
就
さ
れ
て
、
地
上
天
国
が
実
現
さ
れ
る
の
で
す
。

以
上
、

ア
ジ
ア
新
文
化
創
建
に
お
い
て
提
起
さ
れ
る
い
く

つ
か
の
問
題
点
と
、

場
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

宗
教
統

一
お
よ
び
愛
に

つ
い
て
、
統

一
思
想

の
立
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儒
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想
よ
り

ア
ジ
ア
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同
体
と
宗
教
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を

見

る
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郭

昆

如

(ウ

ー

・
ク

ン

ユ
ウ

)

「
九

三

三
年
生

ま

れ
。

台
湾

大
学

卒
業

後
、

オ

ー

ス
ト
リ

ア

・
イ

ン
ス
ブ

ル

ッ
ク
に

て

神

学

を
学

び
、

西

ド
イ

ツ

・
ミ

ュ
ン

ヘ
ン
に

て
哲
学

を
学

ぶ
。

哲

学
博

士

号
を

取
得

。
現

在

、
台
湾

大
学

教
授

な
ら

び
に
哲

学

学

部
長

。
専

攻

　
西

洋
哲

学
。

〈

主
著

〉

『西
洋

哲
学

史
』
、

『
実
存
主

義
』
、

『現
象

学
』
、

『
文
化

哲
学
』
。

他

に
哲

学

や
文
学

の
多

方

面

に
論
文
多

数

。

一

一

 

序
論

 

セ ッション1儒 教部門

宗
教
は
元
来
人
性
を
導

い
て
向
上
さ
せ
る
人
間
世
界
の
組
織
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
つ
て
、
そ
の
対
象
が
来
生
来
世
を
解
釈
し
獲

得
す
る
も
の
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
た
と
き
が
あ
り
、
か
つ
さ
ら
に
深
い
誤
解
と
し
て
、
来
生
来
世
の
命
を
獲
得

す
る
た
め
に
は
、
今

生
今
世
の
所
有
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
に
至

っ
た
。
こ
れ
は
、
「
出
世
宗
教
」
が
人
間
世
界
の
煩
悶
や

い
ろ
い
ろ
な
苦
痛
を
感
受
し
た
後
に
、
人
々
が
提
出
し
た
直
覚
的
反
応
で
あ

っ
た
。

し
か
し

「入
世
宗
教
」
は
、
智
者
の
数
々
の
反
省
の
下
に
、
数
度
の
熟
考
を
経
た
後
、
宗
教
の
効
能
は
、
人
性
生
命
の
来
生
来
世

へ
の
延
長
を
保
証
す
る
こ
と
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
人
性
の
今
生
今
世
に
お
け
る
生
命
過
程
を
安
定
さ

へ
し

　

せ
る
こ
と
に
あ
る
と
発
見
し
た
。
元
来
、
幸
福
自
身
の
存
在
は
、
今
世
と
来
世
に
わ
た
り
、
時
間
と
永
遠
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。

ら
ヱ

　

か
つ
、
人
性
は
生
れ

つ
き
幸
福
を
追
求
し
、
死
ぬ
ま
で
求
め
て
や
ま
な
い
堅
固
な
意
志
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
も
突
出
し
た

「入
世
宗
教
」
と
し
て
は
、
西
洋
で
始
め
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
が
挙
げ
ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
こ
の
よ
う
な

らユ

入
世
精
神
で

「全
世
界
に
行

っ
て
福
音
を
伝
え
た
」
。
地
中
海
沿
岸
で
、
キ
リ
ス
ト
教
は
三
世
紀
の
時
間
を
使

っ
た
だ
け
で
、
文
化
、

　
イ

　

政
治
、
社
会
の
中
に
根
を
下
ろ
し
た
。
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
到
来
し
て
己
に
四
世
紀
も
過
ぎ
た
が
、
し
か
し
そ
の

制
度
は
、
い
ま
だ
に
文
化
の
主
流
の
範
囲
外
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
。
深
い
反
省
を
経
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
宣
教
師
が

方
法
の
運
用
上
で
大
き
な
偏
椅
に
陥

っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
れ
は
ま
た
、
「入
世
宗
教
」
が
誤
解
さ
れ
て
い
る
最
も

主
要
な
理
由
で
あ
る
。
こ
の
偏
椅

の
発
生
と
は
、
「宣
教
師
た
ち
が
重
点
を
キ
リ
ス
ト
教

の
共
通
の
効
能
に
お
か
ず
」
、
す
な
わ
ち
人
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類
の
救

い
の
福
音
に
お
か
ず
に
、
た
だ
自
分
の
教
派
の
教
義
を
宣
揚
す
る
の
に
お
い
た
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ど
の

教
派
の
教
義
も
、
最
後
に
至
れ
ば
必
ず

「救

い
」
に
帰
結
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
教
会
の
措
置
は
、
偏
碕
的
に
信
徒
を
派
の
中
に

陥
れ
る
方
向
に
導
き
、
自
分
の
信
仰
が
他
の
宗
派
と
異
な
る
こ
と
を
誇
示
し
た
の
み
な
ら
ず
、
か

つ
自
分
の
信
ず
る
も
の
を
肯
定
し
、

他
人
の
信
ず
る
も
の
を
否
定
し
て
、
お
互
い
に
攻
撃
す
る
こ
と
に
捕
わ
れ
、
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
の
最
も
大
事
な
誠
碗
に
反
し
た
の

で
あ
る
。
統

一
思
想
が
文
鮮
明
師
に
よ
っ
て
創
始
展
開
さ
れ
て
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
超
教
派
の
理
論
が
、
夜
を

日
に
継
い
で
成
長
し
、

知
識
分
子
も
哲
学
、
神
学
、
お
よ
び
各
文
化

の
方
面
よ
り
、
こ
の
運
動
の
価
値
を
認
め
て
賛
同
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

ア
ジ
ア
の
諸
哲
学
派
の
中
で
、
最
も

「
入
世
宗
教
」
お
よ
び

「統

一
」
の
思
想
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
儒
教
を
初
め
に
推
す

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
「道
徳
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
も

っ
て
、
遙
か
な
天
国
を
人
間
世
界
の
内
に
実
ら

せ
る
こ

と
が
で
き
る

の
み
な
ら
ず
、
ま
た

「神
秘
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
も
っ
て
、
人
間
を
こ
の
世
よ
り
彼
岸

へ
導

い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
、

そ
れ
は
ま
た
、
元
来
自
分
と
異
な
る
土日心見
を
持

つ
学
説
を
受
け
入
れ
包
括
し
て
、
「統

=

的
な
思
想
に
融
合
し
、
「共
通
的
な
知
恵
」

(collectiv
ely
sh
a
red
w
isd
om
)

に
つ
く
り
上
げ
、
各
民
族
各
文
化
の

「独
自
的
な
知
恵
」

(in
d
iv
id
u
ally

attain
ed
w
is
do
m
)

を
解
除
し
て
、
そ
の

「大
同
思
想
」
を
政
治
、
社
会

の
中
に
実
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
儒
教
思
想
の
二
種
類
の
特
性
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
以
下
の
方
式
に
よ

っ
て
、
学
術
的
な
検
討
を
す

る
こ
と
が
で

き
る
。

ま
ず

「歴
史
的
発
展
」
の
通
論
を
使
用
し
て
、
儒
教
思
想
の
起
源
お
よ
び
発
展
を
透
視
し
、
し
か
る
後
に
、

こ
の
歴
史
的
な
成
果
の

中
か
ら
、
そ
の
思
想

の

「内
在
的
内
容
」
を
濃
縮
す
る
こ
と
に
す
る
。
最
後
に
、
「内
在
的
内
容
」
か
ら
、
そ

の
可
能
な

「現
代
的

意
義
」
を
導
き
出
そ
う
と
思
う
。

22

 

「

一

 

二

儒
教
の
歴
史
的
発
展

 

セッション1儒 教部門

儒
教
は
長
い
間
中
国
思
想
の
主
流
と
さ
れ
て
き
た
。
先
秦
の
孔
孟
よ
り
始
ま
り
、
歴
史
的
に
原
始
的
儒
教
と
称
さ
れ
、
人
生
の
道

徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
開
始
し
た
。
続
い
て
儒
教
の
第
三
代
の
萄
子
に
至
り
、
法
家
に
没
落
し
は
じ
め
、
秦
の
暴
政
を
生
じ
せ
し
め
た
。

漢
儒
は
、
秦
の
焚
書
抗
儒
の
後
、
着
実
に
修
斉
治
平
の
思
想
を
政
治
社
会
の
中
に
実
ら
せ
、
儒
教
を
先
秦

の
理
論
的
段
階
よ
り
、
漢

代
の
実
践
的
段
階
に
至
ら
し
め
た
。
漢
儒
は
ま
ず
秦
儒
に
対
し
て
反
省
お
よ
び
批
判
を
加
え
、
既
存

の
理
論
的
基
礎
を
展
開
し
、
ま

た
そ
れ
を
、
社
会
政
治
学
理
的
な
儒
術
と
し
た
。
し
か
し
、
先
秦
の
別
の

一
派
で
あ
り
、
儒
教
と
並
列
で
き
る
ほ
ど
の
道
家
は
、
漢

代
に
お
い
て
帝
王
、
将
軍
、
大
臣
等
の
人
生
観
の
中
に
根
を
下
ろ
し
、
符
、
錬
丹
、
占
い
、
風
水
等

の
迷
信
を
発
生
さ
せ
、
ま
た
神

仙
の
思
想
の
追
求
に
力
を
尽
し
、
人
間
を
し
て
肉
体
の
不
朽
を
追
求
さ
せ
、
伝
統
的
な

「立
徳
、
立
功
、
立
言
」
の
精
神
の
不
朽
性

を
忘
れ
さ
せ
た
。
こ
れ
よ
り
中
華
文
化
は
没
落
し
、
イ
ン
ド
の
仏
教
が
入

っ
て
く
る
機
会
を
与
え
、
宗
教
は
政
令
の
不
足
を
補
う
も

の
と
な

っ
た
。
し
か
し
仏
教
自
身
の

「出
世
」
の
精
神
は
、
最
後
に
は

「儒
教
」
の

「入
世
」
に
影
響
さ
れ

て
、
中
国
式
入
世
宗
教

(ま
た
は
儒
教
式
仏
教
と
も
い
う
)
を
つ
く
り
上
げ
た
。
こ
れ
は
、
儒
教
の
中
国
に
お
け
る
第
三
期
の
発
展
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
歴
史
家
は
、
か
え

っ
て
中
国
仏
教
が
儒
教
体
系
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、
そ
し
て
宋
明
儒
が
新
儒
教
で
あ
り
、
儒
教
は
先

秦
の
原
始
儒
か
ら
、
宋
明
の
新
儒

へ
と

一
貫
し
て
相
伝
え
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
宋
明
儒
の
全
体
的
な
体
系
が
ま
だ
完

成
さ
れ
て
い
な
い
前
に
、
中
国
は
己
に
西
洋
文
化
の
衝
撃
に
接
触
し
、
特
に
西
洋
共
産
主
義
に
襲
わ
れ
た
。
共
産
主
義
の
後
に
、
も

っ

と
新
し
い
儒
教
体
系
が
出
現
す
る
か
ど
う
か
が
、
現
代

の
儒
者
の
研
究
対
象
で
あ
る
。

23



儒
教
の
発
展
の
課
題
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
も
ち
ろ
ん
上
述
の
編
年
の
方
式
に
従

っ
て
、

一
歩
ず

つ
そ

の
思
想
の
発
展
に
つ
い

て
叙
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
思
想
の
傾
向
を
、
「統

一
」
ま
た
は

「合

一
」
の
課
題
の
上
に
濃
縮
す
る
と
な

る
と
、
こ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、

↓
つ
に
は
、
先
秦
儒
の
著
作
は
非
常
に
非
体
系
的
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
漢
儒

の
編
輯
し
た
体
系
は
、
必
ず
し
も
先
秦
原
始
儒
の
精
神
を
十
分
カ
バ
ー
し
発
揮
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
宋

明
儒
の
後
、
そ
の
心
性
の
問
題
で
、
ど
れ
く
ら
い
の
部
分
が
仏
教
の
唯
心
体
系
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
か
に

つ
い
て
、
現
在
に
至
る

も
な
お
学
術
界
に
お
い
て
争
論
さ
れ
て
お
り
、
定
論
に
至

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
学
術
上
の
仕
事
に
お
い
て
は
、
資
料

の
運
用
は

も
と
よ
り
重
要
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
意
義
的
な
内
容
が
よ
り
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
の
目
標
は
、
儒
教

の
精
神
が

「合

=

の
思
想
と
同
じ
も
の
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
儒
教
の
主
体
文
化
の
発
展
原
則
に
違
反
し
な
い
中
に
お

い
て
、
こ

の
種
の
実
践
を
強
化
し
、
ア
ジ

ア
共
同
体
お
よ
び
宗
教
合

一
の
運
動
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(
1
)

先
秦
儒
の
原
始
思
想
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一
般
の
文
学
の
傾
向
と
し
て
は
、
大
体

「論
語
」
を
孔
子
思
想
の
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
と
し
、
同
時
に
孔
子

の
思
想
は
全
部
倫
理
道

徳
面
に
お
い
て
結
実
し
た
も
の
で
あ
り
、
形
而
上
学
的
部
分
に
踏
み
入
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
形
而
上

学
は
、
た
だ
道
徳
形
而
上
的
な
意
義
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
本
体
論
的
な
境
地
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

も
ち
ろ
ん
、
単
に
論
語
の
内
容
だ
け
見
て
も
、
孔
子
は
形
而
上
学
的
考
え
方
を
完
全
に
無
視
し
て
は
い
な

い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、

た
だ
そ
の
道
徳
形
而
上
学
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
り
、
形
而
上
学
の
本
体
論
で
は
な

い
。
主
な
こ
と
は
、
論
語
全
体

の
内
容
を
分
析
す
る
際
、
皆
道
徳
実
践
の
部
分
よ
り
着
手
し
、
同
時
に
ま
た
道
徳
実
践
で
終
わ

っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、

ユ

 

セッション工 儒教部門

哲
学
的
な
方
法
で
、
論
語
の
中
よ
り
人
生
が
追
求
し
て
い
る
三
大
概
念

「福
、
禄
、
寿
」
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
時
に

ま
た

「福
、
禄
、
寿
」
を
追
求
す
る
た
め
に
人
生
で
遭
遇
す
る

「時
、
命
、
徳
」
を
も
了
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
「時
、
命
、
徳
」

の
三
種

の
遭
遇
の
中
、
孔
子
は

「時
と
命
」
と
は
皆
人
類
が
掌
握
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
人
生
で
唯

一
の
行
う
こ
と
の
で
き

る
、
そ
し
て
ま
た
行
う
べ
き
も
の
は
、
「徳
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
で
、
論
語
に
記
載
さ
れ
て
い
る
孔
子
と
弟
子
と
の
対
話
は
、

皆
こ
う
結
論
し
て
い
る
。
「時
と
命
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
能
力
範
囲
以
内
の
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ

「
天
命
に
従
う
」

こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
反
し
、
「徳
」
に
対
す
る
強
調
は
無
条
件
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
が
人
間
社

会
に
お
い
て
生
活
す
る
限
り
、
必
ず
修
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
必
ず
ま
ず

「
人
事
を
蓋
し
て
」
、
し
か
る
後
に

「
天

命
に
従
う
」
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
天
命
と
人
事
が
相
通
じ
る
と
い
う
の
が
、
孔
子
の

「道
徳
的
ア
プ

ロ
ー
チ
」
の
根
本
原

理
で
あ
る
。
孔
子
の

「人
事
を
蓋
す
」
こ
と
は
、
老
子
の
創
立
し
た

「自
然
に
従
う
」
こ
と
と
、
異
な
る
方
法

で
は
あ
る
が
同
じ
結

果
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「道
徳
的
ア
プ

ロ
ー
チ
」

の
強
調
の
下
で
、
各
種

の
徳
目
が
出
現
し
、
そ
れ
ら
は
範
疇
の
方
式
で
分
類
さ
れ
、
大
体

縦
的
お
よ
び
横
的
の
二
つ
の
座
標
で
カ
バ
ー
で
き
る
の
で
あ
る
。
縦
的
座
標
と
は
、

一
人
の
人
間
が
天
と
地
の
間
に
生
き
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
徳
目
は
す

べ
て
、
「独
り
其
の
身
を
善
く
す
る
」
こ
と
に
対
す
る
努
力
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
す
な
わ
ち

「君
子
」

で

あ
る
。
横
的
座
標
と
は
、

一
人
の
人
間
が
人
と
人
と
の
間
で
生
活
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
徳
目
は

「兼
ね
て
天
下
を
善
く
す
る
」

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
成
果
が

「
聖
人
」
で
あ
る
。
君
子
と
聖
人
と

の
合
体
が
、
「天
人
合

一
」

へ
の
道
で
あ
る
。

孔
子
が
論
語
の
中
の

「道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
強
調
し
た
の
は
、

一
人
の
人
間
が

「如
何
な
る
」
人
と
な
り
を
持

つ
か
と
い
う

課
題
で
あ
り
、
そ
の
徳
目
の
中
、
よ
り
重
点
を
お
い
た
の
が
人
間
関
係

の

「仁
」
で
あ
る
。
こ
の

「仁
」
は
、

「仁
と
は
人
を
愛
す
」
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ド
　

　

る
こ
と
で
表
さ
れ
る
徳
行
を
意
味
し
、
兼
ね
て
天
下
を
善
く
す
る

「聖
人
」
の
行
為
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
実
践
性
の

「道
徳
的

ア
プ

ロ
ー
チ
」
は
、
「如
何
」
に
し
て
君
子
、
聖
人
と
な
る
か
の
方
案
に
つ
い
て
の
解
釈
は
し
た
が
、
し
か
し

「何
故
」
道
徳
を
要
す
る

か
に
つ
い
て
の
解
答
は
な
か

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
形
而
上
の
基
礎
的
な
課
題
に

つ
い
て
の
説
明
が
な
か
っ
た
。

こ
の

「何
故
」
と
い
う
哲
学
性
の
探
究
は
、
孟
子
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
提
出
さ
れ
た
。
彼
は
方
法
を
講
じ
て
、
義
と
利
の
分
別
、

是
と
非
の
分
別
の
中
よ
り
、
心
性
の
根
本
的
傾
向
を
捜
し
出
し
、
そ
し
て

「性
善
」
こ
そ
が

「仁
、
義
、
礼
、
智
」

の
徳
目
の
根
本

で
あ
る
と
結
論
し
た
。
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
性
善
で
あ
る
と
の
弁
証
は
、
以
下
の
よ
う
な
方
式
で
な
さ
れ
た
。

26

天

皆
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
有
り
。
今
人
礒

ち
儒
子
の
将
に
書

入
ら
ん
と
す
る
を
見
れ
ば
・
皆
嚇
.簾

隠
の
心
あ
り
・
交

わ
り
を
儒
子
の
父
母
に
陣
る
る
震

に
非
ざ
る
な
り
三

・・れ
を
郷
党
朋
友
に
警

る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
・
茸
ハの
翼
を
繋

て
然

る
に

非

ざ

る
な

り

。

替

曲
り
て
蓼

観
れ
ば
、
側
隠

の
心
無
き
は
・
人
に
非
ざ
る
な
り
・
勤

雰

心
鉦
川き
は
・
人
に
非
ざ

る
な
り
・
静
護

の

心
無
き
は
、
人
に
非
ざ
る
な
り
。
是
非
の
心
無
き
は
人
に
非
ざ
る
な
り
。

た
ん

 側
隠

の
心

は

、
仁

の
端

な

り

。
差

悪

の
心

は

、
義

の
端

な
り

。
辞

譲

の
心

は

、
礼

の
端

な

り

。
是

非

の
心

は

、
智

の
端

な

り

。̂
『

 

仁
義
礼
智
の
徳
目
は
、
基
本
的
に
は
人
間
関
係
の
道
徳
的
細
目
で
あ
り
、
事
実
上
ま
だ
孔
子
の

「仁
と
は
人
を
愛
す
る
こ
と
」

の

拡
大
的
な
理
解
に
属
し
、
道
徳
実
践
面
の
も
の
で
あ
る
。
当
然
、
性
善
に
対
す
る
理
解
を
加
え
て
、
人
間
は
生

れ
つ
き
そ
の
よ
う
な

善
の
始
ま
り
を
有
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
こ
れ
は
、
心
性
の
了
解
に
お
い
て
、
孔
子
の

「性
は
相
近
し
、
習

へ
ば
相
遠
巨
」

の
中

「

」A

性
的
な
人
生
観
に
比
べ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
さ
ら
に

一
歩
進
ん
だ
前
進
で
あ
る
。

孟
子
の
心
性
は
、
も
ち
ろ
ん
も

っ
と
高

い
次
元
の
理
解
に
及
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち

「其
の
心
を
尽
す
者
は
、
其
の
性
を
知
る
な
り
。
其
の
性
を
知
れ
ば
、

つ
か

す

　

其

の
心

を

存

し

、

其

の
性

を

養

う

は
、

天

に
事

ふ

る
所

以
な

り

。
」

則

ち

天

を

知

る
。

 

こ
れ
は

一
面

「知
識
的
ア
プ

ロ
ー
チ
」
の
性
を
知
り
、
天
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

一
面

「道
徳
的
ア
プ

ロ
ー
チ
」

の
心

の
保

存
、
性
を
養
う
天
に
仕
え
る
こ
と
で
あ
る
。
孟
子
は
人
間
関
係
の
各
種
の
徳
目
を
天
人
関
係
の
中
に
お
い
た
か

の
よ
う
で
あ
り
、
ま

た

「
性
善
」
の
基
礎
を

「
天
」

の
領
域
内
に
確
立
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
孟
子
に
続
い
て
出
現
し
た
儒
教
の
第
三
番
目
の
人
物
、
筍
子
に
お
い
て
、
そ
の
弁
証
は
人
間
の
性
悪
の
方
向
に
向
か

っ

た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

セッション1儒 教部門

こ

し
た

「人
の
性
は
悪
に
し
て
、
其
の
善
な
る
者
は
偽
な
り
。
今
、
人
の
性
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
利
を
好
む
こ
と
あ
り
。
是
れ
に
順

ね
た

に
く

が
う
。
故
に
争
奪
生
じ
て
辞
譲
亡
ぶ
。
生
れ
な
が
ら
に
し
て
疾
み
悪
む
こ
と
あ
り
。
是
に
順
が
う
、
故

に
賎
賊
生
じ
て
忠
信　ぬ

り

亡
ぶ
。
生
れ
な
が
ら
に
し
て
耳
目
の
欲

の
声
色
を
好
む
こ
と
有
り
。
是
れ
に
順
が
う
。
故
に
淫
乱
生
じ
て
礼
義
文
理
亡
ぶ
。
」

 

孟
子
は
孔
子
の
理
論
に
追
随
し
、
弁
証
的
な
方
法
で
、
各
種

の
徳
目
に
対
し
て
心
性
的
な
基
礎
を
捜
し
出
し
、
「何
故
」
よ
い
人
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に
な
り
、
よ
い
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
理
由
を
説
明
し
た
が
、
荷
子
は
人
間
世
界
の
罪
悪
を
体
験
し
、
弁
証
的
な
方
式

で
各
種
罪
悪
の
起
源
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
孟
子
の
性
善
は
、
人
間
に
善
行
の
根
本
理
由
を
教
え
、
萄
子
の
性
悪
は
、
人
間
に
対

し
よ
く
気
を
付
け
て
悪
を
避
け
る
よ
う
に
と
警
告
し
た
。
両
者
に
は
積
極
と
消
極
と

の
差

こ
そ
あ
れ
、
目
標
は
皆
善
を
行
い
悪
を
避

け
る
道
徳
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
適
進
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
政
治
社
会
内
に
植
え
付
け
た
と
き
、
孟
子
は
孔
子
の
徳
治

・
王
道

・
仁
政
の
学
説

を
継
承
し
、
筍
子
は
礼
治
の
先
例
を
創
始
し
た
。

筍
子
の
性
悪
と
礼
治
は
、
ま
だ
儒
教
の
範
囲
内
に
属
し
た
が
、
そ
の
弟
子
の
韓
非
と
李
斯
と
は
、
法
治
の
領
域
に
入
り
込
ん
で
し

ま
っ
た
。
前
者
は
理
論
の
大
成
で
も

っ
て
、
そ
し
て
後
者
は
具
体
的
実
践
で
も

っ
て
、
戦
国
時
代
の
分
裂
状
況
の
統

一
を
促
進
す
る

の
に
貢
献
が
あ

っ
た
。
し
か
し
副
作
用
と
し
て
、
か
え

っ
て
秦
の
暴
政
の
災
難
を
生
じ
せ
し
め
た
。

儒
教
の
原
始
的
な
仁
政
が
い
ま
だ
実
践
さ
れ
て
い
な
い
前
に
、
儒
教
か
ら
来
は
し
た
が
よ
り
低
い
人
本
精
神
で
あ
る
法
家
の
統

一

を
生
み
、
か
つ
中
国
の
政
治
社
会
を
リ
ー
ド
し
た
の
で
あ
る
。

(
2
)

漢
儒

の
努
力
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秦
の
暴
政
は
民
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
政
権
は
迅
速
に
滅
亡
し
た
。
そ
し
て
次
い
で
興

っ
た
漢
朝
は
、

「国
大
民
衆
」

の
各

か
　

項
の
成
果
を
受
け
て
、
道
家
の

「
小
国
寡
民
」

の
方
式
を
行
政
の
措
置
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
董
仲
紆
を

首
と
し
た

「罷
瓢
百
家
、
独
尊
儒
術
」
に
よ

っ
て
、
漢
儒
は
中
国
歴
史
上
に
お
い
て
、
儒
教
体
系
の
成
果
を
実
践
す
る
こ
と
と
な

っ

た
。

「

↓

 

セ ッション1儒 教部門

『
礼

記

』
は

、
こ

の
時
期

に

お

い

て
最

も

成

果

の
上

が

っ
た

も

の

で
あ

り

、
ま

た

比

較

的

体

系

の
あ

る

著

作

で
あ

る
。
そ

の

中

の

「
大

学
」

は
、

人
生

に

お

け

る

人
と

な

り

の
基

本

原

則

を

描

き

出

し

、

同

時

に

人
間

の
生

活

の
意

義

、

お

よ
び

生

命

の
目

的

を

述

べ

て

い

る

。

そ

の

中

の

「
礼

運
」

は
、

人
類

の
政

治
社

会

の
究
極

的

な

目
標

を

提

供

し

て

い
る
が

、

こ

れ

は
根

本

的

に

は

「
地

上

天

国

」

の

ブ

ル
ー

プ

リ

ン
ト

で

あ

る

。

そ

の
中

の

「
中
庸

」

は

、

雄

大

な

気

概

の
あ

る
個

人

の

設
計

に

お

い
て

、
君

子
と

な
り

、

天

人

合

↓
の

境

地

に

ま

で

上

る

こ

と

に

つ

い

て
述

べ

て

い
る

。

大

学

を

基

本

的

な

構

造

と

し

て
、

簡

単

な

表

を

作

り

、

そ

の
思

想

の
概

要

を

分
析

し

て

、
漢

儒

が

い
か

に

し

て

先

秦

儒

の
体

系

を

強

化

し

た

か

を

了

解

す

る

こ
と

に
し

た

い
と

思

う

。

平

天

下
…

・
…

…

…

…

…

・…

:
…

…

…

…

…

・:
:
…

「
礼

運

」

篇

治斉修正誠致格

漢
儒
の

歩
、

じ・身 家 国

V

全
体
的
完
全
性

 

個
人
的
完
全
性

意
〉

糧

の
培
養

ロ 嫉
V

程

の
発
展

「中
庸
」
篇

宋
明
儒
発
展
の
課
題

『礼

記
』

は
、

自
然
科
学
の
課
題

 

個
人
の
独
立
性
の
完
全
さ
、

洋
の
哲
学
の
名
詞
を
使

っ
て
全
体
的
な
儒
教
思
想
を
形
容
す
る
と
す
れ
ば
、

儒
教
を
大
成
し
た
著
作
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
漸
進
的
な
原
則
を
使
用
し
て
、

一
歩

一

お
よ
び
社
会
の
全
体
性
の
完
全
さ
に
歩
み
寄
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
こ
で
西

そ
の
究
極
的
目
標
は
疑
い
も
な
く

「平
天
下
」
で
あ
り
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「天
下
為
公
、
世
界
大
同
」
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は

「世
界
主
義
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

「世
界
主
義
」
は
、
順
序
立
て
て
漸
進

的
に
進
ん
で
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
「
修
身
」
し
か
る
後
に

「斉
家
」
、
そ
し
て

「治
国
」
を
通
じ
て
は
じ
め
て
到
達
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
つ

「修
身
」
に
も
ま
た
そ
の
学
術
的
基
礎
が
あ
り
、
そ
れ
は

「知
性
」
的
発
展
で
あ
る

「格
物
、
致
知
」
、
お
よ
び

「徳
性
」
的

培
養
で
あ
る

「誠
意
、
正
心
」
で
あ
る
。
故
に
、
そ
の
過
程
の
各
段
階
は
皆
建
設
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
修
身
」
は
人
本
精
神
の

「人

格
主
義
」

(P
erson
alism
)
で
あ
り
、
こ
の

「人
格
主
義
」

の
形
成
は
、
「知
性
」
的
な

「格
物
致
知
」
に
よ
る

必
要
が
あ
り
、
「知

識
'H
eeS」　
(G
n
o
sticism
)
を
包
含
し
、
同
時
に
ま
た

「徳
性
」
的
な

「誠
意
正
心
」
を
必
要
と
し
、
徳
治
主
義

で
あ
る
。
さ
ら
に

一

歩
前
進
し
た

「家
族
」
礼
法
は
、
そ
れ
が
特
に
孝
道
を
唱
導
す
る
点
か
ら
見
て
、
ま
た

「家
族
主
義
」
の
傾
向
が
あ
る
。
「治
国
」

の
部
分
に
至
る
と
、
明
ら
か
に

「国
族
主
義
」
の
心
理
状
態
を
有
し
て
い
る
。
最
後
の

「平
天
下
」
の

「世
界
主
義
」
は
、
重
な
り

合
う
基
礎
層
の
上
に
建
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
漸
進
的
で
原
則
的
な
上
層
は
、
絶
対
に
下
層
を
否
定
す
る
こ
と

な
く
、
か
え

っ
て
下
層
の
支
持
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
主
義
は
家
族
主
義
の
基
礎
で
あ
り
、
家
族
主
義
は
ま
た
国
族
主

義
の
基
礎
で
あ
り
、
国
族
主
義
は
世
界
主
義
の
基
礎
で
あ
る
。
故
に
、
世
界
大
同
の
社
会
に
お

い
て
は
、
な
お
も
国
家
、
家
庭
、
個

人
の
尊
厳
と
価
値
を
保
有
す
る
。

漢
儒
の
努
力
で
、
儒
教

の
世
界
主
義
の
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
を
決
定
し
た
こ
と
は
、
思
想
上
非
常
に
貢
献
の
あ

る
部
分
と
い
え
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
、
も
し
本
当
に
論
語
や
孟
子
を
振
り
返
っ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
原
始
儒
教
は
確
か
に
世
界
主
義
を
確
立
し
て

お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
漸
進
的
世
界
主
義
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
こ
の
世
界
主

義
に
向
か
う
努
力
は
、
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通
過
す
る
も
の
で
あ
る
。

儒
教
は
漢
の
時
代
に
あ
ま
り
に
も
有
為
で
あ
り
、
そ
し
て
各
種
の
礼
法
が
あ
ま
り
に
も
細
く
、
実
際
生
活
に
適
合
す
る
も
の
で
な
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一

か

っ
た
の
で
、
法
家

の
傾
向
に
向
か
う
も
の
が
あ
る
と
誤
解
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
元
来
儒
教
と
並
列
し
て
い
た

道
家
は
、
そ
の
提
出
し
た

「無
為
」
「自
然
」
が
頗
る
帝
王
、
将
軍
、
大
臣
の
賞
賛
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
特

に
そ
の
思
想
家
は
、

太
平
繁
栄
の
世
の
中
に
お
い
て
平
静
無
為
の
思
想
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

儒
教
の
漸
進
的
世
界
主
義
に
相
対
し
て
、
道
家
が
熱
中
し
た
の
は
神
仙
の
生
活
で
あ
る
。
後
漢
か
ら
始
ま

っ
た
道
教
は
、
中
国
本

土
で
起
こ
っ
た
宗
教
で
あ
り
、
三
国
、
魏
、
晋
、
南
北
朝
各
時
代
に
至
る
ま
で
発
展
し
、
政
治
社
会
体
制
に
お

い
て
は
儒
教
路
線
を
、

思
想
上
に
お
い
て
は
道
家
路
線
を
歩
み
、
そ
し
て
中
国
を
し
て
精
神
生
命
を
忘
れ
さ
せ
て
、
た
だ
肉
体
の
寿
命

の
無
限
な
延
長
を
顧

み
る
ほ
ど
に
ま
で
没
落
さ
せ
て
し
ま

っ
た
。

他
方
に
お
い
て
、
原
始
儒
教
の
処
理
し
た
人
生
問
題
は
、
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ

っ
て
福
禄
寿
を
追
求
し
、
福
徳
は

一
致
す
る

の
だ
と
認
め
た
。
善
人
に
は
よ
い
報
い
が
あ
り
、
悪
人
に
は
悪
い
報
い
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
か
つ
て

一
度
懐
疑
を
受
け
た
。

へど

 司
馬
遷
で
さ
え
も
感
嘆
し
て
、
『史
記
』
の
中
で

「天
道
は
是
か
非
か
」
と
述
べ
た
。
善
悪
応
報
の
問
題
は
、
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ

に
対
し
て
障
害
を
も
た
ら
し
た
。

こ
れ
が
ま
た
、
仏
教
が
中
国
の
儒
、
道
文
化
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
理
由
で
も
あ
る
。
精
神
文
化
の
没
落
、
善

悪
応
報
の
問
題
が
満

足
の
ゆ
く
答
案
を
得
る
の
に
は
、
宗
教
文
化
の
協
助
を
得
る
必
要
が
あ

っ
た
。

セ ッシ ョン1儒 教部門

(
3
)

晴
唐
仏
教
の
興
隆

表
面
上
か
ら
見
れ
ば
、
出
家

の
原
始
的
な
意
義
は
、
儒
教
の

「斉
家
」
の
原
理
に
違
反
す
る
。
出
家
の
理
念

は
、
第

一
に
は
孔
子

い
ま

　は
　

の
ち

な

　む

 の

「父
母
在
せ
ば
、
遠
く
遊
ば
ず
」
に
違
反
し
、
第
二
に
は
孟
子
の

「不
孝
に
三
有
り
、
後
無
き
を
大
な
り
と
為
す
」
に
違
反
す
る
。
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し
か
し
、
仏
教
が
主
と
し
て
中
国
の
道
徳
文
化
を
補
足
し
た
部
分
は
、
「斉
家
」
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
中
国
に
お
い
て
は
、
「斉
家
」

の
問
題
上
に
堕
落
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
儒
教
の
当
時
に
お
け
る
難
題
は
、
「福
徳
」
の
不

一
致
の
現
象
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

な
か

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
道
家
の
難
題
は
、
た
だ
肉
体
の
生
命
を
求
め
る
こ
と
に
陥
り
、
霊
性
の
生
命
の
追
求

を
忘
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
仏
教
の
伝
来
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
二
項
の
欠
陥
を
補
足
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
三
つ
の
時
間
区
分

(
前
生
前
世
、
今
生
今

世
、
来
生
来
世
)
は
、
ち
ょ
う
ど
輪
廻
応
報
の
教
理
を
解
釈
す
る
と
同
時
に
、
精
神
が
肉
体
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
の
観
点
を
設
定

し
た
。

し
か
し
仏
教
が
中
国

へ
伝
来
し
、
か

つ
中
国
で
発
展
し
た
の
は
、
基
本
的
に
は
単

一
方
向
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
宗
教
は
道
徳
の

不
足
を
補

っ
た
、
そ
し
て
ま
た
儒
教
文
化
は
、
仏
教
を
出
世
か
ら
入
世

へ
と
転
化
さ
せ
る
過
程
を
生
じ
せ
し
め
た
。

　
ほ

　

大
乗
仏
学
の
教
義
で
あ
れ
、
ま
た
は
民
間
信
仰
の
福
禄
寿
に
対
す
る
追
求
で
あ
れ
、
皆
儒
仏
合

一
の
原
理
を
展
示
し
て
い
た
。

仏
教

の
世
界
主
義
は
、
「人
皆
仏
性
有
り
」

の
原
則
、
お
よ
び

「
衆
生
を
済
度
す
」
の
大
願
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
儒
教
と

の
最
大
の
区
別
は
、
儒
教
の
漸
進
原
則
は
、
修
身
よ
り
始
ま
り
、
斉
家
、
治
国
を
経
過
し
て
、
は
じ
め
て
平
天
下
に
ま
で
進
展
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
仏
教
で
は
修
身
か
ら
、
斉
家
お
よ
び
治
国
の
中
間
過
程
を
経
る
必
要
が
な
く
て
、
世
界
主
義

に
到
達
す
る
点
に
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
は
政
治
社
会
の

「
人
間
関
係
」
の
効
能
を
認
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
は
こ
れ
に

つ
い
て
論
じ
な
い
。

仏
教
の

「宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
儒
教
の

「道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
は
、
な
お
も
相
当
大
き
な
差
別
が
あ
る
。
中
国
に
お
け

る
儒
仏
融
合
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
差
別
は
、
「俗
世
に
あ
り
て
修
道
す
」
る
方
式
に
よ

っ
て
逐
次
消
失
し
た
。
「
俗
世
に
あ
り
て

修
道
す
る
」
こ
と
は
、
「人
皆
仏
性
あ
り
」
と

い
う

こ
と
を
承
認
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た

「
人
皆
尭
舜
た
り
得
る
」
こ
と
を
も
承

認
す
る
。
こ
れ
が
儒
仏
合

一
の
成
果
で
あ
る
。
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(4
)

宋
明
儒

の
意
義

 

宋
明
儒
の
発
展
は
、
中
国
の
儒
道
文
化
が
仏
教
の
外
来
文
化
の
衝
撃
を
受
け
た
後
に
、
再
び
新
た
に
検
討
を
加
え
、
反
省
を
し
た

後
の
儒
教
復
興
運
動
で
あ
る
と

い
え
る
。
朱
喜
ふが
集
成
し
た
四
書

(大
学
、
中
庸
、
論
語
、
孟
子
)
か
ら
見
れ
ば
、
彼
は

『礼
記
』

の
中
よ
り
大
学
と
中
庸
の
両
篇
を
選
択
し
、
大
学
と
礼
運
を
選
ば
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
既
に
、
朱
学
派
が
関
心
を
持

っ
た
課
題

は
、
個
人
心
性
お
よ
び
修
練
の
方
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
礼
運
篇
の

「
天
下
為
公
」
「世
界
大
同
」

の
理
想
は
特
に
持
ち
出
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
。

心
性
問
題
、
修
練
問
題
は
、
ず

っ
と
仏
教
の
核
心
的
課
題
で
あ

っ
た
。
宋
明
儒
は
、
何
と
か
し
て
階
唐
仏
教
を
の
り
越
え
て
、
再

び
新
た
に
孟
子
の
探
求
方
法
に
戻
り
、
礼
運
篇
の
世
界
主
義
の
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
よ
り
着
手
す
る
こ
と
を
せ
ず

に
、
中
庸
篇
に
あ
る

個
人
修
成
に
よ
る
天
人
合

一
に
着
眼
し
、
個
人
の

「独
り
其
の
身
を
善
く
す
る
」
と
い
う
面
で
完
成
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
し
か
し

そ
れ
は
、
確
か
に
十
分
な
入
間
関
係
を
発
揮
す
る
こ
と
が
な
く
、
儒
教
の
発
展
の
歴
史
に
お
い
て
、
仏
教
の
中
国
文
化
に
対
す
る
衝

撃
を
突
破
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

宋
明
儒
の
大
学
篇
に
対
す
る
総
合
的
な
意
義
は
、
「誠
意
、
正
心
、
修
身
」
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
に
局
限
し
、
そ

の
前
の

「格
物
致
知
」

の
知
性
的
発
展
、
お
よ
び
そ
の
後
の

「斉
家
、
治
国
、
平
天
下
」
の
人
間
関
係
の
発
展
に
対
し
て
、
十
分
な
関
心
を
持
た
な
か

っ
た

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
洋
文
化
が
東
方

へ
侵
入
し
た
後
、
中
国
文
化
の
影
響
を
受
け
た
す
べ
て
の
ア
ジ

ア
地
区
で
、
特
に
儒

教
思
想

の
影
響
を
受
け
た
地
区
で
、
「知
性
」
的
自
然
科
学
の
研
究
方
面
に
お
い
て
、
西
洋
化
運
動
を
受
け
入

れ
る
こ
と
を
強
制
さ

れ
た
の
み
な
ら
ず
、
人
間
関
係
の
社
会
問
題
に
お
い
て
さ
え
も
、
特
に
商
工
業
社
会
の
闘
争
的
な
性
格
の
問
題
に
お
い
て
、
か

つ
て
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抵
抗
し
が
た
い
ほ
ど
の
共
産
主
義
の
大
き
な
毒
害
を
受
け
た
。

西
洋
化
の
科
学
主
義
の
認
定
し
て
い
る

「科
学
万
能
」
は
、
儒
教
の
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
致
命
的

な
打
撃
を
与
え
、

方
の
共
産
主
義
は
、
儒
教
の
世
界
主
義
的
漸
進
原
則
の
最
大
の
敵
で
あ
る
。

(
5
)

生
き
続
け
る
儒
教

西
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儒
教
の
当
面
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
科
学
主
義
と
共
産
主
義
は
、
皆
方
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
、
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り

離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
を
借
り
て
、
儒
教
復
興
の
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
が
い
る
。

ま
た
、
西
方
の
キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
が
、
本
当
に
儒
教
復
興
の
力
と
な
る
と
見
る
人
も
い
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
、
歴
史
的
な
テ

ス
ト
を
経
て
は
じ
め
て
分
別
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
文
化
の
儒
教
の
主
流
は
、
歴
史
的
経
験
の
中
で
、
か
つ
て
仏
教
に
よ
る
試
練
を
受
け
、
か

つ
そ
れ
を
通
過
し
、
新

し
く
自
分
の
路
線
を
整
理
し
て
き
た
。
共
産
主
義
お
よ
び
科
学
主
義
の
衝
撃
の
下
に
お
い
て
も
、
な
お
立
場
を

堅
持
し
、
か
つ
再
び

新
た
に
反
省
し
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
度
大
き
く
発
展
し
て
い
く
も
の
と
信
じ
て
い
る
。

三

儒
教
の
内
在
的
内
容

 

上
述
の
儒
教
の
歴
史
的
発
展
よ
り
見
れ
ば
、
そ
の
政
治
社
会
の
進
む
方
向
、
お
よ
び
個
入
の
人
格

の
修
成
は
、
お
互
い
に
相
補

っ

て
完
成
し
て
ゆ
く

べ
き
も
の
で
あ
る
。
『礼
記
』
中
の
大
学
篇
こ
そ
が
、
学
説
の
濃
縮
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
同
書

ユ

 

内
の
中
庸
と
礼
運
と
を
加
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
儒
教
の
人
本
精
神
の
内
在
的
な
内
容
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
以
下
の

よ
う
な
方
式
で
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
個
人
の

「独
立
性
」
ま
た
は

「個
別
性
」
の
完
成
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

一
人
の
人
間
が
天
と
地
と
の
間
に
生
存
す
る
に
あ

た
り
、
い
か
に
し
て
雄
々
し
く
独
立
し
た
気
概
を
持

つ
か
の
課
題
に
対
す
る
解
答
で
あ
る
。
こ
の
種
の
個
別
性

の
完
成
が
、
個
人
が

「独
り
其
の
身
を
善
く
す
る
」

こ
と
の
で
き
た

「
君
子
」
で
あ
る
。
「君
子
」
は
論
語
中
の
核
心
的
な
名
詞
で
あ
る
。

次
に
は
人
類
の

「全
体
性
」
の
完
成
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

一
個
人
が
人
と
人
と
の
間
で
生
活
す
る
に
あ
た
り
、
完
全
に
円
満
な
人

間
関
係
を
築
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
各
個
人
が
皆

「兼
ね
て
天
下
を
善
く
す
る
」
に
参
与
す
る

「聖
人
」

で
あ
る
。
「聖
人
」
は

儒
教
の
追
求
す
る
人
生
目
標
で
あ
る
。

セ ッション1儒 教部門

(
1
)

世
界
主
義

の
ブ

ル
ー
プ

リ
ン
ト

 

大
学
篇
で
提
示
さ
れ
て
い
る
個
人
の

「独
立
性
」
の
完
全
性
は
、
「修
身
」
を
道
徳
的
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
利
用
し
、
か
つ
修
身

を
完
壁
に
さ
せ
る
方
法
は
心
霊
生
活
上
の
強
化
に
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち

「誠
意
」
と

「正
心
」
で
あ
る
。
さ
ら
に

一
歩

進
ん
で
、
霊
性
の
生
命
を
強
化
す
る
に
は
、
「知
性
」
の
修
養
も
依
然
と
し
て
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち

「格
物
」
と

「致
知
」

で
あ
る
。

だ
か
ら
、
漢
儒
の
理
解
し
た
儒
教
思
想
と
は
、
「
人
と
自
分
」
お
よ
び

「人
と
物
」
と
の
関
係
を
、
「知
」
と

「徳
」

へ
の
入
門
と

見
て
、
個
人
の
独
立
性
を
完
成
す
る
た
め
の
条
件
と
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「全
体
性
」
の
完
成
に
つ
い
て
は
、
「
斉
家
」
「
治
国
」

「
平
天
下
」
の
系
列
の
漸
進
的
な
方
法

の
中
に
答
案
を
見

つ
け
た
の
で
あ
る
。
人
間
関
係
の
各
種
の
徳
目
が
、
ま
た
論
語

の
内
在
的
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な
内
容
と
な

っ
た
。
孟
子
に
至

っ
て
は
、
弟
子
が
人
獣
の
別
に
つ
い
て
聞
い
た
と
き
に
、
孟
子
の
答
え
は
、
定
義
的
な
公
式
を
越
え

て
、
人
間
関
係
を
も

・
て
人
の
定
義
と
し
た
。
「父
子
親
有
吹

君
臣
義
有
り

夫
婦
別
有
曳

長
幼
序
有
吹

朋
友
信
有
樋
」・

も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
の
よ
う
な
方
式
で
大
学
篇
中
の
人
間
の

「独
立
性
」
と

「全
体
性
」
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
れ
ば
、
宋

明
儒
、
特
に
朱
蕪
の
大
学
篇
に
対
す
る
理
解
に
誤
解
が
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

最
初
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
綱
領

「大
学
之
道
、
在
明
明
徳
、
在
親
民
、
在
止
於
至
善
」
に
対
す
る
解
釈
に
見
い
だ
せ
る
。
朱
蕪
は
こ

の
三
綱
領
は
皆

「独
立
性
」
の
完
成
に
あ
る
と
し
た
が
、
こ
れ
は
中
庸
を
使

っ
て
大
学
を
理
解
し
た
た
め
で
あ
る
。
も
し
も

「明
明

徳
」

(明
徳
を
明
ら
か
に
す
)
を

「知
性
」
と

「徳
性
」

の
完
成
、
す
な
わ
ち
自
己
完
成
と
見
て
、
親
民
を
直
接

「
人
を
愛
す
」
と

理
解
し
、
孟
子
の
方
式
で

「天
を
知
る
」
「
天
に
仕
え
る
」
こ
と
を
心
性
発
展
の
高
峯
と
す
れ
ば
、
「明
明
徳
」

を
天
道
と
把
握
し
、

「
親
民
」
は
す
な
わ
ち
人
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
、
「天
を
敬
う
」
「
人
を
愛
す
」
の
二

つ
の
方
向
で
、
す
な
わ
ち

「己
を

成
し
人
を
成
す
」
の
二
つ
の
方
向
に
よ

っ
て
進
め
ば
、
至
善
に
到
達
し
、
完
全
性

の
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
を

理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
完
全
性
の
境
地
が

「
至
善
」
で
あ
り
、
元
来
儒
教
の
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
目
標
で
あ
り
、

一
方
に
お

い
て
は
個
別
性
の
完

成
で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
は
全
体
性

の
完
成
で
あ
る
。
そ
し
て
全
体
性
の
完
成
と
は

「平
天
下
」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち

「
天
下
為

公
、
世
界
大
同
」
の
世
界
主
義
で
あ
る
。

故
に
、
こ
の

「公
」
の
概
念
の
方
式
、
お
よ
び

「平
」
の
概
念
の
成
果
は
、
皆
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の

「徳
」
に
よ

っ
て
完
成
さ

　け
　

れ

る

の

で
あ

る

。

こ

の

ア
プ

ロ
ー

チ

は

、

「
四

海

の
内

、

皆

兄

弟

な

り
」

で

も

っ
て

表

現

す

る

こ
と

が

で
き

、

ま

た

「
大

道

の
行

は

ハむ

れ
る
や
、
天
下
を
公
と
な
す
」

の
原
則
で
叙
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
人
性
的
基
礎
と
し
て
、
「
人
皆
発
舜
た
り
得
る
」
と
の
信
念
が
あ
り
、
同
時
に
宗
教
的
な

ア
プ

ロ
ー
チ
の
「
人

皆
仏
性
を
持

つ
」
を
起
点
と
し
て
持

っ
て
い
る
。
孟
子
の
性
善
に
し
ろ
、
ま
た
は
筍
子
の
性
悪
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
も
ま
た
皆
道
徳
的

ア
プ

ロ
ー
チ
の
弁
証
系
統
で
あ
る
。
仏
教
の
来
世
の
報
い
は
、
そ
れ
自
身
は
宗
教
的
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
効
能
は
、

そ
れ
が
道
徳
実
践
の
動
機
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

『礼
記
』
礼
運
篇
の
描
写
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「至
善
」
が
政
治
社
会
で
実
を
結
ん
だ
と
き
の
形
象
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ニ
う

け
ん

の
う

く
み

ぼ
く

「大
道

の
行
は
れ
し
や
、
天
下
を
公
と
為
し
、
賢
を
選
び
能
に
与
し
、
講
ず
る
こ
と
信
に
し
て
修
む
る
こ
と
睦
な
り
。
故
に
人

も
ち

は
独
り
其

の
親
を
親
と
せ
ず
、
独
り
其
の
子
を
子
と
せ
ず
、
老
を
し
て
終
る
所
有
り
、
壮
を
し
て
用
ふ

る
所
有
り
、
幼
を
し

ち
よ
う

か
ん
か

み

ぷ
ん

き

て
長

ず
る
所
有
り
、
衿
寡
、
孤
独
、
廃
疾
の
者
を
し
て
、
皆
な
養
う
所
有
ら
し
む
。
男
は
分
有
り
、
女
は
蹄
有
り
。
貨
は

に
く

お
さ

に
く

其
の
地
に
棄
て
ら
る
る
を
悪
め
ど
も
、
必
ず
し
も
己
に
蔵
め
ず
。
力
は
其
の
身
よ
り
出
さ
ざ
る
を
悪
め
ど
も
、
必
ず
し
も
己

こ

は
か
り
ご
と

と

お
ニ

す
な
わ

お
ニ

こ
れ

の
為
に
せ
ず
。
是
の
故
に
、

謀

は
閉
じ
て
興
ら
ず
、
盗
霜
、
乱
賊

而

ち
作
ら
ず
。
故
に
外
戸
而
ち
閉
じ
ず
。
是
を
大
同

　り
　

と

謂
う

。
」
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こ
れ
は
人
間
関
係
の
完
全
性
の
描
写
で
あ
り
、
こ
の
関
係
は
明
ら
か
に
相
互
の
愛
と
関
心
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
各
個
人

が
愛
と
関
心
と
を
払
う
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
豊
か
な
心
霊
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は

「独
り
其
の
身
を
善
く
す
る
」
君
子
か

ら

「兼
ね
て
天
下
を
善
く
す
る
」
聖
人
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
君
子
と
聖
人
と
で
組
織
さ
れ
た
社
会
こ
そ
が
、
大
同
の
社
会
で
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あ

る

。

 

独
立
性
、
個
別
性
の
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
全
体
性
の
ア
プ
ロ
ー
チ

へ
と
進
む
こ
と
は
、
元
来
儒
教

の
方
法
で
あ
る
。

 

(
2
)

方
法
論

の
探
求

38

儒
教
は

昊

下
為
公
、
世
界
大
同
」
を
人
生
の
目
標
と
し
、
ま
た
道
徳
的
ア
ブ
7

チ
を
主
な
方
法
と
し
て

い
る
の
で
・
そ
の
方

法
論
的
翼

は
容
易
に
見
い
だ
さ
れ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
の
発
展
の
部
分
に
お
い
て
、
孔
子
が
論
語
の
中
で
各
種
の
徳

目
を
提

示
し
、
そ
し
て
孟
子
と
萄
子
に
至
り
、
人
性
の
こ
れ
ら
の
徳
目
に
対
す
る
実
践
効
能
に

つ
い
て
探
求
が
な
さ
れ
た

こ
と
に
言
及
し
た
。

孟
子
は
そ
の
性
差
.説
に
お
い
て
、
た
だ
心
性
を
修
練
し
、
元
来
あ
る
善
性
を
発
展
し
さ
え
す
れ
ば
、
個
人
と
全
体
の
完
全
性
を
完
成

す
る
に
足
る
と
し
た
。
し
か
し
、
筍
子
の
主
張
し
た
性
悪
は
、
外
在
的
な
礼
法
で
も

・
て
、
人
心
を
規
範
し
て
・
は
じ
め
て
道
徳
的

ア
ブ
。
,
チ
の
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
孟
子
は
内
在
的
心
性
の
発
展
を
強
調
し
・
掌

は
外
在
的
制

度
の
完
全
さ
を
強
調
し
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
孟
子
は
よ
り
個
別
性
お
よ
び
独
立
性
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
、
荷
子
は
全
体
性
を

発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

孟
子
に
し
て
も
、
ま
た
は
筍
子
に
し
て
も
、
そ
し
て
ま
た
宋
明
の
諸
子
に
し
て
も
、
個
人
の
霊
肉

の
二
元
性

の
問
題
に

つ
い
て
は

深
く
田
心考
し
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
孟
子
の
性
善
、
掌

の
性
悪
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
理
論
は
、
た
だ
心
性
の

問
題
と
し
て
扱

 う
だ
け
で
あ
り
、
差
口性
を
霊
魂
に
、
そ
し
て
悪
性
を
肉
体
に
帰
す
る
・
と
を
認
め
な
か

・
た
。
宋
明
儒
の
中
で
さ
え
・
王
陽
明
の

「致

良
知
」
の
学
説
に
至

っ
て
は
、
善
悪

の
問
題
を

「
天
理
を
存
ぜ
し
め
、
人
欲
を
去
ら
し
め
る
」
の
案
文
に
帰
結

さ
せ
、
人
心
の
内
に

あ
る
天
理
を
も

っ
て
孟
子
の
性
善
に
対
応
さ
せ
、
人
欲
を
も

っ
て
萄
子
の
性
悪
に
対
応
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ユ
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道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
内
在
的
な
内
容

の
中
、
霊
肉

の
問
題
を
善
悪
の
問
題
に
関
係
づ
け
な
か

っ
た
こ
と
が
、
儒
教
が
個
人
の
個

別
性
の
完
成
途
上
で
、
仏
教

の
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
補
足
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な

っ
た
原
因
の

一
つ
か
も
知
れ
な
い
。

西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、

ヘ
ブ
ル
人
の
信
仰
す
る
旧
約
か
ら
、
既
に
人
間
の
独
立
性
に
お
け
る
霊
肉
の
二
元
的
区
分
を
な
し
、
霊

魂
を

「神
の
肖
像
」
に
位
置
づ
け
て
善
を
と
も
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
肉
体
を
こ
の
世

の
起
点
、
悪
の
原
因
と
し
た
。
中
世
に

お
い
て
、
宗
教
を
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
融
合
さ
せ
た
と
き
も
、
人
間
を
霊
肉
二
元
と
し
、
こ
れ
を
人
性
の
個
別
性

上
の
特
色
と
し
た
。

儒
教
は
、
全
体
性
の
発
展
に
お
い
て
、
世
界
中
の
学
説
の
中
で
、
哲
学
と
宗
教
と
を
含
め
て
、
冠
た
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

た
ん

な

あ
き
ら

　の
　

そ
の

「君
子
の
道
は
、
端
を
夫
婦
に
造
し
、
其
の
至
れ
る
に
及
ん
で
は
、
天
地
に
察

か
な
り
」
で
は
、
人
間
関
係
の
中
で
、
最
初

に
し
て
か

つ
も

っ
と
も
道
徳
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
男
女
が
結
合
し
て
成
し
た
夫
婦
関
係
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

儒
教
の
体
系
で
は
、
具
体
的
な
個
別
的
人
間
は
完
全
で
は
な
く
、
そ
の
完
全
性
は
両
性
の
結
合
に
あ
り
、
そ
し
て
両
性
結
合
後
の

効
能
は
、
天
に
代
わ
っ
て
道
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
従

っ
て
天
の
た
め
に
子
女
を
繁
殖
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
儒
教
の

「家
庭
」
の

概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
包
括
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

∵

頷
∵
女

　む

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
の
始
ま
り
は
、
天
道

の
運
行
で
あ
り
、
「乾
道
は
男
を
成
し
、
坤
道
は
女
を
成

す
」
で
あ
る
。

男
女
間
で
の
お
互
い
の
相
補
性
、
お
よ
び
代
々
の
後
継
ぎ
の
特
性
に
よ
り
、
儒
教
の
理
解
し
た
人
間
関
係
は
、
調
和
的
な
も
の
、

仁
愛
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
政
治
社
会
内
に
発
展
さ
せ
た
と
き
に
は
、
徳
治
、
王
道
、
仁
政
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
「家
族
」
文
化

の
展
開
に
お
い
て
、
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
神
秘
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
接
し
は
じ
め
る
の
で
あ
り
、
道

徳
と
宗
教
が
相
通
じ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

「孝
道
」
の
基
本
精
神
で
あ
る
。
子
女
と
し
て
の
人
間
の
父
母
に
対
す
る
徳
行

こ
れ

つ
か

は
、
「生
け
る
に
は
、
之
に
事
ふ
る
に
礼
を
以
て
し
、
死
す
れ
ば
、
之
を
葬
る
に
礼
を
以
て
し
、
之
を
祭
る
に
礼
を
以
て
す
簗
」

で

あ
る
。
孝
道
は
現
生
よ
り
来
世

へ
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
死
に
事
う
る
こ
と
生
に
事
う
る
が
如

く
し
、
亡

に
事
う
る
こ
と
存
に

る

　

事
う
る
が
如
く
す
る
は
、
孝

の
至
り
な
り
。」
祖
先
を
祭
る
宗
教
儀
式
は
、
表
面
上
で
は
道
徳
の
表
現
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
は
宗

教
で
あ
り
、
現
生
よ
り
来
世
に
入
り
、
時
間
的
に
永
遠
に
至
る
も
の
で
あ
る
。

儒
教
に
お

い
て
は
、
「治
国
」
に
し
て
も

「
平
天
下
」
に
し
て
も
、
道
徳
を
宗
教
に
ま
で
進
め
て
は
い
な
い
。
た
だ
家
族
制
度
を

宗
教
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
「家
庭
」
文
化
に
対
す
る
重
視
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
孟
子
の
人
性
に
関
す
る
描
写

を
見
て
み
よ
う
。
特
に
人
獣
の
区
別
に
関
す
る
定
義
の
中
で
提
出
さ
れ
た
五
倫

(父
子
親
有
吹

君
臣
義
有

り
、
夫
婦
別
有
り
、
長

幼
序
有
り
、
朋
友
信
有
り
)
の
中
の
三
倫

(父
子
、
夫
婦
、
長
幼
)
は
、
家
族
生
活
の
中
で
完
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

個
別
性
の
完
全
さ
は
、
全
体
性
の
完
全
さ
の
中
に
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
が
儒
教
哲
学
に
内
在
し
て
い
る
人
本
精
神
の
核

心
的
な
課

題
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
今
わ
れ
わ
れ
が

「
共
同
体
」
ま
た
は

「
合

↓
」

の
課
題
を
探
求
す
る
と
き
に
、
儒
教
思
想
を
そ
の
ブ
ル

ー
プ
リ
ン
ト
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
主
な
理
由
で
あ
る
。

(3
)

儒
教
精
神
の
開
放
的
態
度
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儒
教
思
想
の
内
容
は
、
「共
同
体
」
お
よ
び

「合

一
」
運
動
を
支
持
す
る
の
に
十
分
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
さ
ら
に
重
要
で
か

つ

ユ
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有
用
な
の
は
、
や
は
り
儒
教
精
神
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
の
発
展
過
程
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に
そ
の
開
放
的
精
神
を
概
略
的
に

見
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
の
学
者
が
自
身
の
文
化
が
不
足
で
あ
る
こ
と
を
反
省
す
る
に
至
っ
た
と
き
に
、
外
来
の
仏
教
文
化
を

受
け
入
れ
る
こ
と
を
認
め
か

つ
融
合
し
た
。
後
者
は
儒
教
の

「家
庭
」
文
化
と
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
で
は
あ

っ
た
と
は

い
え
、
し
か
し

「修
身
」
の
課
題
に
お
い
て
大
き
な
助
け
と
な
っ
た
。
こ
の
開
放
精
神
は
、
ま
ず
外
来
文
化
を
受
け
入
れ
融
合
し
、

次
い
で
道
徳
文
化
か
ら
宗
教
文
化

へ
と
進
ん
だ
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
儒
教
は
全
体
性
の
完
全
さ
に
つ
い
て
は
、
「斉
家
」
の
部

分
だ
け
、
道
徳
か
ら
宗
教

へ
と
進
ん
だ
。
こ
こ
で
、
個
人
の

「
徳
福
」
の
問
題
を
も
、
宗
教
の
輪
廻
応
報
で
解
決
し
た
。

仏
教
が
儒
教
に
与
え
た
宗
教
性
は
、
最
初
に
個
人
の
霊
性
生
命
の
延
長
で
あ
り
、
現
世
か
ら
来
世

へ
の
延
長

で
あ
る
。
次
に
は
、

輪
廻
応
報
を
家
庭
の
人
間
関
係
に
加
え
、
父
母
の
功
罪
は
子
女
の
身
上
に
及
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
ま
た
は
妻
子
が
精
進
し
念
仏

す
る
そ
の
功
徳
で
、
夫
の
代
わ
り
に
蹟
罪
で
き
る
と
し
た
。
中
国
に
お
け
る
仕
官
の
歴
史
伝
記
中
に
は
、
一
人

の
汚
職
官
吏
の
家
に
、

年
と

っ
た
母
や
賢
淑
な
妻
子
が
い
て
、
奥

の
間
で
菩
薩
を
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
官
吏
の
た
め
に
蹟
罪
を

す
る
物
語
が
よ
く
あ

る
。儒

教
文
化

の
生
命
が
長
く
存
在
で
き
た
の
は
、
自
己
を
開
放
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
り
、
主
体
文
化
を
持

っ
て
い
な
が
ら
、

外
来
文
化
を
排
斥
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
儒
教
自
身
は
道
徳
的
な
方
向
を
と

っ
た
と
は
い
え
、
宗
教
に
対
し
て
な
お
も
開
放
的

態
度
を
と

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
開
放
的
態
度
を
理
由
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
儒
の
濃
縮
し
た

大
学
篇
の
中
の
漸
進
思
想
の
、
最
初
の

「格
物
致
知
」
は
、
西
洋
の
物
質
文
明
を
受
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ

の
最
終
目
標
の

「太

平
世
」
は
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の

「
地
上
天
国
」
お
よ
び

「博
愛
精
神
」
と
融
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
ま
た
今
回
の
テ
ー
マ
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で
あ
る

「
共
同
体
」
お
よ
び

「
合

一
」

の
理
想
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
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四

儒
教
の
現
代
的
意
義

 

上
述
の
儒
教

の
内
在
的
内
容
を
受
け
継

い
で
、
そ
の
独
自
的
な
知
恵
の
発
展
上
に
お
い
て
、
世
界
人
類
の
共
通
的
な
知
恵
に
相
対

し
た
と
き
、
次
の
よ
う
な
反
省
と
考
察
と
が
な
さ
れ
よ
う
。

(1
)

世
界
主
義

へ
の
橋
渡
し
の
責
任

ま
ず
現
在
の
世
界
の
政
治
社
会
体
系
は
、
民
族
圏
と
国
家
圏
と
を
堅
固
に
守

・
て
お
り
、
経
済
的
発
展
に
お

い
て
も
文
化
的
嚢

に
お
い
て
も
、
皆
民
族
と
国
家
と
を
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
儒
教
の
提
唱
す
る

「太
平
世
」
お
よ
び

「
世
界
大
同
」
の
理
想
、

ま
た
は
イ

エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
の

「地
上
天
国
」
の
理
念
は
、
と
も
に
い
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
各
種
の
社
会
哲
学

あ

る
い
は
政
治
哲
学
の
体
系
に
お
い
て
も
、
こ
の
最
終
目
標

へ
向
か
う
努
力
の
跡
が
あ
ま
り
な
い
。
さ
ら
に
悲
し

い
こ
と
は
、
現
代
の

儒
教
の
学
者
で
さ
え
も
、
理
論
体
系
を
発
展
さ
せ
る
と
き
に
、
原
始
儒
教
の
開
放
精
神
を
発
展
さ
せ
て
世
界
を
大
同
の
境
地

へ
と
導

く
よ
う
な
も
の
は
い
な

い
。
こ
れ
が
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
遭
遇
す
る
困
難
な
点
で
あ
る
。
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
、
幾
多

の
A
。
二

の
道
を
歩
ん
で
行
く
試
み
が
な
さ
れ
た
と
は
い
え
、
各
教
派
間
の
教
義
に
対
す
る
固
執
は
、
な
お
も
教
派
の
桂
桔
か

ら
脱

 す
る

こ
と

が

で
き

な

い

で

い

る
。

 

現
代
の
儒
教
が
世
界
大
同
の
理
想
に
至
る
努
力
を
し
て
い
な
い
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
が
合

一
運
動
に
力
を
尽

く
さ
な
い
こ
と
は
、

 

「

ユ

現
代
文
化
の
危
機
中
の
危
機
で
あ
る
。
道
徳
に
反
対
し
、
宗
教
に
反
対
す
る
共
産
主
義
が
強
大
で
あ
る
か
ど
う
か
は
重
要
で
は
な
い
。

重
要
な
の
は
、
も
し
も
儒
教
が
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
目
標
を
忘
れ
た
と
し
た
ら
、
も
し
も
キ
リ
ス
ト
教
が
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の

目
標
を
軽
視
し
た
の
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
文
化
の
致
命
傷
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

へ
　

　

 

中
華
民
国
の
国
父
、
孫
中
山
先
生
は
、
か

つ
て
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
、
「大
ア
ジ
ア
主
義
」
を
発
表

し
、
そ
の
中
で
ア
ジ

ア
文
化
の
優
越
性

へ
の
覚
醒
を
鼓
舞
し
、

一
方
に
お
い
て
人
性
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
文
化
体
系
を
発
展
さ
せ
、
他
方
に
お
い
て
西

方
の
覇
道
文
化
の
侵
入
を
防
御
す
る
よ
う
鼓
舞
し
た
。
こ
れ
は
、
儒
教
の
正
統
的
な
展
開
上
に
お
い
て
、
非
常
に
重
大
な
意
義
を
有

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
治
国
」
と

「平
天
下
」
の
間
に
お
い
て
、
国
家
主
義
と
世
界
主
義
の
間
に
お
い
て
、
漸
進
的
な
途
中
の
駅
、

す
な
わ
ち
大
ア
ジ
ア
主
義
を
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
孫
中
山
先
生
は
、
儒
教
の
体
系
を
実
践
す
る
上
に
お
い
て
、

一
つ
に
は
目
前

の
国
家
主
義
お
よ
び
民
族
主
義
の
束
縛
を
突
破
し
、
二
つ
に
は
太
平
世
的
世
界
主
義
に
入
る
前

に
、

一
つ
の
緩
衝
的

ア
プ

ロ
ー
チ
を
お
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

確
か
に
、
種
族
的
背
景
、
文
化
的
背
景
に
お
い
て
、
多
く
の
同
じ
、
ま
た
は
相
通
じ
る
と
こ
ろ
を
持

つ
ア
ジ
ア
は
、
ま
ず
こ
の

「合

一
」
の
共
同
意
識
と
行
動
を
担

っ
て
立
ち
、
国
家
主
義
と
世
界
主
義
の
間
の
橋
渡
し
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
儒
学
者
に
は
こ
の
責
任

が
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
者
に
も
こ
の
責
任
が
あ
る
。

セ ッション1儒 教部門

(
2
)

キ
リ

ス
ト
教

と
の
融
合

 

現
代
の
世
界
思
想
の
潮
流
の
中
で
、
も

っ
と
も
先
を
行
き
、
か
つ
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
は
、
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
儒
教

思
想
の
薫
陶
を
受
け
た
ア
ジ
ア
の
多
く
の
地
区
で
は
、
「格
物
致
知
」
の
思
想
を
理
論
的
基
礎
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
黄
河
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流
域
に
源
を
持

つ

「
勤
倹
致
富
」

の
文
化
素
養
を
持
ち
、
そ
の
勤
勉

の
習
性
に
よ
っ
て
、
今
既
に
世
界
経
済
の
発
展
の
中
で
、
非
常

に
特
殊
か
つ
多
く
の
栄
誉
を
受
け
て
い
る
ア
ジ
ア
の
五
匹
の
龍
、
日
本
、
大
韓
民
国
、
中
華
民
国
、
香
港
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
皆

儒
教
の
伝
統
の
中
に
お
い
て
、
家
族
経
済
を
安
定
さ
せ
た
後
、
国
家
経
済
の
成
長
を
開
発
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
し
も
さ
ら
に

一
歩
進
ん
で
、
国
家
圏
、
種
族
圏
を
突
破
し
、
そ
し
て
大
ア
ジ
ア
主
義
を
形
成
し
た
と
き
、
「
昏
が
老
を
老
と
し
て
、

以
て
人
の
老
に
及
ぼ
し
、
吾
が
幼
を
幼
と
し
て
、
以
て
人
の
幼
に
及
ぼ
す
」
の
原
則
で
、
愛
と
関
心
と
で
お
互

い
に
近
親
よ
り
疎
遠

へ
と
有
無
相
通
ず
れ
ば
、
世
界
主
義
に
入
る
前
に
、
近
き
よ
り
遠
き

へ
及
び
、
近
親
よ
り
疎
遠

へ
と
及
び
、
経
済
的

ア
ジ
ア
共
同
体

は
、
あ
る
い
は
現
在
よ
り
も
、
よ
り
よ
い
成
果
を
上
げ
る
で
あ
ろ
う
。

道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の

「
勤
倹
致
富
」

の
儒
教
思
想
が
、
思
想
的
基
礎

の
上
で
、
貧
困
と
後
進
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
か
。
共
産
主
義
の

「剥
奪
」

の
原
則
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
が
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
道
徳
的
ア

プ
ロ
ー
チ
に
歩
ん
で
い
く
課
題
で
あ
る
。

儒
教
の
道
徳
的
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
現
在
に
至

っ
て
も
い
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
の
よ
う
に
、
民
族
圏
と
国
家
圏
を
突
破
し
て
全

世
界
、
全
人
類
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
は
至

っ
て
い
な
い
。
人
生
の
儒
弱
お
よ
び
愚
昧
に
よ
り
、
至
る
所
に
災
難
と
苦
痛

が
存
在
し
て
い
る
が
、
道
徳
が
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
な
い
所
に
は
、
宗
教
の
関
心
と
愛
で
も

っ
て
援
助
が
な
さ
れ
て
い
る
。

儒
教
の
基
本
的
構
造
は
、
社
会
の
中
に
根
を
下
ろ
し
、
家
庭
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
、
宗
教
方
式
の
組
織
を
持
た
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
儒
教
の
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
今
日
の
商
工
業
社
会
の
困
難
な
問
題
に
対
し
て
、
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
よ
う

に
、
人
力

お
よ
び
物
力
の
援
助
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
宗
教
で
も
っ
て
道
徳
の
不
足
を
補
う
必
要
が
あ
る
。

上
述
の
内
在
的
内
容
の
中
で
言
及
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
儒
教
は
家
庭
制
度
の
中
で
、
特
に
孝
道
の
徳
目
に
お
い
て
、
道
徳
的
ア
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ブ
ロ
ー
チ
よ
り
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
と
進
ん
だ
。
祖
先
を
祭
る
儀
式
は
基
本
的
に
は
、
既
に
宗
教
的
な
情
操
と
宗
教
的
な
内
容
を

抱
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
儒
教
の
道
徳
的
傾
向

の
基
本
的
精
神
は
、
宗
教
に
対
し
て
開
放
的
で
あ
る
。
そ
の
修
養

の
方
法
は
、

仏
教
に
対
し
て
開
放
さ
れ
、
既
に
大
き
な
成
果
を
得
て
い
る
。
そ
の
社
会
事
業
、
特
に
社
会
慈
善
事
業
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教

に
対
し
て
開
放
的
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
学
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
家
庭
圏
を
突
破
し
、
公
徳
心
の
方
向

に
、
そ
し
て
見
知
ら

ぬ
人
に
関
心
を
寄
せ
る
方
向
に
歩
め
よ
う
。

儒
教
の
世
界
主
義
精
神
は
、
元
来
公
徳
心
お
よ
び
公
益
事
業
を
発
展
さ
せ
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
生
活

の
中
に
結
実
し

た
と
き
に
、
家
庭
文
化
的
な
束
縛
を
受
け
た
た
め
に
、
人
間
関
係
の
中
で
、
見
知
ら
ぬ
人
に
対
す
る
際
の
、
個

と
全
体
の
関
係

(群

我
関
係
)
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
と
全
体

の
関
係
は
、
早
く
か
ら
西
方
の
制
度
や
宗
教
に

よ

っ
て
建
立
さ
れ
、
か
つ
相
当
深
遠
な
伝
統
を
持

っ
て
い
る
。
現
代
の
儒
学
者

の
中
、
少
な
か
ら
ぬ
有
志
の
人

々
が
、
こ
の
方
面
に

向
か

っ
て
努
力
し
、
儒
教
の
精
神
を
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
融
合
さ
せ
、
共
同
で

「
太
平
世
」
と

「
地
上
天
国
」
と
を
発
展
さ
せ
よ

う
と
期
し
て
い
る
。

(
3
)

社
会
教
育
上
の
効
能

 

現
代
儒
教
の
発
展
の
可
能
性
は
、
ま
ず
家
族
主
義
の
束
縛
を
突
破
し
て
、
全
体
意
識
に
向
か
い
、
見
知
ら
ぬ
人
を
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
「敵
を
愛
す
る
」
と
い
う
戒
め
に
至
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
も
う

一
つ
の
課
題
は
、

そ
れ
ら
を
社
会
の
中
の
時
間
空
間
の
あ
る
時
点
に
結
実
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
商
工
業
社
会
に
お
い
て
、
旧
式
の
祝
典
と
お
祭
り
は
、

も
う
忙
し
い
人
々
の
規
範
た
り
得
な
い
。
し
か
し
、

ヘ
ブ
ル
人
の
安
息
日
の
制
度
お
よ
び
地
域
文
化
を
持

つ
教

会
は
、
宗
教
方
式
の
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も
の
で
は
あ
る
が
、
社
会
教
育
上
、
特
に
人
間
関
係
を
訓
練
す
る
上
に
お

い
て
、
な
お
も
絶
対
的
な
効
能
を
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

地
域
を
単
位
と
し
て
、
商
工
業
社
会
に
適
し
、
家
族
主
義
の
血
統
を
中
心
と
す
る
束
縛
を
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
特
に
、
東
西
文
化
の
融
合
に
お
い
て
、
儒
教
精
神
を
キ
リ
ス
ト
教
制
度
と
連
結
さ
せ
て
、

一
歩

一
歩
世
界
大
同
の
境
地

へ

と
導
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
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ア
ジ
ア
は
各
大
宗
教
を
生
ん
だ
発
祥
地
で
あ
り
、
西
洋
の
科
学
文
明
の
偏
向
は
、
か
つ
て
東
方
宗
教
の
薫
陶
に
よ

っ
て
、
修
正
と

改
善
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
西
洋
文
化
の
中
、
初
期
の
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
主
張
し
た
霊
肉
二
元
論
お
よ
び
輪
廻
説
は
、
イ
ン
ド

か
ら
伝
わ
っ
た
文
化
の
成
果
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
が
、
奴
隷
制
度
、
植
民
政
策
の
堕
落
に
よ

っ
て
、
そ

れ
自
身
の
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ

(プ
ラ
ト
ン
の
理
想
国
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
)
が
そ
れ
を
救
い
得
な
か

っ
た
と
き
に
、
東

方
に
起
こ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
よ

っ
て
引
き
上
げ
ら
れ
、
救
援
さ
れ
た
。
今
日
、
西
方
の
物
質
文
明
が
再
度
高

潮
し
、
そ
の
奴
隷
植

民
に
対
す
る
野
心
が
い
ま
だ
消
え
ず
、
そ
の

「地
上
天
国
」
お
よ
び
世
界
主
義
の
理
想
が
だ
ん
だ
ん
と
忘
れ
ら
れ
て
い
る
と
き
、
東

方
は
な
お
も
援
助
の
手
を
差
し
伸

べ
る
能
力
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
、
ア
ジ
ア
自
身
が
、
西
洋
の
物
質
文
明
の
衝
撃
の
た
め
に
、
そ
の
道
徳
精
神
、
そ
の
宗
教
情
操

が
絶
え
ず
試
練
を
受

け
て
い
る
と
き
、
現
代
の
儒
学
者
は
、
再
び
新
ら
た
に
こ
の

「
天
下
為
公
」
の
設
計
に
つ
い
て
思
考
し
、
こ
の
目
標

ヘ
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
道
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
ジ
ア
の
諸
宗
教
の
中
で
、
特
に
西
洋
よ
り
伝
わ

っ
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、

」

 

私
意
私
見
を
捨
て
て
、
ま
ず
合

一
し
て
、
と
も
に
物
質
主
義
お
よ
び
無
神
論
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
は
消
極
的
な
面
で
あ
る
。
積
極
的
な
面
で
は
、
大
ア
ジ
ア
主
義
を
通
過
し
て
、
さ
ら
に
世
界
大
同
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。

原
始
儒
教
は
、
確
か
に
宇
宙
人
生
の
世
界
主
義

の
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
を
提
供
し
た
。
そ
し
て
儒
教
思
想
の
流
れ
の
中
で
、
か

つ
て

少
な
か
ら
ぬ
討
論
と
反
省
が
な
さ
れ
た
。
今
日
、
以
前

の
世
代
よ
り
も
さ
ら
に
世
界
主
義
的
な
心
の
広
さ
を
持

っ
た
人
々
、
お
よ
び

儒
教
の
漸
進
原
則
に
賛
成
す
る
人
々
が
、
手
に
手
を
つ
な
ぎ
、
心
を
合
わ
せ
て
、
生
命

の
意
義
お
よ
び
生
活

の
目
的
の
た
め
に
奮
闘

す
べ
き
時
が
迫

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
内
容
の
共
同
認
識
上
お
よ
び
方
法

の
運
用
上
、
大
ア
ジ
ア
主
義
を
通
じ
て
、
世
界
大

同
に
進
み
、
そ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
、
科
学
的
、
道
徳
的
、
宗
教
的
三
方
面
の
内
容
を
融
合
し
、
漸
進
的
方
法
と
し
て
は
、
格
物

致
知
の
知
性
発
展
、
誠
意
正
心
の
徳
性
修
養
、
修
身
の
個
別
性
完
成
、
斉
家
、
治
国
、
大
ア
ジ
ア
主
義

の
建
立
、
世
界
大
同
の
全
体

性
の
完
成
に
至
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

セッション1儒 教部門
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マ
タ
イ

に

よ

る

福

音

書

第

十

九

章

二
十

九

節

。

ア

ウ
グ

ス

チ

ヌ

ス

『
幟

悔

録

』

第

一
巻

十

一
。

マ
タ
イ

に

よ

る
福

音

書

第

二
十

八
章

十

九

節

。

マ
テ

オ

・
リ

ッ
チ
　
(M
a
tte
o
　
R
ic
c
i)　
が

中

国

へ
伝

道

に

来

た

と

き

を

過

ぎ

た

。

(
一
五
八
二
年
)
よ
り
数
え
て
、
現
在
ま
で
四
世
紀
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ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書

第
十
三
章
三
十
四
節
。

宇
野
哲
人

『論
語
新
釈
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
三
⊥ハ
三
頁
。

宇
野
精

一

『孟
子
』
集
英
社
全
釈
漢
文
大
系
二
、

=

九
～

一
二
〇
頁
。

宇
野
哲
人

『論
語
新
釈
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
五
二
三
頁
。

宇
野
精

一

『孟
子
』
集
英
社
全
釈
漢
文
大
系
二
、
四
四
六
頁
。

金
谷
治

『葡
子
』

(下
)
岩
波
文
庫
、

一
八
九
頁
。

世
界
の
名
著
四

『老
子

・
荘
子
』
中
央
講
論
社
、

一
四
七
頁
。

諸
橋
轍
次

『中
国
古
典
名
言
事
典
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
六
四
三
頁
。

宇
野
哲
人

『論
語
新
釈
』
講
談
社
学
術
文
庫
、

一
〇
七
頁
。

宇
野
精

一

『孟
子
』
集
英
社
、
二
六
二
頁
。

そ
の
中
で
最
も
明
白
な
の
は

「道
生
」
(三
七
二
～
四
三
四
)
の
努
力
で
あ
り
、

た
非
常
に
通
俗
的
な
修
道
方
法
に
も
及
ん
で
い
る
。

宇
野
精

一

『孟
子
』
集
英
社
全
釈
漢
文
大
系
二
、

一
八
二
頁
。

宇
野
哲
人

『論
語
新
釈
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
三
四

一
頁
。

市
原
享
吉
等

『礼
記
』

(中
)
集
英
社
全
釈
漢
文
大
系
十
三
、
七
頁

同
上
、
七
～
八
頁
。

島
田
慶
次

『大
学

・
中
庸
』

(中
)
朝
日
新
聞
社
中
国
古
典
選
七
。

高
田
真
治
等

『易
経
』

(下
)
岩
波
文
庫
、
二

一
二
頁
。

一
面

深

い
理

論

を

持

つ
と

と

も

に

、

 

宇
野
哲
次

『論
語
新
釈
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
三
九
頁
。

島
田
慶
次

『大
学

・
中
庸
』

(下
)
朝
日
新
聞
社
中
国
古
典
選
七
、

一
=

頁
。

『国
父
全
集

第
二
冊
』
民
国
十
三
年
十

一
月
二
十
八
日
、
七
六
三
～
七
七

一
頁
。

ま
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