
点
・
線
・
面
－
六
十
述
学

周
　
桂
釧
著

伊
藤
　
円
訳

　
私
は

数
年
前
に
一
篇
の
論
文
「
我
的
宇
宙
観
」
を
、
『
中
国
社
会
科
学
院
学
報
』
誌
上
に
発
表
し
た
。
当
時
は
た
だ
宇
宙
観
に
つ

い

て
、
宇
は
空
間
で
あ
り
、
宙
は
時
間
で
あ
る
と
い
う
、
新
し
い
解
釈
を
立
て
た
に
過
ぎ
な
い
。
宇
と
い
う
空
間
は
世
界
各
国
、
す

な

わ

ち
地
理
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
宙
と
い
う
時
間
は
人
類
の
発
展
史
、
す
な
わ
ち
歴
史
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
宇
宙
観

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
？
二
者
を
結
合
し
、
世
界
歴
史
の
広
い
視
野
に
よ
っ
て
一
切
の
事
物
を
精
察
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
宇

宙
観
で

あ
る
。
一
時
代
、
一
地
域
か
ら
事
物
を
観
察
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
ひ
ど
く
限
定
的
に
な
る
。
た
だ
広
い
視
野
か
ら
観
察
す

る
こ
と
が
、
荘
子
流
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
道
を
も
っ
て
天
下
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
比
較
的
偏
っ
た
見
方
を
少
な
く
さ
せ

る
。
私
の
こ
の
宇
宙
観
の
解
釈
と
い
う
一
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
の
道
の
り
は
、
や
は
り
荘
子
に
つ
い
て
の
評
価
か
ら
始
ま
っ
た
こ

と
で
あ
る
。

　
あ
る
一
点
を
突
破
し
、
二
つ
の
道
筋
を
引
き
出
し
、
局
面
を
開
拓
す
る
。
こ
れ
が
私
の
研
究
の
道
の
り
の
概
観
で
あ
る
。
ど
う
し

て

こ
の
問
題
を
提
起
す
る
の
か
。
何
を
根
拠
と
し
て
提
起
し
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
分
析
研
究
す
る
か
。
最
後
は
ど
の
よ
う
に
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し
て
結
論
を
出
す
か
。
結
論
と
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
ら
を
総
ず
る
に
、
こ
こ
で
説
き
た
い
の
は
研
究
し
探
索
す
る
過
程
で
あ
る
。

以
下
に

い

く
つ
か
の
間
題
に
分
け
て
述
べ
る
。
叙
述
を
完
備
し
た
も
の
に
す
る
た
め
に
、
以
前
に
発
表
し
た
文
章
の
中
で
述
べ
た
内

容

を
重
複
し
て
述
べ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
多
く
の
読
者
が
私
の
過
去
に
発
表
し
た
文
章
を
目
に
し
た
こ
と
が
な
い
か
も

知
れ
な

い

か
ら
で
あ
る
。

一

、
基
礎
を
定
め
る
　
『
論
衡
』
か
ら
研
究
を
始
め
る

　
一
九
七
八
年
研
究
生
に
合
格
し
、
私
は
『
論
衡
』
を
研
究
対
象
と
し
て
選
ん
だ
。
修
士
論
文
の
出
版
時
、
書
名
は
『
王
充
哲
学
思

想

新
探
』
で
あ
り
、
河
北
人
民
出
版
社
か
ら
一
九
八
三
年
に
出
版
さ
れ
た
。
当
時
私
は
な
お
二
組
の
対
概
念
す
な
わ
ち
唯
物
主
義
と

唯
心
主
義
、
弁
証
法
と
形
而
上
学
と
を
使
っ
て
、
王
充
の
哲
学
を
研
究
し
て
い
た
。
学
術
界
で
流
行
し
て
い
た
学
説
は
、
王
充
の
宇

宙

観
は
唯
物
主
義
的
気
一
元
論
あ
る
い
は
元
気
＝
兀
論
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
王
充
の
哲
学
が
唯
物
主
義
的
で
あ

る
こ
と
に
は
同
意
す
る
が
、
気
一
元
論
あ
る
い
は
元
気
一
元
論
で
あ
る
こ
と
に
は
同
意
し
か
ね
る
。
な
ぜ
な
ら
王
充
の
思
想
中
で
気

あ
る
い
は
元
気
は
宇
宙
の
究
極
的
根
源
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
宇
宙
の
究
極
的
根
源
は
天
地
だ
か
ら
で
あ
る
。
王
充
は
天
地
と
は
二

つ
の

巨
大
な
固
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
本
来
的
に
（
宇
宙
の
は
じ
め
か
ら
）
存
在
し
て
お
り
、
天
地
は
絶
え
間
な
く
種
々
の
気
を
放

出
し
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
気
に
は
清
濁
の
差
、
陰
陽
の
別
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
天
地
か
ら
分
か
れ
て
出
て
き
て
、
相
互
に
結
合
し
て

天
地

間
の
万
物
を
生
産
す
る
と
考
え
て
い
る
。
天
地
が
気
を
通
し
て
万
物
を
生
産
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
王
充
の
宇
宙
論
の
モ
デ
ル

　之



は

お

そ

ら
く
こ
の
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
。

　
　
　
　
天
地

↓
気
↓
万
物

あ
る
い
は
こ
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
天
体
↓
天
気
（
清
ん
だ
陽
気
）

／
陰
陽
之
気
↓
万
物
（
人
を
含
む
）

　
　
　
　
地
体

↓
地
気
（
濁
っ
た
陰
気
）
＼

　
気

と
は
総
称
で
あ
り
、
元
気
は
気
の
一
種
で
比
較
的
精
微
な
も
の
で
あ
り
、
生
命
の
物
質
的
基
礎
で
あ
る
。
精
気
も
ま
た
一
種
の

特
殊
な
気
で
あ
り
、
元
気
に
比
べ
て
更
に
高
等
な
種
類
の
気
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
間
の
精
神
の
物
質
的
基
礎
で
あ
る
。
瑞
気
は
精
気

に

比

べ
て

更

に
高
等
で
あ
り
、
瑞
物
と
聖
人
と
の
物
質
的
基
礎
で
あ
る
。
万
物
の
性
質
の
違
い
を
、
王
充
は
全
て
気
の
違
い
に
よ
っ

て
説

明
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
説
く
と
こ
ろ
の
気
は
非
常
に
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
物
質
を
説
明
す
る
た
め
の
符
号
と
い

う
こ
と
が
出
来
る
。

　
学

術
界
の
幾
多
の
学
者
が
、
王
充
の
哲
学
と
董
仲
箭
の
哲
学
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
私
は
王
充
の
哲

学

を
研
究
す
る
過
程
で
、
す
で
に
董
仲
辞
の
哲
学
の
研
究
を
も
始
め
て
い
た
。
董
仲
語
の
哲
学
は
当
時
の
社
会
の
現
実
か
ら
出
発
し

て
、
終
わ
り
も
や
は
り
社
会
の
現
実
へ
と
帰
結
す
る
。
彼
の
哲
学
体
系
は
天
人
感
応
の
理
論
形
式
に
よ
っ
て
論
述
さ
れ
る
が
、
そ
の

内
容
は
や
は
り
当
時
の
社
会
政
治
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
、
明
確
な
目
的
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
「
形
式

は

唯
心
的
、
内
容
は
唯
物
的
」
の
言
葉
を
も
っ
て
董
仲
箭
の
哲
学
を
評
価
し
た
。
た
と
え
、
依
然
と
し
て
董
仲
静
の
哲
学
が
唯
心
主

義
的
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
た
と
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
へ
の
評
価
と
同
様
に
、
彼
の
唯
心
主
義
的
な
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哲
学
体

系
の
中
に
唯
物
主
義
的
な
部
分
と
弁
証
法
の
合
理
的
核
心
が
包
含
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。
研
究
の
過
程
で
中
国
哲

学
が
元

来
有
し
て
い
た
た
く
さ
ん
の
概
念
と
範
疇
を
使
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
や
は
り
二
組
の
対
立
概
念
を
用
い

て

中
国
哲
学
を
研
究
す
る
と
い
う
古
い
理
論
形
式
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
総

じ
て
、
お
よ
そ
前
世
紀
八
十
年
代
の
十
年
間
に
は
、
私
の
研
究
の
基
本
は
依
然
と
し
て
唯
物
主
義
と
唯
心
主
義
、
弁
証
法
と
形

而
上

学

と
い
う
二
組
の
強
固
な
対
立
概
念
の
枠
組
内
に
収
ま
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
時
に
新
た
な
発
見
が
あ
り
は
し
た
け
れ
ど
、
大

き
な
理
論
的
飛
躍
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
は
多
く
の
書
を
読
み
、
多
く
の
問
題
を
研
究
し
、
後
の
研
究
の
た
め
に
基
礎
を

築

く
時
期
で
あ
っ
た
。

　
つ

ま
り
は
、
王
充
の
『
論
衡
』
と
い
う
一
地
点
か
ら
着
手
し
て
研
究
を
始
め
、
突
破
口
を
得
て
、
学
術
の
領
域
へ
と
歩
を
進
め
た

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
王
充
の
天
を
論
ず
る
内
容
は
豊
富
で
、
一
方
で
天
人
感
応
説
を
否
定
し
つ
つ
、
ま
た
別
の
↓
方
で
天
文
学
的

問
題
の
検
討
に
参
預
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
私
は
中
国
古
代
天
文
学
の
研
究
へ
と
進
み
、
『
天
地
奥
秘
的
探
索
歴
程
』
（
一
九
八

八

年
）
と
『
中
国
古
人
論
天
』
（
一
九
九
一
年
）
を
著
し
た
。
王
充
の
研
究
か
ら
、
転
じ
て
董
仲
寄
の
研
究
へ
入
り
、
『
董
学
探
微
』

（
一
九

八
九

年
）
を
著
し
た
。
董
仲
寄
の
哲
学
は
大
一
統
論
を
中
心
と
し
、
天
人
感
応
と
儒
術
の
独
尊
に
重
点
を
置
き
、
求
善
的
政

治
哲
学

を
形
成
し
て
い
る
。
中
国
の
伝
統
科
学
と
中
国
の
伝
統
政
治
哲
学
と
が
、
私
が
研
究
の
中
で
重
大
な
関
心
を
注
ぐ
二
つ
の
手

が
か

り
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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二
、
問
題
の
発
現
一
『
荘
子
』
に
対
す
る
か
け
離
れ
た
評
価



　
大

学
に

上

が

る
こ
ろ
、
荘
子
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
と
い
え
ば
、
唯
心
主
義
哲
学
者
で
、
反
面
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

っ

た
。
後
に
魯
迅
、
顧
頷
剛
、
聞
一
多
等
の
優
秀
な
学
者
が
荘
子
に
つ
い
て
論
ず
る
と
き
、
非
常
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と

を
目
に
し
た
。
ま
た
張
岱
年
、
鷹
契
等
の
老
先
生
が
自
身
の
荘
子
に
対
す
る
高
い
評
価
を
述
べ
て
い
る
の
を
耳
に
し
た
。
私
の
先
の

観

念
と
は
同
じ
で
な
い
、
い
や
同
じ
で
無
い
ど
こ
ろ
か
、
ま
る
で
反
対
で
あ
っ
た
。
私
は
あ
ら
ゆ
る
教
科
書
を
か
き
集
め
て
も
う
一

度

調
べ
て
み
た
が
、
す
べ
て
荘
子
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ひ
い
て
は
優
秀
な
学
友
と
談
論
し
て
い
る
時
に
、
彼
等
も
や
は
り

荘

子

を
唯
心
主
義
者
で
、
否
定
す
べ
き
だ
が
、
そ
の
中
に
一
点
の
合
理
的
核
心
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
や
は
り

マ

ル

ク
ス
主
義
者
の
へ
ー
ゲ
ル
唯
心
哲
学
へ
の
評
価
で
あ
る
。
荘
子
へ
の
評
価
が
こ
の
よ
う
に
非
常
に
か
け
離
れ
て
い
る
事
に
気
づ

き
、
そ
こ
で
問
題
に
気
づ
い
た
。
哲
学
を
研
究
す
る
人
に
つ
い
て
言
え
ば
、
問
題
を
見
い
だ
す
こ
と
は
と
て
も
大
き
な
収
穫
で
あ
る
。

問
題
を
提
起
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
半
分
を
解
決
し
た
こ
と
に
等
し
い
、
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
。
張
岱
年
先
生
が
言
う
に
は
、

荘

子
が
提
示

し
た
問
題
は
多
く
、
か
つ
深
刻
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
彼
の
知
的
レ
ベ
ル
は
漢
代
人
が
到
達
で
き
な
か
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
だ
と
。
聞
一
多
は
、
後
代
の
学
者
の
文
章
で
荘
子
を
超
え
る
も
の
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
は
い
か
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
あ
る
個
人
の
特
異
な
誤
り
で
は
な
く
、
学
界

全
体
の
共
通
認
識
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
が
ま
ず
思
い
至
っ
た
の
は
思
考
モ
デ
ル
の
違
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て

こ
の
種
の
現
象
を
理
解
し
よ
う
と
企
て
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
た
王
樹
人
教
授
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
い
た
こ
と
に
啓
示
を

受

け
た
。
彼
が
話
す
に
は
、
彼
は
高
級
訪
問
学
者
と
し
て
ド
イ
ツ
へ
行
き
、
帰
国
後
、
す
ぐ
に
自
分
で
も
比
較
的
上
出
来
と
思
え
る

中
国
画
を
一
幅
描
き
上
げ
、
綺
麗
に
表
装
し
て
、
人
に
頼
ん
で
ド
イ
ツ
で
彼
を
指
導
し
て
く
れ
た
教
授
へ
贈
り
、
感
謝
の
意
を
表
し
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た
。
二
年
後
、
彼
は
再
び
ド
イ
ツ
へ
出
向
く
こ
と
と
な
り
、
当
然
の
こ
と
、
そ
の
尊
敬
す
る
指
導
教
授
に
会
い
に
出
か
け
た
。
そ
の

教
授
の
家
に
行
き
、
自
分
の
絵
を
目
に
し
て
、
驚
い
た
こ
と
に
は
、
画
軸
の
上
下
が
切
り
取
ら
れ
て
、
中
間
部
分
だ
け
が
ガ
ラ
ス
ケ

ー
ス
に
は
め
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
国
絵
画
に
お
け
る
空
白
部
分
が
表
現
し
て
い
る
美
的
情
趣
と
い
う
も
の
が
、
全
く
失
わ

れ

て

し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
と
同
じ
道
理
で
、
中
国
の
荘
子
の
哲
学
は
、
西
洋
の
理
論
モ
デ
ル
を
用
い
て
裁
断
さ
れ
て
し
ま
っ

て

以

降
は
、
深
淵
で
、
特
色
の
あ
る
哲
学
的
な
味
わ
い
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
高
水
準
の
荘
子
の
哲
学
は

完
全
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
い
、
精
髄
は
み
え
な
く
な
り
、
た
だ
ち
ょ
っ
と
し
た
ば
ら
ば
ら
な
残
片
が
残
る
ば
か
り
で
、
↓
般
の
人
々

に
は
そ
こ
か
ら
価
値
を
見
い
だ
し
理
解
す
る
術
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
普
通
の
人
が
出
土
し
た
秦
漢
の
レ
ン
ガ
や
瓦
破

片
か

ら
い
か
な
る
考
占
学
的
価
値
も
見
い
だ
し
得
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
い
ま
、
日
本
の
京
都
新
聞
で
は
毎
日
一
つ
の
漢
字
の
書

法
が

取
り
上
げ
ら
れ
、
解
説
が
つ
い
て
い
る
が
、
い
つ
も
あ
る
↓
画
が
こ
の
漢
字
の
中
で
表
現
し
て
い
る
特
別
な
味
わ
い
に
つ
い
て

説

明
し
て
る
。
解
説
者
の
レ
ベ
ル
は
と
て
も
高
い
が
、
し
か
し
実
際
は
一
幅
の
書
は
、
そ
れ
全
体
が
一
個
の
芸
術
表
現
で
あ
り
、
　
一

つ

の

文
字
を
取
り
出
す
こ
と
は
、
そ
れ
が
い
か
に
整
っ
た
一
文
字
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
は
や
そ
の
↓
幅
全
体
の
芸
術
的
表
現
を

持

ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
も
し
も
漢
字
の
一
筆
一
画
を
取
り
出
し
て
き
て
、
漢
字
全
体
か
ら
切
り
離
し
、
鑑
賞
し
た
と
し
た
ら
、

そ
れ
は

二

幅
の
書
か
ら
一
文
字
を
取
り
出
し
て
鑑
賞
し
た
時
に
比
べ
て
）
い
っ
そ
う
本
来
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
、
書
聖
の
神
品
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
作
品
の
中
か
ら
一
画
を
取
り
だ
し
た
と
し
て
も
、
観
衆
は
こ
れ
を
漢

字

と
は
認
識
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
ま
し
て
、
芸
術
的
な
価
値
な
ど
あ
ろ
う
か
。
ボ
ク
シ
ン
グ
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の
身
体
的
価
値

は

大

変
に
高
い
が
、
し
か
し
、
チ
ャ
ン
プ
の
手
の
指
一
本
を
切
り
取
っ
て
売
っ
た
と
て
、
い
く
ら
に
も
な
る
ま
い
。
玉
の
彫
刻
で
で

き
た
一
体
の
送
水
観
音
は
、
百
万
元
に
も
値
す
る
。
も
し
も
送
水
の
花
瓶
の
口
が
か
け
て
い
た
な
ら
ば
、
価
格
は
半
分
以
下
に
下
が
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っ

て

し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
欠
け
落
ち
た
花
瓶
の
口
の
か
け
ら
に
は
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
値
打
ち
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な

の

か
。
そ
れ
が
芸
術
品
の
価
格
基
準
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
人
の
思
想
家
あ
る
い
は
哲
学
家
の
思
想
体
系
に
つ
い
て
も
、
同
じ

事

で

あ
っ
て
、
思
想
の
あ
る
断
片
が
い
く
ば
く
か
の
人
を
啓
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
思
想
全
体
の
体
系
的
な
価
値

を
体
現
す
る
に
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
思
想
家
の
著
作
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の
語
句
を
取
り
だ
し
て
き
て
、
生
か
じ
り

の

ま
ま
、
す
ぐ
に
断
定
的
な
結
論
ー
こ
れ
は
唯
心
主
義
的
、
あ
れ
は
唯
物
主
義
的
、
こ
れ
は
弁
証
法
的
、
あ
れ
は
形
而
上
学
的
、
と

い

う
よ
う
に
ー
を
下
す
こ
と
を
や
た
ら
好
む
よ
う
な
研
究
者
が
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
最
も
前
途
の
な
い
や
り
方
で
あ
る
。
た
と
え

大
権
威
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
、
人
を
信
服
さ
せ
る
事
は
で
き
な
い
。

　
私

は
一
九
九
〇
年
に
香
港
で
『
法
言
』
雑
誌
第
二
巻
第
二
期
に
「
褒
既
〈
荘
子
〉
議
」
を
発
表
し
た
が
、
こ
れ
は
『
荘
子
』
へ
の

褒
腿
現
象
を
も
と
に
、
中
国
と
西
洋
の
哲
学
の
差
異
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
か
つ
簡
単
な
解
説
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
私
は

日
本
の
学
者
も
私
と
似
た
よ
う
な
観
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　

日
本
、
京
都
学
派
の
中
国
哲
学
者
で
あ
る
小
島
祐
馬
も
、
中
国
の
古
典
の
中
か
ら
西
洋
の
哲
学
と
類
似
し
た
言
葉
を
取
り
だ
し
て

き
て
、
そ
れ
ら
を
寄
せ
集
め
て
中
国
哲
学
を
構
成
す
る
よ
う
な
中
国
哲
学
研
究
は
良
い
思
考
方
法
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
な
ぜ

な

ら
そ
の
よ
う
な
や
り
方
は
中
国
思
想
の
体
系
的
な
完
全
性
を
破
壊
し
、
中
国
思
想
の
神
髄
を
把
握
し
が
た
く
さ
せ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
し
、
小
島
祐
馬
は
中
国
に
は
「
思
想
」
の
み
が
あ
り
、
西
洋
の
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
」
は
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
彼
が
学
生
に
対
し
て
行
っ
た
講
義
は
「
思
想
史
」
で
あ
っ
て
、
「
哲
学
史
」
で
は
な
く
、
彼
が
著
し
た
論
文
は
、
彼

が
世

を
去
っ
た
後
に
集
成
編
纂
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
書
名
に
は
、
『
中
国
の
社
会
思
想
』
（
一
九
六
七
年
）
と
『
中
国
思
想
史
』
二

九
六
八
年
）
と
題
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
「
思
想
」
な
る
も
の
を
西
洋
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
一
種
の
「
哲
学
」
で
あ
る
と
み
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な

そ

う
と
は
し
な
か
っ
た
。
十
年
後
の
一
九
七
六
年
、
彼
の
学
生
で
あ
っ
た
坂
出
祥
伸
（
訳
者
注
‥
著
者
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

が
、
坂
出
氏
は
小
島
の
直
接
の
弟
子
で
は
な
い
）
は
日
本
の
中
国
哲
学
研
究
が
確
立
さ
れ
た
当
時
を
振
り
返
り
、
小
島
祐
馬
が
そ
の

確

立
に
根
本
的
な
役
割
を
果
た
し
、
重
大
な
る
貢
献
を
し
た
と
考
え
た
。
三
十
年
後
の
一
九
九
七
年
、
坂
出
祥
伸
教
授
は
清
華
大
学

国
際
漢
学
研
究
所
主
催
の
『
二
十
世
紀
国
際
漢
学
及
び
其
の
中
国
に
対
す
る
影
響
』
国
際
研
討
会
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
学
術
報
告

で
、
改
め
て
そ
の
観
点
を
提
示
さ
れ
た
。
日
本
の
東
洋
学
、
中
国
学
、
中
国
哲
学
は
、
み
な
小
島
祐
馬
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ

れ

ら
の
学
問
の
創
立
の
過
程
に
は
、
み
な
小
島
祐
馬
の
功
績
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
坂
出
祥
伸
教
授
は
小
島
祐
馬
先
生
が
い
う
と
こ
ろ

の

中
国
思
想
は
、
す
な
わ
ち
中
国
哲
学
で
あ
り
、
た
だ
西
洋
の
そ
れ
は
自
然
を
重
視
し
、
自
然
を
研
究
す
る
哲
学
で
あ
り
、
こ
ち
ら

は

社
会
を
重
視
し
、
社
会
を
研
究
す
る
哲
学
で
あ
る
と
こ
ろ
が
違
う
だ
け
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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、
、
中
西
哲
学
の
差
異

　
八

十
年
代
、
中
国
の
学
術
界
は
中
国
と
西
洋
の
文
化
的
差
異
に
つ
い
て
熱
心
に
議
論
し
て
い
た
。
多
く
の
論
点
が
総
括
と
し
て
提

出
さ
れ
た
。
十
箇
条
の
も
の
あ
れ
ば
、
八
箇
条
の
も
の
あ
り
、
大
変
細
か
く
分
析
さ
れ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
大
変
上
手
に
ま
と
め
ら

れ

た
も
の
も
あ
っ
た
。
多
種
多
様
で
、
各
々
独
自
の
や
り
方
が
あ
っ
た
が
、
中
に
は
大
概
の
人
々
が
共
通
し
て
認
識
し
て
い
る
も
の

が

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
中
国
は
総
合
的
、
西
洋
は
分
析
的
、
中
国
は
曖
昧
、
西
洋
は
精
密
、
中
国
は
巨
視
的
、
西
洋
は
微
視
的
、
中

国
で
は
倫
理
道
徳
を
重
視
し
、
西
洋
で
は
科
学
知
識
を
重
視
す
る
、
中
国
で
は
全
体
を
重
視
し
、
西
洋
で
は
個
体
を
重
視
す
る
、
中



国
で
は
個
人
が
国
家
に
服
従
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
西
洋
で
は
個
性
の
自
由
な
開
放
が
強
調
さ
れ
る
、
中
国
で
は
家
庭
と
い
う
観
念

が
重

視

さ
れ
て
、
孝
が
説
か
れ
、
西
洋
で
は
個
人
主
義
が
主
張
さ
れ
て
、
孝
を
説
か
な
い
、
中
国
で
は
老
人
を
尊
敬
し
、
老
人
を
尊

敬
す

る
こ
と
と
幼
い
者
を
愛
護
す
る
こ
と
を
と
も
に
主
張
す
る
が
、
西
洋
、
特
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
幼
い
者
を
愛
護
す
る
だ
け
で
老

人

を
尊
敬
し
な
い
、
こ
れ
は
子
ど
も
の
天
国
で
あ
り
、
老
人
の
墓
場
だ
云
々
…
。

　
一
九
九
一
年
、
私
は
町
田
三
郎
教
授
の
招
き
に
応
じ
、
日
本
の
九
州
大
学
へ
出
向
き
講
義
を
行
っ
た
が
、
そ
の
講
義
題
目
は
『
中

国
哲
学
之
我
見
』
二
九
九
一
年
十
月
、
九
州
大
学
『
中
国
哲
学
論
集
』
誌
上
に
発
表
し
た
）
で
あ
っ
た
。
当
時
私
は
中
国
哲
学
の

い

く
つ
か
の
特
徴
に
つ
い
て
講
義
し
た
が
、
そ
れ
は
当
時
流
行
し
て
い
た
中
国
と
西
洋
の
文
化
的
差
異
に
関
す
る
見
解
に
基
づ
い
て

お

り
、
中
国
哲
学
は
豊
富
で
、
深
淵
で
、
曖
昧
と
し
、
総
合
的
、
全
体
的
、
巨
視
的
等
々
と
述
べ
た
。
こ
う
し
た
特
徴
に
つ
い
て
述

べ
た

が
、
そ
れ
で
も
中
国
哲
学
の
体
系
あ
る
い
は
モ
デ
ル
は
、
西
洋
と
何
が
違
っ
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
手
だ
て
が
無
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
西
洋
の
哲
学
も
ま
た
豊
富
で
あ
り
、
深
淵
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
西
洋
の
哲
学
は
比
較
的
自
然
現
象
を
研
究
す
る
こ
と
に

重

点

を
置
き
、
自
然
を
認
識
し
、
自
然
を
改
造
し
、
人
類
に
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
を
強
調
す
る
。
中
国
の
哲
学
は
比
較
的
社
会
現

象
に
重
点
を
置
き
、
人
間
関
係
を
研
究
し
、
国
を
治
め
国
家
を
平
和
に
す
る
こ
と
を
責
務
と
し
て
い
る
。
前
者
は
自
然
科
学
と
結
び

つ

き
、
後
者
は
社
会
科
学
と
結
び
つ
く
。
哲
学
と
は
両
者
を
概
括
し
総
括
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
、
し
た
が
っ
て
、
中
国
と
西
洋

の

哲
学
は
そ
れ
ぞ
れ
に
偏
重
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
が
、
何
を
重
視
し
て
い
る
か
、
そ
れ
は
モ
デ
ル
を
提
示

し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
中
国
と
西
洋
の
哲
学
の
違
い
に
つ
い
て
認
識
し
て
も
、
ま
だ
概
括
し
て
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
お
ら
ず
、

ま
だ
真
に
体
系
の
違
い
の
実
質
を
指
摘
し
て
い
な
い
。

　

こ
の
当
時
、
私
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
中
国
に
は
哲
学
は
有
り
や
無
し
や
の
論
争
に
つ
い
て
耳
に
し
て
い
た
。
西
洋
哲
学
を
学
ん
だ
人
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は

常
に

中
国
に
は
哲
学
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
胡
適
や
鷹
友
蘭
は
西
洋
で
哲
学
を
学
ん
で
き
た
名
哲
学
者
で
は
な
い
の

か
。
彼
等
は
み
な
『
中
国
哲
学
史
』
と
い
っ
た
類
の
著
作
を
著
し
て
お
り
、
も
し
も
中
国
に
哲
学
が
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
彼
等
は

ど
ん
な
『
中
国
哲
学
史
』
を
書
い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
洋
哲
学
は
哲
学
で
あ
り
、
東
洋
哲
学
も
ま
た
哲
学
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は

あ
た
か
も
人
種
と
同
じ
よ
う
に
ー
白
人
種
も
人
間
で
あ
り
、
黒
人
種
も
人
間
で
あ
り
、
黄
色
人
種
も
ま
た
人
間
で
あ
る
。
人

は

食
物

を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
パ
ン
も
食
物
で
あ
る
し
、
ご
飯
も
食
物
で
あ
る
し
、
寿
司
も
食
物
で
あ
る
。
西
洋
人
は
ナ
イ

フ

と
フ
ォ
ー
ク
を
使
っ
て
食
事
を
し
、
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
は
食
器
で
あ
る
。
中
国
人
は
箸
を
使
っ
て
食
事
を
し
、
箸
も
ま
た
食
器

で

あ
る
。
白
人
種
は
人
間
で
、
そ
の
他
の
有
色
人
種
は
人
間
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
パ
ン
は
食
物
だ
が
、
ご
飯
は

食
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
は
食
器
で
、
箸
は
食
器
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
な

い
。
有
無
の
差
異
で
は
な
く
、
た
だ
形
式
が
違
う
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
。
西
洋
の
哲
学
に
は
第
一
章
第
一
節
、
第
一
章
第
二
節
…
…

第
何

章
第
何
節
と
あ
り
、
完
備
し
た
体
系
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し
中
国
の
『
論
語
』
は
別
々
の
篇
が
あ
る
と
は
い
え
、
各
篇
の

間

に
は
論
理
的
関
係
が
無
く
、
語
録
や
雑
感
と
い
っ
た
性
格
の
記
録
で
あ
る
の
み
で
、
体
系
を
な
し
て
い
な
い
と
言
う
人
が
い
る
。

私
は

中
国
哲
学
も
や
は
り
体
系
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
外
在
的
な
形
式
と
い
う
体
系
で
は
な
く
、
内
在
的
な
思
想

体

系
で
あ
る
。
例
え
ば
儒
家
思
想
は
言
う
ま
で
も
な
く
体
系
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
幾
千
年
も
の
歴
史
の
中

で
徐
々

に

形
成

さ
れ
、
不
断
に
発
展
し
、
日
々
豊
富
さ
を
増
し
て
き
た
膨
大
な
体
系
な
の
で
あ
る
。
歴
代
の
大
儒
は
こ
の
思
想
体
系

の

発
展

に
み
な
重
要
な
貢
献
を
し
て
き
た
。
例
え
ば
仁
義
道
徳
、
三
達
徳
、
三
綱
五
常
、
三
綱
要
八
条
目
、
八
徳
等
々
、
み
な
こ
れ

は

異
な

っ

た

時
代
の

儒
家
思
想
の
新
し
い
概
括
、
新
し
い
総
括
で
あ
る
。
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四
、
西
洋
の
モ
デ
ル
か
ら
の
脱
却
、
新
た
な
る
哲
学
の
定
義

　
私
た

ち
が
過
去
に
学
ん
だ
哲
学
の
定
義
は
こ
う
で
あ
る
。
「
哲
学
と
は
世
界
観
の
学
問
で
あ
る
。
」
「
哲
学
と
は
自
然
科
学
と
社
会

科
学
の

概
括

と
総
括
で
あ
る
。
」
い
わ
ゆ
る
世
界
観
と
は
、
す
な
わ
ち
世
界
に
つ
い
て
の
全
体
的
な
見
方
で
、
こ
れ
は
自
然
科
学
の

知
識

と
社
会
科
学
の
知
識
と
を
総
合
し
た
理
論
体
系
で
あ
る
。
当
時
哲
学
と
い
わ
れ
て
い
た
の
は
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
こ
と
で
、

他
の

哲

学
体

系
全
て
が
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
胡
適
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
哲
学
の
定

義
は

こ
れ
ま
で
一
定
の
も
の
が
な
か
っ
た
」
と
。
彼
が
哲
学
に
与
え
た
定
義
は
こ
う
で
あ
る
。
「
お
よ
そ
人
生
に
切
要
な
る
問
題
を

研
究

し
、
根
本
か
ら
考
え
、
根
本
的
な
解
決
を
尋
ね
求
め
る
、
こ
の
よ
う
な
学
問
を
、
哲
学
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
」
と
。
（
『
中
国
哲
学

史
大
綱
』
一
九
一
九
年
）
薦
友
蘭
先
生
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
。
「
哲
学
の
内
容
は
人
類
の
精
神
の
反
省
で
あ
る
」
、
「
そ

れ
の

作

用
は
人
類
の
理
論
的
思
考
を
鍛
錬
し
発
展
さ
せ
、
人
類
の
精
神
の
境
界
を
豊
か
に
し
発
展
さ
せ
る
」
と
。
（
『
中
国
哲
学
史
新

編
』
一
九
八
〇
年
修
訂
本
、
一
九
八
二
年
第
三
版
）
哲
学
は
分
類
が
可
能
な
も
の
で
、
胡
適
は
哲
学
を
い
く
つ
も
の
類
に
分
け
て
い

る
。
宇
宙
論
哲
学
あ
り
、
知
識
論
哲
学
あ
り
、
人
生
哲
学
（
倫
理
学
）
、
教
育
哲
学
、
政
治
哲
学
、
宗
教
哲
学
な
ど
。
張
岱
年
は
哲

学

を
宇
宙
論
、
人
生
論
、
方
法
論
の
三
つ
の
大
き
な
塊
に
分
け
た
。
ま
だ
た
く
さ
ん
の
分
類
法
が
考
え
ら
れ
る
。
中
国
哲
学
の
発
展

の

歴

史
に
つ
い
て
、
胡
適
は
三
皇
五
帝
か
ら
で
は
な
く
、
春
秋
時
代
後
期
の
老
子
と
孔
子
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
。
彼
は
当
初
三

冊
の

書

を
著
す
計
画
で
、
先
秦
を
第
一
冊
す
な
わ
ち
上
冊
と
し
た
が
、
結
果
的
に
は
後
の
二
冊
は
そ
の
生
涯
の
終
点
ま
で
に
書
き
上

が

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
漏
友
蘭
は
完
結
し
た
二
冊
本
の
『
中
国
哲
学
史
』
（
一
九
三
四
年
）
を
書
き
上
げ
、
彼
は
中
国
哲
学
史
を
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大

き
く
二
つ
の
段
階
に
分
け
よ
う
と
し
た
。
先
秦
諸
子
の
時
代
と
漢
以
後
の
経
学
の
時
代
で
あ
る
。
経
学
の
時
代
は
ま
た
い
く
つ
か

の

段
階
に

分
か
れ

る
。
日
本
の
学
者
小
島
祐
馬
と
重
沢
俊
郎
の
中
国
哲
学
史
の
時
代
区
分
は
基
本
的
に
漏
友
蘭
の
分
期
方
法
を
採
用

し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
以
前
、
梁
啓
超
の
中
国
の
学
術
に
つ
い
て
の
分
期
方
法
は
、
先
秦
諸
子
、
両
漢
経
学
、
魏
晋
玄
学
、
階
唐
仏

教
、
宋
明
理
学
と
清
代
考
証
学
で
あ
る
。
二
十
世
紀
後
半
の
中
国
哲
学
史
界
は
基
本
的
に
こ
の
種
の
分
期
法
を
採
用
し
て
教
材
を
作

成

し
、
漏
友
蘭
の
分
期
方
法
は
用
い
な
か
っ
た
。
張
岱
年
の
『
中
国
哲
学
大
綱
』
（
一
九
五
八
年
、
一
九
八
二
年
新
版
）
は
時
代
区

分

を
せ
ず
、
中
国
哲
学
を
一
つ
の
総
体
と
し
て
研
究
し
よ
う
と
し
た
。
私
は
哲
学
の
発
展
は
時
代
区
分
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま

た

区

分
で

き
な
い
も
の
で
も
あ
る
と
考
え
る
。
よ
り
詳
し
く
区
分
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
も
う
少
し
大
き
く
区
分
し
て
も
よ

い
。
こ
れ
ら
は
み
な
中
国
哲
学
の
定
性
研
究
と
全
体
の
把
握
に
は
影
響
し
な
い
。

　
中
国
哲
学
の
時
代
区
分
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
王
朝
に
よ
っ
て
区
分
す
る
の
で
は
な
く
、
哲
学
自
体
の
発
展
に
よ
っ
て
区
分
す

る
。
先
秦
期
は
、
諸
子
百
家
が
争
鳴
し
、
道
術
が
天
下
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
時
代
、
す
な
わ
ち
分
の
時
代
で
あ
る
。
秦
漢
は
先
秦

の

学
術

を
総
合
す
る
合
の
時
代
で
あ
り
、
『
呂
氏
春
秋
』
『
准
南
子
』
が
典
型
的
代
表
的
著
作
で
あ
る
。
人
物
で
は
董
仲
辞
を
典
型
的

代

表
と
す
る
。
董
仲
辞
は
大
儒
で
あ
り
、
彼
は
漢
代
新
儒
家
の
代
表
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
墨
家
の
兼
愛
思
想
、
法
家
の
法

治

思
想
か

ら
名
家
の
名
実
思
想
に
及
ぶ
ま
で
同
時
に
吸
収
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
卓
越
し
た
陰
陽
五
行
思
想
を
説
い
た
。
こ
れ
は

先
秦
儒
家
は
基
本
的
に
は
説
か
な
か
っ
た
内
容
で
あ
る
が
、
彼
は
天
人
感
応
思
想
と
結
び
つ
け
て
陰
陽
五
行
思
想
を
大
い
に
喧
伝
し

た

の

で

あ
る
。
孔
子
は
人
の
道
の
基
本
的
原
則
を
提
示
し
た
が
、
孟
子
は
王
道
の
理
論
を
理
想
化
し
す
ぎ
、
実
際
に
実
行
す
る
に
は

難

し
か
っ
た
。
筍
子
は
礼
を
尊
び
法
を
重
ん
じ
、
こ
れ
は
比
較
的
現
実
的
で
実
践
が
可
能
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
彼
は
最
高
の
統
治
者

で

あ
る
天
子
の
権
力
を
制
約
す
る
事
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
解
決
法
を
も
た
ず
、
秦
王
朝
の
速
や
か
な
滅
亡
は
ま
さ
に
こ
の
皇
帝
権
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力
が
無
限
に
膨
張
し
、
あ
る
べ
き
制
限
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
が
招
い
た
必
然
的
結
果
で
あ
る
。
董
仲
辞
は
先
秦
諸
子
を
総
合
し
て

い

く
と
同
時
に
、
歴
史
と
現
実
の
問
題
を
真
剣
に
研
究
し
、
社
会
の
動
乱
は
上
下
の
不
調
和
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
と
考
え
た
。
下
級

の

地

方
政
権
す
な
わ
ち
各
国
の
諸
侯
王
達
は
独
立
を
お
も
い
、
自
ら
そ
れ
を
行
な
お
う
と
し
、
甚
だ
し
き
は
中
央
政
権
を
狙
っ
て
い

た
。
こ
れ
は
周
末
の
諸
侯
が
周
の
天
子
を
離
れ
、
各
々
独
立
し
、
の
ち
に
戦
国
乱
世
へ
と
突
入
し
て
い
っ
た
歴
史
的
教
訓
と
、
呉
楚

七
国
の
乱
の
現
実
的
教
訓
が
結
び
つ
い
て
引
き
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
。
董
仲
辞
は
大
一
統
を
強
調
し
た
が
、
　
一
方
で
は
、
下
層
部

分
が
安
定
し
た
後
で
も
、
上
層
部
分
が
も
し
正
し
い
政
治
を
行
い
、
真
に
民
を
本
と
考
え
、
自
己
の
欲
望
は
適
度
に
制
限
す
る
こ
と

が

で

き
な
け
れ
ば
、
や
は
り
必
ず
天
下
の
大
乱
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
と
考
え
た
。
こ
れ
は
秦
王
朝
の
速
や
か
な
滅
亡
が
与
え
た

最

も
重
要
な
教
訓
で
あ
る
。
董
仲
辞
が
「
民
を
屈
し
て
君
を
伸
べ
、
君
を
屈
し
て
天
を
伸
ぶ
（
屈
民
而
伸
君
、
屈
君
而
伸
天
こ
の

二

大
原
則
を
提
示
し
た
の
は
、
上
下
階
級
、
主
と
し
て
君
臣
関
係
と
君
民
関
係
を
協
調
さ
せ
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
彼
の
理
想
と
す
る
社
会
と
は
お
そ
ら
く
「
君
　
君
た
り
、
臣
　
臣
た
り
（
君
君
、
臣
臣
）
」
で
あ
り
、
君

子

は

君
子
ら
し
く
し
、
高
い
教
養
を
身
に
つ
け
、
仁
義
を
施
し
、
正
心
誠
意
、
身
を
正
し
く
し
て
規
範
を
示
す
。
官
職
に
当
た
る
も

の

は

官
吏
ら
し
く
し
、
君
子
に
忠
誠
を
つ
く
し
民
を
慈
し
み
、
私
利
を
貧
る
こ
と
な
く
し
て
、
社
会
全
体
の
構
造
が
良
好
に
循
環
す

る
。
人
民
に
つ
い
て
は
董
仲
辞
は
何
の
要
求
も
出
さ
ず
、
彼
等
を
「
瞑
（
訳
者
注
‥
『
春
秋
繁
露
』
深
察
名
號
篇
に
「
民
之
為
言
、
固

猶
瞑
也
」
と
あ
る
）
L
睡
眠
中
で
ま
だ
覚
醒
し
て
い
な
い
状
態
と
考
え
て
い
る
。
現
在
現
代
的
な
視
点
か
ら
古
代
の
理
論
を
批
判
す

る
こ
と
を
好
ん
で
、
董
仲
箭
が
人
民
を
軽
視
し
、
人
民
の
無
知
を
侮
蔑
し
て
い
る
と
い
う
ひ
と
が
い
る
。
董
仲
紆
は
人
民
と
は
上
天

が
生

じ
た
も
の
と
考
え
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
君
臣
は
み
な
人
民
を
愛
護
し
、
人
民
の
た
め
に
奉
仕
し
、
人
民
が
好
む
こ
と
を
し
な
け

れ

ば
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
人
民
の
願
い
に
背
け
ば
、
そ
の
者
は
天
の
意
志
に
背
い
た
こ
と
に
な
り
、
上
天
の
懲
罰
を
受
け
る
。
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こ
れ
は
ま
さ
に
質
誼
が
述
べ
た
民
本
思
想
の
神
秘
化
で
あ
り
、
天
の
権
威
を
用
い
て
民
本
思
想
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先

秦
儒
家
た
ち
が
説
い
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
董
仲
野
そ
の
人
に
い
た
っ
て
再
び
明
確
に
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
後
世
の
学
者
は
さ

ら
に
多
く
董
仲
野
の
天
人
感
応
思
想
の
中
に
民
本
思
想
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
清
代
の
皇
帝
に
至
る
ま
で
、
天
壇
で
天
を
祭
る
時
に
、

祈
念
す

る
最
大
の
こ
と
は
「
風
雨
順
調
、
国
民
安
泰
」
な
の
で
あ
る
。
董
仲
辞
が
総
合
し
た
思
想
は
、
後
代
の
伝
統
的
思
想
の
基
礎

と
な
っ
た
の
だ
。

　
東
漢

後
期
、
政
治
は
乱
れ
、
統
治
思
想
は
崩
壊
し
、
加
え
て
仏
教
が
伝
来
し
、
民
間
宗
教
が
興
起
し
、
道
教
が
生
ま
れ
、
全
体
と

し
て
社
会
思
想
に
は
新
た
な
混
乱
状
況
が
出
現
し
た
。
以
後
は
儒
仏
道
の
三
教
争
立
時
代
と
な
り
、
政
権
は
統
一
さ
れ
た
が
、
思
想

は

統
一
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
政
治
機
構
の
運
用
は
、
相
変
わ
ら
ず
儒
家
の
提
唱
し
た
規
則
に
よ
っ
て
い
た
。
仏
教
に
は
行
政
の

モ

デ
ル

を
提
供
す
る
手
だ
て
が
無
く
、
道
教
も
ま
た
政
権
を
設
計
す
る
策
は
も
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
東
漢
末
か

ら
、
三
国
両
晋
南
北
朝
を
経
て
、
惰
唐
に
至
る
ま
で
は
、
思
想
の
基
本
は
分
の
時
代
に
属
し
て
い
る
。
北
宋
以
後
、
思
想
界
は
再
度

儒
学
に
統
一
さ
れ
、
宋
か
ら
明
清
時
代
に
至
る
ま
で
の
合
の
時
代
を
形
成
し
た
。
清
末
以
後
、
西
洋
の
思
想
が
軍
艦
と
供
に
大
量
に

流
入
し
て
、
中
国
伝
統
思
想
と
衝
突
し
、
再
び
激
し
く
争
う
分
の
時
代
を
形
成
し
た
。
中
国
伝
統
思
想
は
分
と
合
の
繰
り
返
し
の
中

で

発
展
し
、
「
合
久
し
け
れ
ば
必
ず
分
れ
、
分
久
し
け
れ
ば
必
ず
合
す
（
訳
者
注
‥
『
三
国
志
演
義
』
冒
頭
の
語
「
説
話
天
下
大
勢
、

分
久
必
合
、
合
久
必
分
」
に
よ
る
ご
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
誰
で

も
哲
学
に
定
義
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
な
ら
、
私
た
ち
は
ど
う
し
て
自
身
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
哲
学

に

定

義
を
与
え
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
胡
適
は
人
生
に
切
要
な
問
題
を
研
究
す
る
学
問
が
哲
学
だ
と
述
べ
た
。
人
生
に

切
要
な
問
題
と
は
な
に
か
。
各
人
が
み
な
自
分
な
り
の
理
解
を
持
っ
て
い
る
。
哲
学
は
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
唯
物
主
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義

も
あ
れ
ば
、
唯
心
主
義
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
二
元
論
も
あ
る
。
哲
学
に
は
宇
宙
論
も
、
知
識
論
も
あ
る
し
、
さ
ら
に
教
育
哲
学
、

政
治
哲

学
、
宗
教
哲
学
に
科
学
哲
学
、
言
語
哲
学
等
々
も
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
こ
の
や
り
方
に
準
じ
て
、
哲
学
の
分
類

を
し
よ
う
。
私
が
思
う
に
、
人
生
に
最
も
切
要
な
問
題
と
は
真
善
美
の
追
究
で
あ
り
、
根
本
的
に
真
善
美
の
理
論
的
問
題
を
探
求
す

る
こ
と
か
ら
、
異
な
っ
た
哲
学
思
想
体
系
が
形
成
さ
れ
る
の
だ
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
哲
学
を
求
真
哲
学
、
求
善
哲
学
お
よ
び
求
美

哲
学

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
私
た

ち
の
こ
の
よ
う
な
哲
学
の
定
義
と
分
類
が
も
し
成
立
す
る
な
ら
ば
、
続
け
て
よ
り
深
く
私
た
ち
の
研
究
作
業
へ
と
入
る
こ
と

が
で

き
る
。
私
た
ち
は
西
洋
の
哲
学
は
求
真
哲
学
が
主
流
で
あ
る
こ
と
を
た
い
へ
ん
容
易
に
見
い
だ
す
。
科
学
研
究
の
成
果
を
重
視

し
、
論
理
と
推
論
を
重
ん
じ
、
自
然
現
象
に
つ
い
て
の
研
究
と
探
索
を
重
視
し
、
宇
宙
の
究
極
的
な
本
源
を
知
る
こ
と
が
研
究
の
最

高
の
目
標
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
は
「
科
学
哲
学
」
あ
る
い
は
「
宇
宙
論
哲
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
西
洋
に

も
求
善
哲
学
と
求
美
哲
学
が
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
主
流
で
は
な
い
。
中
国
哲
学
は
求
善
哲
学
を
主
流
と
し
、
倫
理
道
徳
を

重

ん

じ
、
社
会
現
象
に
つ
い
て
の
研
究
を
重
視
し
、
歴
史
と
現
実
の
経
験
的
教
訓
を
総
合
し
、
社
会
を
治
め
る
究
極
の
原
則
ー
人
道

を
探
索
し
、
治
国
平
天
下
を
最
高
の
目
標
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
は
「
政
治
哲
学
」
あ
る
い
は
「
歴
史
哲
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
が

で

き
る
。
中
国
に
も
ま
た
求
真
哲
学
と
求
美
哲
学
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
流
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
筋
道
立
て
て
中

国
哲
学
と
西
洋
哲
学
と
の
異
な
っ
た
モ
デ
ル
（
模
式
）
二
範
式
」
と
言
う
人
も
あ
る
が
、
模
と
範
は
同
じ
で
あ
り
、
名
は
異
な
る
が

実
は

同
じ
で
あ
る
）
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
過
去
、
私
も
中
国
と
西
洋
の
哲
学
の
モ
デ
ル
が
異
な
る
こ
と
を
説
き
、
両
者
を

混

同
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
た
だ
い
わ
ゆ
る
モ
デ
ル
を
ま
だ
具
体
化
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
今
や
、
い
わ
ゆ
る
モ

デ
ル
が
比
較
的
は
っ
き
り
と
し
て
き
た
。
真
善
美
を
も
っ
て
哲
学
に
分
類
を
与
え
、
哲
学
の
新
し
い
モ
デ
ル
を
打
ち
立
て
、
中
国
と
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西
洋
の
哲
学
の
差
異
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
上
各
種
の
哲
学
問
か
ら
長
所
を
取
っ
て
短
所
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な

い

と
い
う
問
題
も
説
明
で
き
る
。
こ
の
問
題
の
明
確
化
は
、
異
な
る
哲
学
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
全
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、

理
論
の

上

で

正
確
な

説

明
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
研
究
は
新
た
な
局
面
を
出
現
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
中
国
哲
学
と
西
洋
哲
学
が
関

心

を
持
つ
問
題
は
異
な
っ
て
い
て
、
大
変
大
き
な
差
が
あ
る
が
、
高
低
の
差
別
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
伝
統
哲
学
は
求

善
の
政
治
哲
学
を
主
流
と
し
、
西
洋
伝
統
哲
学
は
求
真
の
科
学
哲
学
を
主
流
と
し
て
い
る
。
科
学
哲
学
は
宇
宙
の
本
源
の
問
題
を
探

求
す
る
か
ら
こ
そ
、
唯
物
主
義
と
唯
心
主
義
と
い
う
異
な
っ
た
陣
営
が
あ
る
。
し
か
し
求
善
の
政
治
哲
学
に
は
こ
の
よ
う
な
種
類
の

問
題
は
な
い
。
し
た
が
・
2
て
、
中
国
伝
統
哲
学
主
流
派
に
唯
物
主
義
あ
る
い
は
唯
心
主
義
の
帽
子
を
被
せ
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。

過

去
に
孔
子
、
孟
子
、
董
仲
辞
、
朱
真
、
王
陽
明
と
い
っ
た
政
治
哲
学
家
達
は
み
な
唯
心
主
義
哲
学
家
と
決
め
つ
け
ら
れ
た
が
、
そ

れ

は
適
当
で
は
な
い
の
だ
。
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