
の
見
方
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る

）
53
（

。

　
つ
ま
り
、
梁
啓
超
と
梁
漱
溟
は
、
儒
学
と
仏
教
、
中
国
文
化
と
西
洋
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
は
大
き
く
異
な
る
見
解
を
示
し

て
い
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
中
国
に
お
い
て
彼
ら
が
提
唱
し
て
い
た
「
儒
学
復
興
」
の
あ
り
方
は
、
結
果
的

に
は
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
内
容
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
　
さ
て
、
以
上
、
梁
啓
超
と
梁
漱
溟
の
「
儒
学
復
興
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
現
代
の
「
儒
学
復

興
」
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
様
々
な
視
角
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
儒
学
」
を
以
て
「
中
国
」
を
代

表
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、「
儒
学
」
に
と
っ
て
「
孔
子
」
と
い
う
存
在
を
ど
う
見
る
か
、「
仏
教
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
る
か
、
そ
し
て
、「
西
洋
文
化
」
と
「
儒
学
」
の
関
係
な
ど
、
い
ず
れ
も
、
現
代
の
「
儒
学
復
興
」
に
お
い
て
も
、
大
き
な

意
味
を
持
つ
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
た
だ
、
一
人
の
日
本
人
と
し
て
見
た
場
合
、
梁
啓
超
や
梁
漱
溟
の
議
論
の
中
に
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
る
視
点
が
一
つ
あ
る
。

（
48
）
同
上
、
五
三
七
―
八
頁
。

（
49
）
例
え
ば
、「
王
陽
明
知
行
合
一
之
教
」、『
飲
冰
室
合
集
』「
文
集
之
四
十
三
」、
三
四
頁
な
ど
参
照
。
ち
な
み
に
、
梁
啓
超
も
梁
漱
溟
も
、
儒
学
の
系
譜

の
中
で
は
、
陽
明
学
の
系
統
の
思
想
を
と
も
に
高
く
評
価
し
て
い
る
点
で
も
共
通
す
る
。

（
50
）『
梁
漱
溟
全
集
』
第
一
巻
、
四
五
九
―
六
二
頁
参
照
。

（
51
）
同
上
、
四
六
四
―
六
頁
参
照
。

（
52
）
同
上
、
五
三
七
頁
。

（
53
）
例
え
ば
、「
東
南
大
学
課
畢
告
別
辞
」（
一
九
二
三
）（『
飲
冰
室
合
集
』「
文
集
之
四
十
」、
一
三
―
四
頁
）、「
評
胡
適
之
『
中
国
哲
学
史
大
綱
』」

（
一
九
二
二
）（『
飲
冰
室
合
集
』「
文
集
之
三
十
八
」、
六
〇
―
一
頁
）
な
ど
、
類
似
の
議
論
は
多
数
あ
る
。
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そ
れ
は
「
儒
学
」
は
「
中
国
」
だ
け
の
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
西
洋
文
化
と
の
対
比
と
い
う

文
脈
に
お
い
て
「
儒
学
」
の
意
義
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
、
中
国
の
儒
学
の
み
を
視
点
に
入
れ
れ
ば
十
分
な
の
か
、
つ
ま
り
、

日
本
や
朝
鮮
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
の
他
地
域
の
「
儒
学
」
は
、
単
に
中
国
儒
学
の
コ
ピ
ー
と
い
う
意
味
し
か
な
い
の
か
、
と
い
う

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
梁
啓
超
は
、
日
本
に
つ
い
て
、

　
日
本
は
小
国
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
固
有
の
学
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
故
に
、
他
所
か
ら
日
本
に
入
っ
て
く

る
も
の
が
あ
れ
ば
、
馬
が
走
る
よ
う
に
そ
れ
を
追
い
か
け
、
音
が
響
き
渡
る
よ
う
に
変
化
が
起
こ
り
、
瞬
く
間
に
国
中

が
一
斉
に
感
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
他
人
に
似
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
（
原

注

：

実
の
と
こ
ろ
は
真
に
似
せ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
の
だ
が
）
、
結
局
、
受
け
入
れ
た
も
の
以
外
に
、
自
ら
何
か
を
増
し
た
り
、
自

ら
何
か
を
創
造
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

）
54
（

。

と
し
、
日
本
仏
教
に
つ
い
て
も
「
日
本
は
我
々
か
ら
仏
学
を
受
け
入
れ
た
が
、
そ
の
学
は
今
に
至
る
ま
で
一
つ
も
わ
が
範
囲
を

越
え
ら
れ
た
も
の
は
な
い

）
55
（

」
と
断
定
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
日
本
民
族
が
外
来
文
化
の
受
容
に
当
た
っ
て
何
ら
か
の
創
造
的

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
梁
漱
溟
も
、「
東
西
文
化
」
と
い
っ
た
場
合
の

「
東
」
に
つ
い
て
は
、
中
国
と
イ
ン
ド
以
外
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
民
国
初
期
の
「
儒
学
復
興
」
論
の
持
つ
問
題
点
が
、
果
た
し
て
当
代
中
国
の
「
儒
学
復
興
」
の
中
で
、
す

で
に
解
決
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
。
こ
の
点
が
、
筆
者
個
人
と
し
て
は
大
い
に
興
味
を
引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
54
）「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」（
一
九
〇
二
）、『
飲
冰
室
合
集
』「
文
集
之
七
」、
六
四
頁
）。

（
55
）
同
上
、
七
三
頁
。


