
梁
啓
超
に
と
っ
て
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

末
岡
　
宏

　
本
稿
は
梁
啓
超
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
位
置
づ
け
と
を
通
し
て
、
梁
啓
超
の
清
代
の
学
術
観
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
私
事

に
な
る
が
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
「
梁
啓
超
の
研
究
」
班
に
参
加
し
、
日
本
を
媒
介
と
し
た
梁
啓
超
の
西
欧
文
化
．

文
明

の

受

容
を
研
究
す
る
機
会
を
得
た
。
筆
者
は
、
主
に
梁
啓
超
の
中
国
哲
学
研
究
を
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
以
前
か
ら
常
々

感

じ
て
き
た
疑
問
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
清
代
の
学
術
史
を
述
べ
る
際
に
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
触
れ
ら
れ
る
梁
啓
超
の
『
清
代

学
術
概

論
』
の
記
述
は
ど
こ
ま
で
信
頼
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
著
作
と
い
う
も
の
は
、

ど
の
よ
う
に
客
観
的
記
述
を
心
掛
け
て
も
、
著
者
の
思
想
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
『
清
代
学
術
概
論
』
は
そ
う
い
っ
た
レ
ベ

ル
以
上
の

梁
啓
超
の
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
小
野
氏
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
座
標
軸
に
清
代
学
術
を
分
析
す
る
、
と
い

う
大
胆
な
こ
こ
ろ
み
は
、
む
し
ろ
国
学
そ
れ
自
体
に
即
し
て
、
さ
め
た
眼
で
研
究
し
よ
う
と
し
た
国
故
整
理
の
流
れ
の
な
か
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て

は
、
や
は
り
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
視
点
を
お

い

た
点
、
そ
れ
を
「
座
標
軸
」
と
し
て
中
国
の
学
術
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

一 265一



　
梁
啓
超
自
身
が
自
序
で
「
わ
た
し
は
十
八
年
前
、
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
を
著
し
、
『
新
民
叢
報
』
に
発
表
し
た
。
そ

の

第
八

章
で
清
代
の
学
術
に
つ
い
て
論
じ
た
」
「
わ
た
く
し
の
こ
ん
に
ち
に
お
け
る
根
本
的
な
考
え
方
は
、
十
八
年
前
と
大
き
な
違

い

は

な
い
。
」
（
『
清
代
学
術
概
論
』
自
序
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
清
代
学
術
概
論
』
は
、
『
新
民
叢
報
』
に
連
載
し
た
「
論

中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
の
第
八
章
「
近
世
之
学
術
」
の
部
分
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
論
中
国
学

術
思
想

変
遷
之
大
勢
」
に
注
目
し
た
研
究
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
先
程
述
べ
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
座
標
軸
と
し
た
分
析
の
視
点

は

「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
で
す
で
に
獲
得
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
質
を
変
え
て
『
清
代
学
術

概
論
』
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
『
清
代
学
術
概
論
』
に
先
行
す
る
「
論
中
国
学
術

思
想
変
遷
之
大

勢
」
に
注
目
し
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
〇
〇
年
代
の
梁
啓
超
の
清
代
学
術
観
を
検
討
し
て

そ

の

意
味
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一　
発
端

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　

「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
は
『
新
民
叢
報
』
の
一
九
〇
二
年
三
月
の
第
三
号
か
ら
四
・
五
・
七
・
九
・
十
二
・
十
六
・

十

八
・
二
十
↓
・
二
十
二
号
及
び
↓
九
〇
四
年
の
第
三
年
五
号
（
総
五
十
三
号
）
・
六
号
・
七
・
十
号
（
総
五
十
八
号
、
十
二
月
）

に
連
載
さ
れ
た
。
第
三
号
に
連
載
を
開
始
し
た
際
の
前
言
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
構
想
で
は
一
総
論
・
二
胚
胎
時
代
（
春
秋
以
前
）
・

三

全
盛
時
代

（春
秋
末
・
戦
国
）
・
四
儒
学
統
一
時
代
（
両
漢
）
・
五
老
学
時
代
（
魏
晋
）
・
六
仏
学
時
代
（
南
北
朝
・
唐
）
・
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

儒
仏
混

合
時
代
（
宋
元
明
）
・
八
衰
落
時
代
（
近
二
百
五
十
年
）
・
九
復
興
時
代
（
今
日
）
・
十
学
術
思
想
界
之
暗
潮
・
十
一
地

理
上

之

関
係
上
（
国
内
地
理
）
・
十
二
地
理
上
之
関
係
下
（
国
外
地
理
）
・
十
三
政
治
上
之
関
係
・
十
四
文
学
上
之
関
係
・
十

五

学
術
思
想

所
生
之
結
果
・
十
六
今
後
革
新
之
急
務
及
其
方
法
の
十
六
章
に
分
け
て
叙
述
し
よ
う
と
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
第
二
十
二
号
に
「
第
六
章
仏
学
時
代
　
第
四
節
中
国
仏
学
之
特
色
及
其
偉
人
」
ま
で
連
載
し
た
と
こ
ろ
で
｝

　
　
　
（
4
）

端
中
断
し
、
一
九
〇
四
年
改
め
て
第
八
章
「
近
世
之
学
術
（
起
明
亡
以
迄
今
日
ご
と
し
て
明
の
滅
亡
か
ら
執
筆
当
時
ま
で
の
部
分

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
梁
啓
超
の
時
代
区
分
の
当
初
の
構
想
を
考
え
る
前
に
「
論
泰
西
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
執
筆
の
動
機
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
梁
啓
超
の
学
術
思
想
関
係
の
著
作
に
「
論
学
術
之
勢
力
左
右
世
界
」
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

び

「
論
泰
西
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
論
学
術
之
勢
力
左
右
世
界
」
が
序
論
も
し
く
は
総
論
と
な
り
「
論
中
国

学
術
思
想

変
遷
之
大
勢
」
と
「
論
泰
西
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
が
、
世
界
の
学
術
の
世
界
を
東
西
に
分
け
た
各
論
と
し
て
記
述
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
7
）

る
構
成
を
と
っ
て
い
る
と
し
て
よ
い
。
ち
な
み
に
「
論
学
術
之
勢
力
左
右
世
界
」
は
梁
啓
超
が
学
術
あ
る
い
は
学
術
思
想
に
つ
い
て

触
れ

た
ほ
ぼ
最
初
の
著
作
で
あ
り
『
新
民
叢
報
』
発
刊
に
当
た
っ
て
学
術
の
重
要
性
に
つ
い
て
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
張

は
、
「
こ
の
世
の
中
で
た
だ
一
つ
の
大
勢
力
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
智
恵
だ
け
で
あ
る
、
学
術
だ
け
で
あ
る
」
「
凡
そ
私
た
ち
が

今
、
着
て
い
る
も
の
食
べ
て
い
る
も
の
使
っ
て
い
る
も
の
乗
っ
て
い
る
も
の
聞
い
て
い
る
も
の
見
て
い
る
も
の
は
、
総
て
以
前
の
時

代
の

人
民
の
も
の
を
利
用
し
て
お
り
、
ど
う
し
て
学
術
か
ら
も
た
ら
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
」
と
学
術
が
世
界
を
左
右
す
る

の

だ

と
学
術
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
「
論
学
術
之
勢
力
左
右
世
界
」
を
『
新
民
叢
報
』
の
創
刊
号
に
掲
載
す
る
こ
と
で
、

梁
啓
超
は
学
術
を
中
国
改
革
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
西
洋
で
近
世
学
術
で
世
界
を
左
右
し
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た
学
者
と
し
て
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
（
天
文
学
）
・
ベ
ー
コ
ン
・
デ
カ
ル
ト
（
哲
学
）
・
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
（
法
学
）
・
ル
ソ
ー
（
天
賦
人

権
論
）
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ワ
ッ
ト
（
電
気
学
）
・
ア
ダ
ム
ー
ー
ス
ミ
ス
（
経
済
学
）
・
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
（
国
家
学
）
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
（
進

化

論
）
の
十
人
を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
「
自
ら
は
新
し
い
学
説
を
出
さ
な
か
っ
た
が
」
「
他
国
の
文
明
新
思
想
を
運
ん
で
自
国
に
移
植

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
、
幸
福
を
同
胞
に
も
た
ら
し
た
」
人
物
と
し
て
、
ボ
ル
テ
ー
ル
・
福
沢
諭
吉
・
ト
ル
ス
ト
イ
を
挙
げ
て
、
「
学
者
は
世
界
を
左
右

す

る
力
を
持
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
ベ
ー
コ
ン
・
デ
カ
ル
ト
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、
ボ
ル
テ
ー
ル
・
福
沢
諭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

吉
・
ト
ル
ス
ト
イ
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
中
で
学
術
は
、
世
界
を
左
右
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
新
し
い
学
説
を
生
み
出
さ
な
い
ま
で
も
、
新
し
い
学
説
を
紹
介
す
る
こ
と
を
当
面
の
課
題
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
西
洋
文

明
の
移
植
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
論
理
に
中
国
文
明
を
復
興
さ
せ
る
回
路
は
存
在
し
な
い
。

　
で

は
、
現
在
中
国
の
学
術
思
想
を
研
究
す
る
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」

　
　
　
⌒
1
0
）

の

「
総

論
」
を
見
て
み
よ
う
。
梁
啓
超
は
「
私
に
は
わ
が
青
年
同
胞
の
諸
君
の
た
め
に
一
言
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
。
今
か
ら
二
十

年
の
間
、
私
は
外
国
の
学
術
思
想
が
輸
入
さ
れ
な
い
の
を
心
配
は
し
な
い
、
私
は
た
だ
我
が
中
国
の
学
術
思
想
が
明
ら
か
に
さ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

い

こ
と
を
心
配
す
る
だ
け
だ
」
と
一
見
西
洋
の
学
術
の
移
植
を
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
言
う
が
、
そ
れ
は
過
渡
期
に
お
い
て
「
愛

国
心
を
喚
起
」
し
な
け
れ
ば
、
「
古
人
の
奴
隷
性
か
ら
脱
し
て
、
今
度
は
一
種
の
外
国
人
崇
拝
、
中
国
人
蔑
視
の
奴
隷
性
を
生
み
出

す
だ

ろ
う
」
こ
と
を
危
倶
し
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
「
外
国
の
思
想
を
輸
入
」
す
る
こ
と
と
、
「
中
国
の
学

術
思
想
を
明
ら
か
に
」
す
る
こ
と
の
二
つ
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
は
先
に
挙
げ
た
「
論
学
術
之
勢
力
左
右

世

界
」
等
で
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
後
者
の
方
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
「
総
論
」
の
最
後
に
「
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

世
紀
は
（
欧
米
・
中
国
の
）
両
文
明
の
結
婚
の
時
代
で
あ
る
。
」
と
し
、
欧
米
文
明
を
中
国
文
明
を
嫁
に
迎
え
る
こ
と
で
、
「
す
ぐ
れ
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た
子
供
」
す
な
わ
ち
す
ぐ
れ
た
文
明
を
生
み
出
す
の
が
「
生
理
学
の
公
例
と
し
て
必
然
だ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
（
中
国
に
お
い
て
）

西
洋
文

明
を
取
り
入
れ
中
国
の
文
明
と
西
洋
の
文
明
を
融
合
し
た
新
し
い
文
明
を
創
り
出
す
こ
と
で
、
再
び
中
国
文
明
が
「
再
び
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

界
の

学

術
思
想
界
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
」
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
中
国
の
学
術
思
想
は
西
洋
の
学
術
思
想
を
受
け
入
れ
る

基
盤

と
し
て
役
割
を
果
た
す
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
中
国
の
学
術
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
愛
国
心
に
直
接
繋
が

っ

て
い

る
点
に
注
意
し
た
い
。
中
国
の
学
術
思
想
を
明
ら
か
に
し
た
効
用
と
し
て
、
梁
啓
超
は
「
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
2
）

い

て
比
較

し
た
な
ら
ば
、
努
力
は
半
分
で
成
果
は
倍
に
な
る
」
と
、
西
洋
理
解
が
早
ま
る
こ
と
も
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て
は
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
2
）

し
か
し
「
今
は
過
渡
時
代
・
端
境
期
で
あ
っ
て
、
諸
君
が
も
し
国
を
愛
す
る
の
な
ら
、
同
胞
の
愛
国
心
を
喚
起
せ
よ
」
と
述
べ
る
と

こ
ろ
に
梁
啓
超
の
真
情
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
に
は
、
今
日
を
中
国
が
文
明
国
に
復
帰
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
4
）

と
も
に
、
中
国
が
滅
亡
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
過
渡
時
代
で
あ
る
と
の
梁
啓
超
の
危
機
感
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
私
は
し
ば
ら
く
の
間
私
が
見
聞
し
た
＝
一
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
い
ろ
い
ろ
と
り
交
え
て
書
い
て
私
が
将
来
中
国
の
学

術

を
研
究
す
る
土
台
と
し
、
こ
れ
を
世
間
に
広
め
て
私
の
同
志
が
こ
の
学
問
を
研
究
す
る
困
難
な
道
の
先
駆
け
と
す
る
。
天
が
も
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
3
｝

私
に

数

十
年
を
貸
し
て
く
れ
た
な
ら
、
私
の
同
胞
は
連
帯
し
て
立
ち
上
が
る
だ
ろ
う
。
」
と
梁
啓
超
が
言
う
時
、
そ
こ
に
は
単
な
る

著
書
の
意
図
を
述
べ
る
以
上
に
、
梁
啓
超
の
決
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
中
国
の
学
術
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
前
言
で
い
う
「
復
興
時
代
」
の
学
者

た
ち
の
課
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
日
は
学
術
を
復
興
す
る
時
代
だ
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
学
術
復
興
を
実
際
に
行
う

の

が
梁
啓
超

を
含
め
た
学
者
達
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
実
践
が
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
そ
の
も
の
と
な
る
。
そ
の
意

味
で
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
連
載
当
初
で
は
、
中
国
で
（
過
去
の
輝
か
し
い
）
学
術
を
復
興
す
る
こ
と
は
今
な
す
べ
き
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課
題

で

あ
っ
て
、
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
。
事
実
そ
れ
は
「
総
論
」
の
本
文
中
に
、
古
代
・
中
世
は
中
国
の
学
術
思
想
が
世
界
第
一

　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
｝

で

あ
っ
た
と
し
た
上
で
、
「
た
だ
近
世
史
の
時
代
と
な
る
と
、
比
較
す
る
と
恥
ず
か
し
い
思
い
に
駆
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
近

世
は
中
国
の
学
術
思
想
が
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
時
代
だ
と
把
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
梁
啓
超
は
上
世
・
中
世
に
中

国
の
学
術
思
想
が
世
界
第
一
で
あ
っ
た
、
つ
ま
り
春
秋
戦
国
時
代
つ
ま
り
諸
子
の
時
代
は
従
来
考
え
ら
れ
き
た
様
な
混
乱
の
時
代
で

は
、
そ
の
学
術
思
想
は
ギ
リ
シ
ャ
古
代
の
学
術
思
想
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
「
学
術
全
盛
時
代
」
で
あ
っ
た
と
す
る
点
に
主
眼
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
5
一

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
盛
時
代
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
は
、
古
代
の
西
欧
の
中
世
の
暗
黒
時
代
に
相
当
す
る
学
術
衰
退
の
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
｝

で

あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
梁
啓
超
は
清
代
の
学
術
を
積
極
的
に
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
素
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
一
九
〇
四
年
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
を
再
開
す
る
に
当
た
っ
て
梁
啓
超
は
前
言
で
「
本
論
は
壬
寅
秋
に
筆

を
お
い
て
か
ら
、
残
り
の
原
稿
は
長
い
間
続
き
を
完
成
せ
ず
、
満
足
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
ご
ろ
む
だ
な
部
分
を
省
き
、

以

前
の
仕
事
を
整
理
し
た
。
こ
の
三
百
年
の
学
術
の
変
遷
が
最
も
頻
繁
で
あ
り
、
関
係
も
最
も
深
い
の
で
、
そ
こ
で
先
ず
こ
れ
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
1
7
）

い

て

論
じ
る
。
第
六
章
の
未
完
の
部
分
の
原
稿
と
、
第
七
章
の
原
稿
は
、
本
章
が
書
き
上
が
る
の
を
待
っ
て
か
ら
、
続
け
て
補
う
。
」

と
述
べ
て
、
第
六
章
の
続
及
び
第
七
章
を
お
い
て
、
第
八
章
の
連
載
を
再
開
し
て
い
る
。
ま
た
第
八
章
は
当
初
の
構
想
に
よ
れ
ば
、

衰
落
時
代
と
復
興
時
代
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
「
も
と
の
原
稿
で
は
も
と
も
と
こ
の
章
を
二
つ
の
章
に
し
て
、
一
つ
を
衰
落
時
代
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
8
　

一
つ

を
復
興
時
代
と
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
境
界
は
あ
ま
り
鮮
明
で
な
い
の
で
、
そ
れ
で
今
の
題
に
改
め
た
。
」
と
、
当

初
の
構
想
を
変
え
て
清
代
以
降
を
一
つ
の
章
に
ま
と
め
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
単
な
る
整
理
の
都
合
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

「
復
興
」
を
歴
史
的
事
実
と
す
る
構
想
の
転
換
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷

之
大
勢
」
執
筆
当
初
の
構
想
と
、
第
八
章
再
開
時
の
構
想
の
違
い
と
を
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
注
目
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
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二
　
古
学
復
興
（
一
九
〇
二
年
に
お
け
る
）

　

さ
て
、
梁
啓
超
が
考
え
た
学
術
の
「
復
興
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
ま
ず
思
い
当
た
る
の
が
文
芸
復
興
（
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
け
）

ネ
ッ
サ
ン
ス
）
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
、
『
清
代
学
術
概
論
』
の
自
序
で
「
十
八
年
前
と
大
き
な
違
い
は
な
い
」
「
こ
ん
に
ち
に
お
け
る

根
本

的
な
考
え
方
」
と
し
て
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
の
以
下
の
文
を
引
く
。
「
こ
の
二
百
余
年
は
す
べ
て
の
中
国
の
「
文

芸
復
興
時
代
」
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
だ
そ
の
興
起
は
漸
次
的
で
あ
っ
て
急
激
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く

有
機
体
の
発
達
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
こ
ん
に
ち
に
い
た
る
も
諺
蒼
と
し
て
春
た
け
な
わ
の
感
が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
思
想
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
｝

前
途
に
無
限
の
希
望
を
抱
い
て
い
る
。
」
つ
ま
り
梁
啓
超
が
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
か
ら
受
け
継
い
だ
と
考
え
て
い
る

の

は
、
清
代
の
学
術
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
相
当
す
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
訳
語
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
引
）

小

野
氏
が
注
意
す

る
よ
う
に
、
「
文
芸
復
興
時
代
は
、
原
文
で
は
古
学
復
興
時
代
と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
通
り
、
「
文
芸
復
興
」

で
は

な
く
「
古
学
復
興
」
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
小
野
氏
は
先
の
引
用
に
続
い
て
「
彼
（
梁
啓
超
筆
者
注
）
が
、
明
確
に
ヨ
ー
ロ

ッ

パ
の
文
芸
復
興

と
の
対
比
に
お
い
て
清
学
を
意
識
し
た
の
は
、
や
は
り
五
・
四
運
動
を
経
過
し
、
ま
た
彼
自
身
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行

を
経
験
す
る
な
か
に
お
い
て
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
」
と
続
け
る
が
果
た
し
て
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
梁
啓
超
は
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
に
お
い
て
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
ど
う
と
ら
え
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
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は

清
代
の
学
術
の
関
係
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
意
識
し
て
き
た
の
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
連
載
開
始
時
に
お
い
て
ル
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
2
｝

ッ

サ
ン

ス

は

ど
う
訳
さ
れ
て
い
た
の
か
だ
が
、
「
近
世
文
明
初
祖
二
大
家
之
学
説
」
の
ベ
ー
コ
ン
に
関
す
る
記
述
の
中
に
「
十
五
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
2
3
｝

紀
古
学
復
興
」
に
国
Φ
目
巴
切
ω
曽
8
と
注
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
新
民
叢
報
』
創
刊
時
に
は
既
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
「
古
学
復
興
」

と
い
う
訳
語
を
あ
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
執
筆
当
初
か
ら
「
古
学
復
興
」
と
は
ル
ネ

ッ

サ
ン

ス

の

こ
と
で
あ
り
、
「
古
文
復
興
」
と
「
文
芸
復
興
」
は
と
も
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
指
す
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
で
は
「
古

学
復
興
」
の
意
味
す
る
も
の
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
「
論
学
術
之
勢
力
左
右
世
界
」
が
参
考
に
な
る
。
「
論
学

術
之
勢

力
左
右
世
界
」
で
は
「
お
よ
そ
史
学
を
少
し
で
も
習
っ
た
者
は
、
近
世
文
明
を
導
い
た
二
つ
の
原
因
を
知
ら
な
い
も
の
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
4
）

い
、
そ
れ
は
十
字
軍
の
東
征
と
、
ギ
リ
シ
ャ
の
古
学
の
復
興
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
「
古
学
復
興
」
か
ら
「
思
想
が
大
い
に
開
明
的
に

な
り
、
し
ば
ら
く
の
間
学
者
は
も
う
宗
教
・
迷
信
に
束
縛
さ
れ
な
く
な
っ
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
の
近
代
の
学
術
を
発
達
し
た

と
す
る
。
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
の
古
学
と
は
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
諸
賢
の
書
」
つ
ま
り
ギ
リ
シ
ャ
の
古
代
学
術
を
指
し
て
お
り
、
「
古
学

復
興
」
と
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
学
術
の
「
復
興
」
の
こ
と
で
あ
る
と
把
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
4
）

原
因
で
あ
る
「
十
字
軍
の
東
征
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
仁
が
他
民
族
と
親
し
く
な
り
、
そ
の
学
芸
を
習
い
、
そ
の
意
識
を
増
し
た
の
で
あ
る
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
古
学
復
興
と
十
字
軍
の
東
征
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
先
程
述
べ
た
新
し
い
学
説
が
生
み
出
さ
れ
る
の

で

あ
る
か
ら
、
古
学
復
興
は
近
世
文
明
の
前
提
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
近
世
文
明
初
祖
二
大
家
之
学
説
」
で
も
「
い
わ

ゆ
る
近
世
史
と
は
、
ほ
ぼ
十
五
世
紀
の
後
半
か
ら
、
現
在
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
史
と
上
世
（
古
代
）
・
中
世
の
特
に
異
な
る

点

は
一
つ
だ
け
で
は
な
い
が
、
学
術
の
革
新
が
、
最
も
顕
著
で
あ
る
。
新
学
術
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
新
道
徳
・
新
政
治
・
新
技
芸
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
2
5
｝

新
器
物
が
あ
る
、
こ
れ
ら
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
新
国
、
新
世
界
が
あ
る
。
」
と
、
や
は
り
学
術
が
総
て
の
変
革
の
お
お
も
と
で
あ

一 272一



る
と
し
た
上
で
、
学
術
界
で
新
し
い
国
土
を
開
い
た
も
の
と
し
て
、
「
初
祖
二
大
家
」
つ
ま
り
ベ
ー
コ
ン
と
デ
カ
ル
ト
を
挙
げ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
梁
啓
超
の
構
想
で
は
「
古
学
復
興
」
の
後
に
、
近
代
が
展
開
す
る
と
い
う
図
式
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
で
は

「
古

学
」
が
、
西
欧
に
お
い
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
学
術
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
中
国
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
中
国
の
「
古
学
」

と
は
古
代
の
諸
子
の
学
術
の
復
興
に
相
当
す
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
梁
啓
超
の
連
載
当
初
の
構
想
で
は
こ
の
「
古
学
復
興
」
が
、

中
国
に
お
い
て
学
術
思
想
の
革
新
、
実
際
に
は
西
洋
の
学
術
の
移
植
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
自
ら
に
課
し
た
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
第
八
章
執
筆
時
は
「
古
学
復
興
」
を
ど
う
位
置
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
八
章
の
中
か
ら
関
係
す
る
部
分
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

三
　
古
学
復
興
（
一
九
〇
四
年
に
お
け
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
2
6
｝

　

こ
こ
で
梁
啓
超
は
、
清
代
を
永
暦
か
ら
康
煕
を
第
一
期
、
雍
正
・
乾
隆
・
嘉
慶
が
第
二
期
、
道
光
・
威
豊
・
同
治
を
第
三
期
、
光

緒
を
第
四
期
と
区
分
し
、
第
三
期
と
第
四
期
を
ま
と
め
て
最
近
世
と
し
て
、
三
節
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
中
で
重
要
な
点
は

二
つ

あ
る
。
ま
ず
第
一
節
「
永
暦
康
煕
間
」
で
新
し
い
学
術
を
開
い
た
の
は
、
顧
炎
武
・
黄
宗
義
・
顔
元
・
劉
献
廷
の
五
先
生
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
2
7
｝

る
と
す
る
。
そ
し
て
、
ベ
ー
コ
ン
の
帰
納
論
理
学
に
あ
て
る
。
「
泰
西
の
十
五
世
紀
か
ら
後
の
文
学
復
興
以
後
、
学
者
は
ま
だ
論
弁
・

空
想
に
陥
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
」
が
「
ベ
ー
コ
ン
が
、
帰
納
論
理
学
を
創
出
し
て
論
弁
論
理
学
の
主
観
的
な
勝
手
な
判
断
の
弊

害

を
一
掃
し
た
こ
と
を
（
原
動
力
に
）
推
す
」
こ
と
が
「
西
洋
の
近
世
の
文
明
進
歩
の
原
動
力
と
な
っ
た
」
と
西
洋
の
文
明
の
進
歩

は

ベ

ー
コ
ン
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
し
た
上
で
、
中
国
に
言
及
す
る
。
「
明
末
葉
は
正
に
中
国
の
誰
弁
・
空
想
時
代
で
あ
っ
た
」
と
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時
代
背
景
を
説
明
し
、
そ
れ
に
「
明
が
滅
ん
で
顧
・
黄
・
顔
・
劉
の
諸
先
生
が
実
践
実
用
の
学
を
主
張
し
て
か
ら
、
そ
の
影
響
を
受

け
た
、
閻
・
胡
・
二
万
・
王
・
梅
の
諸
君
が
盛
ん
に
立
ち
上
が
っ
た
」
が
閻
若
壕
・
胡
滑
・
万
斯
大
・
万
斯
同
・
王
源
・
梅
文
鼎
は

ベ

ー
コ
ン
と
「
同
じ
時
代
」
で
「
そ
の
学
問
・
組
織
の
変
更
が
よ
く
似
て
い
る
」
の
で
「
考
証
の
学
」
は
「
演
繹
法
か
ら
帰
納
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
2
8
｝

進
ん

で
い

る
」
も
の
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
部
分
に
、
『
清
代
学
術
概
論
』
序
で
引
く
、
「
清
の
学
者
は
、
『
実
事
求
是
』
を
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
2
9
）

と
し
、
科
学
精
神
が
旺
盛
で
あ
り
、
さ
ら
に
補
助
と
し
て
分
業
の
組
織
を
も
ち
い
て
い
る
」
以
下
の
文
が
続
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

こ
こ
で
、
梁
啓
超
は
、
永
暦
康
煕
間
の
五
先
生
と
そ
の
学
統
を
引
き
継
い
だ
康
煕
雍
正
期
の
学
者
た
ち
の
考
証
学
が
、
ベ
ー
コ
ン
の

帰
納
論
理
学
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
清
初
の
考
証
学
を
生
み
だ
そ
う
と
す
る
運
動
は
ベ
ー
コ
ン
に
よ
る

近
代
学
術
の

誕
生

へ
の

第
一
歩
と
同
じ
く
、
「
考
証
学
は
帰
納
的
な
科
学
の
精
神
、
近
代
的
な
分
業
組
織
」
が
あ
っ
て
西
洋
と
同
じ

く
近
代
学
術
を
生
み
出
す
契
機
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
梁
啓
超
が
「
西
洋
で
は
帰
納
学
派
に
よ
っ
て
思
想
が
日
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
2
8
〕

盛
ん

に
な
っ
た
が
、
中
国
で
は
帰
納
学
派
に
よ
っ
て
思
想
が
日
々
消
沈
し
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
実
る
こ
と
の
な
い
胎
動

に
終
っ
た
。
そ
し
て
考
証
学
は
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
方
法
を
こ
ま
ご
ま
と
し
た
考
証
に
し
か
も
ち
い
な
か
っ
た
の
で
「
支
離
滅
裂
で
性

霊

を
埋
も
れ
さ
せ
る
も
の
」
に
な
っ
て
思
想
を
衰
退
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
学
術
の
革
新
は
先
に
持
ち
越
さ
れ
て
し
ま
っ
た

の

で
あ
る
。

　
次
に

第
三

節
「
最
近
世
」
で
西
漢
今
文
学
に
つ
い
て
の
記
述
で
襲
自
珍
を
「
近
世
の
思
想
の
自
由
の
先
導
者
」
、
魏
源
を
「
国
民

が
外
国
に

関
心
を
持
つ
こ
と
を
奨
励
し
た
」
と
「
新
思
潮
の
萌
芽
」
つ
ま
り
現
在
の
中
国
に
お
け
る
新
思
想
・
新
学
の
直
接
の
先
駆

　
　
　
　
　
（
3
0
二
3
1
）

者
だ

と
評
価
す
る
。
そ
の
思
想
と
今
文
学
と
の
関
係
を
考
察
し
、
今
文
経
学
と
襲
自
珍
・
魏
源
の
「
新
思
想
」
と
の
関
係
は
密
接
な

関
係

に
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
は
西
洋
の
古
学
復
興
と
近
世
の
学
術
思
想
の
関
係
に
相
当
す
る
と
す
る
。
「
西
洋
の
古
学
復
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興
、
遂
に
近
世
を
開
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
古
学
は
、
果
た
し
て
近
世
の
科
学
哲
学
と
、
離
し
が
た
い
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

う
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
銅
山
が
崩
れ
た
ら
洛
陽
の
鐘
が
応
じ
て
鳴
る
の
は
、
そ
の
き
っ
か
け
（
き
ざ
し
）
は
も
と
も
と
そ
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
社
会
思
想
が
長
い
間
一
つ
の
思
想
に
束
縛
さ
れ
る
と
、
そ
の
制
限
に
挑
戦
し
て
打
ち
破
る
も
の
が
い
る
。
そ
の

人
が
あ
き
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
真
理
に
当
た
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
を
主
張
す
る
に
は
根
拠
が
あ
り
、

言

う
こ
と
が
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
の
で
、
人
々
の
耳
目
を
震
わ
せ
て
、
一
筋
の
光
明
を
導
く
。
こ
れ
が
懐
疑
派
が
学
界
の
革
命
と

　
　
　
　
　
　
　
　
｛
3
2
　

関
係
が
あ
る
理
由
で
あ
る
。
」
と
、
西
洋
の
古
学
復
興
は
そ
れ
ま
で
だ
れ
も
が
信
じ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
た
懐

疑
派
で

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
「
懐
疑
派
の
後
、
誰
弁
派
が
後
を
継
ぎ
、
誰
弁
派
の
後
に
学
界
革
命
が
成
立
し
た
」
と
、
懐
疑
派
は
従

来
の

桂
桔

を
打
ち
破
る
上
で
学
界
革
命
に
い
た
る
導
火
線
の
役
割
を
果
た
す
の
だ
と
、
古
典
復
興
を
直
接
に
は
懐
疑
派
に
あ
て
る
。

こ
こ
で
今
文
学
派
は
「
学
術
の
革
命
」
の
「
機
」
を
も
た
ら
し
た
、
「
一
種
の
懐
疑
派
で
あ
る
」
と
し
て
、
中
国
の
学
界
革
命
を
導

く
先
駆
け
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
考
証
学
が
成
し
え
な
か
っ
た
学
界
の
革
命
を
も
た
ら
す
運
動
が
起
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
で

は
、
清
代
の
学
問
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
三
節
「
最
近
世
」
で
清
代
の
学
問
を
総
括
し
て
「
総
じ
て

清
一
代
の
学
術
は
、
た
い
て
い
「
（
古
人
の
こ
と
を
）
述
べ
て
は
い
る
が
（
自
分
の
著
作
を
）
作
る
こ
と
な
く
、
学
ん
で
は
い
る
が

考
え

る
こ
と
が
な
い
」
、
だ
か
ら
こ
れ
を
思
想
が
最
も
衰
え
た
時
代
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
易
の
卦
の
（
衰
退
を
示

す
）
「
剥
」
と
（
回
復
を
示
す
）
「
復
」
と
が
寄
り
添
う
よ
う
に
、
変
化
の
気
運
は
、
明
ら
か
に
次
第
に
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
3
3
｝

二
百
六

十
年
間
を
通
じ
て
観
察
す
る
と
、
不
可
思
議
の
お
も
む
き
が
あ
り
、
人
の
力
で
ど
う
に
か
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
」
と
思

想
的
に
は
衰
退
の
過
程
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
過
程
の
中
に
復
興
の
流
れ
が
伏
流
し
て
い
た
認
識
し
て
い
る
。
第
八
章
の
前
言
で
「
（
衰

退
時
代
と
復
興
時
代
の
）
そ
の
境
界
は
あ
ま
り
鮮
明
で
な
い
」
と
述
べ
た
の
は
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
清
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代

を
学
術
の
流
れ
は
、
四
つ
の
時
代
そ
れ
ぞ
れ
が
、
明
学
か
ら
宋
学
、
宋
学
か
ら
へ
漢
学
、
東
漢
学
か
ら
西
漢
学
、
さ
ら
に
先
秦
の

諸
子

学
へ
と
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
の
流
れ
を
遡
っ
て
古
代
の
全
盛
期
に
も
ど
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
す
る
。
こ
れ
が
『
清
代
学
術
概
論
』

序

に
引
く
「
清
代
二
百
余
年
の
学
術
は
、
じ
つ
は
、
こ
れ
以
前
の
学
術
を
逆
に
展
開
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
春
の
筍
を
剥

ぐ
が
ご
と
く
、
剥
げ
ば
剥
ぐ
ほ
ど
内
に
せ
ま
る
。
あ
た
か
も
甘
藷
を
く
ら
う
が
ご
と
く
、
く
ら
え
ば
く
ら
う
ほ
ど
美
味
で
あ
る
。
奇

異

な
る
現
象
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
現
象
は
、
だ
れ
が
う
み
だ
し
た
の
か
？
社
会
環
境
の
種
々
な
る
因
縁
が
生
み
出
し
た
の
で

　
⌒
3
4
）

あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
過
程
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
ど
こ
が
「
不
可
思
議
」
で
あ
り
「
奇
異
」
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
古

代
の
全
盛
時
代
の
学
術
思
想
（
古
学
）
の
復
興
と
い
う
最
終
的
な
到
達
点
は
一
緒
で
あ
る
に
せ
よ
、
本
来
の
歴
史
の
進
化

の

過
程

を
逆
戻
り
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
を
第
一
期
に
見
ら
れ
た
と
す
る
近
代
学
術
の
芽
が
結
局
実
を
結
ば
ず
、
考
証
学
と
い

う
い
さ
さ
か
奇
妙
な
形
で
展
開
し
た
こ
と
に
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
梁
啓
超
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
つ
ま
り
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
連

載

当
初
は
、
梁
啓
超
自
ら
の
課
題
は
「
古
学
復
興
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
第
八
章
再
開
時
に
は
古
学
復
興
は
「
今
文
派
」
が
既
に
実

現

し
て
い
た
と
す
る
こ
と
で
、
梁
啓
超
の
任
務
は
変
化
し
て
き
て
い
る
。
で
は
、
梁
啓
超
が
果
た
す
べ
き
役
割
と
は
ど
う
い
う
も
の

だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
の
末
の
文
に

　
　
戊

戌
・
庚
子
の
政
変
以
降
、
日
本
の
東
京
に
は
、
盛
ん
に
新
思
想
の
要
路
に
引
っ
越
そ
う
と
し
て
、
海
を
越
え
て
遊
学
す
る
も

　
　
の

が
、
月
に
百
人
も
あ
り
、
学
生
は
学
校
に
み
ち
み
ち
て
、
翻
訳
書
は
フ
ナ
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
の
言
論
は
老
大
家

　
　
た

ち
を
驚
か
せ
、
そ
の
気
勢
は
政
府
を
お
び
え
さ
せ
る
。
今
後
、
思
想
の
革
命
は
、
流
れ
は
お
し
と
ど
め
よ
う
が
な
い
。
い
ま

　
　
は

芽
を
出
し
た
ば
か
り
で
、
雑
然
と
し
て
識
別
の
し
よ
う
も
な
く
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
考
え
を
形
成
し
て
お
ら
ず
、
私
た
ち
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は

今
後

輩
に
種
を
播
く
義
務
を
つ
く
す
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
が
、
こ
の
芽
を
育
て
収
穫
す
る
の
は
、
そ
れ
な
り
の
人
が
い
る

　
　
で

あ
ろ
う
。
国
を
滅
び
さ
せ
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
新
政
府
が
成
立
後
二
十
年
で
、
き
っ
と
大
き
く
光
を
放
ち
全
世
界
に
大
き
な

　
　
名
声
を
は
せ
る
学
者
も
出
る
だ
ろ
う
。
私
は
わ
が
国
の
古
代
の
聖
人
を
見
る
こ
と
で
、
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
梁
啓
超
の
「
種
を
播
く
」
作
業
は
実
際
に
は
外
国
に
行
っ
て
外
国
の
学
術
思
想
を
学
び
翻
訳
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

モ
デ
ル

と
し
て
厳
復
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
梁
啓
超
は
自
ら
の
役
割
を
、
西
洋
の
学
術
思
想
を
中
国
に
取
り
入
れ
る
こ
と

で

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
西
洋
の
学
術
思
想
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
連
載
開
始
時
に

も
、
古
学
復
興
即
ち
中
国
の
学
術
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
並
ん
で
、
当
面
な
す
べ
き
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
一
節
で

挙

げ
た
「
論
学
術
之
勢
力
左
右
世
界
」
や
「
総
論
」
末
で
、
西
洋
の
近
世
の
学
術
を
も
た
ら
し
た
遠
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
「
十
字

軍
の

東
征
」
の
「
外
国
に
行
っ
て
、
彼
の
地
の
学
芸
を
習
い
、
知
識
を
増
大
さ
せ
る
」
と
い
う
定
義
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
つ

ま
り
、
梁
啓
超
の
果
た
す
役
割
の
重
点
は
、
「
古
学
復
興
」
か
ら
「
西
洋
の
学
術
思
想
の
輸
入
」
へ
と
移
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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結
論

　
さ
て
、
梁
啓
超
に
と
っ
て
、
古
学
復
興
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
中
国
に
お
い
て
新
し
い
学
術
を
生
み
出
す
前

提

で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ま
ず
梁
啓
超
の
考
え
る
学
術
の
進
化
観
・
歴
史
観
が
背
景
に
あ
る
。
ま
ず
、
西
洋
の
学
術
の
進
化
の
過
程

を
、
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
の
学
術
思
想
が
最
盛
期
を
迎
え
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
が
支
配
し
た
暗
黒
時
代
を
経
て
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と



外

国
の
文
明
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
近
代
の
学
術
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
分
析
す
る
。
そ
し
て
中
国
も
同
じ
過
程
を
繰
り
返
す
は
ず

で

あ
る
か
ら
、
中
国
が
古
学
復
興
と
外
国
の
学
術
思
想
の
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
新
し
い
学
術

思
想

を
生
む
と
い
う
軌
跡
を
描
く
は
ず
だ
と
す
る
。
こ
の
全
体
の
構
図
そ
の
も
の
は
連
載
当
初
の
時
点
か
ら
一
貫
し
て
変
化
は
な
い
。

し
か
し
、
中
国
の
歴
史
的
事
実
と
は
西
洋
の
歴
史
の
過
程
の
ど
の
段
階
に
あ
る
か
に
つ
い
て
の
位
置
付
け
が
、
第
一
章
で
考
察
し
た

「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
連
載
当
初
と
、
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
第
八
章
を
執
筆
し
た
時
点
で
は
異
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
端
的
に
、
梁
啓
超
が
生
き
て
い
た
時
代
、
梁
啓
超
の
言
葉
で
い
う
「
今
日
」
の
位
置
付
け
に
あ
ら
わ
れ
る
。
前
者
で
は

今

日
が
中
世
の
最
後
で
近
代
に
移
行
す
る
初
期
の
段
階
に
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
今
日
は
近
代
へ
の
第
一
段
階
で
あ

る
古
学
復
興
は
今
文
派
に
シ
フ
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
へ
更
に
一
歩
踏
み
入
れ
た
段
階
に
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
梁
啓

超
が

な

す
べ
き
当
面
の
課
題
も
、
前
者
の
古
学
復
興
か
ら
後
者
の
西
洋
文
化
の
移
植
と
そ
れ
に
続
く
学
界
革
命
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
位
置
づ
け
は
若
干
の
変
化
は
あ
る
も
の
の
基
本
的
に
は
『
清
代
学
術
概
論
』
へ
と
引
き
継
が
れ
て

い

る
と
言
っ
て
よ
い
。
小
野
氏
が
「
明
確
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
芸
復
興
と
の
対
比
に
お
い
て
清
学
を
意
識
し
」
て
い
な
い
と
感
じ
た

の

は
、
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
の
記
述
の
中
で
、
清
代
学
術
の
ど
の
時
期
を
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
位
置
付
け
る
か
が
変
わ

っ

た
か
ら
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
『
清
代
学
術
概
論
』
は
後
者
の
方
を
引
き
継
い
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
で
は

こ
の
変
化
は
ど
う
し
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
直
接
に
は
梁
啓
超
の
歴
史
の
過
程
へ
の
理
解
が
深
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
西
洋
の
学
術
の
進
化
の
過
程
に
つ
い
て
、
連
載
当
初
で
は
、
外
国
文
明
と
の
接
触
と
古
学
復
興
が
、
直
接

近
世
の

学
術
の

誕

生
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
第
八
章
執
筆
時
に
は
古
学
復
興
は
直
接
近
代
の
学
術
を
生
み
出
し
た
の
で

は
な

く
、
懐
疑
主
義
か
ら
誰
弁
派
を
経
て
帰
納
主
義
に
至
る
こ
と
で
近
代
学
術
が
生
み
出
さ
れ
る
学
界
革
命
が
起
き
た
の
だ
と
す
る
。
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そ
れ
に

対
応
す
る

よ
う
に
、
清
代
の
学
術
も
、
単
な
る
衰
退
の
過
程
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
清
初
に
一
端
帰
納
主
義
に
相
当
す

る
傾
向
が
生
れ
た
が
そ
れ
は
西
洋
と
は
違
っ
た
方
向
に
進
み
、
今
文
学
の
誕
生
か
ら
今
日
に
向
か
っ
て
進
化
す
る
と
い
う
よ
う
に
、

い

わ
ば
考

証
学
・
今
文
学
の
二
つ
を
別
の
運
動
と
と
ら
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
西
洋
の
学
術
進
化
へ
の
理
解
が
よ
り
詳
細

か

つ
具
体

的
に
な
り
、
中
国
の
歴
史
上
の
時
期
と
の
対
応
関
係
も
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
変
化
の
原
因
は
、
も
ち
ろ
ん
梁

啓
超
が
日
本
で
学
ん
で
知
識
が
増
え
た
た
め
だ
け
だ
と
は
言
い
難
い
質
的
な
相
違
が
あ
る
。
や
は
り
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
契
機
が
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に

は

「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
が
、
一
年
余
り
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
再
開
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
。

そ

こ
で
注
目
を
引
く
の
が
、
第
二
節
「
乾
嘉
之
学
」
の
割
注
に
あ
る
「
以
上
（
乾
嘉
ま
で
）
の
伝
授
の
派
別
を
叙
べ
る
の
に
、
少
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
｝

く
章
柄
麟
の
鳩
書
か
ら
と
っ
て
こ
れ
を
増
補
し
て
、
か
つ
そ
の
下
に
私
の
意
見
を
書
い
て
い
る
」
と
あ
る
句
で
あ
る
。
こ
の
清
朝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
3
7
）

学

者
の
「
伝
授
の
派
別
」
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
『
垣
書
』
で
該
当
す
る
篇
は
「
清
儒
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
論
中
国
学
術
思

想
変
遷
之
大
勢
」
第
二
節
「
乾
嘉
之
学
」
と
『
這
書
』
「
清
儒
」
の
記
述
を
比
較
し
て
み
る
と
、
挙
げ
て
あ
る
学
派
・
人
物
が
ほ
ぼ

一
致
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
学
派
の
説
明
・
評
価
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
本
文
中
に
章
柄
麟
の
言
葉
と
し
て
引
く
戴
震
に
関
す
る

地
理
的
要
因
を
説
く
部
分
以
外
に
も
『
娼
書
』
「
清
儒
」
と
同
じ
言
葉
を
用
い
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
つ
ま
り
梁
啓
超
が
言
う
よ
う

に
乾
嘉
以
降
の
考
証
学
に
つ
い
て
の
記
述
は
『
鳩
書
』
「
清
儒
」
の
記
述
を
踏
襲
し
て
い
る
。
両
者
で
大
き
く
異
な
る
の
は
、
章
柄

麟
が
近
世

の
孫

諮
譲
と
彼
自
身
の
師
で
あ
る
愈
樋
を
挙
げ
て
戴
・
段
・
二
王
の
学
の
後
継
者
と
評
価
し
、
逆
に
漢
宋
兼
採
の
陳
澄
は

全

く
評
価
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
梁
啓
超
は
全
く
逆
の
評
価
を
す
る
。
そ
れ
は
章
柄
麟
が
自
分
自
身
を
考
証
学
の
継
承
者
と
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
3
8
）

置
付

け
、
康
有
為
を
否
定
し
た
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
清
儒
」
は
初
刻
本
に
は
な
く
、
一
九
〇
四
年
六
月
に
出
版
さ
れ
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た
重
訂
本
で
は
じ
め
て
見
ら
れ
る
篇
で
あ
る
。
『
埴
書
』
重
訂
本
は
、
「
駁
康
有
為
論
革
命
書
」
を
発
表
し
て
康
有
為
ら
変
法
派
と
決

別

し
た
章
柄
麟
が
革
命
派
と
し
て
の
自
ら
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
書
で
あ
り
、
し
か
も
「
清
儒
」
は
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
3
9
＞

大
勢
」
と
同
じ
く
高
田
淳
が
言
う
よ
う
に
「
清
朝
学
術
論
を
中
国
学
術
史
全
体
の
中
で
論
じ
よ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
変
法

派
の

学
術
観
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
章
柄
麟
の
提
起
し
た
学
術
観
に
対
し
て
反
論
す
る
た
め
に
、
梁

啓
超
も
新
た
な
学
術
観
を
提
起
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
梁
啓
超
は
、
表
向
き
に
は
清
代
の
学
術
の
学
派
・
系
統

（伝
授
）
に
つ
い
て
は
章
柄
麟
に
依
り
な
が
ら
、
肝
腎
の
学
術
観
・
歴
史
観
の
部
分
で
章
柄
麟
に
反
論
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

れ
が
梁
啓
超
が
突
然
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
を
清
代
の
部
分
か
ら
再
開
し
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
で

は
、
梁
啓
超
は
ど
う
し
て
で
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
今
文
学
に
位
置
さ
せ
る
と
い
う
発
想
を
得
た
の
か
。
そ
れ
は
、
井
上
哲
次
郎
の

影

響
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
井
上
哲
次
郎
の
「
日
本
古
学
派
之
哲
学
」
は
井
上
を
代
表
す
る
儒
教
研
究
三
部
作
の
二
番
目
に

位
置
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
結
論
」
で
「
古
学
は
文
学
復
興
（
即
ち
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
）
の
結
果
と
し
て
起
れ
る
研
究
に
て
畢
寛

直
に
躍
を
孔
子
に
接
せ
ん
と
す
る
向
上
的
進
修
に
外
な
ら
ず
、
蓋
し
文
学
復
興
に
よ
り
て
、
我
邦
の
学
者
が
一
時
に
後
世
の
学
問
の

妄

謬
を
看
破
せ
る
に
本
つ
く
、
〈
中
略
〉
是
れ
我
邦
思
想
発
展
の
順
序
に
於
て
は
確
か
に
一
歩
を
進
め
た
る
も
の
な
り
、
此
の
如
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
4
0
）

復
古
の
学
を
総
称
し
て
古
学
と
い
ふ
と
難
も
或
る
意
味
に
て
は
寧
ろ
新
規
の
学
な
り
、
」
（
括
弧
マ
マ
）
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
井

上
は

伊

藤
仁
斎
・
荻
生
祖
裸
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
古
学
派
を
評
価
し
て
、
孔
子
へ
直
接
復
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
朱
子
学
に
対

し
て
の
反
動
の
性
格
を
持
つ
儒
教
の
革
新
運
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
あ
た
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
梁

啓
超
が
今
文
派
が
や
は
り
孔
子
に
も
ど
ろ
う
と
す
る
性
格
を
持
っ
た
儒
教
の
革
新
運
動
で
あ
る
の
に
そ
っ
く
り
で
は
な
い
か
。
何
よ

り
、
東
洋
の
哲
学
と
西
洋
の
哲
学
の
融
合
に
よ
る
新
ら
し
い
哲
学
を
創
り
出
す
と
い
う
の
は
井
上
の
一
貫
し
た
主
張
で
あ
る
。
第
八
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（
4
1
｝

章
執
筆
の
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
『
子
墨
子
学
説
』
の
附
言
に
井
上
の
言
葉
を
引
い
て
参
意
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
影
響
を
受
け
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
の
ベ
ー
コ
ン
の
帰
納
論
理
学
の
説
明
で
用
い
た
唯
一
「
古
学
復

興
」
以
外
の
訳
語
で
あ
る
「
文
学
復
興
」
が
、
井
上
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
訳
語
と
一
致
す
る
こ
と
も
、
梁
啓
超
が
井
上
の
「
日
本
古

学
派
之
哲
学
」
を
見
た
こ
と
を
示
す
傍
証
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ

し
て
、
日
本
が
古
学
派
と
い
う
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
運
動
を
経
験
た
日
本
が
、
「
慶
応
か
ら
明
治
の
わ
ず
か
数
年
間
の
間
に
西
欧
の
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
4
2
）

学
が
全
国

を
風
靡
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
る
時
、
日
露
戦
争
で
大
国
ロ
シ
ア
と
戦
っ
て
い
た
日
本
は
東
西
文
明
を
融
合
し
た

新

た
な
文
明
を
創
り
だ
す
条
件
を
持
っ
て
い
る
と
梁
啓
超
の
目
に
は
写
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、
以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
の
基
本
的
な
視
角
は
『
清
代
学
術
概
論
』
に
引
き
継

が
れ

て
い

る
。
そ
の
視
角
の
裏
に
は
、
西
洋
の
歴
史
の
進
化
の
図
式
に
、
中
国
の
現
状
を
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
梁
啓
超
の
姿
勢
が

見
え
隠
れ
す
る
。
こ
れ
は
佐
藤
慎
一
氏
が
言
う
「
真
理
は
固
有
の
価
値
を
持
ち
、
孔
子
の
言
説
と
一
致
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
4
3
へ

く
、
真
理
そ
れ
自
体
と
し
て
最
優
先
で
受
け
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
自
覚
し
た
梁
啓
超
が
、
逆
に
真
理
と
考
え
る
歴
史

の

進
化
の
公
式
に
捕
わ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
一
致
す
る
か
否
か
で
判
断
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
こ
の
傾
向
は
「
論

中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
で
濃
厚
で
あ
っ
て
、
辛
亥
革
命
後
政
治
か
ら
　
定
程
度
離
れ
た
立
場
か
ら
書
か
れ
た
『
清
代
学
術
概

論
』
に
は
比
較
的
希
薄
で
あ
る
。
そ
れ
が
小
野
氏
の
言
葉
で
言
う
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
座
標
軸
に
清
代
学
術
を
分
析
す
る
」
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
4
）

る

わ

け
だ
が
、
後
の
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』
と
な
る
と
西
欧
の
思
想
と
の
類
似
性
の
指
摘
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
記
述
は
正

確
で
あ
っ
て
も
か
え
っ
て
面
白
み
を
な
く
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
清
代
学
術
概
論
』
の
、
清
代
の
学
術
を
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
当
て
て

評
価
す

る
方
法
は
、
最
も
幸
福
な
成
功
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
外
形
的
な
類
似
の
み
を
と
り
あ
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ル
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ネ
ッ
サ
ン
ス
の
根
本
精
神
で
あ
る
、
古
学
の
復
興
の
名
を
借
り
た
革
新
運
動
と
い
う
本
質
が
、
清
代
の
学
術
の
担
い
手
の
意
識
、

る
い
は
漢
学
復
興
と
い
う
傾
向
の
本
質
と
合
致
す
れ
ば
こ
そ
成
功
を
治
め
た
の
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
。

あ

注（
1
）
　
小
野
和
子
訳
『
清
代
学
術
概
論
』
（
東
洋
文
庫
五
四
二
　
一
九
七
四
年
平
凡
社
）
三
五
八
頁
「
あ
と
が
き
」

　

『
清

代
学
術
概
論
』
は
、
一
九
二
〇
年
十
　
月
十
五
日
か
ら
『
改
造
』
第
三
巻
第
三
　
五
号
に
『
前
清
一
代
思
想
界
之
蜆
饗
』
と
い
う
題
で
連

　
　
載

さ
れ
た
。
『
飲
沐
室
専
集
』
第
三
十
四
冊
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
稿
で
は
小
野
和
子
訳
の
訳
注
及
び
朱
維
鋒
校
注
『
梁
啓
超
論
清

　
　
学
史
二
種
』
（
一
九
八
五
年
復
旦
大
学
出
版
社
）
に
収
め
ら
れ
る
『
清
代
学
術
概
論
』
を
随
時
参
照
し
た
。

（
2
）
　
　
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
は
、
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
主
に
『
飲
沐
室
文
集
』
所
収
の
テ

　
　
キ

ス

ト
を
用
い
て
、
『
新
民
叢
報
』
を
参
照
し
て
補
っ
た
。
『
飲
泳
室
文
集
』
・
『
飲
泳
室
専
集
』
は
、
一
九
八
九
年
中
華
書
局
刊
の
『
飲
泳
室

　
　
合
集
』
を
用
い
、
注
で
示
し
た
ペ
ー
ジ
も
『
飲
泳
室
合
集
』
の
も
の
で
あ
る
。

　
な

お
、
『
新
民
叢
報
』
の
発
行
年
月
日
は
実
際
の
発
行
日
時
と
ず
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
森
時
彦
氏
の
『
東
方
協
会
会
報
』
の
「
受
贈
目
録
」
に

　
　

よ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
『
新
民
叢
報
』
発
行
年
月
日
は
ほ
ぼ
正
確
で
あ
る
。

（
3
）
　
『
飲
沐
室
文
集
』
所
収
の
も
の
に
は
、
章
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　
各
章
が

ど
の
時
代
に
当
た
る
の
か
は
二
胚
胎
時
代
、
春
秋
以
前
是
也
。
二
全
盛
時
代
、
春
秋
末
及
戦
国
是
也
。
三
儒
学
統
一
時
代
、
両
漢
是

　
　

也
。
四
老
学
時
代
、
魏
晋
是
也
。
五
仏
学
時
代
、
南
北
朝
唐
是
也
。
六
儒
仏
混
合
時
代
、
宋
元
明
是
也
。
七
衰
落
時
代
、
近
二
百
五
十
年
是
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也
。
八
復
興
時
代
、
今
日
是
也
。
」
（
三
頁
）
と
い
う
「
総
論
」
の
本
文
（
『
飲
沐
室
文
集
』
第
七
冊
三
頁
）
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

（
4
）
　
第
十
章
以
降
は
、
結
局
構
想
の
み
で
書
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
地
理
・
政
治
・
文
学
と
の
関
係
等
は
当
時
の
梁
啓
超
の
展
開
し
た

　
　
主
要
な
課
題
で
あ
る
。

（
5
）
　
　
『
新
民
叢
報
』
第
一
号
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
六
冊

（
6
）
　
　
『
新
民
叢
報
』
第
六
号
　
　
『
飲
沐
室
文
集
』
第
一
二
冊
に
「
論
希
臆
古
代
学
術
」
の
名
前
で
収
め
る
。

（
7
）
　
　
『
新
民
叢
報
』
第
六
号
の
「
論
泰
西
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
の
前
言
に
は
「
（
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
）
第
三
章
・
第
四
節

　
　
は

『
戦
国
学
術
と
ギ
リ
シ
ャ
学
術
の
比
較
』
と
題
す
る
。
読
者
が
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
学
説
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
し
な
い
の
を
お
そ
れ
て
、

　
　
先
ず

こ
の
篇
を
著
し
参
考
に
付
し
た
。
」
と
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
連
載
開
始
時
に
西
洋
の
部
分
を
書

　
　

く
予
定
が
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
前
言
は
続
け
て
「
ま
た
本
論
は
も
と
緒
論
一
章
が
あ
る
の
だ
が
、
ま
た
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、

　
　
後
回
し
に
す
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
は
中
国
の
部
分
を
完
成
さ
せ
た
後
、
西
洋
の
学
術
に
つ
い
て
も
執
筆
す
る
予
定
は
あ
っ

　
　
た

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

（
8
）
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
六
冊
＝
五
頁

（
9
）
　
同
前
　
一
一
六
頁

（
1
0
）
　
　
『
新
民
叢
報
』
第
三
号
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
一
～
四
頁

（
1
1
）
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
三
頁

（
1
2
）
　
同
前
　
四
頁

（
1
3
）
　
同
前
　
二
頁

（
1
4
）
　
　
過
渡
時
代
に
つ
い
て
の
梁
啓
超
の
考
え
は
「
過
渡
時
代
論
」
（
『
清
議
報
』
第
八
三
朋
一
九
〇
一
年
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
六
冊
二
七
頁
）

　
　
に

詳
し
い
。

（
1
5
）
　
中
世
に
関
し
て
は
「
中
世
史
時
代
、
我
国
之
学
術
思
想
、
難
梢
衰
、
然
欧
州
更
甚
。
欧
州
所
得
者
、
惟
基
督
教
及
羅
馬
法
耳
、
自
余
則
暗
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無
天

日
、
欧
州
以
外
更
不
必
論
。
」
と
、
中
世
は
中
国
の
学
術
思
想
は
上
世
よ
り
も
衰
え
た
が
、
欧
州
は
更
に
衰
え
た
暗
黒
時
代
で
あ
っ
た

　
　
た

め
に
、
中
国
が
世
界
第
一
な
の
だ
と
の
こ
と
わ
り
が
つ
く
。

（
1
6
）
　
「
（
訓
詰
学
）
遠
導
近
今
段
玉
裁
王
引
之
之
噛
矢
、
買
檀
還
珠
、
去
聖
愈
遠
。
…
至
是
益
非
孔
学
之
旧
、
而
斯
道
亦
梢
陵
夷
衰
微
　
。
」
（
「
儒

　
　
教
統
一
時
代
」
『
新
民
叢
報
』
第
一
二
号
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
五
↓
頁
）
と
あ
る
の
は
、
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
の
前
半

　
　
部
連
載
時
に
は
考
証
学
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
、
連
載
中
断
の
時
点
ま
で
こ
の
見
解
が
続
い
て
い
た
と

　
　
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
7
）
　
一
九
〇
二
年
を
指
す

（
1
8
）
　
　
『
新
民
叢
報
』
第
三
年
第
五
号

（
1
9
）
　
　
『
飲
泳
室
専
集
』
第
三
四
冊
三
頁
　
小
野
書
×

（
2
0
）
　
　
『
新
民
叢
報
』
第
三
年
第
一
〇
号
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
一
〇
三
頁

（
2
1
）
　
前
掲
　
×
巨

（
2
2
）
　
　
『
新
民
叢
報
』
第
二
・
三
号
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
十
三
冊
所
収

（
2
3
）
　
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
部
分
の
記
述
は
第
八
章
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
　
倍
根
、
英
国
人
、
生
於
一
千
五
百
六
十
一
年
、
卒
於
一
千
六
百
二
十
六
年
、
其
時
正
承
十
五
世
紀
占
学
復
興
國
o
旨
巴
i
－
°
・
p
ロ
8
及
新
教
零
0
9
°
。
9
艮

　
　
確
立
之

後
学
界
風
潮
漸
変
。
難
然
、
学
者
猶
泥
於
希
膿
亜
里
士
多
徳
・
柏
拉
図
之
科
臼
（
「
近
世
文
明
初
祖
二
大
家
之
学
説
」
『
飲
泳
室
文
集
』

　
　
第
一
三
冊
二
頁
）

　
　
泰
西
自
十
五
世
紀
文
学
復
興
以
後
、
学
者
猶
不
免
渉
論
弁
、
陥
於
空
想
、
自
倍
根
興
而
始
一
矯
之
二
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
『
飲

　
　
泳
室
文
集
』
第
七
冊
八
六
頁
）

（
2
4
）
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
一
一
一
頁
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（
2
5
）
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
一
三
冊
一
頁

（
2
6
）
　
永
暦
は
明
の
永
明
王
の
年
号
、
清
で
は
ほ
ぼ
順
治
年
間
に
相
当
す
る
。

（
2
7
）
　
　
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
（
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
八
六
頁
）
な
お
、
こ
こ
で
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
「
古
学
復
興
」
で
は
な
く

　
　
「
文
学
復
興
」
の
語
を
用
い
て
い
る
が
、
前
述
「
近
世
文
明
初
祖
二
大
家
之
学
説
」
で
「
十
五
世
紀
古
学
復
興
」
と
い
う
の
を
見
て
も
、
ル

　
　

ネ
ッ
サ
ン
ス
を
指
す
。
な
ぜ
「
文
学
復
興
」
の
訳
語
を
用
い
た
か
は
後
述
。

（
2
8
）
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
八
六
頁

（
2
9
）
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
八
七
頁

（
3
0
）
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
九
七
頁

（
3
1
）
　
魏
源
の
「
海
国
図
志
」
は
日
本
で
は
佐
久
間
象
山
・
吉
田
松
陰
・
西
郷
隆
盛
ら
に
影
響
を
与
え
、
実
際
に
明
治
維
新
と
う
改
革
を
も
た
ら

　
　

し
た
と
評
価
す
る
。

（
3
2
）
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
九
七
頁

（
3
3
）
　
同
前
　
第
七
冊
九
八
頁

（
3
4
）
　
同
前
　
第
七
冊
一
〇
〇
頁

（
3
5
）
　
　
『
新
民
叢
報
』
第
三
年
第
八
号
　
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
九
三
頁

（
3
6
）
　
同
前
　
第
七
冊
九
三
頁

（
3
7
）
　
　
『
櫨
書
』
　
重
訂
本
（
『
章
太
炎
全
集
』
第
三
冊
一
五
四
頁
－
一
六
二
頁
）
第
十
二
篇
「
清
儒
」
の
ち
『
検
論
』
巻
四
に
同
文
を
収
め
る
。

　
　
『
這
書
』
『
検
論
』
に
つ
い
て
は
、
『
章
太
炎
全
集
』
第
三
冊
（
一
九
八
四
年
上
海
人
民
出
版
社
）
を
用
い
た
。
埴
書
の
「
初
刻
本
」
「
重
訂
本
」

　
　
の

名
称
及
び
出
版
時
期
に
つ
い
て
の
推
定
は
、
同
書
の
朱
維
鍾
の
「
前
言
」
に
基
づ
い
た
。

（
3
8
）
　
　
『
検
論
』
（
『
章
太
炎
全
集
』
第
三
冊
四
七
七
頁
）
で
は
実
際
に
戊
戌
変
法
の
際
康
有
為
を
支
持
し
た
翁
同
献
・
播
祖
蔭
の
名
を
挙
げ
て
陳

　
　
澄
を
非
難
し
て
い
る
。
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（
3
9
）
　
高
田
淳
『
章
柄
麟
・
章
子
劒
・
魯
迅
ー
辛
亥
の
死
と
生
と
　
』
（
一
九
七
四
年
龍
渓
書
社
）
第
一
章
「
戊
戌
・
庚
子
の
章
柄
麟
の
思
想
」

　

　
一
＝
二
頁

（
4
0
）
　
井
上
哲
次
郎
「
日
本
古
学
派
之
哲
学
」
（
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
九
月
　
冨
山
房
）

（
4
1
）
　
『
子
墨
子
学
説
』
第
五
章
「
墨
学
之
実
行
及
其
学
説
之
影
響
」
（
第
三
）
「
明
鬼
与
実
行
之
関
係
」
附
言
　
　
『
新
民
叢
報
』
第
三
年
第
九
号

　
　
（
総
五
七
号
）
一
九
〇
四
年
　
　
『
飲
泳
室
専
集
』
第
三
七
冊
四
七
頁

　
　
こ
の
部
分
は
、
井
上
哲
次
郎
の
『
武
士
道
叢
書
』
と
梁
啓
超
の
『
中
国
之
武
士
道
』
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
詳
細
は
別
稿
に
譲
り

　
　
た
い
。

　
　
ま
た
、
井
上
哲
次
郎
と
梁
啓
超
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
来
日
当
初
の
一
八
九
九
年
五
月
の
「
哲
学
会
」
例
会
で
既
に
面
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
、

　
　
「
梁
啓
超
の
研
究
」
班
で
バ
ス
チ
ド
氏
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
井
上
哲
次
郎
の
『
哲
学
辞
彙
』
も
梁
啓
超
は
見
て
い
た
は
ず
で
あ

　
　
る
。

（
4
2
｝
　
『
飲
泳
室
文
集
』
第
七
冊
一
〇
四
頁

（
4
3
）
　
「
文
明
と
万
国
公
法
」
　
祖
川
武
夫
編
『
国
際
政
治
思
想
と
対
外
意
識
』
（
一
九
七
七
年
　
創
文
社
）
　
の
ち
『
近
代
中
国
の
知
識
人
と
文

　
　
明
』
（
一
九
九
六
年
　
東
京
大
学
出
版
会
）
所
収
（
一
三
〇
頁
）

（
4
4
｝
　
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』
　
　
『
飲
泳
室
専
集
』
第
七
五
冊

　
　
一
九
一
＝
二
年
か
ら
一
九
二
五
年
の
間
、
清
華
大
学
・
南
開
大
学
で
行
わ
れ
た
講
義
を
も
と
に
し
て
い
る

最
後

に
、
こ
の
論
文
を
執
筆
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
「
梁
啓
超
の
研
究
」
班
に
お
け
る
班
員
の
諸
氏
の
研
究
発
表
及
び
そ
の
後
の
討
論
に
直

接

的
・
間
接
的
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
特
に
研
究
班
に
お
招
き
い
た
だ
き
、
日
本
の
中
国
哲
学

研
究

に
関
す
る
指
摘
を
い
た
だ
い
た
狭
間
直
樹
氏
、
『
新
民
叢
報
』
の
発
行
時
期
に
関
し
て
詳
し
い
調
査
さ
れ
た
森
時
彦
氏
、
「
論
中
国
学
術

思

想
変
遷
之
大
勢
」
に
お
け
る
進
化
の
公
理
公
例
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
井
波
陵
一
氏
、
井
上
哲
次
郎
の
「
古
学
派
」
と
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
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の

関
係
を
指
摘
頂
い
た
中
村
哲
夫
氏
の
研
究
の
成
果
は
本
論
中
で
直
接
利
用
し
た
。

た
め

に
、
直
接
引
用
し
な
か
っ
た
こ
と
を
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。

研
究
報
告

よ
り
先
に
本
論
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
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