
人文研ブックレット �

イエズス会士を仲介とする儒教
情報の啓蒙期欧米への流入と受容

井　川　義　次

人
文
研
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト 

�
　
イ
エ
ズ
ス
会
士
を
仲
介
と
す
る
儒
教
情
報
の
啓
蒙
期
欧
米
へ
の
流
入
と
受
容 

井
　
川
　
義
　
次



公開講演会

イエズス会士を仲介とする儒教
情報の啓蒙期欧米への流入と受容

井　川　義　次

日時　　2022年３月８日（火）

形式　　オンライン（Webex）

中央大学人文科学研究所



　

人
文
科
学
研
究
所
が
主
催
し
た
公
開
講
演
会
、
研
究
会
、
談
話
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
う
ち
、
専
攻
を
異
に
す
る

研
究
員
に
と
っ
て
も
興
味
深
く
、
研
究
者
間
の
交
流
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
、
例
え
ば
学
際
的
領
域
を
扱
っ
た
テ
ー

マ
の
も
の
を
「
人
文
研
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
」
と
し
て
発
行
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
研
究
チ
ー
ム
か
ら
提
案
の
あ
っ
た

企
画
を
含
め
、
運
営
委
員
会
が
立
案
、
実
施
し
た
後
、
同
委
員
会
が
審
議
の
う
え
決
定
し
た
も
の
を
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

の
対
象
と
し
ま
し
た
。

　

研
究
所
で
は
、
共
同
研
究
の
成
果
を
「
紀
要
」、「
叢
書
」
と
し
て
刊
行
し
て
い
ま
す
が
、
人
文
科
学
の
名
で
呼
ば

れ
る
研
究
分
野
は
あ
ま
り
に
も
多
岐
で
あ
り
、
時
に
、
研
究
チ
ー
ム
間
の
関
係
は
疎
遠
に
な
り
が
ち
で
す
。
日
常
の

研
究
領
域
の
枠
を
越
え
る
方
へ
我
々
を
刺
激
し
て
く
れ
る
こ
れ
ら
口
頭
に
よ
る
発
表
や
報
告
も
、
研
究
所
の
重
要
な

研
究
活
動
の
一
つ
と
考
え
ま
す
。
催
し
に
出
席
で
き
な
か
っ
た
研
究
員
に
、
後
日
そ
の
内
容
を
届
け
る
の
が
目
的
で

す
が
、
同
時
に
、
口
頭
の
発
表
で
あ
る
た
め
に
、
お
の
ず
と
専
門
語
は
敷
衍
さ
れ
、
読
者
は
解
説
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
に
直
接
ふ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
一
研
究
所
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
方
々
に
も
親
し
く
読
ん
で
い

た
だ
け
る
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　
　

一
九
九
三
年
五
月
二
二
日

�

中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所

「
人
文
研
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
」
の
発
刊
に
あ
た
り
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は
じ
め
に

　

そ
れ
で
は
、
拙
い
講
演
、
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
さ
ま
に
は
、
初
め
て
お
目
に
か
か
り
ま
す
。
オ
ン

ラ
イ
ン
で
お
目
に
か
か
る
と
い
う
の
も
変
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

私
は
筑
波
大
学
の
教
員
、
井
川
義
次
と
申
し
ま
す
。
先
ほ
ど
は
非
常
に
過
分
な
る
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
、
本
当

に
痛
み
入
り
ま
す
。
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
中
央
大
学
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
は
個
人
的
に
い
ろ
い
ろ
と
ご
縁
が

あ
り
、
私
が
生
ま
れ
た
の
は
三
多
摩
の
中
の
昭
島
市
で
、
多
摩
に
属
す
る
中
央
大
学
は
、
新
設
の
大
学
と
い
う
感

じ
で
、
若
い
こ
ろ
か
ら
大
変
関
心
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
私
個
人
の
問
題
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
〇
数
年
前
に
、
大
学
院
に
所
属
し
て
い
た
こ
ろ
、
つ
て
が

あ
っ
て
、
中
央
大
学
商
学
部
の
中
国
語
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
、
あ
り
が
た
い
お
話
を
得
て
、
授
業
を

数
年
間
続
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
ご
恩
が
あ
り
ま
す
。
自
然
に
も
恵
ま
れ
て
い
て
、
交
通
の
便
も
よ
く
、

非
常
に
好
意
、
好
感
を
持
っ
た
次
第
で
す
。

　

ま
た
個
人
的
に
ま
た
ご
縁
と
し
ま
す
と
、
私
は
九
年
間
ほ
ど
、
現
在
の
筑
波
大
学
に
行
く
前
に
、
琉
球
大
学
に
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い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
く
だ
さ
っ
た
と
お
り
で
、
実
は
私
が
退
出
し
た
後
、
直
後
に
水
上
先
生

が
入
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
知
り
ま
し
て
、
大
変
な
ご
縁
を
感
じ
、
そ
れ
か
ら
、
も
う
ち
ょ
っ
と
時
間
が
ず

れ
て
い
た
ら
、
た
っ
ぷ
り
お
話
も
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
か
な
と
残
念
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
、
ま
た
、
残
念
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
コ
ロ
ナ
の
た
め
に
、
実
際
に
拝
顔
の
栄
に
浴
し
て
、
い
ろ
い
ろ

な
形
で
ご
挨
拶
申
し
上
げ
、
あ
る
い
は
、
い
ろ
い
ろ
ご
指
導
も
受
け
た
か
っ
た
と
、
こ
の
点
は
残
念
で
は
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
、
も
う
一
点
、
本
当
に
、
恐
縮
な
の
で
す
が
、
妹
尾
先
生
が
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
さ
れ
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

　

妹
尾
先
生
に
関
し
ま
し
て
は
、
こ
れ
も
個
人
的
な
問
題
で
す
が
、
中
国
に
お
け
る
学
会
で
、
そ
の
際
に
先
生
の
、

中
国
の
城
郭
史
に
関
す
る
ご
発
表
で
、
大
変
な
造
詣
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
学
会
修
了
後
に
、
成
田
に
行
く
ま
で

の
間
、
飛
行
機
の
席
が
真
横
に
な
り
、
二
人
が
並
ぶ
よ
う
な
形
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
妹
尾
先
生
が
筑
波
大
学
に
以
前
所
属
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
飛
行
機
で
隣
席
し

た
際
、
そ
こ
で
お
話
し
た
内
容
の
大
部
分
が
、
実
は
今
日
の
発
表
に
も
関
わ
る
私
の
恩
師
、
堀
池
信
夫
先
生
に
関

す
る
話
題
で
し
た
。
初
め
て
お
聞
き
の
方
も
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
堀
池
信
夫
先
生
の
名
前
を
記
憶
し
て

い
た
だ
く
だ
け
で
も
、
今
回
の
発
表
に
関
し
て
は
よ
か
っ
た
か
な
と
思
う
く
ら
い
で
、
ぜ
ひ
と
も
ご
記
憶
に
と
ど

め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
堀
池
信
夫
先
生
の
お
話
を
中
国
か
ら
の
帰
路
、
二
、三
時
間
ぐ
ら
い
で
す
が
、
時
間
が
過
ぎ
る
の
も
忘
れ

て
、
成
田
に
到
着
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
実
は
私
に
と
っ
て
、
こ
の
堀
池
信
夫
先
生
こ
そ
、
今
回
の

発
表
の
テ
ー
マ
と
申
し
ま
す
か
、
そ
の
方
面
に
導
い
て
く
れ
た
先
生
で
あ
り
ま
す
。

研
究
の
軌
跡

　

今
回
の
話
に
つ
い
て
、
前
も
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
私
は
も
と
も
と
、
今
か
ら
言
う
の
は
恥
ず
か
し
い
の
で

す
が
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
関
心
が
あ
っ
て
、
メ
ル
ロ
ー
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
理
由
は
、
も
と
も
と
東
洋
の
思
想
、
ア
ジ
ア
の
思
想
と
、
そ
の
メ
ル
ロ
ー
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
が
似
て
い
た
、

だ
か
ら
、
将
来
的
に
東
西
の
思
想
を
考
え
る
た
め
に
、
メ
ル
ロ
ー
＝
ポ
ン
テ
ィ
を
研
究
し
た
い
と
考
え
た
次
第
で

す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
前
も
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
哲
学
、
思
想
に
関
心
、
興
味
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
わ
け
で

す
。
子
ど
も
時
代
、『
水
滸
伝
』
や
『
三
国
志
』
な
ど
に
感
銘
し
影
響
を
受
け
、
中
高
以
降
は
、
司
馬
遷
の
『
史

記
』
等
々
、
中
国
文
化
に
関
す
る
も
の
に
興
味
も
ち
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
考
え
方
に
何
か

普
遍
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
世
界
に
役
に
立
つ
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

予
感
が
あ
り
、
で
き
れ
ば
将
来
、
東
西
に
関
わ
る
よ
う
な
物
の
見
方
、
考
え
方
を
し
た
い
と
思
っ
た
の
が
、
こ
の
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研
究
の
発
端
で
す
。

　

そ
れ
で
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
が
、
中
国
の
哲
学
思
想
、
あ
る
い
は
広
く
は
ア
ジ
ア
の
哲
学
思
想
等
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
情
報
と
し
て
流
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
が
起
こ
り
ま
し
た
。
手
短
に
申
し
上
げ
ま

し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
中
国
哲
学
情
報
を
西
欧
の
有
識
者
、
あ
る
い
は
見
識
者
、
あ
る
い
は
哲
学
者
等
が
こ

れ
を
読
解
す
る
な
り
、
あ
る
い
は
評
価
し
て
は
い
な
い
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
西
欧
の
哲
学
の
中
に
ア
ジ
ア
の

思
想
が
実
際
に
流
入
し
て
は
い
な
い
か
な
ど
と
い
う
、
大
そ
れ
た
こ
と
を
考
え
て
、
こ
の
よ
う
な
研
究
を
継
続
し

て
き
た
次
第
で
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
予
備
的
説
明

　

今
回
ネ
ッ
ク
と
な
り
ま
す
団
体
に
イ
エ
ズ
ス
会
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
い
、
誰
も

が
知
っ
て
い
る
事
柄
と
思
い
ま
す
が
、
西
欧
に
お
い
て
、
宗
教
改
革
が
起
こ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
マ
ル
テ
ィ

ン
・
ル
タ
ー
に
始
ま
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
対
抗
勢
力
と
な
る
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
勃
興
で
す
。

　

問
題
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
で
、
自
分
た
ち
が
正
統
な
る
イ
エ
ス
の
教
え
を
直
伝
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
た
の
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
そ
れ
と
は
異
な
る
勢
力
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
難
題
。
そ
う
な
る
と
、
イ
エ
ス
の
正
統
カ

ト
リ
ッ
ク
、
正
し
い
教
え
を
世
界
に
流
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
も



5

イエズス会士を仲介とする儒教情報の啓蒙期欧米への流入と受容

よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

時
は
あ
た
か
も
大
航
海
時
代
で
、
ま
さ
し
く
そ
の
流
れ
に
乗
っ
て
、
ア
ジ
ア
各
国
に
キ
リ
ス
ト
教
を
広
め
よ
う

と
の
計
画
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
を
現
地
の
人
々
に
有
効
に
流
布
す
る
た
め
に
は
ど

の
よ
う
に
し
た
ら
い
い
か
。
大
航
海
時
代
が
始
ま
っ
た
直
後
、
例
え
ば
、
中
南
米
征
服
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま

す
。
コ
ル
テ
ス
、
ピ
サ
ロ
と
い
っ
た
よ
う
な
、
海
賊
と
い
っ
て
も
い
い
人
間
た
ち
が
現
地
民
を
殺
し
て
、
金
銀
財

宝
を
奪
っ
て
い
く
。
し
か
る
後
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
宣
教
さ
れ
、
布
教
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
ま
ず
最
初
に
宣
教
し
て
か
ら
、
し
か
る
後
に
、
西
欧
の
文
明
の
側
に
入
れ
る
と
い
う
名
目
の

下
、
現
地
の
文
化
が
奪
わ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
等
が
強
制
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

た
わ
け
で
す
。

　

し
か
る
に
、
東
ア
ジ
ア
方
面
宣
教
と
申
し
ま
す
と
、
大
変
温
和
な
も
の
で
し
た
。
後
ほ
ど
申
し
ま
す
が
、
適
応

策
、
順
応
策
と
呼
ば
れ
た
も
の
、
融
和
策
と
い
わ
れ
る
、
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ンA

ccom
odation

と
い
う
方
針
で
、

現
地
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
、
す
な
わ
ち
地
理
、
天
文
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
宗
教
、
哲
学
、
思
想
、
そ

れ
か
ら
、
経
済
、
地
理
等
々
の
知
識
を
ま
ず
解
明
修
得
す
る
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
地
に
布
教
す
る
た
め
に
は

言
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
、
こ
れ
を
実
際
に
な
す
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
情
報
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
輸
出
さ
れ
る
、
文
字
ど
お
り
梱
包
さ
れ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ス
ペ
イ
ン
語
、
あ
る
い
は

ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
ラ
テ
ン
語
は
現
代
の
英
語
と
同
じ
く
、
西
欧
に
お
い
て
は
、
国
際
共
通
語
で
あ
っ
て
、
つ

ま
り
そ
の
国
際
共
通
語
で
も
っ
て
、
中
国
思
想
、
哲
学
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
ら
が
知
っ
て
い
る
ラ

テ
ン
語
の
知
識
か
ら
、
客
観
的
に
思
考
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

翻
訳
の
「
正
し
い
」・「
間
違
い
」
と
い
う
の
は
当
然
あ
る
わ
け
で
す
が
、
た
だ
、
翻
訳
さ
れ
た
も
の
、
そ
し
て
、

そ
の
相
手
側
の
哲
学
、
思
想
、
構
造
、
シ
ス
テ
ム
等
が
ラ
テ
ン
語
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
そ
う
す
る
と
、
そ

れ
に
対
し
て
、
学
者
な
ら
ば
、
真
摯
に
そ
れ
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
そ
れ
が
彼
ら
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
お
話
で
す
。

　

そ
れ
で
は
原
稿
を
読
む
形
で
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
イ
エ
ズ
ス
会
士
を
仲
介
と
す
る
儒

教
情
報
の
啓
蒙
期
欧
米
へ
の
流
入
と
受
容
」
と
い
う
も
の
で
す
。
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１
．
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
儒
教
と
の
関
連
に
関
す
る
先
行
研
究

欧
米
に
お
け
る
研
究

　

で
は
、
始
め
ま
す
。

　

イ
エ
ズ
ス
会
士
と
儒
教
と
の
関
連
に
関
す
る
先
行
研
究
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
少
し
申
し
上
げ
ま
す
。
イ
エ

ズ
ス
会
士
に
よ
る
儒
教
研
究
に
関
し
て
は
、
西
欧
、
そ
れ
か
ら
ア
ジ
ア
と
も
に
、
莫
大
な
量
が
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
一
部
の
代
表
的
研
究
に
つ
い
て
申
し
述
べ
ま
す
。

　

欧
米
の
研
究
に
つ
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
重
要
な
研
究
著
作
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
ヴ
ィ
ル
ジ

ル
・
ピ
ノ
ー
と
い
う
人
物
が
『
中
国
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
哲
学
的
精
神
の
形
成
』
と
い
う
も
の
を
著
し
て
い
ま

す
。
本
書
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
プ
レ
を
中
心
と
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
た
ち
が
発
表
し
た
『
中
国
の
哲
学
者

孔
子
』
と
い
う
、
一
瞬
、
え
っ
と
い
い
た
く
な
る
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
の
文
献
が
あ
り
、
そ
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
中
国
哲
学
情
報
と
四
書
の
ラ
テ
ン
語
翻
訳
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
。

　

続
い
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ル
ン
ド
ベ
ッ
ク
が
一
九
六
四
年
以
降
の
著
作
の
中
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
儒
教
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研
究
と
、
そ
れ
か
ら
、
彼
ら
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
が
、
張
居
正
と
い
う
人
物

―
中
国
哲
学
に
造
詣
の
あ
る
方
は

ご
存
じ
と
思
い
ま
す
が
、
明
の
時
代
の
宰
相
格
の
人
物
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
文
科
大
臣

―
東
閣
大
学
士

―

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
か
つ
ま
た
、
明
代
の
末
に
当
た
り
、
万
暦
帝
と
い
う
皇
帝
、

―
そ
の
当
時
は
ま
だ
子
ど

も
で
し
た
が

―
こ
の
万
暦
帝
を
教
育
し
た
家
庭
教
師
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
張
居
正
が
儒
教
経
典
を
注
釈
し

て
い
ま
す
。
そ
の
四
書
の
翻
訳
に
お
け
る
朱
子
学
批
判
に
つ
い
て
、
ル
ン
ド
ベ
ッ
ク
は
論
じ
て
い
ま
す
。

　

次
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
ン
ジ
ェ
ロ
と
い
う
人
物
で
、
先
ほ
ど
述
べ
た
ク
プ
レ
の
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』、

そ
れ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ノ
エ
ル
の
『
中
華
帝
国
の
六
古
典
』
の
中
に
四
書
等
の
ラ
テ
ン
語
訳
文
が
付
さ
れ
て

お
り
、
そ
し
て
、
歴
史
学
や
文
献
学
の
視
点
か
ら
、
マ
ン
ジ
ェ
ロ
は
そ
の
こ
と
を
分
析
し
て
い
る
、
こ
れ
も
立
派

な
研
究
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
は
、
現
在
、
中
国
広
東
省
中
山
大
学
の
メ
イ
ナ
ー
ル
教
授
、
こ
の
方
自
身
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
す
が
、
こ
の
方
が
二
〇
〇
二
年
以
降
の
論
文
、
著
作
で
、
儒
教
古
典
、
漢
文
原
典
と
、
今
述
べ
た
張

居
正
と
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
朱
子
等
の
注
釈
に
対
し
て
、
実
証
的
な
研
究
、
分
析
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
の
大
半
の
部
分
を
英
訳
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
こ
れ
も
注
目
さ
れ
る
研
究
者
で
す
。
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中
国
に
お
け
る
研
究

　

中
国
に
つ
い
て
は
、
朱
謙
之
が
一
九
四
〇
年
代
に
『
中
国
思
想
の
欧
州
文
化
に
対
す
る
影
響
』
を
出
し
、
東
西

の
哲
学
文
献
を
広
く
渉
猟
し
、
東
西
交
流
の
実
情
と
中
国
哲
学
の
西
洋
に
対
す
る
影
響
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
啓

蒙
主
義
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
等
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
、
後
世
に
対
し
て
甚
大
な
影
響
を

も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
北
京
外
国
語
大
学
、
海
外
漢
学
研
究
中
心
主
任
の
張
西
平
先
生
と
い
う
方
が
一
九
九
八
年
以
来
、
相
次

い
で
、
こ
の
分
野
に
関
す
る
研
究
著
作
を
物
し
て
い
ま
し
て
、
世
界
的
に
も
高
く
業
績
が
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
北
京
外
国
語
大
学
ラ
テ
ン
語
学
科
の
羅
瑩
先
生
と
い
う
方
も
多
く
の
私
と
重
な
る
ご
研
究
も
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
の
儒
教
古
典
の
西
洋
哲
学
に
対
す
る
影
響
に
関
す
る
研
究

　

続
い
て
、
日
本
に
お
い
て
は
、
儒
教
古
典
の
西
洋
哲
学
に
関
す
る
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
り
ま
す
。
日
本

は
、
明
治
時
代
以
来
、
東
西
文
化
を
比
較
す
る
伝
統
を
有
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
、
比
較
的
に
早
い

時
期
か
ら
儒
教
思
想
の
欧
州
に
対
す
る
具
体
的
影
響
に
関
す
る
実
証
的
研
究
が
現
れ
て
き
て
い
ま
す
。
言
語
的
制

約
の
せ
い
で
、
日
本
に
お
け
る
東
西
思
想
交
流
の
研
究
に
つ
い
て
、
世
界
で
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
す
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が
、
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
日
本
の
儒
教
古
典
と
宣
教
師
と
の
関
係
に
関

す
る
研
究
に
つ
い
て
、
簡
単
に
申
し
述
べ
ま
す
。

　

そ
の
中
で
は
、
戦
前
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
に
、
早
稲
田
大
学
の
五
来
欣
造
と
い
う
方
が
、
一
九
二
七
年
、

つ
ま
り
こ
の
種
の
研
究
と
し
て
は
、
世
界
で
も
比
較
的
早
い
も
の
と
い
っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
が
、『
儒
教
の
独

逸
政
治
思
想
に
及
ぼ
せ
る
影
響
』
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
ド
イ
ツ
語
や
フ

ラ
ン
ス
語
の
哲
学
文
献
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
こ
の
両
者
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
等
が
『
易
経
』
を
は
じ
め
、
四
書
・

五
経
等
の
儒
教
文
献
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
断
定
し
て
い
ま
す
。
五
来
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
と
い

う
人
物
の
『
中
国
の
実
践
哲
学
に
関
す
る
講
演
』
の
仏
訳

―
原
文
は
ラ
テ
ン
語
で
す

―
に
対
し
て
深
く
考
察

し
て
お
り
、
私
自
身
も
大
い
に
啓
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
有
名
な
も
の
と
し
ま
し
て
は
、
一
九
三
三
年
、
東
京
大
学
の
後
藤
末
雄
氏
が
主
に
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
に

基
づ
い
て
、
宣
教
師
の
中
国
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
調
査
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
当
時
と
し
て
は
、
支
那
思

想
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、『
中
国
思
想
の
フ
ラ
ン
ス
西
漸
』
と
い
う
本
を
出
版
し
て
い
ま
し
て
、
後

藤
末
雄
氏
は
そ
の
本
の
中
で
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
の
中
の
『
大
学
』
の
仏
訳
と
古
典
漢
文
と
の
関
係
等
々
、

そ
の
ほ
か
、
非
常
に
豊
富
な
情
報
を
与
え
て
お
り
、
こ
れ
は
今
で
も
簡
単
に
入
手
で
き
ま
す
。
平
凡
社
、
東
洋
文

庫
に
、
上
下
巻
あ
り
ま
す
。
関
心
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
と
も
ご
参
考
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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日
本
で
も
若
干
数
の
研
究
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
戦
前
の
研
究
に
比
べ
る
と
、
少
し
終
熄
し
た
感
が

あ
り
ま
し
た
。
で
あ
り
な
が
ら
、
一
九
八
二
年
に
は
、
私
の
筑
波
大
学
の
堀
池
信
夫
氏
が
で
す
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
の
『
中
国
自
然
神
学
論
』
に
対
す
る
考
察
の
中
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
実
は
、
中
国
明
王
朝
の
国
定
教
科
書

だ
っ
た
『
性
理
大
全
』、
な
い
し
は
『
中
庸
』
等
の
文
献
の
訳
文
を
通
じ
て
、
彼
自
身
の
哲
学
思
想
と
儒
教
と
の

間
に
類
似
点
が
あ
る
と
確
信
し
て
、
中
国
哲
学
を
擁
護
し
た
、
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
以
降
、
堀
池
は
、
一
九
九
六
年
と
二
〇
〇
二
年
に
相
次
い
で
『
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲

学
者
』、
上
・
下
冊
を
出
版
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
私
の
研
究
と
い
う
の
は
、
実
は
堀
池
信
夫
の
影
響
が
極
め
て

強
く
、
場
合
に
よ
り
ま
し
て
は
、
申
し
述
べ
ま
し
た
『
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
』
の
非
常
に
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
に
関
し
て
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
に
研
究
し
て
き
た
の
が
私
の
従
来
の
研
究
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

簡
単
に
申
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
私
自
身
の
関
連
す
る
研
究
に
つ
い
て
、
軽
く
申
し
述
べ
ま
す
。
私
は
、
一
九
九
二
年
以
来
、
で
す
か
ら
、

も
う
三
〇
年
も
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
研
究
し
た
資
料
と
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
。

　

先
ほ
ど
か
ら
い
っ
て
い
る
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
と
い
う
文
献
で
す
。
そ
の
後
、
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
の
『
中

国
宗
教
に
関
す
る
二
三
の
論
議
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
今
回
問
題
に
な
る
張
居
正
の
『
中
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庸
直
解
』、
そ
れ
か
ら
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
の
「
鬼
神
」
論
に
つ
い
て
、
鬼
神
と
い
う
言
葉
も
ち
ょ
っ
と
覚

え
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
存
在
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
の
易
経
観
に
つ
い
て
。
こ
れ
も
、
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
極
め
て
関
心

を
持
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
も
ち
ょ
っ
と
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
後
に
、
シ
ボ
と
い
う
宣
教
師
の
「
孝
」

―
孝
と
い
う
の
は
日
本
で
は
最
近
あ
ま
り
い
わ
れ
な
く
な
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
親
孝
行
の
孝
で
す
。
で
あ
り
な
が
ら
、
要
す
る
に
特
定
の
親
子
関
係
と
い
っ
た
も

の
を
超
え
、
こ
れ
が
広
く
天
下
国
家
、
あ
る
い
は
宇
宙
論
ま
で
含
ま
れ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
中
国
哲
学
の
孝

と
い
う
概
念
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
紹
介
さ
れ
、
ま
た
反
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
。

　

ノ
エ
ル
の
『
中
華
帝
国
の
六
古
典
』
の
『
孟
子
』
に
お
け
る
性
善
説
、
あ
る
い
は
民
本
主
義
や
革
命
の
問
題
、

そ
れ
か
ら
、
ノ
エ
ル
の
『
大
学
』
訳
文
に
お
け
る
朱
子
『
格
物
補
伝
』
の
問
題
。
そ
れ
か
ら
、
あ
と
、
性
理
説
と

い
う
も
の
、
人
間
の
本
性
「
性
」
と
、
そ
れ
か
ら
宇
宙
の
原
理
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、「
理
」
と
い
う
問
題
で
す
。
性
即
理
説
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、『
小
学
』
と
い
う
、
初
等
教
育

に
関
す
る
、
朱
子
の
著
し
た
文
献
『
小
学
』
と
い
う
も
の
、
そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
『
孝

』
の
宇
宙

論
的
な
孝
の
概
念
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

以
上
の
論
文
に
対
し
て
大
幅
な
、
修
正
を
加
え
、
さ
ら
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
と
い
う
人
物

―
皆
さ
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ま
の
お
手
元
に
で
す
が
、
私
の
拙
い
翻
訳
（
事
前
配
布
資
料
「
中
国
の
実
践
哲
学
に
関
す
る
講
演

（
一
七
二
一
）」）
を
お
送
り
し
て
あ
り
ま
す
が
、
彼
は
実
は
『
中
国
実
践
哲
学
講
演
』
と
い
う
も
の
を
行
い
、
後

に
そ
れ
は
公
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

簡
単
な
話
が
、
孔
子
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
も
比
肩
す
る
徳
の
教
師
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
、

そ
れ
か
ら
、
中
国
の
哲
学
は
こ
れ
か
ら
の

―
初
期
啓
蒙
主
義
、
初
期
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
の
時
代
で
す
が

―
啓

蒙
主
義
の
理
想
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
中
国
の
哲
学
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
理
想
と
な
る
だ
ろ
う
、
な
ど
と
い
う
こ
と
が

述
べ
ら
れ
た
、
そ
の
よ
う
な
文
献
で
す
。

　

そ
の
中
国
哲
学
賞
賛
の
実
情
に
関
す
る
論
考
を
補
充
し
ま
し
て
、
二
〇
〇
九
年
に
『
宋
学
の
西
遷
』
と
い
う
本

を
発
表
し
て
い
ま
す
。
ご
関
心
の
あ
る
方
は
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

２
．
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
る
東
洋
哲
学
研
究

　

次
は
、
果
た
し
て
そ
の
中
国
哲
学
、
な
い
し
東
洋
の
思
想
が
ど
の
よ
う
な
形
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
流
伝
し
て
い
っ

た
か
と
い
う
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
る
東
洋
哲
学
研
究
に
つ
い
て
お
話
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
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イ
エ
ズ
ス
会
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
宗
教
改
革
が
起
こ
り
、
劣
勢
を
挽
回
す
る

た
め
に
、
海
外
布
教
を
し
て
い
こ
う
と
い
う
構
想
を
立
て
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
リ
ー
ダ
ー
た
る
イ
グ
ナ
テ
ィ
ウ

ス
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
が
お
り
、
そ
の
盟
友
で
あ
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
、
親
し
い
人
物
で
あ
る
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
・
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
が
お
り
ま
し
た
。

　

ザ
ヴ
ィ
エ
ル
は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
ロ
ヨ
ラ
と
と
も
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
を
立
ち
上
げ
、
そ
し
て
、
ロ
ー
マ
教
皇

の
認
可
を
得
、
海
外
に
布
教
に
旅
立
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
創
始
者
で
あ
る

ザ
ヴ
ィ
エ
ル
自
身
が
、
非
常
に
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
軽
い
と
い
い
ま
す
か
、
海
外
布
教
に
自
ら
乗
り
出
す
と
い
う
こ

と
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
船
に
乗
り
な
が
ら
、
今
の
南
ア
フ
リ
カ
の
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
、

喜
望
峰
を
通
じ
て
、
今
度
は
イ
ン
ド
の
ゴ
ア
に
行
き
、
キ
リ
ス
ト
教
を
広
め
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
が
気
付
い
た
こ
と
は
、
イ
ン
ド
に
は
既
に
バ
ラ
モ
ン
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
い
う
強
固
な

在
来
宗
教
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
対
抗
勢
力
に
当
た
る
と
こ
ろ

の
ム
ス
リ
ム
、
イ
ス
ラ
ム
教
も
既
に
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
期
待
し
た
ほ
ど
に
は
布

教
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

宗
教
的
な
面
で
は
、
一
般
の
人
々
は
信
じ
て
く
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
バ
ラ
モ
ン
や
、
そ
れ
ら
の
高
い
身
分
の

人
々
、
つ
ま
り
教
養
の
あ
る
人
々
は
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
容
れ
て
く
れ
な
い
。
ま
た
一
般
の
人
々
は
、
リ
テ
ラ
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シ
ー
が
そ
う
高
い
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
な
か
な
か
信
仰
の
内
実
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
の
こ

と
で
す
。
こ
れ
は
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
自
身
の
書
簡
集
が
あ
り
、
参
考
に
な
り
ま
す
。

　

ザ
ヴ
ィ
エ
ル
は
、
今
度
は
手
を
変
え
ま
し
て
、
も
っ
と
東
方
の
マ
ラ
ッ
カ
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

ご
存
じ
の
人
は
ご
存
じ
で
す
け
れ
ど
も
、
奇
遇

―
日
本
人
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
名
前
も
伝

わ
っ
て
お
り
、
実
は
二
つ
の
可
能
性
が
あ
り
、
ど
ち
ら
か
ち
ょ
っ
と
微
妙
な
の
で
す
が
、
ア
ン
ジ
ロ
ウ
、
な
い
し

は
ヤ
ジ
ロ
ウ
、
ど
ち
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
日
本
人
の
耳
か
ら
聞
い
て
も
、
明
ら
か
に
日
本
人
だ
な
と
い

う
こ
と
が
分
か
る
、
そ
う
い
う
人
物
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
ア
ン
ジ
ロ
ウ
、
な
い
し
は
ヤ
ジ
ロ
ウ
は
薩
摩
の
侍
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
薩
摩
で
何
か
殺
人
事
件
を
起

こ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
時
は
あ
た
か
も
戦
国
時
代
だ
か
ら
、
別
に
殺
人
は
珍
し
く
な
い
に
し
て
み
て
も
、
人
々
か

ら
白
い
目
を
向
け
ら
れ
、
後
ろ
指
を
指
さ
れ
る
と
い
う
の
で
、
い
た
た
ま
れ
な
い
、
精
神
的
に
も
病
ん
で
し
ま
っ

た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
マ
ラ
ッ
カ
く
ん
だ
り
ま
で
来
て
、
恐
ら
く
商
売
で
身
を
立
て
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

　

そ
こ
に
は
華
僑
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
か
ら
、
漢
文
も
使
え
た
で
し
ょ
う
。
侍
で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
漢
文
力

も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
、
簡
単
な
マ
レ
ー
語
等
も
習
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
両
者

が
意
思
疎
通
を
し
た
の
は
、
何
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
す
。
マ
ラ
ッ
カ
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
植
民
地
と
な
っ
て
い
た
と
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い
う
こ
と
。
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
は
ス
ペ
イ
ン
人
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ス
ペ
イ
ン
語
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
は
非
常
に
よ

く
似
て
い
る
。
し
か
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
に
乗
っ
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
が
よ
く
で
き
、
聞
く

こ
と
も
し
ゃ
べ
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

　

ヤ
ジ
ロ
ウ
も
、
片
言
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
、
自
分
が
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
、

病
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
な
話
を
し
た
際
に
、
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
は
、
私
は
人
の
魂
を
救
い
た
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
言
っ
た
わ
け
で
、
非
常
に
病
め
る
魂
と
救
わ
ん
と
す
る
者
が
マ
ラ
ッ
カ
と
い
う
地
で
今
こ
こ
に
相
集
っ
た

と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ザ
ヴ
ィ
エ
ル
は
、
彼
を
い
わ
ば
、
つ
て
と
し
て
、
日
本
に
行
こ
う
と
考
え
た
。
と
い
う
の
は
、
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
は
、

こ
の
ア
ン
ジ
ロ
ウ
、
ヤ
ジ
ロ
ウ
が
極
め
て
「
理
性
的
」
な
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
侍
で

あ
っ
た
た
め
に
、
リ
テ
ラ
シ
ー
も
高
い
と
い
う
こ
と
、
礼
儀
作
法
を
心
得
て
い
る
、
相
手
の
言
う
こ
と
を
尊
重
し

て
聞
く
と
い
う
よ
う
な
態
度
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
人
と
い
う
民
族
は
「
理
性
的
」
な
民
族
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の

よ
う
な
推
測
を
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
、
ま
た
ぞ
ろ
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
軽
く
も
日
本
に
向
か
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
薩
摩
国

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
一
五
四
九
年
に
鹿
児
島
に
到
着
し
た
と
い
う
史
実
で
す
。

　

驚
く
べ
き
こ
と
は
、
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
は
、
薩
摩
に
い
る
間
に
、
早
く
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け
の
書
簡
の
中
で
、
日
本

に
は
、
神
道
、
そ
し
て
、
大
き
な
勢
力
と
し
て
は
仏
教
と
い
う
宗
教
が
あ
る
、
そ
し
て
、
他
方
で
儒
教
と
い
う
教
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え
が
あ
る
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
思
想
情
報
に
つ
い
て
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
知
ら
せ
て
い
ま
す
。「
坂
東
の

学
校
」、「
足
利
学
校
」
と
い
う
名
前
ま
で
、
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
は
明
記
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
は
都
ま
で
行
き
ま
す
。
戦
国
時
代
の
「
一
四
六
七
（
ひ
と
よ
む
な
し
い
）、
応
仁
の
乱
」

以
降
の
京
都
に
ま
で
訪
れ
、
で
き
れ
ば
天
皇
に
洗
礼
を
施
し
た
い
と
思
っ
た
ら
し
い
で
す
。
と
い
う
の
は
、
天
皇

が
最
も
位
が
高
い
と
い
う
情
報
の
た
め
だ
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
当
時
の
天
皇
は
バ
ラ
ッ
ク
住

ま
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
、
こ
れ
は
力
に
な
る
ま
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
山
口

の
大
内
氏
や
、
あ
る
い
は
、
後
に
は
、
九
州
の
大
友
氏
や
有
馬
氏
と
い
っ
た
よ
う
な
戦
国
大
名
に
パ
ト
ロ
ン
と

な
っ
て
も
ら
う
、
あ
る
い
は
彼
ら
を
、
信
者
に
し
よ
う
と
試
み
、
実
際
そ
の
成
果
を
上
げ
も
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
は
日
本
の
話
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
に
関
わ
る
話
と
し
ま
し
て
は
、
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
の
最
終
目
的
地
は

ど
こ
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
学
生
に
聞
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
答
え
ら
れ
る
人
は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
論
か

ら
申
し
ま
す
と
、
中
国
で
す
。
可
能
で
あ
れ
ば
北
京
の
皇
帝
を
洗
礼
す
る
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

も
し
、
そ
れ
が
可
能
と
な
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
、
中
華
思
想
の
文
化
圏
の
い
わ
ば
布
教
が
容
易
に
行
わ
れ

る
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
が
あ
っ
て
、
彼
は
な
ん
と
、
ま
た
も
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
に
乗
っ
て
中
国
に
向
か
い
ま
し
た
。

で
も
、
結
論
か
ら
申
し
ま
す
と
、
彼
は
大
陸
目
前
の
広
東
省
上じ
ょ
う

川せ
ん

島と
う

と
い
う
島
で
病
没
し
ま
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
彼
の
意
思
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
に
も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
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彼
の
後
に
日
本
に
訪
れ
た
人
物
と
し
ま
し
て
は
、
イ
ン
ド
・
中
国
管
区
布
教
長
で
あ
っ
た
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。

　

日
本
史
に
と
っ
て
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
、
例
の
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
等
々
と
も
、
面
識
の
あ
る
、
謁
見
し

た
人
物
と
い
う
こ
と
で
有
名
で
す
。
そ
の
ほ
か
、
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
、
四
人
の
少
年
使
節
、
原
マ
ル
チ
ノ
や

千
々
石
ミ
ゲ
ル
な
ど
、
こ
れ
ら
日
本
人
信
徒
た
ち
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
送
っ
た
の
も
こ
の
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
で
し
た
。

　

こ
の
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
、
そ
の
布
教
の
立
場
と
し
ま
し
て
は
、
先
ほ
ど
来
申
し
述
べ
て
い
ま
す
、
適
応
策
、

な
い
し
は
融
和
策
、
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
策
と
い
う
も
の
を
取
る
よ
う
に
、
宣
教
師
た
ち
に
命
じ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
在
地
の
文
化
、
宗
教
、
歴
史
、
哲
学
、
地
理
天
文
、
経
済
、
要
す
る
に
情
報
万
般
に
わ
た
っ
て
徹
底
研

究
す
る
。
よ
っ
て
も
っ
て
、
布
教
の
有
効
化
を
図
ら
ん
と
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
彼
自
身
、
日
本
の
例
え

ば
宗
教
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
紹
介
を
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
宗
教
の
一
つ
の
代
表
と
し
て
、
大
乗
仏
教
を
取
り

上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
の
大
乗
仏
教
は
、
イ
ン
ド
直
伝
と
い
う
よ
り
は
、
中
国
経
由
の
大
乗
仏
教
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
見
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

東
方
大
乗
仏
教
観

　

日
本
は
、「
一
心
」

―
万
物
の
原
理
、
万
物
の
原
理
を
一
心
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
天
台
宗
も
、
あ
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る
い
は
真
言
宗
も
、
あ
る
い
は
華
厳
教
も
こ
の
一
心
と
い
う
概
念
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
こ
れ
に
関
心
が
持
た
れ

た
よ
う
で
す
。

　

万
物
の
原
理
、rerum

�principium

と
述
べ
、
こ
れ
を
定
義
し
て
、「
永
遠
こ
の
方
、
単
一
で
、
澄
明
で
、
発

光
す
る
も
の
で
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
増
減
を
欠
如
し
た
も
の
で
あ
る
、
ま
た
無
形
で
あ
る
、
つ
ま
り
限
定
、
限
界
、

制
約
が
な
い
も
の
で
あ
る
。」
そ
し
て
、
こ
こ
は
ち
ょ
っ
と
問
題
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
理
智
が
な
い
」、「
知

性
が
な
く
」、
静
寂
で
平
静
な
安
息
に
満
ち
た
生
命
を
過
ご
す
、
彼
ら
は
確
か
に
こ
れ
を
万
物
の
原
理
、
あ
る
い

はFotoke

―
室
町
時
代
の
発
音
は
ｈ
音
は
言
語
学
的
に
ｆ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が

―
「
仏
」
で
あ
る

と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

あ
る
者
は
「
心
」（cor
）

―
こ
の
場
合
も
宇
宙
的
心
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん

―
あ
る
者
は
第
一

の
理
法
（prim
a�ratio

）
と
呼
び
、
あ
る
者
は
最
も
純
粋
な
本
質
で
あ
る
と
呼
び
、
あ
る
者
は
澄
明
さ
の
段
階

と
呼
び
、
あ
る
者
は
大
日
覚
王

―
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
い
真
言
密
教
の
本
尊
で
あ
る
大
日
如
来
の
こ
と
で
す

―
す
な
わ
ち
偉
大
な
る
太
陽
、
大
日
、
そ
し
て
、「
知
性
的
王
者
（Rex�intelligens

）
と
呼
び
、
あ
る
者
は

光
明
と
洞
察
の
一
体
化
し
た
天
の
真
理
と
呼
び
、
あ
る
者
は
実
体
と
呼
び
」
云
々
、
と
解
説
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
万
物
の
原
理
に
つ
い
て
、「
日
本
の
坊
主
、
僧
侶
は
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
原
理
、
究
極
原
理
と
い

う
も
の
は
、
あ
る
点
で
完
全
で
、
知
恵
が
付
与
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
と
。
だ
が
、
全
く
お
か
し
な
こ
と
に
、
こ
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の
原
理
は
何
も
理
解
し
な
い
も
の
、
地
上
の
こ
と
を
配
慮
し
な
い
も
の
な
の
だ
」、
と
。

　

次
い
で
、
日
本
人
は
次
の
よ
う
に
信
じ
て
い
る
。
そ
の
「
原
理
」
は
も
ろ
も
ろ
の
個
物
に
内
在
し

―
こ
こ
は

ち
ょ
っ
と
後
々
の
儒
教
と
の
関
係
で
覚
え
て
お
い
て
い
い
い
の
か
な
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も

―
原
理
と
い
う

の
は
も
ろ
も
ろ
の
個
物
に
内
在
し
、
ま
た
、
植
物
に
お
い
て
、
宇
宙
の
諸
事
物
が
原
理
と
同
一
と
な
る
よ
う
に
実

体
を
分
有
す
る
な
ん
て
い
う
、
か
な
り
形
而
上
的
な
、
あ
る
い
は
私
は
よ
く
存
じ
ま
せ
ん
が
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
、

ス
ト
ア
主
義
的
、
あ
る
い
は
ス
コ
ラ
哲
学
的
な
言
葉
遣
い
を
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
彼
ら
は
万
物
が
原
理
へ
と
回
帰
す
る
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
の
く
だ
り
な
ど
は
、
も

し
か
し
て
間
違
っ
て
い
る
と
い
け
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
理
神
論
や
自
然
神
学
を
想
起
さ
せ

る
よ
う
な
、
こ
の
よ
う
な
形
で
、
東
ア
ジ
ア
の
思
想
で
あ
る
大
乗
仏
教
を
紹
介
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

ち
ょ
っ
と
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

３
．
中
国
哲
学
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
翻
訳
・
紹
介
に
関
わ
る
代
表
的
人
物

　

中
国
哲
学
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
翻
訳
・
紹
介
に
関
わ
る
代
表
的
人
物
と
い
う
こ
と
で
は
、
一
人
に
は
、
こ
こ
で

示
し
た
ミ
ケ
ー
レ
・
ル
ッ
ジ
ェ
リ
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
同
僚
の
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
と
い
う
人
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物
が
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
世
界
史
の
教
科
書
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ご
存
じ
の
方
も
多
い
か
と
思

い
ま
す
。
こ
の
二
人
の
人
物
は
、
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
厳
命
を
受
け
て
、
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ

ン
、
適
応
策
を
実
際
に
中
国
で
実
行
し
た
者
た
ち
で
す
。

西
僧･
西
天
竺
→
儒
服･

西
儒

　

そ
の
適
応
手
段
と
し
て
、
最
初
に
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
が
「
西
天
竺
」
か
ら
来
た
と
説
明
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
す
か
ら
、
天
竺
の
西
で
全
く
問
題
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
最
初
、
自
分
た
ち
を
「
西
僧
」
と
定
義
し
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
西
か
ら
来
た
修
道
士
の
意
味
で
捉
え
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
後
に
な
り
ま
す
と
、
僧
と
い
っ

た
場
合
に
は
、
中
国
人
は
こ
れ
を
仏
教
僧
と
見
な
す
。
そ
う
す
る
と
、
当
時
の
中
国
仏
教
は
、
唐
代
や
宋
代
に
比

べ
る
と
、
衰
退
し
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
税
金
逃
れ
か
何
か
の
た
め
に
僧
侶
に
な
る
よ
う
な
者
が
い
て
、

軽
蔑
の
対
象
に
す
ら
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
た
ち
は
、
こ

れ
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
僧
侶
の
形
を
改
め
て
、
衣
装
替
え
し
ま
す
。
最
初
は
袈け

裟さ

を
し
て
い
た
わ
け

で
す
が
、
儒
服
と
い
う
も
の
に
着
替
え
ま
し
た
。
儒
服
と
い
う
の
は
、
儒
教
徒
の
着
る
服
で
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、

自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
「
西
儒
」
で
あ
る
、
西
洋
か
ら
来
た
儒
者
で
あ
る
と
い
う
定
義
を
し
ま
し

た
。
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何
で
そ
う
し
た
か
と
い
う
な
ら
ば
、
中
国
に
お
い
て
最
も
主
要
な
哲
学
、
思
想
が
儒
教
で
あ
る
と
知
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
を
支
配
し
て
い
た
、
上
は
皇
帝
か
ら
、
官
僚
、
士

大
夫
、
下
は
一
般
庶
民
に
至
る
ま
で
、
儒
教
を
最
も
主
要
な
る
教
え
で
あ
る
と
、
中
国
人
が
認
識
し
て
い
た
、
と

リ
ッ
チ
等
が
理
解
し
た
か
ら
で
す
。　
　

　

支
配
者
、
官
僚
、
即
ち
士
大
夫
と
い
う
者
が
お
り
、
彼
ら
は
科
挙
試
験
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
科
挙
試
験
の
試

験
問
題
は
、
儒
教
経
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
そ
の
儒
教
は
、
中
国
に
お
け
る
統
治
・
支
配
の
理

想
、
あ
る
い
は
中
心
思
想
で
あ
り
、
国
家
の
理
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
気
付
き
ま
し
た
。

こ
れ
も
有
名
な
話
で
す
。

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ

　

そ
れ
で
、
こ
の
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
、
最
初
に
、
先
述
の
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
指
示
に
従
い
、
語
学
を
修
得
し

ま
す
。
さ
し
あ
た
り
そ
の
対
象
は
、
彼
ら
が
最
初
に
着
い
た
マ
カ
オ
や
、
あ
の
か
い
わ
い
の
広
東
語
で
す
。
し
か

し
、
上
級
官
僚
た
ち
は
、
官
話
、
つ
ま
り
南
京
官
話
、
後
に
は
北
京
に
ま
で
行
き
ま
す
の
で
、
北
京
語
、
い
わ
ゆ

る
マ
ン
ダ
リ
ン
（
中
国
共
通
語
）
を
習
う
。

　

し
か
る
後
に
、
今
度
は
、
士
大
夫
た
ち
が
主
に
学
ぶ
儒
教
経
典
、
四
書
五
経
が
漢
文
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
日
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本
人
も
中
高
時
代
に
学
ぶ
古
代
漢
文
、
古
典
漢
語
を
も
修
得
し
ま
す
。
恐
る
べ
き
努
力
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

彼
は
四
書
五
経
さ
え
も
暗
記
し
ま
す
。
果
た
し
て
暗
記
な
ど
で
き
る
の
か
と
思
う
の
で
す
が

―
私
は
無
知
で
分

か
り
ま
せ
ん
が

―
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
時
代
に
ル
ル
ス
の
術
と
い
う
記
憶
術
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
実
際
に

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
そ
の
暗
記
法
を
修
得
し
、
こ
の
四
書
五
経
を
記
憶
し
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
り
ま
す
。
と
い

い
ま
す
の
は
、
彼
は
実
際
後
に
漢
文
で
、『
泰
西
記
法
』、
暗
記
法
と
い
う
本
ま
で
漢
文
で
著
し
て
い
ま
す
か
ら
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
重
要
な
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
広
め
る
べ
く
、
後
に
漢
文
教
理
書
『
天
主
実
義
』
と
い
う
も

の
を
著
し
ま
す
。
つ
ま
り
中
国
の
儒
教
古
典
を
完
全
に
マ
ス
タ
ー
し
た
上
で
、
そ
の
知
識
を
逆
用
す
る
と
い
う
か
、

逆
手
に
取
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
い
か
に
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
三
段
論
法
的
レ

ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
て
論
証
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
で
あ
り
な
が
ら
、
儒
教
が
、
極
め
て
キ
リ
ス
ト
教
に
近

い
道
徳
律
を
持
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
逆
に
、
儒
教
を
賞
賛
す
る
と
い
う
よ
う
な
立
場
も
取
り

ま
し
た

―
こ
れ
は
知
識
人
信
者
獲
得
に
極
め
て
有
効
で
し
た
。

　

こ
の
『
天
主
実
義
』
と
い
う
本
に
関
し
ま
し
て
、
林
羅
山
や
新
井
白
石
、
そ
れ
か
ら
、
な
ぜ
か
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
立
場
上
相
容
れ
な
い
は
ず
の
平
田
篤
胤
な
ど
も
目
を
通
し
て
お
り
、
日
本
に
も
こ
れ
は
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
禁
教
時
代
だ
か
ら
も
ち
ろ
ん
一
般
人
は
読
め
な
か
っ
た
は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
上
の
立
場
に
い
た
人
た

ち
や
学
識
者
の
若
干
は
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。
現
に
最
近
に
な
っ
て
日
本
国
内
の
内
閣
文
庫
や
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蓬
左
文
庫
に
世
界
的
に
も
最
古
の
『
天
主
実
義
』
の
版
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
王
雯
璐
さ
ん
と
い
う
東
京

大
学
の
研
究
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
『
天
主
実
義
』
に
お
い
て
リ
ッ
チ
は
儒
教
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
近
似
し
、
理
性
や
知
性
を
重
視
す
る
道
徳

律
と
見
て
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
に
有
利
な
条
件
、
ツ
ー
ル
と
し
て
の
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
哲
学

―
パ
ウ
ロ
が
、

ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
キ
リ
ス
ト
教
布
教
に
役
立
つ
と
し
た
の
と

―
類
比
的
な
も
の
と
見
な
し
て
い
ま
し
た
。
と
り

わ
け
ス
ト
ア
派
に
近
い
と
見
て
い
た
よ
う
で
す
。
と
い
う
の
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
元
老
で
、
ス
ト
ア
哲
学
に
造
詣

の
深
か
っ
た
キ
ケ
ロ
の
『
友
情
論
』
に
範
を
取
っ
た
『
交
友
論
』
と
い
う
本
を
漢
文
で
著
し
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、

ス
ト
ア
派
の
巨
匠
で
あ
る
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
の
『
エ
ン
ケ
イ
リ
デ
ィ
オ
ン
』
の
抄
訳
で
あ
る
『
二
十
五
言
』
と
い

う
漢
文
も
著
し
て
中
国
知
識
人
た
ち
に
紹
介
し
大
変
好
評
を
得
ま
し
た
。

古
典
中
国
哲
学
有
神
論
説 Theism

　

さ
て
、
こ
の
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
基
本
的
立
脚
点
に
つ
い
て
は
、
古
典
中
国
哲
学
有
神
論
説
と
い
う
立
場
を
取

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、Theism

有
神
論
と
い
う
も
の
で
、
中
国
の
儒
教
古
典
の
と
り
わ
け
古
代
の
経
典
の
中
に
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」、
あ
る
い
は
「
霊
」
的
な
存
在
者
に
対
応
す
る
概
念
が
説
か
れ
て
い
る
、
従
っ
て
、
中
国

儒
教
は
キ
リ
ス
ト
教
に
親
和
的
で
あ
る
と
説
く
適
応
策
の
論
説
で
す
。
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実
際
リ
ッ
チ
は
、
中
国
古
典
、
四
書
五
経
に
出
て
く
る
「
天
」
や
「
上
帝
」
と
い
う
概
念
を
、
万
物
を
主
宰
し
、

よ
き
行
動
を
し
た
者
に
対
し
て
は
よ
き
報
い
を
与
え
、
悪
し
き
者
を
滅
ぼ
す
、
あ
る
い
は
、
王
朝
を
繁
栄
さ
せ
た

り
亡
ぼ
し
た
り
す
る
存
在
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
や
霊
に
類
比
し
た
も
の
で
あ

る
と
捉
え
ま
し
た
。
あ
る
い
は
天
地
や
祖
霊
な
ど
の
「
鬼
神
」

―
和
語
の
“
お
に
が
み
”
で
は
な
い

―
、
こ

れ
も
話
を
す
る
と
長
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
霊
的
な
存
在
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
存
在
、
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス

spiritus

と
い
う
形
で
翻
訳
し
て
い
ま
す
。

　

片
や
リ
ッ
チ
は
、
一
方
、
科
挙
試
験
で
使
わ
れ
て
い
た
儒
教
古
典
、
四
書
五
経
、
あ
る
い
は
『
性
理
大
全
』、

『
四
書
大
全
』、『
五
経
大
全
』
等
の
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
は
全
て
朱
子
学
、
あ
る
い
は
宋
学

―
あ
る
い
は
宋
明
理
学

―
の
「
理
」、
つ
ま
り
万
物
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
存
在
す
る
原
理
法
則
、
秩
序
、

そ
れ
を
理
と
い
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
は
「
気
」、
万
物
を
形
成
す
る
素
材
と
な
る
べ
き
、
能
動
的

質
料
と
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
あ
る
い
は
活
気
・
活
力
と
い
っ
て
い
い
の
か
、
生
命
力
と
見
な
さ
れ
る
気
の
概
念

に
基
づ
い
て
、
す
な
わ
ち
万
物
を
全
て
「
理
」
と
「
気
」
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に

つ
い
て
は
否
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ま
た
後
ほ
ど
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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年 人物名 国籍 所属 翻訳・出版活動
1581 ミケーレ・ルッジェーリ 伊 イエズス会 ラテン語で《大学》と《孟子》を翻訳

1594 マテオ・リッチ 伊 イエズス会 ラテン語で《四書》を翻訳（Tetrabiblion�
Sinense�de�Moribus）

1626 ニコラ・トリゴー 仏 イエズス会 ラテン語訳本の《中国五経》（Pentabilion�
Sinense）を杭州で刊行

1645 アルヴァロ・セメド 葡 イエズス会
パリでをフランス語で書いた《中華帝国誌》
（Relatio� de�magna�monarchia� Sinarum，ou�
Histoire�universelle�de�la�Chine）を出版

1658 マルティノ・マルティニ 伊 イエズス会
ラテン語で書いた《中国古代史》(Sinicae�
Historiae�Decas�Prima）をミュンヘンで出版し，
《易経》を初めて西方に紹介

1662
プ ロ ス ペ ル・ イ ン ト ル
チェッタ／イグナティウ
ス・ダ・コスタ

伊/葡 イエズス会
《大学》《中庸》と《論語》を共同で翻訳し，《中
国の知恵》（Sapienita�Sinica）と名づけた。現
存する《論語》の最古の翻訳

1667 アタナシウス・キルヒャー 独 イエズス会 《中国図説》は儒家などの文化体系を紹介

1669 イントルチェッタやダ・コスタら17名 伊/葡 イエズス会
共同で《中庸》をラテン語訳し，《中国政治倫理
学》（Sinarum�Scientia�Politico-moratlis）と名
づけた

1687 フィリップ・クープレ 白 イエズス会
パ リ で《 中 国 の 哲 学 者 孔 子 》（Confucius�
Sinarum�Philosophus）を出版。《大学》・《中庸》
と《論語》の訳文を含む

1711 フランシス・ノエル 白 イエズス会 《四書》をラテン語訳し，《Sinensi�Imperii�Libri�
Classici�Sex》と名づけ，プラハで出版

1728 クロード・ド・ヴィスロウ 仏 イエズス会

《中庸》と《書経》をラテン語訳し，1728年に発
表した《易経概説》（Notice�du� livre�chinois�
nommé�Y-King）の中に《易経》の注釈が含ま
れている

1733 アレキサンドル・ド・ラ・シャルム 仏 イエズス会 《詩経》のラテン語訳に取りかかる

1735

ジ ョ ゼ フ・ ア ン リ ＝ マ
リー・ド・プレマール／
ジ ャ ン・ バ テ ィ ス ト・
ドュ・アルド

仏/仏 イエズス会
プレマールが選訳した《〈易経〉入門注釈》を
ドュ・アルドなどがフランス語訳した《中華帝
国誌》がパリで出版

1739 アントワーヌ・ゴービル 仏 イエズス会 《書経》をフランス語訳
1749 アントワーヌ・ゴービル 仏 イエズス会 《詩経》の訳注

イラリオー・カリノビッ
チ・ラスキン（1761沒） 露 ロシア東方正

教会
ヤコブ・ヴォルコフを指導して《四書》を翻訳
させる。

1770 アントワーヌ・ゴービル 仏 イエズス会 《書経》の訳注

1776 ピエール＝マーシャル・シボー 仏 イエズス会 《大学》と《中庸》を翻訳

1780 アレクセイ・レオンティエフ・レオンチェフ 露 ロシア東方正
教会 《大学》を翻訳

1782 アレクセイ・レオンティエフ・レオンチェフ 露 ロシア東方正
教会 《中国典籍〈易経〉中陰陽作用》の翻訳を発表

1785 アントワーヌ・ゴービル 仏 イエズス会 《易経》の訳注

1788 アレクセイ・レオンティエフ・レオンチェフ 露 ロシア東方正
教会 《中庸》を翻訳

中国古典学文献西洋人翻訳・研究活動略年表
※本表は主として岳峰等『中華文献与西伝研究』（厦門大学出版社、2018年）を用いて作成。「国籍」欄の「伊」
はイタリア、「独」はドイツ、「仏」はフランス「白」はベルギー、「葡」はポルトガル、萄「露」はロシア
をそれぞれ指す。
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ミ
ケ
ー
レ
・
ル
ッ
ジ
ェ
リ

　

次
の
ミ
ケ
ー
レ
・
ル
ッ
ジ
ェ
リ
と
い
う
人
物
は
、
リ
ッ
チ
の
同
僚
で
す
。
こ
の
人
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
彼
が
四
書
を
ラ
テ
ン
語
で
初
訳
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
、
今
回
、

水
上
先
生
に
お
か
れ
て
は
、
忙
し
い
中
、
中
国
の
宣
教
師
と
、
古
典
文
献
研
究
に
関
す
る
年
表
（
前
頁
）
を
お
書

き
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
大
変
私
も
び
っ
く
り
し
た
次
第
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
、
今
ま
で
ど
の
よ
う
な
翻
訳
の

歴
史
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
感
謝
の
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

実
は
、
こ
の
ミ
ケ
ー
レ
・
ル
ッ
ジ
ェ
リ
と
い
う
、
中
国
に
一
番
し
ょ
っ
ぱ
な
に
、
布
教
に
き
た
人
物
が
既
に
四

書
翻
訳
を
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。
い
つ
か
は
こ
れ
を
研
究
し
た
く
思
い
ま
す
。

最
近
こ
の
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
の
で
、
ま
だ
手
を
付
け
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
手
稿
本
は
ス
ペ
イ
ン
、
マ
ド
リ
ッ

ド
か
ら
少
し
前
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
て
、
問
題
は
、
中
国
哲
学
を
布
教
す
る
立
場
に
は
、
実
は
二
つ
あ
り
ま
し
た
。
中
国
哲
学
に
存
在
す
る
も
ろ

も
ろ
の
概
念
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
い
わ
ば
親
和
的
で
あ
る
と
い
う
の
が
先
ほ
ど
述
べ
た
有
神
論
説
で
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
は
、
中
国
哲
学
無
神
論
説
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
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中
国
哲
学
無
神
論 Atheism

　

こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
理
と
そ
の
純
潔
を
守
る
た
め
、
儒
教
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
が
キ
リ
ス
ト
教
と
関
係
が

あ
る
と
見
て
は
い
け
な
い
、
例
え
ば
、
神
が
原
理
や
法
則
そ
の
も
の

―
「
理
」

―
で
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
場

合
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
誰
が
信
じ
る
だ
ろ
う
か
、
神
と
い
う
の
は
万
物
を
い
わ
ば
意
思
を
持
っ
て
想
像
さ
れ
た
創

造
主
で
あ
り
、
人
格
神
で
あ
る
、
し
か
る
に
、
宋
明
理
学
に
お
い
て
は
、「
理
」
や
「
気
」
で
も
っ
て
万
事
を
解

釈
し
て
い
る

―
近
年
で
は
「
気
」
は
バ
イ
タ
ル
エ
ナ
ジ
ーvital�energy

と
申
し
ま
す
か
、
活
力
・
活
気
、
あ

る
い
は
生
命
力
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が

―
神
が
、
あ
る
い
は
霊
的
存
在
が
、

果
た
し
て
「
理
」
や
「
気
」
と
い
う
よ
う
な
概
念
で
認
識
で
き
る
の
か
？　

で
き
な
い
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
の

純
粋
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
中
国
哲
学
を
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
し
て
お
く
べ
き
だ
、
あ
る
い
は
中
国
哲
学
に
は

「
神
」
は
い
な
い
、
ユ
ダ
ヤ
教
を
含
め
た
啓
典
の
宗
教
に
お
け
る
「
神
」
に
該
当
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い

う
立
場
を
持
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
人
々
が
現
れ
ま
し
た
。

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ

　

こ
れ
も
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
う
い
う
人
々
が
い
た
と
い
う
だ
け
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
と
い
う
人
、
こ
の
人
が
『
性
理
大
全
』、『
四
書
大
全
』
等
の
明
代
の
科
挙
の
国
定
教
科
書
を
熟
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読
し
て
、
明
清
期
の
共
通
認
識
の
拠
り
所
と
し
て
の
朱
子
学
の
基
準
か
ら
中
国
哲
学
の
諸
概
念
を
解
釈
し
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
万
事
を
原
理
・
法
則
な
い
し
は
属
性
に
過
ぎ
な
い
「
理
」
と
そ
れ
と
不
可
分
な
第
一
質
料

―
彼

は
こ
の
よ
う
に
「
気
」
を
解
釈
し
て
い
ま
す

―
つ
ま
り
能
動
的
質
料
で
は
な
く
、
受
動
的
質
料
に
よ
っ
て
、
万

事
を
理
解
説
明
し
よ
う
し
て
い
る
と
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
的
・
霊
的
存
在
と
対
応
す
る
わ
け

が
な
い
と
、
こ
う
来
る
わ
け
で
す
。

　

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
は
、
こ
の
人
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
か
ら
見
た
中

国
哲
学
を
貶
価
す
る
観
方
を
承
け
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
、
ま
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
属
し
、
後
の
異
端
審
問

に
多
大
な
影
響
力
を
持
っ
た
ド
ミ
ニ
コ
会
等
の
会
派
が
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
儒
教
評
価
の
方
法
を
批
判
す
る
と

い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。
異
端
審
問
に
関
わ
っ
た
ド
ミ
ニ
コ
会
か
ら
の
批
判
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
も

そ
れ
に
従
い
ま
す
。

　

た
だ
、
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
中
国
哲
学
、
つ
ま
り
儒
教
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
親
和
性

は
な
い
、
そ
し
て
、
非
常
に
劣
っ
た
、
唯
物
論
と
い
っ
て
は
な
ん
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
、

そ
れ
ら
を
ラ
テ
ン
語
や
ス
ペ
イ
ン
語
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
語
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
言
語
で
翻
訳
し
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
紹
介
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
近
代
哲
学
代
表
す
る
人
物
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

は
、
こ
れ
ら
の
中
国
哲
学
批
判
書
か
ら
さ
え
も
、
中
国
哲
学
に
対
す
る
肯
定
的
な
理
解
を
し
ま
し
た
。
神
に
は
、
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「
理
」
的
な
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
霊
的
な
存
在
に
対
し
て
も
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
的
霊

的
質
料
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
神
以
下
の
被
造
物
は
質
料
的
な
面
が
無
く
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
、

中
国
思
想
、
な
い
し
は
、
究
極
的
に
は
朱
子
学
を
肯
定
す
る
よ
う
な
擁
護
、
弁
護
の
言
葉
を
述
べ
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
堀
池
信
夫
先
生
の
本
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
重
要
な
の
は
、
中
国
哲
学
無
神
論
説
と
い
う
も
の
を
仮
に
布
教
の
際
に
採
っ
て
し
ま
う
と
、

中
国
布
教
は
困
難
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
の
中
国
を
指
導
し

て
い
た
の
は
士
大
夫
、
究
極
的
に
は
皇
帝
な
わ
け
で
、
皇
帝
は
あ
く
ま
で
も
儒
教
の
パ
ト
ロ
ン
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
皇
帝
権
威
の
正
統
性
は
儒
教
の
保
護
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
そ

し
て
、
科
挙
試
験
を
通
っ
た
公
務
員
た
ち
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
儒
教
を
肯
定
す
る
者
以
外
の
何
物
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
中
に
は
、
李
卓
吾
の
よ
う
な
、
儒
教
に
反
抗
す
る
者
も
い
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
基
本
、
儒
教
の
立

場
を
正
統
と
見
な
す
立
場
が
主
流
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

中
国
哲
学
有
神
論
説
派
の
対
抗
策

　

し
か
る
に
、
も
し
も
、
中
国
哲
学
無
神
論
説
を
採
っ
て
し
ま
う
と
、
布
教
が
困
難
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ

り
ま
す
。
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
後
の
中
国
布
教
長
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
に
つ
い
で
中
国
布
教
を
リ
ー
ド
し
た
の
が
、
マ
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ル
テ
ィ
ノ
・
マ
ル
テ
ィ
ニ
と
い
う
人
物
で
す
。

　

こ
の
人
は
、
中
国
哲
学
有
神
論
説
派
で
す
が
、
リ
ッ
チ
的
立
場
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
彼

は
、
よ
り
客
観
的
に
中
国
哲
学
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
紹
介
す
べ
き
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
中
国
情
報
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
知
ら
し
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
ち
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
彼
は
最
も
古
い

―
中
国
の
ま
と

ま
っ
た
歴
史
書
と
し
て
で
す
が

―
『
中
国
史
』
と
い
う
本
を
ラ
テ
ン
語
で
著
し
て
い
ま
す
。
一
六
五
八
年
で
す
。

　

そ
し
て
彼
は
、
中
国
悠
久
の
歴
史
に
つ
い
て
説
き
ま
し
て
、
そ
の
中
で
何
と
、
ノ
ア
の
箱
舟
の
時
代
、
中
国
人

が
そ
の
洪
水
で
滅
亡
せ
ず
残
存
し
た
な
ど
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
、
太
古
か
ら
現
清
王
朝
に
至

る
ま
で
、
中
国
史
が
不
断
に
継
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
後
に
は
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

歴
史
学
へ
の
影
響
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
何
か
と
い
う
と
、
中
国
の
初
代
帝
王
、Fo�hi

伏

羲
に
よ
る
国
家
創
成
を
、
当
時
推
定
さ
れ
て
い
た
旧
約
聖
書
の
ノ
ア
の
大
洪
水
発
生
、
紀
元
前
二
三
四
九
年
よ
り

以
前
の
二
九
五
二
年
な
ど
と
説
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
以
来
、
明
か
ら
清
朝
へ
至
る
ま
で
の
交
代
の

四
千
数
百
年
間

―
こ
こ
が
重
要
で
す
が

―
断
絶
す
る
こ
と
な
く
、
連
綿
と
続
い
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
『
中

国
史
』
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

わ
れ
わ
れ
、
中
国
学
に
関
わ
る
者
と
し
て
は
、
例
え
ば
二
十
四
史
な
ど
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
二
十
四

も
の
王
朝
が
歴
々
代
々
途
絶
え
る
こ
と
な
く
、
王
朝
の
事
蹟
を
記
録
し
続
け
て
き
た
こ
と
は
常
識
で
す
が
、
ま
し
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て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
来
た
マ
ル
テ
ィ
ニ
は
疑
い
よ
う
が
な
く
、
そ
れ
を
信
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

つ
く
ら
れ
た
部
分
や
間
違
っ
た
部
分
も
あ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
国
史
が
継
代
累
代
続
い
て
い
る
と

い
う
点
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
非
常
に
驚
く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
後
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歴
史
学
に
も
影
響
が
及
ぼ
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
聖
書
の
み
に
基
づ
く
歴
史
学
で
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
当
時
の
聖
書
学
に
よ
る

歴
史
算
定
法
で
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

の
み
な
ら
ず
、
中
国
哲
学
の
簡
略
な
紹
介
を
し
て
い
ま
す
。
ほ
ぼ
儒
教
・
道
教
等
の
情
報
全
般
を
大
枠
で
述
べ

る
も
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
中
国
思
想
、
な
い
し
は
中
国
文
化
関
連
情
報
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
普
遍
記
号
と
し
て
の
漢
字
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
わ
れ
わ

れ
日
本
人
に
と
っ
て
周
知
の
こ
と
。
中
国
に
は
外
国
語
の
よ
う
に
全
然
通
じ
な
い
多
く
の
方
言
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

漢
字
さ
え
見
れ
ば
、
中
国
人
ど
う
し
意
思
疎
通
可
能
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
異
文
化
圏
で
あ
る
李
氏
朝
鮮
人
で
あ

ろ
う
と
、
徳
川
日
本
人
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
、
尚
氏
琉
球
人
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
阮
朝
ベ
ト
ナ
ム
人
で
あ
れ
、

要
す
る
に
国
境
を
越
え
て
、
普
遍
記
号
、
つ
ま
り
漢
字
を
通
じ
て
意
思
疎
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
こ
の

よ
う
な
情
報
を
記
し
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
漢
字
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
情
報
は
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
の
こ
ろ
か
ら
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
と

ま
っ
た
形
で
、
書
体
に
つ
い
て
や
、
文
字
の
組
み
合
わ
せ
、
六
書
（
象
形
・
指
事
・
会
意
・
形
声
・
転
注
・
仮
借
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な
ど
の
漢
字
の
起
源
・
用
法
）
等
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
易
卦
、『
易
経
』
に
出
て
く
る
、
世
界
を
陰
と
陽
の
二
元
的
な
様
相
、
つ
ま
り
陽
と
い
う
の
は
、

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
陽
性
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
展
開
、
発
展
、
拡
大
、
拡
張
、
伸
張
、
上
昇
と
い
っ
た
よ
う

な
働
き
を
「
陽
」
と
い
う
様
相
で
捉
え
、
あ
る
い
は
、
受
動
性
、
消
極
性
、
そ
し
て
、
下
降
性
等
々
、
消
極
的
な

様
相
を
「
陰
」
と
い
う
様
相
で
表
す
と
い
う
こ
と
を
、
古
代
か
ら
中
国
で
は
言
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
二
つ
の
要
素
、
陰
と
陽
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
万
物

が
生
成
し
て
い
っ
た
と
い
う
世
界
観
で
す
。
八
卦
、
な
い
し
六
十
四
卦
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
こ
の
よ
う
な
形
で

世
界
が
展
開
す
る
と
見
、
陰
陽
二
つ
の
原
理
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
順
列
組
み
合
わ
せ
す
る
と
い
う
点
で
、
数
理
的

な
秩
序
を
持
っ
て
い
ま
す
。
世
界
に
は
数
理
的
な
秩
序
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
易
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
あ
る
い
は
充
足
理
由
律
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
る
概
念

と
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
万
物
に
は
理
由
、
根
拠
が
あ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
理
由
、
根
拠
無
し
に
存
在
す
る

も
の
は
な
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
充
足
理
由
律
と
近
似
し
た
『
中
庸
』
や
『
大
学
』
な
ど
の
思
想
、
あ
る

い
は
『
孟
子
』、
つ
ま
り
性
善
説
、
人
間
本
性
は
生
ま
れ
つ
い
て
善
で
あ
る
と
い
う
性
善
説
に
つ
い
て
も
触
れ
ら

れ
て
お
り
、
ま
た
、
儒
教
情
報
に
つ
い
て
、
概
略
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
、
ご
参
考
ま
で
。
マ
ル
テ
ィ
ニ
は
易
の
陰
と
陽
の
展
開
原
理
をm

odus�com
putandi�binarium

と
、

こ
の
よ
う
な
翻
訳
を
与
え
て
い
ま
す
。
二
進
法binarium

の
世
界
展
開
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て

い
ま
し
て
、
そ
の
後
で
、
こ
れ
と
は
ま
た
別
な
ペ
ー
ジ
で
す
け
れ
ど
も
、
モ
ナ
ドm

onade

と
い
う
言
葉
も
あ
り

ま
す
。
こ
ん
な
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
ち
ょ
っ
と
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

な
お
、
後
に
述
べ
る
神
学
者
、
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
シ
ュ
ピ
ツ
ェ
ル
と
い
う
人
物
が
、『
中
国
学
芸
論
』
と
い
う

書
籍
を
一
六
六
〇
年
に
著
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
お
き
ま
し
て
は
、
上
述
の
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
大
乗
仏
教
情
報
、

そ
れ
か
ら
、
ル
ッ
ジ
ェ
リ
や
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
の
『
大
学
』
の
訳
文
を
摘
要
し

―
後
で
述
べ
ま
す

―
中
国
の
歴

史
情
報
、
そ
れ
か
ら
、
漢
字
、
易
、
充
足
理
由
律
、
モ
ナ
ド
情
報
を
収
録
、
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

重
要
な
の
は
、
こ
れ
を
二
〇
代
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
通
読
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
六
六
六
年
で
す
。

彼
が
処
女
論
文
、
博
士
論
文
執
筆
前
後
に
、『
中
国
学
芸
論
』
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
後

に
は
、
こ
の
編
者
で
あ
る
シ
ュ
ピ
ツ
ェ
ル
な
ら
び
に
、『
中
国
史
』
の
マ
ル
テ
ィ
ニ
と
も
文
通
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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５
．『
大
学
』

　
『
大
学
』
と
い
う
文
献
に
つ
い
て
。
今
ま
で
こ
の
よ
う
に
申
し
述
べ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
果
た
し
て
本
当
に
宣

教
師
が
中
国
思
想
を
検
討
考
察
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
四
書
五
経

を
ど
の
よ
う
に
翻
訳
し
て
い
る
か
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
番
最
初
に
こ
の
四
書
五
経
に
触
れ
た
の
は
、
先
述
の
ミ
ケ
ー
レ
・
ル
ッ
ジ
ェ
リ
と
い
う
イ
タ
リ
ア
人
神
父
で

す
が
、
彼
は
そ
の
翻
訳
を
手
が
け
ま
し
た
。
そ
の
際
中
国
に
来
て
早
々
、
儒
教
の
一
番
根
本
経
典
と
し
て
、
最
初

に
『
大
学
』
が
注
目
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
第
一
に
は
、
四
書
五
経

―
本
当
は
歴
史
的
に
は
五
経
四
書
の
ほ
う
が

い
い
の
で
す
け
れ
ど
も

―
四
書
五
経
の
筆
頭
に
『
大
学
』
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
こ
に
は
中
国
哲
学
の
理
念

が
含
ま
れ
、
ま
た
、
宣
教
師
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
、
複
数
者
が

―
私
が
知
る
限
り

―
ラ
テ
ン
語
翻
訳
で
は

六
種
類
も
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
点
を
申
し
上
げ
た
く
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
先
ほ
ど
述
べ
た
『
中
国

学
芸
論
』
の
中
で
、
シ
ュ
ピ
ツ
ェ
ル
が
、
マ
ル
テ
ィ
ノ
・
マ
ル
テ
ィ
ニ
、
そ
れ
か
ら
、
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
ル
ッ

ジ
ェ
リ
の
『
大
学
』
訳
文
を
引
用
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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シ
ュ
ピ
ツ
ェ
ル
は
、
中
国
哲
学
に
お
け
る
「
完
全
性
」
と
、
そ
れ
か
ら
「
生
得
的
な
自
然
本
性
」
と
し
て
の

「
自
然
法jus�naturale

」、
そ
れ
か
ら
、
人
間
の
究
極
目
的
に
つ
い
て
解
説
す
る
文
献
と
し
て
、
第
一
に
、
こ
の

『
大
学
』、
特
に
朱
子
の
『
大
学
章
句
』
経
の
第
一
章
の
冒
頭
部
分
に
つ
い
て
関
説
し
て
い
ま
す
。
中
国
哲
学
、
思

想
に
専
念
さ
れ
て
い
る
諸
先
生
な
ら
、
常
識
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
軽
く
だ
け
、
こ
の

『
大
学
』
の
冒
頭
部
分
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
『
大
学
』
に
は
中
国
の
儒
教
の
理
想
が
簡
略
に
説
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
故
に

ま
た
、
朱
子
も
、『
礼
記
』
と
い
う
文
献
か
ら
、
特
別
こ
の
『
大
学
』
と
い
う
チ
ャ
プ
タ
ー
を
抽
出
し
て
き
た
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。『
大
学
』
冒
頭
の
八
條
目
に
つ
い
て
、
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
古
え
の
明
徳
を
天
下
に
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
そ
の
国
を
治
む
。
そ
の
国
を
治
め
ん
と
欲
す

る
者
は
、
先
ず
そ
の
家
を
斉と
と
のう

。
そ
の
家
を
斉
え
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
そ
の
身
を
修
む
。
そ
の
身
を
修
め
ん

と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
そ
の
心
を
正
し
く
す
。
そ
の
心
を
正
し
く
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
そ
の
意
を
誠
に
す
。

そ
の
意
を
誠
に
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
そ
の
知
を
致
す
。
知
を
致
す
は
物
に
格
す
に
在
り
」、「
か
く
す
」
と

い
う
ふ
う
に
一
応
読
ん
で
お
き
ま
す
。
朱
子
の
解
釈
で
は
、「
い
た
る
」
と
読
み
ま
す
。
有
名
ど
こ
ろ
で
は
、
王

陽
明
は
「
た
だ
す
」
と
読
ん
で
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
注
釈
者
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
読
み
方
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
後
に
あ
る
朱
子
学
の
朱
子
の
注
釈
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
科
挙
試
験
に
お
い
て
は
、
正
当
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解
釈
は
、
朱
子
の
注
釈
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

　

大
枠
、
現
代
語
訳
を
ち
ょ
っ
と
施
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
す
。
す
な
わ
ち
天
下
に
明
徳
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
者

―
そ
れ
自
体
、
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
明
徳
と
い
う
の
は
知
的
な
能
力
で
あ
る
と

い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
天
下
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
世
界
で
す
。
人
間
が
持
っ

て
い
る
知
的
な
能
力
を
普
遍
化
し
よ
う
、
世
界
に
啓
蒙
す
る
と
い
っ
て
は
言
い
過
ぎ
で
す
が
、
世
界
の
人
に
知
的

な
能
力
を
普
遍
化
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
た
者
、
こ
れ
は
古
代
の
帝
王
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
朱
子

学
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
「
誰
で
あ
れ
、
学
ぶ
者
全
て
は
」
と
い
う
解
釈
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。
天
下
の
人
々
に
、

明
徳
、
知
的
な
能
力
を
よ
り
一
層
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
者
は
国
を
治
め
、
天
下
が
太
平
と
な
る
よ
う

努
め
た
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
『
大
学
』
の
冒
頭
の
主
張
で
す
。

　

究
極
目
的
、
天
下
の
最
終
目
的
は
、
天
下
を
平
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。
世
界
平
和
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
言

い
過
ぎ
で
す
が
、
世
界
が
究
極
的
に
は
安
定
す
る

―
今
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
現
在
に

至
る
ま
で
実
現
さ
れ
て
い
な
い

―
人
類
の
究
極
目
的
は
天
下
を
平
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
、
世
界
の
安
定
で

あ
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
『
大
学
』
の
究
極
目
的
で
あ
る
、
あ
る
い
は
儒
教
の
究
極
目
的
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
天
下
が
平
ら
か
に
な
り
、
人
々
に
知
的
な
能
力
が
普
遍
化
す
る
に
は
、
国
が
治
ま
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ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
平
た
く
言
え
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
初
に
天
下
を
構
成
す
る
構
成
単
位

で
あ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ど
こ
で
も
い
い
で
す
け
れ
ど
も
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
で
あ
れ
、
ロ
シ
ア
で
あ

れ
、
シ
リ
ア
で
あ
れ
、
北
朝
鮮
で
あ
れ
で
す
が
、
そ
れ
ら
国
々

―
こ
の
場
合
は
複
数
と
見
て
い
い
と
思
い
ま
す

―
国
々
が
治
ま
ら
な
け
れ
ば
、
天
下
は
治
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
は
、
国
々
が
治
め
る
た
め
に
は
ど
う
な
っ
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
は
、
国
を
構
成
す
る

構
成
単
位
で
あ
る
家
々
が
治
ま
っ
て
い
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
国
か
ら
家
ま
で
、
か
な
り
飛
躍

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
注
釈
を
見
ま
す
と
、
家
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
二
人
だ
け
の

核
家
族
も
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
国
は
大
家
族
が
メ
イ
ン
で
す
の
で
、
大
家
族
、
地
縁
、
血
縁
、
あ

る
い
は
、
今
の
日
本
で
い
う
な
ら
ば
、
市
町
村
、
あ
る
い
は
都
道
府
県
ぐ
ら
い
の
大
き
め
な
も
の
も
含
み
得
る
と

思
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
あ
る
い
は
、
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
同
体
と
想
像
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

で
す
け
れ
ど
も
、
国
を
治
め
よ
う
と
し
た
者
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
構
成
単
位
、
要
す
る
に
各
種
共
同
体
、
家
か

ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
の
諸
々
の
シ
ス
テ
ム
を
通
ず
る
共
同
体
が
治
ま
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

　

家
が
と
と
の
っ
て
い
る
、
共
同
体
が
と
と
の
う
た
め
に
は
、
そ
の
条
件
は
何
か
、
各
個
人
の
身
体
行
動
が
修
ま

る
べ
き
で
あ
る
、
こ
れ
を
修
身
と
い
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
僕
た
ち
は
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
平
天
下
、

治
国
、
つ
ぎ
に
、
修
身
と
い
う
と
、
非
常
に
道
徳
く
さ
い
感
じ
で
す
が
、
も
ろ
も
ろ
の
解
釈
を
見
る
と
、
個
人
の
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行
動
が
修
ま
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
理
想
状
態
、
平
天
下
か
ら
、
い
わ
ば
、
原
因
、
条
件

は
何
か
と
、
原
因
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

そ
う
な
り
ま
す
と
、
個
人
の
身
体
行
動
が
修
ま
る
た
め
に
は
何
が
必
要
か
と
い
う
と
、
身
体
を
導
く
心
が
正
さ

れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
こ
れ
を
正
心
と
い
い
ま
す
。
心
を
正
そ
う
と
し
た
者
は
、
意
を
誠
に
し
た
。
意
志
、

意
図
、
動
機
、
何
か
を
し
よ
う
と
欲
す
る
と
き
の
心
が
動
き
出
す
一
番
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
が
ま
っ
と
う
で
狂
い
な

く
、
誠
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
言
う
の
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
言
葉
「
正
心
誠

意
」
と
は
、
こ
こ
に
出
典
が
あ
る
。
今
日
在
席
の
中
哲
の
先
生
は
な
ん
て
初
歩
的
な
話
を
、
と
お
思
い
の
こ
と
で

し
ょ
う
。
そ
れ
は
本
当
に
申
し
訳
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
初
め
て
触
れ
る
方
の
た
め
に
ち
ょ
っ
と
説
明
し
ま
し

た
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
心
が
動
き
出
し
た
、
そ
の
意
志
・
意
図
・
動
機
が
ま
っ
と
う
に
な
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い

い
か
と
い
う
な
ら
ば
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
朱
子
の
解
釈
に
よ
れ
ば
知
的
な
働
き
が
極
限
ま
で
精
緻
、
精
密
に
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
知
的
な
能
力
を
極
限
に
ま
で
も
た
ら
す
こ
と
が
必
要
だ
と
述
べ
ま
す
。

　

な
ら
ば
、
知
的
な
能
力
を
極
限
ま
で
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
何
が
必
要
か
と
い
う
と
、
物
に
格い
た

る
必
要
が
あ
る

と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
ち
ょ
っ
と
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
平
た
く
い
い
ま
す
と
、
物
に
格
る
と
い

う
の
は
、
事
物
の
理
に
窮
め
至
る
と
い
う
こ
と
、
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
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私
た
ち
が
知
的
な
能
力
を
い
わ
ば
極
限
に
ま
で
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
も
ろ
も
ろ
の
情
報
と
万
物
の
存
在
根
拠

を
知
る
べ
き
で
あ
る
、
も
ろ
も
ろ
の
事
物
の
持
つ
、
法
則
や
秩
序
や
、
そ
れ
か
ら
原
理
、
そ
れ
ら
を
知
る
べ
き
で

あ
る
、
あ
る
い
は
広
く
は
道
理
を
知
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

　

も
う
一
度
言
い
ま
す
と
、「
理
」
と
い
う
の
は
、
日
本
人
が
見
て
も
す
ぐ
分
か
る
言
葉
で
、
そ
う
す
る
と
、
人

間
の
知
的
な
働
き
と
し
て
は
理
性
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
ひ
い
て
は
諸
事
物
の
原
理
、
法
則
、
秩
序
、
理
由
、
根

拠
等
々
を
窮
め
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
知
は
極
限
ま
で
も
た
ら
さ
れ
な
い
、
と
解
釈
で
き
ま
す
。　
　

　

朱
子
の
解
釈
、
あ
る
い
は
そ
の
当
時
の
中
国
の
い
わ
ば
正
統
解
釈
で
は
、
そ
の
よ
う
に
見
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

マ
ル
テ
ィ
ニ
は
、
中
国
清
代
当
時
に
お
い
て
正
当
視
さ
れ
た
朱
子
の
主
知
的
解
釈
に
立
脚
し
て
、
中
国
哲
学
の

根
本
テ
ー
ゼ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
「
明
徳
」
に
つ
い
て
は
、
知
的
な
能
力
に
当
た
る
「
自
然
の
光
力�Lum

en�N
aturale

」
と
翻
訳
し
て
い
ま
す
。

「
自
然
本
性
の
光
」
と
訳
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、「
自
然
の
法
則Lex�N

aturae

」
と
、
こ
の
よ
う
に

訳
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自
然
か
ら
植
え
付
け
ら
れ
た
、
持
っ
て
生
ま
れ
た
規
定
、
法
令
と
も
解
釈
し
て
い
ま
す
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、「
物
事
の
真
の
認
識
と
知
識
」
云
々
、
つ
ま
り
知
的
な
能
力
は
、
諸
事
物
に
つ
い
て
の
真
の
認

識
な
し
に
は
成
り
立
ち
得
ず
と
、
こ
の
よ
う
に
「
格
物
」
と
い
う
言
葉
を
翻
訳
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
や
は
り
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事
物
に
関
す
る
「
知
的
な
認
識
」
が
必
要
で
あ
る
と
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
認
識
は
“
哲
学
の
営
為
”
で
あ
る
と

述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
中
国
思
想
の
一
番
筆
頭
に
当
た
る
文
献
の
説
く
エ
ッ
セ
ン
ス
は
「
哲
学
」
の
実
践
で
あ

る
と
評
価
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

ル
ッ
ジ
ェ
リ
訳
『
大
学
』

　

ル
ッ
ジ
ェ
リ
。
こ
れ
は
割
に
大
枠
の
形
で
の
紹
介
で
、
こ
の
ル
ッ
ジ
ェ
リ
の
翻
訳
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
述
べ

た
こ
と
が
、
粛
々
と
秩
序
立
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

始
め
に
（
と
中
国
人
は
言
う
）
自
然
の
光
、
理
性
を
見
極
め
る
こ
とdespicere�N

aturae�Lum
en

―
『
大

学
』
の
「
明
明
徳
」
を
こ
う
訳
し
て
い
ま
す

―
を
欲
し
た
人
々
は
、
前
も
っ
て
王
国
、Regnum

を
確
立
し
た
。

―
「
治
国
」
を
そ
う
訳
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
最
善
の
法
令
と
法
に
よ
っ
て
穏
和
に
統
治
す
る
こ
と
を
欲
し

た
人
々
は
、
自
分
の
家
を
正
し
く
管
理
し
た
。

―
「
斉
家
」
の
訳
で
す
。
自
分
の
家
を
正
し
く
管
理
す
る
こ
と

を
欲
し
た
人
々
は
、
自
分
自
身
を
理
性
の
規
定rationis�praecepta

に
よ
っ
て
形
成
し
た
。「
修
身
」、
自
分
の

生
命

―
あ
る
い
は
生
活
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

―
人
生
を
徹
底
的
に
理
性
と
一
致
、
適
合

す
る
こ
と
を
切
望
し
た
人
々
は
、
自
分
の
再
内
奥
の
も
の
、
す
な
わ
ち
心
と
精
神
の
状
態
を
最
高
の
努
力
に
よ
っ

て
導
い
た
。

―
「
正
心
」、
心
を
正
す
、
と
そ
う
訳
し
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
罪
と
無
関
係
で
あ
る
よ
う
願
っ
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た
人
々
は
、
何
ら
か
の
事
柄
を
歓
迎
し
た
り
避
け
た
り
す
る
。
心
の
能
力
と
努
力
を
秩
序
付
け
、
一
致
、
適
合
す

る

―
誠
意
を
そ
の
よ
う
な
ふ
う
に
訳
し
て
い
ま
す
。
心
の
欲
望
と
努
力
を
秩
序
付
け
、
適
合
さ
せ
る
と
い
う
こ

と
。
畢
竟
こ
の
こ
と
に
秀
で
る
た
め
に
、
彼
ら
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
全
て
の
事
物
の
原
因
と
本
性
を
認
識
す
る
こ

と
を
努
力
し
た
。
こ
れ
は
、「
致
知
は
格
物
に
あ
り
」
と
い
う
先
ほ
ど
述
べ
た
言
葉
を
、
訳
し
た
も
の
で
す
。
と

い
う
こ
と
で
、
究
極
的
な
誠
意
の
条
件
と
し
て
、
事
物
の
原
因
と
本
質
を
認
識
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
紹
介

し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
読
者
は
、
こ
う
し
た
訳
文
を
通
じ
て
中
国
の
自
他

―
自
分
と
他
者

か
ら
世
界
へ
の
完
成
の
究
極
条
件
を
、
理
性
の
高
揚
と
知
の
増
広
と
理
解
し
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
で
は
、

は
っ
き
り
朱
子
学
、
朱
子
の
注
釈
の
主
知
的
解
釈
を
踏
ま
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

中
国
狂 Sinophile  

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　

続
き
ま
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
つ
い
て
、
軽
く
申
し
ま
す
。
当
時
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、「
中
国
狂
」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
二
〇
前
後
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
学
位
論
文
『
結
合
法
論
』
の
著
作
前
後

に
、
先
ほ
ど
述
べ
た
『
中
国
学
芸
論
』
を
読
ん
で
お
り
、
ひ
い
て
は
、
一
六
七
〇
年
、
ま
さ
に
著
者
た
る
シ
ュ
ピ

ツ
ェ
ル
当
人
と
書
簡
の
交
換
も
し
て
い
ま
す
。
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さ
ら
に
、
彼
が
読
ん
だ
『
中
国
学
芸
論
』
に
は
、
こ
れ
は
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
「
普
遍
記
号
」
と
し
て
の
書
記
体
系
で
あ
る
漢
字
の
図
説
や
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
初
め
て
易
図
の
情
報
を
得

た
と
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
士
ブ
ー
ヴ
ェ
と
の
情
報
の
交
換
、
一
七
〇
三
年
よ
り
も
四
〇
年
近
く
以
前
に
、
先
ほ
ど
述

べ
た
陰
陽
二
卦
や
八
卦
と
い
う
万
物
の
あ
り
よ
う
の
パ
タ
ー
ン
を
図
入
り
で
掲
載
し
て
お
り
、
六
十
四
卦
に
至
る

易
の
数
理
的
世
界
展
開
が
「
二
元
、
二
進
の
情
報binarium

�m
ultiplicationis

」
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
「
モ
ナ
ドm

onade

」
と
い
っ
た
言
葉
も
あ
り
、
万
物
、
あ
る
い
は
、
心
身
、
個
人
、
社
会
、
世
界

に
お
け
る
理
性
の
偏
在
を
説
く
『
大
学
』
の
世
界
観
と
も
思
い
合
わ
せ
る
な
ら
、
今
後
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
に

対
す
る
中
国
哲
学
の
影
響
の
有
無
に
関
し
て
は
、
一
層
の
解
明
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ち
な
み
に
、
彼
が
ど
れ
だ
け
中
国
狂
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
彼
の
蔵
書
室
に
は
、

中
国
関
連
書
五
〇
冊
ま
で
現
存
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
二
〇
代
の
研
究
者
の
当
初
に
『
中
国
学
芸
論
』
を
読

み
、
最
晩
年
、
ま
さ
し
く
今い
ま

際は

の
際き
わ

に
、『
中
国
自
然
神
学
論
』
を
執
筆
し
た
こ
と
等
々
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、

彼
に
関
す
る
中
国
の
影
響
と
い
う
の
は
、
今
後
よ
り
い
っ
そ
う
研
究
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
っ
た
次
第
で
す
。
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６
．『
中
庸
』

プ
ロ
ス
ペ
ロ
・
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ
『
中
国
の
政
治
・
道
徳
学
』

　

中
国
の
古
典
の
中
で
有
名
な
も
の
と
し
ま
し
て
は
、『
大
学
』
の
後
に
『
中
庸
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
一
番

最
初
に
訳
し
た
人
間
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
ル
ッ
ジ
ェ
リ
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
ま
し

て
は
、
プ
ロ
ス
ペ
ロ
・
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ
と
い
う
人
物
の
翻
訳
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
彼
は
『
中
庸
』
を
『
中
国

の
政
治
・
道
徳
学
』
と
訳
し
て
い
ま
す
。
こ
の
人
も
実
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
す
。
そ
こ
の
彼
が
訳
し
た
『
中
庸
』

の
最
も
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

天
命
・
性
・
道
・
教

　

天
命
・
性
・
道
・
教
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
申
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。「
天
命
」
と
い
う
と
、
俗
に
「
私

の
悲
惨
な
運
命
は
、
こ
れ
は
天
命
だ
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
く
、
朱

子
学
に
の
っ
と
る
な
ら
ば
、
天
理
、
道
理
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
界
に
は
理
由
、
根
拠
が
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偏
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。「
性
」
と
は
万
物
に
存
在
す
る
自
然
本
性
。
生
ま
れ
持
っ
た
傾
向
性
が
あ
る
、
そ

れ
を
性
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
道
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、「
教
」
え
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
日
は
時
間
が
な
い
の
で
、
と
り
わ
け
天
命
、
性
に
つ
い
て
だ
け
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。『
中
庸
』
冒
頭
部

分
に
お
い
て
は
、
万
物
、
と
り
わ
け
人
間
の
本
性
、
本
質
と
し
て
の
性
が
天
の
命
、
天
命
に
由
来
す
る
と
い
う
天

人
合
一
、
天
人
相
関
、
天
人
感
応
等
の
観
念
が
あ
り
ま
す
。

　

天
、
こ
の
場
合
、
空そ
ら

と
考
え
て
は
ま
ず
く
て
、
大
自
然
や
大
宇
宙
ぐ
ら
い
の
規
模
と
し
て
見
て
い
た
だ
き
た
い

で
す
。
天
と
、
そ
れ
か
ら
人
間
、
万
物
な
ら
び
に
人
間
は
、
実
は
合
一
し
て
い
る
、
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ

る
、
あ
る
い
は
、
お
互
い
に
相
関
関
係
の
中
に
あ
る
と
い
う
見
方
で
す
。
そ
れ
が
こ
の
『
中
庸
』
の
冒
頭
部
分
で

す
。

　
「
天
の
命
ず
る
、
あ
る
い
は
天
命
、
こ
れ
を
性
と
謂い

う
。
性
に
率し
た
がう
、
こ
れ
を
道
と
謂
う
。
道
を
修
む
る
、
こ

れ
を
教
え
と
謂
う
。」
と
い
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
朱
子
の
解
釈
で
は
、「
性
は
則
ち
理
な
り
」、
人
間
が
持
っ
て

い
る
自
然
本
性
は
、
実
は
理
、
こ
の
場
合
、
天
理
、
道
理
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
宇
宙
論
的
な
理

と
直
結
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
、
人
・
物
の
生
は
、
各
々
そ
の
賦
す
る
と
こ
ろ
の
理
を
得
る
。
人
も
物
も
天

か
ら
与
え
ら
れ
た
命
令
の
ご
と
き
、
こ
の
本
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。　
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こ
れ
が
『
中
庸
』
の
冒
頭
部
分
で
す
。
こ
れ
に
対
す
る
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ
の
訳
文
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

読
ん
で
み
ま
す
。
天
か
ら
生
得
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
、「
理
性
的
本
性natura�rationalis

」
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
、
と
。「
天
命
之
謂
性
（
天
命
、
之
を
性
と
謂
う
）」
と
い
う
文
を
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
ま
す
。
こ
の

本
性
に
合
致
す
る
も
の
は
、
規
則
、
道
、
準
則
と
呼
ば
れ
る
、
こ
の
規
則
を
回
復
す
る
も
の
は
教
育
と
い
わ
れ
る

と
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
視
点
に
立
ち
つ
つ
、「
性
」
を
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
生
得

的
本
性
、
特
に
人
間
の
理
性
的
本
性
で
あ
る
と
捉
え
て
い
ま
し
た
。
公
刊
さ
れ
た
初
期
の
『
中
庸
』
は
、
こ
の
よ

う
な
翻
訳
に
な
っ
て
い
ま
す
。　

イ
エ
ズ
ス
会
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ･

ク
プ
レ
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』（
一
六
八
七
）

　

そ
の
後
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
、
こ
の
翻
訳
を
よ
り
一
層
正
確
に

―
ま
た
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
義
に
親
和
的
に

―

翻
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
生
じ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
中
の
先
ほ
ど
述
べ
た

イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ
、
そ
し
て
、
も
う
一
人
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
プ
レ
と
い
う
人
物
、
な
ら
び
に
一
三
名
で
あ
っ

た
か
、
複
数
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
が
、
よ
り
正
確
な
翻
訳
を
し
よ
う
と
し
て
試
み
た
も
の
が
『
中
国
の
哲
学
者

孔
子
』
所
載
の
四
書

―
厳
密
に
は
『
大
学
』『
中
庸
』『
論
語
』
の
三
書

―
訳
文
で
す
。
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公
刊
時
期
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
が
出
た
の
と
同
じ
一
六
八
七
年
で
す
。
ち
な
み
に
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
、
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ
訳
『
中
庸
』
を
目
に
し
た
後
、
ク
プ
レ
ら
に
よ
る
四
書
改
正
翻
訳
の
構
想
も
既

に
知
っ
て
お
り
ま
し
た
。『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
公
刊
後
、『
論
語
』「
子
罕
」
篇
の
ラ
テ
ン
語
訳
を
あ
ら
た
に

仏
訳
し
て
、
知
人
に
知
ら
せ
て
さ
え
も
い
た
と
い
う
、
こ
ん
な
事
実
も
あ
り
ま
し
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
い
か
に

中
国
哲
学
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
か
が
分
か
り
ま
す
。
し
か
も
、『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
手
写
本
も
現
存
し
て

い
ま
す
。

　

改
正
訳
『
中
庸
』
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
補
足
の
多
い
内
容
と
な
り
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
か

と
い
え
ば
、
先
ほ
ど
来
述
べ
て
い
ま
す
、
総
理
大
臣
兼
文
科
大
臣
、
し
か
も
、
万
暦
帝
の
い
わ
ば
家
庭
教
師
に
当

た
る
よ
う
な
人
物
、
張
居
正
が
『
四
書
直
解
』
と
い
う
注
釈
的
教
科
書
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
〇
歳
の
皇

帝
、
万
暦
帝
を
教
え
導
く
た
め
に
著
し
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
宣
教
師
た
ち
は
非
常
に
便
利
な
も
の
で
あ
る
と

し
て
、
翻
訳
の
際
に
活
用
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
実
際
問
題
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
私
の
ラ
テ
ン
語
訳
で
す
け

れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
は
一
切
合
切
、
張
居
正
の
注
解
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
し
か
も
、

張
居
正
は
、
宋
学
、
あ
る
い
は
宋
明
理
学
の
い
わ
ば
正
当
な
ル
ー
ト
を
踏
ん
で
い
る
文
科
大
臣
で
も
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
も
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
宣
教
師
の
翻
訳
が
で
た
ら
め
な
も
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
、
い
わ
ば
王
朝
の

オ
ー
セ
ン
シ
テ
ィ
ー
の
あ
る
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。　



48

 

不
二

　

ち
な
み
に
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ
だ
け
で
な
く
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
プ
レ
の
翻
訳
で
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
天
地
の
道
は
、
一
言
に
し
て
尽
く
す
可
し
。
其
の
物

為た

る
貳に

な
ら
ず
し
て
、
則
ち
其
の
物
を
生
ず
る
こ
と
測
ら
れ
ず
。」
こ
ん
な
文
章
で
す
。

　

こ
う
い
う
意
味
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。『
中
庸
』
原
文
に
よ
れ
ば
、
天
地
の
在
り
様
は
、
二
極
に
分
裂
す
る

も
の
で
は
な
い
、
こ
れ
は
裏
か
ら
い
え
ば
、
天
地
の
実
情
は
、
本
来
分
節
し
て
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
統
一
さ

れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
文
章
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
朱
子
は
天
地
の
道
に
つ
い
て
、
不
断
の
実
理

―

要
す
る
に
充
実
一
貫
し
た
、
真
実
の
理

―
実
理
の
作
用
と
い
う
の
は
、
不
貳
で
あ
る
。
こ
の
「
貳
」
の
字
は
ほ

と
ん
ど
も
う
使
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、「
二
」
と
同
じ
で
、
だ
と
す
る
と
「
二
つ
で
は
な
い
」
と
読
め
る
と
思
い

ま
す
。「
不
貳
」
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
万
物
の
生
成
は
は
か
り
知
れ
な
い
の
だ
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

天
地
の
道
と
は
、
分
節
を
統
括
す
る
至
誠
の
働
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
天
地
は
無
窮
、
不
断
に
事
物
を

生
ず
る
の
だ
と
朱
子
は
解
釈
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
文
章
を
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
プ
レ
ら
は
、
次
の
よ
う
に

訳
し
て
い
ま
す
。「
天
と
地
の
理
法
、
あ
る
い
は
理
由
、
根
拠
、Coeli,�terraeque�ratio

、
す
な
わ
ち
産
出
、
保

持
す
る
能
力virtus�productiva�et�conservativa
は
、
ど
れ
ほ
ど
偉
大
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
、
一
言
で

把
握
さ
れ
、
く
み
尽
く
さ
れ
得
る
、
す
な
わ
ち
真
理
、
あ
る
い
は
一
貫
性
に
お
い
て
、
確
か
に
、
理
法
は
、
諸
事
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物
の
形
成
に
お
い
て
二
重
の
も
のduplex

で
は
な
く
、
む
し
ろ
単
独
、
あ
る
い
は
唯
一
と
訳
す
べ
き
し
ょ
う
か
、

unicum

で
、
単
純
、
単
一
なsim

plex

な
も
の
で
あ
る
、
し
か
し
な
が
ら
、
ま
た
、
諸
事
物
の
産
生
に
お
い
て
は
、

は
か
り
知
ら
れ
な
い
。」
と
い
う
よ
う
な
、
こ
ん
な
風
に
訳
し
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
翻
訳
に
関
し
ま
し
て
は
、
何
度
も
申
し
上
げ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
で
た
ら
め
な
翻
訳
と
い

う
よ
り
は
、
元
に
な
る
文
献
が
あ
り
、
朱
子
学
の
朱
子
、
そ
れ
か
ら
張
居
正
、
そ
し
て
、
あ
る
い
は
明
の
時
代
の

張ち
ょ
う鼐だ
いと

い
う
学
者
の
注
釈
も
引
い
て
い
ま
す
。
必
要
に
応
じ
て
、
多
く
の
注
釈
者
の
解
釈
も
引
用
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。　
　

　

な
お
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
に
関
し
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
、
ベ
ル
ン
ハ
ン

ル
ト
・
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
、
さ
ら
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は

―
十
字
架
の
横
に
孔
子
像
を
置
い
て
い
た
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
に
中
国
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
人
で
す
が

―
こ
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
デ
ィ
ド
ロ
等
、
百
科
全
書
派
の
人
々
、

そ
れ
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
ヘ
ル
ダ
ー
も
実
は
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
を
読
ん
で
い
ま
す
。
と
く
に
ヘ
ル
ダ
ー
は

『
中
庸
』
に
関
心
を
持
ち
、
他
の
複
数
の
宣
教
師
翻
訳
を
参
照
し
な
が
ら
、
独
語
の
抄
訳
も
与
え
て
い
ま
す
。
こ

れ
も
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
の
読
者
が
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
論
語
』
を
読
ん
で
、
否
定
的

な
解
釈
を
下
し
て
い
ま
す
。『
世
界
史
の
哲
学
講
義
』
に
お
い
て
で
す
。
し
か
し
極
め
て
奇
妙
な
こ
と
に
順
番
上
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『
論
語
』
の
前
に
あ
る
は
ず
の
『
大
学
』『
中
庸
』
に
つ
い
て
の
論
究
が
な
い
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
何
か
お
か
し
な
、

ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
『
論
語
』
は
確
か
に
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
中
国
哲
学
、
思
想
、
少
な
く
と
も
朱
子
学
的
な
整
合
的
世
界
観
は

説
い
て
い
な
い
の
で
す
が
、『
大
学
』『
中
庸
』
に
は
、
ご
覧
の
通
り
、
か
な
り
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
観
・

人
間
観
が
あ
る
わ
け
で
、
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
何
と
い
う
ふ
う
に
見
た
の
か
な
と
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
「
不
貳
」
と
い
う
の
が
別
に
弁
証
法
に
似
て
い
る
と
は
言
わ
な
い
の
で
す
が
、
見
た
な
ら
ば
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ど
の
よ
う
に
思
っ
た
の
か
な
と
ち
ょ
っ
と
関
心
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す

―
直
接
会
っ
て
感
想
が
聞
き

た
い
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
特
に
何
も
言
っ
て
な
い
の
で
、
私
は
何
も
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た

い
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ･

ノ
エ
ル
訳
『
中
華
帝
国
の
六
古
典
』

　

そ
れ
に
続
き
ま
し
て
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ノ
エ
ル
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。『
中
華
帝
国
の
六
古
典
』
と
い
う
書

を
著
し
て
い
ま
す
。
彼
も
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
で
す
け
れ
ど
も
、
ス
ア
レ
ス
の
研
究
者
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
当

時
の
数
理
自
然
科
学
に
つ
い
て
造
詣
が
あ
り
、
人
文
学
に
も
通
暁
し
て
い
た
、
そ
の
よ
う
な
人
物
で
す
。

　

こ
の
人
物
は
、
公
刊
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
の
四
書
全
訳
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
中
国
清
代



51

イエズス会士を仲介とする儒教情報の啓蒙期欧米への流入と受容

の
、
初
等
教
育
に
用
い
ら
れ
た
宇
宙
論
的
な
生
命
の
連
鎖
を
説
い
て
い
る
『
孝
経
』
や
、『
大
学
』
の
基
礎
学
、

初
等
教
育
を
説
く
『
小
学
』
を
も
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
し
、
こ
の
『
中
華
帝
国
の
六
古
典
』
を
著
し
ま
し
た
。

　

本
書
は
『
孟
子
』
の
初
訳
と
い
う
点
で
注
目
に
値
す
る
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、『
孟
子
』
に
お
い
て
、

人
間
本
性
は
善
き
も
の
で
あ
る

―
と
な
る
と
、
私
は
西
洋
哲
学
に
つ
い
て
は
無
知
で
す
け
れ
ど
も

―
人
間
本

性
は
必
ず
し
も
善
で
は
な
い
、
ア
ダ
ム
、
イ
ブ
の
い
わ
ば
原
罪
が
あ
っ
た
、
と
ら
え
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

は
っ
き
り
「
善
」
と
言
え
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
相
反
す
る
「
性
善
説
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
読
者
は
理
解
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。　

　

そ
れ
か
ら
、
民
本
主
義
と
い
う
言
い
方
は
あ
ま
り
好
ま
し
く
な
い
の
で
す
が
、
民
本
主
義
的
な
主
張
、「
民
を

貴
し
と
為
し
、
社し
ゃ

稷し
ょ
く

之
に
次
ぎ
、
君
を
軽
し
と
為
す
」
と
い
う
主
張
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
国
家
に
お
い
て
は

民
が
最
高
で
あ
り
、
国
家
は
そ
の
次
で
あ
る
、
国
家
の
た
め
に
死
ん
だ
り
、
身
を
犠
牲
に
す
る

―
今
は
ウ
ク
ラ

イ
ナ
問
題
が
あ
っ
て
、
本
当
に
言
う
の
も
つ
ら
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
発
想
は
本
当
な
ら
出
て

こ
な
い
の
か
な
と

―
民
を
貴
し
と
為
し
、
社
稷
之
に
次
ぎ
、
そ
し
て
、
君
を
軽
し
と
為
す
。
為
政
者
、
支
配
者

は
最
後
の
存
在
で
あ
る
。
人
民
に
奉
仕
す
べ
き
公
僕
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
載
っ
て
い
ま
す
。
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革
命

　

そ
し
て
、
民
を
貴
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
君
主
に
は
革
命
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
、
民
に
福
祉
を
与
え
ら
れ

な
い
人
間
に
関
し
て
は
革
命
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
革
命
説
が
遠
慮
な
く
、
こ
の
本
に
は
訳
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
後
に
フ
ラ
ン
ス
人
神
父
で
、
百
科
全
書
派
と
も
親
交
が
あ
っ
た
プ
リ
ュ
ケ
と
い
う
人
物
が
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
の
三
年
前
に
フ
ラ
ン
ス
語
訳
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
時
間
が
一
切

な
い
の
で
、
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
部
分
を
見
て
み
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
革
命
説
に
関
す
る
箇
所
に
つ
い
て
、
軽

く
だ
け
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
『
孟
子
』「
梁
恵
王
下
」
篇
の
箇
所
に
次
の
よ
う
な
話
が
述
べ
ら
れ
ま
す
。「
斉せ
い

の
宣
王
問
い
て
曰
く
、
湯と
う

、
桀け
つ

を
放
ち
、
武
王
、
紂ち
ゅ
うを
伐
つ
と
、
諸こ
れ

有
り
や
、
と
。
孟
子
対こ
た

え
て
曰
く
、
伝
に
こ
れ
有
り
、
と
。
曰
く
、
臣
、
そ

の
君
を
弑し
い

す
、
可
な
ら
ん
や
、
と
。
曰
く
、
仁
を
賊そ
こ
なう

者
、
こ
れ
を
賊
と
謂
う
。
義
を
賊
う
者
、
こ
れ
を
残
と
謂

う
。
残
賊
の
人
、
こ
れ
を
一
夫
と
謂
う
。
一
夫
紂
を
誅
す
る
を
聞
く
も
、
未
だ
君
を
弑
す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
。」

　

こ
の
部
分
は
、
む
し
ろ
今
か
ら
触
れ
る
ノ
エ
ル
の
翻
訳
の
ほ
う
が
、
現
代
語
訳
と
し
て
分
か
り
易
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
見
て
み
ま
す
。
ノ
エ
ル
は
こ
れ
を
次
の
と
お
り
訳
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
の
話
の
登
場
人
物
、
は
斉
の
宣
王
と
い
う
王
、
も
う
一
人
は
、
そ
の
宣
王
に
謁
見
に
来
た
、
か

の
孟
子
の
両
者
で
す
。
本
当
は
あ
と
四
人
、
殷
の
成
湯
王
と
い
う
人
、
そ
れ
か
ら
、
周
の
武
王
と
い
う
人
、
そ
れ
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か
ら
、
桀
王
、
紂
王
と
い
う
人
物
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、［
斉
の
宣
王
は
、
王
国
の
平
和
な
統
治
よ
り
も
戦
争
を
望
ん
で
い
た
が
、
あ
る
と
き
ふ
と
別
の
こ
と
を

尋
ね
た
］

―
ち
な
み
に
こ
の
四
角
括
弧
に
し
ま
し
た
の
は
、
原
文
に
な
い
文
章
で
す
。
つ
ま
り
端
的
な
話
が
、

平
和
な
統
治
よ
り
も
戦
争
を
望
ん
で
い
る
者
を
け
ち
ょ
ん
け
ち
ょ
ん
に
け
な
そ
う
と
し
て
、
ノ
エ
ル
が
付
け
加
え

た
文
章
で
す
。

　

斉
の
宣
王
が
孟
子
に
尋
ね
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、
と
宣
王
が
語
っ
た
。
君
主
、
成
湯

―
王

様
で
す
。
伝
説
の
王
様
で
す
け
れ
ど
も
、
殷
の
国
を
つ
く
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

―
が
打
ち
負
か
し
た
主
君
、

桀

―
こ
の
人
の
、
成
湯
の
主
君
は
桀
と
い
う
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
ご
存
じ
の
人
は
言
う
ま
で
も
な
い
の

で
す
け
れ
ど
も
、
結
論
か
ら
い
い
ま
す
と
、
暴
君
で
す
。
人
々
を
虐
げ
る
、
酒
池
肉
林
を
行
っ
た
暴
君
と
い
わ
れ

て
い
ま
す

―
こ
の
桀
を
成
湯
王
が
、
配
所
、
巣そ
う

と
い
う
と
こ
ろ
に
追
放
し
た
。
こ
れ
も
原
文
内
の
注
釈
書
に

従
っ
て
、
細
か
く
書
い
て
い
ま
す
。
桀
は
、
そ
の
地
で
三
年
目
に
惨
め
に
死
ん
だ
。
こ
の
専
制
君
主
が
惨
め
に
死

ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
も
、
な
い
文
章
で
す
。
逆
に
注
釈
に
は
あ
る
文
章
で
す
。

　

ま
た
、
武
王
と
は
周
の
武
王
を
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
周
王
朝
を
確
立
し
た
人
物
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
武
王
は
、

そ
の
主
君
、
自
分
の
主
君
で
あ
る
桀
と
い
う
者
、
こ
れ
を
武
力
で
攻
め
滅
ぼ
し
た
と
い
う
話
で
す
。
こ
れ
は
本
当

に
成
湯
王
が
正
統
で
あ
っ
て

―
変
な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
も

―
武
王
と
い
う
人
は
よ
き
人
で
あ
っ
た
か
ど
う
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か
は
知
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
桀
と
紂
と
い
う
人
物
が
本
当
に
暴
虐
の
君
主
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
分
か
り
ま

せ
ん
。
後
の
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
な
の
で
、
本
当
の
こ
と
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
一
応
中
国
的
常

識
に
従
う
と
、
武
王
や
、
そ
れ
か
ら
成
湯
王
は
、
よ
き
君
主
で
あ
り
、
そ
し
て
、
紂
王
と
桀
王
は
暴
虐
の
君
主
、

暴
君
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

武
王
は
、
主
君
、
紂
を
武
力
で
攻
め
、
打
ち
負
か
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
、
こ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
か
と
孟
子
に

質
問
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
す
ご
く
嫌
み
で
す
。
極
め
て
嫌
み
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
君
に
仕
え
て
忠
、
君
主

に
仕
え
る
場
合
に
は
忠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
儒
教
の
十
八
番
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
。

　
『
論
語
』
で
は
ま
た
別
な
説
明
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
目
上
に
対
し
、
あ
る
い
は
君
主
に
対
し
て
は
、
誠
意

を
持
っ
て
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
儒
家
の
文
献
に
は
こ
ん
な
史
実
が
記
載
さ
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
思
う
の
か
と
い
う
、
極
め
て
え
げ
つ
な
い
嫌
み
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
孟
子
は
宣
王
に
次
の
よ
う
に
言
っ
た
と
。
そ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
や
、
確
か
に
帝

王
た
ち
の
年
代
記

―
こ
れ
は
『
書
経
』
で
す

―
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
と
言
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
ま
た
、
宣
王
は
、
し
か
し
、
桀
や
紂
は
、
と
宣
王
は
応
じ
た
。
実
の
主
君
で
あ
り
、
成
湯
や

武
王
は
国
王
の
家
臣
で
あ
っ
た
、
だ
と
す
れ
ば
、
国
家
の
家
臣
ら
に
自
分
の
主
君
を
脅
か
し
た
り
、
殺
し
た
り
す

る
こ
と

―
こ
れ
は
中
国
語
で
は
特
別
に
「
弑し
い

」
と
い
い
ま
す
。
目
下
の
者
が
下
剋
上
を
す
る
、
目
下
が
目
上
を



55

イエズス会士を仲介とする儒教情報の啓蒙期欧米への流入と受容

殺
す
と
い
う
意
味
で
す

―
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
あ
な
た
方
儒
教
で
は
…
…
、
と
い
う

嫌
み
で
す
。
こ
れ
は
君
主
に
対
す
る
忠
を
説
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
反
す
る
こ
と
は
あ
り
得
て
は
な
ら
な
い
と
考

え
る
儒
教
の
弱
点
を
突
い
た
辛し
ん

辣ら
つ

な
批
判
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
孟
子
は
次
の
よ
う
に
弁
明
し
て
い
ま
す
。
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

宣
王
に
孟
子
が
言
う
、
さ
れ
ば
、
君
主
や
王
は
、
慈
愛

―
こ
れ
は
「
仁
」
の
訳
で
す

―
と
公
正
さ
、「
義
」

を
も
っ
て
、
帝
国
や
王
国
を
管
理
す
る
た
め
に
委
任
さ
れ
て
い
る
、
天
か
ら
委
託
さ
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
、
そ
の

限
り
で
、
委
任
統
治
を
行
う
の
が
「
天
子
」
な
の
だ
と
い
う
思
想
で
す
。

　

帝
国
や
王
国
を
管
理
す
る
た
め
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
も
し
も
君
主
が
無
慈
悲
で
あ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
全
て
の
慈
愛
の
感
覚

―
仁
で
す

―
を
捨
て
去
る
な
ら
、
彼
は
君
主
の
面
汚
し
、
あ
る
い
は
略
奪
者

―
こ
れ
は
「
賊
」
と
い
う
言
葉
で
す
、
海
賊
や
山
賊
の
賊
で
す

―
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
も
し
、
強
欲
で
、
全

て
の
公
正
、
義
の
法
を
転
倒
さ
せ
る
な
ら
、
彼
は
君
主
の
腐
敗
、
あ
る
い
は
破
壊
者

―
「
残
」、
残
酷
な
奴
輩

と
い
う
こ
と
で
す

―
残
賊
と
呼
ば
れ
ま
す
。
つ
ま
り
君
主
の
面
汚
し
や
略
奪
者
、
腐
敗
や
破
壊
者
、
残
賊
之
人

―
「
残
賊
之
人
」
と
い
う
言
葉
を
で
す
が
、
君
主
の
面
汚
し
や
破
壊
者
、
腐
敗
や
破
壊
者
な
ど
と
い
う
多
く
の

言
葉
を
補
っ
て
翻
訳
し
て
い
ま
す

―
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
者
は
も
は
や
君
主
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
一
人
の
一

般
人
、
一
私
人
、
一
夫
、vir�privatus

―
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
マ
ン
と
で
も
い
う
の
で
し
ょ
う
か

―
と
見
な
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さ
れ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
か
ね
て
よ
り
、
一
私
人
、
紂
は
武
王
の
処
刑
、
誅
に
運
命
付
け
ら
れ
て
い
た

の
だ
と
耳
に
は
し
て
い
ま
す
が
、
主
君
た
る
紂
が
王
国
の
家
臣
か
ら
殺
さ
れ
た
と
は
全
く
聞
き
及
ん
で
い
ま
せ
ん
。

　

下
手
な
翻
訳
な
の
で
、
分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
読
み
に
な
っ
た
方
は
、
か
な
り
こ
れ
が
強
烈

な
発
言
だ
、
と
い
う
こ
と
は
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
既
に
人
民
を
虐
げ
る
時
点
で
君
主
で
は
な
い
、

仁
義
を
滅
ぼ
す
よ
う
な
や
つ
は
残
賊
、
山
賊
、
海
賊
の
類
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

先
に
見
た
と
お
り
、『
孟
子
』
に
お
い
て
は
、
知
的
能
力
、
道
徳
律
な
ど
、
人
間
が
善
な
る
崇
高
な
性
を
備
え

て
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
国
家
に
お
い
て
は
、
人
民
が
最
も
尊
く
、
国
家
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
君
主
は
下
位
に

い
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
君
主
が
人
権
と
、
そ
れ
か
ら
人
間
本
性
を
損
な
う
圧
政
・
暴
政

を
行
う
場
合
は
、
革
命
さ
れ
る
対
象
と
な
る
旨
が
遠
慮
な
く
、
む
し
ろ
原
文
を
超
え
て
強
調
す
る
形
で
翻
訳
が
な

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
（
一
六
七
九
～
一
七
五
四
）『
中
国
実
践
哲
学
講
演
』（
一
七
二
一
）

　

そ
れ
で
は
、
続
き
ま
し
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
関
し
ま
し
て
は
、
彼
自
身
、『
中
国
実
践
哲
学
講
演
』
と
い
う
の
を
行
っ
て
い
ま

し
て
、
今
を
さ
か
の
ぼ
る
二
〇
何
年
前
に
翻
訳
し
た
も
の
を
水
上
先
生
の
お
手
を
煩
わ
せ
、
こ
れ
を
先
生
方
に
お
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配
り
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
、
こ
の
人
物
に
関
し
て
は
、
専
門
家
を
の
ぞ
き
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な

か
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
山
本
道
夫
先
生
や
、
カ
ン
ト
学
の
専
門
家
の
間
で
、
イ

マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
直
前
の
先
人
と
い
う
こ
と
で
再
注
目
さ
れ
て
き
た
の
か
か
な
と
い
う
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
人
は
、
端
的
に
申
し
ま
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
の
リ
ー
ダ
ー
と
見
な
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
論
を
先
取
り
し
て
い
い
ま
す
と
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
後
の
カ
ン
ト
の
さ
ま
ざ
ま
な
批

判
に
よ
っ
て
、
古
く
さ
い
も
の
、
超
越
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
批
判
の
対
象
に
な
り
ま
し
て
、
カ
ン

ト
の
学
問
が
い
わ
ば
学
界
を
席
巻
す
る
に
及
ん
で
か
ら
は
、
も
う
無
価
値
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

　

だ
と
す
る
と
、
彼
の
思
想
な
ど
見
る
に
価
し
な
い
と
も
言
え
る
の
で
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
先
ほ
ど
申
し
ま

し
た
が
、
徐
々
に
こ
の
ヴ
ォ
ル
フ
の
真
価
を
も
う
一
度
、
カ
ン
ト
の
一
方
的
な
評
価
を
通
さ
ず
、
む
し
ろ
史
的
前

提
と
し
て
客
観
的
・
実
証
的
で
冷
静
に
吟
味
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
起
こ
っ
て
来

て
い
る
よ
う
で
す
。
私
は
、
よ
く
知
り
ま
せ
ん
が
、
カ
ン
ト
協
会
の
先
生
に
ち
ょ
っ
と
聞
く
と
、
そ
う
い
う
こ
と

も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
の
偉
大
な
影
響
力
は
否
定
の
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。

　

な
ら
ば
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
発
言
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
極
め
て
奇
妙
な
題
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名
の
『
中
国
実
践
哲
学
講
演
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
話
を
こ
れ
か
ら
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
故
郷
シ
レ
ジ
ア

―
ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
、
今
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
す
ね
。
そ
こ
で
生

ま
れ
た
人
物
で
す
。
彼
の
生
家
に
も
行
っ
て
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
非
常
に
ひ
な
び
た
東
欧
の
国
と
い
う
感
じ

で
す
。

　

そ
こ
は
も
と
も
と
支
配
し
て
い
た
ド
イ
ツ
人
が
非
常
に
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
第
二
次
大
戦
後
は
ほ
と
ん
ど

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
人
々
だ
け
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
そ
の
ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
で
す
が
、

ル
タ
ー
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
派
が
三
十
年
戦
争
こ
の
方
、
互
い
に
敵
対
視
し
て
い
る
の
を
子
ど
も
の
と
き
か
ら
ヴ
ォ

ル
フ
は
気
付
い
て
い
た
ら
し
い
で
す
。
つ
ま
り
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
神
の
捉
え
方
の

視
点
の
相
違
に
よ
っ
て
、
お
互
い
同
士
が
殺
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
で
し

た
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
、
ロ
シ
ア
正
教
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
教
会
に
属
す
る
人
々
同
士
が
…
…
。
と
も
か
く
カ
ト

リ
ッ
ク
、
そ
れ
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
三
十
年
戦
争
を
起
こ
し
て
い
ま
し
た
。
間
違
っ
て
い
た
ら
、
す
み
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
の
と
き
ド
イ
ツ
系
市
民
が
三
分
の
一
ぐ
ら
い
亡
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

三
十
年
戦
争
こ
の
方
、
互
い
に
敵
対
視
し
て
い
た
の
を
見
て
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ

の
よ
う
な
争
い
が
な
く
な
る
よ
う
に
で
き
る
普
遍
的
な
学
問
を
彼
は
標
榜
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
彼
は
万
人

に
共
通
す
る
学
問
と
し
て
の
数
学
を
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
、
両
者
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
を
和
解
さ
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せ
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
る
後
に
、
彼
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
、
先
ほ
ど
述
べ
た
ス
ア
レ
ス
等
の
ス
コ
ラ
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
デ
カ
ル
ト
や
ベ
ー
コ
ン
の
哲

学
、
あ
る
い
は
新
ス
ト
ア
派
の
リ
プ
シ
ウ
ス
等
の
思
想
に
も
触
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
一
七
〇
三
年
に
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
で
『
ア
ク

タ
・
エ
ル
デ
ィ
ト
ー
ル
ム
』
の
編
集
者
で
も
あ
っ
た

―
ご
存
じ
の
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、『
ア
ク
タ
・
エ

ル
デ
ィ
ト
ー
ル
ム
』、
今
で
い
っ
た
ら
、『N

ature

』
の
よ
う
な
学
術
雑
誌
で
、
理
性
の
時
代
、
な
い
し
啓
蒙
主

義
の
時
代
に
か
け
て
も
ろ
も
ろ
の
学
問
に
つ
い
て
、
最
先
端
の
情
報
を
紹
介
す
る
雑
誌
で
し
た
。
そ
の
編
者
で
も

あ
っ
た
倫
理
学
者
の
オ
ッ
ト
ー
・
メ
ン
ケ
指
導
の
下
で
、『
普
遍
的
実
践
哲
学
』
と
い
う
論
考
を
学
位
論
文
と
し

て
提
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
の
拙
訳
も
資
料
と
し
て
お
送
り
し
て
い
ま
す
の
で
ご
参
考
下
さ
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
オ
ッ
ト
ー
・
メ
ン
ケ
は
、
そ
の
内
容
が
非
常
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
彼
を
雑
誌
主
幹

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
紹
介
し
ま
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
『
ア
ク
タ
・
エ
ル
デ
ィ
ト
ー
ル
ム
』
の
編
者
担
当
に

な
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

彼
は
結
局
ハ
レ
大
学
に
職
を
得
ま
す
。
そ
れ
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
い
わ
ば
推
薦
に
よ
る
も
の
で
す
。
そ
の
際
、

彼
は
数
学
や
哲
学
等
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
数
学
は
教
え
て
い
い
け
れ
ど
も
、
哲
学
な
ど
と
い

う
も
の
は
神
学
の
婢
は
し
た
めだ
か
ら
、
教
え
る
な
と
い
う
嫌
み
、
嫌
が
ら
せ
も
実
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
敬け
い

虔け
ん

主
義
の
教
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授
た
ち
か
ら
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
あ
り
な
が
ら
ヴ
ォ
ル
フ
は
最
終
的
に
は
ハ
レ
大
学
の
学
長
に
な
り
ま
し
た
。
彼
の
講
義
は
極
め
て
人
気
が
高

く
、
初
期
啓
蒙
主
義
の
理
想
が
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
か
ら
学
生
た
ち
が
千
人
近
く
詰
め

寄
せ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

次
で
す
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
そ
の
ハ
レ
大
学
の
学
長
に
ま
で
上
り
詰
め
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
一
七
二
一
年
、
そ
の
学

長
職
引
継
ぎ
の
際
の
恒
例
の
講
演
に
お
い
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
な
ん
と
「
中
国
人
の
実
践
哲
学
に
関
す
る
講
演
」
と

い
う
も
の
を
披
露
し
ま
し
た
。
簡
単
に
『
中
国
実
践
哲
学
講
演
』
と
し
ま
す
。
そ
こ
で
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
先
ほ
ど
述

べ
た
ノ
エ
ル
の
『
中
華
帝
国
の
六
古
典
』
を
踏
ま
え
、
中
国
哲
学
が
世
界
で
最
古
の
哲
学
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま

す
。

　

つ
ま
り
、
俗
に
中
国
に
は
哲
学
が
な
い
、
哲
学
が
な
い
と
無
批
判
に
い
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
述
べ
た

宣
教
師
な
ら
び
に
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
中
国
哲
学
を
「
世
界
最
古
の
哲
学
」
で
あ
る
と
見
な
し
て
評
価
し
て
い
た
の
で

す
。
中
国
人
は
古
代
の
知
徳
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
お
り
、
人
民
の
福
祉
を
実
現
す
べ
く
死
ぬ
ま
で
奮
闘
し
た
哲
人

孔
子
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
も
比
肩
で
き
る
人
物
で
あ
る
と
彼
は
断
言
し
ま
し
た
。

　

そ
の
講
演
で
の
ヴ
ォ
ル
フ
の
主
張
は
、
理
性
主
義
を
嫌
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
敬
虔
主
義
の
教
授
た
ち

―
ピ
エ

テ
ィ
ス
ト
と
申
し
ま
す
が
、
ピ
エ
テ
ィ
ズ
ム
、
敬
虔
主
義
の
教
授
た
ち
の
怒
り
を
買
い
、
彼
ら
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
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の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
に
ヴ
ォ
ル
フ
を
追
放
す
る
よ
う
に
要
求
し
ま
し
た
。
王
も
そ
れ
に
呼

応
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
絞
首
刑
か

―
つ
ま
り
お
ま
え
の
言
っ
た
こ
と
は
非
常
に
不
遜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
け
れ
ど
も

―
デ
ス
・
バ
イ
・
ハ
ン
ギ
ン
グ
に
な
り
た
い
か
、
そ
れ
と
も
四
八
時
間
以
内
に
ハ
レ
を
退
去

す
る
か
ど
ち
ら
か
の
選
択
を
す
る
よ
う
迫
り
ま
し
た
。

　

結
局
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
プ
ロ
イ
セ
ン
か
ら
退
去
し
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
移
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
多

く
の
識
者
は
、
む
し
ろ
ヴ
ォ
ル
フ
の
理
性
主
義
的
見
解
を
支
持
し
、
彼
に
同
情
し
ま
し
た
。
そ
の
証
拠
の
一
つ
と

し
て
、
ロ
シ
ア
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
が
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
ア
カ
デ
ミ
ー
副
総
裁
の
地
位
の
提
供
ま
で

し
て
い
ま
す
。
こ
の
後
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
弟
子
た
ち
が
続
々
と
こ
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
趣
き
、
職
に

も
就
き
ま
す
。

　

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
移
っ
た
一
七
二
三
年
以
降
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
著
作
を
多
数
出
版
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
ま
た
、
彼
の
哲
学
が
カ
ン
ト
に
至
る
直
前
ま
で
相
当
な
読
者
を
得
た
ゆ
え
ん
で
す
。
ハ
レ
追
放
一
九
年
の

後
、
一
七
四
〇
年
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
か
の
有
名
な
大
王
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
呼
び

戻
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
以
後
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
思
想
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
の
一
つ
の
有
力
な
指
針
と
見
な
さ
れ
ま
す
。

ド
イ
ツ
全
土
に
普
及
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

や
が
て
、
彼
の
哲
学
は
ド
イ
ツ
哲
学
界
を
ほ
ぼ
席
巻
し
ま
し
た
。
多
数
の
弟
子
が
彼
の
学
説
を
広
め
ま
す
。
そ
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し
て
、
彼
の
哲
学
は
、
カ
ン
ト
に
至
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
哲
学
の
主
流
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み

に
、
ラ
テ
ン
語
の
学
術
用
語
を
か
な
り
ヴ
ォ
ル
フ
が
ド
イ
ツ
語
に
訳
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、

ヴ
ォ
ル
フ
の
著
作
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
で
、
広
範
な
読
者
を
得
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
主
な
仏
訳

者
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ユ
グ
ノ
ー
の
人
々
で
し
た
。

　

ヴ
ォ
ル
フ
の
著
作
が
ユ
グ
ノ
ー
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
読
む
に
価
す
る
も
の
と
見
な
さ

れ
た
か
ら
で
し
た
。
そ
も
そ
も
ヴ
ォ
ル
フ
に
私
淑
し
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
も
交
流
の
あ
っ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大

王
も
、
皇
太
子
時
代
に
ヴ
ォ
ル
フ
の
著
作
に
感
動
し
、
仏
訳
『
倫
理
学
』
を
戦
場
に
ま
で
持
っ
て
い
っ
た
と
い
い

ま
す
。

　

ヴ
ォ
ル
フ
の
体
系
は
『
百
科
全
書
』
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
そ
う
で
し
て

―
こ
れ
は
他
の
方
の
言
っ
て
い

る
こ
と
で
す

―
『
百
科
全
書
』
の
哲
学
の
項
目
の
分
類
、
存
在
論
、
神
学
、
人
間
学
、
自
然
学
全
体
が
ヴ
ォ
ル

フ
と
全
く
一
致
し
て
い
る
と
。
ヴ
ォ
ル
フ
の
原
理
か
ら
帰
結
へ
進
む
構
造
秩
序
が
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
も
受
け
入

れ
ら
れ
た
と
言
え
る
の
か
と
思
い
ま
す
。

　

一
七
二
六
年
に
は
著
書
『
中
国
実
践
哲
学
講
演
』
に
、
講
演
本
文
の
四
倍
に
も
及
ぶ
注
釈
を
付
加
し
て
、
自
ら

の
立
論
の
正
当
性
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
ヴ
ォ
ル
フ
が
膨
大
な
量
を
引
用
し
た
の
は
、
イ
エ

ズ
ス
会
士
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
プ
レ
等
の
著
作
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
で
す
。
つ
ま
り
彼
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は
自
分
の
主
張
を
い
わ
ば
立
体
的
に
、
三
次
元
的
に
論
証
す
る
た
め
に
、
そ
の
当
時
手
に
入
り
得
る
四
書
五
経
の

翻
訳
を
複
数
の
論
拠
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
客
観
性
を
保
持
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
と
言
え

る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
解
釈
た
る
や
、
朱
子
や
文
科
大
臣
張
居
正
等
に
よ
っ
て
首
尾
一
貫
し
て
体
系
整
理
さ

れ
た
宋
明
理
学
に
基
づ
い
て
い
た
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
す
。

　

ヴ
ォ
ル
フ
は
、
自
分
の
弟
子
で
あ
る
ゲ
オ
ル
グ
・
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
、
ク
プ
レ
『
中
国
の

哲
学
者
孔
子
』
の
存
在
を
知
ら
せ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
こ
の
弟
子
が
知
ら
せ

る
以
前
に
も
う
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
を
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
連
す
る
本
を
読

ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
し
て
い
ま
す
が
、
本
日
は
一
切
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
は
省

略
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
最
後
の
と
こ
ろ
に
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
活
動
は
、
後
に
フ
ラ
ン
ス

革
命
を
挟
み
ま
し
て
、
客
観
的
な
学
問
研
究
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
先
ほ

ど
述
べ
ま
し
た
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
の
中
国
古
典
研
究
は
、
あ
く
ま
で
も
宣
教
の
便
の
た
め
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
最
終
目
的
は
キ
リ
ス
ト
教
布
教
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
さ
は
さ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
、
あ
る
い
は
今
述
べ
た
ヴ
ォ
ル
フ
が
い

ろ
い
ろ
と
研
究
し
て
、
自
分
な
り
の
考
え
方
を
打
ち
出
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
そ
の
中
で
最
も
重
要
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な
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
と
異
論
反
論
も
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
少
な
く

と
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
と
い
う
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、“
人
格
神
な
き
世
界

の
完
成
、
神
を
想
定
し
な
い
理
性
に
よ
る
人
間
の
完
成
”
と
い
っ
た
事
柄
に
、
ど
う
や
ら
、
と
り
わ
け
ヴ
ォ
ル
フ

が
関
心
を
持
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
神
学
に
つ
い
て
も
説
い
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
簡
単
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も

啓
典
の
神
と
い
い
ま
す
か
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
や
エ
ホ
バ
の
よ
う
な
存
在
は
中
国
哲
学
を
読
ん
で
も
ど
こ
に
も
書
か
れ
て

い
な
い
、
こ
の
点
が
ど
う
も
彼
ら
に
や
は
り
ア
ピ
ー
ル
し
た
ご
と
き
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
神
義
論
と
い
う
形

で
、
中
国
哲
学
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
、
神
に
似
た
も
の
は
抽
出
し
て
来
る
こ
と
は
い
く
ら
で
も
で
き
る
で
し
ょ

う
。
特
に
古
典
に
お
い
て
は
、
人
格
神
も
存
在
し
て
は
い
た
と
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
を
見
そ
な
わ
す
よ
う
な
、

そ
う
い
う
意
思
を
持
っ
た
者
も
信
じ
ら
れ
て
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
朱
子
学
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
き
ま

す
と
、
そ
れ
は
か
な
り
薄
れ
る
、
あ
る
い
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
神
を
そ
こ
に
見
い
だ

す
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
、
先
に
お
配
り
の
こ
の
ヴ
ォ
ル
フ
の
実
践
哲
学
に
つ
い
て
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

あ
る
い
は
、
私
の
拙
い
本
で
す
が
、
そ
こ
で
集
中
的
に
論
じ
て
い
ま
す
。
関
心
の
あ
る
方
は
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
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最
後
に
で
す
け
れ
ど
も
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
の
研
究
は
、
先
ほ
ど
何
度
も
言
っ
て
い
る
と
お
り
、
キ

リ
ス
ト
教
布
教
の
た
め
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
観
、
解
釈
は
不
当
で
あ
る
と
見
る
人

も
い
た
わ
け
で
す
し
、
後
に
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
切
り
離
そ
う
、
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
、
要
す
る
に
啓
示
の
神
と
い
う

の
は
考
え
な
い
で
お
こ
う
と
い
う
よ
う
な
人
々
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
が
シ
ノ
ロ
ジ
ー
と
呼
ば
れ
る
学
問
で

あ
り
ま
し
た
。
純
粋
学
問
を
標
榜
し
て
い
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
は
、

そ
ち
ら
を
読
ん
で
、
今
日
の
拙
い
発
表
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

７
．
シ
ノ
ロ
ジ
ー
の
成
立
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
・
ジ
ュ
リ
ア
ン

　

シ
ノ
ロ
ジ
ー
の
成
立
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
と
い
う
こ
と
で
、
話
は
フ
ラ
ン
ス
に
移
り
ま
す
。
王
権

神
授
や
絶
対
王
制
を
転
覆
し
、
人
間
の
理
性
と
徳
性
を
重
視
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
、
客
観
性
・
実
証
性
を
重

視
す
る
学
問
、
シ
ノ
ロ
ジ
ー
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
風ふ
う

靡び

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
一
八
一
四
年
で
す
け
れ
ど

も
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
スCollège�de�France

が
、
中
国
語
お
よ
び
満
州
語
の
講
座
を
開
設
し
た
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
シ
ノ
ロ
ジ
ー
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
は
、
ア
ベ
ル
・
レ
ミ
ュ
ザ
と
い
う
人
物
が
い
た
と
い
う
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こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
弟
子
と
し
て
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
と
い
う
人
物
が
い
ま
し
た
。
こ
の
両
者
で

す
が
、
中
国
古
典
解
釈
・
翻
訳
に
当
時
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
多
く
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
訳
文
を
参
考
と
し
ま

し
た
。
で
す
か
ら
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
の
努
力
は
決
し
て
無
に
な
る
こ
と
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
す
。
彼
ら
の

研
究
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
人
た
ち
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
か
つ
ま
た
、
中
国
の
儒
教
を
理
解
す
る
際
に
、

後
人
は
そ
れ
ら
の
翻
訳
に
目
通
し
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

た
だ
、
重
要
な
の
は
レ
ミ
ュ
ザ
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
た
ち
が
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
の
、
複
数
の
訳
文
を
参
考
に
し
な

が
ら
も
、
そ
れ
ら
先
行
研
究
を
超
え
て
、
学
問
的
客
観
性
を
持
っ
た
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
を
標
榜
し
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
研
究
を
保
証
し
、
儒
教
を
深
く
理
解
す
る
た
め
、
先
ほ
ど
述
べ
た
張
居
正
や
、
そ
の
当
時

ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
さ
れ
た
複
数
の
立
場
を
異
に
す
る
漢
文
諸
注
釈
も
参
照
し
、
分
析
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
そ
れ
か
ら
、
ヴ
ォ
ル
フ
等
は
漢
字
の
存
在
を
知
っ
て
い
ま
す
。
彼
等
は
そ
れ
に

つ
い
て
、
知
識
を
伝
達
す
る
貴
重
な
普
遍
記
号
だ
と
解
釈
を
し
た
よ
う
で
す
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
か
な
り
中
国
語

の
初
等
文
法
な
ど
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
彼
等
は
漢
字
文
献
を
読
め
た
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
目
下
問
題
に
な
る
シ
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
し
て
は
、
原
典
資
料
を
読
ま
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
い
う

こ
と
で
、
そ
の
当
時
ま
で
に
バ
チ
カ
ン
の
図
書
館
や
、
あ
る
い
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
図
書
館
な
ど
に
蓄
積
さ
れ
て
い

た
漢
文
原
典
や
、
も
ろ
も
ろ
の
注
釈
を
も
参
照
し
研
究
を
進
め
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
彼
等
は
単
純
に
四
書
五
経
の
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原
本
だ
け
を
見
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
複
数
の
注
釈
、
専
門
家
に
言
わ
せ
れ
ば
、
例
え
ば
鄭
じ
ょ
う

玄げ
ん

と
か
王お
う

粛し
ゅ
くな

ど

の
古
註
、
つ
ま
り
い
に
し
え
の
注
釈
や
、
新
し
い
注
釈
、
朱
子
学
や
陽
明
学
な
ど
の
注
釈
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
お
り
、
複
数
の
そ
れ
ら
立
場
を
異
に
す
る
漢
文
注
釈
を
引
い
て
き
て
、
立
体
的
、
三
次
元
的
に
客
観
的
で

よ
り
妥
当
と
お
も
わ
れ
る
翻
訳
を
、
彼
ら
は
公
表
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
と
し
ま
し
て
は
、
さ
ら
に
驚
く
べ
き
は
、
彼
ら
は
漢
文
資
料
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
中
国
の
支
配
者
で

あ
っ
た
清
王
朝

―
一
六
四
四
年
に
北
京
を
女
真
（
ジ
ュ
ル
チ
ン
）
族
が
占
拠
し
、
中
国
を
統
一
し
た

―
が
正

統
王
朝
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
統
治
者
は
満
州
族
の
血
を
引
く
者
で
あ
り
、
彼
ら
の
母
語
で
あ
っ
た
の
が
満
州

語
で
す
。
そ
の
意
味
で
王
朝
の
正
統
言
語
で
あ
る
満
州
語
に
よ
る
儒
教
経
典
の
訳
文
を
も
参
照
の
用
に
供
し
た
の

で
あ
り
ま
し
た
。

　

彼
ら
は
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
複
数
の
訳
書
、
複
数
の
注
釈
書
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
次
元

的
、
立
体
的
に
中
国
哲
学
の
実
際
の
姿
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
紹
介
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
か
ら
の
離
陸
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ま
す
。

も
う
一
切
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
以
下
に
、
そ
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
『
孟
子
』
の
訳
文
、
君
主
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
君
主
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
部
分

に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
話
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
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『
孟
子
』
訳
文

　

そ
れ
で
は
、
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。『
孟
子
』
訳
文
と
い
う
こ
と
で
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
、
ア
ベ
ル
＝
レ
ミ
ュ

ザ
と
同
じ
く
、
伝
統
説
に
基
づ
い
て
、『
中
庸
』
の
著
者
を
子
思
と
見
な
し
ま
し
た
。『
中
庸
』
と
い
う
文
献
は
、

孔
子
の
弟
子
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
子
思
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
と
。
ま
た
、
そ
の
後
継
者
を
孟
子
で
あ

る
と
考
え
て
、
子
思
の
弟
子
が
孟
子
で
あ
る
と

―
こ
れ
は
朱
子
説
で
す
け
れ
ど
も

―
そ
う
考
え
て
、
孟
子
を

翻
訳
し
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
四
書
間
に
は
み
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。『
論
語
』
が
孔
子
に
関
す
る
こ
と
、『
孟
子
』

は
孟
子
に
関
す
る
こ
と
、『
大
学
』
が
曾
子
、
そ
し
て
、『
中
庸
』
は
子
思
と
捉
え
て
い
ま
し
た
の
で
、
非
常
に
う

ま
く
解
釈
で
き
る
わ
け
で
す

―
本
当
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

　

ジ
ュ
リ
ア
ン
は
、
翻
訳
に
当
た
り
、
レ
ミ
ュ
ザ
同
様
、
漢
文
の
語
順
を
反
映
し
た
ラ
テ
ン
語
逐
語
訳
を
与
え
た

り
し
て
い
ま
す
。
ラ
テ
ン
語
は
非
常
に
文
法
が
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
で
す
の
で
、
漢
文
と
同
じ
よ
う
な
形
で
並
べ
て
も

意
味
が
何
と
な
く
取
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
語
を
理
解
す
る
際
も
そ
の
よ
う
な
や
り
方
を
採
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

は
余
談
な
の
で
、
や
め
て
お
き
ま
す
。　
　

　

さ
ら
に
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
、
上
述
の
ノ
エ
ル
訳
も
参
照
し
な
が
ら
、
レ
ミ
ュ
ザ
よ
り
も
幅
広
く

―
こ
れ
が
重

要
で
す
が

―
漢
代
か
ら
清
代
に
ま
で
に
至
る
諸
注
釈
を
も
採
用
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
漢
の
趙
ち
ょ
う

岐き
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と
い
う
人
の
『
孟
子
』
注
、
そ
れ
か
ら
、
宋
代
の
朱し
ゅ

熹き

の
『
四
書
章
句
集
註
』、
明
の
時
代
の
胡こ

広こ
う

等
撰
『
四
書

大
全
』、
そ
れ
か
ら
、
明
の
蔡さ
い

清せ
い

『
四
書
蒙
引
』、
清
の
喇ら

沙し
ゃ

里り

等
撰
『
御
製
日
講
四
書
解
義
』
な
ど
も
参
照
枠
組

み
と
し
て
い
ま
す
。
張
居
正
も
も
ち
ろ
ん
参
照
し
ま
す
。
つ
ま
り
趙
岐
注
以
外
は
、
総
じ
て
、
宋
代
か
ら
清
代
に

至
る
宋
学
、
な
い
し
は
宋
明
理
学
の
整
合
的
、
合
理
的
解
釈
に
依
拠
し
て
い
ま
す
。　
　

　

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
、
レ
ミ
ュ
ザ
の
先せ
ん

蹤し
ょ
うに
な
ら
い
、
清
代
の
正
統
解
釈
た
る
満
州
語
訳
文
を

も
対
照
資
料
と
し
た
わ
け
で
す
。
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
文
章
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
下
は
『
孟

子
』「
離り

婁ろ
う

」
下
篇
の
臣
民
に
対
す
る
尊
重
の
有
無
に
よ
っ
て
、
統
治
者
の
位
置
付
け
が
異
な
る
と
す
る
強
烈
な

主
張
で
あ
り
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
も
う
こ
れ
は
聞
く
だ
け
で
も
意
味

が
取
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
読
み
ま
す
。

　

孟
子
、
斉せ
い

の
宣
王
に
告
げ
て
曰
く

―
こ
れ
は
先
ほ
ど
と
同
じ
ペ
ア
で
す
ね

―
君
の
臣
を
視
る
こ
と
、
手
足

の
如
く
な
れ
ば
、
則
ち
臣
の
君
を
視
る
こ
と
腹
心
の
如
し
。
君
の
臣
を
視
る
こ
と
犬
馬
の
如
く
な
れ
ば
、
則
ち
臣

の
君
を
視
る
こ
と
国
人
の
如
し
。
君
の
臣
を
視
る
こ
と
土ど

芥か
い

の
如
く
な
れ
ば
、
則
ち
臣
の
君
を
視
る
こ
と
寇こ
う

讎し
ゅ
うの

如
し
。

　

も
う
お
分
か
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
、
ラ
テ
ン
文
法
の
比
較
的
自
由
な
語
順
を
生
か

し
、
漢
語
の
語
順
に
一
対
一
対
応
し
た
訳
文
を
添
え
て
い
ま
す
。
一
応
こ
れ
を
読
ん
で
み
ま
す
。
む
し
ろ
こ
ち
ら
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の
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
孟
子
は
斉
国
の
宣
王
に
語
り
か
け
て
、
こ
う
言
っ
た
。
も
し
君
主
が
臣
下
を
手
や
足
の
よ
う
に
、
手
足
の
よ

う
に
見
な
す
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
臣
下
は
君
主
を
臓
器
や
心
臓
の
よ
う
な
も
の
と
見
る
で
し
ょ
う

―
つ
ま
り
非

常
に
重
要
な
も
の
と
し
て
見
る
で
し
ょ
う
。
も
し
、
君
主
が
臣
下
を
、
逆
に
、
犬
や
馬
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、

そ
の
と
き
臣
下
は
君
主
を
一
人
の
国
民
と
見
る
。
も
し
、
君
主
が
臣
下
を
土
や
草
、
土
芥
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、

そ
の
と
き
臣
下
は
君
主
を
強
盗
や
敵
の
よ
う
に
見
る
だ
ろ
う
。」
と
、
こ
の
よ
う
に
説
い
て
い
ま
す
。

　

満
州
語
も
参
照
し
、
立
体
的
に
翻
訳
の
正
確
を
期
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
参
考
ま
で
に
、
彼
が
参
照
し
た
満
語

訳
は
こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
も
と
も
と
満
州
文
字
で
す
け
れ
ど
も
、
並
べ
る
と
、

文
法
上
日
本
語
と
似
て
い
て
、
分
か
り
や
す
い
の
で
、
持
っ
て
き
ま
し
た
。

　
「
孟
子
は
、
斉
国
の
宣
王
に
対
し
て
、
告
げ
て
言
う
に
は
、
君
主
が
大
臣
を
手
足
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
大

臣
は
君
主
を
心
臓
の
ご
と
く
見
る
だ
ろ
う
。
君
主
が
大
臣
を
犬
、
馬
、
犬
馬
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
大
臣
は
君

主
を
国
の
人

―
そ
こ
ら
辺
に
い
る
一
般
人

―
の
よ
う
に
見
る
だ
ろ
う
と
。
君
主
が
大
臣
を
土
、
草
、
土
芥
の

よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
大
臣
は
君
主
を
敵
、
仇
の
ご
と
く
見
る
だ
ろ
う
。」
と
、
こ
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

以
上
か
ら
ジ
ュ
リ
ア
ン
が
、
極
め
て
正
確
性
を
期
し
て
、
確
か
に
そ
れ
ら
の
注
釈
や
翻
訳
を
参
照
し
な
が
ら
訳
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し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
宣
教
師
た
ち
の
研
究
は
、
つ
い
に
は
現
代
に
ま
で

つ
な
が
る
近
代
的
実
証
研
究
を
標
榜
す
る
シ
ノ
ロ
ジ
ー
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
に
ま
で
至
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
お
示

し
申
し
ま
し
た
。結

語

　

最
後
に
、
結
論
を
申
し
ま
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
た
ち
は
、
文
化
を
異
に
す
る
東
方
の
大

国
、
中
国
の
哲
学
、
思
想
に
つ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
当
初
の
目
的
は
、
徹
底
し
た
中

国
の
価
値
観
や
歴
史
観
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
を
有
利
に
す
る
こ
と
、
ま
た
、
宣
教
へ
の
支
援

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
得
や
す
く
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
の
翻
訳
手
法
は
キ
リ
ス
ト
教
の
価
値
観
を

し
っ
か
り
と
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
中
国
哲
学
の
理
念
や
観
点
を
、
こ
れ
を
称
揚
す
る
一
方

で
、
こ
れ
に
反
す
る
も
の
は
無
視
し
て
記
さ
な
い
か
、
徹
底
し
て
お
と
し
め
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
今
回
は
あ

ま
り
そ
れ
に
つ
い
て
は
言
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

他
方
、
訳
文
中
に
お
け
る
中
国
哲
学
の
人
間
本
性
論
称
揚
や
民
本
、
そ
れ
か
ら
革
命
観
や
、
そ
の
他
諸
概
念
の

紹
介
は
、
王
権
神
授
、
絶
対
王
政
の
当
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
は
極
め
て
危
険
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
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ま
す
。
中
国
に
い
た
イ
エ
ズ
ス
宣
教
師
た
ち
は
、
一
定
程
度
、
中
国
哲
学
に
対
す
る
シ
ン
パ
シ
ー
が
あ
っ
た
も
の

と
想
定
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
記
載
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
主
義
を
リ
ー
ド
し
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
お

け
る
理
想
の
中
国
観
や
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
直
前
の
フ
ラ
ン
ス
に
知
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
プ
リ
ュ
ケ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
三
年
前
に
孟
子
の
文
章
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻

訳
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
張
居
正
の
『
帝
鑑
図
説
』、
つ
ま
り
桀
や
紂
と
い
う
暴
君
が
ど
う
滅
ん
で
、
よ
い

君
主
た
ち
が
自
己
犠
牲
も
辞
さ
ず
、
よ
い
政
を
行
っ
た
か
、
民
衆
の
意
見
を
聞
い
た
人
間
が
ど
の
よ
う
な
成
功
を

収
め
た
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
『
帝
鑑
図
説
』
と
い
う
本
が
、
革
命
直
前
の
一
七
八
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻

訳
さ
れ
、
エ
ッ
チ
ン
グ
、
銅
版
画
付
き
で
翻
訳
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
あ
り
ま
す
。
今
回
本
当
は
そ

れ
を
入
れ
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
時
間
が
な
か
っ
た
の
で
、
や
め
ま
し
た
。
か
な
り
パ
リ
で
は
売
れ
た
と
い
う
話

で
す
。

　

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
経
験
し
終
わ
っ
た
シ
ノ
ロ
ジ
ー
に
と
っ
て
は
、
既
に
王
権
神
授
、
絶
対
王
政
の
君
主

観
や
宗
教
観
に
阿あ

諛ゆ

追つ
い

従し
ょ
うす
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
、
遡
っ
て
は
ノ
エ
ル
も
遠
慮
な
く
、

中
国
哲
学
と
そ
こ
か
ら
見
た
理
想
の
君
主
像
、
打
倒
す
べ
き
暴
虐
の
君
主
を
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
紹
介
し
て
い
た

と
も
言
え
ま
す
。
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本
発
表
は
、
中
国
の
哲
学
、
あ
る
い
は
君
主
観
が
、
欧
米
自
ら
の
鑑
と
な
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
事
実
に
つ
い
て

簡
単
に
概
観
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

本
当
に
時
間
も
超
過
し
ま
し
て
、
早
口
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
清
聴
を
感
謝
し
ま
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

司
会
：
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
盛
ん
に
時
間
を
気
に
し
て
、
ご
発
表
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は

ち
ょ
っ
と
二
回
や
三
回
に
分
け
て
お
願
い
す
べ
き
だ
っ
た
か
と
思
う
よ
う
な
次
第
で
あ
り
ま
し
た
。
す
み
ま
せ
ん
、

ち
ょ
っ
と
時
間
も
押
し
て
い
ま
す
の
で
…
…

井
川
：
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

司
会
：
早
速
で
す
け
れ
ど
も
、
す
み
ま
せ
ん
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
お
願
い
し
て
い
る
妹
尾
先
生
に
コ
メ
ン
ト
を

お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

妹
尾
：
井
川
さ
ん
、
ど
う
も
お
久
し
ぶ
り
で
す
。

井
川
：
お
久
し
ぶ
り
で
す
。
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妹
尾
：
今
日
は
本
当
に
充
実
し
た
ご
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
も
う
満
腹
と
い
う
か
、
あ
ま
り
に
も
情
報

が
多
く
て
。
そ
れ
で
、
自
分
で
吸
収
で
き
な
い
点
も
多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
ち
ょ
っ
と
私
の
ほ
う
で
、PPT

を
ま

と
め
て
い
ま
す
の
で
、
共
有
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

井
川
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

妹
尾
：
こ
れ
で
共
有
し
ま
す
。

井
川
：
大
丈
夫
で
す
か
。

妹
尾
：
今
、
私
のPPT
は
見
え
て
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

井
川
：
見
え
ま
す
。

司
会
：
見
え
て
い
ま
す
。
大
丈
夫
で
す
。

【
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
か
ら
の
発
言
お
よ
び
応
答
】

妹
尾
：
今
日
の
井
川
先
生
の
す
ば
ら
し
い
ご
講
演
を
お
聞
き
す
る
と
、
私
が
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
か
ど
う
か
が
、
改
め
て
不
安
に
な
り
ま
す
。
私
自
身
は
、
中
国
の
文
献
史
学
を
専
攻
し
て
お
り
、
特
に
、
七
～

八
世
紀
の
都
市
を
主
な
研
究
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
今
日
、
井
川
先
生
の
ご
講
演
に
適
確
な
コ
メ

ン
ト
す
る
だ
け
の
知
識
を
備
え
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
あ
く
ま
で
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
お
話
し
で
き
る
点
に
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限
っ
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
哲
学
や
思
想
の
専
門
の
先
生
方
が
、
今
日
は
何
名
も
出
席
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
私
の
コ
メ
ン
ト
が
誤
っ
て
い
る
点
や
、
ま
た
補
っ
て
い
た
だ
く
点
が
あ
れ
ば
、
ご
指
正
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
注
意
：
以
下
、
八
八
頁
ま
で
の
文
章
は
、
録
音
に
も
と
づ
い
て
書
き
起
こ
さ
れ
た
文
章
に
、
妹
尾
教
授

が
コ
メ
ン
ト
で
用
い
た
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
内
容
を
補
っ
て
、
ま
と
め
た
も
の
で
す
。）

　

今
日
の
井
川
先
生
の
ご
講
演
内
容
は
、
本
当
に
あ
ま
り
に
も
豊
か
で
深
く
、
ど
の
論
点
も
知
的
刺
激
に
富
ん
で

い
ま
す
。
井
川
先
生
が
用
意
さ
れ
た
周
到
な
講
演
レ
ジ
ュ
メ
と
詳
細
な
参
考
資
料
、
水
上
先
生
が
用
意
さ
れ
た
簡

潔
で
便
利
な
「
中
国
古
典
学
文
献
西
洋
人
翻
訳
・
研
究
活
動
年
表
」
を
手
も
と
に
お
い
て
、
講
演
を
聞
く
こ
と
で
、

全
体
の
流
れ
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
な
お
、
講
演
で
論
じ
ら
れ
る
中
国
儒
教
は
、
宋
代

（
九
六
〇
～
一
二
七
九
）
か
ら
明
代
（
一
三
六
八
～
一
六
四
四
）
に
か
け
て
体
系
化
さ
れ
た
、
宋
明
理
学
と
呼
ば

れ
る
新
し
い
儒
教
の
こ
と
を
、
主
に
指
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
前
半
で
は
、
欧
米
や
中
国
、
日
本
に
お
け
る
研
究
史
を
丁
寧
に
整
理
さ
れ
、
西
欧
近
代
思
想
へ
の
儒
教

の
影
響
を
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
る
儒
教
古
典
の
ラ
テ
ン
語
訳
を
も
と
に
、
系
統
的
に
実
証
さ
れ
ま
し
た
。
一
六

世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
の
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
や
、
ミ
ケ
ー
レ
・
ル
ッ
ジ
ェ
リ
、
ニ
コ
ロ
・
ロ
ン
ゴ
バ
ル

デ
ィ
、
マ
ル
テ
ィ
ノ
・
マ
ル
テ
ィ
ニ
な
ど
の
代
表
的
な
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
儒
教
解
釈
が
論
じ
ら
れ
ま
す
。

　

後
半
で
は
、
儒
教
の
古
典
で
あ
る
『
大
学
』
と
『
中
庸
』『
孟
子
』
の
翻
訳
と
解
釈
史
を
詳
細
に
論
じ
、
儒
教
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古
典
へ
の
西
欧
知
識
人
独
自
の
解
釈
の
変
遷
を
あ
と
づ
け
ま
す
。
そ
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ヴ
ォ
ル
フ
、
カ
ン

ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
と
続
く

―
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
の
哲
学
者
に
触
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が

―
西
欧
近
代
思
想

史
を
代
表
す
る
知
識
人
た
ち
の
思
索
に
、
一
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
中
国
儒
教
が
与
え
た
決
定
的
な

影
響
を
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
す
。

　

最
後
に
、
西
欧
の
科
学
実
証
的
な
中シ
ノ
ロ国
研ジ

ー究
が
、
儒
教
の
ラ
テ
ン
語
訳
と
い
う
知
的
営
み
の
上
に
な
さ
れ
た
こ

と
を
、
一
九
世
紀
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
初
代
講
座
教
授
で
あ
る
ア
ベ
ル
・
レ
ミ
ュ
ザ
と
二
代
目
の

ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
を
事
例
に
論
じ
ら
れ
ま
す
。
西
欧
近
代
思
想
の
一
翼
を
担
う
近
代
東
洋
学
の
確
立

は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
の
長
年
に
及
ぶ
ラ
テ
ン
語
訳
儒
教
経
典
の
解
釈
史
を
基
礎
と
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
可

能
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
も
と
づ
く
世
界
観
に
よ
っ
て
宇
宙
の
全
体
を
把
握
し
て
い
た
西
欧
知
識
人

た
ち
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
依
拠
し
な
く
て
も
、
万
物
に
内
在
す
る
理
の
概
念
を
用
い
て
普
遍
（
い
つ
、
ど
こ

で
も
、
だ
れ
に
で
も
妥
当
す
る
価
値
）
を
論
じ
得
る
合
理
的
な
知
の
体
系
に
初
め
て
接
し
た
の
が
、
ラ
テ
ン
語
訳

の
中
国
儒
教
の
古
典
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
は
、
儒
教
が
神
の
概
念
を
も
つ
か
（
有
神
論
）、
も
た

な
い
か
（
無
神
論
）
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
ま
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
基
礎
を
な
す
理
性
と
類
似
す
る

理
と
い
う
概
念
が
、
中
国
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
点
で
は
、
共
通
し
て
い
ま
し
た
。
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以
上
の
よ
う
に
、
井
川
先
生
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
外
部
に
存
在
し
た
儒
教
を
、
西
欧
知
識
人
は
ど
の
よ
う
に
解

釈
し
た
の
か
、
儒
教
と
出
会
う
こ
と
で
、
西
欧
思
想
そ
の
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
再
構
築
さ
れ
て
い
く
の

か
、
と
い
う
大
き
な
問
題
に
正
面
か
ら
一
貫
し
て
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
本
当
に
、
と
う
て
い
私
の
力
で
は

紹
介
で
き
な
い
、
あ
ま
り
に
す
ご
い
分
析
力
と
視
野
だ
と
感
じ
ま
す
。

　

今
日
の
ご
講
演
は
、
大
局
的
に
い
え
ば
、
二
〇
世
紀
末
か
ら
二
一
世
紀
初
め
に
か
け
て
顕
著
と
な
っ
た
研
究
動

向
、
す
な
わ
ち
、
脱
欧
州
中
心
化de-centering�Europe

や
、
ア
ジ
ア
再
評
価re-orientalizing�A

sia

と
呼
ば

れ
る
学
問
潮
流
の
中
で
行
わ
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
こ
の
研
究
動
向
は
、
思
想
・
哲
学
史
の
み
な
ら
ず
、
今
、

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
世
界
的
に
展
開
し
て
い
る
巨
大
な
う
ね
り
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
学
問
動
向
の
最

中
で
、
今
日
、
井
川
先
生
の
講
演
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
、
こ
れ
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
義
務
と
し
て
の
粗
い
質
問
を
二
つ
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

―
こ
ん
な
粗
い
質
問
に
は
一
言
で
答
え
ら
れ
な
い
よ
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
本
当
に
そ
の
と
お
り
な
の
で
す

が

―
。

　

ま
ず
一
つ
は
、
西
欧
知
識
人
が
儒
教
の
普
遍
概
念
で
あ
る
理
に
接
し
た
時
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
い
う
概

念
と
比
べ
て
、
ど
こ
が
同
じ
で
、
ど
う
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
で
す
。
す
な
わ

ち
、
儒
教
の
理
と
い
う
概
念
が
、
西
欧
近
代
思
想
史
の
流
れ
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
変
容
し
て
い
く
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の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
後
で
、
改
め
て
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
西
欧
近
代
思
想
と
中
国
近
代
思
想
の
展
開
の
同
異
点
に
つ
い
て
で
す
。
万
人
の
共
有
す
る
普
遍

（
人
の
性
は
善
な
ど
）
を
朱
子
学
は
理
学
と
し
て
進
展
さ
せ
、
そ
れ
が
明
・
清
に
か
け
て
広
く
知
識
人
の
間
に
浸

透
し
、
近
代
的
思
惟
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
強
い
影
響
を
受
け
て
西
欧
近
代
の
啓
蒙
思
想
が
展
開
し
て
い

く
と
考
え
ま
す
と
、
西
欧
近
代
思
想
の
潮
流
と
中
国
近
代
思
想
の
進
む
方
向
は
、
一
致
し
て
い
る
点
が
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
～
一
九
世
紀
以
後
、
自
然
科
学
や
国
家
形
態
な
ど
に
関
わ
る
思
想
や
実
践
に
お
い

て
、
東
西
が
乖か
い

離り

し
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
で
す
（
ジ
ョ
セ
フ
・
ニ
ー
ダ
ム
が
『
中

国
の
科
学
と
文
明
』
で
提
起
し
、
社
会
経
済
史
に
お
け
る
近
年
の
「
大
分
岐
」
の
論
争
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
り

ま
す
）。
こ
れ
は
、
私
自
身
が
前
か
ら
ず
っ
と
抱
い
て
い
る
疑
問
な
の
で
す
が
。

　

そ
れ
で
は
、
ま
ず
、
本
日
の
ご
講
演
内
容
の
歴
史
的
意
味
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
井
川
先
生
の
学
問

的
な
背
景
を
、
私
の
知
る
限
り
に
お
い
て
、
皆
さ
ま
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

最
初
に
、
今
日
の
ご
講
演
に
直
接
に
関
連
す
る
論
考
と
し
ま
し
て
、
井
川
先
生
が
書
か
れ
た
最
新
論
文
「
儒
教

を
媒
介
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
日
本
・
中
国
の
近
代
化
」（『
中
国
―
社
会
と
文
化
―
』
第
三
五
号
、
二
○
二
○
年
、

四
五
～
六
六
頁
）
を
紹
介
し
ま
す
。
本
論
文
は
、「
世
界
哲
学
と
し
て
の
中
国
哲
学
」
と
い
う
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
特
集
号
に
収
載
さ
れ
た
論
文
で
す
。
井
川
論
文
は
、
世
界
哲
学
と
し
て
の
中
国
哲
学
を
論
じ
る
本
特
集
の
六
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篇
の
論
文
の
一
つ
で
す
。

　
「
哲
学
」
は
、
も
と
も
と
普
遍
的
な
知
の
体
系
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
で
す
の
で
、
哲
学
の
上
に
「
世
界
」
を

あ
え
て
付
す
言
い
方
は
、
た
ぶ
ん
今
ま
で
余
り
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。「
世
界
哲
学
」
の
語
が

主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
西
欧
哲
学
を
中
心
と
す
る
従
来
の
哲
学
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
す
。
す
な
わ
ち
、
世
界
哲

学
は
、
西
欧
が
主
役
と
な
る
今
ま
で
の
哲
学
史
を
解
体
し
、
中
国
や
日
本
、
韓
国
、
朝
鮮
、
イ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
ー

ム
圏
な
ど
非
西
欧
世
界
の
人
々
の
生
み
出
し
た
哲
学
を
、
地
域
の
違
い
を
越
え
て
公
平
に
論
じ
る
試
み
で
す
。「
世

界
哲
学
史
」
と
い
う
問
題
設
定
は
、
普
遍
的
な
知
の
展
開
は
世
界
ど
こ
に
で
も
存
在
す
る
、
と
い
う
考
え
に
支
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
井
川
先
生
の
論
考
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
、
世
界
哲
学
研
究
の
根
幹
を
な
す
分

析
そ
の
も
の
と
い
え
ま
す
。

　
『
中
国
―
社
会
と
文
化
―
』
第
三
五
号
の
世
界
哲
学
特
集
は
、
ち
く
ま
新
書
の
『
世
界
哲
学
史
』
全
八
巻
＋
別

巻
（
二
○
二
○
年
）
の
刊
行
に
呼
応
し
て
い
ま
す
。『
世
界
哲
学
史
』
に
つ
き
ま
し
て
は
、
話
題
を
呼
び
ま
し
た

の
で
、
皆
さ
ま
も
広
く
読
ん
で
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。『
世
界
哲
学
史
』
は
、
全
八
巻
の
う
ち
三
巻
分
が
中
世

に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
私
が
専
門
と
す
る
時
期
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
、
私
自
身
も
大
変
勉
強
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
中
で
、
井
川
さ
ん
は
、「
中
国
哲
学
情
報
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
流
入
」（
同
別
巻
、
二
三
一
～
二
四
四

頁
）
を
書
か
れ
て
い
て
、
中
国
の
哲
学
情
報
の
流
入
が
も
た
ら
し
た
西
欧
思
想
の
変
容
を
、
と
て
も
コ
ン
パ
ク
ト
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に
分
か
り
や
す
く
叙
述
し
、
ま
さ
し
く
、
世
界
哲
学
史
を
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

本
日
の
ご
講
演
の
骨
格
は
、
井
川
先
生
の
博
士
論
文
に
も
と
づ
く
『
宋
学
の
西
遷
―
近
代
啓
蒙
へ
の
道
―
』（
京

都
・
人
文
書
院
、
二
○
〇
九
年
）
で
す
。
本
書
は
、
文
字
ど
お
り
画
期
的
な
研
究
で
、
従
来
の
中
国
思
想
史
研
究

の
蒙
を
啓
く
研
究
成
果
で
す
。
ご
講
演
の
冒
頭
で
井
川
先
生
が
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
、
朱
子
に
よ
っ
て
体
系
化
さ

れ
た
宋
学
が
、
西
欧
近
代
思
想
に
影
響
を
与
え
た
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
影
響
の
実
態
を
、
ラ
テ
ン
語
訳
と
漢
文
を
対
照
し
な
が
ら
体
系
的
に
実
証
し
た
研
究
は
、
井

川
先
生
が
初
め
て
だ
っ
た
の
で
す
。
本
書
が
、
強
い
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
す
。

　
『
宋
学
の
西
遷
』
の
構
成
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。
本
書
は
、
三
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
第
一
部

「
ク
プ
レ
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
の
中
国
哲
学
観
」、
第
二
部
「
ノ
エ
ル
『
中
華
帝
国
の
六
古
典
』
の
儒
教
倫
理

称
揚
」、
第
三
部
「
ヴ
ォ
ル
フ
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
へ
の
儒
教
イ
ン
パ
ク
ト
」
と
な
り
ま
す
。

　

第
一
部
で
は
、
初
期
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
あ
と
を
う
け
、
一
七
世
紀
後
半
の
ク
プ
レ
か
ら

始
ま
る
儒
教
経
典
（『
論
語
』『
大
学
』『
中
庸
』）
の
本
格
的
な
翻
訳
刊
行
と
そ
の
受
容
を
述
べ
ま
す
。
第
二
部
で

は
、
一
八
世
紀
初
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ノ
エ
ル
が
、
ク
プ
レ
を
つ
い
で
『
孟
子
』
を
ふ
く
む
四
書
す
べ
て
と
『
孝

教
』『
小
学
』
の
六
古
典
の
訳
を
完
訳
し
、
宋
明
理
学
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
論
じ
ま
す
。

　

同
書
第
三
部
で
は
、
一
八
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
ド
イ
ツ
初
期
啓
蒙
主
義
者
の
ヴ
ォ
ル
フ
が
著
し
た
『
中
国
実
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践
哲
学
講
演
』
を
主
な
事
例
に
、
世
界
哲
学
と
し
て
の
中
国
哲
学
を
論
じ
ま
す
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
弟
子
の
ヴ
ォ

ル
フ
は
、
孔
子
を
キ
リ
ス
ト
に
匹
敵
す
る
徳
の
教
師
と
考
え
、
儒
教
の
説
く
理
性
と
行
為
の
合
致
こ
そ
が
自
然
法

則
に
適
う
と
し
、
ド
イ
ツ
観
念
論
を
準
備
す
る
役
を
は
た
し
ま
す
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
後
に
カ
ン
ト
に
批
判
さ
れ
る

こ
と
で
、
そ
の
重
要
性
が
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
カ
ン
ト
の
思
想
形
成
に
も
、
や
は
り
強
い
影
響
を

与
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
井
川
先
生
の
主
著
『
宋
学
の
西
遷
』
は
、
本
日
の
講
演
の
枠
組
み
を
形
づ
く
っ

て
い
ま
す
。

　

井
川
先
生
が
何
度
も
述
べ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
、
恩
師
の
堀
池
信
夫
先
生
が
同
著
『
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
哲
学
者�

上
・
下
』（
東
京
・
明
治
書
院
、
一
九
九
六
―
二
○
○
二
年
）
に
集
成
さ
れ
る
知
と
の
遭
遇
か
ら
、
ご

自
身
の
研
究
を
ス
タ
ー
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
書
は
、
一
三
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
わ
た
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

哲
学
者
た
ち
の
中
国
哲
学
観
の
変
遷
を
、
実
証
的
に
論
じ
て
い
ま
す
。

　

堀
池
先
生
の
中
核
的
な
論
点
は
、
一
八
世
紀
ま
で
は
、
西
欧
知
識
人
は
キ
リ
ス
ト
教
の
概
念
に
も
と
づ
き
中
国

哲
学
を
受
容
し
て
い
た
が
、
一
八
世
紀
以
後
に
な
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
相
対
化
に
合
わ
せ
、
中
国
の
天
や

理
の
概
念
の
解
釈
を
も
と
に
西
洋
と
東
洋
に
共
通
す
る
普
遍
性
（
理
性
）
へ
の
注
目
が
高
ま
り
、
西
欧
に
理
性
を

軸
と
す
る
東
西
思
想
の
相
互
影
響
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
点
で
す
。
た
だ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
あ
く
ま
で
、
西
洋
の
も
つ
理
性
と
普
遍
性
へ
の
西
欧
知
識
人
の
確
信
は
揺
る
が
な
か
っ
た
、
と
論
じ
て
い



82

ま
す
。

　

同
書
の
分
析
は
、
一
三
世
紀
の
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
も
と
づ
く
中
国
哲
学
の
分
析
か
ら
始

ま
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
デ
ィ
ド
ロ
を
経
て
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
ユ
ン
グ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
メ
ル
ロ
ー
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
中
国
観
の
分
析
に
及

び
ま
す
。
結
論
と
し
て
、
西
欧
思
想
に
お
け
る
神
か
ら
理
性
へ
の
中
心
概
念
の
転
換
は
、
中
国
哲
学
と
の
衝
撃
的

な
邂
逅
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
と
論
じ
る
の
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
研
究
が
成
り
立
つ
こ
と
自
体
が
、
本
書
が
出
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
が
思
い
も
よ
ら
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
が
イ
エ
ズ
ス
会
を
通
じ
て
中
国
思
想
に
合
理
主
義
の
影
響
を
与
え
た
と

い
う
研
究
は
、
も
う
い
っ
ぱ
い
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
反
対
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
。
ま
た
、
西
欧
近
代
思

想
の
形
成
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
の
自
成
的
な
思
想
進
化
の
結
果
で
あ
る
こ
と
が
常
識
と
さ
れ
、
外

部
の
存
在
で
あ
る
中
国
思
想
の
影
響
を
正
面
か
ら
実
証
的
・
体
系
的
に
論
じ
る
研
究
な
ど
、
ほ
ぼ
存
在
し
な
か
っ

た
か
ら
で
す
。

　
『
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者�

上
・
下
』
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
論
じ
分
類
す
る
百
科
全
書
的
な
書
物

で
す
。
驚
嘆
す
べ
き
博
識
と
犀
利
な
分
析
に
満
ち
満
ち
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
図
書
館
で
本
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
に
よ
り
も
、
圧
倒
的
な
面
白
さ
で
す
。
私
も
筑
波
大
学
に
奉
職
し
て
い
る
と
き
に
、
同
僚
と
し
て
堀
池
先
生
の
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謦け
い

咳が
い

に
接
し
て
い
ま
し
た
が
、
研
究
の
独
創
性
と
多
彩
さ
に
お
い
て
、
大
先
生
そ
の
も
の
の
風
格
で
し
た
ね
。

オ
ー
ラ
の
た
だ
よ
う
先
生
で
し
た
。

　

堀
池
先
生
の
最
初
の
著
書
は
、
前
三
世
紀
か
ら
三
世
紀
に
か
け
て
の
中
国
思
想
の
転
換
を
論
じ
る
『
漢
魏
思
想

史
研
究
』（
東
京
・
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
）
で
す
。
こ
の
五
〇
〇
年
間
弱
の
思
想
史
を
、
宇
宙
観
の
変
遷
と

人
間
の
理
性
の
展
開
と
い
う
大
き
な
視
点
か
ら
詳
論
さ
れ
た
書
で
す
。
同
書
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
を
受
け
た

名
著
の
中
の
名
著
な
の
で
す
。
私
の
専
門
分
野
に
一
番
近
い
の
で
、
今
も
読
み
か
え
し
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
都

度
、
新
た
な
発
見
が
あ
り
ま
す
。
名
著
た
る
ゆ
え
ん
だ
と
感
じ
ま
す
。『
漢
魏
思
想
史
研
究
』
で
の
思
索
を
基
礎
に
、

堀
池
先
生
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
規
模
の
比
較
研
究
に
進
ま
れ
、『
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者�

上
・
下
』
を

著
す
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
、
堀
池
先
生
は
、
漢
語
を
母
語
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
（
回
儒
と
よ
び
ま
す
）
の
思
想
の
分
析
に

取
り
組
ま
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
中
国
の
儒
教
・
仏
教
・
道
教
思
想
と
の
葛
藤
と
融
合
の
問
題
に
没
頭
さ
れ
ま
す
、

一
七
世
紀
の
中
国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
・
王
岱
與
の
思
想
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
同
著
『
中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学

の
形
成
―
王
岱
與
研
究
―
』（
京
都
・
人
文
書
院
、
二
○
一
二
年
）
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
（
ア
ッ
ラ
ー
）
の
概

念
と
中
国
儒
教
・
道
教
の
理
（
太
極
）
や
真
一
の
概
念
と
の
比
較
を
軸
と
す
る
世
界
哲
学
史
で
す
。
知
的
関
心
の

広
さ
と
、
学
問
的
成
就
に
圧
倒
さ
れ
ま
す
。
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井
川
先
生
の
知
的
世
界
の
広
さ
が
、
恩
師
の
堀
池
信
夫
先
生
の
学
統
を
継
承
し
進
展
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
、
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
井
川
先
生
は
、
堀
川
先
生
が
果
た
せ
な
か
っ
た
ラ
テ
ン
語
原
典
の
分

析
を
基
礎
に
、
西
欧
啓
蒙
思
想
へ
の
中
国
儒
学
の
決
定
的
な
影
響
を
、
よ
り
実
証
的
・
体
系
的
に
論
証
さ
れ
ま
し

た
。

　

次
に
、
冒
頭
で
述
べ
ま
し
た
私
の
質
問
に
入
り
ま
す
。
儒
教
の
理
と
い
う
概
念
と
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
い

う
概
念
の
同
異
点
に
つ
い
て
の
問
題
で
す
。
ア
モ
イ
か
ら
成
田
に
帰
る
飛
行
機
の
中
で
も
、
こ
の
問
題
を
井
川
さ

ん
に
尋
ね
、
ご
教
授
を
す
で
に
受
け
て
い
る
の
で
す
が
、
議
論
を
進
め
る
た
め
に
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
責
務
と

し
て
、
こ
の
問
題
を
改
め
て
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
場
を
か
り
な
け
れ
ば
、
な
か
な
か
井
川

さ
ん
に
直
接
質
問
で
き
な
い
の
で
。

　

朱
子
は
、
仏
教
に
お
い
て
誰
も
が
仏
性
を
持
つ
と
説
く
の
と
同
様
に
、
人
間
の
本
性
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
善
で

あ
る
と
考
え
、
超
越
的
な
理
と
い
う
概
念
の
下
で
の
人
間
本
性
の
平
等
を
説
い
て
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
倫

理
の
形
成
を
導
い
た
と
さ
れ
ま
す
。
唐
ま
で
の
儒
教
と
い
う
の
が
、
天
と
い
う
概
念
の
下
で
、
社
会
秩
序
の
根
幹

に
身
分
制
を
位
置
付
け
、
身
分
の
違
い
に
よ
る
役
割
分
担
と
、
異
な
る
身
分
間
と
同
じ
身
分
内
で
の
均
等
を
説
く

こ
と
で
、
社
会
全
体
の
秩
序
を
論
じ
た
の
に
対
し
、
一
〇
世
紀
以
後
の
新
し
い
儒
学
は
、
天
に
替
わ
り
普
遍
的
な

理
と
い
う
概
念
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
生
来
の
身
分
を
超
越
す
る
理
の
も
と
で
の
万
人
の
平
等
を
論
じ
る
こ
と
が
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可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
儒
教
の
中
心

概
念
の
天
か
ら
理
へ
の
転
換

は
、
図
の
よ
う
に
、
前
近
代

社
会
か
ら
近
代
社
会
へ
の
転

換
の
概
念
図
と
も
重
な
る
の

で
は
と
思
い
ま
す
。
中
国
に

お
け
る
天
か
ら
理
へ
の
転
換

は
、
西
欧
に
お
い
て
は
、
キ

リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
信

仰
と
理
性
の
分
離
か
ら
始
ま

り
、
最
終
的
に
、
人
間
の
理

性
以
外
の
い
か
な
る
権
威
も

認
め
ず
、
身
分
に
よ
る
支
配

や
運
命
の
存
在
を
排
除
す
る

普遍概念（神・仏法・天から人権・個人の尊厳へ）人間

図　前近代社会と近代社会の人間関係
　　－普遍概念が未確立の社会と確立した社会－

普遍概念を共有する平等な仲間意識

【出典】妹尾達彦『グローバル・ヒストリー』（八王子：中央大学出版部、2018年）20頁図4を改図。

【凡例】

普遍概念を内面化することで生まれる個人意識上下関係のある人間関係

近代社会の人間関係
（普遍概念の確立した社会）

前近代社会の人間関係
（普遍概念の確立していない社会）

A B

DC

普遍概念疑似超越者
である人間

普遍
概念
普遍
概念

身分で異なる限られた仲間意識

身分 1
身分 2

身分 3

身分 4

身
分
1

身
分
2

身
分
3

身
分
4

身
分
4
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近
代
合
理
思
想
に
結
実
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
理
の
下
で
の
万
人
の
平
等
を
説
く
朱
子
学
の
誕
生
と
、
そ
の
思
想
的
な
展
開
が
、
神
と
い
う
概

念
に
依
拠
し
な
い
世
界
の
普
遍
的
解
釈
を
模
索
し
て
い
た
西
欧
近
代
の
知
識
人
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
し

ま
す
と
、
儒
教
の
理
、
気
、
性
な
ど
の
理
学
の
主
要
概
念
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
い
う
概
念
の
共
通
性
と
相
違

を
、
西
欧
知
識
人
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
信
仰
と
理
性
を
分
け
る
認
識
を
ど
の
よ
う
に
つ
く
り
あ
げ
、
神
へ
の

信
仰
を
中
心
と
し
た
世
界
の
理
解
か
ら
ど
の
よ
う
に
脱
却
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
問
題
に
な
る

と
思
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
ク
プ
レ
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
は
、『
中
庸
』
の
思
想
を
象
徴
す
る
文
章
「
天
命
之
謂
性
、（
下

略
）」
を
訳
す
時
、
朱
子
の
注
釈
「
命
猶
令
也
、
性
即
理
」（『
中
庸
章
句
』）
に
も
と
づ
き
、「
天
か
ら
人
間
に
生

得
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
（
天
命
）
は
、
理
性
的
本
性
（
性
）
と
言
わ
れ
る
。
自
然
本
性
が
理
性
的
本
性
に
合
致

し
、（
下
略
）」（
井
川
先
生
訳
）
と
訳
し
て
い
ま
す
。
井
川
先
生
は
、
天
を
主
宰
者
と
す
る
こ
の
よ
う
な
訳
し
方
は
、

有
神
論
の
ク
プ
レ
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
、
張
居
正
の
解
釈
を
参
照
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
有
神
論
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
し
て
の
ク
プ
レ
は
、
右
の
よ
う
に
、
天
を
最
高
の
絶
対
的
な
主
宰
者

と
み
な
し
、
理
性
は
天
が
与
え
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
こ
の
解
釈
は
、
理
を
宇
宙
万
物
が
生
得
的
に
備
え

て
い
る
も
の
と
す
る
無
神
論
の
朱
子
の
解
釈
と
は
、
異
な
っ
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
朱
子
の
考
え
は
、
人
間
は
先
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験
的
に
理
性
を
も
つ
と
す
る
西
欧
近
代
思
想
に
近
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
ク
プ
レ
の
段
階
で
は
、
朱
子
学
の
解
釈
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
概
念
と
矛
盾
し
な
い
か
た
ち
で
行
わ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
一
七
世
紀
の
ク
プ
レ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
と
、
理
性
が
自
然
の
賜
物
で
あ
り
、
神
で
は
な
く
人
間
こ
そ

が
自
然
の
立
法
者
で
あ
る
と
考
え
る
、
一
八
世
紀
後
半
の
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
西
欧
近
代
思
想
と
の
間
に
は
、

ま
だ
大
き
な
隔
絶
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
隔
絶
は
、
ど
の
よ
う
な
思
想
的
跳
躍
に
よ
っ
て
越
え
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
？　

や
は
り
、
一
八
世
紀
前
半
に
『
中
国
実
践
哲
学
講
演
』
を
著
し
、
天
を
主
宰
者
と
す
る
考
え

を
否
定
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
の
存
在
が
、
カ
ン
ト
に
至
る
近
代
合
理
思
想
の
形
成
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え

て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

も
し
そ
う
だ
と
し
ま
す
と
、
理
性
と
行
為
の
合
致
を
め
ざ
し
、
キ
リ
ス
ト
や
モ
ー
ゼ
、

ム
ハ
ン
マ
ド
を
孔
子
に
な
ぞ
ら
え
る
ヴ
ォ
ル
フ
の
思
想
が
生
ま
れ
る
こ
と
の
で
き
た
、
そ
の
時
代
的
背
景
は
何
な

の
で
し
ょ
う
か
？

　

質
問
の
二
番
目
は
、
東
西
の
思
想
史
の
平
行
性
と
非
平
行
性
の
問
題
で
す
。
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
ル
ネ
サ

ン
ス
以
後
に
お
け
る
西
欧
近
世
思
想
の
展
開
と
、
朱
子
以
後
の
中
国
近
世
思
想
の
展
開
は
、
一
八
世
紀
前
半
ま
で

の
段
階
で
は
、
か
な
り
の
同
時
代
性
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
乖
離

が
始
ま
り
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
、
逆
に
中
国
の
方
が
、
議
会
制
民
主
主
義
を
始
め
と
す
る
西
欧

近
代
思
想
の
影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
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か
？

　

た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
に
は
、『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』（
一
七
九
五
年
）
と
い
う
と
て
も
有
名
な
文
章
が
あ
り
ま

す
。
人
間
が
本
源
的
に
そ
な
え
る
理
性
に
も
と
づ
い
て
世
界
の
秩
序
を
考
え
た
と
き
、
国
際
連
盟
や
国
際
連
合
の

構
想
が
生
ま
れ
、
世
界
共
和
国
の
理
想
が
可
能
に
な
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
人
類
の
普
遍
で
あ
る

と
。
個
々
人
が
備
え
る
理
性
と
行
為
に
も
と
づ
き
、
世
界
の
全
体
を
人
間
が
主
体
的
に
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
カ
ン
ト
の
強
い
信
念
に
は
、
今
も
、
本
当
に
心
動
か
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
中
国
の
場
合
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
、
思
想
の
流
れ
は
、
宋
代
以
後
の
朱
子
学
か
ら
考

証
学
へ
と
展
開
し
、
抽
象
的
・
普
遍
的
な
概
念
に
よ
っ
て
世
界
を
統
一
的
に
解
釈
す
る
こ
と
よ
り
も
、
多
く
の
も

の
ご
と
を
具
体
的
に
見
つ
め
る
こ
と
で
、
多
様
な
世
界
を
合
理
的
に
分
類
し
よ
う
と
す
る
博
物
学
的
思
考
に
重
点

を
移
し
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
東
西
の
思
想
動
向
の
違
い
は
、
な
ぜ
生
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
？　

あ
る

い
は
、
こ
の
よ
う
な
私
の
問
題
設
定
そ
の
も
の
に
、
問
題
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

あ
ま
り
に
も
大
き
な
質
問

で
、
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
私
の
コ
メ
ン
ト
は
、
以
上
の
と
お
り
で
す
。
井
川
先
生
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

井
川
：
本
当
に
妹
尾
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
何
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
だ
い
た
よ
う
に
、
ア
モ
イ
か
ら
帰
る
便
で
ず
っ
と
こ
の
話
を
し
て
、
結
論
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
で
、
何
よ
り
も
そ
の
話
に
中
心
に
あ
っ
た
の
が
、
私
の
、
浪
花
節
調
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
堀
池
信
夫

先
生
と
い
う
人
、
お
と
と
し
亡
く
な
ら
れ
て
、
急
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
先
生
と
お
話
し
し
た
直
後

に
み
ま
か
ら
れ
た
の
で
、
本
当
に
私
と
し
て
も
愕
然
と
し
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。

　

私
の
今
回
の
研
究
は
、
本
当
に
だ
ぼ
ら
に
近
い
と
い
い
ま
す
か
、
堀
池
先
生
の
研
究
を
ご
覧
い
た
だ
く
ほ
う
が

よ
り
有
益
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
の
中
で
、
文
献
的
に
後
付
け
が
で
き
る
も
の
だ
け
を
追
っ
て
き
ま
し
た
。
だ

か
ら
、
私
は
葦
の
髄
か
ら
天
井
で
あ
っ
た
と
い
う
形
で
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
ち
な
み

に
、
妹
尾
先
生
の
お
尋
ね
、
と
て
も
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
お
答
え
で
き
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
も
の
で
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
順
を
追
っ
て
、
答
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
第
一
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
は
、
も
と
も
と
布
教
の
便
の
た
め
に
と
い
う
目
的
し
か
な
か
っ
た

の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
、
中
国
の
古
典
を
翻
訳
す
る
と
き
に
、
全
部
ラ
テ
ン
語
に
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
場
合
の
ラ
テ
ン
語
は
、
私
は
無
知
で
す
け
れ
ど
も
、
当
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
術
共
有
語
と
し
て
の
ス
コ
ラ
哲
学

の
用
語
を
用
い
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、「
理
」
で
あ
っ
た
り
、「
気
」
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
、
そ

れ
ぞ
れ
、
例
え
ばratio

で
あ
っ
た
り
、m

ateria
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
訳
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
こ

り
ま
し
た
。

　

当
然
、
誤
訳
も
当
然
含
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
四
書
五
経
が
翻
訳
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
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は
、
シ
ス
テ
ム
と
い
う
か
、
体
系
と
い
う
か
、
中
国
哲
学
の
整
合
的
な
部
分
が
や
は
り
彼
ら
に
と
っ
て
も
見
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
従
来
使
わ
れ
て
い
た
、
理
に
関
し
て
、ratio

やreason

や

raison
と
い
う
の
と
は
、
内
包
も
外
延
も
異
な
る
も
の
が
ど
う
も
異
国
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
れ
た
と
思

い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
が
、
そ
の
理
と
い
う
言
葉
自
身
、
多
義
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
理
由
、
根
拠
の
意
味
も
あ

れ
ば
、
原
理
や
道
理
、
そ
れ
か
ら
、
理
性
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
あ
る
い
は
仏
教
的
に
は
、
理
事
無
礙
法
界
や
事

事
無
礙
法
界
と
い
う
よ
う
な
、
や
は
り
ち
ょ
っ
と
手
あ
か
が
付
い
た
も
の
で
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と

も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
る
視
点
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
か
な
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
無
知
で
す
け
れ
ど
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
のratio

やraison
やreason

や
、
あ
る
い
はlogos

と
い
っ
た
言
葉
自
体
多
義
語
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
、
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
のratio
やlogos

と
い
う
言
葉
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
も
ち
ろ
ん

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
そ
う
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
付
与
し
た
の
だ
ろ
う
な
と
思
う
の

で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
中
国
古
典
乃
至
そ
の
解
釈
群
で
は
、
人
間
の
精
神
の
働
き
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
事
物
に
お
け

る
自
然
本
性
と
い
う
の
を
「
理
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
、
そ
れ
が
天
下
国
家
も
形
づ
く
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、

世
界
を
構
成
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
も
の
と
い
う
情
報
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
紹
介
さ
れ
た
と
き
に
、
ま
ず
第
一
に
気
付
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か
れ
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
や
は
り
神
、
特
に
人
格
神
、
超
越
神
、
啓
示
の
神
が
背
景
に
い
な
い
、

端
的
に
こ
れ
が
や
は
り
一
番
重
点
だ
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
う
す
る
と
、
そ
のratio

やraison

やlogos

やvernunft

な
ど
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う

い
っ
た
言
葉
に
従
来
に
な
い
色
付
け
が
含
ま
れ
る
に
至
っ
た
可
能
性
は
な
い
の
か
ど
う
な
の
か
。
こ
の
反
省
の
試

み
を
最
初
期
に
行
っ
た
の
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
す
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
残
念
な
が
ら
、
中
国
哲
学
は
啓
示
の
神

は
知
ら
な
か
っ
た
し
、
人
格
神
は
知
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
全
て
を
統
括
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
神
の
一
点

を
「
理
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
た
の
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
も
解
釈
は
当
然
入
っ
て
い
る
の
で
す

け
れ
ど
も
、
理
由
、
根
拠
な
し
の
で
た
ら
め
な
当
て
推
量
で
は
な
く
、『
四
書
大
全
』
や
『
五
経
大
全
』
や
『
中

庸
』、『
大
学
』
等
の
翻
訳
、
あ
る
い
は
部
分
訳
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
彼
は
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
大
き
な
問
題
が
多
過
ぎ
て
、
答
え
が
難
し
い
の
で
す
が
、
な
ぜ
、
そ
れ
な
ら
ば
、
中
国
の
そ
う

い
っ
た
、
い
わ
ば
合
理
的
な
世
界
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
と
い
う
と
、
や

は
り
数
学
が
発
展
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
数
理
的
な
秩
序
で
こ
の
世
界

を
見
る
と
い
う
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
大
成
功
し
た
の
か
な
と

―
と
り
分
け
科
学
技
術
、
経
済
、
軍
事

面
で
の
発
展
に
お
い
て

―
外
側
か
ら
見
て
い
る
と
、
そ
う
思
い
ま
す
。
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一
方
、
中
国
に
お
い
て
は
、
算
学
と
い
い
ま
す
か
、
数
学
を
学
ぶ
者
は
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
官
僚
に
は
少
な
い
し
、

そ
ん
な
に
重
視
も
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
が
や
は
り
重
要
な
部
分
で
あ
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
科
挙
試
験
は

非
常
に
文
献
学
的
な
意
味
で
、
す
ご
く
合
理
的
な
、
内
的
な
整
合
性
、
秩
序
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が

ま
た
人
間
な
ど
に
も
適
用
さ
れ
、
人
間
本
性
や
哲
学
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

至
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
数
学
的
な
知
識
の
停
滞
で
、
近
現
代
に
落
伍
し
て
し
ま
っ
た
の

か
な
と
想
像
し
ま
す
。

　

で
あ
り
な
が
ら
、「
神
」
な
き
世
界
の
整
合
性
、
秩
序
、
合
理
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
な
り
、

あ
る
い
は
ヴ
ォ
ル
フ
な
り
に
流
れ
て
い
っ
て
た
の
だ
と
い
う
の
が
、
僕
の
ヨ
シ
の
髄
か
ら
見
た
見
方
で
あ
り
ま
す
。

妹
尾
先
生
、
あ
と
、
重
要
な
点
で
抜
け
て
落
ち
た
も
の
が
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

妹
尾
：
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
井
川
さ
ん
の
ご
講
演
を
聞
き
な
が
ら
、
飛
行
機
の
中
で
の
会
話
を
思

い
出
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
の
話
題
の
一
つ
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
音
楽
社
会
学
―
音
楽
の
合
理

的
社
会
学
的
基
礎
―
』（
一
九
二
一
年
）
で
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
一
六
世
紀
以
後
に
お
け
る
純
正
律
か
ら
平

均
律
へ
の
展
開
を
、
西
欧
合
理
思
想
を
象
徴
す
る
出
来
事
と
し
て
、
持
論
の
比
較
社
会
学
の
中
核
に
置
い
て
い
ま

す
（
現
在
読
む
こ
と
の
で
き
る
『
音
楽
社
会
学
』
は
、
も
と
も
と
未
完
成
の
草
稿
で
す
が
、
私
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
学
問
全
体
の
中
核
を
な
す
研
究
対
象
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
）。
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と
こ
ろ
が
、
西
欧
に
お
け
る
平
均
律
の
発
見
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
一
六
世
紀
の
中
国
で
、
同
じ
よ
う
な
計
算
の

方
法
に
よ
っ
て
平
均
律
が
発
見
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
最
近
、
田
中
有
紀
氏
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
准
教

授
）
の
研
究
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
一
六
世
紀
ま
で
の
東
西
は
、
音
楽
の
歴
史
の
展
開
も
共
有

し
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
比
較
研
究
の
根
幹
に
問
題
の
あ
る
こ
と
も
、
明
ら
か
に

な
っ
て
き
ま
し
た
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
井
川
先
生
の
ご
指
摘
の
よ
う
に
、
す
で
に
、
堀
池
信
夫
先
生
が
、
同

著
『
漢
代
思
想
論
』（
明
治
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
に
集
成
さ
れ
た
音
律
論
の
中
で
、
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
か

ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
田
中
有
紀
氏
の
研
究
は
、
堀
池
先
生
の
研
究
の
基
礎
の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
）。

　

そ
う
す
る
と
、
同
じ
時
期
に
平
均
律
が
発
見
さ
れ
な
が
ら
、
西
欧
に
お
い
て
は
、
平
均
律
の
発
見
に
よ
っ
て
可

能
と
な
る
演
奏
形
式
や
楽
器
編
成
が
、
実
用
化
し
普
及
化
し
た
の
に
、
な
ぜ
、
中
国
で
は
、
西
欧
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
大
衆
的
な
音
楽
活
動
へ
の
平
均
律
の
適
応
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
ま
す
。
西
欧
で

は
、
平
均
律
の
発
見
に
よ
っ
て
、
大
編
成
の
楽
器
の
合
奏
が
容
易
に
な
り
、
ピ
ア
ノ
な
ど
の
鍵
盤
楽
器
や
弦
楽
器

が
普
及
し
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
生
ま
れ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
そ
れ
が
近
代
民
主
主
義
の
形
成
に
も
つ
な
が
っ
て
い

く
と
論
じ
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
中
国
で
は
、
西
欧
の
よ
う
な
展
開
が
な
か
っ
た
の
か
？　

や
は
り
、
さ
き

ほ
ど
、
井
川
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
数
学
を
始
め
と
す
る
自
然
科
学
の
進
展
の
違
い
や
、
社
会
的
な
要
因

が
重
な
り
合
っ
た
結
果
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
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井
川
：
す
み
ま
せ
ん
。
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
官
僚
、
士
大
夫
に
つ
い
て
で
し
た
か
。

妹
尾
：
そ
う
で
す
。

井
川
：
明
王
朝
の
王
族
朱し
ゅ

載さ
い

堉い
く

が
平
均
律
を
世
界
に
先
ん
じ
て
研
究
し
た
と
。
そ
れ
は
実
は
堀
池
先
生
が
田
中
さ

ん
よ
り
ず
っ
と
古
く
四
〇
年
前
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
、
退
官
さ
れ
て
か
ら
出
さ
れ
た
本
や
著
作
集
の

中
に
も
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
先
生
に
も
お
送
り
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
端
的
な

話
を
申
し
ま
す
。
私
は
、
高
校
時
代
、
数
学
は
赤
点
人
間
な
の
で
、
数
学
的
な
整
合
や
秩
序
に
つ
い
て
は
本
当
に

弱
い
の
で
、
ち
ょ
っ
と
論
じ
る
資
格
を
欠
い
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
れ
だ
け
は
言
え
る
か
と
い
う
の
は
、
や
は
り
こ
の
世
界
に
秩
序
が
あ
る
と
。
自
然
・
宇
宙
は
と
め
ど

も
な
く
運
動
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
中
国
の
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
が
、
だ
け
ど
、
そ
れ
が
で
た

ら
め
で
は
な
く
、
秩
序
が
あ
り
、
そ
し
て
、
生
成
の
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
規
則
立
っ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
見
方
が
、
片
や
一
方
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
を
導
き
出
す
の
に
数
学
的
記
述
法
が
発
展
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
人
に
よ
る
実

用
の
学
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
上
級
の
士
大
夫
は
あ
ま
り
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、

中
国
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
東
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
落
後
す
る
、
不
幸
な
原
因
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

妹
尾
：
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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井
川
：
お
答
え
に
な
っ
て
い
な
く
て
、
す
み
ま
せ
ん
。

妹
尾
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
以
上
で
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

司
会
：
妹
尾
先
生
に
は
、
井
川
先
生
の
ご
研
究
歴
、
あ
る
い
は
ご
研
究
の
中
で
特
に
価
値
あ
る
と
こ
ろ
を
ご
紹
介

い
た
だ
き
、
ま
た
補
足
し
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
妹
尾
先
生
が
投
げ
掛
け
ら
れ
た
問
題
と
い

う
の
は
非
常
に
大
き
過
ぎ
て
、
こ
れ
は
こ
れ
で
ま
た
会
議
な
ど
を
開
い
て
議
論
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

【
質
疑
応
答
】

司
会
：
そ
う
し
ま
し
た
ら
、
田
口
先
生
、
画
面
に
映
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ぜ
ひ
、
で
は
、
ご
質
問
や
コ
メ
ン

ト
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

田
口
：
初
め
ま
し
て
。
デ
ィ
ド
ロ
と
『
百
科
全
書
』
を
研
究
対
象
の
一
つ
に
し
て
き
た
田
口
卓
臣
と
申
し
ま
す
。

大
変
面
白
い
報
告
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
大
川
真
さ
ん
（
中
央
大
学
文
学
部
教

授
）
も
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
チ
ャ
ッ
ト
に
書
き
こ
ん
で
お
ら
れ
ま
す
が
、

こ
う
し
た
問
題
は
例
え
ば
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の
精
神
』（
一
七
四
八
年
）
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

井
川
先
生
は
今
日
ド
イ
ツ
に
力
点
を
置
く
形
で
発
表
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
同
様
の
問
題
系
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
も
間
違
い
な
く
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
井
川
先
生
は
ご
謙
遜
な
さ
り
な
が
ら
「
影
響
関
係
が
あ
る
の
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で
は
な
い
か
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
事
実
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

今
回
の
発
表
を
聞
き
な
が
ら
、
ふ
と
思
い
当
た
っ
て
引
っ
ぱ
り
出
し
て
い
た
資
料
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
リ
ン

ク
を
チ
ャ
ッ
ト
で
お
伝
え
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
堀
池
先
生
の
大
著
で
も
引
か
れ
て
い
る
『
百
科
全
書
』
の
「
中
国

人
の
哲
学
」
と
い
う
項
目
で
す
。
こ
の
項
目
は
デ
ィ
ド
ロ
が
書
い
て
い
る
も
の
で
、
ざ
っ
と
再
読
し
て
み
る
と
、

妹
尾
先
生
が
な
さ
っ
た
一
つ
目
の
質
問
に
対
す
る
一
種
の
答
え
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
か
、
少
な
く
と
も
あ
る

種
の
文
脈
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
感
じ
ま
し
た
。

　

デ
ィ
ド
ロ
の
「
中
国
人
の
哲
学
」
と
い
う
項
目
は
、
井
川
先
生
が
今
日
ド
イ
ツ
に
軸
足
を
置
か
れ
な
が
ら
発
表

さ
れ
た
問
題
系
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
側
か
ら
受
容
史
を
含
め
て
振
り
返
る
レ
ビ
ュ
ー
と
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
フ

ラ
ン
ソ
ワ
・
ノ
エ
ル
の
翻
訳
や
、
そ
れ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
与
え
た
影
響
、
そ
れ
か
ら
デ
ィ
ド
ロ
の
同
時
代
で
い

え
ば
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
さ
ら
に
『
百
科
全
書
』
の
主
要
参
考
文
献
の
一
つ
と
な
っ
た
哲
学
史
研
究
者
の
ヤ
コ
ブ
・

ブ
ル
ッ
カ
ー
と
い
っ
た
人
た
ち
の
記
述
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
孔
子
や
孟
子
の
哲
学
の
影
響
の
大

き
さ
を
論
じ
て
い
る
の
で
す
。

　

デ
ィ
ド
ロ
は
こ
う
し
た
文
脈
を
設
定
し
た
上
で
、
理
性
の
問
題
に
関
し
て
は
理
神
論
（
フ
ラ
ン
ス
語
で
は

déism
e

）
の
思
想
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
理
神
論
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
神
」
の
象
徴
性
か
ら
離

脱
し
つ
つ
も
、
こ
の
世
界
の
秩
序
を
俯
瞰
し
統
御
す
る
超
越
者
の
「
理
」
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
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こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、『
百
科
全
書
』
出
版
当
時
（
一
七
五
一
～
七
二
年
）
の
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
の
一
つ
の

柱
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
実
を
い
う
と
、
デ
ィ
ド
ロ
自
身
は
一
七
四
九
年
に
は
既
に
理
神
論
か
ら
無
神
論
へ
と
シ

フ
ト
し
て
い
た
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
当
の
項
目
「
中
国
人
の
哲
学
」
に
お
い
て
は
、
理
神
論
が
持
つ
思
想
史

的
含
蓄
を
き
ち
ん
と
記
述
し
た
議
論
に
徹
し
て
い
ま
す
。
そ
の
議
論
の
中
で
、
洋
の
東
西
を
超
え
て
孔
子
の
哲
学

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
話
が
浮
上
す
る
わ
け
で
す
。
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
の
項
目
の
冒
頭
で
、
ア
ジ

ア
に
お
い
て
一
番
重
要
な
哲
学
は
中
国
人
の
哲
学
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
終
盤
近
く
で
は
、
そ

の
中
国
の
哲
学
で
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
統
治
者
と
し
て
の
王
の
振
舞
い
、
す
な
わ
ち
「
徳virtus

」
の
問
題
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
デ
ィ
ド
ロ
に
限
っ
て
言
え
ば
、
中
国
に
お
い
て
は
形
而
上
学
や
自
然
学
に
関

連
す
る
諸
分
野
の
成
果
よ
り
も
、
王
の
政
治
的
行
為
を
制
御
す
る
た
め
の
道
徳
論
の
成
果
が
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ

と
捉
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
妹
尾
先
生
が
質
問
さ
れ
た
問
題
は
、
お
そ
ら
く
啓
蒙

思
想
の
中
核
の
一
つ
と
し
て
の
理
神
論
の
文
脈
に
関
わ
っ
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
宇
宙
全
般
を
統
制
す

る
「
理
」
を
対
象
と
し
た
形
而
上
学
的
な
次
元
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
「
理
」
を
参
照
し
な
が
ら
地
上
世
界
を
治

め
て
い
く
上
で
の
精
神
的
規
範
と
し
て
の
「
徳
」
の
次
元
に
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
し
た
。

　

一
点
だ
け
質
問
が
あ
り
ま
す
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
場
合
、
そ
れ
こ
そ
博
覧
強
記
の
塊
み
た
い
な
思
想
家
だ
っ
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た
の
で
、
彼
の
思
想
的
な
源
泉
を
文
献
学
的
に
追
跡
す
る
だ
け
で
も
研
究
が
成
立
し
て
し
ま
う
ほ
ど
な
の
で
す
が
、

少
な
く
と
も
「
中
国
」
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
移
り
住
ん
で
い
た
中
国
人
の
知
人
か
ら
多

く
の
伝
聞
情
報
を
得
て
い
て
、
当
然
な
が
ら
偏
見
や
誤
解
を
交
え
た
「
中
国
」
像
と
い
う
も
の
を
彼
な
り
に
獲
得

し
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
日
ご
紹
介
に
な
っ
た
ド
イ
ツ

の
思
想
家
た
ち
に
も
、
こ
う
し
た
伝
聞
知
に
よ
る
「
中
国
」
表
象
を
形
成
す
る
た
め
の
生
身
の
情
報
源
や
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
あ
っ
た
の
か
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
点
に
関
し
て
伺
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

井
川
：
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
本
当
に
『
百
科
全
書
』
の
専
門
家
の
前
で
あ
ま
り
に
も
恐
れ

多
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
。
私
は
本
当
に
恥
ず
か
し
ご
と
な
が
ら
、
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
の
ほ
う
は
あ
ま
り
手
を

付
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
、
本
当
に
不
勉
強
だ
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
ご
存
じ
の
と
お
り
、
非
常
に
博
識
、
博
学
で
、
そ
れ
か
ら
、
世
界

各
地
を
外
交
官
で
あ
っ
た
た
め
に
行
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
の
あ
た
り
で
の
学
者
間
の
つ
な
が
り
と
い
う
の
が

す
ご
く
大
き
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
私
は
素
人
だ
か
ら
、
ま
た
膨
大
で
も
あ
り
、
と
て
も
手
を
付
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
ち
ら
っ
と
言
い
ま
し
た
『
ア
ク
タ
・
エ
ル
デ
ィ
ト
ー
ル
ム
』、
要
す
る
に
、『
ラ
イ
プ
ツ
ィ

ヒ
学
術
叢
刊
』
や
、
そ
の
ほ
か
に
も
イ
エ
ズ
ス
会
が
中
心
と
な
る
よ
う
な
研
究
雑
誌
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
、

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
恐
ら
く
情
報
交
換
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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今
回
、
私
が
問
題
に
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
、
そ
れ
か
ら
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
と
の
間
に
も

―
こ
れ

が
重
要
で
し
ょ
う
か
。
あ
の
当
時
は
、
通
信
を
し
て
い
ま
す
ね
。
具
体
的
に
は
対
面
し
て
意
見
を
交
わ
し
た
り
、

今
の
コ
ロ
ナ
禍
の
よ
う
な
感
じ
で
対
面
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
通
信
を
通
じ
て
、
お
互
い
の
意
見
交
換
が

で
き
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
け
ん
か
し
た
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

正
々
堂
々
と
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
も
ち
ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
割
に
ま
め
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を

書
き
溜
め
て
い
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
書
簡
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
あ
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
こ
と
か
、
と
思
い
ま
す
。

　

残
っ
た
書
簡
や
文
献
に
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
確
定
し
て
言
え
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
文
献
自
身

に
そ
れ
が
誰
そ
れ
宛
て
で
あ
る
か
、
誰
そ
れ
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
、
出
典
は
何
か
な
ど
と
、
そ
こ

ま
で
分
か
れ
ば
あ
れ
な
の
で
す
が
、
私
は
本
当
に
怠
け
者
で
、“
出
典
が
分
か
る
も
の
だ
け
”
を
持
っ
て
き
ま
し

た
の
で
、
か
つ
ま
た
そ
れ
は
膨
大
な
、
多
分
、
世
界
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と

僕
に
は
と
て
も
無
理
で
す
し
、
今
世
で
は
無
理
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
来
世
に
や
る
か
、
あ
る
い
は
若
手
の
方
に

委
託
で
き
れ
ば
と
思
う
部
分
は
あ
り
ま
す
。

田
口
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
最
近
『
宣
教
と
適
応
』
と
い
う
イ
エ
ズ
ス
会
関
連
の
研
究
論
集
が
出
ま
し
た

ね
。
恐
ら
く
、
妹
尾
先
生
が
言
及
さ
れ
た
「
世
界
哲
学
史
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
じ
地
平
に
あ
る
研
究
書
と
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し
て
捉
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。

井
川
：
そ
れ
は
齋
藤
晃
先
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

田
口
：
は
い
、
斎
藤
晃
先
生
が
編
纂
さ
れ
た
本
で
す
。
井
川
先
生
の
発
表
を
聴
講
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
本
の

中
国
に
関
連
す
る
箇
所
を
読
み
返
し
て
み
た
の
で
す
が
、
今
日
の
お
話
を
伺
っ
て
、
井
川
先
生
の
研
究
ア
プ
ロ
ー

チ
と
一
種
の
補
完
関
係
に
あ
る
の
か
な
、
と
感
じ
た
次
第
で
す
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
が
中
国
滞
在
時
に
な
ん
と

か
適
応
し
、
咀
嚼
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
本
国
に
持
ち
帰
っ
た
中
国
に
関
す
る
知
見
と
い
う
も
の
が
、
西
洋
の
思
想
家

た
ち
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
無
視
で
き
な
い
重
み
を
持
っ
た
一
つ
の
文
明
と
し
て
の
思
想
動
向
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、

と
思
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

井
川
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

司
会
：
今
日
の
参
加
者
は
、
地
理
的
に
い
う
と
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
沖
縄
ま
で
、
学
術
分
野
か
ら
い
く
と
、

西
洋
方
面
の
各
地
、
各
国
の
文
化
、
世
相
に
関
わ
る
専
門
家
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
関
心
か
ら
ま

た
興
味
の
あ
る
点
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
時
間
も
あ
ま
り
な
い
と
い
い
ま
す
か
、
あ
れ
な
の
で

す
け
れ
ど
も
、
ほ
か
に
質
問
は
あ
り
ま
す
か
。
チ
ャ
ッ
ト
欄
に
は
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
す
み
ま
せ
ん
、

チ
ャ
ッ
ト
欄
に
書
か
れ
て
い
る
質
問
は
、
す
み
ま
せ
ん
、
こ
の
場
で
は
な
く
て
、
先
生
に
こ
の
文
言
を
お
渡
し
し

て
、
適
当
な
時
期
に
お
寄
せ
い
た
だ
き
、
そ
の
結
果
を
ま
た
全
員
で
共
有
す
る
と
い
う
形
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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井
川
：
本
当
に
だ
ら
だ
ら
や
っ
て
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

司
会
：
と
ん
で
も
な
い
。
中
身
が
濃
い
の
で
、
時
が
た
つ
の
を
、
文
字
ど
お
り
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

た
ま
に
時
計
を
見
る
と
、
あ
あ
、
こ
ん
な
時
間
か
と
思
う
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
こ
の
場
で

対
面
で
…
…
。
縄
田
先
生
も
質
問
し
た
い
と
チ
ャ
ッ
ト
さ
れ
た
の
で
、
縄
田
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

縄
田
：
中
大
文
学
部
の
ド
イ
ツ
語
文
学
文
化
専
攻
と
い
う
と
こ
ろ
に
い
ま
す
縄
田
で
す
。
井
川
先
生
の
ご
研
究
は

昔
の
ぞ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
今
日
こ
う
い
う
ふ
う
に
詳
し
く
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
て
、
大
変
う
れ
し

く
思
い
ま
す
。
な
ぜ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
朱
子
学
を
引
用
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
提
出
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
以
下
の
よ
う
に
、
僕
と
し
て
は
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
井
川
先
生
が
ど
う
お
考
え
に

な
る
か
を
伺
い
た
い
の
で
す
が
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
大
変
な
読
書
量
を
誇
る
の
で
、
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
。
た
だ
、
彼
の
世
界
史
観

―
中

国
は
原
始
的
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
先
に
進
ん
で
い
っ
た
と
い
う
歴
史
観

―
に
合
わ
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
の
か
と
。
読
ん
で
い
な
が
ら
引
用
し
な
か
っ
た
と
考
え
た
わ
け
な
の
で
す
。
あ
と
、
井
川
先
生
が

な
さ
っ
て
い
る
よ
う
な
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ヘ
ル
ダ
ー
が
ど
う
い
う
東
方
の
思
想
を
参
照
し
た
か
と
い
う
の
が
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
著
作
の
代
表
的
な
注
釈
書
な
ど
に
集
約
さ
れ
て
、
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
研
究
者
に
広
く
提
供
さ
れ
る
と
い

う
、
そ
こ
ま
で
は
か
な
り
距
離
が
あ
る
な
と
い
う
感
じ
が
し
て
い
ま
し
て
、
こ
の
分
野
が
そ
の
段
階
に
至
る
ま
で
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は
、
わ
れ
わ
れ
研
究
者
が
た
く
さ
ん
の
努
力
を
傾
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
な
と
い
う
印
象
を
抱
き
ま
し
た
。

以
上
、
申
し
上
げ
ま
す
。

井
川
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
お
答
え
で
き
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
か
な
り

未
刊
の
も
の
が
蔵
書
庫
に
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
話
を
う
わ
さ
に
聞
い
て
い
ま
す
し
、
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
な
ど

も
未
整
理
で
あ
る
も
の
が
あ
る
な
ど
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
や
は
り
莫
大
な
量
が
残
っ
て
い
て
、
全
集
な
ど
は
ま
だ

ま
だ
出
せ
な
い
と
い
う
よ
う
な
う
わ
さ
を
聞
い
て
い
て
、
そ
う
な
っ
て
き
ま
す
と
、
本
当
に
今
で
き
て
い
る
歴
史

哲
学
な
ど
、
そ
う
い
っ
た
も
の
の
中
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
て
の
発
言
（
本
音
）
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

あ
る
い
は
、
学
生
た
ち
の
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
と
い
い
ま
す
か
、
要
す
る
に
ノ
ー
ト
な
ど
を
編
集
し
た
な
ど
、
あ

る
い
は
編
集
者
が
意
図
的
に
ど
う
の
こ
う
の
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
息
子
が
気
に
入
ら
ぬ
原
稿
を
取
捨
し
た
と
か
）
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
い
う
噂
を
聞
い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
か
な
と
、
こ
れ
は
僕
は
ど
素
人
な
の
で
、

何
も
言
え
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
不
思
議
な
の
は
や
は
り
、「
不
貳
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
二
つ
な
ら
ざ
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
世
界
と
い
う
の
は
一
つ
の
統
一
体
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ

う
な
、『
中
庸
』
や
、
あ
る
い
は
世
界
が
「
理
」
に
よ
っ
て
貫
通
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
朱
子
を
経
由
し
た

『
大
学
』
の
考
え
方
を
な
ぜ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
及
し
て
く
れ
な
い
の
か
。
こ
れ
は
、
実
は
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
会
（
跡
見
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女
子
大
学
、
神
山
伸
弘
先
生
主
催
）
で
も
申
し
上
げ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
お
答
え
く
だ
さ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

ら
ず
、
検
討
課
題
に
し
た
い
と
い
う
形
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
、
一
〇
何
年
た
ち
ま
す
が
、
ま
だ
結
果
が

…
…
。
私
は
手
が
出
せ
な
い
の
で
、
あ
れ
で
す
が
、
ど
な
た
様
か
が
着
手
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
て
も
う
れ
し

い
と
思
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。

　

あ
と
そ
れ
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
東
洋
哲
学
が
影
響
を
確
実
に
与
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が

む
し
ろ
そ
れ
を
言
わ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
話
は
、
京
都
大
学
の
赤
松
明
彦
先
生
と
い
う

方
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
ド
イ
ツ
の
文
献
学
者
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド･

ギ
ー
タ
ー
』
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
ラ
テ
ン
語
訳
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド･

ギ
ー
タ
ー
』
は
、
要
す
る
に
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
や
、

あ
る
い
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
な
ど
表
明
し
て
お
り
、
そ
う
す
る
と
、
絶
対
精
神
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
似

た
よ
う
な
ブ
ラ
フ
マ
ン
や
梵
我
一
如
や
と
い
う
よ
う
な
、
か
な
り
類
似
し
て
い
る
部
分
は
あ
る
の
か
な
と
思
い
つ

つ
、
特
に
そ
の
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド･

ギ
ー
タ
ー
』
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
最
初
期
は
そ
の
こ
と
を
講
義
し
て
い

た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
後
の
講
義
で
は
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
。

　

も
し
か
し
て
、
似
て
い
る
か
ら
、
い
や
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
素
人
だ
か
ら
、

あ
く
ま
で
も
耳
学
問
な
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
赤
松
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
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て
い
た
の
を
以
前
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
む
し
ろ
近
親
憎
悪
と
い
う
か
、
あ
ま
り
に
も
似
て
い
る
か
ら
剥

い
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
ど
う
か
…
…
。
分
か
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
そ
れ
は
文
献
実
証
で
や
ら
な
け

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
口
が
裂
け
て
も
言
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
言
い
過
ぎ
ま
し
た
。
お

許
し
く
だ
さ
い
。

縄
田
：
近
親
憎
悪
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
大
い
に
あ
り
得
る
こ
と
で
、
あ
と
は
、
文
献
の
証

拠
が
な
け
れ
ば
論
じ
て
い
け
な
い
か
と
い
う
と
、
私
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
て
、
状
況
証
拠
か

ら
固
め
て
い
く
と
い
う
、
そ
れ
も
ま
た
補
完
的
に
や
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
て
、
一
八
〇
〇
年
こ
ろ
の
ド
イ

ツ
に
お
い
て
、
や
は
り
イ
ン
ド
こ
そ
が
大
元
だ
と
い
う
、
言
語
学
を
元
と
し
た
考
え
が
あ
っ
た
の
で
、『
バ
ガ

ヴ
ァ
ッ
ド･

ギ
ー
タ
ー
』
の
発
見
な
ど
も
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
イ
ン
ド
と
い
う
の
が
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
、
そ
れ
も
含
め
て
作
業
を
や
っ
て
い
く
と
、
初
め
て
全
体
像
に

達
す
る
の
か
な
、
そ
れ
は
も
の
す
ご
い
作
業
だ
な
と
思
っ
て
、
く
ら
く
ら
す
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。
余
計
な
こ
と

を
申
し
ま
し
て
、
す
み
ま
せ
ん
。

井
川
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

縄
田
：
以
上
に
し
ま
す
。

井
川
：
そ
れ
で
、
先
生
が
今
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
関
し
て
、
ア
ー
リ
ア
、
ゲ
ル
マ
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ン
系
の
言
語
の
大
元
だ
っ
た
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
言
語
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
話
に
関
わ
っ
て
、

ち
ょ
っ
と
似
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
漢
字
が
バ
ベ
ル
の
塔
の
崩
壊
以
前
の
言
語
で
あ
る
な
ど
と
い
う
よ
う
な
、

そ
の
よ
う
な
話
も
啓
蒙
主
義
に
な
る
以
前
に
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
、
何
か
普
遍
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
ち
ら
に
向

か
っ
て
、
み
ん
な
が
視
線
を
向
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
は
中
国
哲
学
も
そ
の
対
象
の
一

つ
だ
っ
た
の
か
な
と
ち
ょ
っ
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
す
が
に
も
う
五
時
で
す
か
ら
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
閉
じ
よ
う
か
と
思
い
ま
す

が
、
ど
う
し
て
も
聞
い
て
お
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
最
後
に
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
私
自
身
も
張
居
正
の
『
直
解
』
が
な
ぜ
重
要
視
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
っ
て
、

ち
ょ
っ
と
考
察
し
た
の
で
、
ご
意
見
を
お
伺
い
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
時
間
の
関
係
で
そ
れ
は
で
き
な
い

の
で
、
チ
ャ
ッ
ト
で
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
質
問
等
と
合
わ
せ
て
、
井
川
先
生
に
お
尋
ね
し
て
、
可
能
な
範
囲
で
お

答
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
チ
ャ
ッ
ト
に
書
か
れ
て
い
な
い
方
で
も
質
問
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

司
会
ま
で
メ
ー
ル
で
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
、
併
せ
て
井
川
先
生
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
今
日
明
日
ぐ
ら
い
に
お
寄

せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
。
期
限
を
区
切
ら
な
い
と
い
く
ら
で
も
増
え
て
い
き
そ
う
な
の
で
。

　

た
だ
、
一
つ
だ
け
お
伺
い
し
た
い
の
は
、
今
日
の
ご
発
表
、
あ
る
い
は
コ
メ
ン
ト
、
あ
る
い
は
質
問
、
や
り
と

り
を
含
め
て
も
、
今
日
ご
発
表
に
な
っ
た
テ
ー
マ
と
い
い
ま
す
か
、
分
野
と
い
う
の
は
、
も
う
拡
大
発
展
の
余
地



106

が
い
く
ら
で
も
あ
り
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
、
そ
の
担
い
手
と
な
り
ま
す
と
、
結
局
先
生
方
の
筑
波
学
派
と

い
い
ま
す
か
、
堀
池
学
派
に
属
す
る
方
ぐ
ら
い
し
か
行
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
今
後
ど
う
な
る
の
か
、
そ
う
い
う
研
究
者
の
養
成
と
い
う
こ
と
が
ち
ょ
っ
と
こ
の
方
面
の
学
問
に
つ

い
て
非
常
に
気
に
な
り
、
ま
た
、
正
直
心
細
く
思
う
の
で
す
が
、
先
生
の
ほ
う
で
、
そ
う
い
う
院
生
さ
ん
、
私
の

知
っ
て
い
る
限
り
は
お
一
人
、『
日
本
中
国
学
会
報
』
に
論
文
を
発
表
さ
れ
た
方
以
外
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
先
生
の
、
堀
池
先
生
以
下
の
学
問
を
継
ぐ
よ
う
な
若
手
研
究
者
と
い
う
の
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で

し
ょ
う
か
、
そ
の
あ
た
り
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

井
川
：
一
人
し
か
い
な
い
で
す
。

司
会
：
こ
う
い
う
促
成
栽
培
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
時
代
で
あ
り
、
数
カ
国
語
を
マ
ス
タ
ー
し
た
上
で
実
証
的
な

研
究
を
進
め
る
と
い
う
の
は
、
研
究
成
果
が
出
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
の
で
、
残
念
な
が
ら
今
の
時
代
に
は

マ
ッ
チ
し
な
い
分
野
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
代
環
境
に
あ
っ
て
、
お
一
人
で
も
育
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
非
常
に
貴
ぶ
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
今
後
は
や
は
り
今
日
の
集
ま
り
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
学
術
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
、
い
ろ

い
ろ
な
分
野
の
地
域
の
持
つ
研
究
者
同
士
が
力
を
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
及
ぶ
範
囲
で
も
い
い
か
ら
、
そ
れ
を

持
ち
寄
っ
て
研
究
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
方
向
に
な
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
日
の
よ
う
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な
集
ま
り
と
い
う
の
を
ま
た
持
て
れ
ば
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
際
は
ま
た
皆
さ
ま
方
に
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
し
、
井
川
先
生
に
は
ま
た
引
き
続
き
ご
指
導
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
対
面
で
き
る
状

況
で
あ
れ
ば
、
終
わ
っ
た
後
に
近
く
の
お
店
に
行
っ
て
、
島
酒
で
も
飲
み
な
が
ら
、
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
歓
を
尽
く

し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
状
で
は
そ
れ
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
あ
た
り
も
含
め
て
、
ま
た

別
の
機
会
、
交
流
の
機
会
を
見
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
今
日
は
、
で
は
、
こ

れ
を
も
ち
ま
し
て
、
井
川
先
生
の
講
演
会
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
最
後
に
皆
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
拍

手
な
り
、
何
か
意
思
表
示
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

井
川
先
生
に
は
、
本
当
に
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
今
朝
ま
で
原
稿
づ
く
り
を
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
で
、

お
礼
の
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
。
お
体
を
大
事
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

井
川
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
と
、
妹
尾
先
生
、
そ
れ
か
ら
、
水
上
先
生
、
こ
の
た
び
は
本
当
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
諸
先
生
方
も
ど
う
か
ご
縁
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

一
同
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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あ
と
が
き

　

中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
チ
ー
ム
「
東
方
思
想
の
発
展
と
交
錯
」
は
、
二
〇
二
二
年
三
月
八
日
（
火
）

に
公
開
講
演
会
を
開
催
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
学
内
で
の
対
面
活
動
に
制
約
が
あ
っ
た
の
で
、
講
演
会
は
オ

ン
ラ
イ
ン
方
式
で
実
施
し
た
。
講
演
の
題
目
は
「
イ
エ
ズ
ス
会
士
を
仲
介
と
す
る
儒
教
情
報
の
啓
蒙
期
欧
米
へ
の

流
入
と
受
容
」
で
あ
り
、
講
演
者
は
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
教
授
井
川
義
次
氏
で
あ
る
。
本

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
そ
の
講
演
録
で
あ
り
、
講
演
に
対
す
る
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
お
よ
び
出
席
者
か
ら
の
発
言
・
質
問

と
講
演
者
に
よ
る
回
答
の
一
部
も
あ
わ
せ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
『
世
界
哲
学
史
』
全
八
冊
（
ち
く
ま
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
売
れ
行
き
好
調
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
西
洋
を
中
心
に
描
か
れ
て
き
た
思
想
史
に
対
す
る
見
直
し
が
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
に

伴
っ
て
東
西
思
想
の
比
較
が
よ
く
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
両
者
の
間
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、

西
洋
世
界
か
ら
東
洋
世
界
へ
の
思
想
流
入
の
状
況
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
逆
方
向
の
流
れ
が
論
じ
ら
れ

る
こ
と
は
少
な
い
。
本
研
究
チ
ー
ム
は
、
か
か
る
研
究
状
況
の
改
善
を
目
指
し
て
発
足
し
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

東
洋
思
想
が
西
洋
思
想
に
与
え
た
影
響
を
注
視
し
て
研
究
を
進
め
、
発
展
さ
せ
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
な
い
。
研

究
の
起
点
と
な
る
東
洋
思
想
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
要
部
分
を
構
成
す
る
中
国
語
文
献
、
そ
れ
も
文
語
と
口
語
の
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両
方
を
扱
え
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
思
想
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
西
洋
思
想
に
つ
い
て
も
、
古
典
語

と
現
代
語
で
書
か
れ
た
文
献
を
扱
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

研
究
活
動
の
て
こ
入
れ
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
た
時
に
思
い
つ
い
た
の
が
、
こ
の
容
易
で
な
い
研
究
を
実
際
に

お
こ
な
っ
て
い
る
研
究
者
か
ら
教
え
を
受
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
直
接
の
知
り
合
い
に
西
洋
社
会
に
お
け

る
東
洋
思
想
受
容
の
問
題
を
論
じ
ら
れ
る
研
究
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
で
き
る
研
究
者
と
し
て
最
初
に

思
い
浮
か
ん
だ
井
川
先
生
に
メ
ー
ル
し
て
ご
講
演
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
幸
い
な
こ
と
に
ご
快
諾
い
た
だ
け
た
。

　

当
初
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
に
開
催
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
前
月
に
な
っ
て
コ
ロ
ナ
感
染
が
広
が
り
は

じ
め
た
た
め
開
催
を
断
念
し
た
。
そ
の
後
、
感
染
状
況
が
落
ち
着
い
た
と
思
わ
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
開
催
を
試
み

た
が
、
そ
の
都
度
、
感
染
状
況
が
悪
化
に
転
じ
、
延
期
の
判
断
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
対
面
開
催
に
固
執

し
た
こ
と
が
災
い
し
、
井
川
先
生
に
は
大
変
な
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
が
、
個
人
的
に
は
延
期
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
間
に
講
演
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
知
識
を
蓄
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
こ
の
意
味
で
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

　

講
演
会
当
日
は
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
沖
縄
ま
で
多
数
の
参
加
者
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開

催
の
良
い
面
が
現
れ
た
。
井
川
先
生
か
ら
事
前
に
一
六
頁
か
ら
な
る
レ
ジ
ュ
メ
、
そ
れ
か
ら
参
考
資
料
と
し
て
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
「
中
国
の
実
践
哲
学
に
関
す
る
講
演
（
一
七
二
一
）」
の
翻
訳
稿
二
〇
頁
が
送
ら
れ
て

い
た
の
で
、
そ
れ
を
参
加
者
の
間
で
共
有
し
た
。
一
四
時
か
ら
始
ま
っ
た
講
演
は
、
レ
ジ
ュ
メ
に
即
し
て
行
わ
れ
、
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井
川
先
生
が
話
し
終
え
た
時
に
は
一
六
時
を
回
っ
て
い
た
。
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
講
演
内
容
の
理
解

を
助
け
る
た
め
、
レ
ジ
ュ
メ
中
の
各
章
節
の
標
題
を
講
演
録
の
文
章
に
挿
入
し
て
あ
る
。
事
前
の
打
合
せ
の
際
に

「
私
は
話
が
長
い
で
す
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
、
講
演
時
間
は
長
め
に
取
っ
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
井
川
先
生
が
講
演
の
中
で
、「
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
…
…
」
と
述
べ
て
話
を
端
折
る
場
面
が
し
ば
し
ば

出
現
し
た
。
講
演
会
を
二
回
に
分
け
て
実
施
し
た
方
が
良
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
演
者
も
聴
衆
も
、
そ
し

て
お
そ
ら
く
本
講
演
録
の
読
者
も
等
し
く
時
間
が
足
り
な
い
と
感
じ
る
で
あ
る
ほ
ど
の
内
容
盛
り
だ
く
さ
ん
の
講

演
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

講
演
に
お
け
る
本
論
は
、
中
国
の
思
想
文
献
が
西
洋
思
想
に
与
え
た
影
響
に
関
す
る
研
究
史
の
整
理
か
ら
は
じ

ま
っ
た
。
欧
米
と
中
国
に
お
け
る
研
究
史
が
概
説
さ
れ
た
後
、
国
内
に
お
い
て
は
、
戦
前
の
五
来
欣
造
と
そ
れ
に

つ
づ
く
後
藤
末
雄
の
後
、
し
ば
ら
く
途
絶
え
て
い
た
感
が
あ
っ
た
の
を
筑
波
大
学
の
堀
池
信
夫
教
授
が
『
中
国
哲

学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
（
上
・
下
）』（
一
九
九
六
年
・
二
〇
〇
二
年
）
を
発
表
し
た
こ
と
で
新
た
な
ス
テ
ー

ジ
に
入
り
、
堀
池
教
授
の
下
で
学
ん
だ
井
川
先
生
が
孤
軍
奮
闘
に
近
い
形
で
そ
の
研
究
を
発
展
さ
せ
て
い
る
状
況

が
自
然
に
了
解
さ
れ
た
。

　

研
究
史
の
整
理
に
つ
づ
い
て
中
国
思
想
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
期
の
思
想
家
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
中

国
語
文
献
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
西
洋
知
識
界
に
お
け
る
共
通
語
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
文
献
も
ふ
ん
だ
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ん
に
用
い
た
実
証
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
妹
尾
達
彦
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
朱
子

に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
宋
学
が
西
洋
近
代
思
想
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
」
を
「
体
系
的
に
ラ
テ
ン

語
の
原
典
に
基
づ
い
て
実
証
し
た
と
い
う
研
究
と
い
う
の
は
、
井
川
先
生
が
初
め
て
だ
っ
た
の
で
」
あ
り
、
本
講

演
は
、
用
い
る
史
料
に
つ
い
て
も
研
究
手
法
に
つ
い
て
も
極
め
て
独
自
性
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　

西
洋
か
ら
最
初
に
中
国
に
入
っ
た
知
識
人
集
団
で
あ
る
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
は
、
布
教
活
動
を
進
め
る
に
あ

た
っ
て
、「
他
者
理
解
」
に
多
く
の
労
力
を
は
ら
っ
た
。
布
教
の
対
象
は
自
分
た
ち
と
言
語
・
思
想
・
文
化
が
ま
っ

た
く
異
な
る
人
々
で
あ
り
、
彼
ら
の
考
え
方
や
習
俗
を
理
解
し
な
い
ま
ま
で
西
洋
社
会
で
お
こ
な
う
の
と
同
じ
よ

う
な
調
子
で
布
教
活
動
を
進
め
て
も
、
実
効
が
上
が
ら
な
い
こ
と
は
自
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
支
配

的
思
想
で
あ
る
儒
教
の
経
典
を
は
じ
め
と
す
る
典
籍
の
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
翻
訳
と
紹
介
は
、「
他
者
理
解
」
の
一

環
と
し
て
な
さ
れ
た
作
業
で
あ
り
、
井
川
先
生
は
講
演
の
中
で
、
ミ
ケ
ー
レ
・
ル
ッ
ジ
ェ
リ
、
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
、

マ
ル
テ
ィ
ノ
・
マ
ル
テ
ィ
ニ
、
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
シ
ュ
ピ
ツ
ェ
ル
、
プ
ロ
ス
ペ
ロ
・
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ
、
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
ク
プ
レ
ら
の
訳
業
や
著
述
に
つ
い
て
次
々
と
解
説
し
て
い
っ
た
。
西
洋
人
が
東
洋
思
想
に
触
れ
る
き
っ

か
け
を
作
っ
た
こ
の
種
の
作
業
に
従
事
し
た
者
が
こ
れ
ら
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
初
期
の
従
事
者

の
大
半
が
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
の
を
助
け
る
た
め
に
、
講
演
会
の
参
考
資
料
と
し
て
「
中

国
古
典
学
文
献
西
洋
人
翻
訳
・
研
究
活
動
略
年
表
」（
二
六
頁
）
を
作
成
・
配
布
し
た
の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。
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イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
る
中
国
の
思
想
文
献
を
中
心
と
す
る
翻
訳
と
紹
介
は
、
西
洋
の
知
識
人
に
衝
撃
を
与
え
、

講
演
の
中
で
は
こ
れ
ら
の
書
物
か
ら
影
響
を
受
け
た
知
識
人
と
し
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
、
ベ
ル
ン
ハ

ン
ル
ト
・
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
デ
ィ
ド
ロ
、
ヘ
ル
ダ
ー
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ア
ベ
ル
・
レ
ミ
ュ
ザ
、

ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
が
紹
介
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
家
の
中
、
中
国
思
想
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
者

と
し
て
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ヴ
ォ
ル
フ
で
あ
る
。「
中
国
狂�Sinophile

」
と
称
さ
れ
る
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
に
対
す
る
中
国
思
想
の
影
響
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
中
国
思
想
と
邂
逅
し
た
時
期
に
関
す
る

新
説
が
さ
り
げ
な
く
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　

一
般
的
な
見
解
に
よ
る
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
二
進
法
を
発
見
し
た
後
、
宋
の
邵
し
ょ
う

雍よ
う

の
「
伏ふ
っ

羲き

六
十
四
卦
方
位

図
」
に
つ
い
て
知
り
、
易
の
卦か

の
数
が
二
の
六
乗
の
六
十
四
あ
り
、
森
羅
万
象
の
生
成
変
化
の
状
況
を
示
す

六
十
四
卦
が
陰
と
陽
の
二
つ
の
爻こ
う

だ
け
を
用
い
て
整
然
と
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
、
二
進
法
の
汎
用
性
に

対
す
る
認
識
を
深
め
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
講
演
の
中
で
は
、
中
国
の
易
学
と
の
接
触
が
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た

よ
り
三
〇
年
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
説
か
れ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
青
年
期
に
博
士
論
文
を
書
い
て
い
た
時
点
で
、

シ
ュ
プ
ツ
ェ
ル
『
中
国
文
芸
論
』
を
通
し
て
易
学
に
関
す
る
体
系
的
な
知
識
を
得
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
が
確
か
で
あ
れ
ば
、
中
国
思
想
と
の
邂
逅
が
二
進
法
の
発
見
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
が
高
ま
る
。
二
進
法

の
発
見
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
発
明
に
つ
な
が
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
東
洋
か
ら



113

イエズス会士を仲介とする儒教情報の啓蒙期欧米への流入と受容

伝
わ
っ
て
き
た
易
学
と
接
触
し
た
時
期
の
問
題
が
持
つ
意
味
は
き
わ
め
て
重
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
井
川

先
生
の
旧
稿
「
若
き
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
朱
子
の
邂
逅
―
シ
ュ
ピ
ツ
ェ
ル
『
中
国
文
芸
論
』
を
め
ぐ
っ
て
」

（
二
〇
一
一
年
）
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
今
後
さ
ら
に
議
論
が
深
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

も
う
一
方
の
ヴ
ォ
ル
フ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
思
想
の
根
底
に
孔
子
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
比
肩
す
る
徳
の
教

師
と
見
な
し
、
中
国
哲
学
を
世
界
最
古
の
哲
学
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
。
ヴ
ォ
ル
フ

は
、
カ
ン
ト
か
ら
手
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
こ
と
で
、
思
想
史
の
中
で
影
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
も
の

の
、
彼
が
打
ち
出
し
た
理
性
主
義
的
な
見
解
は
、
敬
虔
主
義
者
か
ら
厳
し
い
攻
撃
を
受
け
た
反
面
、
肯
定
的
に
評

価
す
る
者
も
多
く
、
多
数
の
弟
子
が
そ
の
学
説
を
広
め
た
こ
と
で
同
時
代
の
西
欧
思
想
界
を
席
巻
し
た
。
ヴ
ォ
ル

フ
の
思
想
と
そ
の
影
響
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
井
川
先
生
の
著
書
『
宋
学
の
西
遷
―
近
代
啓
蒙
へ
の
道
』
第
五

章
・
第
六
章
（
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
の
で
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

　

井
川
先
生
の
講
演
に
続
い
て
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
妹
尾
達
彦
教
授
に
よ
る
評
論
が
な
さ
れ
た
。
妹
尾
先
生
は

東
西
の
思
想
や
歴
史
に
わ
た
る
幅
広
い
学
識
に
も
と
づ
い
て
、
井
川
先
生
の
ご
研
究
と
今
回
の
講
演
の
学
術
的
意

義
に
つ
い
て
、
通
り
一
遍
で
な
い
詳
細
を
極
め
た
解
説
を
さ
れ
た
。
講
演
内
容
を
立
体
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、

七
四
頁
以
下
の
コ
メ
ン
ト
を
是
非
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
お
二
人
の
意
見
交
換
の
後
、
質
疑
応
答
に
移
り
、
西

洋
思
想
に
造
詣
が
深
い
研
究
者
た
ち
か
ら
、
井
川
先
生
の
主
張
の
補
強
と
な
る
コ
メ
ン
ト
と
質
問
が
提
出
さ
れ
た
。
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講
演
会
開
始
か
ら
三
時
間
が
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
閉
会
に
し
、
時
間
の
都
合
で
回
答
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
質
問
に
つ

い
て
は
、
後
日
、
文
書
に
て
井
川
先
生
か
ら
回
答
を
示
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
当
初
、
こ
れ
ら
の
質
問
と

回
答
も
併
せ
て
講
演
録
に
収
録
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
紙
数
の
関
係
で
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
は

残
念
で
あ
る
。

　

本
講
演
会
が
成
功
裡
に
終
わ
っ
た
の
は
、
ぶ
し
つ
け
な
依
頼
に
応
え
て
寝
る
間
も
惜
し
ん
で
レ
ジ
ュ
メ
の
作

成
・
修
訂
作
業
に
従
事
さ
れ
、
参
加
者
に
啓
発
と
感
銘
を
与
え
る
講
演
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
上
に
、
メ
ー
ル
を
含

め
て
寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
対
し
て
丁
寧
に
対
応
さ
れ
た
井
川
先
生
の
お
か
げ
で
あ
り
、
長
時
間
に
わ
た
る
講
演
を

最
後
ま
で
集
中
力
を
切
ら
さ
ず
に
聴
い
て
コ
メ
ン
ト
や
質
問
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
参
加
者
の
お
か
げ
で
も
あ
り
、

主
催
者
と
し
て
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
。
こ
の
文
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
講
演
会
の
模
様
を
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
ま

と
め
る
手
続
き
と
編
集
作
業
を
進
め
る
上
で
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
人
文
科
学
研
究
所
の
関
係
者
各
位
、
と
り
わ

け
担
当
職
員
の
松
井
秀
晃
氏
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

「
東
方
思
想
の
交
錯
と
発
展
」
チ
ー
ム
責
任
者

水
上　

雅
晴
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ニーと19世紀欧州東洋学』、2021）、「フランス革命直前における中国の聖王と暴
君情報―張居正『帝鑑図説』仏訳に関して」（渡邉義浩編『中国文化の統一性
と多様性』、汲古書院、2022）、「儒教を媒介とするヨーロッパ・日本・中国の近
代化について」（『東アジアにおける哲学の生成と発展：間文化の視点から』、法
政大学出版局、2022）、「理性與性理之邂逅」（『西學東漸』、第十一輯、商務院書館、
2022）、（原ラテン語）「『中国の哲学者孔子』序文における道教、仏教情報の試訳」
（『東方宗教』、第133号、2021）。その他記念論文集，研究集会論文集、紀要、文
部省研究費報告等を含む所収論文多数。
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