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1
．
は
じ
め
に

　

一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
台
湾
や
中
国
、
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
、
東
洋
の
倫
理
「
儒
教
」
に
つ
い
て
の
議
論
が

盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
「
文
化
ブ
ー
ム
」「
国
学
ブ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
た
時
期
、
近
代
日
本
の
中
国
学
、
ま
た
、
近
代
日
本
の
思
想

お
よ
び
日
中
の
思
想
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
「
服
部
孔
子
教
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
主
た
る
研
究
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
の
少

な
か
っ
た
服
部
宇
之
吉
の
思
想
に
も
新
た
な
視
点
（
視
座
）
が
提
示
さ
れ
、
画
期
的
か
つ
大
き
な
進
展
が
あ
っ
た
と
言
え
る）1
（

。
そ
し

て
、
今
、
そ
の
「
ブ
ー
ム
」
期
に
お
け
る
儒
教
研
究
、
お
よ
び
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
近
現
代
の
思
想
を
、
極
め
て
客
観
的
態
度
を
も

っ
て
振
り
返
り
、
新
た
な
言
葉
に
換
え
て
語
ろ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）2
（

。

適
度
に
視
野
を
広
げ
て
み
る
と
、
こ
の
た
び
の
伝
統
文
化
ブ
ー
ム
は
、
実
質
上
、
全
社
会
が
社
会
文
化
的
な
心
理
の
面
で
伝
統
に
接

す
る
態
度
を
転
換
さ
せ
た
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
今
日
の
中
国
人
は
、
ま
る
で
突
然
、
伝
統
の
温
情
に
気
づ

い
た
か
の
よ
う
で
あ
り
、
突
然
、
伝
統
の
な
か
に
故
郷
の
感
覚
を
探
し
当
て
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
孔
子
は
記
号
に
す
ぎ
な
い
と
し

て
も
、
国
家
漢
辧
が
世
界
各
地
に
中
国
語
と
中
国
文
化
の
普
及
機
関
を
設
立
し
、「
孔
子
学
院
」
と
い
う
名
を
つ
け
て
い
る
の
は
、

少
な
く
と
も
、
す
で
に
「
孔
子
」
が
中
国
文
化
の
代
替
不
能
な
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）（
（

　
「
こ
の
た
び
」
は
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
十
年
余
り
を
指
す
。
清
朝
末
の
孔
子
教
国
教
化
論
、
そ
し
て
、
民
国
初
期
か
ら
文
革
期

に
お
け
る
孔
子
批
判
と
、「
孔
子
」
は
近
代
政
治
学
の
一
つ
の
象
徴
的
な
議
論
の
対
象
で
あ
っ
た
。

　

前
述
の
研
究
業
績
の
中
で
、
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
に
生
ま
れ
、「
明
治
」
と
歩
を
同
じ
く
し
て
人
生
を
送
っ
た
服
部
に
つ
い
て
、

「
日
本
中
国
学
に
お
け
る
新
儒
家
学
派
の
実
際
上
の
創
成
者
で
あ
る
。
井
上
哲
次
郎
が
始
め
た
中
国
古
典
哲
学
研
究
の
『
官
学
体
制
学
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派
』
は
、
二
〇
世
紀
の
一
〇
─
二
〇
年
代
に
服
部
宇
之
吉
を
経
て
新
儒
家
学
派
と
な
り
、
江
戸
時
代
の
朱
子
学
尊
崇
は
新
た
な
時
代
の

孔
子
崇
拝
へ
と
変
容
を
遂
げ
た）4
（

。」「
日
本
に
お
け
る
、
伝
統
的
な
漢
学
か
ら
近
代
中
国
学
へ
、
ま
た
、
伝
統
的
な
儒
学
か
ら
現
代
儒
学

へ
と
移
行
す
る
過
渡
期
的
人
物
だ）5
（

。」
等
、
明
確
な
文
言
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
さ
れ
た
。
近
代
の
幾
多
の
学
者
た
ち
に
語
ら
れ
る
、「
西

洋
哲
学
の
方
法
を
支
那
哲
学
に
応
用
さ
れ
て
、
支
那
学
に
新
生
面
を
開
拓
」、「
西
洋
の
ロ
ヂ
ッ
ク
の
説
明
に
、
引
例
を
支
那
の
古
書
に

求
め
て
説）（
（

」
く
等
と
評
さ
れ
る
手
法
が
、
近
代
の
中
国
古
典
研
究
（
漢
学
）
か
ら
、
当
代
の
中
国
を
も
視
野
に
置
く
現
代
の
中
国
学
へ

の
移
行
の
一
助
と
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
服
部
に
は
、
別
途
、
山
根
幸
夫
氏
の
「
普
通
の
漢
学
者
と
は
全
く
異
な
っ
た
一
面
を
有
し
て
お
り
、
彼
の
生
き
た
当
時
の

中
国
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た）（
（

」
と
言
う
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
山
根
氏
は
そ
の
「
深
い
関
心
」

に
つ
い
て
詳
細
を
記
し
て
い
な
い
が
、
実
際
、
一
九
〇
〇
年
、
使
命
を
持
っ
て
留
学
に
訪
れ
た
も
の
の
排
外
的
な
周
囲
に
苦
戦
を
強
い

ら
れ
、
周
知
の
よ
う
に
十
ヶ
月
後
に
は
弾
丸
の
飛
び
交
う
中
を
奔
走
し
た
初
め
て
の
中
国
体
験）8
（

の
他
、
研
究
者
に
は
あ
ま
り
取
り
上
げ

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
九
〇
九
年
一
月
、
長
き
に
渡
っ
て
教
鞭
を
執
っ
た
京
師
大
学
堂
を
離
れ
る
際
の
服
部
の
言
葉
、「
一
生
、

支
那
は
忘
れ
ぬ
。
日
支
の
為
に
は
生
涯
努
力
す
る）（
（

」
に
象
徴
さ
れ
る
、
中
国
に
対
す
る
濃
厚
な
「
愛
着
」
と
「
親
愛
」
の
情
が
そ
の
根

底
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
、
中
国
に
お
い
て
儒
教
研
究
ブ
ー
ム
期
を
振
り
返
り
、
新
た
な
言
葉
で
更
な
る
研
究
の
動
き
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
、

服
部
一
人
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
留
意
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
点
、
即
ち
、
同
時
代
の
中
国
研
究
者
に
比
し
て
強
い
主
観
性
、
そ
し
て

「
服
部
孔
子
教
」
の
原
点
、
原
型
が
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
対
支
文
化
事
業

で
北
京
を
訪
れ
た
服
部
が
陳
独
秀
に
会
っ
て
直
に
話
を
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
一
文
、
そ
し
て
、
若
き
服
部

─
「
留
学
」
を
し
、
自

身
の
目
で
直
に
中
国
を
見
、
義
和
団
の
乱
は
も
ち
ろ
ん
、
京
師
大
学
堂
の
教
習
と
し
て
長
期
に
わ
た
っ
て
中
国
に
滞
在
す
る
以
前

─

の
一
文
を
取
り
上
げ
、
服
部
の
対
中
意
識
お
よ
び
服
部
孔
子
教
の
原
初
に
つ
い
て
再
考
し
た
。
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２
．
服
部
孔
子
教
の
焦
点

　

服
部
が
「
孔
子
」
を
前
面
に
論
述
し
始
め
る
の
は
、
一
九
一
〇
年
ご
ろ
か
ら
で
あ
る）（1
（

。「
服
部
孔
子
教
」
は
、
中
国
の
、
い
わ
ば
国

体
の
変
化
と
呼
応
、
ま
た
は
連
動
し
て
発
展
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
、
子
安
宣
邦
氏
が
『
孔
子
及
孔
子
教
』
の
序
文）（（
（

を
挙
げ
て
、「
こ
の
刊
行
時
期
が
示
す
よ
う
に
服
部
の
孔

子
教
論
は
民
国
初
期
の
孔
教
国
教
化
論
と
そ
の
帰
趨
に
強
く
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
国
、
日
本
の

み
な
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
の
儒
教
に
つ
い
て
の
広
く
深
い
知
識
に
基
づ
い
た
鋭
い
洞
察
で
、「
い
わ
ば
対
抗
の
言
説
と
し
て
の
孔
子
教
論

と
い
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
康
有
為
の
孔
教
国
教
化
論
が
日
本
の
近
代
国
家
と
し
て
の
形
成
に
対
す
る
改
革
的
中
国
か
ら
の
応
答
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
服
部
の
孔
子
教
論
は
近
代
天
皇
制
国
家
日
本
か
ら
の
中
国
孔
子
教
論
へ
の
再
応
答
で
あ
る
。
…
…
日
中
の
孔
子
教

論
が
反
応
に
対
す
る
再
反
応
と
い
う
相
互
連
関
的
で
あ
る
こ
と
は
、
近
代
の
学
術
的
・
思
想
的
言
説
の
展
開
が
も
は
や
一
国
的
で
は
あ

り
え
な
い
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
だ
ろ
う
」
と
論
を
展
開
し
て
い
る）（1
（

。
悠
久
の
歴
史
を
持
つ
中
日
文
化
交
流
史
に
お
い
て
、
同
時
代
性

を
も
っ
て
直
接
的
影
響
関
係
が
確
認
で
き
る
思
想
は
極
め
て
意
義
深
い
。
中
国
に
お
け
る
孔
子
教
問
題
は
確
か
に
、「
中
国
と
そ
の
哲

学
・
文
学
・
歴
史
を
専
門
と
し
た
日
本
の
い
わ
ゆ
る
支
那
学
者
に
お
い
て
、
当
代
中
国
の
変
革
的
事
態
は
彼
ら
の
中
国
観
の
根
幹
に
か

か
わ
る
問
題
と
し
て
あ
っ
た
」
だ
ろ
う
。
特
に
、「
孔
子
の
一
統
主
義
を
闡
明
す
る
こ
と
は
支
那
否
東
洋
の
為
め
で
あ
り
、
又
延
て
世

界
の
為
め
で
あ
る）（1
（

」
と
考
え
る
服
部
に
お
い
て
は
更
に
深
刻
な
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

　

殊
に
服
部
が
中
国
に
お
け
る
孔
教
国
教
化
論
議
に
問
題
と
し
た
の
が
「
国
体
」
で
あ
る
。
言
及
す
る
各
文
の
筆
致
は
、
時
に
感
情
的

に
、
時
に
淡
々
と
、
ま
た
あ
る
時
は
懇
々
と
語
る
の
で
あ
る
が
、
民
国
の
「
民
主
共
和
政
体
」
と
孔
子
の
「
君
主
政
体
」
に
関
し
て

は
、
譲
り
よ
う
の
な
い
信
念
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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…
…
漢
族
を
黄
帝
の
子
孫
と
為
し
、
禹
域
を
神
聖
の
域
と
為
し
、
黄
帝
を
以
て
新
た
に
元
を
紀
せ
ん
と
し
た
る
以
上
、
共
和
民
国
を

上
直
に
黄
帝
の
時
代
に
接
せ
し
め
、
民
主
共
和
の
根
拠
を
黄
帝
の
治
体
に
求
む
る
こ
と
当
然
な
る
べ
し
。
夏
殷
を
経
て
周
に
至
り
て

成
り
し
徳
教
及
び
之
に
本
づ
き
て
大
成
せ
る
孔
子
教
の
如
き
は
一
切
排
棄
し
て
用
い
ず
し
て
方
に
可
な
る
べ
し
。
然
る
に
今
日
に
至

り
て
民
主
共
和
の
根
拠
を
必
ず
孔
子
に
求
め
ん
と
す
。
知
ら
ず
や
孔
子
は
黄
帝
を
取
ら
ず
し
て
、
堯
舜
を
祖
述
し
、
文
帝
を
憲
章
し

た
り
。
其
の
教
え
は
言
う
ま
で
も
無
く
君
主
政
体
を
骨
子
と
す
る
も
の
な
り
。
…
…

　

民
国
の
学
者
政
客
等
必
ず
民
主
共
和
の
根
拠
を
孔
子
に
求
め
ん
と
す
る
は
何
故
ぞ
。
孔
子
教
が
二
千
年
間
人
心
を
支
配
し
、
国
家

の
統
一
を
保
ち
来
り
し
偉
大
な
る
勢
力
に
鑑
み
た
る
に
外
な
ら
ざ
る
べ
し
。
若
し
此
の
勢
力
を
信
ず
る
に
あ
ら
ず
は
、
何
を
苦
し
ん

で
民
国
の
根
拠
を
必
ず
孔
子
に
求
め
ん
や
。
既
に
此
の
勢
力
を
信
じ
て
民
国
の
道
徳
的
基
礎
を
必
ず
孔
子
教
に
求
め
ん
と
す
る
も
、

孔
子
教
は
本
々
と
君
主
政
体
を
骨
子
と
す
る
も
の
な
れ
ば
、
求
む
る
と
こ
ろ
を
得
べ
か
ら
ざ
る
を
知
り
な
が
ら
、
な
お
之
を
求
め
ん

と
せ
ば
、
勢
い
牽
強
誣
妄
を
敢
え
て
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず）（1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
激
し
い
口
吻
で
、
服
部
が
「
近
時
孔
子
教
を
国
教
と
為
し
、
孔
子
を
教
祖
と
し
て
天
に
配
し
（
之
を
）
祈
ら
ん
と
す
る

議
を
立
つ
る
者
」
と
非
難
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
康
有
為
で
あ
る
が
、
こ
の
憤
り
の
根
本
的
理
由
は
、
孔
子
が
「
君
主
政
体
」
を
旨

と
し
て
い
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、「
民
主
共
和
」
の
国
家
建
設
に
孔
子
の
教
え
を
そ
の
論
理
的
基
軸
と
し
て
標
榜
し
た
こ
と
に
あ
る
。

孔
子
の
神
格
化
、
孔
子
教
の
宗
教
化
は
、
孔
子
の
教
え
が
教
育
で
あ
り
宗
教
の
教
義
と
は
異
な
る
と
す
る
服
部
に
は
容
認
で
き
な
い
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

服
部
に
全
集
が
編
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
出
版
さ
れ
た
も
の
以
外
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
雑
誌
等
に
掲
載
さ
れ
た
膨
大
な
数
の
著

述
が
あ
る
。『
服
部
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』、「
服
部
宇
之
吉
先
生
著
述
目
録
」（「
斯
文
」
二
〇
─
五
所
収
）、「
服
部
随
軒
先
生
追
悼

録
」（「
斯
文
」
二
一
─
九
所
収
）、「
服
部
博
士
追
悼
会
記
事
」（「
斯
文
」
二
一
─
一
二
所
収
）、「
服
部
先
生
追
悼
録
」（「
漢
学
会
雑
誌
」
七

─
三
所
収
）
等
に
著
述
目
録
は
あ
る
も
の
の
、
ど
れ
も
ほ
ぼ
同
様
で
、
遺
漏
も
多
い
。
後
掲
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
等
も
記
載
さ
れ
て
い
な
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い
が
、
そ
れ
ら
の
目
録
に
共
通
し
た
、
唯
一
の
空
白
、
一
九
二
四
年
に
も
埋
め
る
も
の
が
あ
る
。「
商
業
経
済
論
叢
」
所
収
の
「
孔
子

教
に
就
い
て
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る）（1
（

。

　

近
年
手
に
し
た
も
の
で
、「
支
那
が
共
和
政
体
に
な
っ
て
か
ら
既
に
十
三
年
、
所
謂
中
華
民
国
民
と
な
っ
た
現
在
の
支
那
人
が
如
何

な
る
孔
子
観
を
抱
き
つ
つ
あ
る
か
に
就
い
て
考
察
し
て
見
よ
う
と
思
う
」
と
記
さ
れ
た
「
近
代
支
那
国
民
の
思
想
潮
流
に
就
い
て）（1
（

」
が

あ
る
。
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
十
二
月
の
一
文
で
あ
る
。
辛
亥
革
命
後
の
中
国
に
お
け
る
孔
子
論
議
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る

が
、
目
次
に
「
一
、
序
論　

二
、
尊
孔
派
と
そ
の
主
張　

三
、
妥
協
派
と
荘
子　

四
、
反
孔
派
と
大
同
小
康
論　

五
、
国
粋
否
定
論
者　

六
、
封
建
政
治
と
専
制
政
治　

七
、
結
論
」
と
し
つ
つ
、
服
部
は
こ
こ
で
も
同
様
に
、
尊
孔
派
の
共
和
政
体
論
、
孔
教
国
教
化
論
を

「
明
ら
か
に
孔
子
を
誤
っ
た
も
の
」
と
言
い
、「
そ
の
意
味
に
於
て
は
、
余
自
身
も
又
反
孔
派
の
説
に
同
意
を
表
す
る
」
と
し
な
が
ら
、

「
封
建
時
代
の
人
で
あ
る
所
の
孔
子
は
、
今
の
世
に
不
必
要
で
あ
る
と
い
う
陳
独
秀
」
を
「
甚
だ
雑
薄
な
議
論
ば
か
り
し
て
い
る
男
」

「
国
粋
否
定
論
者
」「
西
洋
文
化
の
心
酔
者
」
な
ど
と
形
容
し
、
非
難
す
る
の
で
あ
る
が
、
論
点
と
し
て
い
る
の
は
や
は
り
孔
子
（
孔
子

教
）
と
中
国
の
国
体
の
関
係
で
あ
る）（1
（

。

　

興
味
深
い
の
は
、
服
部
は
こ
こ
で
直
接
、
陳
独
秀
に
会
っ
て
直
接
、
質
問
を
し
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る）（1
（

。
そ
し
て
、
陳
独
秀

か
ら
の
回
答
が
「
寞
然
た
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
言
い
、
文
中
に
は
訴
え
ん
が
ば
か
り
の
文
言
を
記
す
。

…
…
吾
人
の
聞
か
ん
と
す
る
所
は
、
孔
子
が
「
一
以
て
こ
れ
を
貫
く
」
と
言
っ
た
根
本
思
想
た
る
「
仁
」
を
如
何
に
考
え
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
に
存
す
る
。

…
…
儒
教
の
基
調
た
る
「
仁
」
と
い
う
も
の
が
今
の
支
那
国
民
に
合
う
か
合
わ
ぬ
か
、
す
な
わ
ち
必
要
か
不
必
要
か
、
と
い
う
こ
と

が
聞
き
た
い
の
で
あ
る
。
若
し
そ
れ
が
不
必
要
な
ら
ば
、
孔
子
及
び
儒
教
と
い
う
も
の
を
支
那
か
ら
一
掃
す
る
も
よ
か
ろ
う
。

　

康
有
為
に
せ
よ
、
陳
独
秀
に
せ
よ
、「
行
為
の
上
で
は
兎
も
角
と
し
て
支
那
人
の
言
論
乃
至
思
想
の
枢
要
な
部
分
を
な
す
も
の
は
何
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と
言
っ
て
も
孔
子
の
言
行
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
断
じ
る
服
部
の
反
駁
は
、
一
九
二
二
年
か
ら
の
中
国
共
産
党
の
緊
迫
し
た
政
情
に

つ
い
て
も
、「
革
命
以
来
既
に
十
三
年
に
も
な
る
の
に
益
々
混
乱
し
て
ゆ
く
の
は
如
何
し
た
こ
と
か
、
過
渡
期
時
代
の
附
物
と
は
言
え

あ
ま
り
に
晩
い
共
和
政
治
の
現
状
で
あ
る
」
と
続
き
、
し
い
て
は
「
国
民
全
部
を
人
格
者
に
す
る
の
が
理
想
」
の
徳
治
主
義
の
理
を
説

き
、
自
身
の
構
築
し
た
近
代
日
本
の
孔
子
教
か
ら
見
た
「
錯
誤
」
を
追
及
す
る
。
中
国
人
の
思
想
の
中
枢
に
は
孔
子
の
教
え
が
連
綿
と

流
れ
て
い
る
以
上
、
孔
子
の
人
格
の
最
も
肝
要
な
る
仁
を
国
民
教
育
に
活
か
し
、
国
の
、
国
民
の
統
率
を
図
る
こ
と
を
最
良
最
適
の
法

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
服
部
は
こ
の
著
述
の
前
年
に
、
対
支
文
化
事
業
と
し
て
北
京
に
図
書
館
及
び
人
文
科
学
研
究
所
設
立
の
た
め

の
準
備
調
査
、
ま
た
、
儒
学
等
教
授
の
実
地
調
査
の
た
め
に
、
外
務
省
お
よ
び
東
京
帝
国
大
学
か
ら
委
嘱
を
受
け
て
、
こ
の
年
、
全
国

を
回
っ
て
講
演
し
た
。「
這
般
北
京
大
学
で
逢
っ
た
時
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
一
九
二
四
年
前
後
の
陳
独
秀
に
服
部
の

こ
の
よ
う
な
質
問
に
興
味
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
服
部
に
も
当
時
の
中
国
国
政
に
関
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
言
は
一
つ

と
し
て
な
い
。

　

そ
し
て
、「
惜
し
む
ら
く
は
こ
の
点
を
真
実
に
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
嘆
息
し
、「
併
し
最
近
は
支
那
に
も
ボ
ツ
ボ
ツ
こ

の
国
粋
の
研
究
（
国
粋
と
言
わ
ず
に
国
学
と
云
っ
て
い
る
）
が
起
こ
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
此
の
運
動
に
は
今
後
我
々
も
大
い
に
援
助

し
て
益
々
盛
ん
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
っ
て
い
る
。
斯
く
の
如
く
進
ん
で
ゆ
く
に
従
っ
て
、
孔
子
そ
の
人
の
真
価
も
社
会
的
に
判
然
と

し
て
意
義
を
な
す
よ
う
に
な
る
こ
と
と
信
ず
る
次
第
で
あ
る
」
と
文
を
結
ぶ
。

３
．
近
代
日
本
の
倫
理
学
と
服
部
孔
子
教
の
基
礎

　

服
部
の
孔
子
教
論
が
辛
亥
革
命
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
し
て
、
孔
子
に
関
す
る
考
え
は
果
た
し
て
辛
亥
革
命
の
前
後
に
な
っ

た
も
の
だ
ろ
う
か
。
服
部
は
自
ら
「
孔
子
に
私
淑
し
其
徒
た
ら
む
こ
と
を
勉
め
て
未
だ
到
ら
ざ
る
者
」
と
称
し）（1
（

、
周
囲
も
認
め
る
孔
子

崇
敬
者
で
あ
っ
た）11
（

。
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服
部
の
数
多
の
著
述
を
見
て
ゆ
く
と
、
彼
の
中
の
孔
子
教
が
日
本
国
内
の
思
潮
や
、
特
に
孔
子
教
反
対
者
の
批
判
に
よ
っ
て
そ
の
構

築
を
堅
固
に
し
、
精
微
を
極
め
、
い
わ
ば
そ
れ
ら
を
あ
た
か
も
原
動
力
と
す
る
か
の
よ
う
に
ま
す
ま
す
揺
る
ぎ
な
い
体
系
へ
と
発
展
し

て
ゆ
く
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
原
初
的
な
観
点
は
教
育
行
政
官
時
代
の
発
言
に
既
に
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
八
九
〇
年
七
月
、
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲
学
科
に
進
学
し
た
服
部
は
、
西
洋
哲
学
を
そ
の
専
門
と
し
て
学
ぶ
。
在
学
時
に
発
表
し

た
論
文
は
「
列
子
学
説
一
斑
」（
一
八
八
八
年
）
で
、
そ
の
後
に
も
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」（
一
八
九
一
年
）、「
原
始
信
仰
の
梗
概
」（
一
八
九

二
年
）、「
希
蝋
哲
学
即
古
代
哲
学
（
紀
元
前
六
百
年
よ
り
紀
元
後
六
百
年
に
至
る
）」（
一
八
九
三
年
）
な
ど
が
あ
る
一
方
、「
老
子
」（
一
八

九
一
年
）、「
墨
子
年
代
考
」（
一
八
九
六
年
）、「
荀
子
年
代
考
」（
一
八
九
六
年
）
な
ど
、
東
洋
哲
学
に
関
す
る
著
作
が
目
立
つ
。

　

服
部
と
共
に
漢
文
教
科
書
を
編
み
、
京
師
大
学
堂
で
教
鞭
を
執
っ
た
法
貴
慶
次
郎
が
追
悼
会
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
当
時
、
小
生
は
、
先
生
に
対
し
て
、
専
門
を
お
変
え
に
な
り
ま
す
か
と
、
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
之
に
対
し
て
、
先
生
は
、
当

初
は
、
哲
学
史
を
以
て
立
と
う
と
思
っ
た
が
、
今
は
、
稍
変
え
た
と
話
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
先
生
の
御
胸
中
に
は
、
学
の
目
的
は

畢
竟
道
を
求
む
る
に
在
り
、
路
を
西
洋
に
取
る
も
、
東
洋
に
取
る
も
、
帰
す
る
所
は
一
、
但
、
東
洋
の
方
が
、
文
献
資
料
を
獲
る
に

便
な
り
と
工
夫
さ
れ
た
と
信
ず
る
。
固
よ
り
、
岳
父
島
田
老
博
士
の
御
影
響
も
在
っ
た
で
あ
ろ
う
な
れ
ど
、
先
生
御
自
身
に
於
て
、

亦
深
く
考
慮
の
上
、
方
向
御
転
換
に
な
っ
た
と
思
う）1（
（

。
…
…

　
「
当
時
」
と
い
う
の
は
、
服
部
が
、
現
在
の
京
都
大
学
の
前
身
、
第
三
高
等
中
学
校
教
務
主
任
兼
教
頭
と
し
て
京
都
赴
任
時
（
一
八

九
一
―
九
四
年
）
を
指
す
。
服
部
二
十
四
―
二
十
七
歳
時
で
あ
る
。

　

一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
九
月
十
五
日
発
行
の
「
東
亜
学
会
雑
誌
」
第
八
号
の
巻
頭
に
あ
る
の
は
、
服
部
の
論
説
「
中
等
教
育
に

於
け
る
倫
理
科
教
授
に
関
し
て
漢
学
者
に
問
う
」
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
、
第
三
高
等
中
等
学
校
（
第
三
高
等
中
学
校
）
を
閉
校
し
、

京
都
帝
国
大
学
創
立
の
基
礎
づ
く
り
の
指
令
を
達
成
し
、
一
八
九
四
年
九
月
か
ら
高
等
師
範
学
校
（
後
の
東
京
教
育
大
学
。
筑
波
大
学
の
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前
身
）
に
お
い
て
、
嘉
納
治
五
郎
校
長
を
補
佐
し
て
同
校
拡
張
と
い
う
新
た
な
任
務
に
就
い
て
い
た
服
部
が
、
恩
師
濱
尾
新
や
外
山
正

一
が
文
部
大
臣
を
務
め
る
に
当
た
っ
て
、
文
部
大
臣
秘
書
官
、
文
部
省
参
事
官
を
務
め
る
（
一
八
九
七
年
十
一
月
─
一
八
九
八
年
七
月
）

以
前
の
も
の
で
あ
る
。「
倫
理
科
」
を
担
当
す
る
漢
学
者
に
向
け
て
、
弱
冠
三
十
歳
の
服
部
が
そ
の
妥
当
性
を
一
つ
一
つ
確
か
め
る
か

の
よ
う
に
五
点
に
分
け
て
問
い
か
け
た
十
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
哲
学
関
連
の
著
作
と
は
全
く
異
な

る
、
い
わ
ば
服
部
が
初
め
て
教
育
行
政
官
の
立
場
か
ら
「
儒
教
」
を
講
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
多
く
の
著
作
に
頻
出

す
る
「
孔
子
が
集
め
て
大
成
し
た
る
と
こ
ろ
の
儒
教
」
と
い
う
文
言
の
初
出
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

東
亜
学
会
は
一
八
九
六
年
に
発
会
、
毎
月
一
回
「
斯
文
学
会
」
を
開
き
、
講
演
を
行
う
と
と
も
に
「
東
亜
学
会
雑
誌
」
を
発
行
し

た
。
講
演
会
は
一
般
人
を
も
受
け
入
れ
た
と
い
う
が
、
そ
の
機
関
誌
の
例
言
に
は
「
一
、
本
誌
ハ
支
那
を
中
心
と
し
て
東
亜
の
学
芸
に

関
す
る
一
切
の
事
項
を
載
録
す
。
一
、
本
誌
の
部
門
ハ
凡
そ
論
説
、
史
伝
、
文
苑
、
解
題
、
批
評
、
雑
録
、
彙
報
の
七
項
に
分
つ
。
但

事
宜
に
よ
り
改
削
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。
一
、
本
誌
ハ
匿
名
の
文
を
載
せ
ず
。
一
、
本
誌
の
読
者
ハ
記
載
の
事
項
に
就
き
、
質
疑
な
ど

を
得
其
必
要
と
認
む
る
も
の
ハ
特
に
之
の
解
答
を
掲
載
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。」
と
あ
り
、
こ
の
一
冊
を
見
て
も
、
論
説
文
は
他
に
、

高
瀬
武
次
郎
「
両
漢
文
学
論
」、
文
苑
に
は
三
嶋
毅
「
得
所
兼
子
先
生
碑
」、
藤
澤
南
岳
「
送
湖
山
先
生
帰
東
京
序
」
な
ど
を
載
せ
た
学

術
雑
誌
で
あ
る
が
、
か
つ
、（
清
国
）
陳
白
「
東
亜
連
合
要
旨
」、
安
井
小
太
郎
「
旧
幕
時
代
学
風
の
風
潮
」
な
ど
時
勢
の
論
議
を
窺
わ

せ
る
も
の
も
散
見
さ
れ
る
。

　

服
部
は
こ
の
「
中
等
教
育
に
於
け
る
倫
理
科
教
授
に
関
し
て
漢
学
者
に
問
ふ
」
に
お
い
て
、

現
時
中
学
校
に
於
い
て
、
倫
理
科
は
多
く
漢
学
者
の
担
任
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
而
し
て
、
一
方
に
て
は
、
倫
理
科
を
全
然
漢
学
者
に

担
任
せ
し
む
る
は
果
た
し
て
有
効
な
り
や
否
を
疑
う
も
の
多
し
。
此
際
に
於
い
て
漢
学
者
な
る
も
の
果
し
て
如
何
な
る
感
想
を
か
懐

け
る
、
進
み
て
彼
の
疑
う
者
の
蒙
を
啓
く
の
勇
気
と
実
力
と
を
有
す
る
か
、
将
た
退
き
て
彼
の
疑
う
に
任
せ
て
終
に
倫
理
を
我
の
手

中
よ
り
奪
い
去
ら
る
る
時
あ
ら
ん
も
亦
怪
し
む
を
要
せ
ず
と
覚
悟
す
る
か
。
普
通
教
育
の
諸
学
科
は
一
と
し
て
倫
理
に
関
係
せ
ざ
る
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は
無
き
が
、
其
の
中
に
就
き
て
も
漢
文
科
は
修
身
道
徳
の
知
識
を
授
け
、
品
性
を
陶
冶
す
る
を
以
て
目
的
の
一
部
と
な
す
も
の
な
れ

ば
、
漢
学
者
に
し
て
倫
理
教
授
の
任
に
適
せ
ず
と
云
う
こ
と
と
な
ら
ん
に
は
漢
文
科
の
目
的
を
十
分
に
達
せ
ん
こ
と
も
亦
能
わ
ざ
る

に
至
ら
ん
。
漢
学
者
た
る
も
の
、
豈
に
奮
起
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
其
れ
に
就
き
て
漢
学
者
に
問
わ
ん
と
欲
す
る
と
こ
ろ
あ
り
。
左
に

之
を
陳
ぶ
べ
し
。

と
前
置
い
た
上
で
、「
問
う
」
と
い
う
形
を
取
っ
て
、
自
身
の
主
張
を
展
開
す
る
。
主
と
し
て
、
倫
理
科
を
担
当
す
る
漢
学
者
が
「
国

史
に
通
暁
し
、
兼
ね
て
世
界
大
勢
の
推
移
、
人
類
文
化
の
趨
勢
に
就
き
て
の
知
識
あ
る
を
要
す
る
と
同
時
に
又
他
方
に
て
は
古
今
東
西

の
倫
理
説
に
就
き
て
明
瞭
確
実
な
る
知
識
あ
る
を
要
す
」
と
、「
漢
学
者
自
身
の
教
育
に
大
改
良
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
儒
学
を
も
っ
て
徳
育
を
教
え
て
き
た
当
時
の
漢
学
者
に
、
時
事
に
強
く
、
古
今
東
西
の
哲
学
に
造
詣
が
あ
る
べ

き
と
説
く
服
部
ら
し
さ
、
そ
し
て
、「
漢
文
科
の
目
的
た
る
品
性
陶
冶
の
実
効
」
と
い
う
教
育
理
念
お
よ
び
国
体
を
意
識
し
た
教
育
構

想
が
明
確
に
読
み
取
れ
る
。

…
…
形
神
二
つ
な
が
ら
旧
時
の
儘
な
ら
ん
こ
と
は
偶
々
其
の
教
を
し
て
時
運
に
適
合
せ
ざ
ら
し
む
る
に
過
ぎ
さ
れ
ば
、
精
神
は
之
を

取
り
用
い
て
益
々
之
を
発
揮
す
べ
く
、
而
し
て
形
体
衣
装
は
時
運
に
応
じ
て
変
ず
べ
し
。
此
く
の
如
く
儒
教
の
倫
理
説
を
我
が
国
の

今
日
に
施
し
行
わ
ん
と
す
る
に
就
き
て
取
捨
変
通
其
の
宜
き
を
得
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
、
論
語
中
庸
小
学
の
類
を
唯
如
字
的
に
講
ず

る
を
以
て
倫
理
の
能
事
了
は
る
と
な
し
。
若
し
く
は
漢
文
科
教
科
書
中
に
あ
る
支
那
思
想
を
我
が
国
今
日
の
国
勢
に
考
え
て
適
当
の

取
捨
変
通
を
な
す
を
知
ら
ざ
る
は
、
果
た
し
て
能
く
教
授
の
任
を
完
く
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
か
…
…
。

　
「
孔
子
教
」
と
い
う
語
句
こ
そ
な
い
が
、「
堯
舜
以
来
相
伝
え
、
孔
子
が
集
め
て
大
成
し
た
る
と
こ
ろ
の
儒
教
」
以
外
に
も
、「
宗
教

的
の
意
味
を
帯
び
ず
」「
儒
教
に
よ
り
て
達
し
得
べ
き
安
心
立
命
は
天
人
の
関
係
を
以
て
根
拠
と
な
す
」
な
ど
が
各
所
に
記
さ
れ
、
こ
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の
後
、
留
学
を
経
て
、
京
師
大
学
堂
で
の
教
授
を
終
え
、
帰
国
し
て
著
す
「
孔
子
の
集
大
成
」
以
降
の
、「
孔
子
の
教
え
」
を
前
面
に

出
し
て
、
教
育
と
社
会
と
の
関
係
か
ら
「
仁
義
忠
孝
」
を
説
く
『
東
洋
倫
理
綱
要
』『
孔
子
及
孔
子
教
』
そ
の
他
の
著
作
に
並
ぶ
文
言

が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
、「
本
邦
現
在
の
国
勢
を
考
え
…
…
国
家
の
富
強
を
謀
る
は
最
も
急
要
の
事
」
で
、「
此
の
進
取
勇
往
の
趨
勢
に
適

応
す
べ
き
教
を
施
さ
ん
」
等
の
国
体
に
関
係
す
る
文
言
が
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

全
国
規
模
に
広
が
る
自
由
民
権
運
動
の
最
中
、
一
八
七
九
年
、
道
徳
の
学
は
孔
子
を
主
と
す
る
と
明
言
さ
れ
た
教
学
聖
旨
内
示
に
よ

っ
て
、「
仁
義
忠
孝
を
明
ら
か
に
し
て
」「
君
臣
父
子
の
大
義
を
」
知
る
、
儒
教
主
義
的
皇
国
思
想
の
説
か
れ
る
教
場
に
服
部
は
学
ん
だ

で
あ
ろ
う
。
そ
の
十
年
後
に
大
日
本
国
憲
法
を
発
布
し
た
明
治
政
府
は
、
殖
産
興
業
の
み
な
ら
ず
富
国
強
兵
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
国
力
の

増
強
、
国
民
の
意
志
統
率
を
目
指
す
と
と
も
に
、
翌
年
に
教
育
ニ
關
ス
ル
勅
語
（
教
育
勅
語
）
を
発
布
し
、
中
等
教
育
、
即
ち
、
修
業

年
限
四
年
の
小
学
校
卒
業
後
に
進
学
す
る
尋
常
中
学
校
、
高
等
女
学
校
、
尋
常
師
範
学
校
の
充
実
を
図
る
。
教
育
者
の
養
成
に
文
部
官

や
高
等
教
育
機
関
に
勤
め
る
も
の
を
全
国
に
派
遣
し
て
講
演
会
を
設
け
た
り
、
夏
季
講
習
会
を
開
い
て
、
免
許
状
の
取
得
や
上
級
の
免

許
の
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
が
催
す
の
は
、
一
八
九
七
年
の
師
範
教
育
令
に
よ
る）11
（

。

　
「
中
等
教
育
に
於
け
る
」
の
一
文
は
そ
れ
ま
で
の
著
述
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
、「
倫
理
教
授
の
任
に
当
る
べ
き
者
に
は
、
漢
学
の

学
力
以
外
に
於
て
必
要
な
る
知
識
甚
だ
多
し
」「
漢
学
者
た
る
の
故
を
以
て
、
倫
理
教
授
の
任
に
当
る
に
適
す
と
思
わ
ば
、
是
れ
大
な

る
誤
な
る
べ
し
」
と
の
主
張
を
旨
と
し
、
現
状
の
倫
理
科
教
授
の
現
場
に
一
石
を
投
じ
た
も
の
で
、
未
だ
天
皇
制
を
扶
翼
す
る
孔
子
教

の
構
築
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
論
説
は
国
政
の
時
局
に
及
び
、
国
内
の
農
工
業
を
も
儒
教
に
か
ら
め
て
論
述
す
る
な
ど
、
そ
の

思
想
の
背
景
に
国
の
繁
栄
と
教
育
理
念
と
の
関
係
が
色
濃
く
窺
わ
れ
、
服
部
孔
子
教
の
原
初
的
一
文
、
源
流
も
し
く
は
そ
の
雛
型
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。
康
有
為
ら
の
孔
教
上
奏
は
、
こ
の
一
文
発
表
の
翌
年
一
八
九
八
年
、
服
部
が
「
漢
学
研
究
の
為
め
満
四
年
間
清
国
へ

留
学
を
命
ず
、
但
留
学
期
限
内
凡
二
箇
年
間
教
授
及
研
究
法
攻
究
の
為
め
独
国
へ
も
留
学
す
べ
し
」
と
の
官
命
を
受
け
る
の
が
一
八
九

九
年
で
あ
る
。

　

在
学
中
、
時
に
外
山
正
一
の
講
義
の
唯
一
の
受
講
者
で
あ
っ
た）11
（

と
い
う
服
部
は
、
一
八
九
二
（
明
治
二
十
五
）
年
に
『
論
理
学
』、
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翌
々
年
『
心
理
学
』
を
出
版
す
る
が
、「
中
等
教
育
に
於
け
る
」
の
前
年
に
『
倫
理
学
』
を
著
し
て
い
る
。

　

教
育
と
倫
理
学
と
の
干
係
彼
れ
の
如
く
密
な
る
も
の
な
れ
ば
、
教
育
の
学
に
志
し
教
育
の
事
に
従
ふ
者
に
在
り
て
は
、
倫
理
学
に

就
き
て
一
応
の
知
識
だ
に
な
き
と
は
、
如
何
ぞ
其
の
志
業
を
果
す
こ
と
を
得
べ
け
ん
。

本
邦
現
行
の
教
育
制
度
に
在
り
て
は
、
修
身
（
倫
理
）
の
科
は
特
に
一
科
目
と
し
て
設
け
ら
れ
、
然
か
も
諸
学
科
中
最
重
要
の
も
の

と
せ
ら
る
ゝ
も
、
其
の
実
際
を
察
す
れ
ば
多
く
は
論
語
中
庸
の
類
を
講
ず
る
の
み
に
て
漢
文
科
と
径
庭
な
く
、
或
は
西
洋
修
身
書
の

翻
訳
に
よ
り
て
権
利
義
務
を
喋
々
し
、
倫
理
教
場
は
法
律
の
討
論
会
上
た
る
か
と
疑
わ
れ
し
は
、
数
年
前
ま
で
の
倫
理
教
授
の
実
況

な
り
き
。
然
る
に
聖
詔
煥
発
す
る
に
及
び
て
は
…
）
11
（
…

　
「
教
育
と
は
何
ぞ
…
…
此
の
目
的
を
定
む
る
も
の
は
倫
理
学
な
り
」
で
始
ま
る
そ
の
序
論
は
あ
た
か
も
「
中
等
教
育
に
於
け
る
」
の

骨
子
そ
の
も
の
で
、
ま
た
、
第
二
章
「
事
実
的
照
準
論
」
の
節
、
自
己
に
対
す
る
道
、
父
母
兄
弟
等
に
対
す
る
道
、
私
友
官
長
等
に
対

す
る
道
、
一
般
世
人
に
対
す
る
道
、
君
王
国
家
に
対
す
る
道
等
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
説
く
服
部
の
「
孔
子
教
」
の
基
礎
が
明
確
に
読
み

取
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
思
想
の
根
底
が
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
信
で
き
ま
た
、
求
め
に
応
じ
て
テ
キ
ス
ト
を
執
筆
す
る
中

に
生
ま
れ
た
（
ま
と
ま
っ
た
）
の
が
服
部
孔
子
教
の
基
礎
だ
っ
た
と
言
え
る
。

　

更
に
言
え
ば
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
、
服
部
が
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲
学
科
に
入
学
し
た
年
、
大
西
祝
が
「
孔
子
教）11
（

」
を
著

し
て
い
る
。
知
る
限
り
に
お
い
て
「
孔
子
教
」
と
い
う
名
称
で
書
か
れ
た
最
も
早
い
著
作
で
あ
る
。「
諸
家
の
中
、
父
が
最
も
私
淑
し

た
の
は
文
科
大
学
長
外
山
博
士
及
び
後
に
岳
父
と
な
る
島
田
博
士
、
哲
学
科
の
先
輩
で
最
も
畏
敬
し
た
の
は
大
西
祝
博
士
の
よ
う
で
あ

る
）
11
（

」
と
い
う
息
子
武
の
談
に
よ
れ
ば
、
一
年
先
輩
の
こ
の
大
西
の
著
作
を
服
部
が
読
ま
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
二
十
頁
ほ

ど
の
短
文
は
、
釈
迦
や
マ
ホ
メ
ッ
ト
、
イ
エ
ス
等
諸
家
の
思
想
に
触
れ
、
孔
子
の
仁
を
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ー
ネ
ス
ト
・
モ
リ
ソ
ン
や
ト
ー

マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
等
の
言
を
用
い
な
が
ら
、
い
わ
ば
西
洋
哲
学
の
方
法
で
孔
子
の
仁
を
解
説
し
た
も
の
で
、
服
部
「
孔
子
教
」
の
発
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想
の
原
点
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

４
．
ま
と
め
と
し
て

─
服
部
の
対
中
意
識
に
つ
い
て

　

前
述
の
「
中
等
教
育
に
於
け
る
」
が
世
に
問
わ
れ
た
一
八
九
七
年
、
服
部
が
関
与
し
た
第
三
高
等
学
校
（
第
三
高
等
中
学
校
）
を
前

身
に
京
都
帝
国
大
学
が
創
立
さ
れ
、
一
九
〇
七
年
、
服
部
と
共
に
義
和
団
に
よ
る
戦
火
を
逃
れ
た
狩
野
直
喜
の
も
と
に
「
支
那
学
会
」

が
設
立
さ
れ
、
近
代
日
本
に
西
洋
で
い
う
シ
ノ
ロ
ジ
ー
が
産
声
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
京
都
学
派
中
心
に
一
九
二
〇
年
、
そ
の
「
支
那

学
社
」
か
ら
機
関
誌
「
支
那
学
」
が
刊
行
さ
れ
、
東
大
の
「
官
学
体
制
学
派
」
と
類
を
別
に
し
、
儒
教
も
孔
子
も
客
観
的
に
捉
え
る
次

世
代
の
学
者
を
輩
出
し
て
ゆ
く
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
服
部
も
ま
た
、
教
育
と
い
う
観
点
以
外
に
研
究
と
い
う
観
点
か
ら
も
現
況
の
日
本
中
国
学
（
漢
学
）
を
批
判
し
、

当
代
の
中
国
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
と
い
う
主
張
し
て
い
た
。

忌
憚
な
く
云
へ
ば
、
漢
学
を
修
む
る
者
は
先
秦
の
経
典
左
国
史
漢
と
云
ふ
様
な
古
色
蒼
然
た
る
も
の
に
力
を
尽
く
し
て
、
現
代
の
支

那
に
は
余
り
注
意
を
置
か
な
い
。
此
等
の
人
に
は
今
日
支
那
で
行
は
る
ゝ
手
紙
は
む
づ
か
し
い
か
も
知
ら
ぬ
。
況
ん
や
言
語
の
出
来

る
も
の
は
殆
ど
な
い
。
如
斯
意
味
で
は
漢
学
は
衰
へ
な
い
と
は
云
は
れ
な
い
。
而
し
て
支
那
の
時
文
に
通
ず
る
人
は
漢
学
者
と
は
云

は
れ
な
い
。
又
哲
学
社
会
学
の
方
面
よ
り
支
那
の
研
究
に
従
事
し
て
も
漢
学
者
と
は
云
は
れ
な
い
。
私
は
古
代
の
所
謂
漢
文
と
時
文

と
哲
学
社
会
学
の
研
究
と
は
鼎
足
の
勢
を
な
し
て
進
む
可
き
も
の
と
思
は
れ
る
。
例
へ
ば
子
分
を
修
め
た
者
が
支
那
の
風
俗
人
情
等

を
研
究
し
、
又
社
会
学
哲
学
等
の
方
面
の
人
時
文
を
通
じ
て
今
の
支
那
を
研
究
す
る
事
の
如
き
は
、
目
下
の
急
務
で
あ
る
。
私
の
云

ふ
支
那
学
は
此
等
三
方
面
の
研
究
を
総
称
す
る
も
の
で
あ
る）11
（

。
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「
先
秦
の
経
典
左
国
史
漢
と
言
う
様
な
古
色
蒼
然
た
る
も
の
に
力
を
尽
し
て
、
現
代
の
支
那
に
は
余
り
注
意
を
置
か
な
い
」
者
は

「
漢
学
者
と
は
言
わ
れ
な
い
」
と
言
い
、「
古
代
の
所
謂
漢
文
と
時
文
と
哲
学
社
会
学
の
研
究
と
鼎
足
の
勢
を
な
し
て
」「
今
の
支
那
を

研
究
す
る
事
」
が
「
私
の
言
う
支
那
学
」
と
教
示
し
た
服
部
の
対
中
意
識
に
は
、
単
に
唯
々
諾
々
と
時
流
に
合
わ
せ
て
い
た
と
い
う
の

で
は
な
い
服
部
自
身
の
強
い
意
識
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
私
は
子
供
の
時
か
ら
父
が
よ
く
『
支
那
学
』
と
い
う
言
い
方
を
口
に
し
て
い

た
の
を
お
ぼ
え
て
い
る
。
…
…
『
支
那
学
』
と
い
う
こ
の
言
い
方
に
、
何
か
気
負
う
た
あ
る
大
き
な
構
想
を
ひ
そ
め
た
心
情
が
働
い
て

い
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
…
…
今
日
で
い
う
『
地
域
』
学
確
立
の
要
請
も
…
）
11
（
…
」
等
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
思
想
は
教
育

の
現
場
で
後
世
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
中
国
で
あ
れ
日
本
で
あ
れ
、
服
部
の
孔
子
教
は
「
国
体
」
と
表
裏
一
体
の
観
念
で
、
極
め
て
体
制
に
近
い
経
歴
を
歩
ん
だ
服

部
の
思
想
を
政
治
学
、
国
体
学
と
い
っ
た
方
面
か
ら
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
、「
昨
年
中
秋
後
支
那
湖
北
省
武
昌

に
て
革
命
騒
ぎ
が
起
つ
て
後
、
…
…
終
に
袖
手
傍
観
す
る
こ
と
ゝ
と
な
つ
た
。
然
し
自
分
は
竊
に
支
那
に
し
て
民
主
共
和
政
体
に
変
ぜ

ん
か
、
支
那
の
人
心
に
大
な
る
変
動
を
生
じ
、
延
い
て
我
が
国
に
も
影
響
す
る
に
至
る
無
き
か
を
憂
へ
た）11
（

」
と
い
っ
た
文
言
に
は
、
隣

国
中
国
に
対
し
て
単
に
国
益
の
み
か
ら
の
関
心
と
は
言
い
難
い
、
強
い
情
念
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

殊
に
遺
憾
な
（
こ
と
）
は
日
本
人
の
清
国
に
対
す
る
知
識
欠
乏
で
あ
る
。
書
物
其
他
清
国
を
知
る
に
便
宜
が
な
い
か
ら
、
支
那
を
理

解
す
る
は
困
難
で
あ
る
が
、
是
に
心
を
用
ゐ
て
貰
い
た
く
思
ふ
。
清
国
へ
行
く
者
の
多
数
は
、
支
那
の
新
記
事
を
見
て
事
実
を
確
め

ず
、
其
儘
信
ず
る
故
に
誤
解
が
多
い
、
是
等
人
々
は
片
言
雙
語
に
耳
を
傾
け
、
直
に
速
断
す
る
か
ら
自
然
誤
解
を
生
す
る
の
で
あ

る
。
私
は
日
本
の
有
力
者
が
多
く
渡
清
し
て
、
少
く
と
も
二
箇
月
間
位
は
滞
在
し
て
、
着
実
に
観
察
も
し
調
査
も
し
た
な
ら
ば
、
清

国
を
理
解
し
我
国
と
の
交
情
を
温
か
な
ら
し
む
る
に
於
て
、
少
な
か
ら
ぬ
利
益
が
あ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。

其
処
で
日
本
人
が
清
国
を
理
解
す
る
様
に
な
り
、
ま
た
清
国
人
も
社
交
に
於
て
日
本
を
正
解
す
る
様
に
な
つ
た
な
ら
ば
、
東
洋
の
二

大
帝
国
は
常
に
円
満
な
る
交
際
を
保
つ
（
こ
）
と
を
得
て
、
永
遠
に
平
和
を
維
持
す
る
（
こ
）
と
が
出
来
、
世
界
の
大
勢
に
従
て
益
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す
進
歩
発
達
す
る
（
こ
）
と
が
出
来
る
と
思
ふ）11
（

。

　
「
服
部
孔
子
教
」
と
い
う
「
思
想
」
の
基
軸
が
明
治
二
十
年
代
の
国
家
主
義
的
風
紀
の
中
に
形
成
さ
れ
た
、
と
の
み
の
解
釈
で
は
、

近
代
日
本
人
の
中
国
意
識
の
理
解
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
服
部
は
「
時
代
の
申
し
子
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
孔
子
の
教
が
我
が
邦
に
大
な
る
善
影
響
を
与
え
ま
し
た
の
も
、
大
義
名
分
を
明
ら
か
に
し
た
る
孔
子
の
教
義
に
よ
る
は
勿
論
で
あ
り

ま
す
が
、
又
孔
子
の
人
格
の
我
邦
人
心
に
及
ぼ
し
た
る
影
響
の
然
ら
し
む
る
も
の
が
最
も
大
な
る
も
の
で
あ
る
と
自
分
は
信
ず
る
の
で

あ
る）1（
（

」
の
よ
う
に
、
孔
子
を
生
ん
だ
中
国
尊
崇
の
観
念
を
常
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
子
安
氏
が
「
一
等
国
か
ら
来
た
御
用
学

者
」
と
形
容
す
る
よ
う
に
、
服
部
は
「
誤
れ
る
中
国
」
を
教
導
す
る
使
命
を
も
っ
て
臨
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
孔
子

を
信
奉
す
る
服
部
の
、
中
国
に
対
す
る
思
い
入
れ
を
注
視
し
た
が
、
服
部
の
晩
年
に
お
け
る
言
論
に
容
認
の
余
地
が
あ
る
と
す
る
意
図

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
洋
哲
学
を
学
び
、
自
身
の
観
念
の
根
底
に
あ
る
東
洋
の
哲
理
を
進
展
さ
せ
、
日
本
中
国
学
成
立
の
礎
を

積
極
的
に
築
い
た
一
人
で
あ
り
、
近
代
中
国
の
行
方
真
摯
に
関
心
を
寄
せ
た
一
人
で
あ
る
。

　

服
部
孔
子
教
は
明
ら
か
に
、
近
代
の
日
本
が
目
指
し
た
国
体
の
下
、
意
識
的
、
意
図
的
に
構
築
さ
れ
た
大
衆
教
化
の
テ
キ
ス
ト
で
あ

る
。
そ
の
基
本
的
思
想
の
概
要
、
発
想
の
動
機
は
民
国
成
立
前
後
を
待
た
ず
、
彼
が
初
め
て
中
国
を
訪
れ
る
以
前
に
す
で
に
形
成
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
教
導
の
対
象
は
中
国
お
よ
び
中
国
人
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
人
に
当
然
の
よ
う
に

潜
在
す
る
自
明
の
前
提
「
日
本
儒
教
」、
お
よ
び
明
治
政
府
が
取
っ
た
近
代
化
方
針
と
し
て
の
教
育
観
念
を
基
礎
に
、
当
時
の
日
本
の

国
体
観
念
に
意
識
的
無
意
識
的
に
連
動
し
、
ま
た
、
中
国
の
新
文
化
運
動
や
辛
亥
革
命
な
ど
の
変
革
に
呼
応
し
て
発
展
、
明
確
化
さ
れ

て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

従
来
、
国
内
に
お
い
て
は
、
中
国
古
典
文
学
も
し
く
は
中
国
古
典
哲
学
の
研
究
者
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
服
部

宇
之
吉
は
、
孔
子
教
を
も
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
、
啓
蒙
を
目
指
し
た
一
人
の
近
代
日
本
人
で
も
あ
り
、
近
代
日
本
の
中
国
学
形
成

期
、
国
の
対
中
政
策
と
不
可
分
で
あ
っ
た
日
本
中
国
学
お
よ
び
近
代
日
本
人
の
一
表
象
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。



（1（） （1

〔
注
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（
1
）　

思
想
研
究
と
し
て
は
、
陳
瑋
芬
氏
、
劉
岳
兵
氏
、
子
安
宣
邦
氏
な
ど
に
よ
っ
て
、
八
〇
年
代
以
降
、
数
多
く
の
優
れ
た
論
文
が
発
表
さ

れ
て
い
る
。
京
師
大
学
堂
等
教
育
関
連
、
ま
た
対
支
文
化
事
業
等
に
つ
い
て
は
山
根
幸
夫
氏
、
大
塚
豊
氏
、
阿
部
洋
氏
な
ど
に
詳
細
な
研
究

成
果
が
あ
る
。

（
2
）　
「
現
代
思
想
」（
青
土
社
）
二
〇
一
四
年
三
月
号
「
特
集

─
い
ま
な
ぜ
儒
教
か
」
所
収
。
譚
仁
岸
「
儒
学
の
『
創
造
的
転
化
』

─
八

〇
年
代
中
国
の
近
代
化
問
題
と
関
連
し
て
」、
張
志
強
「
伝
統
と
現
代
中
国

─
最
近
一
〇
年
来
の
中
国
国
内
に
お
け
る
伝
統
復
興
現
象
の

社
会
文
化
的
文
脈
に
関
す
る
分
析
」
に
は
、
前
世
紀
に
お
け
る
中
国
で
の
儒
教
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
経
緯
や
現
在
の
研
究
状
況
な
ど
が

詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　

同
右
。
一
四
一
頁

（
4
）　

厳
紹
璗
『
日
本
中
国
学
史
』
江
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
四
四
一
頁
。

（
5
）　

劉
岳
兵
『
日
本
近
代
儒
学
研
究
』
商
務
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
七
頁
。

（
（
）　
「
服
部
随
軒
先
生
追
悼
録
」（「
斯
文
」
二
一
の
一
二
、
一
九
三
九
年
、
斯
文
会
）
五
九
頁
。
高
田
真
治
弔
辞
。

（
（
）　

山
根
幸
夫
『
近
代
中
国
の
な
か
の
日
本
人
』（
研
文
出
版
、
一
九
九
四
年
）。
初
出
は
、「
服
部
宇
之
吉
と
中
国
」（
早
稲
田
大
学
社
会
科

学
研
究
所
編
『
社
会
科
学
討
究
』
三
四
の
二
、
一
九
八
八
年
十
二
月
、
二
五
五
頁
）。
子
安
氏
は
「
清
朝
崩
壊
後
の
中
国
へ
の
『
孔
子
教
』

に
仮
託
し
た
複
雑
な
思
い
入
れ
」
と
表
現
し
て
い
る
（「『
儒
教
の
成
立
』
と
『
儒
教
の
本
質
』」
一
九
九
六
年
、「
江
戸
の
思
想
」
三
、
ペ
リ

カ
ン
社
）。

（
8
）　

柴
五
郎
他
著
・
大
山
梓
編
『
北
京
籠
城
記
』（
平
凡
社
）、「
列
伝　

服
部
宇
之
吉
」（
東
亜
同
文
会
編
『
続
対
支
回
顧
録
』
所
収
。
原
書

房
、
一
九
七
三
年
）、
他
「
先
生
自
述
事
略
」（『
服
部
先
生
記
念
会
誌
』
所
収
。
一
九
三
二
年
）、「
服
部
先
生
自
叙
」（『
服
部
先
生
古
稀
記

念
論
文
集
』
所
収
。
一
九
三
六
年
）、「
服
部
先
生
記
念
祝
賀
会
」（「
斯
文
」
一
八
の
六
所
収
。
一
九
三
六
年
六
月
）、
服
部
武
「
北
京
大
学

堂
と
父
」（「
東
京
大
学
漢
学
会
雑
誌
」
所
収
）、「
先
学
を
語
る
」（「
東
方
学
」
四
六
所
収
。
一
九
七
三
年
八
月
）
等
参
照
。

（
（
）　

法
貴
慶
次
郎
「
服
部
博
士
追
悼
会
記
事
」
五
九

頁
。

（
10
）　

一
九
一
〇
年
「
支
那
人
の
見
た
（
る
）
孔
夫
子
」（「
日
本
及
日
本
人
」
五
三
一
）、
同
年
「
孔
子
の
集
大
成
」（「
漢
学
」
一
の
一
・

三
・
四
）、
一
九
一
一
年
「
孔
夫
子
」（「
弘
道
」
二
三
〇
）、
同
年
「
支
那
思
想
と
現
代
思
想
」（「
哲
学
雑
誌
」
二
六
の
二
九
五
）、
同
年
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「
支
那
に
於
け
る
孔
子
尊
崇
」（「
東
亜
研
究
」
一
の
一
）、
一
九
一
二
年
「
孔
子
と
老
墨
ニ
子
」（「
東
亜
の
光
」
七
の
二
）、
一
九
一
三
年

「
春
秋
公
羊
学
の
妄
を
弁
ず
」（「
東
亜
研
究
」
三
）
な
ど
。
ま
た
、
服
部
の
著
作
物
の
中
に
は
種
々
の
講
演
会
の
口
述
筆
記
が
あ
る
が
、
こ

の
こ
ろ
に
は
そ
の
抄
録
が
新
聞
に
も
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）　
「
本
書
収
む
る
と
こ
ろ
の
論
文
十
有
余
論
は
、
或
は
孔
子
の
人
格
の
偉
大
を
説
き
、
或
は
支
那
人
の
孔
子
の
教
義
を
誤
解
す
る
所
以
を

論
ず
る
等
皆
孔
子
教
の
真
義
を
闡
明
す
る
に
あ
ら
ざ
る
は
無
し
」
一
九
一
七
年
、
京
文
社
。

（
12
）　

子
安
宣
邦
「
近
代
中
国
と
日
本
と
孔
子
教

─
孔
教
国
教
化
問
題
と
中
国
認
識
」（「
環
」V

ol.

十
二
所
収
）
四
六
〇
～
四
七
七
頁
。

陳
瑋
芬
氏
は
「
そ
の
『
孔
子
教
』
論
は
、
中
国
に
お
け
る
儒
教
の
あ
り
方
へ
の
反
発
か
ら
成
立
し
た
」
と
表
現
し
て
い
る
（「
服
部
宇
之
吉

の
『
孔
子
教
』
論
─
そ
の
『
儒
教
非
宗
教
』
説
・『
易
姓
革
命
』
説
・
及
び
『
王
道
立
国
』
説
を
中
心
に
」
二
〇
〇
一
年
、「
季
刊
日
本
思
想

史
」
第
五
九
号
所
収
）。

（
1（
）　
「
支
那
に
於
け
る
孔
子
尊
崇
」
一
〇
頁
。「
孔
子
誕
辰
会
席
上
に
於
け
る
演
説
の
大
要
を
記
述
し
稍
々
増
損
せ
る
も
の
」
と
し
て
、
一
九

一
一
年
十
二
月
の
「
東
亜
研
究
（
漢
学
改
題
）」
第
一
巻
第
一
号
（
通
篇
第
十
六
号
、
東
亜
学
術
研
究
会
編
）
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
だ
が
、

冒
頭
は
「
自
分
は
支
那
に
在
る
間
に
、
支
那
国
民
が
孔
子
に
対
す
る
態
度
等
に
就
き
ま
し
て
は
特
に
注
意
を
払
い
ま
し
た
。
段
々
観
察
致
し

ま
し
て
自
分
の
深
く
感
じ
ま
し
た
こ
と
は
、
支
那
の
統
一
と
孔
子
と
の
関
係
で
あ
り
ま
す
。
…
…
即
ち
支
那
の
統
一
を
保
つ
所
以
の
も
の
は

孔
子
の
教
で
あ
る
。
而
し
て
孔
子
の
教
が
此
く
ま
で
大
な
る
勢
力
有
る
所
以
の
も
の
は
、
孔
子
の
人
格
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即

ち
孔
子
の
人
格
が
支
那
を
統
一
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
」
に
始
ま
り
、
主
と
し
て
、
義
和
団
の
乱
以
降
の
、
主
と
し
て
一
九
〇
六
（
光
緒

三
十
二
）
年
前
後
（「
教
育
宗
旨
」
上
諭
前
後
）
の
教
育
政
策
お
よ
び
当
時
の
清
国
庶
民
の
孔
子
尊
崇
の
現
状
を
細
か
に
解
説
し
て
い
る
。

中
国
の
統
一
と
孔
子
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
多
く
の
著
作
に
書
か
れ
て
い
る
。
服
部
の
代
表
作
『
東
洋
倫
理
綱
要
』（
一
九
一
六
年
、
京
文

社
）
に
も
「
支
那
国
家
の
統
一
は
、
孔
子
を
以
て
唯
一
の
中
心
点
と
為
す
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
正
式
に
「
孔
子
教
」
の
項
目
が
あ
る
。

（
14
）　

「
孔
子
教
に
関
す
る
支
那
人
の
誣
妄
を
弁
ず
」「
東
亜
研
究
」
三
の
一
所
収
。
一
九
一
四
年
二
月
、
一
～
二
頁
、
東
亜
研
究
会
。「
近
著

の
支
那
雑
誌
に
孔
子
及
び
孔
子
教
に
関
す
る
妄
説
あ
り
、
因
て
前
号
所
載
道
家
修
養
法
の
続
稿
を
次
号
に
譲
り
、
此
一
篇
を
草
す
」
と
前
置

き
し
て
書
か
れ
た
、
激
し
い
論
調
の
一
文
で
あ
る
。「
今
や
支
那
人
は
所
有
牽
強
誣
妄
を
恣
に
し
孔
子
及
び
孔
子
教
を
民
主
共
和
に
伝
会
せ

ん
と
す
、
我
邦
の
学
者
或
は
一
笑
に
付
し
て
顧
み
ず
、
或
は
過
渡
時
代
の
常
と
し
て
意
に
介
せ
ず
、
吾
人
は
則
ち
然
か
く
冷
静
に
看
過
す
る

こ
と
能
は
ず
、
彼
益
々
牽
強
誣
妄
を
逞
し
く
せ
ば
、
我
益
々
論
説
弁
難
を
盛
ん
に
し
、
孔
子
教
の
真
義
を
闡
明
す
る
を
以
て
吾
人
孔
子
の
徒
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た
る
者
の
義
務
な
り
と
信
ず
、
唯
、
之
を
存
す
る
の
名
を
仮
り
て
牽
強
誣
妄
を
恣
に
す
る
に
至
り
て
は
吾
人
之
を
許
す
こ
と
能
は
ず
、
鼓
を

鳴
し
て
聖
人
を
誣
い
る
の
罪
を
問
は
ざ
れ
ば
措
か
ざ
る
な
り
（
九
頁
）」。
他
に
「
支
那
に
於
け
る
道
徳
の
危
機
（
孔
子
祀
典
の
存
廃
問
題

等
）」（「
東
亜
研
究
」
二
の
一
一
所
収
。
一
九
一
二
年
十
二
月
）、「
春
秋
公
羊
学
の
妄
を
弁
ず
」（「
東
亜
研
究
」
三
の
六
所
収
。
一
九
一
三

年
六
月
）
等
。

（
15
）　

名
古
屋
高
等
商
業
学
校
研
究
室
編
集
「
孔
子
教
に
就
い
て
」（「
商
業
経
済
論
叢
」
所
収
。
實
文
館
）

（
1（
）　
「
中
央
佛
教
」（
八
の
一
三
）
所
収
。
中
央
仏
教
社
。
一
七
頁
。

（
1（
）　

同
様
に
「
支
那
が
民
主
共
和
国
と
な
り
て
以
来
十
三
年
、
其
の
思
想
界
に
於
け
る
忠
臣
問
題
は
『
サ
イ
エ
ン
ス
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
な

り
」
と
あ
る
「
中
華
民
国
と
孔
子
教
」
の
発
行
は
一
九
二
五
年
一
月
。「
東
亜
の
光
」
二
〇
の
一
所
収
。

（
18
）　

服
部
は
「
大
正
十
三
年
春
」
と
し
て
い
る
（「
随
筆
三
則
」『
文
藝
春
秋
』
一
六
の
六
所
収
。
一
九
三
八
年
四
月
）。
他
、
江
上
波
夫

『
東
洋
学
の
系
譜
』
九
二
頁
等
参
照
。

（
1（
）　
「
孔
子
の
集
大
成
」、
東
亜
学
術
研
究
会
編
「
漢
学
」
第
一
巻
第
一
号
所
収
。「
孔
子
の
集
大
成
」
は
「
漢
学
」
一
の
一
・
三
・
四
（
一

九
一
〇
年
五
月
七
月
八
月
に
載
せ
ら
れ
た
労
作
で
、
服
部
が
孔
子
教
を
紐
解
い
た
論
説
文
。

（
20
）　

吉
川
幸
次
郎
「
折
々
の
人
」

（
21
）　

前
掲
「
服
部
随
軒
先
生
追
悼
録
」
四
八
頁
。
服
部
の
「
専
門
」
に
つ
い
て
は
、
江
上
波
夫
『
東
洋
学
の
系
譜
』
に
も
「
哲
学
科
出
身

で
、
西
洋
哲
学
や
そ
の
方
法
論
な
ど
に
詳
し
か
っ
た
の
に
、
ど
う
し
て
そ
の
方
面
の
業
績
が
少
」
な
か
っ
た
か
、
と
私
見
を
記
し
つ
つ
、

「
生
前
何
度
か
会
っ
て
教
え
を
受
け
話
も
し
た
の
だ
が
、
そ
の
点
を
聞
き
そ
び
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
返
す
返
す
も
残
念
で
あ
る
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
服
部
自
身
は
後
に
「
自
家
の
専
門
が
支
那
哲
学
に
在
る
」（『
漢
学
』「
孔
子
の
集
大
成
」
一
九
一
〇
年
）
と
語
っ
て
い
る
。

（
22
）　

他
、
明
治
二
十
四
年
か
ら
続
い
た
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
論
争
」
が
時
代
背
景
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
2（
）　
「
懐
旧
雑
爼
」（
斯
文
会
「
斯
文
」
一
六
の
七
）
等
参
照
。『
中
等
論
理
学
』（
一
八
九
二
年
。
冨
山
房
）、『
心
理
学
』（
一
八
九
四
年
。

冨
山
房
）、『
倫
理
学
』（
一
八
九
六
年
。
金
港
堂
書
籍
。
一
八
九
九
年
に
文
体
を
換
え
た
改
訂
版
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
前
言
を
み

る
と
、
初
版
が
教
員
文
庫
の
一
冊
で
あ
る
と
分
か
る
）。

（
24
）　
『
倫
理
学
』
一
～
十
九
頁
。

（
25
）　
『
大
西
博
士
全
集
』
第
五
巻
（
警
醒
社
、
一
九
〇
四
年
）
所
収
。
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（
2（
）　
『
東
方
学
』
四
六
「
先
学
を
語
る
」
一
九
七
三
年
。
二
〇
頁
。「
帝
国
大
学
総
長
加
藤
弘
之
博
士
よ
り
授
け
ら
れ
た
卒
業
証
書
に
よ
る

と
、
在
学
中
主
に
哲
学
史
・
論
理
学
・
心
理
学
・
審
美
学
を
ブ
ッ
セ
氏
に
、
史
学
を
リ
ー
ス
氏
に
、
ド
イ
ツ
語
を
フ
ロ
レ
ン
ツ
博
士
な
ど

に
、
ラ
テ
ン
語
を
神
田
乃
武
氏
に
、
東
洋
哲
学
及
び
漢
文
を
教
授
島
田
重
礼
博
士
や
南
摩
綱
紀
氏
に
、
社
会
心
理
学
を
外
山
正
一
博
士
に
、

精
神
物
理
学
を
元
良
勇
次
郎
氏
に
学
び
、
他
に
動
物
学
・
生
理
学
・
精
神
病
学
な
ど
を
も
修
め
た
。
以
上
諸
家
の
中
、
父
が
最
も
私
淑
し
た

の
は
文
科
大
学
長
外
山
博
士
及
び
後
に
岳
父
と
な
る
島
田
博
士
、
哲
学
科
の
先
輩
で
最
も
畏
敬
し
た
の
は
大
西
祝
博
士
の
よ
う
で
あ
る
」

（
2（
）　
「
新
人
」
一
一
の
三
「
支
那
学
に
関
す
る
意
見
」
一
九
一
〇
年
三
月　

四
六
頁
。

（
28
）　

藤
塚
明
直
「
服
部
宇
之
吉
先
生
と
父
藤
塚
隣
」「
斯
文
」
五
八
所
収
。
一
九
六
九
年
十
月
。
藤
塚
隣
は
服
部
が
一
九
二
三
年
に
創
設
の

任
務
を
負
っ
た
京
城
帝
国
大
学
（
朝
鮮
帝
国
大
学
）
に
送
っ
た
弟
子
。

（
2（
）　
「
支
那
に
於
け
る
道
徳
の
危
機
（
孔
子
祈
典
の
存
廃
問
題
等
）」
一
九
一
二
年
十
一
月
、「
東
亜
研
究
」
二
の
一
一
所
収
、
東
亜
学
術
研

究
会
。
一
二
頁
。

（
（0
）　
「
太
陽
」（
一
二
の
一
二
・
一
三
。
一
九
〇
六
年
九
・
十
月
）
所
収
「
清
国
の
覚
醒
と
排
外
思
想
」
七
九
～
八
〇
頁
。
他
、「
清
国
事
変

ノ
裏
面
観
」（
一
九
一
二
年
五
月
「
国
家
学
会
雑
誌
」
第
参
百
四
号
第
二
十
六
巻
第
六
号
、
九
七
～
一
二
八
頁
。
国
家
学
会
編
、
東
京
大
学

大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
刊
行
）
等
。

（
（1
）　
「
日
本
文
化
の
支
那
に
及
ぼ
せ
る
影
響
」（「
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
二
の
三
」
所
収
、
一
九
一
四
年
十
月
」
な
ど
複
数
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
「
支
那
に
於
け
る
孔
子
尊
崇
」
二
頁
の
文
言
を
引
用
し
た
。




