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梁啓超（飲冰）と荘子が辿った「人間世」素描
　
　
　

は
じ
め
に

　

梁
啓
超
は
自
身
の
室
名
「
飲
冰
」
を
、『
荘
子
』「
人
間
世
篇
」
の
一
句
「
今
吾
朝

受
命
而
夕
飲
冰
」
か
ら
取
っ
て
い
る
。
楚
の
国
の
葉
公
子
高
が
国
使
と
し
て
斉
の
国

に
赴
く
こ
と
に
な
り
、
孔
子
に
助
言
を
求
め
て
い
る
一
段
で
、
葉
公
子
高
が
自
分
は

梁
啓
超
（
飲
冰
）
と
荘
子
が
辿
っ
た
「
人
間
世
」
素
描

　
─
変
法
、
新
民
、
開
明
専
制
を
経
て
─

吉
田
　
薫

王
か
ら
朝
命
を
受
け
る
や
夕
方
に
は
体
内
が
熱
く
な
っ
て
冰
を
飲
ん
で
い
る
と
言

い
、
い
か
に
対
処
す
れ
ば
よ
い
か
と
訴
え
る
。
孔
子
は
そ
れ
に
対
し
て
、
慎
重
に
期

す
べ
き
点
を
挙
げ
た
後
、
相
手
国
に
は
王
の
命
を
何
ら
細
工
を
施
す
こ
と
な
く
そ
の

ま
ま
伝
え
る
の
が
よ
い
と
言
い
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
が
難
し
い
こ
と
な
の
だ
と
返
す

の
で
あ
っ
た
。
梁
啓
超
が
こ
の
一
段
の
「
飲
冰
」
の
文
言
を
室
名
に
し
た
の
は
、

一
八
九
八
年
戊
戌
政
変
後
日
本
に
逃
れ
、
横
浜
で
『
清
議
報
』
を
発
行
し
、
そ
の
誌

上
に
自
ら
の
エ
ッ
セ
イ
「
飲
冰
室
自
由
書
」
を
連
載
し
始
め
た
時
で
あ
っ
た
。

　
　

 　

私
は
日
本
に
身
を
寄
せ
て
以
来
、
か
の
地
の
人
士
た
ち
と
交
わ
っ
て
、
彼
ら

の
詩
を
詠
ん
だ
り
書
を
読
ん
だ
り
し
て
い
る
と
、時
に
感
じ
入
る
も
の
が
あ
り
、

一
人
二
人
の
博
識
な
師
友
に
自
ら
の
思
い
を
吐
露
し
た
り
す
る
の
で
あ
っ
た

が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
無
涯
生
は
、「
そ
れ
ら
を
記

し
て
お
く
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
言
う
。
思
う
に
、
断
片
的
な
も
の
、

竹
か
す
や
木
屑
の
よ
う
な
小
さ
な
も
の
は
記
し
て
お
い
て
も
天
下
に
何
ら
役
に

も
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
自
身
の
学
識
の
進
歩
や
衰

は
じ
め
に

一
、
変
法
の
中
で
―
―
孔
子
の
背
後
に
控
え
る
荘
子

二
、
仁
義
か
ら
牧
羊
政
体
へ

三
、
飲
冰
と
「
自
由
書
」

四
、
新
民
か
ら
開
明
専
制
に
至
る
道
―
―
「
自
然
」
と
の
対
峙

五
、
道
家
思
想
の
再
認
識
と
「
仁
」
の
拡
充

お
わ
り
に
―
―
屈
原
と
の
対
話
の
中
で
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え
、
気
力
の
増
減
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
毎
日
い
く
つ
か
記

し
て
そ
れ
を
日
々
の
日
課
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
か
に
心
を
動
か
さ
れ
る

と
、
何
の
体
裁
も
趣
旨
も
順
序
も
な
く
、
そ
の
都
度
筆
に
任
せ
て
つ
づ
っ
て
い

る
。
議
論
を
提
示
し
た
り
、
学
問
を
講
じ
た
り
、
何
か
事
柄
を
記
し
た
り
、
あ

る
い
は
書
物
を
抄
写
し
た
り
。
文
語
を
使
っ
た
り
、
俚
語
を
使
っ
た
り
と
、
た

だ
自
分
の
意
に
任
せ
て
い
る
だ
け
だ
。
荘
生
曰
く
「
朝
に
命
を
受
け
夕
方
に
冰

を
飲
む
」
と
。
私
は
内
に
熱
い
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
で
も
っ
て
室
名
と
し

た
。
西
儒
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
曰
く
、「
人
群
（
人
間
の
集
団
、

社
会
）
の
進
化
に
は
、
何
を
お
い
て
も
思
想
の
自
由
、
言
論
の
自
由
、
出
版
の

自
由
が
必
要
で
あ
る
」
と
。
こ
の
三
大
自
由
は
私
に
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
る
の

で
、
こ
れ
を
私
の
書
名
と
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
飲
冰
室
自
由
書（

１
）」）

　

こ
の「
飲
冰
」と
三
大
自
由
は
ど
の
よ
う
な
関
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
梁
啓
超
と
荘
子
の
因
縁
の
内
実
を
読
み
解
く
べ
く
、
梁
啓
超
と
荘
子
の
関
わ

り
が
梁
啓
超
の
思
想
遍
歴
と
と
も
に
、
い
か
な
る
「
人
間
世
」
の
中
で
、
い
か
に
展

開
し
て
い
く
の
か
を
検
討
す
る
。

　

時
は
遡
り
、
一
八
九
四
年
か
ら
一
八
九
五
年
に
か
け
て
の
日
清
戦
争
の
さ
な
か
、

梁
啓
超
は
時
勢
へ
の
憂
い
と
憤
り
の
中
で
自
ら
の
抱
負
を
詩
に
詠
み
、
後
に
上
海
に

て
と
も
に
『
時
務
報
』
刊
行
に
携
わ
る
汪
康
年
に
送
る
。

　
　

奇
士
在
世
間　

即
造
一
世
福

　
　

履
崇
与
処
庳　

所
願
乃
各
足

　
　

新
義
鑿
沌
竅　

大
声
振
聾
俗

　
　

数
賢
一
振
臂　

万
夫
論
相
属

　
　

人
才
与
風
気　

盛
衰
関
全
局

　
　

去
去
復
奚
為　

芳
草
江
南
緑

　
　

采
掇
当
及
時　

無
為
自
窮
蹙

　

（
奇
士　

世
間
に
在
れ
ば　

即
ち
造
る
一
世
の
福

　
　

崇た
か

き
を
履ふ

む
と
庳ひ

く

き
に
処お

る
と　

願
う
所
は
乃
ち
各
お
の
足
れ
り

　
　

新
義
も
て
沌と

ん

の
竅あ

な

を
鑿う

が

ち　

大
声
も
て
聾
俗
を
振
る
わ
す

　
　

数
賢　

一
た
び
臂ひ

じ

を
振
ら
ば　

万
夫　

論
ず
る
こ
と
相
い
属つ

づ

く

　
　

人
才
と
風
気
と　

盛
衰　

全
局
に
関
わ
る

　
　

去ゆ

き
去
き
て
復
た
奚な

に

を
か
為
さ
ん　

芳
草　

江
南　

緑
な
り

　
　

采さ
い

掇て
つ

は
当ま

さ

に
時
に
及
ぶ
べ
く　

為
す
無
く
ん
ば
自
ら
窮き

ゅ
う

蹙し
ゅ
く

せ
ん
）

（「
与
穣
公
同
年
書（

２
）」）

　
「
新
義
」
で
も
っ
て
渾
沌
に
竅
を
鑿
つ
。
梁
啓
超
は
、
広
く
人
材
を
集
め
て
新
た

な
風
気
を
創
出
す
べ
く（

３
）、

一
八
九
六
年
に
上
海
で
『
時
務
報
』
を
発
行
し
、
変
法
思

想
を
展
開
さ
せ
、
雑
誌
の
刊
行
を
手
掛
け
つ
つ
数
多
く
の
論
考
を
発
表
し
て
い
く
。

　

梁
啓
超
は
自
ら
の
文
章
で
は
技
巧
を
尊
ん
で
い
た
。
そ
の
文
体
は
俗
語
や
韻
語
、

外
国
語
を
も
混
ぜ
合
わ
せ
た
も
の
で
「
新
文
体
」
と
称
さ
れ（

４
）、

随
意
に
文
体
を
創
出

し
て
い
た
が
、
梁
啓
超
が
文
脈
の
中
で
荘
子
の
文
言
を
用
い
る
際
、
そ
の
原
典
の
思

想
に
対
し
て
、
著
者
の
思
考
が
そ
の
都
度
ど
の
程
度
働
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

文
章
に
よ
っ
て
は
便
宜
的
に
言
い
回
し
を
借
り
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
て
も
全

く
原
意
を
意
識
し
な
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
文
意
の
中
で

荘
子
の
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
注
意
を
向
け
て

い
き
た
い
。

　

道
家
の
老
子
に
関
し
て
は
、
梁
啓
超
が
改
革
論
を
展
開
さ
せ
る
際
に
老
子
の
「
無

動
」
は
中
国
の
「
積
弱
」
の
負
の
要
素
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
た（

５
）。「

無
動
」
で
「
無

為
」
は
何
も
新
た
な
も
の
を
生
み
出
さ
な
い
。
梁
啓
超
が
「
新
民
説
」
を
提
唱
し
て
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い
る
時
に
は
、
老
子
は
「
群
治
」（
社
会
）
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ス
的
な
要
素
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。
梁
啓
超
は
国
家
主
義
に
も
心
酔
し（

６
）、

そ
の
後
開
明
的
な
専
制
を
唱
え

た
「
開
明
専
制
論
」
を
発
表
す
る
。
思
想
も
質
的
な
変
化
を
見
せ
る
が
、
第
一
次
世

界
大
戦
後
の
一
九
一
八
年
末
か
ら
一
九
二
〇
年
に
か
け
て
欧
州
を
遊
歴
し
、
梁
啓
超

自
身
、
中
国
文
化
に
対
し
て
再
評
価
を
す
る
に
至
る
。
梁
啓
超
の
思
想
と
い
う
の
は

幾
度
も
変
動
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
思
想
遍

歴
に
沿
い
な
が
ら
、
梁
啓
超
と
荘
子
の
因
縁
が
ど
の
よ
う
に
「
人
間
世
」
で
作
用
を

し
て
き
た
の
か
、
梁
啓
超
と
荘
子
の
関
わ
り
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　

一
、
変
法
の
中
で
―
―
孔
子
の
背
後
に
控
え
る
荘
子

　

梁
啓
超
は
「
論
支
那
宗
教
哲
学
」（
一
八
九
九
年
）
に
て
康
有
為
の
哲
学
に
つ
い

て
紹
介
す
る
。そ
の
中
で
、康
有
為
が
唱
え
る
孔
教
の
概
要
を
語
る
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
こ
で
は
、
孔
子
の
学
派
に
は
大
同
教
派
と
小
康
教
派
の
二
大
流
派
が
あ
り
、
さ
ら

に
、
大
同
教
派
の
師
が
荘
子
と
孟
子
、
小
康
教
派
の
師
が
荀
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る（

７
）。

本
章
で
は
こ
の
康
有
為
や
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
梁
啓
超
ら
が
変
法

運
動
の
際
に
さ
か
ん
に
唱
え
て
き
た
大
同
思
想
に
、
荘
子
が
絡
ん
で
い
る
点
に
着
目

し
た
い
。
荘
子
が
ど
の
よ
う
に
孔
子
や
大
同
思
想
に
関
わ
る
の
か
。
そ
れ
に
関
連
す

る
文
句
は
、
康
有
為
、
梁
啓
超
ら
と
と
も
に
変
法
運
動
を
担
っ
た
譚
嗣
同
の
作
『
仁

学
』
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　

 

天
下
が
あ
っ
て
国
と
い
う
も
の
が
な
い
と
き
が
、
地
球
の
治
で
あ
る
。『
荘
子
』

に
は
「
天
下
に
は
再ざ

い

宥ゆ
う

す
る
も
の
で
、
治
め
る
も
の
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、

治
め
る
と
は
国
を
保
持
す
る
こ
と
、
再
宥
す
る
と
は
国
と
い
う
も
の
の
な
い
こ

と
で
あ
る
。
□
□
□
の
説
で
は
、「
再
宥
」
と
は
「
自
由
」
の
音
の
転
化
し
た

語
で
あ
る
。
う
ま
い
こ
と
を
い
う
も
の
だ
。
一
人
ひ
と
り
が
自
由
に
で
き
る
と

き
は
、
民
に
国
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
国
が
な
け
れ
ば
、
境
界
は
消
滅
し
、
戦

争
は
あ
と
を
絶
ち
、
猜
疑
は
消
え
、
権
謀
は
不
必
要
で
あ
り
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
、

と
い
う
こ
と
が
な
く
な
り
、
平
等
が
現
実
と
な
る
。
そ
の
と
き
、［
天
子
が
］

天
下
を
保
持
す
る
と
は
い
っ
て
も
天
下
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る（

８
）。

　

康
有
為
は
、
歴
史
は
拠
乱
の
世
、
升
平
の
世
（
小
康
）、
太
平
の
世
（
大
同
）
へ

向
か
っ
て
進
化
し
て
い
く
と
見
立
て
大
同
思
想
を
打
ち
立
て
、「
変
法
維
新
」
の
根

拠
と
し
た（

９
）。

譚
嗣
同
の
こ
の
一
段
も
康
有
為
の
影
響
下
で
の
文
言
で
あ
る
こ
と
が
窺

え
る
が
、
空
欄
箇
所
は
お
そ
ら
く
康
有
為
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
康
有
為
の
『
論
語

注
』
に
、『
仁
学
』
の
こ
の
一
段
の
文
言
に
連
な
る
内
容
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
既
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
た
い）

（1
（

。

　

康
有
為
は
一
九
〇
二
年
に
イ
ン
ド
に
て
『
論
語
注
』
の
序
を
し
た
た
め
、
戊
戌
政

変
の
難
を
避
け
て
い
る
頃
か
ら
『
論
語
』
の
補
注
に
取
り
掛
か
っ
て
い
た
と
記
し
て

い
る）

（（
（

。『
論
語
』
の
「
公
冶
長
第
五
」
の
一
文
、「
子
贛
曰
、
我
不
欲
人
之
加
諸
我
也
、

吾
亦
欲
無
加
諸
人
。
子
曰
、
賜
也
、
非
爾
所
及
也
。」（
子
贛
曰
く
、
我
れ
人
の
諸
れ

を
我
れ
に
加
え
ん
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
は
、
吾
れ
亦
た
諸
れ
を
人
に
加
う
る
こ
と
無
か

ら
ん
と
欲
す
。
子
曰
く
、
賜
や
、
爾
の
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り
）
に
つ
い
て
、
康
有

為
は
独
自
の
解
釈
を
示
す
。
康
有
為
が
い
う
に
は
、
こ
の
一
段
で
は
子
貢
が
「
天
道
」

で
あ
る
自
立
自
由
の
学
を
聞
い
て
、
人
道
の
公
理
を
完
成
さ
せ
早
急
に
天
下
に
推
し

進
め
よ
う
と
試
み
た
と
こ
ろ
、
孔
子
は
、
今
は
拠
乱
の
世
で
あ
り
、
世
の
中
は
未
熟

で
あ
る
た
め
に
、
道
を
行
う
に
は
時
期
尚
早
だ
と
諭
し
、
進
化
が
升
平
、
太
平
の
段

階
に
達
す
る
ま
で
待
つ
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
釈
す）

（1
（

。

　

さ
ら
に
、
子
貢
に
関
し
て
は
、
孔
子
の
天
道
の
思
想
を
学
び
伝
え
、
儒
家
の
仁
恕
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の
旨
も
深
く
会
得
し
た
孔
子
の
大
同
思
想
の
継
承
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

大
同
の
道
を
田
子
方
に
伝
え
、
田
子
方
が
さ
ら
に
荘
子
に
伝
え
、
荘
子
が
「
再
宥
天

下
」
を
語
り
、
大
々
的
に
自
由
の
趣
旨
を
提
唱
す
る
に
至
っ
た
と
述
べ
る
。
康
有
為

に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
こ
の
自
由
の
旨
は
孔
子
の
究
め
て
奥
深
い
学
説
で
あ
る
が
、

ま
だ
適
切
な
時
期
で
は
な
い
た
め
、
多
く
が
「
微
言
」
の
み
で
表
に
出
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。荘
子
に
至
っ
て
、大
々
的
に
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。し
た
が
っ

て
、「
天
下
篇
」
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
荘
子
は
孔
子
を
「
神
明
聖
王
」
と
称
し

て
大
層
尊
重
し
て
い
る
と
、
康
有
為
は
荘
子
が
い
か
に
孔
子
を
高
く
評
価
し
て
い
る

か
を
強
調
す
る
の
で
あ
っ
た）

（1
（

。

　

実
際
、『
荘
子
』
に
は
儒
家
や
孔
子
へ
の
批
判
や
諷
刺
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
も
康
有
為
は
見
逃
さ
ず
、何
と
か
解
釈
を
施
す
必
要
が
あ
っ
た
。康
有
為
曰
く
、

荘
子
が
自
由
自
在
に
遊
行
し
て
い
る
時
に
孔
子
を
難
じ
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
孔
子
の
道
と
い
う
も
の
を
あ
ま
り
に
も
深
く
知
り
尽
く
し
て
い
る
た
め
、
天

下
を
小
さ
い
も
の
と
見
な
し
て
万
物
で
も
っ
て
遊
ぶ
と
い
う
志
向
が
示
さ
れ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る）

（1
（

。
こ
の
『
論
語
注
』
に
見
ら
れ
る
荘
子
評
価
は
、
実
は
変
法
運
動

の
さ
な
か
で
完
成
を
見
た
康
有
為
の
『
孔
子
改
制
考
』
で
も
確
認
で
き
る
。
康
有
為

が
述
べ
る
に
は
、
荘
子
の
学
問
は
田
子
方
か
ら
出
て
お
り
、
田
子
方
は
子
夏
の
弟
子

で
あ
る
た
め
、
荘
子
は
子
夏
の
た
め
に
改
め
て
そ
の
学
問
を
伝
え
た
こ
と
に
な
る
。

荘
子
は
実
に
孔
子
の
後
学
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
。こ
こ
で
も『
荘
子
』「
天
下
篇
」

の
冒
頭
に
見
ら
れ
る
「
神
明
聖
王
」
を
最
大
限
の
頼
み
と
し
て
、
古
来
孔
子
を
敬
し

て
孔
子
を
論
じ
た
者
の
中
で
荘
子
に
及
ぶ
者
は
な
い
と
言
う
。
六
経
の
大
義
も
六
経

の
順
序
も
す
べ
て
荘
子
が
伝
え
た
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
と
荘
子
の
業
績
を
高
く
評
価

す
る
。
し
た
が
っ
て
、『
荘
子
』
に
見
ら
れ
る
儒
家
や
孔
子
の
批
判
や
諷
刺
に
つ
い

て
も
上
記
と
同
様
で
、
荘
子
は
老
子
に
託
し
て
孔
子
を
諷
刺
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た

が
、
康
有
為
は
老
子
に
対
し
て
は
、
一
時
の
安
ら
ぎ
の
み
求
め
て
天
下
の
乱
を
考
え

な
い
と
い
う
の
は
老
子
の
禍
甚
だ
し
い
と
語
気
を
強
め
て
批
判
を
し
た
上
で
、
荘
子

は
も
と
よ
り
孔
子
が
制
を
改
め
て
教
を
立
て
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
た
め
に
敢
え

て
こ
の
よ
う
な
常
軌
を
逸
し
た
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
だ
と
い
う
補
足
説
明
を
つ
け

て
い
る）

（1
（

。

　

続
け
て
康
有
為
の
荘
子
解
釈
に
よ
れ
ば
、
荘
子
は
、
孔
子
の
思
想
が
根
本
的
な
も

の
と
末
梢
的
な
も
の
、
精
微
な
も
の
と
粗
雑
な
も
の
す
べ
て
の
道
理
を
包
含
し
て
い

る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
は
孔
子
に
よ
っ
て
創
り
だ
さ
れ
た
と
考
え
て
い
た
。
荘

子
は
子
貢
の
「
微
妙
之
説
」
を
受
け
継
ぎ
、
粗
雑
な
部
分
は
捨
て
去
り
、
精
微
な
部

分
を
選
び
と
っ
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
て
孔
子
の
学
問
の
一
部
に
す
ぎ
な
い

と
康
有
為
は
荘
子
の
持
つ
自
由
自
在
な
無
為
の
価
値
を
、
孔
子
の
学
問
に
帰
結
さ
せ

る）
（1
（

。

　

さ
ら
に
、「
子
贛
曰
、
夫
子
之
文
章
、
可
得
而
聞
也
。
夫
子
之
言
性
与
天
道
、
不

可
得
而
聞
也
。」（
子
贛
曰
く
、
夫
子
の
文
章
は
、
得
て
聞
く
べ
き
な
り
。
夫
子
の
性

と
天
道
と
を
言
う
は
、
得
て
聞
く
べ
か
ざ
る
な
り
。）
の
一
文
に
つ
い
て
も
、
康
有

為
は
『
荘
子
』
の
「
天
下
篇
」
に
拠
っ
て
「
可
得
而
聞
」
が
説
明
で
き
る
と
し
、
孔

子
の
言
う
性
と
天
道
の
学
問
は
大
局
も
細
部
も
問
わ
ず
、
い
か
な
る
所
に
も
存
在
し

て
い
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
康
有
為
は
以
下
の
よ
う
に
荘
子
を
解
釈
す
る
。
荘
子
は

「
恣
肆
精
奇
」（
自
在
で
精
彩
を
放
ち
か
つ
絶
妙
で
あ
る
）
で
も
っ
て
、
老
子
と
墨

子
を
た
だ
道
の
一
部
の
み
し
か
会
得
で
き
て
い
な
い
人
物
と
見
な
し
、
孔
子
を
神
明

な
聖
王
と
尊
び
、孔
子
は
天
地
の
美
を
備
え
て
い
る
と
言
う
。さ
ら
に
、天
下
の
人
々

は
人
間
の
性
や
天
の
道
を
理
解
し
て
い
な
い
が
た
め
に
天
地
の
純
粋
な
美
を
得
ら
れ

ず
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
己
の
見
解
に
固
執
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
孔
子
の
思
想
が
抑

え
つ
け
ら
れ
て
発
展
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
荘
子
は
悲
し
ん
で
い
た
。
以
上
の
よ
う

に
康
有
為
は
荘
子
が
い
か
に
孔
子
を
高
く
評
価
し
て
い
た
か
を
強
調
し
た
上
で
、
も

し
荘
子
が
孔
子
の
言
う
性
や
天
の
道
理
を
継
承
せ
ず
、
孔
子
の
最
も
奥
深
い
内
容
ま



27

梁啓超（飲冰）と荘子が辿った「人間世」素描

で
探
究
し
て
い
な
け
れ
ば
、
荘
子
は
孔
子
に
対
し
て
こ
こ
ま
で
敬
服
す
る
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
六
経
は
十
分
に
孔
子
の
す
べ
て
を
表
し
て
い
な
い
た
め
、
子
貢
と

荘
子
の
言
説
か
ら
孔
子
の
学
問
を
推
し
量
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
っ

た）
（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
荘
子
を
孔
子
と
結
び
付
け
る
考
え
は
、
実
際
、
か
な
り
早
い
時
期
か

ら
見
ら
れ
、
一
八
九
六
年
に
康
有
為
が
広
東
の
私
塾
万
木
草
堂
で
行
っ
て
い
た
講
義

の
記
録
で
も
確
認
で
き
る
。

　
　

 

荘
子
は
孔
子
が
改
め
て
自
ら
の
学
問
を
伝
え
た
弟
子
で
あ
る
。
そ
の
「
天
下
篇
」

に
は
、
儒
家
の
多
く
の
道
理
が
か
な
り
多
く
活
か
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　　

こ
の
他
「
老
子
の
学
問
は
す
べ
て
「
外
道
」（
異
端
）
の
道
か
ら
出
て
き
た
も
の

で
あ
る
が
、
荘
子
の
学
問
と
い
う
の
は
す
べ
て
人
間
世
界
の
道
を
看
破
し
て
お
り
、

荘
子
の
聡
明
さ
は
孔
子
に
ま
さ
る
。
こ
れ
ゆ
え
、
孔
子
の
範
囲
を
超
え
て
い
て
、
老

子
の
枠
の
中
に
お
さ
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」
と
老
子
と
荘
子
を
そ
の
学

問
の
性
質
を
「
外
道
」
か
「
人
間
」
に
拠
っ
て
い
る
か
で
峻
別
し
た
上
で
、
荘
子
に

対
し
て
、
孔
子
を
も
凌
ぐ
聡
明
さ
を
備
え
て
い
る
と
の
評
価
を
し
、
老
子
と
の
関
係

性
を
極
端
に
薄
め
て
い
る）

（1
（

。「
荘
子
は
い
ま
だ
か
つ
て
老
子
に
帰
し
た
こ
と
は
な
く
、

孔
子
に
帰
し
て
い
た）

11
（

」
と
の
文
言
も
見
ら
れ
、
康
有
為
が
万
木
草
堂
で
講
義
を
し
て

い
た
時
に
は
荘
子
を
孔
子
に
結
び
付
け
た
上
で
か
な
り
高
い
評
価
を
し
て
い
た
こ
と

が
窺
え
る
。

　

康
有
為
の
主
張
の
中
で
荘
子
の
言
が
一
定
の
重
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
確
認

で
き
た
。
そ
れ
を
さ
ら
に
補
足
す
る
意
味
で
も
、
康
有
為
・
梁
啓
超
の
変
法
思
想
に

真
っ
向
か
ら
異
を
唱
え
た
葉
徳
輝
に
よ
る
徐
仁
鋳
の
『
輶
軒
今
語
』
に
対
す
る
論
評

に
も
、
康
有
為
、
梁
啓
超
の
主
張
の
特
徴
と
し
て
荘
子
の
扱
わ
れ
方
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
お
き
た
い
。
徐
仁
鋳
は
湖
南
学
政
と
な
り
、
そ
の
監
督
下
に
お

か
れ
た
『
湘
学
報
』
に
「
輶
軒
今
語
」
を
連
載
す
る
。
そ
の
論
稿
は
、
康
有
為
と
梁

啓
超
の
主
張
を
色
濃
く
表
し
た
も
の
で
あ
っ
た）

1（
（

。梁
啓
超
は
こ
の
徐
仁
鋳
の
論
考
を
、

康
有
為
の
「
長
興
学
記
」
と
と
も
に
『
中
西
学
門
径
書
七
種
』
に
収
録
す
る
。
梁
啓

超
は
「
輶
軒
今
語
」
に
は
深
い
精
義
が
込
め
ら
れ
て
い
て
、
な
お
か
つ
「
決
破
羅
網
」

と
も
述
べ
、
譚
嗣
同
に
も
通
じ
る
迫
力
を
感
じ
取
っ
て
い
た
よ
う
に
も
窺
え
る）

11
（

。
こ

の
康
有
為
、
梁
啓
超
の
主
張
が
そ
の
ま
ま
盛
り
込
ま
れ
た
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い

る
徐
仁
鋳
の
論
考
に
対
し
て
、
葉
徳
輝
は
荘
子
の
言
が
大
き
な
依
拠
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
。「
輶
軒
今
語
」の「
経
学
当
以
通
今
為
主
義
」の
一
段
で
、

徐
仁
鋳
は
近
年
の
儒
学
者
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
経
学
を
た
だ
「
考
古
」
と
見
な
し
て

い
る
と
批
判
す
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
葉
徳
輝
は
孔
子
も
古
代
を
否
定

し
て
は
い
な
か
っ
た
と
言
い
、「
孔
子
は
古
代
の
知
識
を
重
ん
じ
て
い
た
の
で
私
も

孔
子
を
認
め
る
。
だ
が
、
六
経
に
孔
子
の
事
跡
が
見
ら
れ
る
と
考
え
る
荘
子
を
、
私

は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い）

11
（

」
と
異
議
を
呈
す
。
変
法
期
に
湖
南
の
時
務
学
堂
で
梁

啓
超
が
教
習
を
担
う
や
、
湖
南
で
は
学
堂
を
通
し
て
民
権
や
革
命
に
ま
で
言
論
が
沸

き
上
が
り
、
康
有
為
の
思
想
の
影
響
を
受
け
た
梁
啓
超
の
言
説
も
反
感
を
生
み
、
現

地
で
新
旧
両
派
間
の
対
立
が
高
ま
る
。
双
方
と
も
に
自
ら
の
学
術
的
営
為
が
国
の
体

制
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、『
湘
学
報
』
の
言
論
に
も
調
整
が
入
る）

11
（

。

　

康
有
為
、
梁
啓
超
ら
が
主
導
す
る
変
法
運
動
の
中
で
は
、
変
法
の
た
め
に
経
典
が

新
た
に
読
み
替
え
ら
れ
、
孔
子
だ
け
で
な
く
荘
子
の
立
ち
位
置
も
、
か
な
り
の
程
度

で
自
在
に
動
か
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
　
　

二
、
仁
義
か
ら
牧
羊
政
体
へ

　

康
有
為
の
唱
え
る
孔
教
や
大
同
思
想
の
中
で
荘
子
が
高
い
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
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が
確
認
で
き
た
が
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
梁
啓
超
に
よ
る
孔
教
の
紹
介
の
中
で
、
荘

子
と
孟
子
は
大
同
教
派
の
師
と
し
て
両
者
と
も
高
い
位
置
づ
け
に
さ
れ
て
い
た
。
梁

啓
超
は
湖
南
で
教
鞭
を
と
り
な
が
ら
変
法
思
想
を
喧
伝
し
て
い
た
際
に
も
、
譚
嗣
同

ら
と
孟
子
を
さ
か
ん
に
唱
え
、
さ
ら
に
「
民
権
」
に
つ
い
て
も
梁
啓
超
は
公
に
唱
え

る
こ
と
は
抑
え
な
が
ら
も
、提
唱
し
て
い
た）

11
（

。と
こ
ろ
が
次
の
一
文
を
見
て
み
る
と
、

　
　

 

孟
子
が
い
う
民
政
と
は
民
を
保
つ
こ
と
で
あ
り
、
民
を
養
う
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
赤
子
を
養
う
よ
う
で
あ
る
と
も
言
え
る
し
、
天
が
民
を
生
ん
で
君

主
を
立
て
て
民
を
養
わ
せ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
民
を
保
つ
者
は
、
民
を
赤
子

と
み
な
し
て
お
り
、
民
を
養
う
者
は
、
民
を
養
う
対
象
だ
と
み
な
し
て
い
る
の

で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
政
体
は
赤
子
を
育
て
る
政
体
と
も
い
え
る
し
、赤
子（
羊
）

を
養
う
（
牧
羊
）
政
体
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
人
民
を
保
護
し
養
う
君
主
は
、

人
民
を
虐
げ
る
君
主
と
比
べ
る
と
、
そ
の
手
段
と
心
構
え
は
異
な
る
が
、
人
民

の
自
由
権
を
犯
す
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
同
じ
で
あ
る
。　
（「
保
全
支
那）

11
（

」）

　

孟
子
の
民
政
が
こ
こ
で
は
牧
羊
政
体
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
文
は
、「
飲

冰
室
自
由
書
」（
一
八
九
九
年
）
で
の
連
載
の
一
篇
「
保
全
支
那
」
の
一
段
で
あ
り
、

梁
啓
超
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
や
日
本
人
が
い
う
「
保
全
支
那）

11
（

」
に
強
い
反
感
を
覚
え
、

他
人
に
保
全
を
し
て
も
ら
う
必
要
は
な
い
と
述
べ
た
上
で
、
孟
子
の
い
う
民
政
と
は

ど
う
い
う
も
の
な
の
か
を
追
及
し
た
く
だ
り
に
な
っ
て
い
る
。

　

孟
子
に
つ
い
て
は
、
梁
啓
超
は
別
に
一
文
「
読
孟
子
界
説
」
を
こ
の
「
保
全
支
那
」

の
一
文
と
同
時
期
に
『
清
議
報
』
に
発
表
し
て
い
る）

11
（

。「
読
孟
子
界
説
」
は
、『
孟
子
』

の
読
書
手
引
き
の
よ
う
な
体
裁
に
な
っ
て
お
り
、
も
と
も
と
は
、
梁
啓
超
が
こ
の
二

年
ほ
ど
前
に
、
湖
南
の
時
務
学
堂
で
教
習
を
務
め
て
い
た
時
代
に
書
い
た
も
の
で

（
一
八
九
七
年
）、
そ
れ
を
改
め
て
『
清
議
報
』
に
載
せ
た
。
上
記
の
「
保
全
支
那
」

の
一
文
に
現
れ
た
牧
羊
政
体
の
担
い
手
と
し
て
の
孟
子
が
、
梁
啓
超
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
、
変
法
運
動
期
に
遡
っ
て
検
証
し
て
い
き
た
い
。

　

梁
啓
超
は
一
八
九
七
年
に
湖
南
に
赴
き
、
湖
南
の
時
務
学
堂
に
て
教
鞭
を
と
る
。

時
務
学
堂
で
は
、孟
子
に
つ
い
て
も
講
義
を
行
っ
て
い
た
。そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

「
読
孟
子
界
説
」
と
学
生
と
の
質
疑
応
答
を
記
録
し
た
「
湖
南
時
務
学
堂
答
問
」「
湖

南
時
務
学
堂
箚
記
」
か
ら
そ
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。「
読
孟
子
界
説
」
に

つ
い
て
は
、『
梁
啓
超
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
読
孟
子
界
説
」（
一
八
九
七
年

冬
）
を
基
に
考
察
を
行
う
。「
読
孟
子
界
説
」
は
『
中
西
学
門
径
書
七
種
』（
一
八
九
八

年
序
）、『
清
議
報
』（
一
八
九
九
年
）、『
飲
冰
室
合
集
・
文
集
』（
一
九
三
六
年
）
に

も
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る）

11
（

。『
全
集
』
で
は
「
読
孟
子
界
説
」（
一
八
九
七
年
冬
）

と
『
中
西
学
門
径
書
七
種
』
と
の
対
校
が
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
章
で
は
そ
れ
を
参

照
し
つ
つ
、『
清
議
報
』
掲
載
の
版
本
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。

　
「
読
孟
子
界
説
」（
一
八
九
七
年
冬
）
は
、
以
下
の
一
五
項
目
に
分
け
て
述
べ
ら
れ

て
い
る）

11
（

。

　
　

一
、
孔
子
之
学
至
戦
国
時
有
両
大
派
。
一
曰
孟
子
、
二
曰
荀
卿

　
　

二
、 

荀
卿
之
学
在
伝
経
、
孟
子
之
学
在
経
世
、
荀
子
為
孔
門
之
文
学
科
、
孟
子

為
孔
門
之
政
事
科

　
　

三
、『
孟
子
』
於
六
経
之
中
、
其
所
得
力
在
『
春
秋
』

　
　

四
、『
孟
子
』
於
『
春
秋
』
之
中
、
其
所
伝
為
大
同
之
義

　
　

五
、「
仁
義
」
二
字
、
為
『
孟
子
』
一
切
学
問
宗
旨

　
　

六
、
保
民
為
『
孟
子
』
経
世
宗
旨

　
　

七
、『
孟
子
』
言
「
無
義
戦
」
為
大
同
之
起
点

　
　

八
、『
孟
子
』
言
井
田
為
大
同
之
綱
領

　
　

九
、『
孟
子
』
言
「
性
善
」
為
大
同
之
極
致
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十
、『
孟
子
』
言
尭
舜
、
言
文
王
為
大
同
之
名
号

　
　

十
一
、『
孟
子
』
言
「
王
霸
」
即
大
同
、
小
康
之
辨

　
　

十
二
、
距
楊
、
墨
為
『
孟
子
』
伝
教
宗
旨

　
　

十
三
、
不
動
心
為
『
孟
子
』
内
学
宗
旨

　
　

十
四
、
孟
子
之
言
、
即
孔
子
之
言

　
　

十
五
、
孟
子
之
学
至
今
未
嘗
一
行
於
天
下

　
「
読
孟
子
界
説
」
で
は
、
大
同
思
想
を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
孟
子
が
顕
彰
さ
れ
、

孟
子
が
唱
え
た
思
想
は
こ
と
ご
と
く
大
同
思
想
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
梁
啓
超

曰
く
、
孟
子
は
孔
子
の
学
問
を
正
統
に
受
け
継
い
だ
孔
教
の
一
派
で
あ
り
、
荀
子
の

学
は
「
伝
経
」、
つ
ま
り
儒
学
の
経
典
を
伝
授
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
孟
子
の
学
は

儒
学
思
想
を
実
際
の
政
治
に
応
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。
儒
家
の
経
典
は
荀
子
に
よ
っ

て
伝
え
ら
れ
た
が
、
微
言
大
義
を
伝
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
荀
子
は
孟
子
に
及
ば
な

い
。
ま
た
孔
子
は
一
国
の
小
康
（
升
平
世
）
及
び
天
下
の
大
同
（
太
平
世
）
に
つ
い

て
語
っ
た
が
、
前
者
を
受
け
継
い
だ
の
が
荀
子
で
、
後
者
を
受
け
継
い
だ
の
が
孟
子

で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
荀
子
と
孟
子
は
三
世
（
拠
乱
世
、
升
平
世
、
太
平
世
）
の
別
に
則
っ
て
、

厳
格
に
峻
別
さ
れ
て
い
る
。『
史
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
孟
子
と
荀
子
を
併
称
す

る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
孟
子
が
独
自
の
価
値
を
獲
得
し
た
と
し
、
そ
の
価
値
の

内
容
を
強
調
す
る
。
孔
教
と
大
同
を
備
え
た
孟
子
と
し
て
『
孟
子
』
を
読
み
解
く
こ

と
を
唱
導
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
一
八
九
七
年
冬
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
「
読
孟
子
界
説
」
と
、
の
ち
に
『
清

議
報
』
で
掲
載
さ
れ
た
一
文
と
を
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
文
字
の
異
同
が

あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
ず
文
字
の
異
同
の
あ
る
箇
所
を
中
心
に
内
容
を
検
討
す
る

と
、
例
え
ば
、
孟
子
が
専
ら
孔
子
の
教
え
で
あ
る
「
欲
立
立
人
、
欲
達
達
人
、
天
下

有
道
、
丘
不
与
易
」（
立
た
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
、
達
せ
ん
と
欲
し
て
人
を
達
す
。

天
下
道
あ
ら
ば
、
丘
は
与
に
易
え
ざ
る
な
り
）
を
宗
旨
と
し
て
掲
げ
て
い
る
と
い
う

一
段
で
は
、「
丘
不
与
易
」
の
「
丘
」
は
の
ち
に
『
清
議
報
』（『
中
西
学
門
径
書
七
種
』

で
も
同
様
）
で
は
「
某
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
孔
子
に
限
ら
ず
よ
り
広
範
な
主
体

を
対
象
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。続
け
て
、孟
子
は
正
当
な「
孔

教
」
の
学
派
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
の
ち
に
（『
中
西
学
門
径
書
七
種
』、

『
清
議
報
』）「
孔
教
」
が
「
孔
学
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
点
は
、
梁
啓
超
自
身
に
宗

教
的
な
性
質
を
帯
び
た
「
教
」
よ
り
も
孔
子
の
学
問
と
し
て
「
学
」
を
示
す
ほ
う
が

適
切
だ
と
の
判
断
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

孟
子
の
性
善
説
は
大
同
の
極
致
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
『
孟

子
』
の
い
う
「
性
」
に
も
「
三
世
」（
拠
乱
世
、
升
平
世
、
太
平
世
）
そ
れ
ぞ
れ
の

民
の
性
の
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
の
ち
に
主
体
が
『
孟

子
』
か
ら
孔
子
に
改
め
ら
れ
る
が
、
他
の
箇
所
も
含
め
、
本
来
で
あ
れ
ば
孔
子
と
す

べ
き
と
こ
ろ
を
当
初
は
孟
子
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
孟
子
を
大
同
に
関
連
付

け
る
た
め
に
な
さ
れ
た
処
置
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
、
春
秋
戦
国
期
か
ら
秦
の
時
代
に

か
け
て
の
諸
子
の
な
か
で
孟
子
の
功
績
を
た
た
え
る
箇
所
で
は
、
諸
子
の
多
く
が
老

子
・
墨
子
の
学
派
の
影
響
を
受
け
る
中
、
孟
子
が
老
墨
を
退
け
て
思
想
を
明
ら
か
に

し
た
と
す
る
。
こ
の
一
段
で
も
の
ち
に
細
か
な
文
字
の
調
整
が
入
り
、
楊
朱
に
関
し

て
は
「
老
学
」
の
一
派
と
し
て
よ
り
も
「
老
子
」
に
直
接
属
し
た
人
物
と
し
て
表
現

が
改
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
老
子
と
荘
子
を
峻
別
し
た
い
と

い
う
意
図
も
読
み
取
れ
る
。

　
『
論
語
』
は
孔
子
の
「
雅
言
」
―
正
面
か
ら
提
起
し
た
正
し
き
道
理
で
あ
り
、『
春

秋
』
に
は
「
微
言
大
義
」
が
含
ま
れ
る
と
し
、『
春
秋
』
の
「
微
言
大
義
」
を
伝
え

る
者
と
し
て
孟
子
と
董
仲
舒
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
孟
子
の
正
統

な
学
問
が
世
の
中
で
盛
ん
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
「
賢
人
」
の
一
大
不
幸
だ
と
締
め
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く
く
ら
れ
る
。
こ
の
「
賢
人
」
は
の
ち
に
「
聖
教
」
に
改
め
ら
れ
、
よ
り
孔
教
を
神

聖
化
し
た
表
現
に
な
る
。

　

以
上
、
文
字
の
異
同
を
中
心
に
沿
っ
て
内
容
を
見
て
き
た
が
、
次
に
、「
読
孟
子

界
説
」
の
中
で
、
孟
子
学
問
の
宗
旨
は
「
仁
義
」
と
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

こ
れ
が
墨
子
と
老
子
と
の
違
い
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

董
氏
曰
く
「
仁
は
人
で
あ
り
、
義
は
我
で
あ
る
。」
人
が
存
在
す
る
の
を
知
り

我
が
存
在
す
る
の
を
知
ら
な
い
の
が
墨
子
で
あ
る
。
我
が
存
在
す
る
の
を
知
り

人
が
存
在
す
る
の
を
知
ら
な
い
の
が
老
子
で
あ
る
。
故
に
墨
子
は
た
だ
仁
を
語

り
、
老
子
は
た
だ
義
を
語
る
。
こ
の
仁
義
が
と
も
に
備
わ
る
と
中
庸
と
呼
ば
れ

る
。
孔
子
が
諸
子
と
異
な
る
の
は
こ
の
点
で
あ
り
、
孟
子
も
こ
れ
に
よ
り
孔
子

を
独
尊
し
た
。
一
切
の
礼
義
は
す
べ
て
仁
義
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

董
仲
舒
の
『
春
秋
繁
露
』
を
引
い
て
、「
仁
者
、
人
也
。
義
者
、
我
也
。」
と
い
い
、

人
へ
の
関
心
の
み
向
け
て
い
て
、
己
を
考
慮
し
て
い
な
い
の
が
墨
子
の
学
問
で
、
己

に
関
心
を
向
け
て
い
て
、人
へ
の
考
慮
が
欠
落
し
て
い
る
の
が
老
子
の
学
問
で
あ
る
、

と
述
べ
る
。
そ
し
て
仁
と
義
を
と
も
に
備
え
て
い
る
の
が
孔
子
の
学
問
で
あ
る
こ
と

が
強
調
さ
れ
、
そ
の
点
を
孟
子
も
尊
崇
す
る
と
こ
ろ
だ
と
述
べ
、
孔
子
の
学
と
他
の

諸
子
と
の
相
違
を
明
確
に
示
す
。
す
べ
て
の
「
礼
義
」
制
度
も
こ
こ
に
淵
源
を
持
つ

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
礼
義
」
と
い
う
文
言
は
、
の
ち
に
「
義
理
」
に
改
め
ら

れ
る
。「
義
理
」
の
文
言
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
微
言
大
義
」
を
意
識
的
に
表
現

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
湖
南
の
時
務
学
堂
で
の
学
生
と
の
や
り
取
り
の
中
で
は
、『
孟
子
』に
つ
い
て
、

仁
と
義
を
か
ら
め
て
大
同
が
説
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
学
生
か
ら
の
問
い
で
あ
る
。

　
　

 　
「
孟
子
は
人
が
そ
れ
ぞ
れ
親
を
親
と
し
て
尊
び
、
長
者
を
長
者
と
し
て
敬
え

ば
、
天
下
は
泰
平
に
な
る
と
言
い
、「
礼
運
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
親
を
親
と

し
て
尊
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
者
を
長
者
と
し
て
敬
う
の
は
小
康
で
あ
る
と
言
い

ま
す
。『
孟
子
』
は
大
同
の
義
を
尊
ぶ
と
の
こ
と
で
す
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に

言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。」（「
湖
南
時
務
学
堂
答
問
」
一
八
九
七
年）

11
（

）

　
『
孟
子
』
の
い
う
「
人
人
親
其
親
」
は
『
礼
記
』「
礼
運
篇
」
の
説
く
小
康
状
態
に

近
い
。
こ
れ
は
孟
子
が
重
ん
じ
て
い
る
と
い
う
大
同
と
や
や
齟
齬
を
き
た
す
の
で
は

な
い
か
、
と
学
生
か
ら
非
常
に
率
直
な
疑
問
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
梁
啓

超
が
答
え
る
に
は
、『
孟
子
』
に
は
お
お
よ
そ
大
同
の
義
が
込
め
ら
れ
て
い
て
、
そ

の
中
に
は
小
康
の
義
も
含
ま
れ
て
い
る
と
し
、「
仁
」
と
「
義
」
の
違
い
を
述
べ
る
。

「
仁
」
と
は
自
分
の
身
近
な
人
だ
け
で
な
く
天
下
す
べ
て
の
人
々
に
対
す
る
関
心
が

含
ま
れ
て
い
る
が
、「
義
」
と
は
主
に
自
分
と
関
わ
り
の
あ
る
年
長
者
に
対
す
る
尊

重
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
。
孟
子
は
こ
の
「
仁
」「
義
」
と
も
に
重
ん
じ
て
お
り
、

大
同
と
小
康
の
観
点
か
ら
こ
の
「
仁
」「
義
」
を
見
る
と
、「
仁
」
は
大
同
に
近
く
、

「
義
」
は
小
康
に
近
い
。
孟
子
は
「
仁
」
で
も
っ
て
「
義
」
を
統
率
し
て
い
る
の
で
、

「
人
人
親
其
親
」も
本
来
で
あ
れ
ば
小
康
に
な
る
が
、孟
子
の
言
で
は
大
同
に
近
い
、

と
い
う
の
が
梁
啓
超
の
解
釈
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

当
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
梁
啓
超
が
の
ち
に
次
の
よ
う
に
概
観
し
て
い
る
の
が

参
考
に
な
る
。
梁
啓
超
は
康
有
為
の
門
下
に
入
っ
た
後
に
「
大
同
の
義
」
を
知
り
、

鋭
意
喧
伝
し
た
く
思
っ
た
が
康
有
為
に
ま
だ
そ
の
時
期
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
。
一

方
、
康
有
為
が
著
し
た
『
新
学
偽
経
考
』
に
つ
い
て
は
、
梁
啓
超
は
康
有
為
の
独
断

に
ど
う
も
納
得
で
き
ず
、
放
置
し
て
再
び
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
康
有
為
は
緯
書

を
引
用
す
る
の
を
好
み
神
秘
的
に
孔
子
を
語
っ
た
が
、
梁
啓
超
は
そ
れ
に
も
首
肯
し

が
た
か
っ
た
も
の
の
、
康
有
為
の
独
断
を
く
つ
が
え
せ
な
か
っ
た
。
当
時
の
梁
啓
超
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の
考
え
と
し
て
、
孔
門
の
学
は
、
孟
子
と
荀
子
の
両
派
に
発
展
し
て
い
き
、
荀
子
は

小
康
を
伝
え
、
孟
子
は
大
同
を
伝
え
た
。
漢
代
の
経
学
者
は
今
文
古
文
を
問
わ
ず
み

な
荀
子
の
系
統
で
あ
っ
て
、
二
千
年
も
の
間
、
宗
派
は
変
わ
っ
た
が
、
み
な
荀
学
の

枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
孟
学
は
途
絶
え
、
孔
学
も
廃
れ
た
。
そ
こ
で
荀
子
を
批

判
し
て
孟
子
に
大
同
の
意
が
あ
る
と
し
て
唱
導
し
て
い
た）

11
（

。
こ
の
一
端
が
先
の
湖
南

時
務
学
堂
時
代
の
文
に
も
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

孟
子
の
い
う
民
政
、
仁
政
に
則
っ
て
、
大
同
を
希
求
し
、
義
も
仁
に
収
れ
ん
さ
れ
、

大
同
の
中
で
の
仁
義
と
な
る
。
仁
義
は
大
同
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
梁
啓
超
は
「
読
孟
子
界
説
」
で
孟
子
の
学
問
を
こ
と
ご
と
く
大
同
の

義
を
備
え
る
も
の
と
し
て
扱
っ
た
が
、
版
本
の
文
字
の
異
同
を
見
る
に
、
梁
啓
超
が

孟
子
の
顕
彰
と
孔
子
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
ほ
か
に
、「
教
」
と
「
学
」
の
扱
い
に
対
し

て
も
慎
重
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
窺
え
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
梁
啓
超
は
も
と
よ

り
康
有
為
の
独
断
的
な
思
考
に
対
し
て
、
そ
の
独
創
性
を
認
め
な
が
ら
も
批
判
的
な

視
点
も
持
っ
て
い
た
。ま
た
康
有
為
の
孔
教
に
関
し
て
は
、梁
啓
超
自
身
、「
定
一
尊
」

に
批
判
的
で
あ
り
、
孔
教
を
紹
介
す
る
際
も
、
孔
子
も
「
定
一
尊
」
に
は
反
対
し
て

い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
ま
た
、
厳
復
や
黄
遵
憲
か
ら
も
「
保
教
」
に
つ
い
て

の
批
判
を
受
け
て
い
た
。
黄
遵
憲
は
梁
啓
超
に
次
の
よ
う
に
異
を
呈
し
て
い
た
。

　
　

 

湖
南
に
赴
い
た
際
、
あ
な
た
に
語
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
南
海
は
二
百
年
前

の
天
主
教
の
隆
盛
を
見
て
、
泰
西
の
富
強
は
教
を
行
う
こ
と
に
起
因
す
る
と
考

え
、
そ
こ
で
わ
が
孔
子
を
尊
ぶ
こ
と
で
そ
れ
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、

教
を
崇
め
る
説
な
ど
、
も
う
長
ら
く
糟
粕
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
の
だ
、
と
。
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ

ン
ス（
フ
ラ
ン
ス
の
ガ
ン
ベ
ッ
タ
は
教
を
抑
え
る
上
で
最
も
力
が
あ
り
ま
し
た
）

で
は
、
教
徒
が
政
治
権
力
を
侵
犯
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
努
め
て
抑

制
を
加
え
て
い
ま
す
。
今
日
に
お
い
て
、
他
人
の
受
け
売
り
を
し
て
わ
が
教
を

広
め
よ
う
と
す
る
な
ど
、
誤
り
も
い
い
と
こ
ろ
で
す
。
あ
な
た
は
、
厳
又
陵
も

同
じ
観
点
か
ら
戒
め
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
た
だ
当
時
、
こ
の
考
え
に
対

し
て
、
あ
な
た
は
も
と
よ
り
煮
え
切
ら
な
い
態
度
を
取
っ
て
お
い
で
で
し
た）

11
（

。

　

梁
啓
超
自
身
も
や
が
て
は
「
保
教
非
所
以
尊
孔
論
」
を
発
表
し
、
思
想
の
自
由
を

阻
む
と
し
て
「
孔
子
教
」
と
「
保
教
」
に
異
を
唱
え）

11
（

、
康
有
為
に
も
「
保
教
」
は
賛

同
で
き
な
い
旨
を
伝
え
る）

11
（

。
た
だ
湖
南
時
代
か
ら
『
清
議
報
』
初
期
に
か
け
て
は
、

「
読
孟
子
界
説
」
の
文
字
の
異
同
を
見
て
も
、
梁
啓
超
自
身
、
康
有
為
の
独
断
は
認

識
し
て
い
た
と
は
い
え
、
先
ほ
ど
の
黄
遵
憲
の
書
簡
に
あ
る
よ
う
に
、
や
や
ま
だ
判

断
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
。
本
章
の
冒
頭
に
挙
げ
た
「
牧
羊
政
体
」

の
一
文
に
戻
る
と
、
牧
羊
政
体
に
お
け
る
君
主
は
民
の
自
由
権
を
犯
す
も
の
と
し
て

批
判
さ
れ
て
い
る
。
仁
義
と
大
同
を
備
え
た
孟
子
の
民
政
が
牧
羊
政
体
と
解
さ
れ
よ

う
に
な
っ
た
背
景
を
次
章
で
さ
ら
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　

三
、
飲
冰
と
「
自
由
書
」

　

さ
て
、
戊
戌
政
変
後
に
日
本
に
身
を
寄
せ
た
梁
啓
超
が
『
清
議
報
』
に
「
飲
冰
室

自
由
書
」
を
連
載
し
始
め
た
こ
と
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
。
そ
の
序
で
は
、

梁
啓
超
は
渡
日
の
後
、
感
じ
入
っ
た
こ
と
を
自
在
に
書
き
連
ね
て
い
く
と
述
べ
て
い

る
。
荘
子
の
「
我
朝
受
命
而
夕
飲
冰
」
か
ら
自
ら
の
室
名
を
「
飲
冰
」
と
し
、
西
儒

（
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
）
が
言
う
よ
う
に
「
人
群
」
の
進
化
に
は
、
思

想
の
自
由
、
言
論
の
自
由
、
出
版
の
自
由
の
三
大
自
由
が
必
要
で
あ
り
、
自
身
に
は

そ
れ
ら
が
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
る
と
宣
言
し
た
。

　
「
飲
冰
室
自
由
書
」
で
の
思
想
・
言
論
・
出
版
の
自
由
と
い
う
文
言
の
下
、
梁
啓
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超
は
短
い
エ
ッ
セ
イ
ス
タ
イ
ル
の
文
章
を
連
載
し
て
い
く
。そ
の
中
で
、「
保
全
支
那
」

の
一
篇
で
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
孟
子
の
民
政
は
「
牧
羊
政
体
」
と
表
現
さ
れ

た
。
人
民
を
保
護
し
養
う
君
主
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
民
を
虐
げ
る
君
主
と
同
等
だ

と
断
じ
ら
れ
る
。
民
と
い
う
の
は
独
立
と
権
利
を
重
ん
じ
る
し
、
そ
れ
は
い
か
な
る

も
の
も
干
渉
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
は
国
家
も
同
様
で
あ
る
、
と
「
支
那
保
全
」

を
退
け
て
い
る
。
こ
こ
で
、
民
に
対
し
て
も
「
自
由
権
」
の
有
無
と
い
う
観
点
で
捉

え
ら
れ
、
孟
子
の
民
政
が
「
牧
羊
政
体
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
が
「
自

由
」
権
を
備
え
る
べ
き
民
に
な
っ
て
現
れ
る
と
、
孟
子
の
民
政
に
「
牧
羊
政
体
」
と

い
う
側
面
が
全
面
的
に
出
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
飲
冰
室
自
由
書
」
に
梁
啓
超
は
「
放
棄
自
由
之
罪
」
の
一
篇
を
載
せ
る
。「
物
競

天
択
」「
優
勝
劣
敗
」
の
「
天
演
」
の
条
理
で
は
、
人
々
は
自
存
の
た
め
に
自
由
権

の
拡
充
に
努
め
、
自
己
と
他
者
の
間
に
自
由
の
境
界
が
で
き
る
。
自
ら
の
自
由
の
領

域
を
先
に
放
棄
し
た
も
の
が
、「
因
勢
利
導
」
と
な
り
、
つ
ま
り
は
他
者
に
対
し
て

自
由
を
侵
す
こ
と
を
誘
導
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
罪
は
重
い
と
説
く）

11
（

。
梁
啓

超
は
「
自
由
」
な
環
境
に
お
い
て
は
、
強
者
と
弱
者
が
必
ず
存
在
し
て
し
ま
う
こ
と

に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
梁
啓
超
は
強
者
が
持
っ
て
い
る
「
強
権
」
に
目
を
向
け
て
、「
論
強
権
」

を
し
た
た
め
る）

11
（

。
梁
啓
超
は
「
強
権
」
は
強
者
の
権
利
の
意
で
あ
る
と
解
し
、
英
語

の T
H

E RIGH
T

 O
F ST

RO
N

GEST
 

と
い
っ
た
語
は
東
洋
に
は
ま
だ
見
ら
れ
な

い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
加
藤
弘
之
が
「
強
権
」
と
訳
し
て
い
る
と
紹
介
し
、
強
者
の

権
利
と
は
強
者
が
弱
者
に
対
し
て
施
行
す
る
権
力
を
指
す
と
し
、
こ
の
天
下
で
は
権

利
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
た
だ
権
力
だ
け
が
存
在
し
、
権
力
が
す
な
わ
ち

利
と
な
っ
て
い
る
と
説
明
す
る）

11
（

。
そ
し
て
強
者
の
弱
者
に
対
す
る
権
力
と
い
う
の
は

い
か
な
る
時
代
も
同
じ
で
あ
る
が
、
文
明
の
時
代
に
な
る
と
両
者
の
格
差
が
縮
小
さ

れ
、
強
者
の
弱
者
に
対
す
る
権
力
も
比
較
的
お
だ
や
か
に
な
る
と
論
じ
る
。

　

梁
啓
超
の
思
考
の
根
底
に
は
、
自
由
権
を
獲
得
す
る
に
は
、
ま
ず
は
自
ら
が
強
者

と
な
る
し
か
な
く
、
国
家
が
自
由
を
獲
得
し
た
け
れ
ば
国
家
を
強
大
な
も
の
に
す
る

し
か
な
い
、
と
国
の
存
亡
に
対
す
る
強
い
危
機
感
が
あ
っ
た
。
強
権
と
自
由
権
が
い

か
に
影
響
し
あ
っ
て
存
在
す
る
か
を
確
認
し
た
後
は
、
こ
の
天
下
は
康
有
為
が

一
八
九
五
年
強
学
会
設
立
の
際
に
述
べ
た
「
天
道
無
親
、
惟
佑
強
者）

1（
（

。」
こ
そ
が
至

言
で
あ
る
と
し
、
天
演
の
一
大
原
則
で
動
い
て
い
る
と
考
え
た
。

　

康
有
為
は
強
学
会
を
立
ち
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
、「
学
」
と
「
群
」
の
力
を
つ
け

て
自
強
に
努
め
る
べ
し
と
主
張
し
た
。
そ
こ
で
の
「
学
」
の
力
は
君
子
や
士
大
夫
、

志
士
ら
に
よ
る
「
学
」
が
期
待
さ
れ
、
さ
ら
に
は
ま
ず
「
孔
子
之
教
」
を
学
ぶ
こ
と

が
提
唱
さ
れ
た
。
強
学
会
自
体
は
読
書
人
向
け
の
組
織
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
群
人

共
学）

11
（

」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
一
段
を
見
る
に
、
民
も
「
学
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
も
の

と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
梁
啓
超
も
「
学
」
と
「
群
」

の
強
化
と
い
う
自
強
の
理
念
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、「
天
道
無
親
」
で
あ
り
、「
天
演
」

の
原
理
の
下
で
生
存
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
求
め
る
「
学
」
を
さ
ら
に
具
体
的
に

民
の
智
識
と
自
由
権
の
有
無
に
ま
で
思
考
を
進
め
、
目
指
す
べ
き
「
群
」
の
レ
ベ
ル

を
示
し
た
。
梁
啓
超
は
、
民
の
知
力
、
知
識
の
程
度
に
ま
で
言
及
し
、
こ
の
知
力
の

相
違
が
強
弱
の
二
者
を
生
み
、
知
識
の
力
の
差
異
の
解
消
に
よ
っ
て
、
権
力
が
自
由

権
に
転
じ
る
と
し
た
。
梁
啓
超
は
そ
の
「
群
」
が
持
つ
権
利
の
あ
る
「
自
由
権
」
に

踏
み
込
み
、
人
各
々
が
同
等
の
強
権
を
保
有
で
き
れ
ば
「
太
平
世
」
と
な
り
、「
群
」

そ
れ
ぞ
れ
が
同
等
の
強
権
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
「
太
平

之
太
平
」
に
な
る
と
、「
群
」
レ
ベ
ル
の
「
太
平
」
を
目
指
す
こ
と
を
示
し
た）

11
（

。

　

そ
し
て
「
群
」
に
対
す
る
強
化
は
、
魂
の
強
化
へ
と
続
く
。

　
　

 　

今
日
最
も
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
中
国
魂
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
中
国

魂
と
は
何
か
と
い
う
と
、
兵
魂
の
こ
と
で
あ
る
。
魂
の
あ
る
兵
が
い
れ
ば
、
魂
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梁啓超（飲冰）と荘子が辿った「人間世」素描

の
あ
る
国
と
な
る
。
所
謂
国
を
愛
し
自
ら
を
愛
す
る
心
と
い
う
の
は
兵
の
魂
で

あ
る
。
こ
れ
を
作
り
出
す
に
は
、
薬
材
と
機
器
が
必
要
と
な
る
。
も
し
人
民
が

国
を
自
身
の
国
と
み
な
せ
ば
、
人
民
は
国
魂
を
作
る
薬
材
と
な
る
。
も
し
国
を

人
民
の
国
に
す
れ
ば
、
国
は
国
魂
を
作
り
出
す
機
器
と
な
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
は
、
中
国
の
現
状
と
し
て
、
政
府
は
民
を
盗
賊
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
た

め
兵
も
民
を
抑
え
つ
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
民
も
政
府
を
盗
賊
の
よ
う
に

見
な
し
て
い
て
、
民
と
兵
は
互
い
を
草
莽
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
た
め
、
い
か
に
尚

武
を
備
え
た
魂
を
育
て
る
か
と
い
う
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
民
が
国
を

己
の
国
と
み
な
し
、
国
も
民
の
た
め
の
国
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
両
者
の
条
件

が
備
わ
れ
ば
、
魂
の
あ
る
兵
も
生
ま
れ
、
つ
ま
り
は
国
を
思
い
、
自
愛
の
心
を
持
っ

た
兵
も
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る）

11
（

。

　

一
九
〇
一
年
に
梁
啓
超
は
「
積
弱
遡
源
論
」
を
発
表
す
る）

11
（

。
こ
の
一
篇
で
は
、
中

国
が
「
積
弱
」
に
陥
っ
た
要
因
を
列
挙
し
、「
飲
冰
室
自
由
書
」
で
も
取
り
上
げ
ら

れ
て
き
た
問
題
を
総
括
す
る
形
で
、
国
民
の
問
題
と
し
て
「
積
弱
」
の
要
因
に
向
き

合
う
こ
と
を
訴
え
る
。愛
国
心
の
涵
養
に
は
国
家
と
天
下
の
別
、国
家
と
朝
廷
の
別
、

国
家
と
国
民
の
関
係
を
正
し
く
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
風
俗
面
で
も
改

め
る
べ
き
内
容
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
中
国
人
の
「
無
動
」
の
性
質
も
こ
こ
で
老
子

に
淵
源
す
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
梁
啓
超
の

関
心
は
、
国
民
へ
の
啓
蒙
、
改
革
の
主
張
の
み
な
ら
ず
、「
支
那
保
全
」
に
か
か
わ

る
中
国
を
取
り
巻
く
国
際
情
勢
に
あ
っ
た
。『
清
議
報
』
は
第
一
〇
〇
冊
で
終
刊
と

な
る
。
梁
啓
超
は
最
終
号
で
こ
れ
ま
で
の
論
考
を
振
り
返
り
、
そ
の
主
た
る
論
の
一

つ
と
し
て
「
滅
国
新
法
論
」
を
挙
げ
る
。

　
「
滅
国
新
法
論
」
で
は
、
梁
啓
超
は
、
列
国
の
「
滅
国
」
の
方
法
が
変
わ
っ
た
と

断
じ
る
に
至
る）

11
（

。
そ
し
て
梁
啓
超
は
列
国
の
方
策
が
い
か
に
「
瓜
分
」
か
ら
「
保
全
」

へ
と
新
法
に
至
っ
た
か
を
詳
述
す
る
。
梁
啓
超
が
述
べ
る
に
は
、
昔
は
一
人
の
人
物

や
一
家
の
衰
退
が
国
の
滅
亡
に
つ
な
が
っ
た
が
、
今
や
国
家
全
体
が
滅
亡
の
対
象
と

な
り
、
そ
の
手
段
た
る
や
、
実
に
巧
妙
で
通
商
や
外
債
、
軍
事
演
習
、
道
路
建
設
、

顧
問
の
創
設
、
革
命
や
内
乱
鎮
圧
な
ど
多
く
の
方
法
が
用
い
ら
れ
、
や
が
て
は
国
名

も
地
図
も
変
わ
っ
て
い
く
。
泰
西
列
強
が
弱
小
の
国
々
に
対
し
て
こ
の
新
法
を
用
い

て
い
る
事
例
と
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
南
ア
フ
リ
カ
の
ボ
ー

ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
列
強
の
手
に
よ
っ
て
、
い
か
に
亡
国
に
至
っ
た
か
を
つ
づ
る
。

　

梁
啓
超
が
見
る
に
、
欧
州
諸
国
の
間
で
は
常
に
道
理
は
権
力
と
な
り
、
欧
州
諸
国

と
欧
州
以
外
の
国
々
と
の
間
で
は
権
力
が
道
理
と
な
る
。
こ
れ
は
「
天
演
」
が
必
然

と
致
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
物
競
」
も
も
と
よ
り
こ
の
通
り
で
あ
っ
た）

11
（

。
そ
し
て
こ

こ
で
梁
啓
超
の
苦
衷
と
信
念
が
相
ま
っ
て
表
れ
る
。
つ
ま
り
梁
啓
超
は
、
強
国
が
弱

国
を
滅
ぼ
す
と
い
う
「
天
演
」
の
進
化
論
の
公
理
に
つ
い
て
は
、
何
も
奇
怪
で
あ
る

と
も
恨
み
に
思
う
こ
と
も
な
い
と
言
い
つ
つ
も
、「
例
え
中
国
が
衰
退
し
て
い
く
に

し
て
も
、
中
国
に
も
「
優
勝
之
人
」
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
り
、
彼
ら
は
中
国
が
ま

さ
に
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る
命
運
に
面
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
た
だ
天
演
の
公

理
に
従
う
し
か
な
く
て
も
、
自
ら
の
感
情
を
動
か
さ
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
し
、
こ

の
ま
ま
黙
っ
て
耐
え
て
い
く
こ
と
も
で
き
な
い）

11
（

。」
梁
啓
超
は
天
演
に
対
し
て
抵
抗

す
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
梁
啓
超
は
天
演
の
公
理
を
認
め
、
す
な
わ
ち
弱
小
の
国
家

が
優
勢
を
誇
る
国
家
に
滅
ぼ
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
自
ら
は
亡
国
の
危
機

に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
国
の
人
間
と
し
て
、
当
然
な
が
ら
滅
亡
し
て
い
く
こ
と
に
甘
ん

ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
な
命
運
に
抵
抗
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
非
常
に

曲
折
し
な
が
ら
も
強
い
意
志
を
秘
め
た
感
慨
を
表
出
さ
せ
る
。

　

梁
啓
超
は
、「
支
那
保
全
」
の
論
者
に
対
し
て
、
彼
ら
は
「
門
戸
開
放
」
で
も
っ

て
保
全
を
言
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
つ
ま
り
は
植
民
地
保
全
の
こ
と
で
あ
る
と
断
ず

る）
11
（

。
梁
啓
超
は
列
強
諸
国
の
植
民
地
政
策
に
対
し
て
天
演
論
の
原
理
が
強
化
さ
れ
て
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い
る
こ
と
を
示
し
、
ま
た
同
時
に
非
常
に
温
和
な
方
法
で
相
手
国
を
籠
絡
し
て
い
く

と
述
べ
る
。「
滅
国
新
法
論
」
は
全
体
的
に
梁
啓
超
の
さ
ら
な
る
危
機
感
が
強
く
に

じ
み
出
た
一
篇
に
な
っ
て
い
る
。
義
和
団
の
乱
後
、
清
朝
と
列
強
と
の
間
で
辛
丑
和

約
が
成
立
す
る
（
一
九
〇
一
年
九
月
七
日
）。
そ
の
前
に
、『
清
議
報
』
に
こ
の
一
篇

を
連
載
し
、
清
朝
と
国
民
、
そ
し
て
列
強
諸
国
に
対
し
て
強
い
警
告
と
批
判
を
展
開

し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
『
清
議
報
』
の
最
終
号
で
は
、
こ
の
雑
誌
の
神
髄
と
し
て
「
民
智
」
を
広
げ
、「
民

気
」を
奮
い
起
こ
す
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。そ
の
主
要
な
内
容
と
し
て
、

譚
嗣
同
の
『
仁
学
』、
続
い
て
「
飲
冰
室
自
由
書
」
の
ほ
か
、
亡
国
の
危
機
感
を
強

く
訴
え
た
「
瓜
分
危
言
」「
亡
羊
論
」、
上
述
の
「
滅
国
新
法
論
」、
さ
ら
に
国
家
思

想
や
章
太
炎
の
儒
学
論
、「
少
年
中
国
説
」
や
「
呵
旁
観
者
文
」「
過
渡
時
代
論
」、

政
治
小
説
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
三
年
余
り
の
梁
啓
超
の

関
心
と
そ
の
重
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
梁
啓
超
は
「
飲
冰
」
で
「
自
由
」

の
意
義
を
問
う
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
な
る
熱
は
国
民
と
国
の
救
済
に
向
け
ら
れ

た
。「
天
演
」
の
中
で
存
続
を
図
る
た
め
に
は
、
人
々
の
自
覚
が
必
要
で
あ
っ
て
、「
牧

羊
政
体
」
の
も
と
で
た
だ
仁
政
を
求
め
て
い
る
だ
け
で
は
「
滅
国
新
法
論
」
に
対
処

で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　

最
終
号
に
も
「
飲
冰
室
自
由
書
」
の
欄
が
設
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
徳
富
蘇
峰
が
義

和
団
の
乱
の
余
波
を
感
じ
な
が
ら
つ
づ
っ
た
「
ゲ
エ
テ
の
格
言）

1（
（

」
を
取
り
上
げ
、
梁

啓
超
は
そ
れ
に
対
し
て
一
つ
一
つ
自
ら
の
解
釈
を
付
し
た
。「
熱
心
は
最
大
な
る
価

値
を
有
す
、
但
だ
吾
人
が
そ
の
為
め
に
駆
遣
せ
ら
れ
ざ
る
限
り
は）

11
（

。」
と
蘇
峰
は
ゲ
ー

テ
の
言
葉
を
紹
介
し
、
蘇
峰
自
身
の
論
評
と
し
て
人
が
熱
心
の
奴
隷
に
な
れ
ば
そ
の

熱
心
は
狂
気
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
か
な
る
価
値
が
あ
る
か
と
記
し
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、
梁
啓
超
は
他
人
の
奴
隷
に
な
る
よ
り
も
己
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
の
方
が

い
か
に
哀
れ
な
こ
と
か
を
強
調
し
、「
心
為
形
役
」
つ
ま
り
、
心
自
体
が
形
（
身
体
）

の
様
々
な
欲
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
自
ら
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
が
最
も
憐
れ
む
べ
き
こ

と
で
あ
り
、
さ
ら
に
身
体
の
奴
隷
よ
り
も
心
の
奴
隷
に
は
な
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と

を
説
く）

11
（

。
こ
の
心
の
有
り
様
に
つ
い
て
の
眼
差
し
は
、
後
続
雑
誌
『
新
民
叢
報
』

（
一
九
〇
二
年
二
月
創
刊
）
に
連
載
さ
れ
る
「
新
民
説
」
以
降
で
も
引
き
継
が
れ
て

い
く
。

　
　
　

四
、
新
民
か
ら
開
明
専
制
に
至
る
道
―
―
「
自
然
」
と
の
対
峙

　
『
清
議
報
』
が
一
九
〇
一
年
一
二
月
に
ほ
ぼ
三
年
の
刊
行
を
終
え
、
一
九
〇
二
年

二
月
に
『
新
民
叢
報
』
が
梁
啓
超
の
「
新
民
説
」
を
掲
載
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
。
中

国
の
急
務
と
し
て
「
新
民
」
を
論
ず
る
と
宣
言
し
た
「
新
民
説
」
は
「
論
公
徳
」
か

ら
は
じ
ま
る
。
そ
の
中
で
こ
の
「
新
民
説
」
の
各
テ
ー
マ
は
「
利
群
」（
社
会
に
利

を
も
た
ら
す
）
を
一
貫
と
し
た
綱
領
に
す
る
と
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、「
新
民
説
」

で
は
新
た
な
民
が
「
民
徳
」・「
民
智
」・「
民
力
」
を
備
え
る
べ
く
必
要
と
な
る
能
力

や
思
想
が
つ
づ
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
「
公
徳）

11
（

」
と
「
私
徳
」
は

「
新
民
説
」
の
中
で
も
そ
れ
ぞ
れ
重
き
を
な
し
、
個
々
の
修
養
、
能
力
が
と
も
に
、

「
合
群
」、
自
治
を
構
成
し
、
自
ら
を
律
す
る
能
力
と
相
ま
っ
て
新
た
な
社
会
、
国

家
の
構
築
に
つ
な
が
る
べ
く
説
か
れ
て
い
く
。
た
だ
し
「
論
公
徳
」
か
ら
か
な
り
後

に
書
か
れ
た
「
論
私
徳
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
論
考
の
背
景
に
訪
米
の
経
験
の
み
な

ら
ず
、
革
命
派
の
台
頭
も
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る）

11
（

。

　

そ
の
よ
う
な
論
説
の
中
で
、「
飲
冰
室
自
由
書
」の
冒
頭
で
う
た
っ
た「
自
由
」と
、

「
飲
冰
」
の
内
実
も
「
新
民
説
」
の
影
響
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
新
民
説
」

に
も
「
論
自
由
」
と
題
す
る
「
自
由
」
を
論
ず
る
一
節
を
設
け
て
い
る
が
、
そ
こ
で

の
「
自
由
」
は
、「
自
由
者
、
奴
隷
之
対
待
也
。」（
自
由
と
は
奴
隷
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
）
と
提
示
す
る
。
そ
し
て
梁
啓
超
の
行
論
に
沿
っ
て
見
て
い
く
と
、
欧
米
の
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梁啓超（飲冰）と荘子が辿った「人間世」素描

歴
史
に
お
け
る
自
由
が
い
か
に
発
達
し
て
い
っ
た
か
、
そ
の
歴
史
を
俯
瞰
し
つ
つ
、

中
国
の
事
情
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
即
ち
、
か
の
地
で
は
政
治
上
の
自
由
、

宗
教
上
の
自
由
、
民
族
上
の
自
由
、
生
計
上
の
自
由
を
め
ぐ
る
争
い
の
結
果
、
六
つ

の
問
題
―
―
（
一
）
四
民
平
等
問
題
、（
二
）
参
政
権
問
題
、（
三
）
属
地
自
治
問
題
、

（
四
）
信
仰
問
題
、（
五
）
民
族
建
国
問
題
、（
六
）
工
群
問
題
（
労
働
問
題
、
社
会

問
題
）―
―
が
現
れ
た
。し
か
し
な
が
ら
中
国
に
関
し
て
言
う
と
、（
一
）の
問
題
は
、

中
国
に
は
存
在
し
な
い
。
戦
国
時
代
以
降
、
世
襲
の
卿
大
夫
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
階

級
の
陋
習
は
と
う
に
消
滅
し
て
い
る
。（
三
）
に
関
し
て
も
中
国
は
植
民
地
が
な
い

の
で
該
当
せ
ず
、（
四
）
に
つ
い
て
も
中
国
は
非
宗
教
国
家
で
あ
る
た
め
、
数
千
年

宗
教
問
題
は
な
い
。（
六
）
に
関
し
て
は
お
そ
ら
く
他
日
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
現
下
と
し
て
は
経
済
界
が
停
滞
し
て
い
る
た
め
、
競
争
も
な
く
、
あ
て
は
ま

ら
な
い
。

　

梁
啓
超
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
示
し
た
後
、
中
国
の
喫
緊
の
問
題
と
し
て
（
二
）

の
参
政
権
の
問
題
と
（
五
）
の
民
族
の
建
国
問
題
を
挙
げ
る
。

　

そ
の
上
で
、
改
め
て
自
由
の
義
と
い
う
も
の
を
提
示
す
る
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
梁

啓
超
は
、
自
由
と
は
団
体
の
自
由
で
あ
っ
て
、
個
人
の
自
由
で
は
な
い
こ
と
を
強
調

す
る
。
ま
た
文
明
と
野
蛮
を
対
峙
さ
せ
、
文
明
の
自
由
と
は
法
律
の
も
と
で
の
自
由

で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
そ
し
て
団
体
の
自
由
と
は
個
人
の
自
由
が
蓄
積
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
ゆ
え
、
個
人
の
自
由
を
一
身
の
自
由
と
捉
え
て
、
一
身
の
自
由
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
講
じ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
身
の
自
由
と
は
私
（「
我
」）
自
身
の
自

由
で
あ
る
が
、
こ
の
「
我
」
に
は
二
つ
の
「
我
」
が
存
在
す
る
と
い
う
。
一
つ
目
の

「
我
」
と
は
衆
生
と
相
対
す
る
「
我
」
で
あ
り
、「
人
間
」
の
世
界
で
七
尺
の
身
体

で
堂
々
と
立
っ
て
い
る
「
我
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
目
の
「
我
」
と
は
、
そ
の
七
尺

の
身
体
と
相
対
す
る
「
我
」
で
、「
霊
台
」（
精
神
の
宿
る
所
、
心
）
に
存
在
す
る
透

き
通
っ
た
輝
き
の
あ
る
一
つ
の
小
さ
な
も
の
（「
一
点
」）
で
あ
る
、
と
梁
啓
超
は
私

（「
我
」）
を
二
つ
に
解
析
す
る
。

　

前
章
の
最
後
で
梁
啓
超
が
心
の
有
り
様
に
つ
い
て
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
に
触
れ

た
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
問
題
意
識
は
引
き
継
が
れ
、
梁
啓
超
は
人
間
の
心
が
奴
隷
的

な
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
人
が
自
身
を
奴
隷
に
す
る
こ
と
は
恐

れ
る
に
足
ら
な
い
が
、
自
ら
人
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
ほ
ど
痛
ま
し
い
こ
と
は
な
く
、

ま
た
自
ら
人
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
は
ま
だ
恐
れ
る
に
足
ら
な
い
が
、
自
ら
が
自
身
の

奴
隷
に
な
る
ほ
ど
惨
め
な
こ
と
は
な
い
と
述
べ
た
後
に
、
梁
啓
超
は
『
荘
子
』「
田

子
方
篇
」
で
「
心
の
死
よ
り
哀
し
い
こ
と
は
な
く
、
身
体
の
死
は
そ
れ
に
次
ぐ
」
の

言
を
基
に
中
国
人
の
心
の
状
態
に
つ
い
て
目
を
向
け
る
。
こ
の
言
は
実
際
、『
荘
子
』

で
は
道
家
的
な
性
質
を
帯
び
て
い
る
孔
子
の
発
話
で
あ
る
が
、
梁
啓
超
は
「
荘
子
曰

く
」
と
荘
子
の
言
葉
と
し
て
、
度
々
好
ん
で
用
い
て
い
る
。『
荘
子
』
に
お
け
る
「
心

死
」
は
人
間
の
心
も
や
が
て
は
老
衰
し
て
死
に
至
り
永
生
は
か
な
わ
な
い
こ
と
を

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が）

11
（

、
梁
啓
超
は
心
そ
の
も
の
の
死
と
比
喩
的
に
解
し
て
使
っ

て
い
る
。
梁
啓
超
は
「
自
由
」
論
を
展
開
さ
せ
る
中
で
、
人
間
の
「
心
の
奴
隷
」
を

問
題
し
、「
心
の
奴
隷
」
に
こ
そ
「
自
由
」
を
阻
害
す
る
要
因
が
あ
る
と
切
り
込
む
。

こ
の
句
を
踏
ま
え
「
辱
莫
大
於
心
奴
、
而
身
奴
其
為
末
矣
。」
と
、
心
の
奴
隷
よ
り

恥
辱
的
な
こ
と
は
な
く
、
身
体
の
奴
隷
は
末
節
な
こ
と
だ
と
主
張
す
る
。
真
の
自
由

を
求
め
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
心
の
中
に
あ
る
奴
隷
を
取
り
除
く
こ
と
か
ら
始
め
る
べ

き
だ
と
断
ず
る
。

　
　

 
於
古
人
之
言
論
行
事
、
非
惟
辨
難
之
辞
不
敢
出
於
口
、
抑
且
懐
疑
之
念
不
敢
萌

於
心
。
夫
心
固
我
有
也
、
聴
一
言
、
受
一
義
、
而
曰
我
思
之
、
我
思
之
、
若
者

我
信
之
、
若
者
我
疑
之
、
夫
豈
有
刑
戮
之
在
其
後
也
。
然
而
挙
世
之
人
、
莫
敢

出
此
。

　
　

 （
古
人
の
言
論
や
行
い
に
つ
い
て
、
論
難
す
る
よ
う
な
文
句
も
あ
え
て
口
に
せ
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ず
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
心
に
疑
い
の
念
が
生
じ
る
よ
う
な
こ
と
も
避
け
る
の

で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
の
心
は
私
の
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
言
葉
を
聞
け
ば
、

一
つ
の
道
理
を
受
け
入
れ
、
そ
し
て
私
は
そ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
し
考
え
、
そ

れ
を
信
じ
よ
う
が
、
そ
れ
を
疑
お
う
が
、
そ
の
背
後
に
刑
罰
が
ひ
か
え
て
い
る

訳
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
世
の
人
々
は
こ
の
古
人
の
言
葉
や
行
い
か

ら
あ
え
て
外
れ
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る）

11
（

。）

　

こ
れ
は
古
人
の
奴
隷
に
な
る
な
か
れ
、
と
い
う
く
だ
り
で
、
古
の
聖
賢
や
豪
傑
に

対
す
る
「
心
の
奴
隷
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
一
段
で
あ
る
が
、
梁
啓
超
は
中
国
人

に
見
ら
れ
る
「
心
の
奴
隷
」
の
類
を
古
人
の
奴
隷
、
世
俗
の
奴
隷
、
境
遇
の
奴
隷
、

情
欲
の
奴
隷
と
列
挙
し
て
、逐
次
除
去
す
べ
し
と
強
調
し
、「
自
由
を
論
ず
」を
結
ぶ
。

　

人
間
の
心
に
宿
る
、
透
き
通
っ
た
光
る
も
の
が
奴
隷
に
な
ら
な
い
よ
う
に
説
き
、

そ
れ
が
団
体
の
自
由
へ
つ
な
が
る
と
い
う
文
脈
の
中
で
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
を
継

い
で
「
新
民
説
」
は
「
自
治
を
論
ず
」、「
自
尊
を
論
ず
」
と
続
く
。
一
身
の
自
治
と

社
会
の
自
治
の
必
要
性
、「
自
尊
」
の
た
め
に
人
の
自
立
を
説
く
中
で
、
荘
子
の
「
有

人
者
累
、
見
有
於
人
者
憂
」（「
山
木
篇
」
人
を
支
配
す
る
者
は
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と

を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
り
、
人
に
支
配
さ
れ
る
者
も
心
配
ご
と
を
抱
え
る
こ
と
に
な

る
。）
の
言
に
拠
っ
て
、
こ
こ
で
は
荘
子
の
「
人じ

ん

間か
ん

」
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
「
人
」

の
在
り
方
は
、「
人
格
」
に
収
れ
ん
さ
れ
る）

11
（

。「
心
」
の
在
り
方
も
そ
れ
に
相
伴
う
も

の
で
あ
っ
た
。「
私
徳
」
と
し
て
個
々
の
徳
、
精
神
を
論
じ
る
中
で
も
、
あ
る
べ
き

心
の
頽
廃
が
天
下
の
「
心
の
死
」
に
つ
な
が
る
と
し）

11
（

、「
人
格
」「
心
」
と
も
に
、
修

養
、
高
尚
な
道
徳
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
民
が
備
え
る
べ
き
も
の

と
し
て
語
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
「
新
民
説
」
で
尚
武
を
論
じ
る
際
、
尚
武
に
は
「
心
力
」
が
必
要
と
さ
れ
、

「
至
人
」
の
「
心
力
」
が
期
待
さ
れ
る
。「
至
人
」
に
よ
っ
て
大
き
な
困
難
も
克
服

で
き
、
大
き
な
事
業
も
実
現
で
き
る
と
説
く）

11
（

。
こ
の
「
至
人
」
に
つ
い
て
は
、『
荘
子
』

で
は
「
至
人
」
は
理
想
的
な
人
格
と
し
て
描
か
れ
、「
至
人
は
神
な
り
。
大
沢
焚や

く

れ
ど
も
熱
か
ら
し
む
る
能
わ
ず
、
河
漢
沍こ

お

れ
ど
も
寒
か
ら
し
む
る
能
わ
ず
、
疾
雷
、

山
を
破
り
、
風
、
海
を
振
る
わ
せ
ど
も
驚
か
す
能
わ
ず
。
然
る
が
若
き
者
は
、
雲
気

に
乗
り
、
日
月
に
騎ま

た

が
り
て
、
四
海
の
外
に
遊
ぶ）

1（
（

」（「
斉
物
論
篇
」）。「
新
民
説
」

に
お
い
て
は
、
天
演
の
世
界
で
国
の
存
亡
を
か
け
て
、「
至
人
」
の
持
つ
「
心
力
」

が
頼
り
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

次
に
、
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
梁
啓
超
の
「
読
孟
子
界
説
」
で
孟
子
思
想
の
宗
旨

と
さ
れ
た
「
仁
義
」
に
つ
い
て
、「
新
民
説
」
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か

見
て
い
き
た
い
。
孟
子
は
、
康
有
為
の
大
同
思
想
と
孔
教
の
影
響
下
に
お
か
れ
て
い

た
時
は
、
大
同
思
想
の
体
現
者
と
し
て
目
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
の
孟
子
は
大
同
思

想
に
限
り
な
く
近
い
「
仁
」
で
も
っ
て
小
康
レ
ベ
ル
に
近
い
「
義
」
を
率
い
て
い
る

と
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
梁
啓
超
の
周
辺
に
「
自
由
」
が
現
れ
存
在
感
を
増
し
て

く
る
と
、
孟
子
は
牧
羊
政
体
の
担
い
手
と
し
て
人
民
の
自
由
権
を
犯
す
政
体
を
生
み

出
し
た
と
語
ら
れ
、「
仁
」「
義
」
は
鳴
り
を
潜
め
る
。
世
界
が
「
天
演
」
の
法
則
で

動
い
て
い
る
中
、
中
国
は
自
国
の
主
権
と
生
存
の
た
め
に
「
権
利
」
の
追
求
と
考
究

が
よ
り
必
要
と
な
っ
て
い
く
。
梁
啓
超
が
「
自
由
書
」
の
中
で
「
強
権
」
へ
と
行
論

を
進
め
て
い
き
な
が
ら
、
救
国
を
最
大
の
問
題
と
し
て
注
力
し
て
い
る
こ
と
を
前
章

で
見
て
き
た
。「
新
民
説
」
で
は
「
権
利
思
想
を
論
ず
」
の
節
で
、
改
め
て
中
国
の
「
仁

義
」
が
検
証
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
仁
と
義
が
中
国
と
西
洋
と
の
対
比
の
中
で
語
ら
れ

る
。

　
　

 

お
お
む
ね
中
国
は
仁
を
言
う
に
優
れ
、
西
洋
は
義
を
言
う
に
優
れ
る
。
仁
は
人

で
あ
る
。
私
（「
我
」）
が
人
に
利
す
れ
ば
人
も
私
（「
我
」）
に
利
を
与
え
る
。

こ
れ
は
常
に
人
に
重
き
を
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
義
は
「
我
」
で
あ
る
。
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私
（「
我
」）
は
人
を
害
さ
な
い
し
、
人
が
私
（「
我
」）
を
害
す
る
こ
と
も
許
さ

な
い
。
こ
れ
は
常
に
私
（「
我
」）
に
重
き
を
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
の
徳
は
い
ず
れ
が
上
で
あ
ろ
う
か
。
千
万
年
後
の
太
平
の
世
界
に
つ
い
て

は
敢
え
て
述
べ
な
い
が
、
今
日
に
お
い
て
は
義
が
ま
さ
っ
て
い
る
。
義
が
時
世

を
救
う
至
徳
の
要
道
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
仁
義
を
対
比
さ
せ
て
、
義
に
価
値
を
お
き
、
仁
に
つ
い
て
は
、
自
ら

仁
の
徳
を
持
っ
て
い
て
人
に
仁
を
施
す
の
は
よ
い
が
、
人
に
仁
を
期
待
す
る
と
自
身

の
自
由
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
り
、
人
格
の
低
下
を
も
招
く
と
断
じ
る
。
仁
政
も
否

定
さ
れ
、
中
国
人
は
た
だ
君
主
に
仁
政
を
望
ん
で
き
た
だ
け
で
赤
子
の
よ
う
に
な
り

さ
が
り
、
君
主
が
不
仁
で
あ
れ
ば
そ
の
犠
牲
と
な
っ
て
き
た
と
い
い
、
数
千
年
の
歴

史
の
中
で
「
権
利
」
と
い
う
二
文
字
に
つ
い
て
の
知
識
や
考
え
と
い
う
も
の
が
人
々

の
脳
裏
か
ら
途
絶
え
て
久
し
い
と
述
べ
る
。
梁
啓
超
は
こ
こ
で
権
利
は
自
己
と
社
会

に
対
す
る
義
務
の
意
識
も
伴
い
、
さ
ら
に
競
争
の
中
で
、
抵
抗
力
も
含
め
た
強
き
者

が
得
る
思
想
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
国
民
の
権
利
思
想
の
強
弱
が
国
の
強
弱
に

つ
な
が
る
と
説
き
、
強
固
な
権
利
思
想
を
養
成
す
れ
ば
、「
国
の
病
も
癒
え
る
で
あ

ろ
う）

11
（

。」
こ
の
一
句
は
荘
子
の
「
人
間
世
篇
」
に
出
て
く
る
孔
子
の
弟
子
願
回
の
言

葉
で
あ
る）

11
（

。
現
下
の
中
国
の
「
人じ

ん

間か
ん

」
は
列
強
の
圧
力
の
下
で
国
の
存
亡
が
危
ぶ
ま

れ
る
中
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
国
の
病
を
治
癒
す
べ
く
、「
新
民
」
と
と
も
に
、
権
利

思
想
の
必
要
性
が
説
か
れ
た
。

  

「
新
民
説
」
に
は
「
人
格
」
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
く
『
新
民

叢
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
別
の
論
考
に
は
「
人
格
」
に
注
釈
が
付
さ
れ
て
お
り
、「
人

間
の
資
格
を
有
し
て
い
る
の
を
人
格
と
謂
う）

11
（

」、
と
示
さ
れ
て
い
る
。「
人
格
」
と
い

う
単
語
が
新
語
と
し
て
使
わ
れ
出
し
た
こ
と
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
梁
啓
超
の

文
句
に
は
「
国
家
と
は
人
格
で
あ
る
」、
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
、「
人
格
」
が
国
家

に
吸
引
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。「
新
民
説
」
連
載
時
の
思
考
が
す
で
に
次
の
「
開
明
専

制
論
」
に
続
く
予
兆
を
も
窺
わ
せ
る
。

　
「
新
民
説
」
の
連
載
と
並
行
し
て
梁
啓
超
は
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」

を
ま
と
め
、
中
国
の
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
思
想
の
変
遷
を
概
観
す
る
。
そ
こ

で
の
荘
子
は
、
儒
学
の
学
派
が
講
じ
ら
れ
る
中
で
、
孔
子
の
学
派
に
連
な
る
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
孔
子
の
学
問
は
微
言
大
義
の
二
学
派
に
分
か
れ
、
孟

子
が
微
言
の
学
派
を
受
け
継
い
だ
、
と
い
う
解
釈
は
第
二
章
で
見
て
き
た
孟
子
と
同

じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
微
言
の
中
で
最
も
レ
ベ
ル
の
高
い
も
の
が
「
太
平
之
太
平
」
で

あ
り
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
学
は
お
そ
ら
く
顔
回
の
継
承
者
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
と

思
わ
れ
る
も
の
の
、
今
や
途
絶
え
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
荘

子
を
持
ち
出
し
て
く
る
。
荘
子
は
中
国
南
方
の
大
思
想
家
で
あ
る
が
、
北
方
で
も
学

び
、
文
章
は
秀
で
て
い
て
独
自
の
深
み
を
持
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
お
お
よ
そ
顔
回
が

後
世
に
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
学
問
を
受
け
継
い
で
い
た
、
と
梁
啓
超
は
見
立
て
る）

11
（

。

こ
れ
以
上
の
言
及
は
な
い
が
、
中
国
の
思
想
に
お
い
て
荘
子
を
孔
子
の
学
派
に
連
な

る
も
の
と
捉
え
る
の
は
、
変
法
時
期
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
道
家
思
想
に
つ
い
て
は
、
梁
啓
超
の
評
価
は
低
い
。
老
子
の
「
天

地
不
仁
、以
万
物
為
鄒
狗
」（
天
地
は
仁
な
ら
ず
、万
物
を
以
て
鄒
狗
と
な
す
）で
も
っ

て
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
頽
廃
的
な
社
会
的
風
潮
を
述
べ
、
梁
啓
超
に
と
っ
て
老
子
と

楊
朱
は
厭
世
思
想
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
こ
の
時
の
梁
啓
超
の
視
点
は
「
群

治
」（
社
会
）
に
あ
り
、「
群
治
」
の
影
響
如
何
が
老
学
へ
の
評
価
と
な
っ
て
い
た
。

梁
啓
超
か
ら
見
れ
ば
、老
学
の
弊
害
は
厭
世
よ
り
も
私
利
を
は
か
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、

そ
れ
が
天
下
に
害
を
及
ぼ
す
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
梁
啓
超
が
「
保
教
」
と
「
定
一
尊
」
に

反
対
し
、「
公
徳
」、
そ
し
て
「
私
徳
」
に
重
き
を
お
い
て
「
新
民
説
」
を
展
開
さ
せ

て
い
る
さ
な
か
、
中
国
思
想
の
変
遷
を
俯
瞰
す
る
中
で
、
荘
子
は
顔
回
の
学
問
を
継

承
し
て
い
た
が
、
老
子
に
関
し
て
は
、「
群
治
」
に
マ
イ
ナ
ス
的
な
影
響
を
も
た
ら
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し
た
と
見
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
老
子
思
想
と
い
う
の
は
儒
家
の
思
想
が
衰
弱
し
、

社
会
の
風
気
も
腐
敗
し
た
時
に
相
ま
っ
て
大
き
な
発
展
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。
唐

以
降
か
ら
清
末
に
至
る
ま
で
「
老
学
」
の
マ
イ
ナ
ス
的
な
影
響
は
依
然
止
ま
っ
て
い

な
い）

11
（

。梁
啓
超
の
こ
の
論
調
の
中
で
、老
子
は
新
民
思
想
の
中
に
入
る
余
地
は
な
か
っ

た
。

　

梁
啓
超
は
「
新
民
説
」
の
連
載
を
終
え
た
後
、
一
九
〇
六
年
か
ら
『
新
民
叢
報
』

上
に
「
開
明
専
制
論
」
を
発
表
す
る
。
こ
の
論
稿
は
革
命
派
と
の
論
争
の
中
で
展
開

し
た
も
の
で
あ
り
、
中
国
の
現
状
に
基
づ
い
て
革
命
と
共
和
制
に
反
対
し
、
君
主
立

憲
制
も
時
期
尚
早
と
の
立
場
を
示
し
、
今
の
中
国
に
は
開
明
的
な
専
制
が
適
切
で
あ

る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
開
明
専
制
の
具
体
的
な
内
容
は
提
示
さ
れ
ず
未
完
で

終
わ
る
。「
開
明
専
制
論
」
は
梁
啓
超
の
思
想
の
質
的
変
化
、
後
退
と
し
て
も
捉
え

ら
れ
て
き
た
が
、
本
章
で
は
、
開
明
的
な
専
制
と
い
う
思
考
の
中
で
荘
子
や
道
家
思

想
の
存
在
は
い
か
で
あ
っ
た
か
に
注
意
し
た
い
。

　
「
開
明
専
制
論
」
で
は
、
ま
ず
「
制
」
と
は
権
力
が
一
つ
の
形
と
な
っ
て
人
間
の

一
部
分
の
自
由
を
束
縛
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
定
義
を
示
し
、
人
間
社
会
と
は
競

争
社
会
で
あ
り
、
そ
の
中
で
強
制
的
な
制
度
が
あ
る
ゆ
え
に
、
弱
者
の
生
存
も
保
障

さ
れ
る
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
梁
啓
超
は
、
人
類
が
ご
く
自
然
に
調
和
し
て
平
和
的
な

発
展
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
老
荘
の
考
え
や
、
自
然
界
に
は
天
然
の
規
則

が
あ
り
、
お
の
ず
と
調
和
し
て
軋
轢
の
な
い
状
態
が
で
き
る
と
い
う
の
は
人
類
と
て

同
様
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
る
。
だ
が
梁
啓
超
は

こ
れ
ら
二
つ
の
考
え
は
今
と
な
っ
て
は
陳
腐
で
あ
る
と
否
定
し
、
そ
も
そ
も
自
然
界

の
生
存
競
争
は
激
し
く
そ
れ
ら
の
思
考
が
描
く
よ
う
な
世
界
は
未
だ
か
つ
て
存
在
し

た
こ
と
も
な
い
、
と
断
じ
る）

1（
（

。
そ
し
て
社
会
や
国
家
が
何
ら
か
の
強
制
的
な
制
度
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。
さ
ら
に
、
制
度
を
確
立
す
る
精
神
と
し
て
、
個
人

に
お
け
る
自
由
の
大
部
分
、
も
し
く
は
す
べ
て
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
が

国
家
の
自
衛
で
あ
る
な
ら
ば
、
良
し
と
し
、
経
済
界
や
人
々
の
生
活
を
阻
害
す
る
も

の
で
あ
っ
て
も
国
家
の
生
存
の
た
め
と
い
う
目
的
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
肯

定
す
る
。
そ
し
て
規
定
さ
れ
た
形
式
以
外
で
不
当
な
圧
制
を
加
え
な
け
れ
ば
、
制
限

を
受
け
る
側
の
地
位
は
保
障
さ
れ
る
と
改
め
て
述
べ
る
。

　

さ
ら
に
「
自
然
人
」
の
概
念
を
持
ち
出
す
。「
自
然
人
」
の
利
害
は
国
家
の
利
害

と
常
に
対
立
す
る
こ
と
を
述
べ
、
専
制
と
は
、「
自
然
人
」
の
利
益
を
基
準
と
す
る

と
野
蛮
な
専
制
と
な
り
、国
家
の
利
益
を
基
準
と
す
る
と
開
明
専
制
と
な
る
と
言
う
。

こ
の
論
調
の
中
で
は
、孔
子
は
人
民
の
利
益
に
重
き
を
お
い
た
開
明
専
制
家
と
な
り
、

「
礼
論
篇
」
で
人
間
の
欲
を
礼
で
も
っ
て
抑
制
す
る
こ
と
を
説
い
た
荀
子
は
開
明
専

制
論
を
最
も
詳
述
し
た
と
さ
れ
、
ま
た
墨
子
は
「
尚
同
」
を
説
い
て
極
度
な
専
制
を

説
い
た
が
「
兼
愛
」「
尚
賢
」
等
の
「
義
」
で
も
っ
て
調
整
を
施
し
、
人
民
の
益
を

重
視
し
た
開
明
専
制
家
の
扱
い
と
な
る
。
法
家
と
な
る
と
儒
墨
と
異
な
り
人
民
の
利

益
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
対
し
て
何
ら
憂
え
る
こ
と
も
な
く
、
国
家
の
利
益
に
重
き

を
お
い
た
開
明
専
制
家
と
見
な
さ
れ
る
。

　

専
制
で
あ
っ
て
な
お
か
つ
開
明
的
で
あ
り
、
開
明
的
で
あ
っ
て
専
制
で
あ
る
と
い

う
国
家
の
在
り
方
を
提
示
し
、
そ
れ
が
国
と
民
に
多
大
な
益
と
な
る
こ
と
を
説
く
。

こ
の
中
に
荘
子
は
ほ
ぼ
入
る
余
地
が
な
い
。あ
え
て
梁
啓
超
の
言
説
を
追
う
な
ら
ば
、

せ
い
ぜ
い
開
明
専
制
と
専
制
の
優
劣
、
非
専
制
と
専
制
の
優
劣
の
判
断
が
人
間
の
主

観
の
問
題
に
帰
せ
ら
れ
た
時
に
、「
斉
物
論
篇
」
の
「
民
食
芻
豢
、
麋
鹿
食
薦
、
蝍

且
甘
帯
、
鴟
鴉
耆
鼠
」（
人
は
牛
肉
・
豚
肉
を
食
べ
、
麋

お
お
し
か・

鹿
は
甘
草
を
食
い
、

蝍む
か
で且

は
蛇
を
う
ま
い
と
言
い
、
鴟と

び

・
鴉か

ら
す

は
鼠
を
好
む）

11
（

。）
の
言
で
も
っ
て
良
し
悪
し

は
無
定
形
で
あ
る
と
い
う
論
拠
に
使
わ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、『
荘
子
』

で
は
「
我
よ
り
こ
れ
を
観
れ
ば
、
仁
義
の
端
、
是
非
の
塗
は
樊は

ん

然ぜ
ん

と
し
て
殽こ

う

乱ら
ん

す
。

吾
悪
ん
ぞ
能
く
其
の
辯
を
知
ら
ん
。」
と
続
き
、
世
間
の
利
害
の
端
に
も
全
く
構
い

も
し
な
い
、
四
海
の
外
に
出
て
遊
ぶ
至
人
の
存
在
が
説
か
れ
る
が）

11
（

、
も
と
よ
り
梁
啓
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梁啓超（飲冰）と荘子が辿った「人間世」素描

超
は
逍
遥
遊
の
域
に
踏
み
入
る
よ
う
な
境
地
に
は
な
い
。
幾
度
の
思
想
の
遍
歴
を
経

て
、
梁
啓
超
の
思
考
の
中
で
荘
子
的
な
要
素
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
の
か
、

次
章
で
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　

五
、
道
家
思
想
の
再
認
識
と
「
仁
」
の
拡
充

　

梁
啓
超
は
一
九
一
八
年
末
か
ら
一
九
二
〇
年
に
か
け
て
の
欧
州
遊
歴
に
て
思
想
的

な
刺
激
を
受
け
、
自
国
文
化
へ
の
再
評
価
を
強
め
る
。
そ
の
中
で
、
梁
啓
超
は
道
家

思
想
に
対
し
て
も
、
西
洋
文
化
に
比
肩
し
得
る
新
た
な
価
値
を
見
出
す
に
至
る
。

一
九
二
〇
年
に
『
老
子
哲
学
』
を
発
表
し
、
こ
こ
で
梁
啓
超
は
老
子
を
厭
世
と
見
る

こ
と
を
否
定
し
、
老
子
の
「
自
然
」
を
肯
定
的
に
捉
え
る
。
老
子
の
「
道
法
天
」（
道

は
天
に
法
る
）
を
高
く
評
価
し
、
ま
た
「
道
法
自
然
」（
道
は
自
然
に
法
る
）「
莫
之

命
而
常
自
然
」（
こ
れ
命
ず
る
莫
く
し
て
常
に
自
ず
か
ら
然
り
）に
基
づ
い
て「
自
然
」

を
老
子
哲
学
の
根
幹
で
あ
る
と
し
、
自
然
主
義
と
い
う
も
の
が
中
国
思
想
の
中
核
に

な
る
と
評
価
す
る
ま
で
に
至
る）

11
（

。

　

た
だ
、
梁
啓
超
は
自
ら
老
子
を
読
み
解
く
中
で
、
人
為
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る

と
見
た
。
老
子
の
「
無
名
之
樸
」
と
自
然
主
義
は
齟
齬
を
き
た
す
と
し
、「
莫
之
命

而
常
自
然
」
の
結
果
、「
動
而
愈
出
」（
動
き
て
愈い

よ

々い
よ

出
ず
）、「
万
物
並
作
」（
万
物

は
並
び
作お

こ

る
）。
梁
啓
超
は
、
こ
れ
ら
生
ま
れ
出
て
き
た
万
物
に
対
し
て
そ
れ
を
拒

絶
し
、
放
棄
す
る
の
は
自
然
で
も
な
く
道
の
あ
り
か
た
も
で
も
な
く
、
こ
れ
は
人
為

的
な
作
用
で
あ
る
と
断
じ
る
。
さ
ら
に
「
法
自
然
」
に
し
て
も
、
一
方
に
お
い
て
人

間
の
知
識
を
閉
鎖
的
に
し
て
し
ま
い
、「
小
国
寡
民
」
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
せ
よ
、
人

民
を
愚
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
疑
問
を
呈
し
、
老
子
の
思
想
は
後
世
の
人
間
に
専

制
の
護
符
と
し
て
利
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
る）

11
（

。

　

ち
ょ
う
ど
同
年
に
梁
啓
超
は
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
（
羅
素
）
の
来
華
に
も

関
わ
る
が）

11
（

、『
老
子
哲
学
』
で
は
道
家
思
想
に
心
服
す
る
ラ
ッ
セ
ル
の
老
子
評
も
取

り
上
げ
、
道
の
万
物
の
関
わ
り
か
た
が
人
間
の
創
造
へ
の
衝
動
と
相
通
じ
る
も
の
が

あ
る
と
指
摘
す
る
な
ど
、『
老
子
哲
学
』
に
お
い
て
は
、
総
じ
て
老
子
の
思
想
的
意

義
を
示
す
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
新
文
化
の
思
潮
の
中
で
老
子
に

も
や
や
接
点
を
持
た
せ
て
新
文
化
の
意
義
の
中
で
読
み
解
く
試
み
を
し
て
い
る
と
も

言
え
る
。『
老
子
哲
学
』
に
お
い
て
は
、
梁
啓
超
は
実
際
は
人
為
的
な
作
用
が
必
要

と
し
な
が
ら
も
、
肯
定
的
に
老
子
思
想
を
評
価
し
て
い
る
。

　

だ
が
、「
老
孔
墨
以
後
学
派
概
観
」（
一
九
二
〇
年
）
と
『
先
秦
政
治
思
想
史
』

（
一
九
二
二
年
）
に
お
け
る
道
家
思
想
へ
の
考
察
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
梁

啓
超
は
『
先
秦
政
治
思
想
史
』
に
て
目
下
の
課
題
と
し
て
、
精
神
生
活
と
物
質
生
活

を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
、個
性
と
社
会
性
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
を
提
示
し
て
、

先
秦
の
思
想
を
考
究
し
た
。

　

こ
の
問
題
意
識
の
も
と
で
、
梁
啓
超
は
道
家
思
想
を
、
正
負
両
面
か
ら
論
じ
る
。

ま
ず
老
子
の
自
然
に
関
し
て
は
、
な
ぜ
老
子
の
思
想
が
法
家
へ
向
か
わ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
に
焦
点
を
あ
て
、「
無
為
而
治
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
法
律
に
依
る
し

か
な
い
と
結
論
づ
け
る
。
梁
啓
超
か
ら
見
れ
ば
、
道
家
は
既
に
混
成
し
た
、
完
成
し

た
宇
宙
観
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
下
で
人
類
を
万
物
と
同
等
に
扱
っ
て
お
り
、
人
類

は
一
定
の
因
果
律
の
支
配
を
受
け
る
と
い
う
非
常
に
機
械
的
な
人
生
観
を
持
っ
て
い

る
と
解
釈
す
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
法
家
の
開
祖
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
道
家
に

連
な
る
者
と
し
て
、
慎
子
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
慎
子
の
文
句
「
三
十
斤
の
石
（
鈞

石
）
を
置
い
て
、
禹
に
そ
の
重
さ
を
測
る
よ
う
に
言
っ
た
と
こ
ろ
で
禹
に
は
な
す
す

べ
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
秤
を
用
い
る
と
ど
れ
ほ
ど
軽
量
の
物
で
も
正
確
に
測
る
こ
と

が
で
き
る
」、
つ
ま
り
は
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
「
無
知
之
物
」
で
あ
る
「
鈞
石
」

と
「
権
衡
」（
は
か
り
）
の
効
力
が
と
も
に
聖
智
の
禹
よ
り
ま
さ
る
と
い
う
思
考
こ

そ
が
、政
治
の
世
界
に
お
い
て
は
人
間
よ
り
も
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
、
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道
家
が
法
家
へ
向
か
う
必
然
性
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に
道
家
と
法
家
の
両
者
に
は
機

械
的
な
論
理
が
存
す
る
と
断
じ
た）

11
（

。

　

荘
子
の
渾
沌
の
話
に
関
し
て
は
、
梁
啓
超
の
文
脈
の
中
で
異
な
る
批
評
が
下
さ
れ

る
。
政
治
的
な
観
点
か
ら
、
敢
え
て
肯
定
的
に
、
政
治
的
な
干
渉
を
一
切
排
し
万
事

は
民
の
自
由
に
任
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
読
み
が
示
さ
れ
る
一
方
で）

11
（

、
渾
沌
の
よ
う
な

自
然
の
状
態
は
人
類
に
と
っ
て
の
本
来
あ
る
べ
き
自
然
で
あ
る
の
か
と
、
老
荘
思
想

の
特
徴
と
し
て
人
間
の
創
造
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
も
扱
わ
れ
る）

11
（

。
梁
啓
超
に

と
っ
て
の
「
自
然
」
は
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
機
械
的
な
論
理
に
つ
な
が
る
も
の

で
も
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
荘
子
に
関
し
て
は
、
梁
啓
超
が
荘
子
の
「
心
の
死
」
の
言
に
た
び
た
び
関

心
を
向
け
て
き
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
言
及
し
た
。
道
家
思
想
へ
の
再
評
価
を
試
み

る
中
で
、
荘
子
の
「
心
の
死
」
の
言
を
め
ぐ
っ
て
は
、
梁
啓
超
は
依
然
変
わ
ら
ず
関

心
を
示
し
、
荘
子
は
た
だ
消
極
的
に
社
会
に
順
応
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
人
々
を
苦
し
み
か
ら
救
済
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
熱
い
心
の
持
ち
主
だ

と
非
常
に
情
熱
的
な
荘
子
像
を
提
示
す
る
。
世
の
人
々
を
苦
し
み
か
ら
救
済
す
る
菩

薩
や
孔
子
、
墨
子
と
も
そ
の
思
想
の
目
的
と
す
べ
き
所
は
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
、
荘

子
を
救
済
者
と
見
立
て
る
。
そ
し
て
荘
子
の
原
意
に
沿
っ
て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い

が
と
断
り
な
が
ら
梁
啓
超
独
自
の
解
釈
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
荘
子
に
修
養
面
的
な

性
質
を
持
た
せ
て
、
荘
子
は
「
忘
我
」
で
人
間
の
執
着
や
行
い
の
無
益
を
説
き
、
強

力
な
意
志
で
も
っ
て
己
の
感
情
を
抑
制
し
、
自
身
の
情
感
と
心
を
守
る
こ
と
を
説
い

て
い
る
と
荘
子
の
思
想
を
読
み
解
い
て
み
せ
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
荘
子
の
「
心
」
へ
の
関
心
に
修
養
面
の
重
要
性
を
も
持
た
せ
て
梁
啓

超
は
そ
の
意
義
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
荘
子
に
関
し
て
は
全
体
的
に
、
老
荘
思
想
が

説
く
「
自
然
」
を
提
唱
し
て
い
る
者
と
し
て
、
そ
の
自
然
観
を
厳
し
く
問
う
。
人
間

の
性
と
い
う
も
の
が
、
荘
子
の
い
う
「
祥
金
」（
不
吉
の
金
）
や
「
不
材
之
木
」（
無

用
の
木
材
）
に
な
り
え
ず
、
自
然
状
態
に
反
す
る
が
ゆ
え
に
な
り
え
な
い
と
断
じ

る）
1（
（

。
荘
子
も
含
め
た
道
家
が
「
人
」
と
「
物
」
を
混
同
さ
せ
て
い
る
が
た
め
に
、
法

家
へ
流
れ
る
こ
と
に
な
り
、
あ
く
ま
で
「
人
」
を
中
心
に
置
く
「
仁
」
の
世
界
と
は

意
を
異
に
す
る
と
い
う
解
釈
を
強
く
示
す
。

　

ま
た
、
荘
子
の
「
在
宥
」
に
関
し
て
も
、
変
法
運
動
期
に
康
有
為
や
譚
嗣
同
が
「
自

由
」
が
転
化
し
た
語
だ
と
解
し
、
梁
啓
超
は
こ
こ
で
も
民
を
絶
対
的
に
自
由
に
す
る

意
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
な
ら
ば
い
か
に
自
由
を
獲

得
さ
せ
る
か
を
問
う
。
梁
啓
超
曰
く
、
そ
れ
は
俗
語
で
言
え
ば
「
人
に
構
う
な
」
と

な
り
文
語
で
言
え
ば
「
無
為
」
と
な
る
と）

11
（

。
そ
し
て
梁
啓
超
は
こ
の
「
無
為
」
と
い

う
も
の
が
法
家
に
つ
な
が
る
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
論
じ
、「
自
由
」
に
あ
る

不
備
を
追
及
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

か
た
や
「
仁
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
意
義
を
拡
充
す
べ
く
、
特
に
法
家
と
の
違

い
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
論
を
展
開
さ
せ
る
。
人
類
に
と
っ
て
い
か
に
有
意
義
な
も

の
で
あ
る
か
を
示
す
べ
く
、
仁
の
要
素
か
ら
説
き
起
こ
し
、
仁
に
は
智
的
な
面
に
お

い
て
は
同
類
意
識
と
な
り
、
情
的
な
面
と
し
て
は
同
情
心
と
い
う
形
に
な
っ
て
現
れ

る
と
述
べ
て
い
る
。

　
　

其
恕
乎
、
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
。

　
　

（
其
れ
恕
か
。
己
の
欲
せ
ざ
る
所
、
人
に
施
す
こ
と
勿
れ
）（
孔
子
）

　
　

強
恕
而
行
、
求
仁
莫
近
焉
。

　
　

（
恕
を
強
め
て
行
う
、
仁
を
求
む
る
こ
と
こ
れ
よ
り
近
き
は
莫
し
）（
孟
子
）

　
　

夫
仁
者
、
己
欲
立
而
立
人
、
己
欲
達
而
達
人
、
能
近
取
譬
、
可
謂
仁
之
方
也
已
。

　
　

（ 
夫
れ
仁
者
は
己
立
た
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
、
己
達
せ
ん
と
欲
し
て
人
を
達

す
。
能
く
近
く
取
り
て
譬
う
。
仁
の
方
と
謂
う
べ
き
の
み
。）（
孔
子
）

　
　

仁
也
者
、
人
也
。
合
而
言
之
道
也
。
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（
仁
と
は
人
な
り
。
合
わ
せ
て
こ
れ
を
言
え
ば
道
な
り
）（
孟
子）

11
（

）

　
「
恕
」
は
消
極
的
な
性
質
を
も
っ
て
作
用
を
し
（
己
の
望
ま
な
い
こ
と
を
相
手
に

も
及
ば
さ
な
い
）、「
仁
」
に
近
い
存
在
で
は
あ
る
。「
仁
」
は
あ
く
ま
で
積
極
的
な

作
用
を
し
、
同
類
意
識
を
拡
充
さ
せ
て
、「
仁
」
の
世
界
を
完
成
さ
せ
る
。
そ
の
世

界
を
「
大
同
」
と
言
う）

11
（

。
梁
啓
超
は
、
儒
家
が
あ
く
ま
で
人
に
よ
っ
て
道
を
広
げ
、

た
だ
人
が
な
す
道
に
最
も
重
き
を
お
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、「
仁
」
の

働
き
に
つ
い
て
説
き
、
さ
ら
に
「
仁
は
人
な
り
」
を
「
政
は
正
な
り
」
に
つ
な
げ
る
。

　

そ
の
際
に
『
大
学
』
に
出
て
く
る
「
絜
矩
」
の
道
が
政
を
正
し
天
下
を
平
ら
か
に

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

 　

所
悪
於
上
、
毋
以
使
下
、
所
悪
於
下
、
毋
以
事
上
、
所
悪
於
前
、
毋
以
先
後
、

所
悪
於
後
、
毋
以
従
前
、
所
悪
於
右
、
毋
以
交
於
左
、
所
悪
於
左
、
毋
以
交
於

右
、
此
之
謂
絜
矩
之
道
。

　
　

（ 

上
に
悪
む
所
、
以
て
下
に
使
う
こ
と
。
毋
く
、
下
に
悪
む
所
、
以
て
上
に
事

う
る
こ
と
毋
か
れ
。
前
に
悪
む
所
、
以
て
後
に
先
だ
つ
こ
と
毋
く
、
後
に
悪

む
所
、
以
て
前
に
従
う
こ
と
毋
か
れ
。
右
に
悪
む
所
、
以
て
左
に
交
わ
る
こ

と
毋
く
、
左
に
毋
む
所
、
以
て
右
に
交
わ
る
こ
と
毋
か
れ
。
此
れ
を
こ
れ
絜

矩
の
道
と
謂
う
」（『
大
学）

11
（

』）

　
『
大
学
』
で
説
か
れ
て
い
る
「
絜
矩
」
の
道
に
よ
っ
て
、
天
下
は
平
ら
か
に
な
る

と
説
明
し
た
上
で
、
儒
家
の
政
治
に
は
、
人
類
、
人
間
と
し
て
の
同
類
の
意
識
が
あ

る
こ
と
を
強
調
す
る
。「
聖
人
者
、
以
己
度
者
也
。
故
以
人
度
人
、
以
情
度
情
、
以

類
度
類
」（『
荀
子
』「
非
相
篇）

11
（

」）
と
い
う
「
絜
矩
」
の
働
き
は
、
己
が
欲
し
な
い
時

に
の
み
他
者
へ
の
「
勿
施
」
に
思
い
至
る
と
い
う
消
極
的
な
「
恕
」
に
連
な
る
も
の

だ
け
で
な
い
。「
矩
」
が
積
極
的
に
作
用
す
れ
ば
「
仁
」
の
実
現
と
な
る
。「
矩
」
は

「
心
矩
」
と
も
梁
啓
超
は
称
す
。
こ
こ
で
「
矩
」
が
法
家
の
「
物
矩
」
と
区
別
さ
れ

る
。

　

こ
の
己
の
心
を
中
心
と
し
て
、人
へ
の
関
心
を
家
族
か
ら
同
国
人
、異
国
人
へ
と
、

同
心
円
状
に
幾
重
に
も
外
に
広
げ
て
い
く
孔
子
の
学
説
は
、
こ
こ
で
「
国
民
意
識
」

や
「
階
級
意
識
」
と
も
峻
別
さ
れ
、
西
洋
の
思
想
と
も
根
本
的
に
そ
の
淵
源
が
異
な

る
こ
と
が
全
面
的
に
強
調
さ
れ
る
。「
不
忍
の
心
」
が
中
国
に
は
あ
る
と
い
う
点
に

梁
啓
超
は
こ
の
儒
家
の
政
治
思
想
の
価
値
を
見
出
す
の
で
あ
っ
た
。

　
「
恕
」
と
「
絜
矩
」
に
つ
い
て
は
、
厳
復
は
か
つ
て
、
西
洋
の
「
自
由
」
の
概
念

と
似
て
非
な
る
概
念
と
捉
え
て
い
た）

11
（

。
厳
復
は
こ
の
「
恕
」
と
「
絜
矩
」
は
と
も
に

他
人
と
の
関
係
が
優
先
さ
れ
て
い
る
が
、
西
洋
の
自
由
に
は
己
の
自
立
が
ま
ず
あ
る

と
看
破
し
た
の
で
あ
っ
た
。
梁
啓
超
の
中
で
は
、「
如
心
為
恕
」
と
解
さ
れ
た
「
恕
」

は
、「
仁
」
に
近
い
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
絜
矩
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、

「
矩
」
が
積
極
的
な
作
用
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
仁
」
の
世
界
の
実
現
へ

と
つ
な
が
る
こ
と
に
重
き
を
お
い
て
い
る
。「
不
忍
の
心
」が
存
す
る「
仁
」は
、個
々

の
自
立
よ
り
も
、
人
類
と
し
て
の
同
類
意
識
を
生
み
、
そ
れ
を
拡
充
さ
せ
て
、
や
が

て
は
「
仁
」
の
世
界
を
築
い
て
い
く
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
儒
家

の
理
想
と
す
る
政
治
思
想
で
あ
り
、「
仁
」
の
世
界
は
「
大
同
」
と
名
付
け
ら
れ
る

の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
西
洋
と
の
相
違
を
示
す
も
の
と
し
て
「
権
利
思
想
」
を
改
め
て
取
り
上
げ

る
。
こ
こ
で
は
孟
子
が
「
利
」
を
否
定
し
た
こ
と
を
強
調
し
、
権
利
の
観
念
に
つ
い

て
、
仁
と
の
違
い
を
明
確
に
示
す
。

　
　

 

利
の
性
質
と
は
、効
率
的
な
観
念
よ
り
一
つ
層
の
下
の
レ
ベ
ル
の
観
念
で
あ
り
、

権
利
の
た
め
の
観
念
で
あ
る
。
権
利
の
観
念
と
は
欧
米
の
政
治
思
想
の
中
で
は
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唯
一
の
原
素
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
彼
ら
の
い
う
人
権
や
愛
国
、
階
級
闘

争
な
ど
の
種
々
の
活
動
は
み
な
こ
れ
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
お
り
、
ひ
い
て
は
社

会
の
組
織
の
中
で
最
も
根
本
的
で
密
接
な
関
係
で
あ
る
父
子
や
夫
婦
の
互
い
の

関
係
の
中
で
さ
え
も
す
べ
て
こ
の
観
念
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の

観
念
は
我
々
中
国
人
の
頭
の
中
に
入
る
と
、全
く
も
っ
て
理
解
で
き
な
く
な
る
。

…
…
彼
ら
欧
米
人
は
も
と
よ
り
こ
の
観
念
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
の
で
、
た

だ
こ
れ
を
も
っ
て
社
会
を
組
織
す
る
根
幹
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

の
社
会
が
我
々
よ
り
も
優
れ
て
い
る
所
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
我
々
は
い
ま
だ

そ
れ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
苦
し
ん
で
い
る
が
、
彼
ら
と
て
ひ
そ
か
に

こ
れ
を
疑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
言
わ
ば
そ
れ
は
、
権
利
の
観
念
は
す
べ

て
互
い
の
対
立
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
お
互
い
通
じ
合
う
「
仁
」
と
は

絶
対
に
相
容
れ
な
い
の
で
あ
る）

11
（

。

　

梁
啓
超
は
、
孟
子
は
個
人
に
対
し
て
も
、
国
家
に
対
し
て
も
権
利
の
思
想
を
断
固

と
し
て
排
し
た
と
強
調
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
「
利
」
と
「
仁
」
の
違
い
に
着
目
し
、

西
洋
の
権
利
の
思
想
を
儒
家
の
「
義
利
之
辨
」
の
枠
組
み
の
中
で
読
み
解
き
、「
利
」

の
側
面
か
ら
「
権
利
」
を
読
み
解
く
。「
新
民
説
」
で
唱
え
ら
れ
た
「
権
利
思
想
」

の
「
権
利
」
は
、
こ
こ
で
は
、
完
全
に
「
利
」
と
同
等
の
意
味
と
し
て
解
釈
さ
れ
、

西
洋
に
は
な
い
中
国
特
有
の
思
想
を
淵
源
と
す
る
「
仁
」
と
対
照
的
な
概
念
と
し
て

処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。先
の
一
段
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、権
利
の
観
念
は
い
っ

た
ん
中
国
人
の
頭
の
中
に
入
る
と
全
く
理
解
で
き
な
く
な
る
と
い
う
。
権
利
の
観
念

と
い
う
の
は
双
方
の
対
立
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
を
通
じ
合
わ
せ
る

「
仁
」
と
は
絶
対
に
相
容
れ
な
い
も
の
だ
と
述
べ
る
。
実
は
欧
米
人
も
こ
の
権
利
の

観
念
に
は
疑
念
を
抱
い
て
い
る
と
付
け
加
え
な
が
ら
、「
仁
」
の
価
値
が
西
洋
思
想

を
超
越
す
べ
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
孟
子
に
つ
い
て
は
、
孟
子
が
「
仁
政
」
と
「
保
民
」
を
唱
え
た
こ
と
を
高

く
評
価
す
る
。
民
の
生
活
安
定
が
あ
っ
て
こ
そ
国
民
の
道
徳
の
向
上
が
導
き
出
さ
れ

る
し
、
君
主
に
仁
義
を
説
く
の
は
正
義
の
た
め
の
革
命
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ

て
、
儒
家
が
権
利
の
観
念
を
一
切
の
罪
悪
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
強
調
す

る）
11
（

。
荀
子
に
関
し
て
も
、「
礼
」
の
形
骸
化
が
法
家
へ
流
れ
た
面
が
あ
る
と
し
な
が

ら
も
、
荀
子
と
て
民
を
教
化
し
風
俗
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
礼
を
説
い
た
の
で
あ
る

か
ら
孔
子
の
人
格
重
視
の
主
旨
に
た
が
わ
な
い
と
、
儒
家
と
し
て
の
評
価
の
中
に
お

さ
め
る
。

　

欧
州
遊
歴
を
経
て
、
道
家
へ
の
価
値
を
見
出
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
梁
啓
超
が

目
指
す
社
会
は
「
仁
」
を
拡
充
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
新
文
化
の
思
潮
と

も
相
ま
っ
て
、
こ
の
時
期
梁
啓
超
は
「
趣
味
」
と
い
う
言
葉
を
好
ん
で
用
い
る
。
自

身
の
生
き
ざ
ま
と
し
て
「
趣
味
」（
趣
を
味
わ
う
）
と
い
う
精
神
を
基
調
に
打
ち
出

し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
老
荘
思
想
と
し
て
「
自
然
状
態
」
を
厳
し
く
追
及
し

つ
つ
も
、
一
方
で
、
そ
こ
に
あ
る
意
義
も
認
め
て
い
る
。

　
　

 

大
道
廃
、
有
仁
義
。
慧
智
出
、
有
大
偽
。
六
親
不
和
、
有
孝
慈
。
国
家
昏
乱
、

有
忠
臣
。

　
　

（ 

す
ぐ
れ
た
真
実
の
「
道
」
が
衰
え
て
、
そ
こ
で
仁
愛
と
正
義
を
徳
と
し
て
強

調
す
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
。
人
の
知
恵
と
さ
か
し
ら
が
あ
ら
わ
れ
て
、
そ
こ

で
た
が
い
に
だ
ま
し
あ
う
ひ
ど
い
偽
り
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
身
内
の
家
族
が

不
和
に
な
っ
て
、
そ
こ
で
子
供
の
孝
行
と
親
の
慈
愛
が
徳
と
し
て
強
調
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
家
が
ひ
ど
く
乱
れ
て
、
そ
こ
で
忠
義
な
臣
下
と
い
う

も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
。）（『
老
子
』）

　
　

 

為
之
斗
斛
以
量
之
、
則
並
与
斗
斛
而
竊
之
。
為
之
権
衡
以
称
之
、
則
並
与
権
衡

而
竊
之
。
…
…
為
之
仁
義
以
矯
之
、
則
並
与
仁
義
而
竊
之
。
…
…
彼
竊
鉤
者
誅
、
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竊
国
者
為
諸
侯
。
諸
侯
之
門
而
仁
義
存
焉
、
是
非
竊
仁
義
聖
知
耶
。

　
　

（ 
聖
人
が
斗
斛
を
作
っ
て
量
を
量
る
こ
と
に
す
る
と
、
大
泥
棒
は
そ
の
斗
斛
ま

で
も
一
緒
に
盗
ん
で
し
ま
い
、
権
衡
を
作
っ
て
重
さ
を
量
る
こ
と
に
す
る
と

そ
の
権
衡
ま
で
も
一
緒
に
盗
ん
で
し
ま
う
。
…
…
仁
義
の
教
え
を
作
っ
て

人
々
の
誤
り
を
正
そ
う
と
す
る
と
、
そ
の
仁
義
ま
で
も
一
緒
に
盗
ん
で
し
ま

う
の
だ
。
…
…
帯
の
止
め
金
を
掠
め
取
っ
た
程
度
の
か
っ
ぱ
ら
い
は
、
死
刑

に
処
さ
れ
る
が
、
国
を
盗
ん
だ
大
泥
棒
と
な
る
と
、
諸
侯
に
ま
で
伸
し
上
が

る
。
そ
し
て
、
諸
侯
の
お
屋
敷
に
こ
そ
、
仁
義
の
道
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ

る
か
ら
、こ
れ
は
仁
義
・
聖
知
ま
で
も
盗
ん
だ
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。）（『
荘

子
』「
胠
篋
篇）

11
（

」）

　

梁
啓
超
は
、
こ
れ
ら
老
子
、
荘
子
の
言
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
文
意
に
は
文
明
へ

の
呪
詛
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
を
加
え
る
。
古
今
問
わ
ず
人
類
の
文
明
と
は
大

方
が
み
な
強
者
の
利
益
の
た
め
の
道
具
と
な
る
。
さ
ら
に
文
明
は
一
つ
の
形
を
作
り

上
げ
た
後
に
往
々
に
し
て
弊
害
を
生
み
、
形
式
に
流
れ
虚
偽
へ
と
向
か
う
。
こ
れ
は

呪
詛
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
文
明
批
判
に
お
い
て
の
道
家
の
価
値
を
、
梁
啓
超
は
高

く
評
価
す
る
。
道
家
の
学
説
は
「
自
然
」
と
い
う
一
語
で
も
っ
て
、
人
心
を
刷
新
す

る
良
剤
と
な
り
、
新
た
な
創
造
を
期
待
す
る
上
で
も
、
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
と
前

向
き
に
捉
え
た
。

　

さ
ら
に
、
道
家
の
最
大
の
特
徴
と
し
て
、
低
俗
な
物
質
文
化
を
排
し
高
尚
な
精
神

文
化
を
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
評
価
を
す
る
。
梁
啓
超
は

ラ
ッ
セ
ル
の
言
を
積
極
的
に
引
い
て
い
る
が
、
道
家
の
精
神
文
化
の
意
義
を
梁
啓
超

な
り
に
見
出
し
つ
つ
、「
見
素
抱
樸
、
少
私
寡
欲
」（
飾
り
気
の
な
い
素
地
の
ま
ま
を

外
に
あ
ら
わ
し
、
伐
り
出
し
た
ま
ま
の
樸
の
よ
う
な
純
朴
さ
を
内
に
守
る
。
己
の
利

己
心
を
お
さ
え
、
世
俗
的
な
欲
望
を
少
な
く
す
る）

1（
（

。）
と
い
う
教
え
の
結
果
は
自
然

に
回
帰
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
反
自
然
的
な
創
造
」
を
成
し
て
い
る
こ
と
を
強

調
し
、
そ
の
創
造
が
人
類
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
締
め
く

く
る
。

　

の
ち
に
荘
子
に
関
し
て
は
、「
荘
子
天
下
篇
釈
義
」（
一
九
二
六
年
）
に
て
『
荘
子
』

の
「
天
下
篇
」
に
つ
い
て
自
ら
考
察
を
行
う
。
先
に
挙
げ
た
論
考
で
は
老
荘
の
自
然

状
態
に
批
判
を
向
け
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
「
天
下
篇
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
内

聖
外
王
」
が
即
ち
「
古
人
之
全
」
で
「
道
」
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
荘

子
が
儒
家
に
対
し
て
高
い
評
価
を
し
て
い
る
こ
と
に
梁
啓
超
は
賛
同
す
る
。
梁
啓
超

は
、中
国
人
は
人
間
の
内
面
的
な
修
養
を
重
ん
じ
る
点
に
こ
そ
、専
ら
知
識
欲
で
も
っ

て
宇
宙
を
探
究
す
る
こ
と
を
喜
び
と
す
る
西
洋
哲
学
と
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
と
い

う
。
ま
た
荘
子
と
老
子
と
の
別
を
意
識
的
に
示
す
。
老
子
は
「
水
が
す
べ
て
山
谷
に

流
れ
込
む
よ
う
に
」
世
間
で
の
処
世
術
に
た
け
、
私
利
私
欲
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の

が
多
い
が
た
め
に
楊
朱
の
個
人
主
義
に
流
れ
た
が
、
か
た
や
荘
子
は
純
然
た
る
「
楽

天
」
主
義
で
、
天
地
を
自
由
に
往
来
し
て
万
物
に
対
し
て
も
驕
る
こ
と
も
な
く
、
そ

こ
に
は
深
奥
な
境
地
が
存
在
す
る
と
、「
天
下
篇
」
に
基
づ
き
な
が
ら
、
荘
子
に
対

し
て
は
老
子
よ
り
も
よ
り
高
い
評
価
を
下
す）

11
（

。
た
だ
し
、
荘
子
は
自
然
に
復
帰
す
る

こ
と
を
唱
え
る
が
、
人
間
の
行
い
が
「
天
行
」
の
助
け
に
な
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
梁
啓
超
は
荀
子
の
荘
子
評
「
荘
子
蔽
於
天
而
不
知
人
」
に
従

う）
11
（

。

　

道
家
思
想
へ
の
再
評
価
の
中
で
、
世
界
の
文
明
の
趨
勢
を
見
据
え
、
物
質
文
明
に

対
峙
で
き
る
精
神
文
化
を
そ
な
え
た「
仁
」中
心
の
世
界
の
構
築
が
描
か
れ
る
中
で
、

荘
子
も
「
仁
」
と
の
調
和
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
お
い
て
、
荘
子
へ
の
評
価
は

揺
れ
動
き
な
が
ら
も
、
梁
啓
超
な
り
に
老
子
と
は
別
の
価
値
を
そ
の
都
度
確
立
さ
せ
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て
き
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に
―
―
屈
原
と
の
対
話
の
中
で

　

梁
啓
超
は
道
家
思
想
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
中
で
、「
老
孔
墨
以
後
学
派
概
観
」

（
一
九
二
〇
年
）
に
て
老
子
思
想
か
ら
派
生
し
た
学
派
と
し
て
、
屈
原
を
取
り
上
げ

て
い
る）

11
（

。
屈
原
に
つ
い
て
は
多
く
を
老
子
思
想
の
影
響
を
受
け
、
極
端
な
ま
で
に
厭

世
的
な
思
想
を
持
っ
た
人
物
で
あ
り
自
ら
命
を
絶
っ
た
と
説
明
し
た
上
で
、
そ
の
命

を
絶
つ
要
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
屈
原
の
境
地
を
梁
啓
超
な
り
に
解
読
を
試
み
る
。

屈
原
は
「
宇
宙
」
及
び
人
生
に
対
し
て
と
も
に
疑
念
を
抱
き
、
そ
の
苦
悶
の
中
で
何

ら
か
の
解
決
を
求
め
て
い
た
が
解
決
す
べ
く
も
な
い
と
い
う
結
論
に
至
り
、
そ
れ
が

「
卜
居
」
と
な
っ
た
と
い
う
。
屈
原
の
矛
盾
し
た
境
地
は
、「
惟
天
地
之
無
窮
兮
、

哀
人
生
之
長
勤
、
往
者
余
弗
及
兮
、
来
者
吾
不
聞
」（
天
地
が
無
窮
で
あ
る
こ
と
に

思
い
を
い
た
し
、
人
の
生
が
苦
労
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
悲
し
む
。
過
去
は
も
う
変

え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
未
来
が
ど
う
な
る
か
も
聞
き
知
る
こ
と
は
で
き
な
い）

11
（

。）
に

最
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
し
、
屈
原
は
透
徹
し
た
理
性
で
も
っ
て
「
天
地
之
無

窮
」
を
感
じ
、
極
め
て
熱
い
情
感
で
も
っ
て
「
民
生
之
長
勤）

11
（

」
も
念
じ
、
こ
の
両
者

を
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
た
め
に
そ
の
苦
悩
は
計
り
知
れ
な
か
っ
た

と
読
む
。
屈
原
は
も
と
よ
り
天
意
を
受
け
て
自
身
の
政
治
へ
の
理
想
を
実
現
さ
せ
る

こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
追
放
の
身
と
な
り
、
天
意
と
は
何
か
、
有
限
で
あ
る
人
間
が

無
限
の
天
意
を
理
解
で
き
る
の
か
、
と
天
意
と
現
実
の
人
生
の
狭
間
で
苦
し
み
を
抱

え
て
い
た
。
梁
啓
超
は
こ
の
屈
原
に
対
し
、
老
子
の
教
え
を
知
り
尽
く
し
て
い
た
の

で
、
常
に
老
子
思
想
に
拠
っ
て
自
ら
を
解
き
放
つ
術
を
探
し
て
い
た
と
読
み
、
そ
の

事
例
と
し
て
「
遠
遊
」
に
老
荘
思
想
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
た
だ
し
梁
啓
超

が
見
る
に
屈
原
の
極
度
に
高
ま
る
情
感
は
老
荘
思
想
で
は
抑
え
が
た
く
、
強
い
て
悠

然
と
気
ま
ま
な
様
子
を
表
す
言
葉
を
用
い
た
も
の
の
、「
微
霜
降
而
下
淪
兮
、
悼
芳

草
之
先
零
、
誰
可
与
玩
斯
遺
芳
兮
、
晨
向
風
而
舒
情
、
高
陽
邈
以
遠
兮
、
余
将
焉
所

程
」（
薄
い
霜
が
地
上
に
降
り
る
と
き
、
香
草
が
真
っ
先
に
萎
れ
て
し
ま
う
の
を
悲

し
む
。
遺
さ
れ
た
芳
香
を
共
に
楽
し
む
者
も
な
く
、
明
け
方
、
風
の
中
に
み
ず
か
ら

の
思
い
を
発
散
す
る
。
高
陽
皇
帝
は
は
る
か
昔
の
存
在
、
わ
た
し
は
ど
こ
で
そ
の
能

力
を
発
揮
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う）

11
（

。）
と
あ
る
よ
う
に
自
身
の
政
治
へ
の
強
い
思
い

も
あ
り
、
梁
啓
超
は
こ
の
「
遠
遊
」
に
見
ら
れ
る
交
錯
し
た
思
い
を
何
と
か
老
荘
思

想
を
軸
に
屈
原
の
思
想
と
し
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
よ
う
と
試
み
る
。
そ
し
て
政
治
改
革

へ
の
志
向
を
持
つ
屈
原
に
と
っ
て
は
、
荘
子
や
楊
朱
が
い
う
よ
う
な
己
の
行
い
を
完

全
に
消
し
去
る
よ
う
な
、
世
間
か
ら
離
れ
た
生
き
方
も
自
身
を
苦
痛
か
ら
救
済
す
る

こ
と
に
な
ら
な
い
と
読
み
解
き
な
が
ら
、
屈
原
像
を
司
馬
遷
の
「
世
の
汚
濁
に
身
を

置
く
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず
、
穢
さ
れ
も
せ
ず
、
そ
の
志
を
推
し
広
げ
て
い
け
ば
日
月

と
光
を
争
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う）

11
（

」
と
い
う
言
に
収
れ
ん
さ
せ
て
、
屈
原
の
思

想
に
お
い
て
は
老
子
の
厭
世
と
荘
子
の
「
楽
天
」
思
想
が
と
も
に
一
つ
の
境
地
に
た

ど
り
着
い
て
い
る
と
結
論
づ
け
、屈
原
を
老
子
と
荘
子
の
世
界
の
中
に
組
み
込
ん
だ
。

　

屈
原
に
関
し
て
は
、
一
九
二
二
年
に
「
屈
原
研
究
」
と
題
し
て
講
演
も
行
っ
て
い

る
が
、
そ
こ
で
は
主
に
梁
啓
超
な
り
の
屈
原
像
が
『
楚
辞
』
の
諸
篇
を
基
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
形
に
な
っ
て
い
て
、
屈
原
の
世
間
と
相
い
れ
な
い
独
特
の
矜
持
や
社
会

へ
の
情
、
現
実
を
超
越
し
た
想
像
力
な
ど
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
「
天

地
之
無
窮
」
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
屈
原
の
達
観
し
た
思
想
が
あ
る
と
捉
え
、
か
た

や
「
人
生
之
長
勤
」
で
人
生
の
苦
労
に
悲
哀
を
感
じ
て
い
る
と
解
し
、
屈
原
が
抱
え

て
い
る
矛
盾
や
疑
念
は
見
え
ず
、
屈
原
の
理
想
的
な
境
地
へ
と
話
題
が
展
開
す
る
。

そ
の
際
時
に
イ
プ
セ
ン
が
好
ん
だ
語
（「
完
全
か
無
か
」）
や
ダ
ン
テ
の
「
神
曲
」
も

援
用
し
て
、
新
文
学
の
思
潮
を
も
垣
間
見
せ
な
が
ら
の
行
論
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
「
世
界
の
学
説
を
無
制
限
に
こ
と
ご
と
く
輸
入
す
べ
し）

11
（

」
と
い
う
主
張
の
一
端
が
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梁啓超（飲冰）と荘子が辿った「人間世」素描

所
々
で
現
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
梁
啓
超
に
と
っ
て
の
屈
原

は
知
識
人
と
し
て
の
強
烈
な
矜
持
と
社
会
へ
の
関
心
、
か
つ
独
創
的
で
超
越
し
た
個

性
と
想
像
力
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
に
比
重
が
お
か
れ
て
お
り
、
天
上
の
遊
行
よ
り

も
な
る
た
け
現
下
の
人
間
世
界
の
範
囲
内
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
梁
啓
超
が
屈

原
に
託
し
て
い
る
荘
子
の
内
実
も
あ
ま
り
明
瞭
で
は
な
い
。
天
上
で
の
遊
行
に
対
し

て
梁
啓
超
の
筆
の
下
で
は
「
楽
天
」
で
留
ま
る
か
、
世
界
文
学
と
比
し
得
る
特
質
の

一
つ
と
し
て
示
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
見
る
に
、
屈
原
に
対
し
て
は
、「
井
渫
不
食
」（
才

あ
る
者
が
用
い
ら
れ
な
い
）、「
史
記
の
屈
原
列
伝
を
読
む
と
思
わ
ず
書
を
傍
ら
に
置

い
て
溜
息
を
つ
い
て
し
ま
う）

（11
（

」
と
い
う
文
言
こ
そ
が
、
梁
啓
超
の
関
心
の
根
底
に
あ

る
と
言
え
よ
う
。
即
ち
、
梁
啓
超
と
て
本
来
聖
明
な
君
主
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
。

現
下
の
政
治
体
制
、
政
治
環
境
の
も
と
で
活
路
を
断
た
れ
た
士
人
の
境
遇
自
体
に
、

梁
啓
超
の
主
た
る
思
い
が
注
が
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
梁
啓
超
自
身
の
「
飲
冰
」
と
い
う
室
名
か
ら
荘
子
と
の
因
縁
が
ど
の

よ
う
な
広
が
り
と
展
開
を
見
せ
る
の
か
、
梁
啓
超
が
「
人
間
世
」
で
辿
っ
た
思
想
経

路
の
一
部
を
、
改
め
て
そ
の
性
質
を
確
認
す
る
意
味
も
込
め
て
、
荘
子
と
い
う
視
点

を
意
識
し
な
が
ら
検
討
し
た
。
梁
啓
超
は
欧
州
遊
歴
後
、
中
国
の
文
化
的
価
値
を
改

め
て
見
出
す
中
で
、
老
子
を
再
評
価
し
、
厭
世
と
い
う
枠
を
超
え
て
の
意
味
を
示
す

こ
と
に
努
め
て
い
た
が
、
厭
世
か
否
か
と
い
う
の
は
、
梁
啓
超
自
身
に
と
っ
て
は
思

想
の
価
値
を
は
か
る
基
準
に
も
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
荘
子
に
関
し
て
は
、
孔
子
や

大
同
思
想
に
結
び
付
け
ら
れ
た
が
、
至
人
の
境
地
で
自
在
に
天
上
を
遊
行
す
る
よ
う

な
「
人
間
世
」
を
俯
瞰
す
る
境
地
は
、「
仁
」
に
重
心
が
置
か
れ
て
い
る
思
考
に
お

い
て
は
、
人
間
か
ら
乖
離
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
人
為
を
排
し
た
道
家
思
想
の

要
素
は
機
械
的
な
性
質
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
梁
啓
超
は
荘
子
へ
の

愛
好
は
強
く
持
ち
な
が
ら
も
、『
荘
子
』
の
中
の
孔
子
の
言
が
た
び
た
び
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
面
か
ら
見
て
も
、
傍
ら
に
儒
家
の
存
在
が
あ
る
荘
子
が
梁
啓
超
に
と
っ

て
は
最
も
折
り
合
い
が
つ
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
道
家
の
価
値
を
再
認
識
す
る
中

で
、「
心
」
の
有
り
様
へ
の
関
心
は
「
心
矩
」
へ
と
向
か
い
、「
心
矩
」
を
内
包
す
る

「
仁
」
的
世
界
の
確
立
に
よ
り
比
重
が
お
か
れ
て
い
く
。

　

梁
啓
超
は
、
康
有
為
の
影
響
を
あ
れ
ほ
ど
強
く
受
け
な
が
ら
も
、「
定
一
尊
」
に

激
し
く
反
対
し
、「
保
教
」
は
思
想
の
自
由
の
妨
げ
に
な
る
と
断
言
し
、
専
制
に
対

し
て
も
も
と
も
と
は
容
赦
な
い
批
判
を
展
開
さ
せ
た
。
ま
た
「
飲
冰
室
自
由
書
」
や

「
新
民
説
」
で
の
自
由
の
扱
い
は
か
な
り
抑
制
が
効
い
て
は
い
た
が
、「
報
人
」

（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）
と
し
て
の
才
覚
を
支
え
て
い
た
の
も
、
梁
啓
超
自
身
が
荘
子

に
通
底
す
る
土
壌
を
持
ち
得
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
冒
頭
で
挙
げ
た
詩
の

一
句
「
新
義
で
も
っ
て
渾
沌
に
竅
を
鑿
つ
」
に
基
づ
け
ば
、
変
法
運
動
以
来
、
梁
啓

超
の
「
人
間
世
」
は
荘
子
と
と
も
に
常
に
「
新
義
」
を
提
起
し
な
が
ら
構
築
さ
れ
て

い
っ
た
。
そ
の
間
、
荘
子
は
テ
ー
マ
に
応
じ
て
濃
淡
を
帯
び
て
梁
啓
超
の
文
章
に
現

出
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
荘
子
は
孔
子
や
儒
学
と
の
共
生
の
中
で
こ
そ
梁
啓
超
の

思
考
の
中
で
適
度
な
調
和
を
得
て
、
梁
啓
超
の
「
新
義
」
を
支
え
て
き
た
の
で
は
な

い
か
。
本
稿
の
考
察
を
踏
ま
え
、
梁
啓
超
の
思
想
的
特
質
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
今
後

も
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
。

【
注
】

（
1
） 　

自
東
徂
以
来
、
与
彼
都
人
士
相
接
、
誦
其
詩
、
読
其
書
、
時
有
所
感
触
、
与
一
二

賢
師
友
傾
吐
之
、
過
而
輒
忘
。
無
涯
生
曰
、
盍
最
而
記
之
。
自
惟
東
鱗
西
爪
、
竹
頭

木
屑
、
記
之
無
補
於
天
下
。
雖
然
、
可
以
自
験
其
学
識
之
進
退
、
気
力
之
消
長
也
、

因
日
記
数
条
以
自
課
焉
。
毎
有
所
触
、
応
時
援
筆
、
無
体
例
、
無
宗
旨
、
無
次
序
。

或
発
論
、
或
講
学
、
或
記
事
、
或
鈔
書
。
或
用
文
言
、
或
用
俚
語
、
惟
意
所
之
。
荘

生
曰
、
我
朝
受
命
而
夕
飲
冰
。
我
其
内
熱
欤
、
以
名
吾
室
。
西
儒
約
翰 · 

弥
勒
曰
、

人
群
之
進
化
、
莫
要
於
思
想
自
由
、
言
論
自
由
、
出
版
自
由
。
三
大
自
由
皆
備
於
我
焉
、
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以
名
吾
書
。（「
飲
冰
室
自
由
書
」『
清
議
報
』
第
二
五
冊
、
一
八
九
九
年
八
月
。）

（
2
） 　

島
田
虔
次
編
訳
『
梁
啓
超
年
譜
長
編
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）、

七
四
頁
～
七
五
頁
に
拠
る
。
丁
文
江
、
趙
豊
田
編
『
梁
啓
超
年
譜
長
編
』、
上
海
人
民

出
版
社
、
一
九
八
三
年
、
三
二
頁
～
三
三
頁
。

（
3
） 　
『
梁
啓
超
年
譜
長
編
』（
上
海
人
民
出
版
社
）
三
四
頁
。

（
4
） 　
「
清
代
学
術
概
論
」『
専
集
』
三
四
、
六
二
頁
。『
飲
冰
室
合
集
・
専
集
』、『
飲
冰
室

合
集
・
文
集
』（
上
海
中
華
書
局
、
一
九
三
六
年
）
は
『
専
集
』『
文
集
』
と
略
記
す
る
。

（
5
） 　

新
会
梁
啓
超
任
公
「
積
弱
遡
源
論
」『
清
議
報
』
第
八
〇
冊
、
一
九
〇
一
年
五
月
。

こ
こ
で
は
譚
嗣
同
『
仁
学
』
の
老
子
批
判
も
引
用
し
て
い
る
。
な
お
清
末
の
諸
子
学

に
つ
い
て
は
そ
の
概
観
も
含
め
、
小
林
武
「
清
末
の
諸
子
学
―
座
標
軸
と
し
て
の
伝

統
学
術
」（『
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
号
、
一
九
九
八
年
三
月
）

「
清
末
の
老
子
論
―
解
釈
と
そ
の
様
式
の
問
題
―
」『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第
一
三

号
、
一
九
九
八
年
六
月
）（
二
論
と
も
『
中
国
近
代
思
想
研
究
』
朋
友
書
店
、

二
〇
一
九
年
に
所
収
）、
羅
検
秋
著
『
近
代
諸
子
学
与
文
化
思
潮
』（
中
国
社
会
科
学

出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
諸
論
と
は
異
な
り
、
主
に
梁
啓

超
と
荘
子
の
関
わ
り
を
軸
に
梁
啓
超
の
思
想
的
特
質
を
検
討
す
る
。

（
（
） 　
「
清
代
学
術
概
論
」『
専
集
』
三
四
、
六
九
頁
。

（
7
） 　

梁
啓
超
「
論
支
那
宗
教
改
革
」『
清
議
報
』
第
一
九
冊
、
一
八
九
九
年
六
月
。

（
8
） 　

譚
嗣
同
著
、
西
順
蔵
・
坂
元
ひ
ろ
子
訳
注
『
仁
学
』
二
一
七
頁
～
二
一
八
頁
に
拠
る
。

蔡
尚
思
、
方
行
編
『
譚
嗣
同
全
集　

増
訂
本
』
中
華
書
局
、
一
九
九
八
年
版
（
初
版

は
一
九
八
一
年
）
三
六
七
頁
。

（
(
） 　
「
清
代
学
術
概
論
」、『
専
集
』
三
四
、
五
七
頁
。

（
10
） 　

譚
嗣
同
著
、
周
振
甫
選
注
『
譚
嗣
同
文
選
注
』、
二
二
二
頁
。
譚
嗣
同
著
、
西
順
蔵
・

坂
元
ひ
ろ
子
訳
注
『
仁
学
』
注
二
一
八
、
二
五
二
頁
～
二
五
三
頁
。

（
11
） 　
「
論
語
注
」
序
、『
康
有
為
全
集
』
第
六
集
、
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
。

（
12
） 　
「
論
語
注
」『
康
有
為
全
集
』
第
六
集
、
四
一
一
頁
。

（
13
） 　

同
右
。

（
14
） 　

同
右
。

（
15
） 　
「
孔
子
改
制
考
」『
康
有
為
全
集
』
第
三
集
、
一
三
九
頁
～
一
四
〇
頁
、
一
七
〇
頁
。

（
1（
） 　
「
論
語
注
」『
康
有
為
全
集
』
第
六
集
、
四
一
一
頁
。

（
17
） 　
「
論
語
注
」、『
康
有
為
全
集
』
第
六
集
、
四
一
一
頁
～
四
一
二
頁
。

（
18
） 　
「
荘
子
、
孔
子
之
再
伝
弟
子
也
。
其
中
有
「
天
下
篇
」、
発
揮
儒
家
之
理
甚
多
。」「
康

南
海
先
生
講
学
記
」『
康
有
為
全
集
』
第
二
集
、
一
一
六
頁
。

（
1(
） 　
「
老
子
之
学
全
従
外
道
想
出
、
荘
子
之
学
全
従
人
間
世
道
見
得
破
、
而
荘
子
之
聡
明

直
過
於
孔
子
、
故
超
孔
子
範
囲
、
亦
不
落
老
子
窠
臼
也
。」「
南
海
師
承
記
」『
康
有
為

全
集
』
第
二
集
、
二
三
四
頁
。

（
20
） 　
「
万
木
草
堂
講
義
」『
康
有
為
全
集
』
第
二
集
、
二
八
三
頁
。

（
21
） 　

小
野
川
秀
美
「
戊
戌
変
法
と
湖
南
省
」『
清
末
政
治
思
想
研
究
』（
み
す
ず
書
房
、

一
九
六
九
年
）
参
照
。「
輶
軒
今
語
」
と
梁
啓
超
の
主
張
の
関
連
に
つ
い
て
も
言
及
が

あ
る
。『
湘
学
報
』
第
三
冊
、
湖
南
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
。

（
22
） 　
『
中
西
学
門
径
書
七
種
』
序
、『
梁
啓
超
全
集
』
第
一
集
、
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、

二
〇
一
八
年
、
六
八
六
頁
。

（
23
） 　

葉
吏
部
「「
輶
軒
今
語
」
評
」、
蘇
輿
編
『
翼
教
叢
編
』、
上
海
書
店
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年
、
七
三
頁
。

（
24
） 　

蘇
輿
編
『
翼
教
叢
編
』（
楊
菁
（
点
校
）、
蔣
秋
華
・
蔡
長
林
（
校
訂
）、
中
央
研
究

院
中
国
文
哲
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
。）、
楊
菁
「
導
言
」
参
照
。

（
25
） 　
「
清
代
学
術
概
論
」『
専
集
』
三
四
、
六
二
頁
。

（
2（
） 　
「
孟
子
所
言
民
政
者
謂
保
民
也
。
牧
民
也
。
故
曰
、
若
保
赤
子
。
曰
、
天
生
民
而
立

之
君
、
使
司
牧
之
。
保
民
者
、
以
民
為
嬰
也
。
牧
民
者
、
以
民
為
畜
也
。
故
謂
之
保

赤
政
体
、
又
謂
之
牧
羊
政
体
。
以
保
牧
民
者
、
比
之
於
暴
民
者
、
其
手
段
与
用
心
雖

不
同
、
然
其
為
侵
民
自
由
権
則
一
也
。」「
保
全
支
那
」「
飲
冰
室
自
由
書
」『
清
議
報
』

第
三
三
冊
、
一
八
九
九
年
一
二
月
。

（
27
） 　
「
支
那
保
全
」
に
つ
い
て
は
、
狭
間
直
樹
「
終
章　

初
期
ア
ジ
ア
主
義
の
歴
史
的
意

義
―
―
東
亜
同
文
会
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
（
初
期
ア
ジ
ア
主
義
に
つ
い
て
の
史
的
考

察
（
最
終
回
））」（『
東
亜
』
第
四
一
七
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）
を
参
照
。

（
28
） 　
「
読
孟
子
界
説
」『
清
議
報
』
第
二
一
冊
、
第
二
二
冊
、
一
八
九
九
年
七
月
。

（
2(
） 　
『
梁
啓
超
全
集
』（
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
所
収
の
「
読
孟
子
界
説
」

（
一
八
九
七
年
冬
）
は
『
湖
南
時
務
学
堂
遺
編
』（
一
八
九
八
年
長
沙
原
刻
本
、

一
九
二
二
年
改
刊
本
）
所
収
、『
飲
冰
室
合
集
・
文
集
』
三
に
収
録
と
示
さ
れ
て
お
り
、

『
中
西
学
門
径
書
七
種
』（
上
海
大
同
訳
書
局
石
印
本
、
序
に
光
緒
二
十
四
年
三
月
作
）

と
の
対
校
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
清
議
報
』（
第
二
一
冊
、
第
二
二
冊
、
一
八
九
九
年

七
月
）
の
版
本
と
の
異
同
に
は
言
及
が
な
い
が
、
今
回
確
認
し
た
と
こ
ろ
、『
中
西
学

門
径
書
七
種
』
所
収
の
「
読
孟
子
界
説
」
は
、『
清
議
報
』
及
び
『
飲
冰
室
合
集
・
文

集
』
三
の
版
本
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

　
　

 　

本
稿
で
は
『
全
集
』
収
録
の
文
章
の
ほ
か
、「
読
孟
子
界
説
」『
湖
南
時
務
学
堂
遺
編
』

一
九
二
二
年
版
（
湖
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）、『
中
西
学
門
径
書
七
種
』（
陳
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梁啓超（飲冰）と荘子が辿った「人間世」素描

建
華
、
曹
淳
亮
主
編
『
廣
州
大
典
』
第
四
九
輯
・
子
部
雑
家
類
第
一
冊
、
廣
州
出
版
社
、

二
〇
一
五
年
）、『
清
議
報
』
及
び
『
飲
冰
室
合
集
・
文
集
』
三
収
録
の
版
本
を
確
認

し
た
。
さ
ら
に
李
国
俊
編
『
梁
啓
超
著
述
系
年
』（
復
旦
大
学
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）

を
参
照
。

（
30
） 　
「
読
『
孟
子
』
界
説
」『
梁
啓
超
全
集
』
第
一
集
、
二
九
九
頁
～
三
〇
三
頁
。

（
31
） 　
「
董
子
曰
、「
仁
者
、
人
也
。
義
者
、
我
也
。」
知
有
人
不
知
有
我
、
則
為
墨
氏
之
学
。

知
有
我
不
知
有
人
、
則
為
老
氏
之
学
。
故
墨
氏
徒
仁
、
老
氏
徒
義
、
仁
義
至
尽
時
曰

中
庸
、
孔
子
所
以
異
於
諸
教
者
以
此
、
孟
子
所
以
独
尊
孔
子
者
以
此
、
一
切
礼
義
制

度
皆
従
此
出
、
…
…
。」「
読
『
孟
子
』
界
説
」『
梁
啓
超
全
集
』
第
一
集
、
三
〇
〇
頁
。

（
32
） 　
「
孟
子
言
人
人
親
其
親
、
長
其
長
、
而
天
下
平
。「
礼
運
」
言
各
親
其
親
、
各
長
其
長
、

謂
之
小
康
。『
孟
子
』
尚
大
同
之
義
、
何
故
有
此
説
。」「
湖
南
時
務
学
堂
答
問
」『
梁

啓
超
全
集
』
第
一
集
、
三
二
七
頁
。

（
33
） 　
「
湖
南
時
務
学
堂
答
問
」『
梁
啓
超
全
集
』
第
一
集
、
三
二
七
頁
。

（
34
） 　
「
清
代
学
術
概
論
」『
専
集
』
三
四
、
六
一
頁
。

（
35
） 　
「
光
緒
二
十
八
年
四
月
、
黄
公
度
「
飲
冰
主
人
あ
て
の
書
簡
」」
島
田
虔
次
編
訳
（
丁

文
江
、
趙
豊
田
編
）『
梁
啓
超
年
譜
長
編
』
第
二
巻
、
一
四
一
頁
に
拠
る
。
丁
文
江
、

趙
豊
田
編
『
梁
啓
超
年
譜
長
編
』、
二
八
〇
頁
。

（
3（
） 　

中
国
之
新
民
「
保
教
非
所
以
尊
孔
論
」『
新
民
叢
報
』
第
二
号
、
一
九
〇
二
年
二
月
。

（
37
） 　

丁
文
江
、
趙
豊
田
編
『
梁
啓
超
年
譜
長
編
』、
二
七
七
頁
～
二
七
九
頁
。

（
38
） 　

任
公
「
放
棄
自
由
之
罪
」「
飲
冰
室
自
由
書
」『
清
議
報
』
第
三
〇
冊
、
一
八
九
九

年
一
〇
月
。

（
3(
） 　

任
公
「
論
強
権
」「
飲
冰
室
自
由
書
」『
清
議
報
』
第
三
一
冊
、
一
八
九
九
年
一
〇
月
。

（
40
） 　

梁
啓
超
と
加
藤
弘
之
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
豊
「
梁
啓
超
と
功
利
主
義
―

加
藤
弘
之
『
道
徳
法
律
進
化
の
理
』
に
関
連
し
て
―
」（『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第

一
三
号
一
九
九
八
年
六
月
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
41
） 　
「
上
海
強
学
会
後
序
」
の
文
言
。
た
だ
し
「
上
海
強
学
会
後
序
」
で
は
「
天
道
無
知
、

惟
佑
強
者
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
無
親
」
と
「
無
知
」
で
は
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
異
な
る
。「
天
道
無
親
」
は
、
天
道
に
は
人
間
の
よ
う
に
親
近
感
を
抱
い
た
り
、
疎

遠
を
厭
っ
た
り
す
る
よ
う
な
感
情
が
な
い
と
い
う
意
に
な
る
。一
方
、「
天
道
無
知
」は
、

天
道
に
は
人
間
の
理
知
や
認
識
に
関
わ
る
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味

す
る
。『
強
学
報
』
第
一
号
、
一
八
九
五
年
一
一
月
。

（
42
） 　
「
上
海
強
学
会
後
序
」『
強
学
報
』
第
一
号
、
一
八
九
五
年
一
一
月
。

（
43
） 　

任
公
「
論
強
権
」「
飲
冰
室
自
由
書
」『
清
議
報
』
第
三
一
冊
、
一
八
九
九
年
一
〇
月
。

（
44
） 　
「
今
日
所
最
要
者
、
則
制
造
中
国
魂
是
也
。
中
国
魂
者
何
、
兵
魂
是
也
。
有
有
魂
之

兵
、
斯
為
有
魂
之
国
。
夫
所
謂
愛
国
心
与
自
愛
心
者
、
則
兵
之
魂
也
。
而
将
欲
制
造
之
、

則
不
可
無
其
薬
料
与
其
機
器
。
人
民
以
国
家
為
己
之
国
家
、
則
制
造
国
魂
之
薬
料
也
。

使
国
家
成
為
人
民
之
国
家
、
則
制
造
国
魂
之
機
器
也
。」「
中
国
魂
安
在
乎
」『
清
議
報
』

第
三
三
冊
、
一
八
九
九
年
一
二
月
。

（
45
） 　

任
公
「
中
国
魂
安
在
乎
」『
清
議
報
』
第
三
三
冊
、
一
八
九
九
年
一
二
月
。

（
4（
） 　

新
会
梁
啓
超
任
公
「
積
弱
遡
源
論
」『
清
議
報
』
第
七
七
冊
～
第
八
四
冊
（
一
九
〇
一

年
四
月
～
七
月
）。

（
47
） 　

任
公
「
滅
国
新
法
論
」『
清
議
報
』
第
八
五
冊
、
第
八
六
冊
、
第
八
九
冊
（
一
九
〇
一

年
七
月
～
八
月
）。

（
48
） 　

任
公
「
滅
国
新
法
論
」『
清
議
報
』
第
八
六
冊
、
一
九
〇
一
年
七
月
。

（
4(
） 　

同
右
。

（
50
） 　

任
公
「
滅
国
新
法
論
」『
清
議
報
』
第
八
九
冊
、
一
九
〇
一
年
八
月
。

（
51
） 　

徳
富
猪
一
郎
「
ゲ
エ
テ
の
格
言
」『
日
曜
講
壇
』
民
友
社
、
一
九
〇
〇
年
。
梁
啓
超

が
扱
っ
た
徳
富
蘇
峰
の
エ
ッ
セ
イ
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
石
川
禎
浩
「
梁
啓
超
と
文

明
の
視
座
」（
前
掲
書
『
共
同
研
究
梁
啓
超
』
所
収
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
52
） 　

徳
富
猪
一
郎
「
ゲ
エ
テ
の
格
言
」『
日
曜
講
壇
』
民
友
社
、
一
九
〇
〇
年
、
一
三
三

頁
。

（
53
） 　
「
機
埃
的
格
言
」「
飲
冰
室
自
由
書
」『
清
議
報
』
第
一
〇
〇
冊
、
一
九
〇
一
年
一
二

月
。

（
54
） 　

梁
啓
超
の
「
公
徳
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
い
う
「
公
徳
」
と
は
異
な
り
国
家
を

本
位
と
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
高
嶋
航
訳
注
『
新
民
説
』
五
八
頁
、
訳
注
（
１
）。

梁
啓
超
の
思
想
を
考
え
る
上
で
注
意
を
要
す
る
点
で
あ
ろ
う
。

（
55
） 　

狭
間
直
樹
「「
新
民
説
」
概
論
」（
前
掲
書
『
共
同
研
究
梁
啓
超
』）
参
照
。

（
5（
） 　

池
田
知
久
訳
注
『
荘
子
』
下
、「
田
子
方
篇
」（
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
）、
一
九
五

頁
解
説
参
照
。

（
57
） 　

中
国
之
新
民
「
新
民
説
八　

続
論
自
由
」「
新
民
説
八
」『
新
民
叢
報
』
第
八
号
、

一
九
〇
二
年
五
月
。
高
嶋
航
訳
注
『
新
民
説
』
一
五
五
頁
参
照
、
一
部
調
整
し
た
。

（
58
） 　

中
国
之
新
民
「
新
民
説
十
三　

続
論
自
尊
」『
新
民
叢
報
』
第
一
四
号
、
一
九
〇
二

年
八
月
。

（
5(
） 　

中
国
之
新
民
「
新
民
説
二
十
一　

第
十
八
節　

論
私
徳
」『
新
民
叢
報
』
第

三
八
・
三
九
号
、
一
九
〇
三
年
一
〇
月
。

（
（0
） 　

中
国
之
新
民
「
新
民
説
十
九　

第
十
七
節　

論
尚
武
」『
新
民
叢
報
』
第
二
八
号
、
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一
九
〇
三
年
三
月
。

（
（1
） 　

池
田
知
久
訳
注
『
荘
子
』
上
、「
斉
物
論
篇
」（
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
）、
一
八
八

頁
。
一
八
七
頁
～
一
九
七
頁
参
照
。「
徹
底
し
た
無
知
に
よ
っ
て
斉
同
の
世
界
に
冥
合

し
た
至
人
こ
そ
が
、
四
海
の
内
を
通
じ
て
唯
一
絶
対
の
主
宰
者
と
な
り
え
て
い
る
。」

一
九
七
頁
。

（
（2
） 　

中
国
之
新
民
「
新
民
説
十
九　

第
十
七
節　

論
尚
武
」『
新
民
叢
報
』
第
二
八
号
、

一
九
〇
三
年
三
月
。

（
（3
） 　

高
嶋
航
訳
注
「
権
利
思
想
を
論
ず
」『
新
民
説
』
一
二
二
頁
～
一
二
三
頁
参
照
。
一

部
調
整
し
た
。「
大
抵
中
国
善
言
仁
、
而
泰
西
善
言
義
。
仁
者
、
人
也
。
我
利
人
、
人

亦
利
我
、
是
所
重
者
常
在
人
也
。
義
者
、
我
也
、
我
不
害
人
、
而
亦
不
許
人
之
害
我
、

是
所
重
者
常
在
我
也
。
此
二
徳
果
孰
為
至
乎
。
在
千
万
年
後
大
同
太
平
之
世
界
、
吾

不
敢
言
、
若
在
今
日
、
則
義
也
者
。
誠
救
時
之
至
徳
要
道
哉
。」「
新
民
説
六　

第
八

節　

論
権
利
思
想
」『
新
民
叢
報
』
第
六
号
、
一
九
〇
二
年
四
月
。

（
（4
） 　
「
新
民
説
六　

第
八
節　

論
権
利
思
想
」『
新
民
叢
報
』第
六
号
、一
九
〇
二
年
四
月
。

（
（5
） 　

こ
の
一
句
の
典
拠
に
つ
い
て
は
高
嶋
航
訳
注
『
新
民
説
』
一
三
二
頁
参
照
。

（
（（
） 　

中
国
之
新
民
「
立
法
権
論
」『
新
民
叢
報
』
第
二
号
、
一
九
〇
二
年
二
月
。「
人
格
」

に
つ
い
て
は
、
高
柳
信
夫
「
梁
啓
超
と
「
中
国
思
想
」」（『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第

一
九
号
、二
〇
〇
四
年
六
月
）に
梁
啓
超
の
人
格
へ
の
こ
だ
わ
り
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
（7
） 　

中
国
之
新
民
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」『
新
民
叢
報
』
第
一
二
号
、

一
九
〇
二
年
七
月
。

（
（8
） 　

同
右
。

（
（(
） 　

同
右
。

（
70
） 　

同
右
。

（
71
） 　

飲
冰
「
開
明
専
制
論
」『
新
民
叢
報
』
第
七
三
号
、
一
九
〇
六
年
一
月
。

（
72
） 　

池
田
知
久
訳
注
『
荘
子
』
上
、
一
八
九
頁
に
拠
る
。

（
73
） 　

金
谷
治
訳
注
『
荘
子
』
第
一
冊
、
池
田
知
久
訳
注
『
荘
子
』
上
、「
斉
物
論
篇
」
参

照
。

（
74
） 　
「
老
子
哲
学
」『
専
集
』
三
五
、
一
二
頁
。

（
75
） 　
「
老
子
哲
学
」『
専
集
』
三
五
。

（
7（
） 　

ラ
ッ
セ
ル
（Bertrand Russell

）
の
来
華
に
つ
い
て
は
、
馮
崇
義
『
羅
素
与
中
国

―
西
方
思
想
在
中
国
的
一
次
経
歴
』、
三
聯
書
店
、
一
九
九
八
年
版
（
初
版
一
九
九
四

年
）
参
照
。

（
77
） 　
「
先
秦
政
治
思
想
史
」『
専
集
』
五
〇
、
一
一
四
頁
～
一
一
五
頁
。

（
78
） 　
「
老
孔
墨
以
後
学
派
概
観
」『
専
集
』
四
〇
、
六
九
頁
。

（
7(
） 　
「
先
秦
政
治
思
想
史
」『
専
集
』
五
〇
、
一
〇
〇
頁
。

（
80
） 　
「
老
孔
墨
以
後
学
派
概
観
」『
専
集
』
四
〇
。

（
81
） 　
「
先
秦
政
治
思
想
史
」『
専
集
』
五
〇
、
一
〇
六
頁
。

（
82
） 　
「
先
秦
政
治
思
想
史
」『
専
集
』
五
〇
、
一
〇
三
頁
。

（
83
） 　
「
先
秦
政
治
思
想
史
」『
専
集
』
五
〇
、
六
八
頁
～
六
九
頁
。
金
谷
治
訳
注
『
論
語
』、

小
林
勝
人
訳
注
『
孟
子
』
下
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
版
（
初
版
一
九
七
二
年
））

参
照
。

（
84
） 　
「
先
秦
政
治
思
想
史
」『
専
集
』
五
〇
、
七
二
頁
。

（
85
） 　
「
先
秦
政
治
思
想
史
」『
専
集
』
第
五
〇
巻
、
七
〇
頁
。
金
谷
治
訳
注
『
大
学
』
岩

波
書
店
、
二
〇
一
二
年
版
（
初
版
一
九
九
八
年
）
六
五
頁
参
照
。

（
8（
） 　
「
先
秦
政
治
思
想
史
」『
専
集
』
五
〇
、
七
〇
頁
。

（
87
） 　

厳
復
「
論
世
変
之
亟
」『
厳
復
全
集
』
巻
七
、
福
建
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、

一
二
頁
～
一
三
頁
。

（
88
） 　
「「
利
」
的
性
質
、
有
比
效
率
観
念
更
低
下
一
層
者
、
是
為
権
利
観
念
。
権
利
観
念
、

可
謂
為
欧
美
政
治
思
想
之
唯
一
的
原
素
。
彼
都
所
謂
人
権
、
所
謂
愛
国
、
所
謂
階
級

闘
争
等
種
種
活
動
、無
一
不
導
源
於
此
、乃
至
社
会
組
織
中
最
簡
単
最
密
切
者
如
父
子
、

夫
婦
相
互
之
関
係
、
皆
以
此
観
念
行
之
。
此
種
観
念
、
入
到
吾
儕
中
国
人
脳
中
、
直

是
無
従
理
解
。…
…
彼
欧
美
人
固
充
分
了
解
此
観
念
、恃
以
為
組
織
社
会
之
骨
幹
者
也
。

然
其
社
会
所
以
優
越
於
我
者
何
在
。吾
儕
苦
未
能
発
明
、即
彼
都
人
士
亦
窃
窃
焉
疑
之
。

…
…
質
而
言
之
、
権
利
観
念
、
全
由
彼
我
対
抗
而
生
、
与
通
彼
我
之
「
仁
」
的
観
念

絶
対
不
相
容
。」「
先
秦
政
治
思
想
史
」『
専
集
』
五
〇
、
八
七
頁
。

（
8(
） 　
「
先
秦
政
治
思
想
史
」『
専
集
』
五
〇
、
九
一
頁
～
九
二
頁
。

（
(0
） 　
「
先
秦
政
治
思
想
史
」『
専
集
』
五
〇
、
一
〇
七
頁
。
金
谷
治
訳
注
『
老
子
』（
講
談

社
、
二
〇
〇
八
年
版
（
初
版
一
九
九
七
年
））
六
八
頁
、
池
田
知
久
訳
注
『
荘
子
』
上
、

五
九
〇
頁
に
拠
る
。

（
(1
） 　

金
谷
治
訳
注
『
老
子
』
七
一
頁
参
照
。

（
(2
） 　
「
荘
子
天
下
篇
釈
義
」『
専
集
』
七
七
。

（
(3
） 　
「
荀
子
評
諸
子
語
彙
釈
」『
専
集
』
七
八
、
八
頁
。

（
(4
） 　
「
老
孔
墨
以
後
学
派
概
観
」『
専
集
』
四
〇
、
二
三
頁
。

（
(5
） 　

小
南
一
郎
訳
注
『
楚
辞
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
、
三
七
二
頁
に
拠
る
。

（
(（
） 　

こ
こ
で
梁
啓
超
は
「
人
生
之
長
勤
」
を
「
民
生
之
長
勤
」
と
詠
ん
で
い
る
が
、
小

南
一
郎
氏
が
「
離
騒
」
の
「
民
」
に
つ
い
て
、
人
間
一
般
を
指
す
と
述
べ
て
い
る
よ



4(

梁啓超（飲冰）と荘子が辿った「人間世」素描

う
に
、梁
啓
超
も
民
を
、民
全
般
を
含
ん
だ
人
間
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

別
の
論
考
「
屈
原
研
究
」（『
文
集
』
三
九
）
で
も
「
人
生
之
長
勤
」
と
扱
っ
て
い
る
。

小
南
一
郎
訳
注
『
楚
辞
』
三
五
頁
参
照
。

（
(7
） 　
「
老
孔
墨
以
後
学
派
概
観
」『
専
集
』
四
〇
、
二
四
頁
。「
遠
遊
」
の
一
段
を
一
部
抜

粋
し
て
い
る
。
小
南
一
郎
訳
注
『
楚
辞
』
三
七
九
頁
に
拠
る
。

（
(8
） 　
「
老
孔
墨
以
後
学
派
概
観
」『
専
集
』
四
〇
、
二
六
頁
、「
屈
原
研
究
」『
文
集
』

三
九
、
六
九
頁
。

（
((
） 　
「
清
代
学
術
概
論
」『
専
集
』
三
四
、
六
五
頁
。
小
野
和
子
訳
注
『
清
代
学
術
概
論
』

二
八
四
頁
。

（
100
） 　

中
国
之
新
民
「
論
専
制
政
体
有
百
害
於
君
主
而
無
一
利
」『
新
民
叢
報
』
第
二
一
号
、

一
九
〇
二
年
十
一
月
。




