
、

謝
　
　
　
狩
野
直
喜
著
．
中
國
哲
學
史
L
を
讃
む

宮
　
　
崎
　
。
　
市
　
　
q
，
定

　
は
じ
め
に
紹
介
者
の
、
本
書
の
著
者
、
故
狩
野
君
山
博
士
に
つ
い
て
の
個
人
　
　
る
。
そ
の
他
大
學
院
の
演
習
、
儀
禮
疏
の
講
讃
に
も
出
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ご

的
な
憶
い
出
を
語
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。
私
が
京
都
大
學
に
入
學
し
た
の
は
　
　
の
演
習
の
輪
讃
者
は
倉
石
武
四
郎
、
崎
山
宗
秀
、
中
野
長
右
衛
門
諸
氏
の
顔
燭

大
正
十
一
年
で
あ
り
、
博
士
の
講
席
に
列
し
た
の
は
二
回
生
に
な
っ
て
か
ら
で
　
　
れ
で
、
几
を
ど
う
持
っ
て
き
て
、
何
慮
へ
据
え
る
と
か
云
う
細
か
い
議
論
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
。
そ
れ
も
本
書
の
原
稿
と
な
っ
た
普
通
講
義
に
は
出
た
て
と
が
な
く
、
特
　
　
博
士
は
屡
ζ
胡
竹
村
を
引
用
さ
れ
た
。
た
だ
一
つ
、
疏
の
中
に
孔
子
添
魂
仕
儲

殊
講
義
と
演
習
を
傍
賠
し
た
。
特
殊
講
義
は
最
初
一
年
孚
に
亘
っ
て
「
清
朝
の
　
　
侯
、
と
い
う
旬
が
あ
っ
て
問
題
に
な
っ
た
が
、
聞
い
て
い
な
が
ら
、
不
見
を
覚
　
　
一

文
學
と
制
度
」
が
講
ぜ
ら
れ
、
主
に
科
學
の
話
で
、
こ
れ
は
大
攣
面
白
か
っ
た
。
　
と
讃
ん
だ
ら
意
昧
が
通
す
る
だ
ろ
う
に
と
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
併
し
う
　
7
2

拙
著
「
科
暴
」
は
こ
の
講
義
に
負
う
所
が
多
く
、
特
に
儒
林
外
史
を
引
用
し
た
　
　
っ
か
り
口
を
出
し
て
、
お
前
も
讃
め
と
云
わ
れ
る
と
叶
わ
ぬ
か
ら
獣
っ
て
い
た
。
　
［

所
な
ど
は
講
義
の
ま
ま
で
あ
る
。
科
翠
の
次
は
爾
漢
學
術
考
で
あ
っ
た
が
、
之
　
私
が
方
面
違
い
の
元
曲
や
注
疏
に
今
も
っ
て
多
少
な
り
と
親
し
み
を
感
す
る
こ

は
途
中
ま
で
し
か
聴
け
な
か
っ
た
。
外
に
元
曲
選
の
講
讃
が
あ
り
、
之
も
仲
々
　
　
と
が
で
き
る
の
は
、
全
く
先
生
の
講
義
の
賜
だ
と
感
謝
し
て
い
る
。

面
白
か
っ
た
。
「
風
光
好
」
な
ど
い
う
艶
っ
ぽ
い
も
の
も
あ
っ
た
が
、
肝
心
な
所
　
　
　
さ
て
博
士
の
遺
著
、
中
國
哲
學
史
は
著
者
が
京
都
大
學
に
お
い
て
、
明
治
三

は
苦
笑
い
を
し
て
解
羅
さ
れ
な
か
っ
た
。
演
習
に
は
作
詩
文
が
あ
っ
て
、
日
本
　
　
十
九
年
か
ら
大
正
十
三
年
に
至
る
聞
に
哲
學
科
並
日
通
講
義
と
し
て
支
那
哲
學
史

文
の
翻
繹
を
課
せ
ら
れ
、
恐
る
恐
る
迷
繹
を
提
出
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
　
　
概
読
を
教
回
繰
り
返
し
て
講
じ
た
も
の
を
、
一
部
は
著
者
の
草
稿
に
も
と
づ
き

の
度
に
朱
筆
で
虞
赤
に
直
し
て
評
語
を
附
し
て
返
し
て
貰
っ
た
。
野
雁
が
群
を
　
　
他
は
學
生
の
ノ
ー
ト
に
よ
っ
て
整
理
編
集
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
六
五

な
す
・
と
い
う
所
を
欝
群
と
書
い
た
ら
、
晩
群
と
直
さ
れ
た
。
成
る
程
と
感
心
　
　
九
頁
、
第
一
編
総
論
を
除
い
て
他
は
時
代
順
に
、
孔
子
以
前
の
中
國
思
想
、
春

し
た
が
・
さ
て
其
後
漢
文
を
讃
ん
で
い
る
と
、
屡
ζ
欝
群
と
い
う
使
い
方
に
出
　
　
秋
職
國
時
代
、
漢
唐
時
代
、
宋
元
明
代
、
清
代
の
五
編
・
五
時
期
に
分
っ
て
い

遇
う
の
で
、
ま
た
分
ら
か
く
な
り
、
つ
い
近
頃
ま
で
そ
の
解
を
得
な
か
っ
た
。
　
　
る
。
各
時
期
の
頁
敷
は
概
ね
百
敷
十
頁
で
、
蓋
し
甚
だ
均
衡
を
得
た
も
の
と
言
、

と
こ
ろ
が
此
程
梁
書
王
規
傳
を
讃
ん
で
、
非
爲
功
難
、
成
功
難
也
、
と
い
う
文
　
　
・
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
從
來
の
類
書
は
と
も
す
れ
ば
古
代
が
詳

句
に
ぶ
っ
か
っ
て
、
や
っ
と
そ
の
違
い
が
分
っ
た
よ
う
な
氣
が
す
る
次
第
で
あ
　
　
細
を
極
め
る
に
反
し
時
代
が
下
る
に
從
っ
て
簡
輩
と
な
り
、
普
通
の
史
と
名
の



　
　
つ
く
も
の
と
は
正
反
封
に
、
恰
も
三
角
形
を
倒
に
立
て
た
よ
う
な
頭
部
肥
天
症
　
　
　
し
、
改
鋳
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
此
れ
で
は
、
出
來
た
銭
も
粗
悪
で
あ

　
　
た
陪
っ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
叙
述
の
分
量
が
均
衡
を
　
　
　
り
、
且
つ
又
、
古
人
の
傳
世
の
費
を
砕
い
て
了
う
の
で
、
爾
損
で
あ
る
。
し

　
　
保
っ
て
い
る
黙
が
先
す
本
書
の
第
一
の
特
色
に
墨
げ
ら
れ
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
自
分
が
此
の
書
（
日
知
録
）
を
著
わ
す
に
は
、
早
夜
諦
讃
し
反
復
尋
究
し

　
　
　
各
時
代
に
は
先
す
概
説
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
特
色
、
傾
向
を
述
べ
、
次
に
　
　
。
恥
て
、
一
歳
の
間
僅
か
に
十
鹸
條
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
此
は
山
か

　
　
各
論
と
し
て
列
傳
膣
に
夫
々
の
思
想
家
の
學
説
の
大
要
を
述
べ
る
。
或
い
は
時
　
　
　
ら
采
り
來
っ
た
銅
た
る
こ
と
間
違
い
な
し
、
と
。
（
五
一
四
頁
）

　
　
代
に
よ
り
、
或
い
は
地
万
に
よ
り
、
或
い
は
學
風
に
よ
っ
て
敷
個
の
グ
ル
ー
プ
　
　
　
博
士
の
申
國
哲
學
史
の
講
義
は
、
正
し
く
顧
炎
武
の
言
う
、
山
よ
り
采
り
來
．

　
　
に
細
分
す
る
場
合
も
あ
る
。
記
述
の
下
限
は
康
有
爲
に
止
ま
り
、
章
柄
麟
以
下
　
　
っ
た
銅
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
本
書
は
概
読
書
で
あ
っ
て
、
本
書
を
讃
め

　
　
に
は
及
ぱ
な
い
。
雀
末
に
人
名
書
名
の
索
引
を
附
し
、
別
に
吉
川
幸
次
郎
氏
の
　
　
ば
一
通
り
以
上
の
申
國
哲
學
史
の
智
識
が
得
ら
れ
る
が
、
吏
に
一
歩
進
ん
で
中

　
　
簡
輩
な
序
と
蹟
と
が
あ
る
。
以
上
が
本
書
の
膣
裁
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
　
　
　
　
國
哲
學
を
勉
強
し
、
原
典
を
讃
も
う
と
い
う
人
の
た
め
の
此
上
な
い
よ
い
手
引

　
　
　
さ
て
本
書
は
題
名
に
は
書
き
こ
ん
で
な
い
が
、
そ
の
成
立
の
経
過
が
示
す
よ
　
　
き
に
な
る
。
こ
の
黙
が
い
わ
ゆ
る
概
読
書
と
違
っ
て
特
に
有
難
い
鮎
で
あ
る
。

　
　
う
に
・
中
國
哲
墨
史
の
概
読
で
あ
る
。
但
し
普
通
の
概
読
書
と
は
大
い
に
異
る
。
　
　
本
書
は
そ
の
第
一
編
纒
論
に
お
い
て
、
中
國
哲
學
史
の
範
園
及
び
そ
の
特
質
、

　
　
と
い
う
の
は
・
普
通
織
説
書
と
い
え
壁
に
纏
め
た
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
解
さ
中
國
墓
史
の
研
究
法
と
い
う
二
章
護
け
て
著
者
の
立
場
を
明
か
に
し
て
い
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　ｨ
幅
醗
暴
麓
諏
蓼
鞭
謝
綾
纏
い
罫
繍
灘
縮
鯉
　
脳
麗
饗
蟄
麟
纏
鞭
灘
翻
叢
羅
聖
醜
駐
噸
敬
紹

　
　
箪
に
著
者
一
個
の
見
識
で
綴
り
合
わ
さ
れ
て
よ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
勝
ち
で
は
　
　
中
、
支
那
學
な
る
べ
し
と
は
、
哲
學
、
史
學
、
文
學
と
い
う
風
に
各
自
を
分
離

　
　
な
か
ろ
う
か
。
斯
く
申
す
私
の
書
い
た
ら
し
い
も
の
で
も
、
時
．
に
は
意
昧
を
取
　
　
せ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
而
し
て
申
國
思
想
の
特
長
は
古

　
　
蓮
え
て
引
肘
さ
れ
た
の
に
出
遇
っ
て
面
喰
う
場
合
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
書
は
　
　
典
の
成
立
以
來
、
古
典
の
研
究
と
い
う
形
で
獲
展
し
て
き
た
の
で
、
中
國
哲
學

　
　
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
博
士
は
嘗
て
私
に
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
を
言
　
　
史
は
云
い
か
え
れ
ば
古
典
研
究
の
歴
史
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
時
代
的
、
或

　
　
い
攣
え
る
の
は
學
問
で
は
な
い
、
と
戒
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
　
　
い
は
學
派
的
な
學
読
の
攣
化
乃
至
相
異
は
糎
書
に
甥
す
る
態
度
の
相
蓮
か
ら
生

　
　
は
實
は
出
典
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
知
録
の
序
に
あ
り
、
本
書
に
も
引
か
れ
た
　
　
す
る
。
而
七
て
研
究
の
態
度
は
大
別
し
て
簿
輕
派
、
印
ち
糎
典
の
本
文
研
究
に

　
　
次
の
顧
炎
武
の
言
葉
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
主
力
を
注
ぐ
も
の
と
、
傳
道
派
、
即
ち
経
典
に
含
ま
れ
た
る
教
義
の
閣
明
に
努

　
　
　
炎
武
は
或
る
人
に
書
を
與
え
て
云
う
、
今
の
人
が
纂
輯
す
る
書
は
、
正
に
今
　
　
力
す
る
も
の
と
の
二
派
に
分
っ
こ
と
が
で
き
る
。
漢
唐
の
訓
詰
學
、
清
代
の
考

　
　
　
の
人
が
銭
を
鑛
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
古
人
が
銭
を
鋳
る
と
き
は
、
銅
を
　
　
謹
學
は
前
者
に
騎
し
、
宋
元
明
の
理
學
・
心
學
は
後
者
に
薦
す
る
。
中
國
の
學

謝
　
　
山
よ
り
采
っ
て
用
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
の
人
は
奮
銭
を
買
っ
て
慶
銅
と
構
　
　
宕
は
概
ね
こ
の
何
れ
か
に
麗
し
、
互
い
に
相
排
摘
す
る
が
、
哲
學
史
は
歴
史
で
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あ
る
以
上
、
何
れ
に
も
長
短
所
の
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
一
方
に
偏
俺
し
て
は
な
　
　
み
つ
で
も
、
そ
れ
を
背
後
に
退
け
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
思
想
を
、
あ
る
が
ま
ま

3
　
　
ら
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
本
書
に
は
、
最
初
の
総
論
中
に
お
い
て
、
　
　
の
睦
系
に
整
え
る
べ
き
で
あ
り
、
自
己
の
思
想
を
以
て
讃
み
、
自
己
の
思
想
で

　
　
既
に
論
語
の
本
文
、
爲
仁
之
本
の
句
に
つ
き
、
漢
・
宋
の
學
に
よ
っ
て
讃
み
方
　
　
手
を
加
え
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
中
國
に
お
い
て
は
、
考
讃
撃
も

　
　
・
に
差
違
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
他
至
る
所
に
纏
書
の
解
繹
が
學
派
に
よ
っ
　
　
一
つ
の
學
派
で
あ
り
、
極
端
に
言
え
ぱ
、
絶
え
す
攻
め
た
り
攻
め
ら
れ
た
り
す

　
　
て
異
る
馳
を
読
明
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
著
者
の
よ
う
な
碩
學
に
し
て
始
め
て
　
　
る
敵
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
輩
な
る
智
識
的
な
學
問
で
は
な
く
、
感
情
的
な

　
　
出
來
る
こ
と
で
あ
り
、
本
書
の
竜
つ
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
色
彩
を
も
っ
て
い
て
、
漢
學
涯
は
宋
明
の
學
を
口
に
上
す
の
も
暦
し
と
し
な
い
。

　
　
　
著
者
が
傳
経
派
と
傳
道
派
を
象
學
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
い
、
こ
れ
迄
和
漢
共
　
　
本
書
は
斯
る
弊
に
階
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
し
、
栄
學
も
心
墨
も
既
に
存
在
し
、

　
　
に
、
爾
者
を
均
等
に
や
っ
た
著
が
少
い
、
と
言
っ
て
そ
の
困
難
さ
を
指
摘
す
る
　
　
思
想
史
的
に
重
要
な
役
割
を
占
め
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
之
を
無
覗
し
て
は
な

　
　
の
は
同
時
に
、
著
者
自
身
の
理
想
と
抱
負
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
若
し
　
　
ら
す
、
そ
れ
等
の
人
々
の
著
述
を
も
均
し
く
利
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
し
て
い

　
　
こ
こ
に
蔭
の
聲
が
あ
っ
て
、
著
者
の
立
場
を
更
に
第
三
者
の
側
か
ら
読
明
す
る
　
　
る
。
　
　
－

　
　
な
ら
ば
、
な
お
若
干
の
注
縄
を
附
加
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
署
者
　
　
　
此
に
、
均
し
く
利
用
す
る
と
い
う
の
は
、
無
差
別
に
、
等
便
値
に
取
扱
う
と
　
　
一

　
　
の
立
場
は
疑
い
も
な
く
、
清
朝
の
考
謹
學
の
立
場
、
印
ち
漢
學
で
あ
る
と
い
づ
　
　
い
う
意
味
で
な
く
、
只
研
究
の
題
目
と
し
て
取
上
げ
る
と
い
う
意
味
な
る
こ
と
　
7
4

　
　
こ
と
で
あ
る
。
但
し
し
れ
は
實
は
當
然
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
若
し
そ
う
で
濠
け
　
　
は
明
か
で
あ
る
。
考
讃
學
が
文
獄
を
、
何
よ
り
も
先
す
言
語
學
的
に
正
確
に
讃
　
　
一

　
　
れ
ば
を
か
し
い
程
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
む
こ
と
を
第
一
條
件
と
す
る
以
上
、
訓
詰
考
謹
の
上
で
は
、
宋
學
は
漢
墨
に
敗

　
　
　
漢
唐
の
訓
詰
學
も
宋
明
の
理
學
・
心
學
も
、
さ
て
は
溝
朝
の
考
讃
學
屯
、
何
　
け
る
の
で
あ
る
。
著
者
が
學
読
の
相
違
と
し
て
あ
げ
た
例
は
、
概
ね
そ
う
い
う
、

　
　
れ
も
輕
書
を
最
も
正
し
く
讃
み
取
ろ
う
と
し
九
意
圖
に
墜
り
は
な
い
。
そ
の
正
　
　
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
併
し
之
は
著
者
の
意
見
で
宋
學
を
敗
け
さ
せ
た
の
で
は

　
　
し
く
と
い
う
意
味
が
・
結
局
考
撃
涯
の
言
う
よ
う
な
、
文
鰍
墨
的
、
言
義
塵
　
な
く
、
敗
け
た
と
い
う
事
蜜
が
既
に
あ
・
た
の
で
あ
る
。
著
者
の
立
場
は
飽
迄

　
　
的
に
正
し
く
と
い
う
意
味
に
落
ち
つ
い
た
の
で
、
著
者
な
ら
す
と
も
、
こ
の
主
　
　
も
客
醐
的
な
史
學
の
立
場
を
守
っ
て
い
る
と
云
え
る
。

　
　
張
に
は
賛
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
但
し
考
謹
墨
と
云
っ
て
も
、
哲
學
史
を
述
べ
　
　
　
こ
の
立
場
は
西
洋
の
い
わ
ゆ
る
支
那
學
者
の
そ
れ
に
近
い
。
事
實
著
者
は
西
・

　
　
る
時
の
著
者
の
立
場
は
・
考
馨
學
の
立
場
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
考
璽
學
洋
學
者
の
所
説
を
、
た
と
え
そ
れ
が
甚
し
く
頼
り
な
い
も
の
で
あ
．
て
も
、
他

　
　
　
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
の
石
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
我
が
國
の
學
者
で
は

　
　
　
哲
學
史
は
哲
學
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
著
者
の
信
條
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
荻
生
祖
篠
、
伊
藤
仁
齋
が
屡
ζ
引
用
さ
れ
、
索
引
に
よ
れ
ば
前
者
は
蜜
に
十
五

　
　
哲
學
に
は
個
人
の
自
己
の
主
張
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
哲
學
史
は
む
し
ろ
歴
　
　
回
、
後
者
は
十
三
回
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
引
合
い
に
出
さ
れ
た

　
　
　
史
で
あ
っ
て
・
只
あ
る
が
儘
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
自
己
に
主
張
が
　
　
學
者
は
中
國
人
に
は
全
く
な
い
。
こ
れ
は
著
者
が
我
國
の
先
學
の
功
績
を
顯
章



　
　
し
ょ
う
と
す
る
好
意
か
ら
で
も
あ
る
が
、
ま
た
日
本
の
學
者
は
、
た
と
え
學
派
　
　
立
し
て
か
ら
後
の
反
動
と
し
て
生
れ
た
も
の
と
見
る
方
が
、
よ
り
要
當
な
る
を

　
　
的
な
色
彩
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
國
の
事
物
を
見
る
目
が
第
三
者
　
　
畳
ゆ
る
。
ま
た
中
國
の
古
代
史
自
艦
が
、
股
壌
獲
掘
や
新
史
料
の
出
土
に
よ
っ

　
　
的
な
冷
静
さ
を
も
ち
、
少
く
も
あ
る
距
離
を
お
い
て
襯
察
し
て
い
る
の
で
、
そ
　
　
て
著
し
い
進
展
を
見
せ
、
思
想
史
を
も
含
め
て
、
全
般
的
に
再
樵
討
の
機
に
直

　
　
う
い
う
態
度
に
共
鴨
さ
れ
た
馳
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
面
じ
て
い
る
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
併
し
之
を
全
般
に
亘
る
通
史
と
し
て
見
る

　
　
　
具
騰
的
な
内
容
に
立
入
っ
て
の
紹
介
は
、
質
の
馳
か
ら
云
っ
て
も
量
の
鮎
か
　
　
時
、
本
書
の
便
値
は
さ
し
て
動
揺
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
優
れ
た
部
分
を

　
　
ら
云
（
．
て
も
私
の
手
に
あ
ま
る
。
た
だ
私
に
と
っ
て
最
も
有
釜
だ
と
思
わ
れ
た
　
　
よ
せ
集
め
て
見
て
も
そ
れ
で
す
ぐ
、
　
優
れ
た
通
史
に
は
な
り
得
な
い
。
　
や
は

　
　
の
は
最
後
の
清
の
學
術
と
思
想
の
編
で
あ
る
。
我
々
專
門
外
の
者
に
と
っ
て
、
　
　
り
全
豊
を
貫
い
た
態
度
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
本
書
の
一
部
分
に
相
當
す
る

　
　
明
代
ま
で
は
、
日
本
に
も
夫
々
の
研
究
が
あ
り
、
そ
れ
を
手
引
き
と
す
れ
ば
あ
　
　
あ
る
時
代
、
特
に
宋
明
の
思
想
史
は
、
或
い
は
容
易
に
書
き
換
え
ら
れ
る
よ
う

　
　
る
程
度
ま
で
中
國
の
書
物
も
利
用
し
得
る
。
と
こ
ろ
が
肝
心
の
清
代
に
な
る
と
　
　
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
小
さ
な
谷
は
深
い
よ
う
に
見
え
て
實
は
淺

　
　
全
く
手
に
負
え
な
く
な
る
。
い
っ
た
い
に
奮
時
．
の
中
國
の
書
物
に
は
、
．
滅
多
に
　
　
く
、
大
き
な
谷
は
淺
い
よ
う
に
見
え
て
實
は
深
い
も
の
で
あ
る
。
全
時
代
を
通

　
　
－
著
者
の
立
場
や
、
學
問
の
系
統
が
解
読
さ
れ
て
い
な
い
。
何
の
た
め
に
、
ど
う
　
・
じ
て
、
本
書
に
勝
る
新
し
い
哲
學
更
は
容
易
な
こ
と
で
は
書
き
得
ら
れ
ま
い
と

　
　
い
う
意
向
で
著
わ
さ
れ
た
か
も
こ
と
わ
っ
て
な
い
。
其
上
に
清
朝
の
考
謹
…
學
者
　
　
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
・
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　?
�
ﾃ
講
誓
瀞
鷺
蘇
需
轄
欲
蠣
撫
曙
野
協
考
麟
器
舗
繭
警
緒
鍵
鰐
鴇
誘
箆
擁
鍵
藻
餅
刃

　
　
鹸
蔽
が
な
い
。
從
來
、
清
一
代
を
概
襯
し
た
も
の
と
し
て
は
、
梁
啓
超
の
清
代
　
　
擦
と
は
直
接
の
讃
擦
を
意
味
す
る
ら
し
い
。
そ
の
上
に
孤
讃
は
取
ら
す
、
と
か

　
　
學
術
概
論
ぐ
ら
い
を
頼
り
に
す
る
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
本
書
に
よ
　
　
色
々
や
か
ま
し
い
規
則
が
あ
る
。
こ
う
い
う
家
法
の
嚴
な
る
鮎
に
考
讃
學
の
大

　
　
っ
て
多
年
の
渇
望
を
癒
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
な
強
味
が
あ
る
と
共
に
、
ま
た
自
然
に
そ
こ
か
ら
制
約
を
受
け
る
こ
と
を
免

　
　
　
本
書
の
底
稿
と
な
っ
た
博
士
の
哲
學
吏
講
義
が
大
正
十
三
年
で
打
切
り
に
な
　
　
れ
な
い
。
本
書
は
考
謹
史
學
の
立
場
に
お
い
て
す
る
限
り
、
部
分
的
に
は
改
作

　
　
っ
て
い
る
と
云
え
ぱ
、
そ
れ
は
今
か
ら
三
十
鹸
年
の
昔
で
あ
る
。
扱
こ
の
三
十
　
　
す
る
こ
と
は
あ
り
得
て
も
、
全
謄
…
の
隆
系
を
覆
え
す
ほ
ど
の
新
研
究
は
望
み
得

　
　
年
聞
に
支
那
哲
學
の
研
究
は
ど
れ
だ
け
進
歩
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
事
門
外
の
筆
　
　
ま
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
堅
固
不
動
に
出
來
て
い
る
。
併
し
將
來
の
概
読
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
者
の
寡
聞
を
以
て
す
る
も
、
部
分
的
に
は
色
々
な
勢
作
が
世
に
出
て
い
る
。
之
　
の
方
向
を
そ
の
ま
ま
推
進
し
た
だ
け
で
よ
い
か
と
い
う
と
問
題
が
あ
る
。
そ
し

　
　
に
よ
っ
て
本
書
の
記
述
が
改
め
ら
る
べ
く
、
少
く
屯
改
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
　
　
て
そ
の
問
題
は
、
哲
學
史
を
も
含
め
た
歴
史
と
い
う
も
の
の
在
り
方
の
問
題
と

　
　
部
分
も
少
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
五
行
思
想
は
矢
張
り
職
國
に
入
っ
て
か
　
　
關
聯
し
て
く
る
。

ク
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@
ら
の
琵
物
と
す
る
方
が
落
付
き
が
よ
く
、
老
子
道
徳
纒
の
思
想
も
、
儒
敏
が
成
　
　
　
歴
史
墨
は
、
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
從
來
の
ラ
ソ
ケ
風
の
客
観
史
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@
學
が
、
唯
物
吏
醐
に
よ
っ
て
全
々
書
き
換
え
ら
れ
な
い
ま
で
竜
、
大
き
な
試
錬
　
　
を
借
り
て
來
て
、
各
時
代
の
支
配
階
級
の
理
念
が
、
そ
の
ま
ま
上
締
構
逡
た
る

ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
起
る
べ
き
竜
の
が
起
っ
た
の
で
、
た
し
か
　
　
哲
學
に
境
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
漏
足
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

　
　
に
歴
史
墨
の
大
き
な
前
遙
で
あ
る
。
併
し
一
口
に
唯
物
史
凝
と
云
っ
っ
て
も
、
　
　
私
に
と
っ
て
諮
ら
な
い
哲
肇
史
で
あ
る
。
歴
更
學
は
謹
窮
問
題
で
は
な
い
か
ら

　
　
こ
れ
が
そ
れ
だ
と
言
っ
て
取
夢
出
せ
る
よ
う
な
榊
器
み
た
い
な
物
は
な
砕
筈
で
　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
　
あ
る
。
教
薩
を
立
て
纏
典
を
驚
め
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
後
世
に
な
れ
ば
解
…
㎝
糧
の
　
　
　
・
も
し
竜
私
に
將
來
帆
あ
る
べ
き
哲
學
山
災
の
映
〔
働
撚
を
察
葱
せ
よ
と
糞
わ
れ
れ
ば
、

　
　
根
蓮
か
ら
、
色
々
な
分
甑
が
分
れ
て
く
る
こ
と
は
、
何
よ
砂
屯
よ
く
本
書
が
撤
　
　
次
の
よ
う
な
注
文
を
し
た
い
。
思
想
と
い
う
屯
の
が
、
大
き
な
就
會
の
攣
動
に

　
　
え
て
く
れ
る
。
唯
物
更
鶴
は
何
で
あ
れ
、
此
等
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
に
　
　
從
？
て
攣
化
す
る
こ
と
は
私
も
認
め
る
。
併
し
そ
れ
は
、
敵
會
艦
…
逡
が
す
ぐ
思

　
　
覇
し
て
は
、
歴
更
家
は
翼
を
つ
ぶ
る
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
。
從
っ
て
昏
人
が
沓
様
に
　
　
想
の
上
に
反
鋏
す
る
と
い
う
よ
う
な
簡
箪
な
も
の
で
な
く
、
薩
會
の
甦
歩
と
共

　
　
理
解
し
て
、
必
要
な
と
こ
ろ
を
取
入
れ
る
外
は
な
い
。
屯
ち
ろ
ん
、
之
で
は
唯
　
　
に
思
考
力
と
、
之
に
俘
っ
て
表
現
力
菟
増
し
ズ
く
る
。
思
想
は
結
局
、
作
渚
と

　
　
物
吏
灘
で
は
な
い
。
塞
當
の
唯
物
更
襯
に
な
る
た
め
に
は
す
ぐ
に
闘
璽
を
蜜
陵
　
　
受
容
漕
と
の
合
作
で
あ
る
こ
と
、
文
翠
や
美
術
と
揮
ぶ
所
は
な
い
。
こ
の
爾
潜

　
　
し
な
け
れ
ば
な
る
壽
。
（
霧
の
妻
が
あ
る
障
ル
キ
シ
ズ
お
馨
き
の
協
力
で
哲
讐
前
進
す
る
。
從
來
は
あ
る
建
の
思
考
で
楚
し
て
窪
竜
　

　
　
い
て
、
そ
れ
は
陽
萌
學
だ
、
と
書
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
竜
ち
う
ん
本
書
に
は
　
　
の
が
、
家
の
時
代
に
な
る
と
そ
の
程
度
で
は
最
早
や
漏
足
で
き
な
く
な
っ
て
薪
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

　
　
そ
ん
な
こ
と
は
書
い
て
薮
い
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
い
竜
の
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
本
書
に
竜
云
う
。
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
【

　
　
　
と
こ
ろ
で
歴
史
墨
の
任
務
は
何
と
愛
っ
て
竜
、
歴
更
を
叙
述
す
る
に
あ
る
。
　
　
　
」
体
、
輕
典
の
文
と
い
う
も
の
が
近
世
の
文
と
違
い
、
罪
常
に
簡
潔
に
出
來

　
　
ど
ん
な
立
派
な
史
翻
が
弩
蓄
・
そ
れ
が
姦
な
叙
述
に
な
ら
な
け
れ
ば
何
　
て
居
る
・
或
る
場
合
に
は
、
あ
奮
晶
潔
に
出
來
て
鷺
爲
に
．
一
の
文

　
　
に
屯
な
ら
な
い
。
近
頃
は
動
屯
す
れ
ば
、
萩
し
い
立
場
に
さ
え
立
て
ぱ
、
す
ぐ
　
　
章
に
つ
い
て
色
色
違
っ
た
解
繕
を
爲
す
ご
と
が
あ
ゑ
八
頁
）
。

　
　
立
嘘
獄
、
な
麟
〃
作
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
勝
ち
だ
が
、
笑
う
べ
き
謬
見
で
あ
る
。
　
　
　
こ
の
一
｛
入
は
甚
だ
慧
味
潔
い
。
一
愚
う
に
簡
囲
潔
は
簡
潔
…
を
期
…
待
し
て
故
慧
に
ゐ

　
　
立
派
な
叙
逸
と
い
う
の
は
、
丈
章
が
よ
い
と
蛍
う
よ
参
屯
、
確
か
な
根
底
に
立
　
　
た
の
で
な
く
、
そ
れ
以
外
に
嚢
現
の
仕
方
が
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
っ
た
竜
の
、
唯
物
更
鶴
が
と
竜
す
れ
ば
蔑
競
し
勝
ち
な
客
灘
・
更
學
か
ら
の
翫
剣
　
　
私
は
將
來
の
研
究
を
こ
の
方
向
へ
も
っ
と
推
…
進
し
て
貰
い
た
い
と
思
う
。
思
態

　
　
ぼ
竜
十
夢
堪
え
う
る
よ
う
な
、
堅
固
な
構
邊
を
竜
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
　
　
吏
は
前
の
思
想
と
後
の
思
想
と
の
間
に
、
一
連
の
蓮
鎖
反
懸
の
よ
う
な
露
係
が

　
　
な
ぬ
で
あ
ろ
う
。
離
問
は
薪
し
さ
を
壷
物
に
す
る
流
行
の
着
物
で
は
な
い
。
ど
　
　
存
在
す
る
こ
と
を
前
裡
…
と
し
て
始
め
て
成
立
す
る
。
も
し
も
鎖
が
途
切
れ
て
い

　
　
ん
な
に
立
場
が
蓮
っ
て
も
艮
心
的
な
も
の
は
有
釜
で
あ
る
。
粗
宋
な
鐵
筋
コ
ン
　
　
る
時
は
、
新
し
い
環
を
襲
見
し
、
襲
見
で
き
な
い
時
は
臨
時
に
假
詮
の
環
で
間

　
　
ク
リ
ー
ト
よ
夢
も
、
良
心
的
な
煉
瓦
造
参
の
方
が
す
っ
と
鰯
久
力
が
あ
る
。
　
　
　
に
合
わ
す
こ
と
竜
許
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
屯
角
も
し
て
み
て
謡
こ
の
蓮
鎖
反

　
　
　
と
こ
ろ
で
い
わ
ゆ
る
薪
し
い
哲
鍛
史
が
、
若
し
も
歴
更
墨
の
階
級
の
護
蓬
実
　
　
賑
の
起
φ
方
を
設
開
し
、
蓬
ん
で
は
全
く
薪
し
い
連
鎮
を
襲
見
し
て
貰
い
た
い



　
　
と
思
う
の
で
あ
る
。
思
想
史
を
含
め
た
文
化
史
は
、
経
濟
史
や
杜
會
史
と
密
接
　
　
グ
か
り
勉
張
し
て
貰
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
實
現
は
恐
ら
く
遙
か
に
遠
い
將
來
の
こ

　
　
不
可
分
の
關
係
を
有
す
る
が
、
さ
り
と
て
脛
濟
組
織
・
計
　
會
機
構
で
思
想
を
割
　
　
と
に
騎
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
、
り
切
っ
て
読
明
し
よ
う
と
い
う
、
近
畦
．
の
議
論
に
は
私
は
反
封
で
あ
る
。
何
と
　
　
　
本
書
は
講
義
が
底
稿
と
な
っ
た
た
め
．
著
し
も
著
者
が
自
ら
筆
を
取
っ
て
書

　
　
な
れ
ば
、
哲
學
．
文
學
と
名
前
を
つ
け
た
瞬
聞
か
ら
各
自
は
一
鷹
自
に
考
察
　
い
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
省
略
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
意
わ
れ
る
挿
話
が
所
々
に
散

　
　
す
べ
き
連
鎖
反
懸
の
個
有
の
領
域
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
、
互
い
に
そ
　
　
見
す
る
。
愈
曲
園
や
毛
奇
齢
の
迭
話
の
如
き
は
特
に
面
白
い
・
更
に
讃
者
は
本

　
　
の
存
在
を
奪
重
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
云
っ
て
何
も
同
一
　
－
書
の
文
宇
に
書
か
れ
た
も
の
以
外
に
・
本
書
か
ら
多
く
の
教
訓
を
受
け
る
こ
と

　
　
人
が
爾
方
を
や
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
意
味
で
も
な
く
、
爾
者
の
關
蓮
を
否
定
　
　
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
唱
口
に
云
え
ぱ
・
山
か
ら
銅
を
掘
り
出
す
努
力
で
あ
る
ゆ

　
　
す
る
の
で
も
な
い
。
寧
ろ
そ
う
す
る
こ
と
こ
重
ま
し
い
の
で
あ
る
。
た
だ
も
　
も
ち
ろ
ん
、
著
渚
が
愈
曲
園
を
論
ナ
る
た
め
に
、
春
在
堂
全
書
吾
毬
を
全
都

　
　
し
哲
墨
史
を
哲
學
的
思
考
以
外
9
も
の
で
読
明
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
課
題
の
　
　
に
目
を
通
さ
れ
た
か
は
敢
て
保
護
し
な
い
。
そ
れ
は
嘗
て
著
者
が
・
更
に
年
長

　
　
回
避
だ
と
信
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
老
儒
か
ら
、
近
時
の
若
い
人
の
讃
書
力
に
は
敬
服
す
る
と
云
っ
て
・
恰
も
引

　
　
　
こ
の
歴
史
現
象
と
し
て
の
蓮
鎖
反
懸
は
、
個
人
を
輩
位
と
す
る
こ
と
も
可
能
　
　
用
書
が
悉
く
讃
破
さ
れ
た
こ
と
を
信
す
ゐ
よ
う
な
口
振
り
に
・
反
気
て
驚
い
た

　
　
で
あ
る
が
、
時
代
を
輩
位
と
す
る
こ
と
も
考
え
得
ら
れ
る
。
少
く
も
時
代
を
荷
う
　
　
ー
と
い
う
話
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
す
・
上
は
　
　
【

　
　
も
の
と
し
て
、
個
人
を
取
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
爲
に
は
或
い
は
　
　
輕
書
諸
子
か
ら
、
漢
唐
の
註
疏
、
宋
明
の
諸
儒
、
下
っ
て
は
清
朝
の
考
謹
諸
派
　
7
7

　
　
列
傳
膣
の
哲
學
史
を
解
膣
す
る
必
要
が
起
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
も
こ
の
馳
　
　
に
至
る
ま
で
、
更
に
は
西
洋
支
那
學
者
の
著
述
ま
で
一
ヒ
貝
を
通
し
て
・
そ
の
　
　
［

　
　
に
つ
い
て
一
つ
の
行
き
方
を
塞
想
す
る
な
ら
ば
、
こ
ん
な
例
も
考
え
ら
れ
る
。
　
　
要
黙
を
確
蜜
に
把
握
さ
れ
た
こ
と
は
驚
歎
に
値
す
る
。
そ
し
て
山
か
ら
銅
を
掘
　
　
　
．

　
　
い
っ
た
い
人
類
の
智
識
が
あ
る
程
度
ま
で
護
達
す
る
と
、
こ
れ
を
綜
合
し
て
み
　
　
り
出
す
困
難
さ
は
、
や
は
り
山
か
ら
銅
を
掘
ろ
う
と
志
す
者
に
よ
く
分
る
・
と

　
　
よ
う
と
い
う
試
み
が
何
時
か
は
起
っ
て
く
る
。
易
は
】
つ
の
綜
合
で
あ
り
、
呂
　
　
か
く
塵
銅
で
造
っ
た
著
蓮
の
多
い
世
の
中
に
、
こ
れ
こ
そ
は
山
か
ら
掘
っ
た
新

　
　
氏
春
秋
や
史
記
や
潅
南
子
も
綜
合
の
書
で
あ
り
、
周
禮
も
ま
た
綜
合
の
書
と
云
　
　
銅
い
な
精
金
で
造
ら
れ
た
賞
盃
だ
と
云
っ
て
推
奨
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
　 V
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
馨
の
仕
方
が
夫
糞
ぞ
い
る
が
、
ど
う
も
こ
の
間
　
本
書
の
紹
介
は
・
は
じ
め
蓉
の
激
姦
け
た
真
門
の
豪
に
し
て
罫
筈

　
　
に
一
蓮
の
連
鎖
反
鷹
が
あ
り
そ
う
で
あ
り
、
殊
に
禮
を
以
て
綜
合
し
ょ
う
と
し
　
　
で
あ
っ
た
が
、
誰
も
恐
れ
を
な
し
て
手
を
出
ぞ
う
と
し
な
い
。
遽
に
順
番
が
專

　
　
た
周
禮
が
問
題
で
あ
る
。
こ
う
い
う
考
が
ど
う
し
て
起
っ
た
か
を
究
め
た
な
ら
　
　
門
外
の
私
の
所
へ
廻
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
若
し
も
私
の
紹
介
の
仕
方
が
悪
か

　
　
ば
、
そ
の
性
質
も
自
然
に
明
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
ち
う
　
　
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
責
任
の
一
孚
は
、
回
避
さ
れ
た
諸
家
も
負
う
べ
き
も
の
で

9
　
ん
以
上
述
べ
た
よ
う
な
行
き
方
は
既
に
考
讃
史
學
の
立
場
を
遙
か
に
逸
脱
し
た
　
　
あ
る
と
潜
か
に
考
え
る
次
第
で
あ
る
。
　
（
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
・
岩
波
書
店

3
2
@
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
要
望
が
満
…
さ
れ
る
爲
に
は
、
鯨
程
し
　
　
A
5
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