
梁
啓
超
に
お
け
る
啓
蒙
思
想
の
理
念

i
ー

そ

の

形

成

と

問

題

i

i

て
は
じ
め
に

一

八

九

八

年

に

が

刊

行

さ

れ

た

の

を

契

機

に

、

技

術

的
側
簡
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
西
洋
文
化
の
受
容
は
、
さ
ら
に
思

想
の
分
野
に
ま
で
大
き
く
踏
み
こ
ん
だ
。
こ
の
こ
と
は
既
に
異
論
の

な
い
所
で
あ
ろ
う
。
進
化
論
を
皮
切
り
に
、
清
末
で
の
社
会
主
義
や

無
政
府
主
義
、
五
四
期
に
入
っ
て
か
ら
の
プ
ラ
グ
ゴ
ア
イ
ズ
ム
、
人

道
主
義
、
個
人
主
義
な
ど
、
西
洋
か
ら
の
「
新
思
想
」
は
当
時
の
知

識
人
や
学
生
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
こ
と
が
伝
統
思
強
の
全
面
的
な
m
m
m
m
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
い
本
柄
麟
の
存
在
が
示
す
よ
う
に
、
西
洋
文
化
と
回
有

文
化
と
の
対
立
を
む
し
ろ
先
鋭
化
さ
せ
る
場
合
も
多
か
っ
た
。
両
者

の
対
立
が
個
人
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
一
時
的
な
も
の
に
留
ま
る
種

類
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
一
九
二

0
年
代
初
頭
に
起
こ

っ
た
東
西
文
化
論
争
や
、
さ
ら
に
蓄
え
ば
、
文
化
大
革
命
の
中
の
ナ

佐

藤

震J

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
西
学
受
容
を
視
野

に
お
い
て
、
『
天
演
論
』
以
降
の
思
想
史
を
図
式
的
に
単
純
化
す
る

な
ら
ば
、
も
っ
ぱ
ら
西
洋
的
価
値
と
伝
統
的
価
値
の
二
つ
の
基
軸
を

め
ぐ
っ
て
、
受
容
、
反
発
、
融
合
、
あ
る
い
は
折
衷
と
い
う
思
想
的

展
開
が
進
め
ら
れ
た
過
程
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ

c
 

h
hノ
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こ
の
よ
う
な
歴
史
の
中
で
、
西
洋
文
化
を
全
部
的
に
評
価
、
肯
定

す
る
立
場
に
立
ち
、
伝
統
的
な
も
の
す
べ
て
を
否
認
し
た
の
が
新
文

化
運
動
で
あ
っ
た
。
新
文
化
運
動
は
、
一
般
に
五
回
一
感
蒙
と
も
呼
ば

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
運
動
が
西
洋
の
新
し
い
理
念
や
思
想
に

よ
っ
て
広
範
な
人
々
の
意
識
を
啓
発
し
、
そ
の
基
盤
の
上
に
社
会
を

変
革
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
「
啓
蒙
」
と
い
う
概
念
を
こ
の
意
味
で
捉
え
る
な
ら
ば
、

本
稿
で
取
り
上
げ
る
梁
啓
絡
も
、
ま
た
緩
め
て
稔
蒙
主
義
的
な
思
想

家
で
あ
り
、
の
前
駆
者
に
佼
霞
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と



が
き
る
。
国
民
性
の
改
造
や
倫
理
の
革
新
を
説
く
彼
の
代
表
的
著
作

吋
新
民
説
b

(

一
九

O
一一

!
O四
〉
は
、
西
洋
の
影
響
の
下
に
人
々
の

意
識
の
党
離
を
訴
え
た
点
で
、
ま
さ
に
典
型
的
な
務
蒙
論
文
で
あ
っ

た
し
、
ま
た
、
梁
が
終
始
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
活
動
に
従
事
し
、
不
特

定
多
数
の
読
者
に
対
し
言
論
を
展
開
し
た
こ
と
も
、
一
時
蒙
的
活
動
の

ひ
と
つ
と
み
な
せ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
明
治
の
啓
蒙
運
動
を
担
っ
た
明
六
社
に
集
ま
っ

た
知
識
人
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
多
様
な
思
想
を
も
っ
て
い
た
よ
う

に
、
一
口
に
啓
蒙
忠
恕
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
千
差
万
別
で
あ

る
。
五
四
期
の
啓
蒙
と
梁
一
時
起
の
啓
蒙
を
、
共
に
「
西
洋
1
全
部
肯

定
、
伝
統
l
全
部
否
定
」
の
図
式
に
一
括
し
て
ま
と
め
る
こ
と
は
、

無
謀
な
試
み
で
あ
り
生
産
的
な
議
論
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
梁
の
啓
蒙

思
恕
を
検
討
す
る
場
合
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
中
間
の
伝
統
文

化
に
対
す
る
彼
の
態
度
で
あ
る
。
彼
は
、
西
洋
思
想
を
根
拠
と
す
る

数
々
の
啓
蒙
的
著
作
と
何
時
並
行
し
て
、
後
年
の
名
著
『
浩
代
学
術

概
論
』
ハ
一
九
一
一
一
)
に
速
な
る
よ
う
な
、
伝
統
文
化
に
対
す
る
新

し
い
意
味
づ
け
の
作
業
を
進
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
梁
の
啓
蒙

忠
恕
の
拠
り
所
と
な
っ
た
新
し
い
理
念
が
、
た
ん
に
西
洋
文
化
を
絶

対
視
す
る
だ
け
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
中
体
罰
用
論
以
来
の
課

題

で

あ

る

「

と

の

関

係

が

、

梁

内

部

の

価

値

体

と

系
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
た
か
、
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
に
彼
の
啓
蒙
思
想
の
独
自
の
特
質
が
み
え
て
く
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
梁
啓
起
の
一
啓
蒙
思
想
の
基
礎
と
な
る
、
彼
が
最
も
高

い
価
値
を
認
め
た
新
た
な
る
理
念
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
意
味
を
中

部
近
代
の
商
学
受
容
の
歴
史
の
中
で
考
え
て
み
る
。

一
一
、
進
化
論
と
科
学
的
精
神

啓
蒙
と
い
う
思
想
運
動
を
幅
広
く
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
人
々
の
知

識
を
啓
発
す
る
と
い
う
点
で
は
、
教
育
や
出
版
活
動
も
ま
た
そ
れ
に

含
ま
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
変
法
運
動
の
さ
な
か
、
『
時
務
報
』
を

発
行
し
、
湖
南
時
務
学
堂
で
教
鞭
を
と
っ
た
梁
啓
超
は
、
当
初
か
ら

啓
蒙
運
動
に
従
事
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
梁

の
啓
蒙
思
想
を
、
一
九

O
O年
後
半
か
ら
一
九

O
四
年
ま
で
の
ご
く

短
い
期
間
に
間
限
定
し
て
考
え
る
。
一
九

O
O年
は
、
梁
が
戊
戊
政
変

か
ら
の
再
起
を
か
け
て
計
画
し
た
自
立
軍
起
義
が
挫
折
し
た
年
で
あ

り
、
そ
れ
以
後
彼
は
社
会
改
革
の
方
法
の
重
点
を
、
武
力
に
よ
る
権

力
奪
取
か
ら
言
論
活
動
を
通
じ
て
の
民
智
啓
発
へ
と
移
動
さ
せ
た
の

の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
一
九

O
五
年
に
は
、
梁
が
そ
の
政
治
的
主
張

を
そ
れ
ま
で
の
立
憲
論
か
ら
開
明
専
制
論
へ
と
転
換
さ
せ
始
め
、
彼

の
一
一
一
一
口
論
も
そ
れ
に
つ
れ
て
、
啓
蒙
的
な
も
の
か
ら
政
治
的
色
彩
の
濃
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い
も
の
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
梁
務
超
の

生
援
に
わ
た
る
活
動
全
般
に
啓
蒙
的
傾
向
は
あ
る
に
し
て
も
、
彼
の

啓
蒙
思
想
を
、
特
色
を
明
確
に
す
る
た
め
の
理
念
形
と
し
て
描
く
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
の
四
年
間
の
言
論
を
精
需
に
検
討
す
る
こ
と
が
最

も
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
ま
ず
、
こ
の
時
期
、
彼
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
戊
戊
政
変
に
よ
る
日
本
亡
命

後
、
梁
の
一
言
論
に
進
化
論
の
決
定
的
影
響
が
現
わ
れ
た
こ
と
は
、
小

野
川
秀
美
氏
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
梁
の
啓
蒙
主
義
の
成

立
時
期
も
そ
れ
に
ほ
ぼ
連
続
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
梁
の
啓
蒙
主
義

宏
、
進
化
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
世
界
観
、
歴
史
観
に
よ
っ
て
な
り

た
つ
も
の
と
解
す
る
の
が
一
般
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
進
化

論
の
生
存
競
争
、
自
然
淘
汰
、
優
勝
劣
敗
の
公
式
を
叫
ん
で
同
胞
の

自
覚
を
願
う
い
と
す
る
梁
の
進
化
論
の
噴
伝
を
、
そ
の
ま
ま
啓
蒙
主

義
の
民
智
啓
発
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
進
化
論
か
ら
の
影
響
関
係
だ
け
で
梁
の
穏
蒙
思
想
を
判
断

す
る
の
は
、
十
分
な
分
析
と
は
い
え
な
い
。
進
化
論
が
梁
の
思
想
に

街
接
な
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
彼
は
進
化
論
を
啓
蒙
の
根
幹

に
据
え
る
ほ
ど
高
く
評
価
し
た
の
か
、
こ
の
問
題
を
解
く
こ
と
も
彼

の
啓
蒙
忠
惣
の
本
質
を
捉
え
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
。

多
く
の
理
論
や
思
想
の
中
か
ら
進
化
論
を
選
択
し
た
要
因
と
し

て
、
ま
ず
二
つ
の
外
面
的
条
件
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
中
閣

が
参
入
し
た
ば
か
り
の
弱
肉
強
食
の
帝
国
主
義
的
国
際
秩
序
に
、
進

化
論
が
よ
く
合
致
す
る
理
論
で
あ
っ
た
こ
と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
梁

の
基
礎
的
教
養
で
あ
っ
た
公
羊
学
の
説
く
コ
二
世
進
化
説
」
と
は
、

歴
史
の
進
化
の
概
念
に
お
い
て
、
進
化
論
は
相
矛
扇
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
論
君
政
民
政
相
嬢
之
理
」
(
一
八
九
七
)

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
変
法
運
動
の
時
期
か
ら
、
梁
に
と
り
つ
進
化
ー
一

は
変
革
を
主
張
す
る
た
め
の
最
も
有
力
な
概
念
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
こ
の
こ
つ
の
条
件
は
、
受
容
す
る
側
の
状
況
に
進
化
論
が

適
合
し
て
い
た
証
明
に
は
な
っ
て
も
、
進
化
論
に
対
す
る
梁
の
内
部

か
ら
の
評
価
を
説
明
し
て
は
い
な
い
。
一
人
の
人
間
が
、
あ
る
理
論

を
自
己
の
思
想
の
根
幹
に
罷
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
積
極
的
な

意
味
づ
け
の
作
業
を
行
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
の
手

が
か
り
と
し
て
、
梁
が
進
化
論
の
思
想
史
的
意
義
を
論
じ
た
文
章
を

み
て
み
よ
う
。
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「ダ
i
ウ
ィ

γ
の
の
起
源
』
が
世
に
出
て
以
来
、
全
世
界
の

思
想
界
に
新
天
地
が
忽
蒋
と
開
か
れ
、
有
形
の
科
学
が
そ
の
た
め

に
一
変
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
学
、
政
治
学
、
経
済
学
、
社

会
学
、
宗
教
学
、
倫
理
・
道
徳
学
に
至
る
ま
で
、
そ
の
影
響
を
受

け
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
ス
ベ
ン
サ
ー
が
、
万
物
を
一

炉
に
溶
か
し
こ
む
よ
う
に
総
合
し
、
複
雑
で
入
り
組
ん
だ
現
象



一
貫
し
た
原
理
に
よ
っ
て
、
体
系
的
な
一
大
学
説
に
ま
と
め

あ
げ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
こ
こ
四
十
年
来
は
一
進
化
論
の
天

下
で
あ
る
。
唯
物
主
義
が
勃
興
し
、
唯
心
主
義
は
一
間
に
押
し
や

ら
れ
た
。
科
学
(
探
法
:
狭
義
の
科
学
を
指
す
。
中
国
で
い
う
格

致
で
あ
る
。
)
が
盛
ん
と
な
り
、
宗
教
は
ほ
と
ん
ど
余
命
す
ら
保

ち
え
な
い
。
進
化
論
は
、
突
に
、
数
千
年
来
の
間
学
を
根
底
か
ら

く
つ
が
え
し
た
も
の
で
あ
る
。

4 

ぜ、こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
進
化
論
の
出
現
を
、

た
ん
に
や
閣
に
と
っ
て
衝
撃
だ
っ
た
と
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界
全

体
の
レ
ベ
ル
で
の
学
術
史
、
あ
る
い
は
思
想
史
に
お
け
る
事
件
と
し

て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
こ
れ
は
、
進
化
論
の
受
容
が
、
西
洋

文
化
の
一
つ
を
中
閣
に
移
入
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
普
遍
的

な
最
新
の
学
術
の
成
巣
を
摂
取
す
る
こ
と
と
し
て
、
梁
の
意
識
の
上

で
は
操
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
進

化
論
に
対
す
る
認
識
を
商
学
受
容
の
歴
史
の
文
脈
の
中
に
お
い
て
み

る
な
ら
ば
、
中
体
問
用
論
や
鮒
会
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
西
洋
文
化

と
伝
統
錨
債
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
問
題
に
す
る
考
え
方
か
ら
、
梁
は
既

に
脱
け
出
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
彼
の
啓
蒙
思
想
で
は
、
中
!
西
のω，

 

対
立
よ
り
も
新
i

問
の
対
立
の
方
に
比
重
が
移
動
し
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
新
し
い
理
論
と
い
う
こ
と
だ
け
に
進
化
論
の
意
味
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
引
用
文
中
で
「
唯
物
主
義
巳
」
が
一

i

唯
心
主
義
」

に

、

が

に

対

置

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

へ
の
評
仰
が
梁
の
進
化
論
受
務
の
第
二
の
特
色
で
あ
る
。
進
化
論
は

広
大
無
辺
な
対
象
を
取
り
扱
う
静
物
学
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
「
科
学

的
」
新
理
論
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
一

j

お
よ
そ
人
類
が
認
識
し
う

る
現
象
の
中
で
、
進
化
の
大
理
に
よ
っ
て
貫
徹
で
き
な
い
も
の
は
な

い
」
よ
う
な
、
東
問
共
通
の
普
遍
性
を
も
っ
「
客
観
的
真
理
」
で
あ

る
と
梁
は
受
け
止
め
た
の
だ
っ
た
。

進
化
論
を
こ
の
よ
う
に
評
価
し
た
限
で
中
国
の
現
状
を
見
て
み
れ

ば
、
中
間
に
お
け
る
科
学
の
分
野
の
決
定
的
な
遅
れ
を
痛
感
せ
ざ
る

を
え
ず
、
梁
は
次
の
よ
う
に
慨
嘆
す
る
の
で
あ
る
。

「
わ
が
中
間
の
哲
学
、
政
治
学
、
経
済
学
、
社
会
学
、
心
理
学
、

倫
理
学
、
歴
史
学
、
文
学
な
ど
、
ど
れ
も
こ
こ
二
、
三
百
年
来
、
西

洋
に
大
き
く
、
遅
れ
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
ひ
と
き
わ
欠
落

し
て
い
た
の
が
自
然
科
学
で
あ
る
。
虚
理
を
軽
視
す
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
実
験
に
よ
っ
て
こ
そ
真
理
が
得
ら
れ
る
の
だ
。
わ
が
閣

の
学
術
が
停
滞
し
て
進
歩
し
な
い
の
は
、
全
く
こ
こ
に
起
罰
す
る

の
で
あ
る
己

そ
れ
で
は
科
学
の
関
で
大
き
く
立
ち
、
遅
れ
た
中
国
は
、
そ
れ
ら
の

学
術
の
成
果
を
全
面
的
に
西
洋
か
ら
輸
入
す
れ
ば
、
事
足
り
る
の
だ

ろ
う
か
。
た
し
か
に
梁
は
、
「
必
ず
し
も
自
ら
新
説
を
出
さ
な
く
と

も
、
真
剣
な
気
持
、
高
遜
な
精
神
、
流
麗
な
文
章
に
よ
っ
て
他
国
の
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文
明
や
新
思
想
を
祖
関
に
移
植
し
て
、
同
胞
の
た
め
に
貢
献
で
き

る
」
と
述
べ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
伝
統
的
教
育
を
人
一
倍

受
け
た
彼
が
、
そ
う
し
た
使
笠
主
義
的
な
外
国
依
存
の
態
度
で
満
足

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
c

「
新
民
説
」
で
、
彼
は
中
圏

内
部
か
ら
の
革
新
の
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
民
を
新
た
に
す
る
と
は
、
わ
が
民
が
出
物
を
す
べ
て
棄
て
、
他

人
に
従
う
こ
と
を
望
む
の
で
は
な
い
。
『
新
』
の
意
味
す
る
所
は

ご
つ
あ
る
。
第
一
に
溺
有
の
も
の
を
錬
磨
し
て
新
た
に
す
る
こ

と
、
第
二
に
従
来
無
か
っ
た
も
の
を
採
補
し
て
新
た
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
両
者
の
ど
ち
ら
が
欠
け
て
も
無
意
味
と
な
っ
て
し
ま

A
リ
ヲう。」

梁
の
啓
蒙
は
、
も
っ
ぱ
ら
既
成
の
西
洋
の
理
論
を
「
採
補
」
、
紹

介
す
る
方
法
の
枠
内
に
留
ま
ら
ず
、
中
国
自
身
が
伝
統
文
化
を
「
錬

磨
」
し
て
新
し
い
も
の
を
創
造
し
て
ゆ
く
こ
と
を
も
、
視
野
に
入
れ

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
進
化
論
は
、
こ
の
二
つ
の
啓
蒙
の
課

題
を
問
時
に
満
た
す
も
の
だ
っ
た
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
そ

れ
ま
で
の
中
間
に
存
在
し
な
か
っ
た
革
新
的
な
原
理
で
あ
る
と
と
も

に
、
中
間
が
自
己
革
新
を
遂
げ
る
の
に
必
要
な
精
神
を
示
す
理
論
な

の
で
あ
る
。
進
化
論
が
一
部
す
精
神
が
、
「
科
学
的
精
神
」
に
他
な
ら

な
い
の
は
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
科
学
に
よ
ら
な
い
理
論
は
、

た
と
え
そ
れ
が
新
し
い
も
の
で
っ
て
も
、
現
実
の
改
革
に
は
役
立
た

な
い
「
虚
理
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
中
国
に
科
学
を
定
着
、
発
展
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
新
し
い
学
問
を
創
造
す
る
「
科
学
的
精
神
」
を

進
化
論
に
見
出
だ
し
た
梁
啓
超
は
、
さ
ら
に
、
中
国
に
お
け
る
科
学

の
発
展
を
阻
害
し
て
き
た
精
神
風
土
や
思
考
様
式
に
対
す
る
革
新
ま

で
を
、
そ
の
啓
蒙
の
課
題
に
含
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

、
伝
統
か
ら
の
自
由

梁
啓
超
の
啓
蒙
を
実
際
の
言
論
活
動
に
即
し
て
み
て
る
な
ら
ば
、

彼
の
発
行
し
た
『
清
議
報
』
や
町
新
民
叢
報
』
の
中
で
は
、
西
洋
の

諸
思
想
の
紹
介
が
比
較
的
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
気
が

つ
く
。
ア
ワ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
り
、
ホ
ッ
プ
ス
、
デ
カ
ル
ト
、
ベ

ー
コ
ン
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ル
ソ

l
等
、
実
に
多
種

多
様
で
は
あ
る
が
、
体
系
的
な
紹
介
と
は
一
吉
い
難
い
c

だ
が
、
西
洋

と
の
思
想
的
接
触
が
ご
く
初
歩
的
段
階
に
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
、

ま
ず
単
純
に
、
多
く
の
西
洋
の
諸
思
想
に
関
す
る
知
識
を
提
供
す
る

こ
と
も
、
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
作
業
で
あ
っ
た
の
だ
。
背
後
に
あ

る
精
神
や
思
考
様
式
を
知
る
た
め
に
も
、
西
洋
か
ら
の
情
報
量
を
拡

大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
梁
の
啓
蒙
思
想
が
、
進
化
論
を
媒
介
と
し
て
、
「
科
学
的

精
神
」
に
よ
る
中
間
の
自
己
再
生
を
求
め
て
い
た
の
な
ら
ば
、
こ
れ
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ら
西
洋
思
想
の
紹
介
も
、
彼
の
一
時
蒙
理
念
と
の
関
連
で
考
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
啓
蒙
活
動
議
祝
の
態
度
を
表
明
し
た
一
九

O
O年
の

で
は
、
「
紹
介
」
の
を
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
お
よ
そ
新
し
い
同
氏
、
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
国

古
来
の
誤
っ
た
理
想
を
一
婚
し
、
考
え
方
を
変
え
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
目
的
を
達
す
る
に
は
、
つ
ね
に
他
社
会
の
事
物
や
理
論

を
輸
入
し
て
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う

ど
、
南
北
両
緩
の
寒
流
が
赤
道
の
暖
流
と
混
ざ
っ
て
新
海
流
と
な

り
、
万
年
雪
を
い
た
だ
く
高
山
の
冷
気
が
地
上
の
熱
気
に
触
れ
て

新
気
流
と
な
る
の
に
似
て
い
る
。
そ
れ
故
、
知
識
の
交
換
は
突
に

人
生
第
一
の
要
件
で
あ
り
、
報
館
の
天
織
は
世
界
各
国
の
新
思
想

を
選
ん
で
同
胞
に
供
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」

ら
わ
か
る
の
は
、
外
国
の
思
想
を
不
可
変
の
完
成
さ

れ
た
恕
論
と
し
て
受
け
容
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
中
国
間
有

の
思
想
と
の
「
調
和
」
や
「
交
換
」
の
対
象
と
し
て
み
な
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
外
国
思
想
に
新
し
い
意
義
や

偶
絡
を
認
め
た
か
ら
こ
そ
、
梁
は
精
力
的
な
「
紹
介
」
の
対
象
と
し

た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
新
し
い
思
想
が
在
来

の
も
の
に
ど
れ
だ
け
大
き
な
衝
撃
を
与
え
う
る
か
と
い
う
こ
と
に

d
d，
 

も
、
多
大
の
期
待
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
っ
わ
。

こ
の

こ
れ
を
伝
統
思
想
に
即
し
た
視
点
に
よ
っ
て
捉
え
直
す
な
ら
ば
、

梁
の
「
結
介
」
の
意
図
は
、
中
国
人
の
精
神
を
伝
統
の
経
粘
か
ら
解

放
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
一
一
部
悶
え
よ
う
。
彼
は
当
時
の
中
間
関
を
、
「
古

人
の
言
論
、
行
跡
に
つ
い
て
批
判
の
辞
を
口
に
し
な
い
の
み
な
ら

4
3
7
 

ず
、
懐
疑
の
念
す
ら
持
と
う
と
も
し
な
刊
」
精
神
状
況
と
み
て
い
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
超
歴
史
的
、
絶
対
的
な
権
威
を
も
っ
経
蓄

に
よ
っ
て
現
実
社
会
を
解
釈
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
経
学
的
思
考
法
な

ど
が
、
こ
こ
で
の
批
判
の
実
体
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
西
洋
で
も
、
中
世
か
ら
受
け
継
が
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
世

界
観
・
価
値
観
が
人
々
を
束
縛
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
た
が
、

「
欧
州
の
今
日
あ
る
の
は
、
す
べ
て
教
皇
の
く
び
き
を
脱
し
た
こ
と

に
よ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
精
神
が
そ
う
し
た
束
縛
か
ら
既
に
解

放
さ
れ
た
と
梁
は
み
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
が
、
先
験

的
価
値
か
ら
自
由
に
な
り
二
個
の
独
立
し
た
人
間
と
し
て
思
索
し
、

発
見
す
る
精
神
で
あ
っ
た
。
梁
は
そ
の
よ
う
な
精
神
を
、
「
わ
れ
に

耳
同
は
あ
り
、
わ
が
物
は
わ
れ
究
む
。
わ
れ
に
心
思
あ
り
。
わ
が
理
は

わ
れ
窮
む
」
と
い
う
一
言
葉
で
、
高
ら
か
に
一
議
い
あ
げ
た
の
だ
っ
た
。

「
文
明
が
進
歩
す
る
要
因
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
思
想
の
自
由

A
q，
 

が
、
そ
の
総
閣
で
あ
る
」
と
述
べ
る
「
保
教
非
所
以
尊
孔
論
」
(
一
九

O
二
)
は
殊
に
精
神
の
自
由
を
強
調
し
た
論
文
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ

の
論
文
が
、
思
想
の
自
由
な
る
営
為
を
束
縛
す
る
と
し
て
、
康
有
為
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の
主
張
す
る
孔
子
教
の
問
教
化
に
反
対
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
た
め

で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

「
か
の
宗
教
な
る
者
は
、
社
会
進
化
第
二
期
の
文
明
と
は
相
容
れ

る
こ
と
は
な
い
。
科
学
の
力
が
日
々
盛
ん
に
な
れ
ば
述
信
の
力
は

衰
退
し
、
自
由
の
境
界
が
日
々
拡
大
す
れ
ば
神
権
の
境
界
は
縮
小

め一

す
る
の
で
あ
る
己

彼
は
こ
こ
で
、
思
想
の
発
展
の
障
害
と
な
る
宗
教
や
迷
信
に
対
抗

す
る
も
の
と
し
て
、
「
自
由
い
と
と
も
に
「
科
学
」
を
挙
げ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
科
学
的
知
見
は
人
々
を
歴
史
的
偏
見
か
ら
解
放
す
る
も

の
で
あ
る
し
、
逆
に
、
自
由
な
精
神
が
存
在
し
な
け
れ
ば
科
学
の
探

究
も
成
果
を
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
も
の
ご
と
を
創
造
す
る
「
科
学
的
精
神
」
と
、
伝
統
の
束
縛

か
ら
脱
け
出
た
「
自
由
で
独
立
し
た
精
神
」
と
は
、
梁
一
啓
抑
胞
の
啓
蒙

の
理
念
と
し
て
表
裏
…
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
け
加
え
て
言
う
な
ら
ば
、
梁
は
伝
統
に
よ
る
束
縛
に
つ
い
て
厳

し
く
批
判
す
る
が
、
そ
れ
は
伝
統
文
化
の
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
「
清
の
学
者
は
突
事
求
是
を
学
問
の
自
的
と
れ
し
、
科

学
的
精
神
に
寓
ん
で
お
り
、
ま
た
分
業
の
組
織
も
援
用
し
た
己
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
む
し
ろ
、
中
間
の
伝
統
の
中
に
啓
蒙
の

理
念
1
i
J
と
く
に
「
科
学
」
を
み
つ
け
よ
う
と
も
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
思
想
の
自
由
を
束
縛
す
る
の
は
伝
統
だ
け
で
は
な
く
、
西
洋
文

化
で
あ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
自
由
・
独
立
の
精
神
を
啓
蒙
の
理
念

と
す
る
梁
啓
超
が
、
「
第
一
に
中
関
市
学
の
奴
隷
と
な
る
こ
と
な
く
、

第
二
に
西
人
新
学
の
奴
隷
に
も
な
る
こ
と
な
い
」
立
場
を
自
ら
保
つ

に
は
、
新
し
い
視
点
か
ら
の
中
国
文
化
に
対
す
る
再
評
価
の
作
業
が

ぜ
ひ
と
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
後
年
、
梁
は
、
「
町
中
国
で
も
な

く
、
西
洋
で
も
な
い
。
中
国
で
も
あ
り
、
西
洋
で
も
あ
る
』
新
学
派

帥

を
形
成
し
よ
う
と
し
た
」
と
回
顧
し
て
い
る
。
彼
の
啓
蒙
主
義
が
全
一

面
西
洋
化
を
意
図
し
な
か
っ
た
こ
と
は
前
節
で
も
触
れ
た
が
、
他
方
、

中
国
と
西
洋
と
の
二
分
法
を
完
全
に
超
越
し
た
訳
で
も
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
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問
、
啓
蒙
理
念
と
公
理

梁
啓
超
は
、
一
方
で
「
科
学
」
や
「
自
由
・
独
立
」
の
理
念
に
よ

る
精
神
的
啓
蒙
を
指
向
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
で
満
足
す
る
こ
と
な

く
、
よ
り
具
体
的
な
改
革
の
方
向
を
も
提
示
し
よ
う
と
し
た
。
一
九

0
0年
に
発
表
さ
れ
た
ウ
自
白
書
』
の
一
節
で
、
彼
は
西
洋
の
学
者

の
説
か
ら
の
紹
介
と
し
て
、
人
類
の
文
明
の
発
展
を
「
野
蛮
」
「
半

開
」
「
文
明
」
の
一
一
一
段
階
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
半
開
」
の

段
階
と
「
文
明
」
の
段
階
と
の
違
い
は
、
前
者
は
「
事
物
の
理
を
談

ず
る
場
合
で
も
、
疑
問
を
投
げ
か
け
て
真
実
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
c

模
倣
す
る
技
巧
に
は
長
じ
て
い
る
が
、
創
造
の
能
力
に
は
乏
し
い
い



状
態
で
あ
り
、
反
問
、
後
者
の
方
に
は
「
世
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
事

物
を
法
則
と
し
て
抱
擁
し
て
、
み
ず
か
ら
そ
の
法
則
に
従
っ
て
創
造

わ
V
V

す
る
」
姿
勢
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

両
者
の
設
は
「
模
倣
」
と
「
創
造
」
と
の
間
に
あ
る
が
、
そ
れ
は

同
時
に
、
現
象
を
抱
擁
す
る
「
法
則
」
の
有
無
の
違
い
で
も
あ
っ
た

と
指
摘
で
き
る
。
一
二
世
進
化
説
を
根
拠
と
す
る
変
法
運
動
に
参
加
し

て
以
来
、
つ
ね
に
改
革
の
先
端
に
立
っ
て
き
た
梁
に
と
っ
て
、
社
会

を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
る
担
論
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

有
効
性
も
自
然
に
理
解
し
え
た
の
で
あ
る
。
改
革
の
た
め
の
根
本
理

論
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

「
理
論
に
は
話
相
論
の
理
論
b

と
沼
一
火
事
の
理
論
』
の
二
種
が
あ

る
。
吋
理
論
の
理
論
b

は
『
突
事
の
理
論
』
の
母
で
も
あ
る
。
(
中

略
)
氏
智
が
や
や
進
歩
す
る
と
、
個
々
の
事
物
や
学
部
か
ら
共
通

の
原
理
、
原
則
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
。
共
通
の
原
理
、
原
則
が

得
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
社
会
の
諸
現
象
に
適
応
し
て
、
社
会
の
欠
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点
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
に

「
理
論
の
理
論
」
は
共
通
法
制
剤
、
あ
る
い
は
根
本
原

理
と
し
て
、
事
の
理
論
」
は
個
別
法
則
、
ま
た
は
具
体
的
理
論

と
解
釈
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

社
会
の
変
革
の
た
め
に
は
、
教
育
、
政
治
経
済
な
ど
倍
々
の
分
野

で
の
体
制
改
革
の
方
案
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら

Y

)

V

」

の
方
案
が
正
し
い
方
向
を
自
指
し
、
か
つ
効
果
的
で
あ
る
た
め
に
は
、

歴
史
や
社
会
の
発
展
を
統
一
的
な
理
論
に
よ
っ
て
把
握
す
る
の
が
先

決
で
あ
る
と
梁
は
こ
こ
で
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。
個
別
の
対
症
的
改

良
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
社
会
を
ト
ー
タ
ル
に
変
革
し
よ
う
と
し
た

梁
の
こ
う
し
た
姿
勢
そ
の
も
の
は
高
く
評
価
し
た
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
反
部
、
こ
の
よ
う
な
改
革
に
お
け
る
統
一
的
理
論
の
希
求
が
、

自
由
で
独
立
し
た
科
学
的
精
神
と
い
う
梁
の
啓
蒙
理
念
と
、
深
刻
な

自
己
撞
殺
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

梁
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
改
革
潔
論
の
現
状
は
、
「
今
日
に

特

至
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
話
け
一
論
の
理
論
』
が
や
っ
と
萌
芽
し
だ
し
た
」

に
す
ぎ
な
い
。
中
国
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
理
論
が
未
だ
十
分
醸
成

さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
も
は
や
一
日
の
停
滞
も
許
さ
れ
な
い
程

さ
し
迫
っ
た
中
国
の
改
革
は
、
何
に
よ
っ
て
根
拠
が
与
え
ら
れ
、
方

向
づ
け
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
結
論
は
結
局
、
「
科
学
的
精
神
」

の
成
果
の
象
徴
で
あ
る
進
化
論
を
、
改
革
の
た
め
の
根
本
原
理
と
し

て
も
認
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
根
本
原
理
と
し
て
の
進
化
論
を

「
公
理
」
と
い
う
一
言
葉
で
次
の
よ
う
に
表
現
し
た
。

「
地
球
上
の
人
類
か
ら
す
べ
て
の
事
物
に
至
る
ま
で
、
み
な
進
化

仏与

の
公
理
に
従
う
よ

M
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「
生
存
競
争
は
天
下
・
万
物
の
公
理
で
あ
る
。
」

「
公
理
」
は
清
末
の
洋
務
論
か
ら
五
回
運
動
に
至
る
ま
で
の
多
く
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の
改
革
論
の
中
で
、
変
革
の
必
然
性
を
説
き
、
あ
る
い
は
新
し
い
原

斑
を
示
す
際
に
多
用
さ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
言
葉

が
、
「
八
ム
レ
や
「
理
」
の
一
践
の
も
つ
援
史
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
「
誰
も

が
無
条
件
で
尊
援
し
従
う
べ
き
普
遍
的
原
理
一
」
と
も
一
一
一
一
向
う
べ
き
、
強

制
仰

い
規
範
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
か
ら
で
あ
っ
た
。
章
柄
麟
が
、
「
天

理
」
以
上
に
人
々

-
h

乞
束
縛
す
る
も
の
と
し
て
、
「
公
理
」
を
厳
し
く

批
判
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
公
理
」
が
も
っ
絶
対
性
、
規
範
性

M
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は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
先
験
的
価
値
と
し
て
の
「
公
理
」
と
、
「
思

想
の
自
由
」
を
重
ん
じ
る
梁
の
啓
蒙
思
想
と
は
、
根
底
か
ら
相
反
す

る
性
格
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
「
公

理
い
を
用
い
る
意
識
を
批
判
す
る
こ
と
は
な
く
、
逆
に
み
ず
か
ら
、

こ
の
言
葉
を
進
化
論
に
冠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
革
の
根
本
原
理
と

認
定
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
に
、
梁
の
啓
蒙
思
想
の
脆
弱
性
と
破
綻

と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
進
化
論
を
「
公
理
」
と
み
た
て
た
こ
と

は
、
「
自
由
で
独
立
し
た
科
学
的
精
神
」
を
標
携
し
た
彼
の
啓
蒙
の

理
念
の
役
割
を
、
無
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

梁
の
啓
蒙
の
こ
う
し
た
脆
弱
性
の
背
景
に
は
、
中
間
社
会
の
発
展

段
階
か
ら
由
来
す
る
状
況
的
限
界
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
彼
は
科

学
的
思
考
の
必
要
性
と
有
効
性
を
熱
心
に
説
き
な
が
ら
も
、
み
ず
か

ら
直
接
に
、
何
ら
か
の
科
学
的
学
問
に
従
事
し
、
そ
こ
か
ら
深
い
務
神

的
影
響
を
受
け
る
よ
う
な
経
験
は
も
た
な
か
っ
た
。
彼
が
西
洋
の
学

術
の
中
か
ら
「
科
学
的
精
神
」
の
意
義
を
発
見
し
た
こ
と
は
、
た
し

か
に
、
す
ぐ
れ
た
思
索
の
結
果
と
し
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
。
だ
が
、

彼
の
啓
蒙
理
念
が
そ
う
し
た
観
念
的
思
索
か
ら
生
ま
れ
た
た
め
に
、

そ
こ
に
み
ず
か
ら
も
理
念
に
徹
し
え
な
い
「
弱
さ
」
が
指
摘
さ
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
教
育
制
度
や
大
規
模
産
業
が
ま

だ
未
発
達
だ
っ
た
当
時
の
中
国
で
は
、
近
代
科
学
の
一
端
に
実
際
に

接
触
す
る
機
会
を
も
っ
た
の
は
ご
く
少
数
の
人
々
を
除
い
て
い
な
か

っ
た
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
観
念
の
上
で
進
化
論
を
公
理

と
み
な
す
基
盤
は
、
梁
啓
超
ば
か
り
で
な
く
、
思
想
を
受
け
と
め
る

多
数
の
人
々
の
頭
の
中
に
も
強
固
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
ま
た
、
進
化
論
が
安
易
に
公
理
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の

は
、
梁
の
偶
人
的
心
情
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。
梁
に
と
っ
て
中
国
の

改
革
は
つ
ね
に
焦
震
の
課
題
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
た
め

に
、
彼
の
改
革
論
に
は
成
果
の
速
効
性
を
期
待
す
る
性
急
さ
を
伴
っ

て
い
た
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
政
治
改
革
の
論
議
に
お
い
て
、
一

紳

持
は
革
命
論
に
か
な
り
接
近
す
る
の
も
、
あ
る
い
は
、
立
憲
制
の
青
山

義
を
認
め
な
が
ら
実
現
へ
の
悲
観
的
展
望
か
ら
開
明
専
制
論
へ
と
転

持

換
し
た
の
も
、
こ
の
性
急
さ
が
一
四
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
、
不
特
定

多
数
の
人
々
を
対
象
と
し
、
き
わ
め
て
緩
慢
な
速
度
で
し
か
進
展
し

え
な
い
精
神
啓
蒙
を
通
じ
て
の
改
革
は
、
政
治
に
よ
る
体
制
改
ι

革
と
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比
べ
て
、
梁
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
迂
遠
な
方
法
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
ぜ
て
日
に
み
え
る
形
で
改
革
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た

O

が
、
進
化
論
を
公
理
と
し
て
院
伝
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
啓
蒙
思
想
家
梁
務
超
は
、
思
想
家
と
し
て
の
耐
と
改
革

者
と
し
て
の
部
の
二
部
を
併
せ
も
ち
、
前
者
は
西
洋
文
明
の
背
後
に

あ
る
精
神
へ
の
注
川
口
を
も
た
ら
し
、
後
者
は
改
革
の
た
め
の
実
体
の

あ
る
「
法
別
い
へ
の
希
求
を
も
た
ら
し
た
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
砲
が
有
機
的
に
結
び
つ
く
こ
と
な
く
、
か
え

っ
て
五
い
に
矛
盾
す
る
存
在
と
な
っ
た
所
に
、
梁
の
啓
蒙
思
想
の
不

徹
底
さ
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

五
、
ま
と
め

最
後
に
梁
の
啓
蒙
思
想
と
五
四
啓
蒙
と
の
関
連
に
、
西
学
受
容
の

問
題
か
ら
触
れ
て
お
く
。

「
自
由
、
独
立
の
科
学
的
精
神
」
と
い
う
梁
の
啓
蒙
理
念
は
、
人

々
の
思
考
を
伝
統
の
束
縛
か
ら
解
き
放
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
中
国

と
西
洋
と
を
対
立
さ
せ
て
考
え
る
傾
向
か
ら
も
自
由
に
し
た
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
清
末
の
思
想
的
懸
案
で
あ
っ
た
西
洋
文
化
の
中
国
へ
の

導
入
は
、
「
中
国
い
と
「
西
洋
い
と
い
う
ニ
つ
の
和
容
れ
あ
う
こ
と

の
な
い
観
念
的
な
錨
値
の
次
元
か
ら
、
「
科
学
的
真
理
」
と
い
う
概

念
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
価
値
中
立
的
な
学
問
の
次
元
へ

と
ひ
と
ま
ず
ひ
き
お
ろ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
梁
の
啓
蒙
の
も
つ
矛
活
や
破
綻
の

た
め
、
科
学
的
判
断
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
つ
つ
も
、
結
局
、
新
し

く
生
ま
れ
た
も
の
は
常
に
価
値
あ
る
も
の
、
古
い
も
の
は
無
意
味
な

も
の
と
、
単
純
化
さ
れ
て
受
け
取
め
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
五
四
啓

蒙
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
新

i
m
の
対
立
軸
は
、
社
会
を
認
識
す

る
際
の
重
要
な
枠
組
と
な
る
が
、
た
と
え
ば
進
化
論
を
そ
う
し
た
枠
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組
で
解
釈
し
た
の
が
、
陳
独
秀
の
有
名
な
「
敬
告
青
年
」
の
冒
頭
の

次
の
一
節
で
あ
る
。

「
一
新
出
は
代
謝
し
、
陳
腐
老
朽
な
も
の
は
時
々
刻
々
由
然
淘
汰
の

途
上
に
あ
っ
て
、
新
鮮
活
発
な
も
の
に
空
間
的
地
位
と
時
間
的
生

命
を
譲
る
の
で
あ
る
。
人
体
が
こ
の
新
陳
代
謝
の
道
に
従
え
ば
健

康
で
あ
り
、
陳
腐
老
朽
の
細
胞
が
充
満
す
れ
ば
人
は
死
ぬ
。
社
会

が
新
陳
代
謝
の
道
に
従
え
ば
隆
盛
に
な
り
、
陳
腐
老
朽
の
分
子
が

充
満
す
れ
ば
社
会
は
滅
び
る
。
」

こ
の
よ
う
に
、
西
洋
文
化
の
受
容
に
伴
い
必
然
的
に
生
ま
れ
た

「中
i

西
」
の
対
立
は
、
五
回
啓
蒙
期
に
は
「
新
!
出
」
の
対
立
へ

と
明
快
に
転
化
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
両
者
の
橋
渡
し
の
役

割
を
果
た
し
た
の
が
、
梁
啓
起
の
「
科
学
的
精
神
」
の
理
念
に
よ
る

不
徹
底
な
啓
蒙
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

( 95 ) 
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ω
梁
一
啓
趨
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
数
あ
る
が
、
以
下
に
本
稿
の
内
容
に
と

く
に
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
る
論
文
だ
け
を
挙
げ
て
お
く
。
小
野
川
秀
一
美

「
清
末
の
思
想
と
進
化
論
」
(
『
清
末
政
治
思
想
研
究
』
み
す
ず
輩
出
一
局
、
一

九
六
九
〉
、
佐
藤
慎
一
「
円
滑
末
啓
蒙
思
想
』
の
成
立

i
世
界
像
の
変
容
を

中
心
と
し
て
」
(
同
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九
二
巻
、
第
五
・
六
号
、
一
九
七

九
〉
、
李
沢
一
浮
「
梁
一
躍
起
玉
閣
総
筒
…
論
」

Q
中
間
近
代
思
想
史
論
』
人
民

出
版
社
、
一
九
七
九
〉

ω
小
野
川
、
前
掲
議
、
二
六

O
頁。

仙

w

間
前
、
一
一
六
ニ
1

二
六
時
及
。
梁
の
対
外
認
識
と
進
化
論
の
関
係
を
論

じ
て
い
る
例
は
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
坂
出
祥
伸
「
梁
啓
超
の
政
治

忠
恕
i
日
本
亡
命
か
ら
革
命
派
と
の
論
戦
ま
で
」
(
『
中
間
近
代
の
思
想
と

科
学
』
向
別
合
出
版
、
一
九
八
一
一
一
)
二
八
人

i
ニ
九

O
真。

川
w
梁
啓
超
「
清
議
報
一
一
白
川
山
祝
辞
並
論
報
館
之
責
任
及
本
館
之
経
歴
」

三

九

0
…
〉
町
欽
涼
窓
一
文
集
b

巻
六
、
五
回
頁
。
(
上
海
中
華
書
局
敗
。

以
下
、
梁
啓
越
の
著
作
に
つ
い
て
は
著
者
名
を
省
略
し
、
『
欽
依
室
文
集
』

叫
飲
水
蜜
専
集
b

は
そ
れ
ぞ
れ
『
文
集
』
円
専
集
』
と
簡
称
す
る
。
)

川W

「
進
化
論
革
命
者
説
徳
之
学
説
」
(
一
九

O
ニ
〉
吋
文
集
』
巻
一
二
、
七

九
真
。

ω
際
史
の
進
化
を
肯
定
す
る
「
一
一
一
世
進
化
説
」
を
背
景
に
、
「
変
ず
る
こ

と
は
古
今
の
公
理
で
あ
る
よ
〈
変
法
通
義
・
自
序
」
一
八
九
六
、
円
文
集
』

巻
一
、
一
瓦
〉
と
変
法
論
の
冒
頭
で
断
一
一
閃
し
た
よ
う
に
、
梁
啓
超
に
は
、

後
か
ら
来
る
も
の
、
新
し
い
も
の
に
側
値
を
お
く
心
的
傾
向
が
一
貫
し
て

あ
っ
た
。
ダ
i
ウ
ィ
ン
か
ら
ス
ベ
ン
サ
i
へ
、
ル
ソ
ー
か
ら
ブ
ル
ン
チ
ュ

リ
へ
と
、
彼
の
着
目
す
る
思
想
が
変
化
し
て
ゆ
き
、
一
方
で
は
、
社
会
主

義
に
説
目
す
る
の
も
、
客
観
状
況
の
変
化
に
原
因
が
あ
る
ば
か
り
で
な

く
彼
の
そ
の
よ
う
な
心
的
傾
向
と
も
関
連
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

州
W

「
論
学
術
之
勢
力
左
右
世
界
」
(
一
九

O
二
)
『
文
集
』
巻
六
、
一
一
回

頁。

紛
「
格
致
学
沿
革
考
略
」
(
一
九
O
ニ
)
『
文
集
』
巻
二
、
一
一
一
一
氏
。

紛
「
論
学
術
之
勢
力
左
右
世
界
」
、
『
文
集
』
巻
六
、
二
五
頁
。

紛
「
新
民
説
・
釈
新
民
之
義
」
(
一
九

O
ニ
〉
『
専
集
』
巻
回
、
五
頁
。

ω
「
清
議
報
一
百
冊
祝
辞
並
論
報
館
之
責
任
及
本
館
之
経
麗
」
、
『
文
集
』

巻
六
、
五

O
i五
一
一
長
。

鈎
梁
は
「
も
し
外
国
学
術
の
輸
入
が
盛
ん
に
な
れ
ば
、
間
接
的
影
響
と
し

て
菌
学
に
も
必
ず
活
気
が
で
て
く
る
と
、
私
は
断
品
一
一
閃
す
る
に
と
述
べ
て

い
る
。
「
論
中
留
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
(
一
九
O
四
〉
『
文
集
』
巻
七
、

一O
m間頁、

側
「
新
民
説
・
論
自
由
」
ハ
一
九

O
二
〉
『
専
集
』
巻
問
、
四
七
頁
。

州
制
「
光
緒
二
十
八
年
四
月
、
与
夫
子
大
人
官
官
」
(
一
九

O
二
〉
『
梁
啓
超
年

譜
長
一
編
』
ハ
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
一
一
〉
二
七
七
頁
。

紛
「
新
民
説
・
論
自
由
」
円
専
集
』
巻
四
、
間
入
京
。

M
W

「
保
教
非
所
以
尊
孔
論
」
『
文
集
』
九
、
五
五
真
。

側
同
前
、
五
一
一
一
頁
。

ωw

「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
『
文
集
』
巻
七
、
八
七
一
良
。

制
「
近
世
文
明
初
枝
ニ
大
家
之
学
説
」
(
一
九

O
二
〉
『
文
集
』
巻
二
一
一
、

一
ニ
真
。

制
「
清
代
学
術
概
論
」
〈
一
九
一
一
一
)
円
専
集
b

巻
一
一
回
、
七
一
頁
。

ω
「
自
白
書
、
文
野
一
一
一
界
之
別
」
〈
一
九

O
O
)
盟
専
集
』
巻
二
、
八

i
九

( 96 ) 



f
l

大。
下
J

M
W

「
新
民
議
」
(
一
九

O
二〉

例

w
m
m
前。

州
制
「
諭
学
術
之
勢
力
友
右
世
界
」
町
文
集
』
巻
六
、

特
「
自
由
書
、
豪
傑
之
公
脳
」
、
町
一
専
集
』
巻
二
、

M
W

「
公
理
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
武
仲
弘
明
「
清
末
民
間
初
に
お
け
る
公

理
意
識
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

Q
歴
史
学
研
究
』
四
一
五
、
一
九
七
四
〉

を
参
照
せ
よ
。

M
W

章
腕
麟
「
問
惑
論
」
(
『
民
報
b

一
一
二
号
、
一
九

O
八
)

紡
小
野
川
、
前
掲
書
、
一
一
六
回
一
良
。
あ
る
い
は
野
村
浩
一
「
民
族
革
命
思

想
の
形
成

i
吋
革
命
派
』
と
円
改
良
派
』
の
思
想

i
」
(
『
近
代
中
国
の
政

治
と
思
想
』
筑
摩
議
一
服
、
一
九
六
回
〉
一
七
五
一
氏
。

州
W

「
間
関
専
制
論
」
ハ
一
九

O
ム
ハ
)
吋
文
集
』
巻
一
七
、
一
ニ
八
!
一
一
一
九
頁
。

M
W

在
叔
潜
「
新
問
問
題
」
〈
一
九
一
五
、
町
青
年
雑
誌
』
第
一
巻
、
第
一
号
)

で
は
、
「
出
」
と
り
対
比
に
よ
り
「
新
」
を
強
調
す
る
の
が
当
時
の
社
会

風
潮
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。

斜
線
独
秀
「
敬
告
青
年
」
、
間
前
。 円

文
集
』
巻
七
、

一
O
五
頁
。

一
一
回
京
。
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