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東
洋
史
上
に
於
け
る
孔
子
の
位
置

内

　

容

　
　

緒
論
－
上
、
儒
欧
以
前
丿
二
、
學
の
起
源
―
－

　
　
　
　
　

三
、
孔
子
の
學
－
四
、
紺
典
の
成
立
１
－
結
語

宮

　
　

崎

　
　

市

　
　

定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

緒

　
　
　
　

論

　
　
　
　

古
く
支
那
の
學
者
は
、
儒
駄
思
想
は
歴
史
の
よ
く
分
ら
な
い
太
古
か
ら
存
在
し
た
、
即
ち
黄
帝
、
尭
舜
・
萬
湯
と
い
ふ
や
う
な
天

　
　
　

子
か
ら
代
々
傅
は
っ
て
周
に
至
っ
て
文
武
・
周
公
が
出
で
、
孔
子
が
夫
れ
を
受
け
権
い
だ
や
う
に
考
へ
て
来
た
。
尤
も
そ
の
間
に
は

　
　
　

散
百
年
宛
の
隔
り
が
あ
る
の
で
、
全
然
同
一
の
競
態
で
甲
か
ら
乙
へ
引
楡
が
れ
る
こ
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
の
で
、
之
を
説
明
す
る
に
Ｉ

　
　
　

種
の
循
環
思
想
、
或
は
輪
廻
思
想
と
も
云
ふ
可
き
も
の
を
用
ゐ
た
。
乃
ち
夏
殷
周
三
代
で
そ
の
制
を
異
に
す
る
と
い
ふ
考
へ
や
、
後

　
　
　

に
は
三
代
で
は
足
り
な
く
な
っ
た
の
で
各
王
朝
が
夫
々
五
行
の
一
徳
を
受
け
て
、
春
夏
秋
冬
四
季
の
如
く
循
環
し
て
行
く
と
い
ふ
考

々

　
　

へ
で
あ
る
。
但
し
そ
れ
は
飽
迄
も
外
面
的
の
も
心
で
木
質
に
於
て
は
何
の
便
化
も
た
く
、
滴
々
相
受
け
て
聖
人
が
表
れ
て
出
た
と
考
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甜

　
　

へ
る
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
近
代
歴
史
學
の
進
歩
は
、
斯
る
考
を
維
持
す
る
こ
と
を
不
可
能
と
し
た
。
歴
史
は
絶
え
ず
鍵
化
す
る
。

　
　
　

簡
輦
だ
も
の
か
ら
次
第
に
複
雑
な
も
の
に
進
化
し
て
行
く
。
進
化
の
間
に
は
そ
こ
に
不
可
避
的
に
本
質
的
な
鍵
化
も
資
さ
れ
る
。
何

　
　
　

千
年
も
の
間
、
同
一
な
道
徳
思
想
が
其
俊
傅
は
つ
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
。
儒
教
の
如
き
も
矢
張
元
来
は
之
と

　
　
　

異
つ
た
別
の
も
の
か
ら
狸
生
し
、
そ
れ
が
時
代
と
共
に
登
展
し
た
と
い
ふ
、
進
化
論
的
の
見
方
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
儒

　

教

　

以

　

前

　

然
ら
ば
儒
教
は
何
か
ら
醍
生
し
た
か
。
曰
く
、
一
種
の
信
仰
、
但
し
そ
れ
は
儒
教
の
信
仰
と
は
甚
だ
異
り
た
る
信
仰
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
ど
こ
の
國
民
に
於
て
も
文
明
の
開
け
な
い
原
始
人
の
間
に
は
、
夫
々
一
種
の
信
仰
が
あ
っ
た
。
そ
の
形
相
は
亘
々
で
あ
る

が
、
併
し
又
そ
こ
に
自
ら
な
る
共
通
性
を
有
し
、
さ
う
飛
び
離
れ
て
逡
っ
だ
も
の
は
な
い
。
信
仰
の
對
象
に
就
て
云
へ
ば
、
山
に
は

山
科
あ
り
、
家
に
は
家
の
祁
あ
り
、
土
地
に
は
土
地
４
　
あ
り
、
憲
に
は
火
の
紳
あ
り
、
井
戸
に
は
井
戸
の
科
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
何

れ
も
人
間
に
作
用
し
、
そ
の
崇
り
に
よ
っ
て
人
間
の
吉
凶
禰
厖
を
右
左
す
る
機
能
を
有
す
る
勘
は
共
通
で
あ
る
。
現
今
も
斯
る
信
仰

が
北
部
亜
細
亜
の
未
開
民
族
の
間
に
行
は
れ
、
シ
ヤ
ご
Ｉ
ズ
ム
と
呼
ば
る
ｘ
が
、
そ
の
痕
跡
は
更
に
廣
く
、
殆
ど
到
る
所
に
登
見
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

る
れ
ば
、
支
那
の
古
代
に
於
て
も
一
般
に
斯
る
信
仰
の
行
は
れ
た
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

河
伯
な
ど
は
最
も
古
い
起
原
を
有
す
る
科
ら
し
い
が
、
相
富
文
化
の
進
歩
せ
る
時
代
に
猶
人
身
御
供
を
要
求
し
た
恐
る
可
き
９
　
で

　

⑧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

あ
り
、
下
っ
て
は
魅
魅
魁
魅
な
ど
い
ふ
悪
戯
な
小
鬼
も
あ
り
、
史
記
封
譚
書
に
も
数
々
の
科
の
名
が
畢
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
斯
る
科
は

何
れ
も
人
間
に
有
効
な
作
用
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
祁
の
意
志
は
、
あ
る
特
定
な
人
を
通
じ
て
の
み
、
一
般
人
に
達
や
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

れ
る
。
こ
の
釣
人
の
媒
介
を
な
す
の
が
巫
で
あ
り
、
巫
な
る
文
字
は
、
彼
が
袖
を
翻
し
て
舞
踊
す
る
象
形
だ
と
い
ふ
こ
と
で
、
即
ち

-
２



　
　
　

巫
が
狂
乱
舞
踊
し
た
る
揚
句
、
失
御
状
態
と
な
叱
と
り
と
め
た
い
榛
語
を
吐
く
時
に
、
之
を
祁
の
意
志
の
顕
現
と
し
、
解
憚
遵
奉

　
　
　

し
た
も
の
で
あ
る
。
営
時
に
於
て
は
斯
る
巫
こ
そ
が
唯
一
の
智
的
職
業
で
あ
り
、
之
が
後
に
學
間
の
硬
生
す
る
起
原
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

巫
が
祁
託
を
傅
へ
る
方
法
は
餓
り
に
原
始
的
す
ぎ
る
。
夢
現
の
奴
態
に
あ
っ
て
何
を
云
ひ
出
す
か
分
ら
な
い
。
御
意
を
伺
ふ
に
、

　
　
　

も
っ
と
信
用
さ
れ
得
る
、
何
か
根
抹
の
あ
る
方
法
を
と
い
ふ
要
求
が
起
る
。
此
に
意
や
る
篤
に
、
新
し
い
方
法
と
し
て
ト
と
笈
と
が

　
　
　

用
ゐ
ら
れ
る
。
ト
は
亀
甲
或
は
獣
骨
を
火
で
灼
い
て
、
そ
の
喩
裂
に
９
　
意
が
表
‐
は
れ
る
と
す
る
も
の
、
笙
は
多
数
の
什
箸
の
中
よ
り

　
　
　

任
意
手
に
掴
み
た
る
数
を
数
へ
て
、
そ
の
奇
数
な
り
や
偶
数
な
り
や
に
よ
っ
て
祁
意
の
賛
否
を
知
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
恐
ら

　
　
　

く
之
も
最
初
は
巫
の
仕
事
で
あ
っ
た
の
で
、
笈
字
は
巫
に
従
っ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　

卜
笠
の
方
法
は
共
後
次
第
に
複
雑
に
な
っ
て
行
く
が
そ
れ
と
共
に
、
同
一
職
業
の
分
化
が
行
は
れ
、
や
が
て
叙
・
史
と
い
ふ
も
の

　
　
　

を
生
じ
た
。
巫
祝
と
い
ふ
連
文
が
あ
り
、
又
叙
史
と
続
け
ら
れ
る
の
で
、
此
等
は
皆
同
一
の
職
業
に
携
は
る
に
相
違
な
き
が
、
共
間

　
　
　

に
自
ら
高
下
が
あ
り
、
巫
最
も
賤
し
く
、
祝
之
に
優
り
、
史
が
最
も
尊
い
。
恐
ら
く
何
時
迄
も
８
　
懸
り
専
門
な
る
が
巫
、
梢
進
歩
せ

　
　
　

る
ト
を
行
ふ
が
駝
、
而
し
て
最
も
複
雑
な
る
笙
を
行
ふ
が
史
で
あ
ら
う
と
想
像
さ
れ
る
。

　
　
　
　

収
字
の
示
篇
は
云
ふ
迄
も
な
く
御
で
あ
り
、
旁
の
兄
は
兄
弟
で
は
な
く
、
身
を
屈
し
て
呉
ん
で
ゐ
る
象
形
で
あ
ら
う
。
史
は
中
な

　
　
　

る
も
の
を
手
に
持
ち
た
る
象
形
で
、
元
来
の
形
は
昌
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
は
曇
と
同
じ
く
、
計
算
器
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
兎
も

　
　
　

角
之
が
職
業
に
必
要
な
る
道
具
で
あ
る
鮎
が
面
白
い
。
こ
れ
は
乃
ち
史
の
仕
事
が
段
々
其
祁
秘
的
な
性
質
か
ら
離
れ
て
、
次
第
に
技

　
　
　

術
化
知
識
化
し
て
来
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　

そ
こ
で
叙
史
は
ト
笠
を
以
て
占
を
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
第
に
一
般
の
知
識
が
進
ん
で
来
る
と
、
誰
し
も
が
納
得
す
る
や
う
な

励

　

祁
託
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
た
る
。
そ
れ
に
就
て
は
叉
色
々
な
物
事
を
誰
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
居
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
必

３
-



卯

　

要
か
ら
し
て
過
去
の
事
柄
を
記
鎌
し
て
む
く
と
い
ふ
必
要
が
起
っ
て
来
た
。
傅
説
に
よ
れ
ば
初
め
て
文
字
を
製
し
た
の
は
蒼
頷
と
い

　
　
　

ふ
人
で
、
之
は
黄
帝
の
史
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
文
字
を
知
り
、
文
字
を
用
ゐ
て
記
録
し
、
そ
の
記
録
を
保
管
す
る
の
が

　
　
　

史
の
職
務
で
あ
る
。
史
は
常
時
の
知
識
階
級
で
あ
り
、
政
治
の
顧
間
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

占
の
方
法
が
段
々
進
歩
す
る
の
と
平
行
し
て
、
一
方
に
は
祁
其
の
物
も
次
第
に
進
化
し
て
来
る
。
巫
の
信
仰
す
る
４
　
に
は
、
狐
も

　
　

あ
り
狸
も
あ
り
と
い
ふ
調
子
で
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
祁
が
あ
り
、
中
に
は
隨
分
い
か
乙

　
　

第
に
淘
汰
さ
れ
て
段
乱

　
　

あ
る
範
園
内
の
事
柄
に
つ
い
て
吉
か
凶
か
を
占
ふ
と
い
ふ
迄
に
な
っ
て
ゐ
る
。
所
謂
殷
虚
よ
り
醍
見
さ
る
Ｘ
亀
甲
獣
骨
の
上
に
見
ゆ

　
　

る
ト
附
は
、
こ
れ
こ
れ
の
事
に
就
て
８
　
意
の
賛
否
を
伺
ひ
た
い
と
い
ふ
形
式
に
な
っ
て
ゐ
る
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
人
間
の
御
に
要
求
す

　
　

る
範
園
が
非
常
に
縮
小
さ
れ
て
来
た
。
同
時
に
之
は
人
間
の
自
山
活
動
範
園
の
捷
張
で
あ
り
、
印
ち
理
性
の
向
上
に
よ
っ
て
祁
秘
な

　
　

る
８
　
の
世
界
が
只
一
つ
の
中
核
に
向
っ
て
集
中
せ
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
示
す
。
此
に
於
て
諸
祁
の
中
に
天
と
い
ふ
も
の
が
主
宰

　
　

す
る
と
い
ふ
考
を
生
じ
た
。
天
と
は
地
に
對
す
る
彼
の
蒼
々
た
る
天
窓
の
こ
と
で
あ
る
が
、
今
や
そ
の
天
に
居
っ
て
同
時
に
宇
宙
を

　
　

支
配
す
る
宏
大
無
優
な
力
を
有
す
る
９
　
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
る
天
の
思
想
は
、
も
と
祖
先
崇
呉
よ
り
生
じ
た
ら
し
く
、
元
来
天

　
　

は
一
と
大
と
の
合
文
で
あ
り
、
大
は
人
が
四
肢
を
摘
げ
た
る
象
形
で
あ
り
、
一
ぼ
そ
の
特
殊
た
る
も
の
を
指
す
。
印
ち
生
け
る
肉
醍

　
　

で
な
く
、
死
し
て
室
に
上
り
た
る
特
別
た
る
意
味
の
人
、
取
り
も
直
さ
す
祖
先
で
あ
る
。
祖
先
の
壁
は
他
の
如
何
た
る
祁
々
よ
り
も

　
　

強
く
其
子
孫
に
影
響
す
る
の
で
、
古
く
よ
り
支
那
で
は
祖
先
を
祭
る
儀
式
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
箇
て
人
類
共
通
の
祖
先
、

　
　

萬
物
の
創
造
者
な
る
天
の
概
念
が
硬
生
し
た
。
こ
の
天
の
概
念
が
明
か
に
な
っ
て
来
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
今
迄
の
汎
祁
論
的
な
考
が

　
　

次
第
に
一
９
　
論
的
な
考
へ
に
襲
展
し
て
来
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
同
時
に
赴
會
の
一
大
進
化
で
あ
る
。
此
に
於
て
ト
笠
に
現
は
る

-４-



る
御
意
は
既
に
狐
狸
便
化
の
告
げ
で
は
な
く
、
最
高
祁
天
の
意
志
表
示
で
’
あ
る
。
人
類
は
こ
の
天
の
意
志
に
よ
っ
て
、
そ
の
運
命
を

決
定
せ
ら
れ
る
の
で
、
天
は
叉
宿
命
、
運
命
と
い
ふ
意
味
に
も
用
ゐ
ら
れ
る
。

　

さ
れ
ば
史
の
職
務
は
、
そ
の
勝
れ
た
る
知
識
を
利
用
し
て
、
天
の
命
令
、
天
の
意
志
を
理
解
し
、
之
を
一
般
人
民
に
通
謬
す
る
に

あ
り
、
其
任
務
や
盆
々
重
大
で
あ
り
、
一
般
人
と
は
異
っ
た
修
養
を
せ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
が
膝
ち
學
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
、
學

　

の

　

起

　

源

　
　
　
　

學
と
い
ふ
宇
の
成
立
に
就
て
説
文
な
ど
に
色
々
な
説
明
が
し
て
あ
る
が
、
何
れ
も
信
憑
す
る
に
足
ら
ぬ
。
思
ふ
に
學
の
字
の
上
牛

　
　
　

分
は
古
く
は
翻
と
書
き
、
之
は
交
を
雨
手
で
扱
っ
て
ゐ
る
象
形
で
あ
る
。
叉
は
即
ち
笈
竹
を
並
べ
た
る
形
で
、
結
局
留
は
占
を
し
て

　
　
　

ゐ
る
所
で
あ
る
。
下
牛
分
の
ｎ
は
豪
、
そ
の
前
に
子
が
ゐ
る
、
つ
ま
り
机
の
上
で
親
が
笈
竹
の
占
を
し
、
前
に
子
を
お
い
て
占
の
方

　
　
　

法
を
傅
受
す
る
こ
と
が
學
の
本
来
の
意
味
で
あ
ら
う
。
子
の
代
り
に
見
と
い
ふ
字
を
置
く
と
党
。
机
の
上
で
ト
笙
を
行
ふ
の
を
見

　
　
　

て
、
お
ぼ
え
る
、
さ
と
る
と
い
ふ
意
味
に
な
る
。
告
の
字
を
置
け
ば
馨
。
ト
笈
の
結
果
は
緊
急
事
な
れ
ば
急
い
で
告
げ
知
ら
す
。
太

　
　
　

古
に
馨
と
い
ふ
天
子
が
あ
っ
た
と
い
ふ
傅
へ
が
あ
る
が
、
古
の
天
子
の
職
務
が
何
で
あ
っ
た
か
も
、
之
で
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
よ

　
　
　

う
。
獅
又
學
の
字
を
篇
に
し
た
敬
と
い
ふ
字
が
あ
る
。
旁
の
文
は
賓
は
文
で
な
く
、
手
の
一
形
な
る
ま
で
あ
っ
て
叩
く
意
味
で
あ

　
　
　

る
。
ト
笈
を
學
ん
で
ゐ
る
子
を
側
か
ら
鞭
っ
の
で
あ
っ
て
、
教
の
宇
と
同
様
で
あ
る
。
教
は
も
と
敬
の
省
略
に
過
ぎ
な
い
。
蓋
し
古

　
　
　

の
教
育
は
鞭
の
教
育
で
あ
っ
た
も
の
と
見
ゆ
る
。

　
　
　
　

扨
て
銃
史
の
職
業
は
大
抵
世
襲
で
あ
っ
て
、
親
の
知
識
を
學
び
受
け
た
子
が
そ
の
位
置
を
嗣
い
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
史
は
常
時

β

　
　

の
物
知
り
で
あ
り
、
百
科
附
典
で
あ
る
所
か
ら
、
そ
の
子
以
外
の
も
の
に
も
知
識
を
授
け
る
や
う
に
な
っ
て
来
た
。
特
に
春
秋
頃
に

-
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な
る
と
政
治
組
織
も
複
雑
に
な
り
、
加
へ
て
國
際
間
係
が
紛
糾
し
て
来
た
の
で
、
各
國
の
間
に
使
節
の
往
来
も
頻
繁
に
た
っ
た
。
外

　
　
　

國
に
使
す
る
も
の
が
、
無
事
使
命
を
果
す
篤
に
は
、
一
通
り
各
國
の
事
情
に
通
じ
、
國
際
開
係
の
歴
史
を
も
知
っ
て
置
か
ね
ば
た
ら

　
　
　

ぬ
が
、
特
に
君
主
に
謁
見
の
際
な
ど
に
は
有
職
放
資
の
學
に
通
じ
て
ゐ
な
い
と
思
は
ぬ
失
態
を
演
じ
、
君
命
を
辱
し
め
る
虞
が
あ

　
　
　

る
。
此
事
を
最
も
よ
く
知
っ
て
ゐ
る
の
が
即
ち
史
で
あ
っ
て
、
貴
族
の
子
弟
が
別
に
史
と
な
っ
て
職
を
求
め
る
の
で
た
く
て
も
、
史

　
　
　

に
従
っ
て
庶
分
の
學
問
、
を
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
支
那
に
於
け
る
最
古
の
教
師
は
史
で
あ
り
、
博
學
の
史
が
あ
る
と
、
貴
賤

　
　
　

を
問
は
す
、
そ
こ
へ
行
っ
て
有
職
故
賓
、
鎗
儀
作
法
を
習
っ
た
も
の
で
あ
る
。
魯
の
有
力
な
貴
族
孟
傅
子
が
嘗
て
放
資
を
知
ら
た
い

　
　
　

篤
に
、
人
中
で
恥
を
か
い
た
事
が
あ
っ
た
の
で
、
死
ぬ
時
に
そ
０
子
に
遺
言
し
て
、
孔
子
に
就
て
聘
を
習
は
し
め
た
と
い
ふ
話
が
あ

　
　
　

る
。
常
時
有
収
故
資
、
潤
儀
作
法
の
こ
と
を
一
括
し
て
励
と
云
っ
た
も
の
で
、
鐙
の
意
味
は
現
今
吾
人
が
用
ふ
る
よ
り
も
、
す
っ
と

　
　
　

廣
汎
で
且
つ
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

春
秋
の
終
に
出
た
孔
子
こ
そ
は
偉
大
な
る
史
で
あ
り
、
卓
絶
せ
る
鴎
師
で
あ
っ
た
。
孔
子
は
殷
の
天
子
の
子
孫
だ
と
い
ふ
こ
と
に

　
　
　

な
っ
て
ゐ
る
が
、
之
は
些
か
怪
し
い
。
反
っ
て
論
語
の
中
に
自
ら
「
若
く
し
て
賤
し
」
と
云
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
た
と
へ
名
家
の
後
に

　
　
　

も
せ
よ
、
常
時
に
於
て
は
零
落
し
て
貧
賤
な
境
遇
に
お
か
れ
た
も
の
と
解
し
た
い
。
孔
子
の
生
れ
た
の
は
周
の
震
王
二
十
年
（
西
紀

　
　
　

前
五
五
二
年
）
で
あ
り
、
三
歳
の
時
に
父
叔
梁
総
を
失
ひ
、
長
す
る
ま
で
其
墓
の
所
在
を
知
ら
た
か
っ
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　

文
字
通
り
貧
賤
で
あ
っ
た
に
逞
ひ
な
い
。
営
時
既
に
春
秋
の
末
で
、
古
の
氏
族
制
度
が
漸
く
破
れ
か
Ｘ
つ
た
頃
な
の
で
、
政
治
機
構

　
　
　

の
複
雑
化
と
共
に
人
才
の
抜
擢
も
行
は
れ
、
人
は
そ
の
才
能
に
よ
っ
て
門
地
に
開
ら
す
登
用
さ
れ
得
る
時
勢
に
な
っ
て
ゐ
た
。
貧
し

　
　
　

き
青
年
孔
子
も
将
来
の
立
身
を
志
し
て
史
の
學
を
修
め
た
の
で
あ
る
。
傅
に
よ
れ
ば
孔
子
兄
た
り
し
時
よ
り
、
嬉
戯
す
る
に
も
俎
豆

　
　
　

を
陳
ね
て
腔
容
を
設
く
と
あ
れ
ば
、
幼
年
時
代
よ
り
そ
の
理
想
は
一
人
前
の
史
と
な
っ
て
自
活
す
る
こ
と
で
あ
り
、
恐
ら
く
之
は
母

-６-



　
　

顔
氏
の
感
化
で
あ
ら
う
。
二
十
歳
前
後
に
其
望
み
が
叶
っ
て
季
氏
の
史
と
た
っ
た
。
但
し
そ
の
地
位
は
あ
ま
り
高
く
な
く
租
税
の
出

　
　

納
係
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
見
え
、
量
料
子
か
な
り
と
い
ふ
の
で
好
評
で
あ
っ
た
。
少
し
く
昇
進
し
て
司
職
の
吏
と
い
ふ
も
の
を
命
ぜ
ら

　
　

れ
た
が
牧
場
の
管
理
を
し
て
ゐ
た
と
見
え
、
畜
蕃
息
す
と
い
っ
て
此
處
も
好
成
績
で
あ
っ
た
。
こ
の
吏
は
史
と
一
の
我
文
で
、
矢
張

　
　

史
の
特
別
な
る
も
の
、
恐
ら
く
史
よ
り
は
梢
高
等
な
る
官
位
で
あ
る
ら
し
い
。
孔
子
が
自
ら
若
く
し
て
賤
し
、
故
に
卑
事
に
多
能
な

　
　

り
と
云
っ
た
の
は
此
頃
の
事
を
指
し
た
も
の
で
、
色
ま

　
　

遇
に
あ
り
乍
ら
益
々
學
問
を
勣
み
、
そ
の
名
聾
も
高
ま
っ
て
、
ポ
ツ
ポ
ツ
教
を
乞
ふ
者
も
出
来
て
来
た
。
但
し
孔
子
の
生
國
魯
は
、

　
　

周
室
の
東
方
の
探
毫
で
は
あ
る
が
、
文
化
の
中
心
は
矢
張
周
の
本
國
洛
邑
で
あ
る
。
此
處
で
磨
き
を
か
け
な
け
れ
ば
立
派
な
學
者
と

　
　

し
て
世
間
に
許
さ
れ
た
い
。
い
か
な
る
手
蔓
に
よ
っ
た
か
知
れ
な
い
が
、
彼
は
幸
運
に
も
魯
の
貴
族
南
宮
敬
叔
に
件
は
れ
官
費
留
學

　
　

生
と
な
っ
て
、
一
乗
車
雨
馬
一
竪
子
を
輿
へ
ら
れ
て
洛
邑
に
遊
學
す
る
機
會
を
具
へ
ら
れ
た
。
政
治
的
に
は
既
に
衰
へ
た
り
と
は
云

　
　

へ
、
周
公
以
来
敷
百
年
の
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
洛
邑
の
風
物
は
、
感
受
性
強
き
青
年
學
徒
の
好
學
心
を
浦
た
す
に
十
分
で
あ
っ
た

　
　

で
あ
ら
う
。
彼
は
早
速
周
の
柱
下
史
老
諮
に
就
て
、
そ
の
専
門
と
す
る
史
の
學
を
治
め
た
。
そ
の
留
學
期
間
は
必
ず
し
も
長
く
は
な

　
　

か
っ
た
や
う
で
あ
る
が
、
憧
憬
の
地
洛
邑
に
あ
っ
て
、
明
堂
を
観
、
后
稜
の
廟
に
入
り
、
文
武
周
公
の
遺
業
を
偲
ぴ
、
學
者
の
門
を

　
　

叩
い
て
見
聞
を
廣
め
、
族
屁
を
重
く
し
て
魯
に
諮
っ
た
。
洋
行
詞
り
の
新
知
識
で
あ
る
か
ら
と
云
ふ
の
で
、
￥
子
益
々
進
む
と
あ

　
　

る
。
こ
れ
よ
り
孔
子
は
直
接
魯
君
の
史
官
と
し
て
、
或
は
政
治
外
交
の
顧
問
と
し
て
１
　
書
し
、
或
は
微
官
と
し
て
朝
の
大
儀
に
も
參

　
　

列
し
、
内
外
に
活
動
す
る
傍
ら
、
炭
く
弟
子
を
教
育
し
て
國
家
有
篤
の
人
材
養
成
に
書
体
し
た
。

　
　
　

前
に
も
云
っ
た
如
く
孔
子
の
本
職
は
史
で
あ
る
。
よ
く
有
職
故
賓
に
通
じ
、
博
學
に
し
て
知
ら
ざ
る
所
な
き
偉
大
た
る
腫
の
師
で

り

　

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
営
時
の
人
は
、
何
か
分
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
、
百
科
瀞
典
を
引
く
っ
も
り
で
孔
子
の
智
慧
を
借
り
に

-
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来
た
。
或
時
鳥
を
射
落
し
て
身
畷
を
険
べ
る
と
石
の
鏃
が
出
た
の
で
何
だ
ら
う
と
孔
子
の
所
へ
尋
ね
て
よ
こ
し
た
。
孔
子
は
夫
れ
は

　
　
　

窓
惧
氏
の
鏃
で
あ
る
と
答
へ
た
。
嘗
て
は
地
中
か
ら
巨
大
な
骨
が
出
た
、
孔
子
に
問
ふ
と
、
防
風
氏
の
骨
で
あ
・
る
と
教
へ
た
。
昔
、

　
　
　

夏
の
萬
王
が
諸
良
を
會
稽
に
集
め
た
時
に
、
防
風
氏
が
遅
刻
し
た
の
で
之
を
死
刑
に
處
し
た
。
非
常
に
大
き
な
人
で
、
風
除
け
に
な

　
　
　

っ
た
と
い
ふ
か
ら
、
其
骨
に
逞
ひ
な
い
と
い
ふ
鑑
定
で
あ
る
。
魯
の
哀
公
十
四
年
、
西
方
に
狩
し
て
奇
妙
な
獣
を
獲
た
。
誰
も
知
ら

　
　
　

ぬ
の
で
孔
子
を
呼
び
に
や
っ
て
見
せ
る
と
、
之
は
騏
賃
と
い
ふ
獣
で
あ
る
。
世
の
中
が
泰
平
た
時
に
現
は
れ
る
瑞
獣
で
あ
る
と
い
ふ

　
　
　

の
に
、
何
故
に
間
違
へ
て
斯
る
乱
世
に
出
て
来
た
か
と
云
っ
て
涙
を
こ
ぼ
し
た
と
い
ふ
話
が
あ
る
。
そ
こ
で
常
時
の
人
は
孔
子
は
何

　
　
　

を
聞
か
れ
て
も
知
っ
て
ゐ
る
偉
い
人
だ
と
感
心
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

併
し
乍
ら
只
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
孔
子
は
畢
竟
偉
大
な
る
控
師
に
止
ま
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
百
科
全
書
的
知
識
も
孔
子
の
歿
す
る

　
　
　

と
共
に
亡
ん
で
歴
史
の
上
に
殆
ど
何
等
痕
跡
を
留
め
る
こ
と
な
し
に
、
時
と
共
に
世
人
の
記
憶
か
ら
前
え
去
っ
て
了
っ
た
で
あ
ら

　
　
　

う
。
孔
子
の
孔
子
た
る
所
以
は
他
の
一
面
に
あ
る
。
孔
子
は
多
く
の
弟
子
を
教
育
し
た
が
、
輩
に
有
職
故
賓
の
贈
師
た
る
に
止
ま
ら

　
　
　

す
、
偉
大
な
る
人
生
の
師
で
あ
っ
て
、
人
生
の
理
想
を
弟
子
達
に
教
へ
た
。
學
問
と
は
色
々
の
こ
と
を
知
り
、
確
儀
作
法
の
外
形
を

　
　
　

會
得
す
る
の
で
は
な
い
、
具
の
人
生
を
省
察
し
、
人
格
を
陶
冶
す
る
こ
と
こ
そ
學
問
の
目
的
で
あ
る
。
斯
る
高
遠
な
理
想
の
下
に
弟

　
　
　

子
の
教
育
に
営
っ
た
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
孔
子
に
至
づ
て
、
初
め
て
員
の
意
味
の
學
問
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

ミ
、
孔

　

子

　

の

　

學

　

孔
子
の
傅
記
に
は
不
明
な
所
が
多
い
。
併
し
そ
の
生
存
し
た
年
代
を
考
慮
に
入
れ
ｘ
ば
、
西
紀
前
六
世
紀
に
於
て
、
兎
も
角
こ
れ

だ
け
に
そ
の
事
蹟
な
り
思
想
な
り
が
判
明
し
て
ゐ
る
者
は
他
に
類
例
が
な
い
。
こ
の
鮎
で
吾
人
は
先
づ
孔
子
の
言
行
鎌
た
る
論
語
に

-
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感
謝
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
論
語
た
る
も
の
は
後
世
の
編
纂
で
あ
り
、
一
字
一
句
信
用
す
る
・
譚
に
も
行
き
象
ね
る
が
、
猶
且

　
　
　

っ
之
を
讃
め
ば
、
真
の
意
味
の
學
の
創
設
者
孔
子
の
面
目
が
躍
如
と
し
て
現
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　

論
語
の
中
に
孔
子
自
ら
「
述
べ
て
作
ら
す
」
と
云
っ
て
居
り
、
孔
子
の
學
問
は
孔
子
が
始
め
た
の
で
な
く
文
武
、
周
公
の
道
で
あ

　
　
　

り
、
更
に
湖
れ
ば
尭
舜
掲
湯
の
教
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
に
説
か
れ
る
が
、
夫
れ
に
も
拘
ら
す
、
吾
人
は
論
語
を
讃
め
ば
讃
む
程
、
孔

　
　
　

子
こ
そ
は
學
間
を
し
て
、
初
め
て
真
の
學
間
た
ら
し
め
た
、
儒
教
の
開
組
で
あ
る
こ
と
を
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

之
は
孔
子
自
身
の
言
で
な
く
、
弟
子
の
子
夏
の
言
葉
と
し
て
あ
る
が
、
論
語
學
而
第
一
に
、

　
　
　
　

「
父
母
に
事
ふ
る
に
よ
く
共
の
力
を
喝
し
、
君
に
事
ふ
る
に
よ
く
其
の
身
を
致
し
、
朋
友
と
交
り
言
ひ
て
信
あ
ら
ば
、
未
だ
學
ぱ

　
　
　
　
　

す
と
５
ふ
も
雖
も
、
吾
は
必
ず
之
を
學
ぴ
た
り
と
云
は
ん
。
」

　
　
　

と
い
ふ
一
節
が
あ
る
。
こ
の
、
未
だ
學
ば
す
と
雖
も
吾
は
之
を
學
ぴ
た
り
と
云
は
ん
と
い
ふ
の
が
面
白
い
。
孔
子
の
頃
に
は
相
常
文

　
　
　

明
も
開
け
、
學
問
も
進
歩
し
て
ゐ
た
が
、
併
し
そ
の
學
問
は
結
局
有
職
敗
賓
に
通
す
る
と
か
、
破
儀
作
法
を
習
ふ
と
か
い
ふ
、
技
術

　
　
　

的
職
業
的
な
こ
と
が
學
の
内
容
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
即
ち
専
門
的
な
あ
る
教
育
の
過
程
を
経
な
け
れ
ば
學
を
治
め
た
こ
と
に
な
ら

　
　
　

た
か
っ
た
。
然
る
に
孔
子
の
學
徒
子
夏
は
敢
然
と
し
て
従
来
の
學
は
學
で
な
い
、
知
識
や
才
能
は
學
の
内
容
で
な
い
、
父
母
と
君
主

　
　
　

と
朋
友
と
に
對
し
て
篤
す
可
き
こ
と
を
篤
す
の
が
真
の
學
間
で
あ
る
と
断
言
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
子
夏
の
學
に
對
す
る
態
度
は
賓

　
　
　

に
孔
子
が
之
を
Ｒ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
論
語
雍
也
篇
に
於
て
、
孔
子
が
弟
子
の
中
で
誰
が
學
を
好
む
か
と
訊

　
　
　

ね
ら
れ
て
ゐ
る
。
営
時
孔
門
中
で
は
子
貢
が
最
も
優
秀
だ
と
い
ふ
評
判
で
、
時
に
は
孔
子
よ
り
も
勝
っ
て
ゐ
る
と
云
は
れ
た
。
所
が

　
　
　

孔
子
は
顔
回
を
以
て
答
へ
た
。
顔
回
は
一
箪
の
食
、
一
瓢
の
飲
、
随
巷
に
あ
っ
て
、
人
は
其
の
憂
へ
に
堪
へ
ぬ
が
、
回
や
そ
の
察
し

好

　

み
を
改
め
す
と
い
ふ
人
物
で
あ
る
。
叉
怒
り
を
遷
さ
す
、
過
ち
を
貳
ね
す
と
い
ふ
修
養
の
出
来
た
人
で
あ
る
。
斯
う
い
ふ
生
活
そ
れ

-９-
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自
身
が
孔
子
の
云
ふ
學
問
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
憲
問
篇
に
は
「
古
の
學
者
は
自
れ
の
篤
に
す
、
今
の
學
者
は
人
の
篤
に
す
。
」
と
云
っ

　
　
　

て
ゐ
る
。
今
の
學
者
は
人
に
見
せ
る
認
に
學
問
を
す
る
、
こ
れ
が
営
時
の
一
般
で
あ
る
。
古
の
學
者
と
は
孔
子
が
理
想
と
す
る
吾
賞

　
　
　

の
學
者
の
こ
と
で
、
別
に
歴
史
的
な
古
代
で
は
な
い
。
乃
ち
我
々
は
自
己
の
人
格
を
陶
冶
せ
ん
が
篤
に
學
問
を
し
よ
う
と
云
っ
だ
の

　
　
　

で
あ
る
。
孔
子
の
云
ふ
學
問
の
意
味
は
常
時
一
般
の
人
達
の
考
へ
る
學
問
の
意
味
と
は
非
常
に
異
っ
て
ゐ
た
。
學
と
い
ふ
言
葉
は
同

　
　
　

じ
い
、
併
し
孔
子
は
こ
の
古
い
言
葉
に
新
し
い
理
想
を
吹
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
真
の
學
問
は
此
に
於
て
か
晋
生
し
た
。
孔
子
が
百

　
　
　

世
の
師
表
と
尊
ば
れ
る
理
由
は
こ
の
鮎
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

斯
う
い
ふ
孔
子
の
改
革
者
的
な
態
度
は
、
他
に
も
色
々
な
所
に
現
れ
て
来
る
。
八
母
篇
に
、

　
　
　
　
　

孔
子
太
廟
に
入
っ
て
祭
り
を
相
く
る
に
、
事
毎
に
人
に
聞
い
て
行
っ
た
。
或
人
之
を
見
て
「
汲
れ
か
云
ふ
聊
人
の
子
鐙
を
知

　
　
　
　
　

る
と
。
太
廟
に
入
っ
て
祭
り
の
恨
を
知
ら
す
、
事
毎
に
問
う
た
。
」
と
訟
っ
だ
。
孔
子
聞
い
て
云
ふ
や
う
「
こ
れ
曽
な
り
。
」
と
。

　
　
　

孔
子
の
言
は
、
砲
と
は
儀
式
そ
の
事
で
は
な
い
。
儀
式
に
含
ま
れ
た
る
精
紳
で
あ
る
。
儀
式
の
精
祁
は
謙
譲
に
あ
る
。
何
事
も
知
っ

　
　
　

た
る
振
り
に
て
出
し
や
ば
っ
て
は
な
ら
す
、
先
達
に
つ
い
て
事
毎
に
指
圖
を
受
け
て
行
ひ
、
過
失
な
き
を
期
し
た
と
い
ふ
意
味
で
あ

　
　
　

る
。
後
世
論
語
を
憚
す
る
者
、
こ
れ
鞄
な
り
を
以
て
、
事
毎
に
問
ふ
が
故
資
で
あ
る
と
解
す
る
は
、
孔
子
を
訥
れ
る
古
人
と
共
に
未

　
　
　

だ
孔
子
の
賀
意
に
通
ぜ
ざ
る
者
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
孔
子
は
陽
貨
篇
に
於
て
、

　
　
　
　
　

聘
と
云
ふ
、
腔
と
云
ふ
、
玉
帛
を
云
は
ん
や
。

　
　
　

と
歎
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

又
孔
子
は
篤
政
篇
に
於
て
「
之
を
知
れ
る
を
知
れ
り
と
篤
し
、
之
を
知
ら
ざ
る
を
知
ら
す
と
な
す
、
こ
れ
知
れ
る
な
り
。
」
と
云

　
　
　

ひ
、
術
垂
公
篇
に
於
て
「
過
ち
て
改
め
ず
、
之
を
過
ち
と
云
ふ
。
」
と
云
ひ
、
「
今
の
孝
者
は
只
よ
く
養
ふ
と
云
ふ
可
き
で
あ
る
。
敬
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せ
ず
ん
ば
何
を
以
て
か
分
た
ん
や
。
」
と
云
っ
て
ゐ
る
等
、
何
れ
も
営
時
通
用
の
言
葉
に
新
し
い
解
憚
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
。
若

　
　
　

し
之
を
軍
な
る
概
念
の
遊
戯
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
に
考
へ
る
人
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
人
類
の
大
い
な
る
歴
史
的
醍
展
を
理
解
し
得
な

　
　
　

い
、
所
謂
佛
性
の
た
い
人
で
あ
ら
う
。
事
賓
吾
々
が
卒
然
と
論
語
を
読
め
ば
別
に
孔
子
が
新
し
い
理
想
を
樹
立
し
た
や
う
に
は
感
じ

　
　
　

な
い
。
併
し
そ
れ
は
そ
の
事
自
身
、
吾
人
が
如
何
に
多
く
孔
子
の
感
化
を
受
け
、
孔
子
の
意
見
に
同
意
し
て
了
っ
て
ゐ
る
か
を
物
語

　
　
　

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
恰
も
今
日
電
燈
の
輝
く
を
見
、
飛
行
機
の
惑
を
飛
ぶ
を
見
て
三
歳
の
童
子
も
別
に
怪
し
ま
な
い
。
併
し
ラ
ン

　
　
　

プ
の
ホ
ヤ
を
磨
か
せ
ら
れ
た
少
年
が
初
め
て
、
煌
々
た
る
百
ワ
ッ
ト
の
電
燈
が
室
内
を
照
す
に
會
ひ
、
汽
車
を
も
滅
多
に
見
た
こ
と

　
　
　

の
な
い
田
舎
者
が
、
頭
上
に
エ
ン
ジ
ン
の
爆
音
を
聞
い
た
時
、
￥
の
驚
異
、
そ
の
感
激
は
如
何
で
あ
っ
た
ら
う
か
、
知
る
人
ぞ
知

　
　
　

る
。
孔
子
の
言
は
彼
の
門
下
の
俊
才
に
は
天
来
の
福
音
と
響
い
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
吾
人
は
緑
り
に
新
事
物
に
多
く
接
し
過
ぎ
て

　
　
　

反
っ
て
感
受
性
が
鈍
っ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
吾
人
が
宇
宙
の
紳
祀
に
直
面
し
て
驚
か
た
く
な
っ
た
の
は
、
軍
に
そ
の
外
形

　
　
　

に
價
れ
た
が
篤
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
そ
の
法
則
に
通
暁
し
た
る
が
篤
で
は
た
い
。
借
問
す
、
讃
者
の
中
の
何
人
か
ゞ
電
燈
の
光
る
理

　
　
　

由
、
飛
行
機
の
飛
べ
る
法
則
を
説
明
し
得
る
や
。
迂
闘
に
論
語
を
讃
め
ば
そ
こ
に
は
耳
な
れ
た
る
常
套
語
が
羅
列
し
あ
る
に
過
ぎ
ぬ

　
　
　

や
う
に
感
ぜ
ら
れ
、
既
に
１
　
人
が
踏
み
越
え
て
来
た
れ
る
過
去
の
聞
所
の
如
き
錯
党
を
起
す
が
、
静
か
に
現
賓
の
自
己
を
反
省
す
れ

　
　
　

ば
、
数
千
年
前
孔
子
に
よ
っ
て
輿
へ
ら
れ
た
る
學
問
の
理
想
に
向
っ
て
己
の
足
は
幾
歩
も
前
進
し
て
居
ら
ぬ
こ
と
を
恥
づ
る
で
あ
ら

　
　
　
　

思
ふ
に
一
宗
一
涙
を
開
い
た
大
宗
教
家
は
、
何
れ
も
営
時
の
人
類
に
新
し
く
向
ふ
可
き
進
路
を
指
し
示
し
た
指
導
者
で
あ
る
が
、

　
　
　

夫
れ
を
言
ひ
表
は
す
に
は
矢
張
り
古
い
言
葉
を
用
ゐ
て
ゐ
る
。
嘗
て
狽
太
の
民
は
古
の
慄
言
者
の
言
を
信
じ
て
、
切
り
に
天
國
の
到

政

　

来
を
望
み
、
そ
れ
が
遂
に
賓
現
し
さ
う
に
も
な
い
の
を
見
て
、
急
り
憤
り
、
掘
望
に
陥
っ
た
。
そ
こ
へ
基
督
が
現
れ
て
、
汝
の
心
の

--
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中
に
天
國
を
立
て
よ
と
教
へ
た
。
此
處
に
天
國
は
新
し
い
解
抑
を
下
さ
れ
、
天
國
は
人
類
と
共
に
蘇
生
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
基

　
　
　

督
教
が
韮
生
し
た
。
同
じ
や
う
に
孔
子
に
よ
っ
て
、
學
問
が
新
し
い
解
憚
を
下
さ
れ
た
時
、
そ
こ
に
儒
教
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

斯
く
し
て
學
問
は
そ
の
古
い
革
袋
に
新
し
き
酒
を
盛
ら
れ
、
人
生
は
新
た
る
理
想
を
興
へ
ら
れ
、
人
間
は
何
を
目
的
と
し
、
何
を

　
　
　

行
ふ
可
き
か
を
新
に
命
ぜ
ら
れ
た
。
印
ち
篤
す
可
き
こ
と
ｉ
、
篤
す
可
か
ら
ざ
る
こ
と
χ
が
改
め
て
定
め
直
さ
れ
、
新
道
徳
律
が
成

　
　
　

立
す
る
こ
と
Ｘ
た
っ
た
。
勿
論
孔
子
以
前
に
も
篤
す
可
き
こ
と
χ
、
篤
す
可
が
ら
ざ
る
こ
と
Ｘ
Ｏ
頁
別
は
敲
存
し
た
。
併
し
そ
れ
は

　
　
　

究
極
の
所
へ
っ
き
っ
め
て
行
け
ば
、
宗
数
的
な
、
シ
ャ
ｙ
ｗ
的
な
も
の
に
な
る
。
祁
の
意
志
に
従
ふ
こ
と
は
篤
さ
れ
ば
な
ら
ぬ
、
祁

　
　
　

の
意
志
に
反
く
こ
と
は
篤
し
て
は
な
ら
ぬ
。
而
し
て
そ
の
祁
は
未
だ
全
然
道
徳
的
に
な
り
き
っ
て
居
ら
な
か
っ
た
。
９
　
の
意
志
は
結

　
　
　

局
は
祁
秘
の
扉
の
中
に
閉
さ
れ
て
、
外
界
よ
り
窺
知
す
可
か
ら
ざ
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
孔
子
の
営
時
殷
會
の
進
歩
と
共
に
、

　
　
　

紳
の
性
質
も
漸
く
進
化
し
て
、
萬
能
た
る
天
と
い
ふ
考
も
発
生
し
て
来
た
と
は
云
へ
、
厨
未
だ
全
然
道
徳
的
に
な
り
き
っ
て
ゐ
な
い

　
　
　

原
始
的
な
鬼
紳
の
信
仰
も
盛
で
あ
っ
た
。
偶
然
な
占
の
結
果
が
、
紳
の
意
志
と
し
て
、
永
久
に
共
借
人
類
を
支
配
す
る
掟
に
な
る
こ

　
　
　

と
も
あ
る
。
そ
こ
で
孔
子
は
、
述
而
篇
に
於
て
、
「
怪
力
飢
祁
を
語
ら
す
。
」
と
云
ひ
、
雍
也
篇
に
於
て
、
「
鬼
祁
を
敬
し
て
之
を
遠
ざ

　
　
　

く
。
」
と
云
っ
て
ゐ
る
。
何
分
に
も
之
は
信
仰
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
分
ら
ぬ
者
に
は
言
っ
て
も
分
ら
ぬ
。
正
面
か
ら
反
對
し
て
摩

　
　
　

擦
を
生
す
る
こ
と
を
避
け
て
敬
遠
し
て
置
く
の
で
あ
る
。
先
進
篇
に
子
路
が
鬼
榊
に
事
へ
ん
こ
と
を
聞
い
た
時
に
、
孔
子
は
、
未
だ

　
　
　

人
間
に
事
へ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
中
に
、
そ
ん
な
除
計
な
こ
と
を
考
へ
る
暇
が
あ
る
か
と
戒
め
て
ゐ
る
。
孔
子
の
道
は
祁
の
道
で
な
く

　
　
　

人
の
道
で
あ
っ
た
。
信
仰
に
對
し
て
道
徳
を
脆
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
西
洋
で
は
ソ
ク
ー
フ
テ
ス
が
天
上
の
學
を
地
下
に
引
下
し
た
と

　
　
　

云
は
れ
、
倫
理
學
の
開
岨
と
仰
が
れ
て
ゐ
る
が
、
東
洋
で
は
孔
子
が
丁
度
之
に
相
富
す
る
。
孔
子
こ
そ
は
賓
に
紳
の
道
を
人
の
道
に

　
　
　

引
下
げ
た
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

12－
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孔
子
の
後
に
１
　
子
は
鬼
祚
を
侭
ぷ
可
き
を
唱
へ
、
道
家
は
人
道
の
煩
弊
に
し
て
天
道
の
宏
大
無
逡
な
る
を
脆
い
た
。
併
し
乍
ら
１
　

　
　

子
の
鬼
祁
や
、
道
家
の
天
や
、
既
に
古
の
ま
ｘ
な
る
鬼
祁
や
天
や
で
は
な
く
、
孔
子
に
よ
っ
て
Ｉ
た
び
人
道
の
洗
腫
を
受
け
た
る
後

　
　

の
鬼
祁
と
天
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
道
を
超
越
す
可
き
も
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
最
早
や
人
道
を
無
脱
し
た
り
、
人
道
と
矛
盾
し
た

　
　

り
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
寧
ろ
人
道
あ
っ
て
の
鬼
４
　
道
、
人
道
を
憧
想
す
る
所
の
天
道
に
外
な
ら
ぬ
。
古
の
鬼
祁
と

　
　

天
と
は
何
時
の
聞
に
か
孔
子
に
よ
っ
て
其
内
容
を
作
り
か
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
１
　
子
や
道
家
が
斯
る
古
代
信
仰
を
復

　
　

興
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
同
時
に
孔
子
の
常
時
な
ほ
シ
ャ
マ
ン
的
信
仰
が
い
か
に
世
上
に
禰
漫
し
て
居
つ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ

　
　

る
。
孔
子
の
控
へ
目
勝
ち
た
る
、
鬼
御
を
遠
ざ
く
と
い
ふ
言
葉
も
、
之
を
営
時
に
あ
っ
て
宣
言
す
る
に
は
、
餓
程
の
勇
気
が
必
要
で

　
　

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

繰
返
す
が
、
孔
子
に
よ
っ
て
人
類
の
理
想
が
、
同
時
に
義
務
が
新
に
定
め
ら
れ
た
。
汝
人
を
裁
く
勿
れ
、
と
云
っ
た
基
督
自
身
が

　
　
　

偉
大
な
る
叉
怖
る
可
き
裁
き
手
で
あ
っ
た
。
孔
子
も
亦
彼
の
新
し
い
道
徳
的
立
場
か
ら
人
類
の
行
動
を
容
赦
な
く
裁
い
た
も
の
で
あ

　
　
　

る
。
人
類
の
篤
す
可
き
こ
と
は
色
々
あ
る
が
窮
竟
は
仁
で
あ
る
。
篤
す
可
か
ら
ざ
る
こ
と
は
不
仁
で
あ
る
。
仁
と
云
ふ
言
葉
も
此
迄

　
　
　

は
軍
に
温
情
と
か
愛
情
と
か
い
ふ
意
味
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
孔
子
に
よ
っ
て
道
徳
の
最
高
標
準
と
定
め
ら
れ
た
。
そ
こ

　
　
　

で
孔
子
の
弟
子
建
は
孔
子
に
就
て
仁
の
定
義
を
聞
か
う
と
思
っ
て
、
論
語
に
あ
る
や
う
に
、
度
々
仁
と
は
何
か
と
質
問
し
て
ゐ
る
。

　
　
　

其
の
答
は
必
ず
し
も
同
一
で
な
い
が
、
或
は
同
一
の
こ
と
を
云
は
れ
て
も
人
に
よ
っ
て
其
聞
き
取
り
方
が
異
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。

　
　
　

只
此
處
に
注
意
す
可
き
は
仁
は
飽
迄
人
道
で
あ
っ
て
、
孔
子
の
常
時
に
於
て
は
祚
の
道
に
對
立
し
て
云
ふ
意
味
が
強
い
。
之
に
具
値

　
　
　

的
な
内
容
を
具
へ
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
真
正
の
人
の
道
で
あ
っ
て
人
間
の
常
に
あ
る
可
き
所
、
完
全
無
読
の
人
格
を

卯

　

指
し
て
云
っ
た
も
ひ
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
孔
子
の
人
道
主
義
的
な
考
へ
が
世
間
を
風
廳
し
て
、
何
人
も
之
を
異
と
感
ぜ
ぬ
時
代
に
至

３－-
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つ
て
孟
子
は
之
を
義
と
言
ぴ
換
へ
た
の
で
あ
り
、
葡
子
は
之
に
最
も
具
醒
的
な
標
準
を
興
へ
よ
う
と
し
て
倍
を
沈
い
た
の
で
あ
る
。

結
局
仁
も
義
も
時
代
性
が
あ
り
、
更
に
個
人
性
が
あ
・
る
の
で
今
日
か
ら
遡
っ
て
、
孔
子
に
代
っ
て
そ
の
定
義
を
輿
へ
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
強
ひ
て
問
は
る
れ
ば
、
只
孔
子
の
返
答
を
再
び
繰
返
す
の
外
は
な
い
。
孔
子
の
弟
子
は
又
、
古
今
の
人
物
を
拉
し
来
っ
て

果
し
て
仁
に
富
嵌
ま
る
人
が
あ
る
か
否
か
を
試
し
て
ゐ
る
が
、
孔
子
は
容
易
に
之
を
許
さ
ぬ
。
子
路
篇
に
於
て
、
管
仲
は
仁
か
と
尋

ね
ら
れ
て
、
孔
子
は
そ
の
偉
大
た
る
功
業
は
認
め
る
が
、
仁
と
は
云
ひ
難
い
と
云
っ
て
落
第
に
し
て
ゐ
る
。
今
度
は
弟
子
の
子
路
は

ど
う
か
と
聞
く
と
、
子
曰
く
「
知
ら
す
。
」
問
題
に
な
ら
な
い
。
公
冶
長
篇
に
於
て
は
今
尹
子
文
が
試
さ
れ
た
。
孔
子
は
、
「
忠
と
は

言
へ
る
。
併
し
未
だ
知
に
達
せ
ぬ
。
ど
う
し
て
仁
と
言
は
れ
よ
う
。
」
こ
れ
も
駄
目
。
誰
を
聞
い
て
も
失
敗
な
の
で
智
慧
者
の
子
貢

が
是
非
及
第
さ
せ
よ
う
と
思
ひ
、
晋
際
の
人
物
は
あ
り
合
せ
た
い
の
で
仮
定
を
設
け
て
、
「
如
し
此
處
に
人
が
あ
っ
て
博
く
民
に
施

し
、
能
く
衆
を
済
ふ
者
が
あ
っ
た
ら
ば
仁
と
言
っ
て
よ
い
か
。
」
と
尋
ね
た
。
す
る
と
今
度
は
孔
子
の
方
が
驚
い
て
、
「
そ
れ
は
仁
ど

こ
ろ
で
は
な
い
。
聖
で
あ
る
。
尭
舜
で
も
容
１
　
に
出
来
ぬ
こ
と
で
あ
ら
う
。
」
と
答
へ
た
。
な
か
な
か
仁
は
人
に
許
さ
ぬ
が
、
要
す

る
に
仁
は
何
人
も
篤
さ
れ
ば
な
ら
ぬ
人
の
道
で
あ
っ
て
、
常
人
の
手
の
屈
か
ぬ
と
こ
ろ
に
あ
る
聖
、
卯
ち
超
人
の
道
で
は
な
い
。
そ

こ
で
述
而
篇
に
、
「
仁
遠
か
ら
ん
や
。
我
仁
を
欲
せ
ば
、
斯
に
仁
至
る
。
」
と
云
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

既
に
篤
す
可
き
こ
と
が
仁
、
篤
す
可
か
ら
ざ
る
こ
と
が
不
仁
と
定
ま
る
と
、
そ
の
不
仁
を
敢
て
す
る
人
は
排
斥
せ
ざ
る
を
得
た
く

な
る
。
そ
こ
で
里
仁
篇
に
、
「
惟
だ
仁
者
の
み
能
く
人
を
好
み
、
能
く
人
を
悪
む
。
」
と
あ
り
、
又
「
我
は
未
だ
仁
を
好
む
者
、
不
仁

を
悪
む
者
を
見
ず
。
仁
を
好
む
者
は
以
て
加
ふ
る
な
し
。
不
仁
を
悪
む
者
は
そ
れ
仁
た
ら
ん
。
」
と
云
っ
て
居
る
。
孔
子
に
よ
っ
て

営
篤
と
不
営
篤
の
貰
別
が
明
白
に
さ
れ
た
。
祁
の
意
志
に
従
ふ
と
背
く
と
の
代
り
に
、
仁
と
不
仁
と
が
人
類
の
行
篤
の
價
値
を
判
定

す
る
標
準
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
孔
子
の
考
へ
は
飽
迄
も
人
道
的
で
あ
り
、
道
義
的
で
あ
り
、
倫
理
的
で
あ
り
、
賓
際
的
で
あ
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夕
、
常
識
的
で
あ
る
。
泰
伯
篇
に
、
「
人
に
し
て
不
仁
な
る
も
、
之
を
嫉
む
こ
と
甚
し
き
は
既
な
り
。
」
と
あ
る
如
く
。
爰
協
す
る
の

で
は
な
い
が
、
熱
狂
的
な
態
度
は
排
斥
す
る
。
儒
教
が
宗
教
で
あ
る
か
否
か
０
議
論
は
、
宗
教
の
定
義
を
如
何
に
定
め
る
か
に
よ
っ

て
、
如
何
様
に
も
な
る
が
、
若
し
儒
教
を
宗
教
に
し
た
所
が
、
他
の
宗
教
と
は
大
分
に
性
質
が
異
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
畢
竟
、
開
阻

た
る
孔
子
の
人
格
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
倫
理
的
常
識
的
な
傾
向
か
ら
来
て
居
り
、
更
に
古
代
信
仰
を
再
組
織
す
る
よ
り
は
、
敬
し

て
之
を
遠
ざ
け
る
道
を
鐸
ん
だ
こ
と
が
主
な
原
因
を
な
す
も
０
で
あ
ち
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

四
、
経
典
の
成
立

　

上
述
の
如
く
孔
子
に
は
二
つ
の
牛
面
が
あ
る
。
印
ち
孔
子
は
一
方
に
は
偉
大
た
る
腔
師
で
あ
っ
て
、
常
時
の
靴
會
が
要
求
す
る
官

用
的
な
學
間
を
教
へ
乍
ら
、
又
一
方
に
は
員
の
意
味
の
大
教
育
者
で
あ
っ
て
、
人
間
そ
の
も
の
ｘ
陶
冶
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
孔
子

が
集
大
成
と
云
は
れ
た
の
は
正
し
く
こ
の
事
を
云
っ
た
の
で
、
輩
に
集
め
た
の
み
な
ら
す
、
之
を
大
成
し
て
後
世
に
傅
へ
た
。
述
べ

て
作
ら
寸
と
云
ひ
乍
ら
、
創
作
以
上
の
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

孔
子
の
常
時
に
は
赴
會
も
相
常
に
進
み
、
身
分
の
高
い
貴
族
の
子
弟
も
そ
の
地
位
を
保
つ
篤
に
は
教
養
を
必
要
と
し
、
下
豚
階
級

の
貧
者
は
猶
更
、
有
用
た
る
技
能
を
修
得
し
て
主
君
に
召
抱
へ
ら
れ
、
或
は
更
に
重
く
登
用
さ
れ
ん
が
篤
に
、
良
師
を
求
め
て
教
を

乞
う
た
。
孔
子
の
弟
子
が
論
語
の
中
で
時
々
、
縁
を
干
む
る
を
問
ふ
と
い
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
叉
魯
の
君
主
な
ど
が
時
折
、
孔
子

に
弟
子
の
人
物
を
質
問
し
、
孔
子
も
間
々
弟
子
に
そ
の
抱
負
を
尋
ね
、
弟
子
が
之
に
對
し
て
未
来
の
政
治
家
と
し
て
の
経
綸
を
述
べ

て
ゐ
る
所
な
ど
が
あ
る
。
賓
際
に
孔
子
は
弟
子
の
就
職
０
斡
旋
を
も
し
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。

　

然
ら
ば
富
時
の
靴
會
が
如
何
た
る
修
養
を
要
求
し
た
か
と
云
ふ
に
、
一
言
で
表
せ
ば
疆
で
あ
ら
う
。
支
那
の
鴎
と
い
ふ
言
葉
は
非
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常
に
含
蓄
が
深
い
。
普
通
の
總
式
の
意
味
の
曽
が
、
原
義
で
あ
っ
て
、
先
づ
文
字
の
成
立
か
ら
考
へ
て
も
、
示
篇
は
云
ふ
迄
も
た
く

　
　

祁
で
あ
り
、
旁
の
豊
は
豆
と
い
ふ
器
物
に
供
物
を
盛
っ
た
象
形
で
あ
る
。
祁
を
祭
る
儀
式
の
順
序
や
ら
作
法
や
ら
が
謄
で
あ
る
。
そ

　
　

れ
が
廣
義
に
解
さ
れ
て
、
諸
良
の
會
見
、
使
者
の
撚
待
な
ど
の
際
、
そ
の
噌
式
作
法
に
一
定
の
型
が
出
来
る
と
之
を
も
腔
と
い
ふ
。

　
　

こ
の
場
合
は
日
本
の
有
職
故
資
と
い
ふ
言
葉
が
最
も
よ
く
相
富
す
る
が
、
更
に
廣
く
は
凡
て
の
政
治
に
は
夫
々
一
定
の
習
既
法
が
あ

　
　

る
の
で
、
政
治
の
典
範
と
い
ふ
意
味
に
迄
用
ゐ
ら
れ
る
こ
と
さ
へ
あ
る
。
孔
子
は
史
で
あ
っ
た
か
ら
、
弟
子
に
こ
の
腔
を
駄
へ
た
。

　
　

誼
が
正
科
目
で
あ
っ
た
の
で
、
嘗
て
桓
謔
と
い
ふ
悪
者
に
脳
は
れ
た
時
な
ど
も
、
大
樹
の
下
で
弟
子
達
に
鎗
を
習
は
せ
て
ゐ
た
。
よ

　
　

く
腔
に
熟
達
し
て
謝
對
が
出
来
、
所
謂
千
里
に
使
し
て
君
命
を
辱
し
め
ぬ
の
が
破
學
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
孔
子
の
時

　
　

に
は
未
だ
こ
の
微
が
成
文
と
た
っ
て
ゐ
だ
形
述
は
た
い
。
儀
徴
な
ど
い
ふ
鐙
式
の
次
第
書
は
後
世
に
な
っ
て
出
来
た
も
の
で
、
或
は

　
　

周
公
の
作
と
か
、
周
代
の
制
度
と
か
云
は
れ
る
が
其
借
信
用
し
兼
ね
る
も
の
で
あ
る
。
破
に
開
し
て
孔
子
一
派
の
學
説
や
、
古
傅
や

　
　

を
集
め
た
の
が
胞
の
記
で
あ
っ
て
、
す
っ
と
後
世
の
も
の
に
な
り
、
周
微
に
至
っ
て
は
更
に
来
歴
が
怪
し
い
。

　
　
　

孔
子
が
弟
子
に
噌
を
敦
へ
る
に
就
て
も
、
外
形
だ
け
で
は
い
け
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
屡
々
注
意
し
て
ゐ
る
。
孔
子
に
よ
れ
ば
之
は

文
の
教
育
で
あ
っ
て
、
文
と
は
飾
り
の
こ
と
で
あ
る
。
文
に
對
し
て
中
賓
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
寧
ろ
中
賓
の
方
が
大
切
な
の
で
あ

る
。
子
路
篇
に
「
剛
毅
木
訥
は
仁
に
近
し
。
」
と
あ
る
が
、
仁
に
近
け
れ
ば
既
に
及
第
鮎
で
あ
る
が
、
資
際
の
飯
會
は
之
を
其
借
受

け
容
れ
ぬ
の
で
、
其
上
に
文
の
教
育
を
必
要
と
す
る
。
そ
こ
で
雍
也
篇
に
「
質
文
に
勝
れ
ば
野
。
」
荒
け
づ
り
で
は
困
る
。
「
文
質
に

勝
て
ば
史
。
」
此
に
云
ふ
史
と
は
専
門
家
、
即
ち
職
業
的
な
儀
式
の
世
話
役
で
あ
る
。
型
を
や
る
こ
と
の
み
に
巧
で
あ
っ
て
も
、
内

容
が
空
虚
な
れ
ば
侶
優
に
近
い
。
「
文
質
彬
々
と
し
て
然
る
後
に
君
子
な
り
。
」
と
あ
っ
て
之
が
教
育
の
目
的
で
あ
っ
た
。
若
し
理
想

通
り
に
雨
方
揃
ふ
こ
と
が
困
難
な
ら
ば
寧
ろ
質
を
探
る
。
先
進
篇
に
、
「
先
進
の
諒
學
に
於
け
る
や
野
人
で
あ
る
。
後
進
の
諒
楽
に
於

６･－
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け
る
や
君
子
然
た
り
。
如
し
之
を
用
ふ
れ
ば
吾
は
先
進
に
従
は
ん
。
」
と
あ
っ
て
、
。
破
楽
は
畢
竟
文
飾
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
訓
へ
て
ゐ

　
　
　

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

孔
子
は
破
の
外
に
副
科
目
と
し
て
詩
を
教
へ
た
。
詩
は
宴
會
の
齢
興
な
ど
に
修
養
あ
る
人
士
と
し
て
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
嗜

　
　
　

み
で
あ
る
と
共
に
、
宗
廟
の
祭
な
ど
に
は
古
詩
が
答
楽
と
共
に
唱
せ
ら
れ
る
の
で
、
史
に
必
要
な
職
業
的
知
識
で
も
あ
っ
た
。
猶
其

　
　
　

外
に
詩
を
授
け
る
に
は
、
別
の
目
的
が
あ
っ
た
や
う
で
、
夫
れ
は
雅
言
を
教
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
営
時
周
を
中
心
と
し
て
支
那
文
明

　
　
　

が
四
方
に
摘
ま
り
、
次
第
に
周
園
の
異
民
族
を
同
化
し
っ
Ｘ
あ
っ
た
。
東
方
の
斉
、
南
方
の
楚
・
哭
・
越
な
ど
は
、
ど
の
程
度
か
判

　
　
　

然
せ
ぬ
が
、
兎
も
角
人
種
も
、
風
俗
も
、
同
時
に
言
語
も
餓
程
中
原
と
は
異
っ
て
ゐ
た
。
魯
は
小
國
で
此
等
の
武
力
の
強
い
大
國
の

　
　
　

間
に
介
在
し
て
外
交
上
困
難
な
立
場
に
置
か
れ
、
各
國
と
の
間
に
屡
々
使
節
を
往
復
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情
が
あ
っ
た
。
斯
る
際
に

　
　
　

は
一
種
の
世
界
共
通
語
、
リ
ン
ガ
フ
ー
フ
ン
カ
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
即
ち
雅
言
で
あ
っ
て
、
雅
言
は
正
言
な
り
と
程
さ
れ
、
つ
ま

　
　
　

り
標
準
語
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
周
の
洛
陽
の
匯
答
で
、
そ
れ
も
地
下
人
の
言
葉
で
な
く
堂
上
貴
族
の
用
ゐ
た
梢
古
典
的
な
言
語
で
既

　
　
　

に
魯
の
國
の
言
葉
と
も
相
違
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
述
而
篇
が
易
に
就
て
語
っ
た
後
、
「
こ
れ
子
の
雅
言
す
る
所
、
詩
、

　
　
　

書
、
執
破
み
な
雅
言
な
り
。
」
と
説
明
が
っ
い
て
ゐ
る
。
孔
子
の
學
科
は
凡
て
標
準
語
を
用
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

詩
を
教
授
す
る
傍
ら
、
孔
子
は
又
詩
に
對
し
て
濁
特
の
新
し
い
解
祥
を
試
み
て
ゐ
る
。
詩
は
も
と
も
と
民
間
の
俗
謡
で
あ
る
。
そ

　
　
　

の
詩
の
意
味
を
少
し
く
使
へ
て
、
之
を
道
徳
的
な
教
訓
と
し
て
、
修
養
の
一
助
と
し
た
。
八
恰
篇
に
於
て
子
夏
が
孔
子
に
、

　
　
　
　

巧
笑
情
た
り
。
美
目
紛
た
り
。
素
以
て
絢
と
な
す
。

　
　
　

と
い
ふ
詩
の
意
味
を
尋
ね
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
軍
に
美
人
の
形
容
に
過
ぎ
す
、
別
に
深
い
意
味
は
持
っ
て
ゐ
た
い
の
で
あ
る
が
、
孔
子

呵

　

は
之
に
答
へ
て
、
檜
を
描
く
に
は
仕
上
げ
の
時
に
胡
粉
を
使
｛
や
う
な
も
の
で
あ
る
と
教
へ
た
。
子
夏
が
折
返
し
て
、
「
學
問
を
す
る

17－
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に
も
質
を
先
に
し
て
、
飾
り
の
首
を
後
に
す
る
と
一
４
　
で
す
か
。
」
と
云
ふ
と
、
孔
子
が
、
「
宜
し
い
。
始
め
て
輿
に
詩
を
１
　
る
可
し
。
」

　
　
　

と
賞
め
た
。
斯
る
解
樟
の
仕
方
は
丁
度
、
孔
子
が
在
来
用
ゐ
ら
れ
来
っ
た
一
つ
一
つ
の
言
葉
に
新
し
い
理
想
、
新
し
い
魂
を
吹
き
込

　
　
　

ん
で
夫
れ
に
従
っ
て
弟
子
を
教
育
し
た
や
り
方
と
１
　
く
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
之
を
今
日
の
考
へ
で
文
學
と
か
唇
術
と
か

　
　
　

の
立
場
か
ら
云
へ
ば
面
白
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
併
し
富
時
に
あ
っ
て
は
詩
の
文
學
的
意
味
、
肪
術
的
意
味
は
分
り
過
ぎ
る
程

　
　
　

分
っ
て
ゐ
た
の
で
、
別
に
解
祥
す
る
必
要
は
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
論
語
の
中
に
孔
子
は
時
々
詩
を
引
用
し
て
新
解
稼
を
輿
へ

　
　
　

て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
折
に
鯛
れ
て
の
事
で
あ
っ
て
、
未
だ
こ
の
詩
は
斯
く
解
祥
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
、
窮
屈
な
規
則
は
出
来
て
ゐ

　
　
　

た
か
っ
た
様
で
あ
る
。
現
今
傅
は
っ
て
ゐ
る
詩
経
は
斯
る
孔
子
の
教
材
か
ら
我
達
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
孔
子
自
ら
古
詩
三
千
篇
を

　
　
　

削
っ
て
現
今
の
三
百
篇
を
残
し
た
と
い
ふ
傅
説
は
疑
は
し
い
。
恐
ら
く
詩
の
編
纂
は
孔
子
以
後
、
そ
の
一
涙
の
弟
子
鐘
の
橿
椿
事
業

　
　
　

で
あ
っ
て
、
現
に
上
掲
の
「
巧
笑
情
た
り
」
の
旬
は
、
毛
詩
衛
風
碩
人
心
あ
る
が
、
素
以
篤
絢
の
下
旬
が
な
い
。
詩
の
大
部
分
は
俗

　
　
　

謡
で
あ
っ
て
、
俗
謡
は
必
ず
し
も
道
徳
的
で
た
く
、
中
に
は
隨
分
淫
狼
な
も
の
も
有
り
勝
ち
で
あ
る
か
ら
、
１
　
部
が
其
俳
修
身
の
教

　
　
　

科
書
に
は
な
り
兼
ね
る
。
い
く
ら
骨
を
折
っ
て
も
箸
に
も
棒
に
も
掛
ら
ぬ
も
の
は
捨
て
ね
ば
な
ら
す
、
更
に
民
謡
に
は
下
旬
若
く
は

　
　
　

上
旬
が
共
通
で
、
僅
か
に
一
部
分
を
便
化
し
て
反
覆
重
昼
す
る
技
巧
が
好
ん
で
用
ゐ
ら
れ
る
か
ら
、
あ
ま
り
に
類
似
し
た
も
の
は
取

　
　
　

捨
選
鐸
し
て
、
代
表
的
な
も
の
だ
け
を
探
る
。
斯
く
し
て
出
来
上
っ
た
も
の
が
現
今
の
詩
三
百
篇
で
あ
る
か
ら
、
詩
経
の
成
立
し
た

　
　
　

時
は
同
時
に
そ
の
解
憚
の
定
ま
っ
た
時
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
儒
教
の
所
謂
経
典
な
る
も
の
は
、
儒
教
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
そ
の

　
　
　

解
憚
と
切
離
し
て
考
へ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
。
斯
う
し
て
出
来
た
詩
経
を
見
て
も
撒
、
中
に
は
可
成
り
淫
赤
ら
し
き
俗
謡

　
　
　

が
あ
り
、
あ
ま
り
に
内
容
が
重
複
す
ぎ
た
と
感
ぜ
ら
れ
る
も
０
も
Ｉ
た
ら
す
我
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

次
に
孔
子
は
書
を
教
へ
た
。
書
記
の
學
は
何
人
に
も
必
要
で
あ
り
、
殊
に
史
は
記
録
の
官
で
あ
る
か
ら
、
之
が
重
要
な
一
科
目
で
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あ
っ
た
こ
と
は
疑
ぴ
た
い
。
尤
も
史
に
も
鐘
穀
の
数
量
を
記
入
す
る
下
級
の
史
も
あ
れ
ば
、
詔
命
詰
敏
を
司
る
高
級
な
史
官
も
あ

る
。
而
し
て
高
等
な
る
天
下
國
家
の
大
計
に
闘
す
る
書
記
の
學
に
は
、
古
の
史
官
の
筆
に
な
る
古
記
録
を
１
　
照
す
る
必
要
が
あ
る
。

孔
子
は
周
公
を
以
て
政
治
家
の
模
範
と
し
て
ゐ
た
の
で
、
弟
子
に
授
く
る
書
記
の
標
本
は
成
周
建
國
前
後
の
詰
盟
類
で
あ
っ
た
ら
し

く
、
之
が
今
日
の
侭
書
の
核
心
を
な
し
て
ゐ
る
。
而
も
周
公
の
事
蹟
た
る
や
、
一
方
に
は
断
指
満
稽
。
断
首
膚
稽
と
い
ふ
傅
へ
が
あ

‰
叉
武
王
の
殷
を
討
つ
や
、
血
流
れ
て
杵
を
漂
は
す
と
い
ふ
書
の
一
節
が
あ
っ
た
。
斯
る
書
か
ら
道
徳
を
引
き
出
し
、
王
道
の
理

想
を
閲
明
す
る
の
は
蛉
程
困
難
で
、
孔
子
の
時
代
に
は
未
だ
書
の
儒
数
的
解
鐸
に
は
手
を
つ
け
た
か
っ
た
ら
し
い
。
否
孟
子
の
時
に

於
て
す
ら
、
「
悉
く
書
を
信
す
れ
ば
書
な
き
に
如
か
す
。
」
或
は
「
吾
武
成
に
於
て
二
三
策
を
取
る
の
み
。
」
と
あ
る
か
ら
、
未
だ
経

典
が
定
ま
っ
て
居
ら
挙
、
之
は
正
に
副
剖
の
中
途
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
書
経
が
周
公
の
事
蹟
を
中
心
と
し
て
前
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

に
他
の
篇
が
追
加
さ
れ
て
現
今
の
如
き
形
態
を
成
す
に
至
っ
た
経
過
は
内
膝
陣
士
の
卓
抜
な
る
研
究
が
あ
る
。

　

孔
子
は
又
易
を
教
授
し
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
ト
笈
が
史
の
本
来
の
職
業
で
あ
る
か
ら
、
否
で
も
之
は
免
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。

併
し
果
し
て
孔
子
は
後
に
易
家
の
云
ふ
如
く
、
之
を
學
科
の
最
高
に
置
い
た
か
否
か
は
疑
は
し
い
。
孔
子
晩
年
に
１
　
を
好
み
、
章
編

三
た
び
絶
っ
と
云
ふ
こ
と
は
、
寧
ろ
後
世
の
易
學
涙
が
、
吾
が
佛
尊
し
と
す
る
篤
に
作
篤
し
た
説
話
で
は
な
い
か
。
内
藤
博
士
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

謂
加
上
の
原
則
が
行
は
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
涅
槃
経
は
佛
が
入
寂
の
直
前
に
此
迄
口
外
し
た
か
っ
た
最
上
法
を
傅
へ
た
と
す
る
が
如

き
類
で
あ
ら
う
。
諸
経
典
の
中
易
は
最
も
難
解
と
せ
ら
る
ｘ
の
は
、
そ
の
起
原
が
最
も
古
く
、
ト
笈
の
書
た
る
の
故
を
以
て
秦
火
に

も
焼
か
れ
す
し
て
古
き
文
字
が
其
催
に
残
り
、
更
に
易
元
来
の
意
味
と
儒
教
的
思
想
と
は
最
も
融
合
し
難
く
し
て
、
易
本
来
の
性
質

上
、
之
を
儒
教
経
典
と
す
る
に
多
大
の
困
難
が
内
在
し
て
ゐ
た
る
篤
と
思
は
れ
９
　

　

更
に
Ｉ
言
す
可
き
は
孔
子
と
春
秋
と
の
開
係
で
あ
る
。
春
秋
は
元
来
魯
の
史
記
で
あ
り
、
孔
子
は
魯
の
史
官
な
れ
ば
或
は
孔
子
が

-19-



必

　

之
を
筆
削
し
た
こ
と
は
あ
り
得
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
乍
ら
之
を
以
て
孔
子
が
大
義
名
分
を
正
し
た
と
す
る
の
は
如
何
で
あ
ら
う

　
　
　

か
。
前
後
の
矛
盾
を
去
り
、
大
頭
に
於
て
魯
の
正
史
と
す
る
に
恥
か
し
か
ら
ぬ
程
度
に
整
理
し
た
こ
と
は
有
り
得
て
も
、
一
宇
一
句

　
　
　

の
末
に
至
る
迄
、
毀
參
褒
駈
を
寓
し
た
と
考
へ
る
の
は
、
孔
子
自
身
の
考
で
な
く
孔
門
春
秋
學
派
の
述
作
に
外
な
ら
ぬ
。
春
秋
の
解

　
　
　

憚
法
と
い
ふ
も
の
は
儲
程
よ
く
考
へ
た
も
の
で
、
恐
ら
く
傅
の
作
者
は
先
づ
春
秋
経
文
の
中
よ
り
同
じ
文
句
を
用
ゐ
て
あ
る
箇
所
を

　
　
　

抜
き
書
き
し
て
表
を
作
成
し
た
。
仝
膿
の
中
で
二
例
三
例
に
止
ま
る
所
は
之
を
毀
と
い
ふ
も
褒
と
い
ふ
も
決
定
す
る
に
容
易
で
あ
る

　
　
　

が
、
数
十
例
に
も
及
ぶ
も
の
は
、
そ
の
場
合
々
々
に
常
嵌
め
て
矛
盾
せ
ぬ
や
う
褒
既
何
れ
か
に
定
め
る
に
は
飴
程
苦
心
を
し
た
で
あ

　
　
　

ら
う
。
斯
う
し
て
解
禅
を
下
し
た
後
に
、
自
己
の
作
成
し
た
表
を
引
能
め
れ
ば
讃
者
は
春
秋
経
の
作
者
の
底
知
れ
ぬ
用
意
に
瞳
若
す

　
　
　

る
の
で
あ
る
。
然
る
に
事
賓
は
春
秋
の
如
き
簡
軍
た
る
文
章
の
も
の
程
、
作
者
の
意
志
と
は
無
開
係
な
脆
が
困
難
な
く
附
會
さ
れ
得

　
　
　

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
思
ふ
に
春
秋
よ
り
戦
國
に
か
け
て
殷
會
は
目
奎
ぐ
る
し
く
進
展
す
る
。
學
問
の
開
心
は
次
第
に
個
人
的
た
る

　
　
　

も
の
よ
り
、
政
治
的
な
も
の
に
移
り
っ
Ｘ
あ
る
。
書
経
の
王
道
は
結
局
書
を
所
依
の
経
典
と
す
る
限
り
、
尭
舜
・
周
公
の
亡
靉
に
佃

　
　
　

奎
さ
れ
て
、
時
勢
と
共
に
輯
腱
し
得
な
い
。
そ
こ
で
最
も
大
腹
た
る
所
論
を
、
全
く
経
典
に
拘
束
さ
る
ｘ
こ
と
な
し
に
樹
立
せ
ん
と

　
　
　

し
て
未
だ
解
憚
學
家
に
拠
置
さ
れ
て
ゐ
た
春
秋
を
揮
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
漢
代
に
至
る
や
、
営
時
の
政
治
に
直
接
役
に
立

　
　
　

っ
儒
學
は
春
秋
、
特
に
公
羊
學
で
あ
り
、
公
羊
學
者
董
仲
舒
の
運
動
に
よ
っ
て
儒
教
の
他
の
學
派
も
朝
廷
に
登
庸
さ
れ
る
機
縁
を
掴

　
　
　

み
得
た
の
で
あ
る
。
春
秋
學
派
は
春
秋
は
夫
子
自
身
の
筆
削
に
出
で
、
子
夏
の
徒
一
餅
を
賛
す
る
能
は
す
と
云
っ
て
ゐ
る
が
、
之
も

　
　
　

ど
う
や
ら
加
上
の
法
則
か
ら
出
た
自
賛
と
思
は
れ
る
。
事
賓
は
現
存
の
春
秋
経
に
脆
文
が
あ
っ
て
下
に
撹
か
ぬ
所
す
ら
あ
る
の
で
あ

　
　
　

る
。
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結

　
　
　
　

語

　
　
　
　

現
存
す
る
支
那
古
典
の
中
で
孔
子
の
息
の
か
ｘ
つ
て
ゐ
な
い
も
の
は
な
い
。
嘗
て
は
老
子
道
徳
経
五
千
言
は
孔
子
の
師
老
諮
の
著

　
　

書
と
考
へ
ら
れ
、
孔
子
の
思
想
は
之
か
ら
登
生
し
た
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
脱
に
古
く
か
ら
疑
問
を
抱
く
者
が
あ
り
、
最
近

　
　

に
至
っ
て
武
内
健
雄
博
士
等
の
精
密
た
る
研
究
に
よ
り
、
戦
國
時
代
の
思
想
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
‰
蓋
し
道
家
が
同
様

　
　

に
加
上
の
戦
術
を
利
刑
し
て
、
後
出
の
思
想
で
あ
り
乍
ら
、
之
を
孔
子
の
以
前
に
置
い
た
の
で
、
既
に
漢
代
の
歴
史
家
か
ら
し
て
具

　
　

相
を
看
破
し
得
字
、
永
く
後
世
を
惑
は
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
撒
春
秋
始
に
現
れ
て
斉
の
桓
公
を
輔
け
た
管
仲
の
著
書
と
碍
せ
ら
る

　
　

る
管
子
が
あ
る
が
、
之
は
変
際
に
は
管
仲
と
殆
ど
開
係
な
く
、
戦
國
末
期
、
時
に
は
秦
漢
の
香
さ
へ
す
る
も
の
で
あ
る
。
周
の
文
王

　
　

の
師
頗
熊
の
著
と
云
は
る
ｘ
繋
子
な
ど
は
改
め
て
鮮
明
す
る
必
要
も
な
か
ら
う
。
斯
ぐ
数
へ
来
れ
ば
孔
子
以
前
に
は
纏
り
た
る
思
想

　
　

が
な
い
。
儒
家
の
経
書
は
孔
子
以
前
ｏ
古
い
内
容
を
持
っ
た
所
が
あ
る
が
、
之
は
儒
家
の
解
拶
と
切
離
し
て
論
挙
る
こ
と
の
出
来
ぬ

　
　

も
の
で
、
経
書
の
解
鐸
は
孔
子
以
後
、
そ
の
門
下
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
な
る
こ
と
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
。
若
し
之
を
儒
家

　
　

の
解
祥
を
離
れ
て
素
朴
た
る
材
料
と
し
て
見
た
時
に
は
、
そ
こ
に
は
殆
ど
見
る
可
き
思
想
が
な
い
。
若
し
見
る
可
き
思
想
が
あ
れ
ば

　
　

そ
の
部
分
は
既
に
原
形
が
歪
曲
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
孔
子
こ
そ
は
儒
教
の
創
設
者
た
る
の
み
た
ら
す
、
他
の
凡
て
の
學
派
の
源

　
　

泉
で
あ
る
。
こ
の
事
賓
は
各
學
派
が
或
は
孔
子
を
順
り
、
或
は
儒
教
を
攻
撃
し
た
か
ら
と
云
っ
て
解
前
さ
る
可
き
も
の
で
な
い
。

　
　
　
　

余
は
斯
る
立
場
か
ら
儒
教
な
る
も
の
を
醍
生
的
、
進
化
的
に
見
て
、
論
語
の
中
の
孔
子
の
言
語
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
孔
子

　
　

の
前
と
後
に
於
て
言
語
の
意
味
が
愛
化
せ
る
こ
と
を
認
め
、
之
を
古
に
及
ぼ
し
て
儒
教
以
前
の
學
の
淵
源
に
遡
り
、
之
を
後
に
延
長

心

　

し
て
儒
家
経
典
の
成
立
に
説
き
及
ん
だ
。
余
の
立
場
は
飽
迄
歴
史
家
の
立
場
で
あ
っ
て
、
或
は
儒
學
家
、
経
學
家
と
立
場
を
異
に
す
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る
所
も
あ
ら
う
。
併
し
之
に
よ
っ
て
若
し
孔
子
の
大
が
傷
け
ら
れ
た
如
く
感
ぜ
ら
る
χ
者
あ
ら
ば
、
非
常
な
る
誤
解
で
あ
っ
て
、
余

　
　
　

は
別
に
孔
子
を
大
に
せ
ん
と
し
て
こ
の
小
研
究
を
な
し
た
も
の
で
な
い
が
、
結
果
と
し
て
計
ら
ず
も
孔
子
の
賀
に
偉
大
な
る
こ
と
を

　
　
　

再
認
識
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
尤
も
余
は
考
誼
に
於
て
常
に
疏
、
幸
ひ
に
前
賢
の
研
究
を
借
用
し
得
た
る
所
は
大
過
な
き
を
僥
倖
せ

　
　
　

ん
も
、
余
が
知
ら
ん
と
欲
す
る
所
必
す
し
も
常
に
前
人
の
成
書
あ
ら
す
、
止
む
な
く
臆
断
を
以
て
論
を
進
め
た
る
こ
と
斟
く
な
い
。

　
　
　

博
雅
の
士
の
示
教
を
得
れ
ば
幸
ひ
で
あ
る
。

註
①
史
記
滑
稽
列
溥
。
精
先
生
補
西
門
豹
傅
。

　
　

②
鳥
居
龍
減
博
士
、
日
本
周
園
民
族
の
原
始
宗
敦
。

　
　

③
狩
野
博
士
支
那
學
文
薮
。
支
那
上
代
の
巫
、
巫
戌
に
就
て
。
脱
巫
補
遺
。
縦
誕
巫
補
遺
。

　
　

④
管
子
侈
譚
第
三
十
五
。
今
周
公
断
指
満
稽
。
断
首
痛
稽
。
匯
足
痛
稽
。
但
し
兪
猫
諸
子
吊
義
に
よ
れ
ば
周
公
は
用
法
の
誤
な
ら
ん
と
云
ふ
。

　
　

④
内
藤
博
士
。
誓
書
編
次
考
。
（
支
那
學
第
一
巻
第
七
胱
）

　
　

④
内
藤
博
士
。
富
永
仲
基
の
佛
敦
研
究
法
。
（
龍
谷
大
學
論
叢
第
二
五
六
銃
）
。
大
阪
の
町
人
學
者
富
永
仲
基
。
（
大
阪
文
化
史
）

　
　

⑦
内
藤
博
士
。
易
疑
。
（
支
那
學
第
三
巻
第
七
跨
）

　
　

②
武
内
義
雄
博
士
。
老
子
原
始
。
老
子
の
研
究
。
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