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は
じ
め
に

　
阿
片
戦
争
か
ら
半
世
紀
以
上
経
過
し
て
、
中
国
は
二
十
世
紀
に
入
る
と

そ
の
思
想
状
況
に
大
き
な
変
化
を
み
せ
は
じ
め
る
。
西
洋
思
想
の
流
入
が

顕
著
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
伝
統
思
想
が
も
っ
て
い
た
権
威
の
衰
え
が
目
立

っ
て
く
る
。
中
体
西
用
論
と
い
う
西
洋
思
想
を
摂
取
す
る
と
き
の
原
則
は
、

日
本
や
欧
米
先
進
諸
国
に
在
住
す
る
留
学
生
そ
の
他
知
識
人
に
と
っ
て
、

も
は
や
効
カ
を
も
ち
え
な
い
。
中
国
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら

ず
、
思
想
の
領
域
に
お
け
る
開
国
の
規
模
が
目
に
見
え
て
拡
大
し
、
し
か

も
そ
の
輸
入
の
内
容
は
無
計
画
に
当
て
も
な
く
決
め
ら
れ
て
い
る
か
の
ご

と
き
観
が
あ
っ
た
。
当
時
の
中
国
の
先
覚
者
に
と
っ
て
の
最
大
の
関
心
事

は
中
国
が
い
か
に
し
て
先
進
国
の
植
民
地
化
を
免
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に

あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
人
び
と
の
先
導
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
西
欧

の
文
化
は
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
単
に
科
学
技
術
に
関
す
る
よ
う
な
も
の
の

み
が
受
け
入
れ
の
対
象
と
な
る
の
で
は
な
く
、
政
治
思
想
は
も
と
よ
り
、

文
学
や
哲
学
思
想
ま
で
も
先
進
国
の
優
れ
た
文
化
と
し
て
認
識
さ
れ
、
次

代
を
担
う
人
び
と
に
と
っ
て
積
極
的
な
知
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
中
国

国
内
に
は
伝
統
思
想
を
重
視
し
、
国
教
と
し
て
の
儒
学
の
権
威
を
守
り
続

け
よ
う
と
す
る
知
識
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
人
び
と
は
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
華
夷
思
想
に
傾
き
が
ち
で
、
張
之
洞
（
一
八
三
七
－
一

九
〇
九
）
が
『
勧
学
篇
』
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
「
自
塞
」
的
な
傾
向
を

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

も
つ
も
の
も
多
く
、
彼
ら
自
身
の
西
洋
思
想
へ
の
理
解
が
乏
し
か
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
西
欧
文
化
に
目
を
開
こ
う
と
す
る
人
び
と
に
対
す
る
説
得

力
に
欠
け
、
次
第
に
そ
の
影
響
カ
を
減
少
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
西
洋
思
想
に
も
関
心
を
も
ち
、
同
時
に
伝
統
思
想
を
重
視
し

た
人
び
と
の
中
で
、
中
体
西
用
論
者
と
は
別
の
観
点
か
ら
、
思
想
の
領
域

に
お
け
る
開
国
に
な
ん
ら
か
の
受
け
入
れ
の
指
針
な
い
し
枠
組
を
与
え
よ

う
と
試
み
た
思
想
家
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
小
論
で
と

り
あ
げ
る
梁
啓
超
（
一
八
七
＝
丁
一
九
二
九
）
も
こ
れ
を
試
み
た
数
少
な

1



い
思
想
家
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　
梁
啓
超
は
天
才
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
．
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
当
代
一

流
の
思
想
家
で
も
あ
り
、
著
述
も
す
こ
ぷ
る
多
い
。
特
に
若
き
時
代
の
思

想
的
影
響
カ
は
当
時
並
ぷ
者
が
い
な
い
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
三
十
歳
前

後
に
彼
の
思
想
上
に
あ
ら
わ
れ
た
二
回
の
変
化
－
少
な
く
と
も
外
部
か

ら
は
そ
の
よ
う
に
と
ら
れ
た
ー
す
な
わ
ち
、
そ
の
師
康
有
為
（
一
八
五

八
－
一
九
二
七
）
と
の
思
想
的
訣
別
ー
こ
れ
は
梁
啓
超
自
身
の
思
想
的

成
長
が
も
た
ら
し
た
必
然
的
帰
結
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
ー
と
、
一
九

〇
三
年
の
約
十
か
月
に
わ
た
る
米
国
遊
歴
を
境
に
、
彼
の
論
調
に
表
わ
れ

た
思
想
的
後
退
－
革
新
的
な
も
の
か
ら
保
守
的
な
も
の
へ
の
転
換
－

と
は
、
彼
が
攻
撃
さ
れ
る
一
つ
の
材
料
と
も
な
り
、
そ
の
後
の
彼
の
思
想

活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〕
、

梁
啓
超
は
そ
の
著
『
清
代
学
術
概
論
。
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
学
問

欲
は
き
わ
め
て
熾
ん
で
あ
り
、
そ
の
嗜
む
分
野
も
繁
雑
で
あ
る
。
一
つ
の

こ
と
に
集
中
す
る
と
他
の
こ
と
を
顧
み
な
く
な
り
、
し
ば
ら
く
す
る
と
別

の
こ
と
に
移
り
、
前
に
治
め
た
も
の
を
顧
み
な
く
な
る
。
精
力
を
集
中
す

る
か
ら
得
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
長
く
続
か
な
い
か
ら
入
っ
て
も
深
く
は

な
い
。
自
分
は
康
有
為
に
比
べ
て
創
造
カ
で
及
ば
な
い
し
、
成
見
も
な
い

と
い
う
よ
う
堂
言
に
接
す
る
と
、
梁
啓
超
研
究
で
し
ば
し
ば
触
れ
ら
れ
る

そ
の
思
想
上
の
変
化
に
関
す
る
問
題
な
ど
も
思
い
合
わ
さ
れ
て
、
彼
に
は

一
貫
し
た
思
想
が
な
い
か
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も

そ
う
と
は
い
え
な
い
。
西
洋
思
想
に
関
心
が
あ
り
、
同
時
に
伝
統
思
想
に

も
造
詣
の
深
か
っ
た
梁
啓
超
が
、
中
国
思
想
の
将
来
に
思
い
を
は
せ
、
折

り
に
ふ
れ
て
書
き
留
め
た
こ
と
の
中
に
は
、
一
貫
し
た
一
つ
の
考
え
方
が

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
彼
の
思
想
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
に
ま
つ
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
こ
の

小
論
は
、
新
し
い
時
代
に
お
い
て
梁
啓
超
が
伝
統
思
想
と
西
洋
思
想
の
か

か
わ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
、
中
国
思
想
の
将
来
に
関
し
て

彼
が
ど
の
よ
う
な
展
望
を
も
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
も

の
で
あ
る
。

　
　
　
一

　
■
保
教
非
所
以
尊
孔
論
。
は
小
著
で
は
あ
る
が
、
梁
啓
超
が
は
じ
め
て
目

分
の
思
想
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
彼
自
身
の
基
本
的
な
考
え
方
を

述
べ
た
一
文
と
し
て
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
そ
の
師
康
有
為
の
解

釈
を
通
さ
ず
に
と
ら
え
た
彼
自
身
の
孔
子
像
と
、
孔
子
解
釈
に
こ
と
よ
せ

て
強
調
さ
れ
た
彼
本
来
の
考
え
方
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
文
が
出

る
ま
で
は
梁
啓
超
も
保
教
党
の
饒
将
で
あ
り
、
康
有
為
の
思
想
の
最
も
よ

き
理
解
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
保
教
派
の
人
び
と
が
儒
学
か
ら
宗
教
と

し
て
の
孔
教
を
作
り
出
し
、
教
会
を
設
け
、
教
堂
を
立
て
る
こ
と
を
主
張

し
、
礼
拝
の
儀
式
を
定
め
、
信
仰
の
規
条
を
著
わ
し
て
、
中
国
に
お
け
る

孔
教
を
西
洋
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
こ
と
を
、
孔

子
の
真
相
を
知
ら
な
い
も
の
と
し
て
彼
は
突
然
否
定
的
に
問
題
化
し
た
の

で
あ
る
。
彼
は
■
清
代
学
術
概
論
』
の
中
で
、
「
三
十
歳
以
後
は
す
で
に

口
を
閉
ざ
し
て
〈
偽
経
〉
を
語
ら
ず
、
ま
た
〈
改
制
〉
も
多
く
は
語
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
『
保
教
非
所
以
尊
孔
論
L
を
書
い
た
一
九
〇

二
年
の
初
め
ま
で
に
は
、
康
有
為
の
解
釈
を
通
さ
な
い
孔
子
の
思
想
的
真

価
を
す
で
に
確
信
し
は
じ
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。



　
前
年
十
一
月
に
著
わ
し
た
¶
南
海
康
先
生
伝
L
で
は
、
師
康
有
為
の
思

想
解
説
と
し
て
で
は
あ
っ
た
が
、
梁
啓
超
は
な
お
宗
教
と
し
て
の
孔
教
を

認
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
調
に
は
、
同

じ
内
容
を
扱
っ
た
『
支
那
の
宗
教
改
革
を
論
ず
L
（
一
八
九
九
年
五
月
『
清

議
報
。
に
掲
載
）
に
比
べ
て
、
梁
啓
超
自
身
の
思
想
的
成
長
を
思
わ
せ
る

も
の
が
あ
る
。
「
保
教
非
所
以
尊
孔
論
」
で
彼
は
や
は
り
孔
教
と
い
う
こ
と

ば
を
使
い
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
と
比
較
し
な
が
ら
孔
教
の
特
質
を
論
じ

て
い
る
が
、
こ
の
論
説
が
彼
に
と
っ
て
画
期
的
な
の
は
、
孔
教
が
宗
教
で

な
い
と
明
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
思
想
を
考
え
る
場
合
に
こ
の
点
は

き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
て
、
孔
教
と
宗
教
を
彼
な
り
に
区
別
し
た
正
に
そ

こ
か
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
自
身
の
思
想
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
；
早
で
彼
は
保
教
、
す
な
わ
ち
国
権
に
よ
っ
て
教
を
保
つ
と
い
う
考

え
方
を
問
題
に
す
る
。
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
孔
教
が
三
つ
の

優
れ
た
教
え
と
し
て
扱
わ
れ
、
第
二
章
で
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
と
孔
教
の

違
い
が
、
す
な
わ
ち
宗
教
と
孔
教
の
違
い
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
第
一
章

の
内
容
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
孔

教
な
ど
の
諸
教
は
、
人
力
に
よ
っ
て
保
つ
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

国
で
あ
れ
ば
必
ず
人
力
に
侍
ん
で
こ
れ
を
保
つ
の
で
あ
る
が
、
教
は
違
う
。

教
は
人
を
保
つ
も
の
で
人
に
保
た
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
教
え
さ
え
良
け

れ
ば
能
く
外
道
に
戦
勝
し
、
い
よ
い
よ
磨
け
ば
い
よ
い
よ
螢
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
れ
を
保
つ
と
い
う
の
は
、
保
つ
側
の
知
恵
、
能
力
が
保
た
れ
る
側

の
知
恵
、
能
力
に
は
る
か
に
過
ぎ
て
い
る
場
合
で
、
慈
父
母
の
赤
子
、
専

制
英
主
の
民
に
対
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
か
の
教
主
な
る

も
の
は
不
世
出
の
聖
賢
豪
傑
で
あ
っ
て
人
類
の
導
師
で
あ
る
。
こ
れ
を
保

つ
と
い
う
こ
と
は
狂
妄
で
あ
る
。
自
信
過
剰
で
教
主
を
け
が
す
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
保
教
の
名
号
は
論
理
に
合
わ
ず
、
成
立
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
の
第
一
章
の
叙
述
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
に
比
較
し
て
な
ん
ら
遜
色
の
な

い
孔
教
に
固
有
の
優
秀
性
が
、
保
教
派
の
主
張
を
否
定
す
る
中
で
暗
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
七
章
で
彼
は
孔
教
が
亡
び
る
道
理
の
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
「
他
教

は
た
だ
儀
式
を
重
ん
じ
て
い
る
が
、
自
由
が
盛
ん
に
な
る
と
儀
式
は
亡
ぷ
。

た
だ
迷
信
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
真
理
が
明
ら
か
に
な
る
と
迷
信
は
衰
え

る
。
他
教
は
将
来
の
文
明
と
決
し
て
相
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ

は
進
化
の
法
則
に
よ
っ
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
孔
教
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。

そ
の
教
え
る
と
こ
ろ
は
、
人
は
何
に
よ
っ
て
人
と
さ
れ
る
の
か
、
人
群
は

何
に
よ
っ
て
人
群
と
さ
れ
る
の
か
、
国
は
何
に
よ
っ
て
国
と
さ
れ
る
の
か

で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
こ
の
こ
と
は
文
明
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
研
究
が
い
よ

い
よ
必
要
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
の
大
教
育
家
の
多
く
は
人
格
教
育

を
論
ず
る
が
、
人
格
教
育
と
は
人
が
人
で
あ
る
ゆ
え
ん
が
何
か
を
考
求
し
、

少
年
を
教
育
し
て
少
年
が
こ
の
資
格
を
備
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

古
今
東
西
の
聖
哲
が
人
格
を
論
じ
て
い
る
の
を
見
る
と
見
解
は
一
つ
で
は

な
い
が
、
そ
の
大
多
数
の
も
の
は
孔
子
に
及
ば
な
い
。
私
は
孔
子
が
将
来

世
界
の
徳
育
界
に
あ
っ
て
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
を
予
言
す
至
。

　
こ
の
七
章
で
は
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
と
、
宗
教
で
な
い
孔
教

と
の
違
い
が
、
文
明
の
進
ん
だ
社
会
に
一
方
は
衰
え
る
も
の
と
し
て
、
他

方
は
栄
え
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
そ
こ
で
強

調
さ
れ
て
い
る
孔
子
の
思
想
内
容
は
、
そ
れ
ま
で
多
く
の
人
び
と
も
と
り



上
げ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
孔
教
が
宗
教
で
あ
る
か
宗
教

で
な
い
か
と
い
う
こ
と
と
は
そ
れ
ほ
ど
関
係
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
少

な
く
と
も
、
梁
啓
超
が
指
摘
す
る
以
下
の
こ
と
と
は
区
別
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
梁
啓
超
の
本
来
の
思
想
は
孔
教
が
宗
教
か
ら

区
別
さ
れ
る
と
い
う
正
に
そ
の
こ
と
と
の
密
接
な
か
か
わ
り
に
お
い
て
展

開
す
る
。
彼
は
諸
宗
教
が
も
つ
共
通
の
特
徴
と
し
て
起
信
と
伏
魔
を
あ
げ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
起
信
に
よ
っ
て
懐
疑
を
禁
じ
、
思
想
の
自
由
を
窒

息
さ
せ
、
伏
魔
に
よ
っ
て
門
戸
を
守
り
、
排
外
を
事
と
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
宗
教
は
人
を
進
歩
さ
せ
る
具
と
は
な
ら
な
い
。
人
類
進
化
の
第
一
期

に
お
い
て
は
大
功
徳
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
第
二
期
に
お
い
て
は
そ
の

弊
を
償
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
孔
教
は
こ
れ
と
異
な
っ
て
懐
疑

を
禁
ぜ
ず
、
外
道
を
仇
と
し
な
い
。

　
彼
は
こ
の
こ
と
を
終
章
で
あ
る
第
八
章
「
当
に
群
教
の
長
ず
る
所
を
採

り
て
以
て
孔
教
を
光
大
に
す
べ
き
こ
と
を
論
ず
」
で
さ
ら
に
強
調
し
て
述

べ
て
い
る
。
「
か
の
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
回
教
な
い
し
古
今
の
各
種
の
宗

教
が
皆
他
教
の
教
義
を
容
納
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
起
信
を
以
で
本
と
為
し
、
伏
魔
を
以
て
用
と
為
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
に
従
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
婦
人
の
二
夫
に
事
え
る
こ
と
の
で

き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
ゆ
え
に
仏
陀
は
天
上
地
下
惟
我
独
尊
と
日

い
、
キ
リ
ス
ト
は
独
一
無
二
の
上
帝
真
子
と
日
っ
て
い
る
。
そ
の
教
え
の

範
囲
は
皆
一
定
で
増
減
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
孔
子
で
あ
れ
ば
そ
う
で

は
な
い
。
〈
郡
夫
な
れ
ば
以
て
両
端
を
輻
く
す
べ
く
、
三
人
な
れ
ば
以
て

我
が
師
を
得
べ
し
V
で
あ
る
。
思
う
に
孔
教
の
精
神
は
専
制
の
精
神
で
は

な
く
、
自
由
の
精
神
で
あ
る
。
」
（
傍
点
筆
者
）

　
創
教
者
の
教
え
を
絶
対
的
に
尊
い
も
の
と
し
て
崇
め
、
疑
い
を
さ
し
は

さ
ま
ず
、
そ
の
こ
と
の
み
を
信
じ
て
他
教
に
目
を
や
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
な

い
、
1
梁
啓
超
は
宗
教
の
特
質
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
。

孔
教
も
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
に
並
ぶ
大
思
想
で
あ
る
か
ら
、
創
教
者
に
相

当
す
る
孔
子
の
教
え
は
絶
対
的
な
重
み
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
孔
教

と
他
教
の
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
し
か
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
孔
子
の
教
え

が
宗
教
で
な
い
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
の
も
の
は
、
孔
子
が
懐
疑
を
禁
じ
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
他
に
対
す
る
排
外
を
事
と
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
学
問
に
志
す
者
の
精
神
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
梁
啓
超

は
彼
の
主
張
の
論
拠
と
し
て
、
こ
こ
で
は
『
論
語
』
の
二
つ
の
こ
と
ば
を

引
い
て
い
る
。
「
郡
夫
有
り
、
我
に
問
う
…
…
」
（
子
竿
）
は
懐
疑
を
禁
じ

な
い
と
い
う
こ
と
に
、
「
三
人
行
け
ば
必
ず
我
が
師
あ
り
…
…
」
（
述
而
）

は
排
外
を
事
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
が
、
こ
の
■
論

語
L
の
こ
と
ば
が
こ
こ
で
言
う
よ
う
な
こ
と
の
論
拠
と
し
て
妥
当
な
も
の

で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

梁
啓
超
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
孔
子
の
思
想
そ
の
も
の
と
い
う

よ
り
、
彼
自
身
の
思
想
を
孔
子
解
釈
に
こ
と
よ
せ
て
述
べ
た
も
の
と
す
る

方
が
当
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
学
問
の
進
歩
が
思
想
の
自
由
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
、
専
制
は
学
問
の
進
歩
を
と
め
て
し
ま
う
の

で
排
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
の
論
は
、
こ
の
当
時
の
重
要
著
作
で

あ
る
「
新
民
説
」
や
『
中
国
学
術
思
想
の
変
遷
の
大
勢
を
論
ず
L
で
も
展
開

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の
箇
所
で
孔
子
は
引
合

い
に
出
さ
れ
て
は
い
な
い
。



　
た
し
か
に
、
孔
子
の
思
想
に
梁
啓
超
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が

基
本
的
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
孔
子
学
派
で
は
学
ぶ
と

い
う
こ
と
が
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
梁
啓
超
は
『
保
教
非
所
以
尊
孔

論
L
の
「
結
論
」
で
、
孔
子
が
真
理
を
愛
す
る
の
は
私
が
真
理
を
愛
す
る

以
上
に
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
確
信
的
に
述
べ
て
い
る
が
、
真
理
を

愛
す
る
と
い
う
今
日
的
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
孔
子
の
思
想
を
み
る
か

ぎ
り
、
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
見
当
の
は
ず
れ
た
こ
と
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
梁
啓
超
が
そ
の
主
張
を
孔
子
の
思
想
に
こ
と
よ
せ

て
述
べ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
康
有
為
が
み
ず
か
ら

の
思
想
を
孔
子
の
思
想
に
託
し
て
述
べ
て
い
る
の
と
は
事
情
が
異
な
る
の

で
あ
っ
て
、
論
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
保
教
非
所
以
尊
孔
論
。
の
第
五
章
で
彼
は
述
べ
て
い
る
。
「
文
明
の
進

む
原
因
は
一
つ
で
は
な
い
が
、
思
想
の
自
由
は
そ
の
総
因
で
あ
る
。
欧
州

の
今
日
あ
る
ゆ
え
ん
も
皆
十
四
、
五
世
紀
の
古
学
復
興
と
教
会
の
焚
離
を

脱
し
た
こ
と
に
因
っ
て
い
る
。
…
…
わ
が
中
国
に
お
い
て
も
学
界
の
光
明

と
人
物
の
偉
大
さ
は
戦
国
時
代
よ
り
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
思
う

に
思
想
の
自
由
の
明
効
で
あ
る
。
秦
の
始
皇
帝
が
百
家
の
語
を
焚
き
、
方

術
の
士
を
坑
す
る
に
及
ん
で
思
想
は
一
窒
し
、
漢
の
武
帝
が
六
芸
を
表
章

し
、
百
家
を
罷
馳
し
て
六
芸
の
科
で
な
い
も
の
が
絶
え
て
進
む
こ
と
が
な

く
な
る
に
及
ん
で
思
想
は
ま
た
一
窒
す
る
’
『
中
国
学
術
思
想
の
変
遷
の

大
勢
を
論
ず
』
の
こ
と
ば
を
か
り
れ
ば
、
儒
学
統
一
時
代
の
訪
れ
で
あ
る
。

一
尊
定
ま
り
て
進
化
が
停
滞
す
る
。
中
国
学
術
思
想
の
衰
え
は
実
に
儒
学

統
一
時
代
か
ら
始
ま
る
。
一
尊
と
は
専
制
の
別
名
で
あ
る
。
い
や
し
く
も

専
制
で
あ
れ
ば
、
誰
氏
か
ら
出
た
も
の
で
あ
れ
、
私
は
必
ず
及
ぶ
か
ぎ
り

の
カ
を
尽
己
て
こ
れ
を
捜
倒
す
る
の
を
自
分
の
当
然
の
義
務
と
認
じ
て
い

る
。
し
か
し
、
孔
子
が
み
ず
か
ら
欲
し
て
天
下
に
専
制
を
行
な
っ
た
の
で
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は
な
い
。
末
流
が
真
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
保
教
派
の
人
び
と
は
今
は
思
う
だ
け
で
実
行
に
移
す
こ
と
は

で
き
な
い
で
い
る
が
、
彼
ら
が
一
国
の
主
権
を
握
り
、
国
教
を
設
立
し
て

民
を
こ
れ
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
。
西
欧
の
国
ぐ
に

は
信
教
の
自
由
と
政
教
の
分
離
に
よ
っ
て
治
化
は
大
い
に
進
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
国
ぐ
に
の
去
っ
た
と
こ
ろ
を
わ
ざ
わ
ざ
中
国
に
も
た
ら
し
て
こ

の
界
限
を
作
ろ
う
と
す
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。
第
四
章
「
法
律
上
の

信
教
自
由
の
理
を
論
ず
」
の
大
意
で
あ
る
。

　
「
保
教
は
思
想
の
自
由
を
妨
ぐ
」
－
梁
啓
超
に
と
っ
て
は
こ
の
ご
と
を

論
ず
る
の
が
「
保
教
非
所
以
尊
孔
論
』
を
著
わ
し
た
最
大
の
目
的
で
あ
っ

（
5
）

た
。
そ
れ
で
は
、
二
十
世
紀
を
迎
え
た
ば
か
り
の
中
国
に
あ
っ
て
、
彼
が

思
想
の
自
由
を
か
く
も
強
調
す
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
端
的
に
言

っ
て
、
思
想
自
由
の
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
、
そ
れ
は
西
洋
思
想
導
入
に

際
し
て
の
彼
の
姿
勢
で
あ
る
。
西
洋
思
想
の
流
入
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に

応
じ
た
ら
よ
い
の
か
。
こ
の
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
は
当
時
の
知
識
人
に

と
っ
て
の
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
梁
啓
超
は
西
洋
思
想
を
積
極
的
に
取

り
入
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
思
想
の
自
由
を
強
調
し
、
専
制
の
捜
倒
を

自
分
の
義
務
と
す
る
彼
の
考
え
方
か
ら
み
て
そ
れ
は
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
秦
の
始
皇
帝
の
こ
と
も
、
前
漢
の
武
帝
の
こ
と
も
現
代
に
お
い

て
こ
そ
よ
り
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
』
門
戸
は
大
い
に
開
か
れ
ね
ぱ

な
ら
な
い
。
排
外
は
厳
に
戒
む
べ
き
で
あ
る
。
思
想
の
流
入
に
対
し
て
門

戸
を
開
く
こ
と
1
そ
れ
が
新
し
い
中
国
の
文
化
を
作
り
出
す
と
彼
は
考



え
て
い
た
。

　
　
　
二

　
一
九
〇
三
年
十
月
発
行
の
「
新
民
叢
報
」
第
三
十
八
、
三
十
九
合
併
号

に
掲
載
さ
れ
た
『
新
民
説
。
第
十
八
節
「
論
私
徳
」
と
「
政
治
大
家
伯
倫

知
理
（
』
。
O
・
里
■
旦
ω
9
5
の
学
説
」
の
二
つ
の
論
説
は
、
革
新
的
立
場

に
あ
る
人
び
と
に
思
想
後
退
の
印
象
を
与
え
た
。
『
新
民
説
。
は
一
九
〇
二
年

一
月
創
刊
さ
れ
た
「
新
民
叢
報
」
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
て
以
来
、
公
徳
、

権
利
、
目
由
等
を
論
じ
て
新
道
徳
を
提
唱
し
て
い
た
が
、
「
論
私
徳
」
で

は
そ
う
し
た
前
年
来
の
諸
論
が
理
想
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

後
に
、
梁
啓
超
は
こ
の
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ

　
　
（
6
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て
い
る
。

　
　
「
一
九
〇
二
年
の
秋
、
す
で
に
発
行
し
て
い
た
『
新
民
叢
報
。
に
加
え

　
■
新
小
説
報
」
を
創
刊
、
も
っ
ぱ
ら
革
命
を
鼓
吹
し
よ
う
と
し
て
私
の

　
感
情
の
昂
ま
り
は
そ
の
こ
ろ
が
最
高
で
あ
っ
た
。
…
－
そ
の
後
、
留
学

　
生
及
び
内
地
の
学
校
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、
革
命
思
想
の
伝
播
に
よ

　
っ
て
騒
ぎ
が
起
こ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
び
そ
か
に
思
う
に
、

　
学
生
が
勉
学
す
る
の
は
国
家
建
設
の
役
に
立
た
ん
が
た
め
で
あ
る
。
破

　
壊
の
学
説
が
青
年
の
脳
中
に
深
く
入
る
の
は
全
く
欲
し
な
い
し
、
ま
た
、

　
け
じ
め
の
な
い
自
由
平
等
説
が
も
た
ら
す
流
弊
の
窮
ま
り
な
い
の
を
見

　
て
は
不
安
を
か
く
し
き
れ
な
か
っ
た
。
静
か
に
人
民
の
程
度
を
察
す
る

　
に
、
こ
れ
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
お
そ
ら
く
秩
序
が
一

　
度
破
壊
さ
れ
れ
ぱ
、
も
は
や
そ
れ
を
戻
す
こ
と
は
で
き
ず
、
暴
民
が
後

　
を
絶
た
な
い
状
態
と
な
っ
て
、
革
命
を
提
唱
し
た
諸
賢
で
も
、
こ
れ
を

　
収
拾
す
る
の
に
苦
し
む
で
あ
ろ
う
。
」

■
清
代
学
術
概
論
。
で
彼
は
、
一
九
〇
二
、
三
年
の
こ
ろ
新
思
想
の
輸
入
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が
奔
流
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
右
の
文
章
か
ら
も
、
こ

の
こ
ろ
新
し
い
世
代
に
よ
る
外
来
思
想
の
受
け
入
れ
が
急
激
に
進
ん
で
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
の
目
に
映
っ
て
い
る
の
は
、
教
育
的
水
準
の
低
い

人
び
と
へ
の
革
命
思
想
、
破
壊
の
学
説
の
伝
播
で
あ
り
、
け
じ
め
の
な
い

自
由
平
等
説
の
普
及
で
あ
る
。

　
『
新
民
説
。
第
十
八
節
「
論
私
徳
」
で
は
、
中
国
に
お
け
る
徳
性
の
堕

落
し
た
原
因
を
種
々
指
摘
し
た
後
、
中
国
の
よ
う
に
腐
敗
し
た
社
会
で
は

文
明
社
会
の
進
ん
だ
学
理
が
入
っ
て
き
て
も
、
こ
の
最
新
、
最
有
力
の
学

理
を
利
用
し
て
、
み
ず
か
ら
の
悪
習
、
悪
性
を
擁
護
す
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
由
の
説
の
輸
入
は
幸
福
を
増

大
せ
ず
に
秩
序
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
り
、
平
等
の
説
の
輸
入
は
義
務
を

荷
わ
ず
に
制
裁
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
競
争
の
説
の
輸
入
は
外
界

と
敵
せ
ず
に
内
国
を
散
ず
る
こ
と
に
な
り
、
権
利
の
説
の
輸
入
は
公
益
を

図
ら
ず
に
私
見
を
文
る
こ
と
に
な
り
、
破
壊
の
説
の
輸
入
は
膏
盲
を
歳
せ

ず
に
国
粋
を
滅
す
る
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
中
国
に
お
け

る
教
育
水
準
の
低
さ
、
社
会
の
腐
敗
が
、
彼
が
そ
れ
ま
で
唱
え
て
き
た
主

張
を
変
え
た
こ
と
の
重
要
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
次
の
よ

う
に
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
が
国
民
の
徳
育
に
際
し
て
、
西
欧
の
新
道

徳
を
も
っ
て
補
助
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
国
民
の
教
育
が
大
興
し
た
後
に

は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
中
国
の
社
会
を
維
持
で
き
る
も
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の
は
わ
が
祖
宗
遺
伝
固
有
の
旧
道
徳
を
お
い
て
他
に
な
い
。
」

　
そ
れ
で
は
、
西
洋
思
想
を
積
極
的
に
と
り
入
れ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い



た
そ
れ
ま
で
の
考
え
方
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
保
教
非
所
以

尊
孔
論
。
第
五
章
で
梁
啓
超
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
我
れ
に
耳

目
あ
り
、
我
れ
に
心
思
あ
り
。
今
日
文
明
燦
燭
の
世
界
に
生
ま
れ
、
中
外

古
今
の
学
術
を
羅
列
し
、
堂
上
に
坐
し
て
そ
の
曲
直
を
判
じ
、
可
な
れ
ば

こ
れ
を
取
り
、
否
な
れ
ば
こ
れ
を
棄
つ
。
斯
れ
寧
ろ
丈
夫
第
一
の
快
意
事

に
非
ざ
る
か
」
と
。
中
外
古
今
の
い
ず
れ
で
も
よ
い
。
可
な
れ
ば
取
り
、

否
な
れ
ば
棄
て
る
。
そ
れ
を
為
す
の
は
私
の
耳
目
で
あ
り
、
心
思
で
あ
る
、
．

と
い
う
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
中
に
は
、
西
洋
学
術
の
受
容
に
際
し
て
中

学
は
身
心
を
治
め
る
た
め
の
も
の
で
、
西
学
は
世
事
を
処
理
す
る
た
め
の

も
の
と
す
る
中
体
西
用
論
的
な
姿
勢
は
全
く
見
出
だ
せ
な
い
。

　
し
か
し
、
当
時
の
梁
啓
超
は
伝
統
思
想
を
軽
ん
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
伝
統
思
想
に
対
し
て
は
む
し
ろ
高
い
見
識
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
方

面
の
研
究
成
果
に
お
い
て
も
徐
々
に
彼
自
身
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
つ

つ
あ
っ
た
。
序
文
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
康
有
為
学
と
の
訣
別
な
ど
も
、

こ
の
分
野
に
お
け
る
彼
の
思
想
的
成
長
が
も
た
ら
し
た
必
然
的
な
帰
結
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
・
新
民
説
。
第
三
節
「
新
民
の
義
を
釈
く
」
で
彼
は
「
新
」
に
は
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
意
味
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
つ
は
本
来
有
し
て
い
る
も
の
を
津
腐

し
て
（
と
ぎ
み
が
い
て
）
新
し
く
す
る
こ
と
、
一
つ
は
本
来
有
し
て
い
な

い
も
の
を
他
か
ら
採
補
し
て
新
し
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
何
を
津
腐
す
る
の
か
。
中
国
国
民
独
具
の
特
質
を
津
属
す
る
の
で

あ
る
。
上
は
遭
徳
、
法
律
よ
り
下
は
風
俗
、
習
慣
、
文
学
、
美
術
に
至
る

ま
で
具
わ
っ
て
い
る
一
種
独
立
の
精
神
で
あ
り
、
祖
父
が
子
に
伝
え
、
子

孫
が
こ
れ
を
継
い
で
然
る
後
に
群
を
結
び
、
国
が
成
っ
た
も
の
、
民
族
主

義
の
根
低
の
源
泉
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
保
存
し
、
失
墜
す
る
こ
と
な
か

れ
と
い
う
。
し
か
し
、
保
存
と
は
単
な
る
守
旧
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
木

に
苗
え
る
新
芽
、
井
戸
に
湧
き
出
る
新
泉
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
木

は
枯
れ
、
井
戸
は
澗
れ
る
が
、
新
芽
、
新
泉
は
外
か
ら
来
た
も
の
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
旧
も
新
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
日
に
新
た
に

す
る
こ
と
が
旧
を
全
く
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
れ
を
濯
い
、
こ
れ
を
拭

っ
て
そ
の
光
晶
を
発
し
、
こ
れ
を
鍛
え
、
こ
れ
を
錬
っ
て
そ
の
体
段
を
成

し
、
こ
れ
を
培
い
、
こ
れ
を
濾
く
し
て
そ
の
本
原
を
厚
く
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
そ
の
固
有
な
る
も
の
を
津
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
は
ま
た
梁
啓
超
の
伝
統
思
想
に
対
す
る
姿
勢
と
も

い
え
る
。
「
新
民
説
』
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
書
き
始
め
た
『
中
国
学
術
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
加
）

の
変
遷
の
大
勢
」
の
「
総
論
」
で
、
彼
は
「
学
術
思
想
の
一
国
に
在
る
は
、

猶
人
の
精
神
を
有
す
る
が
ご
と
き
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
こ

の
国
に
生
ま
れ
、
こ
の
民
と
な
り
、
こ
の
学
術
思
想
の
恩
恵
を
受
け
、
こ

れ
を
歌
い
、
こ
れ
を
舞
い
、
こ
れ
を
発
揮
し
、
こ
れ
を
光
大
に
し
、
継
長

し
、
こ
れ
を
増
高
す
る
の
は
吾
輩
の
責
な
り
」
と
、
こ
の
論
を
草
す
る
に

際
し
て
の
決
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
察
す
る
に
、
こ
の
書
は
西
欧
の

学
術
思
想
に
眩
惑
さ
れ
、
本
国
の
学
術
思
想
を
顧
み
な
く
な
っ
た
新
世
代

の
知
識
人
、
留
学
生
な
ど
を
意
識
し
て
、
伝
統
思
想
が
西
欧
学
術
思
想
に

比
べ
て
何
ら
遜
色
の
な
い
こ
と
を
示
し
、
彼
ら
が
自
国
の
も
の
に
も
他
国

の
も
の
に
も
共
に
研
究
の
目
を
向
け
る
こ
と
を
願
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　
彼
は
同
じ
く
「
総
論
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
私
は
我
が
青
年
同
胞
諸
君
に
告
、
げ
た
い
こ
と
が
あ
る
。
今
か
ら
以
後



　
二
十
年
間
、
外
国
学
術
思
想
が
輸
入
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
患
え

　
な
い
。
私
は
た
だ
本
国
学
術
思
想
の
発
明
さ
れ
な
い
こ
と
を
患
う
。
二

　
十
年
間
の
不
発
明
は
我
が
学
術
思
想
界
に
必
ず
損
失
が
あ
る
と
い
う
わ

　
け
で
は
な
い
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
、
お
よ
そ
一
国
が
天
地
の
間
に
立

　
つ
に
つ
一
い
て
は
、
必
ず
そ
の
立
つ
ゆ
え
ん
の
特
質
が
あ
る
。
そ
の
国
を

　
み
ず
か
ら
善
く
し
よ
う
と
欲
す
る
者
は
こ
の
特
質
に
お
い
て
し
な
い

　
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
を
津
腐
し
、
こ
れ
を
増
大
し
な
い
わ
け
に

　
は
い
か
な
い
。
…
…
も
し
諸
君
に
し
て
本
国
の
学
問
を
吐
棄
し
て
従
事

　
す
る
こ
と
を
屑
し
と
し
な
い
な
ら
ば
、
わ
が
国
に
百
数
十
の
ダ
ー
ウ

　
ィ
ン
、
J
・
S
・
ミ
ル
、
ハ
ク
ス
レ
ー
、
ス
ペ
ン
サ
ー
を
得
て
も
私
は

　
学
界
に
一
影
響
も
無
い
こ
と
を
催
れ
る
。
」

ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
J
・
S
・
ミ
ル
、
ハ
ク
ス
レ
ー
、
ス
ペ
ン
サ
ー
等
は
い
ず

れ
も
当
時
西
洋
思
想
の
紹
介
者
と
し
て
名
高
か
っ
た
厳
復
（
一
八
五
三
－

一
九
二
一
）
な
ど
の
翻
訳
書
に
よ
っ
て
、
中
国
で
は
注
目
を
集
め
て
い
た

思
想
家
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
西
欧
と
中
国
が
比
較
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
と
言

う
。
比
較
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
己
れ
の
短
所
を
知
る
こ
と
も
已
れ
の
長

所
を
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
彼
は
こ
の
書
を
書
こ
う
と
し
て
血
火
の
ご

と
く
、
希
望
海
の
ご
と
く
、
知
ら
ず
し
て
気
餓
が
湧
き
出
ず
る
の
を
お
ぼ

え
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
再
び
問
題
を
前
に
も
ど
そ
う
。
西
洋
思
想
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う

と
い
う
主
張
は
一
九
〇
三
年
の
思
想
変
化
を
機
に
ど
う
な
っ
た
の
か
。
革

命
思
想
の
伝
播
に
よ
る
騒
動
の
頻
発
、
け
じ
め
の
な
い
自
由
平
等
説
に
よ

る
流
弊
の
広
が
り
、
そ
れ
ら
は
た
し
か
に
彼
に
と
っ
て
の
不
安
の
材
料
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
の
事
情
を
よ
く
検
討
し
て
み
る

と
、
彼
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
西
洋
思
想
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
西
洋
思

想
の
受
け
入
れ
方
、
受
け
入
れ
る
側
の
教
育
水
準
の
低
さ
な
ど
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
。
一
九
二
一
年
二
月
に
発
行
さ
れ
た
『
清
代
学
術
概
論
L
に

は
、
西
洋
思
想
の
輸
入
に
つ
い
て
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
彼
の
感
慨

も
交
え
て
、
清
末
の
状
況
が
広
い
視
野
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
〇
二
、
三
年
ご
ろ
の
問
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
輸
入
の
し
か
た
で
あ
っ
て
、
彼
は
そ
れ
を
「
梁
啓
超
式
」
の
輸

入
と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
組
織
無
く
、
選
択
無
く
、
本
末
具
わ
ら

ず
、
派
別
明
ら
か
な
ら
ず
、
た
だ
多
き
を
以
て
貴
し
と
為
す
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
社
会
も
ま
た
こ
れ
を
歓
迎
し
、
ち
ょ
う
ど
久
し
く
災
害
地
に
あ

っ
た
人
び
と
が
、
草
の
根
、
木
の
皮
、
凍
っ
た
雀
、
腐
っ
た
鼠
で
も
み
な

こ
れ
を
う
ま
し
と
し
て
か
ぶ
り
つ
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
林
緑
な
る

者
が
小
説
百
数
十
篇
を
翻
訳
し
て
時
流
に
の
っ
た
が
、
訳
し
た
も
の
は
い

ず
れ
も
欧
州
二
、
三
流
の
作
者
の
も
の
で
あ
っ
た
。
厳
復
の
訳
し
た
も
の

は
名
著
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
半
ば
は
す
で
に
旧
書
に
属
し
て
時
代
お
く
れ

の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
西
洋
の
留
学
生
で
あ
っ
た
者
が
本
国

の
思
想
界
に
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
は
厳
復
が
最
初
で
あ
る
。

清
末
の
西
洋
思
想
運
動
に
と
っ
て
不
幸
な
こ
と
は
、
留
学
生
の
ほ
と
ん
ど

全
部
が
こ
の
運
動
に
参
加
し
た
こ
と
が
な
く
、
運
動
の
原
動
力
と
そ
の
中

堅
が
西
洋
の
語
言
文
字
に
通
じ
な
い
人
び
と
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
能
力

に
限
界
を
生
じ
、
少
産
、
散
発
、
暖
昧
、
皮
相
、
錯
誤
な
ど
の
欠
点
を
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
里

れ
も
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
彼
が
理
想
と
す
る
の
は
、
こ
こ
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ

う
に
西
洋
思
想
の
輸
入
を
質
量
共
に
充
実
さ
せ
、
新
し
い
文
化
創
造
の
た



め
の
堅
実
な
基
礎
を
形
作
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
一
人
の
人
間
の
よ
く
成
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
常

に
大
き
な
課
題
と
し
て
彼
の
心
に
懸
っ
た
ま
ま
時
が
経
過
し
て
い
っ
た
。

後
の
『
清
代
学
術
概
論
』
が
「
前
清
一
代
中
国
思
想
界
の
蝋
変
」
と
題
し

て
雑
誌
■
改
造
L
に
連
載
さ
れ
は
じ
め
た
と
き
、
彼
は
四
十
八
歳
で
あ
っ

た
が
、
そ
こ
に
は
西
洋
思
想
の
受
容
に
対
す
る
考
え
方
が
次
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
。
　
「
国
人
が
梁
啓
超
に
困
難
を
承
知
の
う
え
で
望
ん
で
い
る

の
は
、
彼
自
身
の
気
力
と
三
十
年
に
お
よ
ぷ
経
歴
か
ら
得
た
資
格
と
に
よ

　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●

っ
て
、
新
思
想
界
の
た
め
に
開
国
の
規
模
を
組
織
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も

し
こ
の
人
が
こ
れ
ま
で
の
ま
ま
で
終
る
な
ら
、
中
国
文
化
史
上
に
あ
っ
て

一
大
損
失
と
謂
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
　
（
傍
点
筆
者
）
。
こ
こ
で
新
思
想
界
と

い
う
の
は
、
西
洋
思
想
の
影
響
も
ふ
ま
え
て
す
で
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た

思
想
界
の
新
し
い
方
向
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
梁
啓
超
は

西
洋
思
想
の
輸
入
の
充
実
を
は
か
る
に
つ
い
て
、
派
別
に
偏
ら
な
い
、
李

末
を
明
ら
か
に
し
た
方
針
を
貫
こ
う
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
れ
よ
り
少
し
前
の
一
九
二
〇
年
九
月
、
雑
誌
『
解
放
と
改
造
。

の
編
集
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
梁
啓
超
は
、
雑
誌
の
名
を
『
改
造
。

と
改
め
、
編
集
方
針
を
拡
充
し
た
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
項
目
が
あ

る
。
「
文
芸
に
つ
い
て
は
世
界
の
名
文
を
訳
述
す
る
こ
と
を
主
と
な
し
、
務

め
て
各
派
、
各
家
の
代
表
傑
作
を
採
り
上
げ
、
か
つ
随
時
そ
の
作
者
及
び

作
品
の
文
学
界
に
占
め
る
位
置
を
簡
明
に
紹
介
す
る
。
・
・
…
・
」
ま
た
「
（
雑

誌
■
改
造
。
の
）
同
人
は
思
想
統
一
が
文
明
停
頓
の
徴
侯
で
あ
る
こ
と
を

確
信
す
る
。
ゆ
え
に
世
界
有
カ
の
学
説
に
対
し
て
は
同
人
が
信
服
す
る
と

否
と
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
無
制
限
輸
入
主
義
を
と
り
わ
が
国
人
の
自
由
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

選
択
に
ま
か
せ
る
よ
う
に
す
る
」
。

　
一
九
一
九
年
二
月
か
ら
約
一
年
に
わ
た
っ
て
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
視
察
に
旅
し
た
彼
は
、
帰
国
早
々
、
『
欧
遊
心
影
録
L
を

『
農
報
。
に
連
載
す
る
。
■
欧
遊
心
影
録
』
は
彼
の
見
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状

況
を
感
慨
と
思
索
も
交
え
な
が
ら
綴
っ
た
も
の
で
、
特
に
は
じ
め
の
「
欧

遊
中
の
一
般
観
察
及
び
一
般
感
想
」
は
西
洋
思
想
と
伝
統
思
想
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
方
を
知
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

　
梁
啓
超
は
中
国
の
現
状
を
悲
観
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
。
政
治
腐

敗
や
軍
閥
専
横
は
西
欧
に
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
人
心
の
堕
落
や
醜
類

横
行
を
見
て
悲
観
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
一
を
知
っ
て
二
を
知
ら
な
い
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
昔
は
騨
生
夢
死
の
中
で
の
圧
制
で
あ
っ
た
が
、
今
は
違

う
。
今
も
圧
制
は
脱
し
て
い
な
い
が
、
圧
制
を
施
す
も
の
の
罪
悪
を
わ
れ

わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
「
病
を
知
る
は
薬
」
の
こ
と
ば
の
ご
と
く
、
病
は

知
れ
ば
治
療
法
を
求
め
て
努
力
す
る
こ
と
に
な
る
。
恐
ろ
し
い
の
は
現
状

に
満
足
す
る
こ
と
で
あ
る
。
欧
州
人
は
日
々
大
声
疾
呼
し
て
世
界
末
日
を

言
い
、
文
明
破
産
を
言
う
が
、
こ
れ
は
蘇
生
の
左
券
で
あ
る
。
彼
ら
も
現

状
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
欧
州
も
亡
び
な
い
が
中
国
も
亡
び
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
現
状
認
識
で
あ
る
。

　
次
に
彼
は
国
民
樹
立
の
根
本
義
は
個
性
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と

言
う
。
彼
の
唱
え
る
尽
性
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
中
庸
』
の
「
唯
天
下

至
誠
為
能
尽
其
性
」
に
よ
っ
た
こ
と
ば
で
、
各
人
の
天
賦
良
能
を
十
分
に

発
揮
す
る
こ
と
が
尽
性
主
義
だ
と
し
て
い
る
。
彼
は
ド
イ
ツ
の
国
家
主
義

は
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
個
性
発
展
の
国
民
に
勝
て
な
か

っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
尽
性
主
義
は
思
想
の
自
由
を
強
調
し
、
文
明
の
発



展
を
停
滞
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
専
制
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
彼
の
こ
れ

ま
で
の
考
え
方
に
立
脚
し
た
彼
本
来
の
思
想
と
い
ヶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
梁
啓
超
は
さ
ら
に
「
思
想
の
解
放
」
を
カ
説
し
て
み
ず
か
ら
の
思
索
を

展
開
し
て
言
う
。
思
想
を
運
用
す
る
と
き
は
た
と
え
ど
ん
な
に
僅
か
で
あ

っ
て
も
先
入
の
意
見
に
よ
っ
て
自
已
を
束
縛
す
る
こ
と
は
戒
む
べ
き
で
あ

る
。
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
私
の
信
じ
な
い
と
こ
ろ
に
は
反
抗
す

る
。
中
国
旧
思
想
の
束
縛
も
と
よ
り
受
け
ず
、
西
洋
新
思
想
の
東
縛
も
と

よ
り
受
け
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
思
想
を
金
科
玉
律
と
し
て
強
制
す
る

の
は
、
別
人
の
創
造
力
を
抹
殺
し
、
社
会
の
進
歩
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
金
科
玉
律
と
さ
れ
た
思
想
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た

の
か
を
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
知
る
べ
き
で
あ
る
。
か
の
思
想
家
は
古
代
の
思

想
と
並
時
の
思
想
の
束
縛
を
脱
却
し
て
み
ず
か
ら
の
思
想
を
独
立
さ
せ
、

一
家
の
学
説
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
欧
遊
中
の
一
般
観
察
及
び
一
般
感
想
」
の
最
終
章
に
彼
は
「
中
国
人
の

世
界
文
明
に
対
す
る
大
責
任
」
な
る
一
文
を
掲
げ
、
そ
の
中
で
、
西
洋
文

明
を
以
て
中
国
文
明
を
拡
充
し
、
ま
た
中
国
文
明
を
以
て
西
洋
文
明
を
補

い
、
西
洋
文
明
の
化
合
作
用
に
よ
っ
て
新
し
い
文
明
を
造
成
す
る
こ
と
：

こ
の
こ
と
を
成
し
う
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
は
な
く
中
国
人
で
あ
る
こ

と
：
中
国
人
は
西
洋
の
学
問
研
究
の
方
法
で
あ
る
精
密
さ
を
学
ぶ
べ
き
で

あ
る
こ
と
、
な
ど
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
文
明
の
合
成
を

成
し
う
る
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
は
な
く
中
国
人
で
あ
る
と
す
る
理
由
と

し
て
は
、
西
洋
文
明
が
総
じ
て
理
想
と
実
際
と
を
分
け
て
二
つ
の
も
の
と
し

て
い
る
こ
と
を
あ
げ
、
そ
の
例
に
唯
心
と
唯
物
が
極
端
に
分
か
れ
、
宗
教

家
が
来
生
を
偏
重
し
人
生
問
題
を
離
れ
て
い
る
こ
と
、
一
方
、
科
学
の
力

も
か
り
て
唯
物
派
が
天
下
を
席
捲
し
、
高
尚
な
理
想
を
捨
て
去
っ
て
し
ま

っ
た
こ
1
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
中
国
で
は
、
理
想
と
実

用
の
調
和
を
図
る
の
は
先
奏
以
来
の
歩
ん
で
き
た
路
で
あ
る
と
し
、
仏
教

定
着
後
中
国
で
は
出
世
法
と
現
世
法
が
並
行
し
て
惇
ら
ず
、
応
用
仏
教
で

あ
る
禅
宗
が
創
ら
れ
た
こ
と
な
ど
具
体
例
を
あ
げ
て
い
る
。

　
　
結
語
に
か
え
て

　
西
洋
思
想
と
伝
統
思
想
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
つ
い
て
思
索
す
る
と
き
、

梁
啓
超
の
あ
た
ま
の
中
に
は
仏
学
と
中
学
と
の
出
合
い
と
い
う
歴
史
的
事

実
が
思
い
合
わ
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
■
中
国
学
術
思
想
の
変
遷
の
大
勢
L

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
美
な
る
か
な
中
国
、
外
国
の
学
術
は
受
容
し
な
く
て
も
や
っ
て
い
け

　
る
が
、
受
容
す
れ
ば
よ
く
光
大
さ
を
発
揮
し
、
特
色
を
現
す
。
私
は
算

　
学
を
見
て
こ
の
こ
と
を
思
い
、
仏
学
を
見
て
こ
の
こ
と
を
思
う
。
中
国

　
の
仏
学
は
純
然
。
た
る
イ
ン
ド
の
仏
学
で
は
な
い
。
日
本
は
仏
学
を
中
国

　
に
受
け
た
が
、
そ
の
学
は
今
に
至
る
も
我
が
範
囲
を
出
る
こ
と
が
な
い
。

真
宗
、
日
蓮
宗
は
日
本
が
み
ず
か
ら
創
る
と
こ
ろ
と
す
る
が
、
真
宗
は

浄
土
の
支
流
に
す
ぎ
ず
、
日
蓮
は
天
台
の
余
蕎
に
す
ぎ
な
い
。
特
別
に

甚
深
微
妙
の
法
が
あ
る
の
で
も
、
遺
経
か
ら
不
伝
の
学
を
得
た
の
で
も

　
な
い
。
…
…
私
は
考
え
が
こ
の
こ
と
に
及
ぷ
ご
と
に
、
ひ
そ
か
に
数
十

　
年
以
後
の
中
国
が
必
ず
秦
西
各
国
の
学
術
思
想
を
一
櫨
に
合
し
、
こ
れ

を
精
錬
し
て
我
が
国
特
別
の
新
文
明
を
造
成
し
、
世
界
に
光
明
を
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
μ
）

ら
す
日
の
有
ら
ん
こ
と
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
こ
に
は
中
国
文
明
に
よ
っ
て
外
国
文
明
を
補
う
形
で
の
文
明
合
成
の

加



例
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
西
欧
文
明
を
以
て
中
国
文
明
を
拡
充

す
る
と
い
う
意
味
で
の
文
明
合
成
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
梁
啓
超
は
こ

の
例
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
前
節
で
引
用
し
た
■
欧

遊
心
影
録
』
「
欧
遊
中
の
一
般
観
察
及
び
一
般
感
想
」
の
最
終
部
分
で
、

我
が
愛
す
べ
き
青
年
に
希
望
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
。
「
…
…
そ
の
第
一
歩
は
中
国
文
化
を
尊
重
愛
護
す
る
誠
意
を
も
つ

こ
と
、
第
二
歩
は
西
洋
人
の
学
問
研
究
の
方
法
（
彼
は
こ
れ
を
精
密
さ
で

あ
る
と
言
っ
て
い
る
）
で
中
学
を
研
究
し
、
そ
の
真
相
を
得
る
こ
と
、
第

三
歩
は
中
国
の
文
化
を
綜
合
し
、
さ
ら
に
自
国
以
外
の
文
化
の
補
助
も
得

て
一
種
の
化
合
作
用
を
起
こ
し
、
文
化
の
新
し
い
系
統
を
成
就
す
る
こ
と
、

第
四
歩
は
こ
の
文
化
の
新
系
統
を
世
界
に
拡
充
し
、
人
類
全
体
の
幸
福
に

寄
与
す
る
こ
と
。
」
第
三
歩
以
下
は
抽
象
的
で
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
第

一
歩
、
第
二
歩
か
ら
は
梁
啓
超
が
西
洋
の
学
問
研
究
の
手
法
を
も
っ
て
伝

統
学
術
思
想
を
研
究
す
る
こ
と
の
意
義
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
新
し
く
得
た
科
学
知
識
の
影
響
な
ど
も
あ
っ
て
、
彼
は
新
文
明
の
造
成

に
あ
た
っ
て
化
合
作
用
と
か
調
剤
と
い
う
表
現
を
と
る
こ
と
が
あ
る
が
、

彼
が
実
際
に
考
え
て
い
る
文
化
の
内
容
は
、
二
つ
の
物
質
を
化
合
さ
せ
て

両
者
と
全
く
異
質
の
物
質
を
作
り
出
す
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

仏
学
移
入
の
例
で
強
調
し
て
い
た
よ
う
に
、
外
国
の
も
の
を
中
国
化
す
る

こ
と
は
あ
る
が
、
中
国
の
も
の
が
西
洋
化
さ
れ
、
中
国
的
な
色
合
い
を
な

く
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
内
容
の
文
化
を
彼
は
考
え
て
い
た
の
で
は

な
い
。
少
な
く
と
も
、
康
有
為
か
ら
思
想
的
に
独
立
し
た
三
十
歳
以
後
に

お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。

　
儒
学
統
一
時
代
を
学
問
の
専
制
と
み
な
し
た
彼
は
、
思
想
の
自
由
を
文

化
発
展
の
条
件
と
し
て
と
ら
え
る
。
中
学
、
西
学
の
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、

こ
れ
を
判
断
の
参
考
と
す
る
の
は
よ
い
が
、
こ
れ
に
判
断
権
を
与
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
孔
、
老
、
墨
を
参
考
に
せ
よ
と
は
言
う
が
、
孔
、
老
、

墨
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
彼
に
は

一
つ
の
展
望
が
あ
っ
た
。
中
国
文
化
は
亡
び
な
い
と
い
う
確
信
で
あ
る
。

伝
統
学
術
思
想
の
研
究
に
も
精
力
を
向
け
て
い
た
彼
は
そ
こ
に
な
ん
ら
か

の
形
で
真
な
る
も
の
の
確
信
を
得
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
「
真
金
紅
櫨
火

　
　
　
　
一
1
5
一

を
お
そ
れ
ず
」
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
発
す
る
と
き
、
彼
は
伝
統
学
術
思
想

の
中
に
感
じ
と
っ
た
そ
の
真
な
る
も
の
を
あ
ら
た
め
て
意
識
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
　
「
中
国
学
術
思
想
を
津
腐
せ
よ
」
　
「
中
国
文
化
を
尊
重
愛
護
せ

よ
」
と
彼
を
し
て
言
わ
し
め
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
ユ
）
張
之
洞
は
西
学
を
夷
秋
の
学
問
と
し
て
受
け
つ
け
よ
う
と
し
な
い

　
徹
底
的
な
保
守
派
を
自
塞
、
西
学
に
は
理
解
が
あ
る
が
、
理
論
を
述

　
べ
る
ば
か
り
で
実
学
に
つ
と
め
よ
う
と
し
な
い
洋
務
派
や
穏
健
な
変

　
法
派
の
人
び
と
を
自
欺
、
康
有
為
な
ど
の
新
学
派
を
自
擾
と
し
て
い

　
る
。

（
2
）
清
代
学
術
概
論
　
第
二
六
章
　
飲
沐
室
専
集
　
第
六
冊
　
六
六
頁

（
3
）
同
書
　
六
三
頁

（
4
）
中
国
学
術
思
想
の
変
遷
の
大
勢
を
論
ず
　
文
集
の
七
　
五
六
－
五

　
七
頁

　
　
梁
啓
超
は
こ
の
箇
所
で
孔
子
が
専
制
を
悪
ん
だ
こ
と
の
論
拠
と
し

　
て
『
中
庸
L
の
「
万
物
並
育
而
不
相
害
、
道
並
行
而
不
相
惇
」
を
引

11



　
　
用
し
て
い
る
。

（
5
）
保
教
非
所
以
尊
孔
論
　
文
集
の
九
　
五
六
頁

（
6
）
言
論
界
に
お
け
る
私
の
過
去
と
将
来
文
集
の
二
十
九
　
三
頁

　
　
辛
亥
革
命
後
の
一
九
二
一
年
（
民
国
元
年
）
十
月
、
北
京
の
報
界

　
歓
迎
会
で
行
っ
た
演
説
で
あ
る
。

（
7
）
清
代
学
術
概
論
　
第
二
十
九
章
　
専
集
　
第
三
冊
　
七
一
頁

（
8
）
新
民
説
　
第
十
八
節
　
論
私
徳
　
三
　
私
徳
の
必
要
　
専
集
　
第

　
三
冊
　
二
二
二
頁

（
9
）
『
新
民
説
。
の
こ
の
部
分
は
『
新
民
叢
報
』
第
一
号
に
掲
載
さ
れ

　
て
い
る
。

（
1
0
）
こ
の
書
の
最
初
に
位
置
す
る
「
総
論
」
は
、
一
九
〇
二
年
二
月
発

　
行
の
『
新
民
叢
報
。
第
三
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
1
1
）
清
代
学
術
概
論
　
第
二
十
九
章
　
専
集
　
第
三
冊
　
七
一
－
二
頁

（
1
2
）
解
放
と
改
造
発
刊
詞
　
文
集
の
三
十
五
　
一
九
－
二
〇
頁

（
1
3
）
欧
遊
心
影
録
節
録
　
欧
遊
中
の
一
般
観
察
及
び
一
般
感
想
　
下
篇

　
中
国
人
の
自
覚
　
専
集
　
第
七
冊
　
二
〇
⊥
二
八
頁

（
1
4
）
中
国
学
術
思
想
の
変
遷
の
大
勢
　
文
集
七
　
七
二
⊥
二
頁

（
1
5
）
欧
遊
中
の
一
般
観
察
及
び
一
般
感
想
　
専
集
　
第
七
冊
　
二
六
頁

　
　
　
　
（
べ
っ
ぷ
・
あ
つ
お
　
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
系
助
教
授
）

〃


