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中
国
古
代
史
研
究
会
も
、
発
足
し
て
以
来
す
で
に
十
数
年
の
歳
月
を
経
た
。

そ
の
間
、
遅
漏
研
究
の
も
と
に
、
会
員
諸
氏
の
た
ゆ
ま
ざ
る
研
究
の
成
果
は
、

『
中
国
古
代
史
の
諸
問
題
転
（
一
九
五
四
年
刊
）
　
「
中
国
古
代
の
社
会
と
文
化
』

（
一
九
五
七
年
刊
）
と
し
て
発
表
さ
れ
、
そ
の
す
ぐ
れ
て
断
新
な
報
告
は
常
に

話
題
を
よ
び
、
戦
後
に
於
け
る
中
圏
古
代
吏
研
究
の
発
展
の
上
に
大
き
な
役
割

を
果
し
て
来
た
。
本
書
は
、
そ
の
第
三
集
に
当
り
、
　
「
秦
漢
統
一
岡
家
の
形
成

過
程
と
し
て
見
た
春
秋
戦
国
時
代
の
歴
史
の
解
明
」
　
（
序
文
）
と
い
う
共
通
課

題
の
も
と
に
、
こ
こ
に
再
び
数
年
来
の
研
究
成
果
を
批
に
問
う
た
も
の
で
、
会

員
十
三
氏
の
労
作
を
収
録
し
て
い
る
。
本
書
は
、
本
研
究
会
の
み
な
ら
ず
我
が

國
の
こ
の
時
代
に
関
す
る
研
究
の
盛
行
を
反
影
し
て
、
内
容
も
考
古
学
・
政

治
・
制
度
・
社
会
経
済
・
思
想
等
々
、
非
常
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。

か
か
る
本
書
を
前
に
し
、
限
ら
れ
た
枚
数
で
十
分
に
論
じ
尽
せ
な
い
な
や
み
も

あ
る
が
、
以
下
順
を
追
っ
て
各
氏
の
所
論
の
概
略
紹
介
を
中
心
に
、
若
干
の
感

想
を
付
し
て
み
た
い
。

　
巻
頭
の
三
上
次
男
氏
　
中
国
古
代
の
甕
棺
墓
1
附
、
朝
鮮
の
竈
馬
墓
一
　
は
、

中
国
古
代
の
墳
墓
の
特
徴
的
な
一
つ
の
形
式
と
し
て
知
ら
れ
る
甕
縮
墓
に
つ
い

て
論
じ
た
、
考
古
学
に
関
す
る
論
考
で
あ
る
。
中
詞
及
び
そ
の
周
辺
地
方
に
於

け
る
古
代
甕
棺
墓
の
調
査
報
告
は
、
現
在
ま
で
に
3
5
（
外
に
朝
鮮
6
）
の
遺
跡

を
数
え
て
い
る
。
こ
れ
を
地
域
別
に
み
る
と
、
最
も
多
い
河
北
、
溝
川
、
遼
寧
、

熱
河
を
中
心
に
中
国
の
東
北
地
区
に
分
布
し
、
年
代
的
に
は
、
仰
三
期
か
ら
三

代
の
も
の
に
ま
で
わ
た
っ
て
い
る
。
氏
は
こ
れ
ら
の
遺
跡
に
つ
い
て
、
聾
棺
の

形
式
と
埋
葬
方
法
、
聾
の
土
器
的
な
性
質
、
棺
に
収
め
た
遺
骸
の
年
令
、
副
葬

口
㎜
、
群
集
状
況
な
ど
、
昏
時
代
ま
た
各
地
域
に
わ
た
っ
て
考
察
を
潴
え
、
中
国

の
饗
糖
墓
は
時
代
の
前
後
を
問
わ
ず
広
く
一
文
化
鵬
に
属
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
そ
の
内
部
に
曾
て
は
時
代
と
地
区
に
よ
っ
て
性
格
を
異
に
し

て
い
た
こ
と
、
ま
た
朝
鮮
の
甕
棺
墓
は
漢
代
遼
寧
地
区
の
甕
棺
塞
の
系
統
を
ひ

く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

　
氏
の
論
考
は
、
従
来
の
偶
々
ば
ら
ば
ら
に
報
告
さ
れ
て
い
る
録
事
墓
の
遺
跡

を
整
理
し
、
中
品
及
び
そ
の
周
辺
の
古
代
饗
棺
墓
の
特
質
を
、
年
代
的
地
域
的
に

体
系
づ
け
た
も
の
と
し
て
注
肩
さ
れ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
特
に
朝
鮮
の
聾
棺

墓
と
中
国
の
甕
棺
墓
と
の
関
連
性
か
ら
、
中
国
古
代
文
化
の
朝
鮮
伝
播
に
関
し

て
ど
の
よ
う
な
発
言
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
今
後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。

　
上
原
弓
道
氏
　
鄭
事
超
過
　
氏
の
所
論
は
二
段
に
分
か
れ
て
い
る
。
前
半
は
、

氏
の
『
邸
の
東
遷
の
事
情
お
よ
び
鄭
と
商
人
と
の
関
係
』
（
「
中
悶
古
代
の
二
会

と
文
化
」
所
堰
）
に
対
す
る
重
沢
俊
郎
氏
及
び
榎
一
雄
氏
の
批
判
に
答
え
た
も

の
で
あ
り
、
後
半
は
、
同
じ
く
氏
の
『
號
の
歴
史
お
よ
び
鄭
と
東
號
と
の
関

係
』
（
「
古
代
学
扁
六
－
二
）
に
関
連
し
、
白
川
静
氏
の
『
股
代
雄
族
考
、
其
一
、

郷
』
に
も
と
づ
い
て
前
論
文
に
若
干
の
訂
正
と
補
足
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
続

い
て
三
五
氏
の
『
泰
秋
．
大
審
表
列
国
爵
姓
及
存
滅
表
課
異
（
下
二
）
』
に
批
評
を

加
え
て
い
る
。

　
氏
の
細
か
い
論
旨
は
省
略
す
る
が
、
た
だ
璽
沢
氏
の
批
判
に
関
連
し
て
一
言
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し
た
い
。
氏
の
簡
．
鄭
の
菓
遷
の
事
情
お
よ
び
鄭
と
商
人
と
の
関
係
』
に
よ
る
と
、

左
伝
昭
公
十
六
年
の
玉
環
の
記
隣
に
つ
い
て
、
商
人
が
韓
宣
子
に
云
っ
た
「
必

薇
霜
大
夫
」
は
「
必
ず
君
大
夫
に
告
げ
ん
」
と
読
み
、
　
「
必
ず
君
大
夫
に
告
げ

よ
」
と
は
読
め
な
い
。
理
由
は
、
続
く
韓
嘗
…
子
が
子
産
に
云
っ
た
欝
葉
の
中
の

「
必
以
聞
」
は
「
必
ず
以
濾
せ
ん
」
と
読
ん
で
、
　
「
必
ず
以
聞
せ
よ
」
と
は
読

め
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
必
ず
以
て
聞
せ
よ
し
と
読
め

な
い
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
が
重
沢
氏
の
批
判
で
あ
る
。
氏
は
面
出
、
先
人

の
解
釈
を
引
齢
し
、
重
沢
氏
の
批
判
に
答
え
る
と
共
に
臼
説
を
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
私
見
よ
り
す
れ
ば
、
氏
の
解
釈
は
多
分
に
商
人
が
直
接
に
支
配

岩
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
先
入
感
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
こ
の
場
合
、
　
「
こ
の
こ
と
を
話
し
て
お
い
て
下
さ
い
」
ま
た
「
話

し
て
く
れ
と
申
し
ま
し
た
の
で
」
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
「
必
ず
君
大
夫
に

告
げ
よ
」
　
「
必
ず
以
聞
せ
よ
」
の
方
が
、
読
み
と
し
て
は
素
直
で
は
な
か
ろ
う

か
。
氏
の
云
う
如
く
、
大
き
な
問
題
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
ん
で
い
・

て
気
に
な
る
一
嘗
で
も
あ
る
。

　
後
藤
均
平
氏
　
春
秋
時
代
の
周
と
戎
　
氏
の
論
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
春
秋

時
代
の
季
秋
の
分
布
を
見
る
時
、
先
ず
由
西
か
ら
河
北
の
北
部
に
か
け
て
は
院

姓
の
秋
族
が
、
険
西
以
東
に
は
莞
姓
の
残
が
、
そ
し
て
藤
西
か
ら
河
南
の
ま
さ

に
菓
周
に
董
る
地
域
に
は
伊
雛
の
戎
を
始
め
と
し
て
陰
戎
、
九
州
の
戎
で
呼
ば

れ
る
允
姓
の
諸
徳
が
散
居
し
て
い
た
。
う
ち
随
姓
、
莞
姓
の
諸
族
が
、
多
少
の

出
入
り
は
あ
っ
て
も
重
代
以
降
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
分
布
で
あ
っ
た
の
に
対
し
，

河
南
の
諸
戎
は
王
子
帯
の
乱
（
前
六
四
九
年
）
前
後
よ
り
無
爵
さ
れ
始
め
、
そ

れ
以
前
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
．
し
か
し
彼
ら
は
、
西
糊
楓
期
或
は
そ
れ
以

前
か
ら
既
に
河
粥
山
地
に
散
屠
し
て
お
り
、
そ
の
間
に
陸
源
戎
の
伊
潤
遷
従
な

ど
も
あ
っ
て
徐
々
に
密
度
を
増
撫
し
て
は
来
た
が
、
そ
れ
も
決
し
て
周
の
支
配

を
脅
か
す
程
強
盛
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
王
子
帯
の
乱
以
後
、
こ
の
よ
う

な
諸
戎
の
侵
入
な
受
け
て
周
が
苦
し
ん
だ
と
い
う
経
伝
の
記
載
は
、
周
の
支
配

力
の
弱
体
を
物
語
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

　
周
の
歴
史
に
つ
い
て
考
え
る
隈
り
、
春
秋
以
後
は
明
ら
か
に
嚢
退
の
歴
史
で

あ
る
。
し
か
し
周
の
王
権
の
溶
体
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

か
か
る
意
昧
に
於
て
、
股
以
降
の
戒
荻
の
地
域
的
歴
史
的
ひ
ろ
が
り
を
究
明
し

つ
つ
、
春
秋
以
後
、
衰
退
に
向
つ
た
周
の
王
権
の
実
体
を
、
具
体
的
に
周
と
戒

狭
と
の
関
係
に
於
て
論
じ
よ
う
と
し
た
氏
の
蒋
眼
点
は
素
晴
し
い
が
A
本
論
に

は
そ
れ
が
十
分
消
化
し
き
れ
て
い
な
い
。
こ
と
に
允
姓
、
禿
姓
、
醜
姓
の
三
者

の
関
係
、
就
中
、
忌
事
と
詫
姓
と
の
関
係
が
明
瞭
で
な
く
、
そ
の
説
田
力
を
弱

め
て
い
る
こ
と
は
惜
し
ま
れ
る
。

　
佐
藤
武
敏
氏
　
春
秋
戦
国
時
代
の
製
鉄
業
　
氏
に
よ
る
と
、
春
秋
蒔
代
の
製

鉄
業
は
、
軍
役
や
力
役
を
主
要
労
働
力
と
す
る
官
府
直
営
の
形
で
経
営
さ
れ
た
。

し
か
し
鮨
時
、
鉄
は
貴
霞
視
さ
れ
た
た
め
に
、
製
品
は
一
部
支
配
表
階
級
を
対

象
と
し
た
工
芸
贔
に
限
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
戦
園
時
代
に
な
る
と
、
葺
な

ど
の
一
部
の
地
域
で
は
瀞
秋
時
代
の
古
い
宮
営
方
式
を
残
す
一
方
、
叙
し
く
三

奮
地
方
で
は
、
倉
主
の
家
産
で
あ
る
鉄
山
の
う
ち
、
鉱
石
の
採
掘
、
製
鉄
、
販

売
な
ど
の
権
利
を
鷹
閥
に
与
え
、
そ
れ
に
対
し
て
課
税
す
る
と
い
う
所
謂
民
闘

経
輪
方
式
が
あ
ら
わ
れ
、
谷
地
に
波
及
し
た
。
秦
が
富
強
の
基
礎
を
作
っ
た
の

も
、
こ
の
方
式
を
広
く
お
し
進
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
経
営

方
式
の
発
生
や
製
鉄
技
術
の
進
歩
な
ど
に
よ
つ
て
鉄
生
産
量
は
急
増
し
、
そ
の

結
果
鉄
は
衡
量
視
さ
れ
る
こ
と
な
～
＼
農
具
な
ど
の
実
川
晶
も
製
造
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
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近
年
、
中
鷺
古
代
の
産
業
を
社
会
経
済
的
立
場
か
ら
扱
っ
て
来
た
氏
は
、
今
・

固
は
春
秋
戦
圏
時
代
の
製
鉄
業
を
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
、
そ
の
形
態
と
構
造

及
び
発
展
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
氏
の
所
論
中
、
官
営
製
鉄
業
が
軍
隊
組
識

と
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
揖
摘
は
、
翼
味
深
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
は
専
ら

赴
会
経
済
的
立
場
か
ら
論
ず
る
あ
ま
り
、
　
そ
こ
に
は
例
え
ば
、
　
金
属
工
業
が

「
多
数
の
労
働
力
を
必
要
と
す
る
」
と
か
「
大
規
模
に
営
ま
れ
る
」
　
（
一
一
〇

～
一
一
一
頁
）
と
い
っ
た
、
か
な
り
拙
象
的
な
表
現
が
使
用
さ
れ
、
こ
れ
が
当

時
の
製
鉄
技
術
か
ら
い
っ
て
一
体
ど
の
程
度
に
多
数
の
労
働
力
を
必
要
と
し
、

ど
の
程
度
に
大
規
摸
に
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
、
具
体
的
考
察
に
欠
け
て
い
る
。

氏
に
は
今
後
、
技
術
蘭
か
ら
も
併
せ
検
討
さ
れ
ん
こ
と
を
望
み
た
い
。

　
小
倉
芳
彦
氏
　
左
伝
に
お
け
る
覇
と
徳
－
徳
概
念
の
形
成
と
展
開
一
　
氏
の

所
論
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
孟
子
や
、
陣
雲
の
王
覇
の
論
は
両
者
を
別
の
原

理
に
立
つ
も
の
と
し
て
峻
別
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
彼
ら
の
理
念

に
発
し
、
必
ず
し
も
暗
闘
や
春
秋
の
現
実
と
合
致
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
事

実
、
左
伝
に
お
け
る
覇
者
は
、
徳
刑
（
徳
と
瑚
と
荷
賦
す
る
）
な
い
し
は
徳
、

信
、
礼
な
ど
の
行
動
振
理
の
も
と
に
、
時
に
王
命
を
奉
じ
つ
つ
、
中
原
諸
侯
間

の
一
定
の
秩
序
を
維
持
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
6
9
に
扱
わ
れ
、
そ
こ
に
は
孟
子

の
説
く
よ
う
な
き
び
し
い
差
別
観
念
は
な
い
。
し
か
も
左
伝
の
構
交
を
分
析
す

る
に
、
王
（
舞
秋
累
代
の
史
実
を
忠
実
に
伝
え
た
部
分
）
、
互
（
そ
れ
を
戦
国

的
観
念
か
ら
解
説
し
た
部
分
）
、
　
瓢
（
さ
ら
に
そ
れ
を
意
想
と
対
照
し
て
注
釈

し
た
蔀
分
）
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
、
覇
者
の
原
理
は
悉
く
強
豪
の
部
分
に
於

て
の
み
見
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
徳
と
は
元
来
王
者
が
行
う
省
琳
（
刑
と

徳
と
を
そ
の
内
韻
に
包
括
し
た
一
定
の
行
動
様
式
）
に
関
係
が
あ
り
、
澱
物
や

兵
賦
を
徴
発
す
る
た
め
に
巡
行
し
つ
つ
、
時
に
は
征
伐
に
転
化
し
、
網
手
が
服

す
れ
ば
許
す
と
い
う
実
際
行
動
を
伴
う
概
念
と
し
て
発
足
し
た
。
か
か
る
統
治

の
形
式
は
殿
末
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
し
、
春
秋
中
期
頃
ま
で
続
く
。
し
か
し

戦
国
以
降
に
な
り
、
所
謂
郡
県
制
支
配
が
次
第
に
貫
徹
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

当
時
の
知
識
人
は
以
前
の
統
治
形
式
を
、
か
つ
て
あ
っ
た
ま
ま
の
慧
味
に
於
て

は
既
に
理
解
で
き
な
く
な
り
、
麻
秋
時
代
の
史
伝
に
一
定
の
解
説
を
施
す
必
要

に
せ
ま
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
徳
そ
の
も
の
の
行
為
で
あ
っ
た
王
者
や
諸
侯
の

行
動
は
そ
の
原
初
的
意
義
を
忘
れ
ら
れ
、
徳
の
概
念
の
変
化
（
徳
概
念
の
内
爾

化
・
抽
象
化
、
徳
と
得
と
の
接
近
）
と
共
に
、
王
旛
な
い
し
覇
者
の
行
動
は
徳

刑
二
元
主
義
に
立
つ
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、

現
実
離
れ
し
た
観
念
的
抽
象
の
甚
し
い
孫
子
や
筍
子
よ
り
も
、
現
本
左
伝
は
春

秋
蒔
代
に
さ
か
の
ぼ
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

　
氏
は
、
細
字
の
絹
法
を
辿
り
な
が
ら
左
伝
を
中
心
に
考
察
を
進
め
、
春
秋
と

戦
国
と
の
里
離
政
治
の
様
桐
に
か
な
り
の
変
貌
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
論
し
て
い

る
が
、
氏
の
巧
な
論
法
は
緻
密
な
考
証
と
あ
い
ま
っ
て
十
分
な
説
得
力
を
も
つ

て
い
る
。
蓋
し
本
書
中
の
数
少
い
雄
篇
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
掌
都
木
章
沃
　
『
社
に
鐵
す
』
こ
と
に
つ
い
て
一
周
礼
の
社
の
制
度
に
間
す
る

［
港
察
一
　
周
の
宗
法
欄
的
支
配
の
限
界
と
矛
盾
は
、
そ
の
政
治
的
支
配
の
地

域
的
・
社
会
的
な
拡
大
と
共
に
生
じ
、
こ
こ
に
新
し
く
別
の
原
理
に
よ
る
統
一

の
必
要
か
ら
、
　
社
穫
が
問
題
と
な
っ
て
来
る
。
　
周
礼
に
は
大
別
し
て
1
大
社

（
所
謂
社
寺
。
建
園
の
神
位
と
さ
れ
る
も
の
で
治
朝
に
存
す
）
、
2
戒
社
（
勝

国
の
社
。
服
属
し
た
異
類
或
は
被
支
署
者
贋
た
る
鮒
人
の
為
の
墨
書
の
場
所
で

外
朝
に
存
し
、
人
々
に
掟
を
諜
す
る
制
度
と
結
び
つ
く
も
の
）
、
3
郷
黒
州
党

に
於
け
る
社
（
中
央
の
政
治
支
配
の
末
端
機
関
と
し
て
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て

い
る
）
の
三
種
が
あ
る
。
こ
れ
は
元
来
、
方
帝
屈
指
に
起
源
を
も
つ
社
穫
が
、
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＝
カ
で
は
天
の
思
想
と
結
合
し
な
が
ら
支
漁
者
層
の
乱
序
を
巾
心
と
し
て
地
神

化
さ
れ
る
（
1
）
と
共
に
、
他
方
で
は
外
資
（
外
な
る
諸
侯
の
祭
り
）
と
し
て

の
性
格
か
ら
宗
法
制
的
制
度
の
欠
陥
を
補
う
も
の
と
し
て
強
化
さ
れ
た
結
果
、

庶
畏
統
治
の
呉
と
し
て
支
配
者
膚
の
政
治
論
に
採
用
さ
れ
た
も
の
（
2
・
3
）

に
外
な
ら
な
い
。
後
者
を
縫
祭
の
機
能
か
ら
云
え
ば
、
宗
法
制
的
支
配
層
が
、

そ
の
勢
力
内
の
異
類
、
異
族
を
含
む
被
支
配
者
暦
の
支
援
を
受
け
ね
ば
な
ら
な

い
軍
購
的
活
動
の
場
含
の
中
核
と
し
て
の
軍
祉
、
ま
た
支
配
権
力
の
具
体
酌
力

と
な
る
刑
獄
の
制
度
に
利
用
さ
れ
、
万
斑
支
配
の
役
割
を
果
し
た
外
輪
の
社
な

ど
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。

　
氏
は
主
と
し
て
周
面
を
中
心
に
、
社
の
性
格
或
は
機
能
に
つ
い
て
政
治
的
支

配
制
度
の
面
か
ら
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
周
礼
に
つ
い
て
は
「
虚

礼
制
度
申
の
社
穫
の
あ
り
方
は
、
恐
ら
く
秦
漢
以
前
に
お
け
る
支
配
者
厨
た
ち

の
統
治
論
の
実
際
や
性
格
を
賭
示
す
る
」
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
い
る
た
め
、

琉
の
論
が
周
礼
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
越
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ

る
。
こ
の
点
、
今
後
問
題
の
掘
り
さ
げ
方
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
股
以
来
の
社

の
歴
炎
的
性
格
を
解
く
一
つ
の
手
が
か
り
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
氏
の
文
章
は
非
常
に
難
解
で
読
み
づ
ら
い
。
私
霞
身
、
若
し
氏
の
論
を

そ
の
ま
ま
に
解
し
て
い
な
い
節
が
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
記
し
て
お
再
び
し
て
お
く
。

　
山
田
統
氏
　
豆
粒
紀
年
と
六
国
魏
表
　
司
馬
光
の
「
通
鑑
」
で
は
門
史
記
偏

と
「
孟
子
」
書
と
の
記
載
に
矛
盾
あ
り
と
し
、
　
「
紀
年
鳳
を
と
り
入
れ
て
魏
恵

王
の
紀
年
を
改
め
る
と
臨
時
に
、
花
王
の
紀
年
も
改
め
、
そ
の
理
解
す
る
「
孟

子
」
書
と
史
実
と
を
合
せ
し
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
あ
っ
て
以
来
、
「
紀
年
」
は

次
第
に
信
慧
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
果
し
て
「
紀
年
」
に
儒
悟
性
が

あ
り
、
ま
た
h
史
記
」
と
「
霊
園
」
書
と
は
矛
盾
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
民
の
疑
問

は
、
こ
こ
か
ら
発
す
る
。
そ
こ
で
、
氏
は
孟
子
の
遊
歴
を
中
心
と
し
て
「
更
記
」

「
孟
子
」
書
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
結
論
は
、
爾
君
は
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
と
「
紀
年
」
と
の
闘
に
こ
そ
一
致
点
が
認
め
ら
れ

な
い
。
「
紀
年
」
の
後
代
性
な
い
し
信
愚
性
の
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
す
る
。

　
琉
の
細
か
い
考
証
の
過
程
は
、
こ
こ
に
詳
述
し
得
な
い
が
、
　
「
史
記
」
　
「
孟

子
」
を
詳
細
に
検
討
し
、
　
「
竹
書
紀
年
」
に
は
信
愚
性
が
な
い
と
断
ず
る
あ
た

り
、
氏
の
最
も
意
を
得
た
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
私

自
身
、
氏
の
論
に
対
し
て
一
言
す
る
何
も
の
も
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
が
、
た

だ
「
竹
書
紀
年
」
が
中
国
古
代
焚
研
究
の
上
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
基
本
史

料
と
し
て
、
そ
の
評
価
が
高
ま
っ
て
い
る
昨
今
、
若
し
氏
の
論
が
正
し
い
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
ひ
と
り
史
学
考
の
み
な
ら
ず
、

経
学
者
の
側
か
ら
も
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
論
考
で
あ
る
。

．
相
原
俊
二
氏
先
秦
時
代
の
『
客
」
に
つ
い
て
1
食
客
・
上
客
・
賓
客
に
つ

い
て
1
　
氏
の
駈
論
は
凡
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
戦
国
更
代
に
活
躍
し
た
客
に

は
食
客
、
ま
た
そ
の
上
に
位
す
る
上
客
、
賓
客
な
ど
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ

ら
の
客
も
、
私
計
に
於
け
る
場
合
と
諸
侯
に
於
け
る
場
合
と
で
は
、
大
き
な
絹

違
が
あ
っ
た
。
即
ち
泓
門
の
場
含
、
客
は
装
飾
的
意
昧
が
強
く
、
そ
こ
に
は
厳

し
い
人
選
は
な
い
。
客
の
中
に
は
主
人
を
媒
介
と
し
て
綴
世
し
ょ
う
と
し
た
藩

も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
主
人
と
心
情
的
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対

し
て
諸
侯
の
場
合
は
、
客
の
側
か
ら
い
え
ば
高
位
高
禄
を
量
的
に
、
ま
た
諸
侯

の
．
側
で
は
専
ら
実
用
と
い
う
結
約
で
招
致
し
た
た
め
に
勢
い
人
選
は
厳
し
く
、

一
端
齎
臣
関
係
が
成
立
し
て
も
、
そ
れ
は
互
に
計
算
の
上
に
成
立
つ
た
雇
用
関

係
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
領
主
諸
侯
は
そ
の
欠
陥
を
補
う
た
め
に
、

術
と
か
雲
影
道
徳
な
ど
に
よ
っ
て
心
情
酌
結
合
を
強
固
に
し
、
客
の
才
能
を
発
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評

揮
せ
し
め
て
国
家
の
発
展
を
願
う
と
共
に
、
ま
た
客
の
存
在
が
岡
に
危
険
と
な

り
、
不
尽
と
な
っ
た
疇
は
、
直
ち
に
殺
害
、
免
官
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
鱈
臣
関
係
の
中
で
高
級
官
吏
の
一
群
が
出
現
し
た
と
こ
ろ
に
、
戦

国
官
僚
欄
の
一
つ
の
欝
徴
が
あ
る
。

　
氏
は
、
戦
躍
特
代
の
客
の
種
類
或
は
性
格
に
つ
い
て
分
析
し
、
特
に
諸
侯
に

仕
え
る
場
合
の
諸
侯
と
客
と
の
関
係
か
ら
、
当
時
の
官
僚
制
の
一
つ
の
特
徴
を

見
禺
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
氏
の
論
考
も
ま
た
難
解
で
あ
る
。
私
自
身
、

琉
の
論
旨
を
そ
の
意
の
ま
ま
に
十
分
く
み
と
っ
た
か
ど
う
か
樹
信
は
な
い
が
、

こ
こ
で
一
寸
疑
岡
に
思
っ
た
の
は
、
氏
の
云
う
よ
う
な
特
徴
は
必
ず
し
も
戦
繭

縛
代
に
限
ら
ず
、
中
置
宮
僚
捌
の
中
で
は
一
般
に
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
か
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
客
に
関
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
氏
族
共
導
体

で
あ
る
所
謂
邑
制
国
家
か
ら
中
央
集
権
的
な
専
制
麟
家
へ
移
行
す
る
過
渡
期
に

於
て
、
何
故
大
搬
の
客
が
出
現
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
客
の
出
現

し
た
歴
史
的
背
景
も
含
め
、
客
の
鷹
史
的
性
格
の
解
明
こ
そ
、
む
し
ろ
必
要
で

は
な
か
ろ
う
か
。
氏
の
今
後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。

，
久
村
因
氏
秦
の
一
、
道
』
に
つ
い
て
　
漢
書
或
は
衛
宏
の
漢
旧
藩
に
「
道
偏

を
説
明
し
て
「
有
蛮
夷
臆
測
」
と
か
「
内
郡
為
県
、
三
辺
為
道
」
と
あ
る
が
、

こ
の
分
布
を
見
る
に
、
大
凡
漢
の
北
西
部
か
ら
南
、
即
ち
今
の
阪
繭
、
甘
粛
、
四

川
の
三
密
の
域
を
出
ず
、
必
ず
し
も
漢
の
領
域
の
最
前
線
に
存
在
し
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
「
弓
偏
が
統
一
国
家
の
全
國
的
規
模
で
行
わ
れ
た
制
度
で
は
な
く
、

「
道
」
の
分
布
し
て
い
る
地
域
に
偏
在
し
て
い
た
時
代
の
秦
の
制
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
氏
は
、
凡
そ
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
ち
、
　
「
道
」
に
つ
い
て

次
の
如
く
結
論
し
て
い
る
。
　
「
道
」
は
、
霊
と
し
て
戦
國
時
代
の
秦
に
於
て
、

商
敬
の
改
革
以
後
、
県
に
代
っ
て
蛮
夷
の
地
の
経
営
に
行
わ
れ
た
軍
事
的
制
慶

で
あ
っ
て
、
県
の
下
位
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
制
は
、
秦
の
一
統
後
廃
れ
、

漢
で
は
た
だ
県
名
と
し
て
の
み
こ
れ
を
継
承
し
、
　
「
道
」
の
数
が
一
応
伝
え
ら

れ
る
程
度
で
、
県
と
の
閥
に
殆
ん
ど
実
質
的
騒
騒
は
存
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
「
道
」
に
代
っ
て
部
都
尉
・
属
国
都
尉
に
よ
る
、
よ
り
綜
合
的
な

管
理
・
経
営
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
数
年
来
、
　
一
貫
し
て
隠
蜀
史
研
究
を
続
け
て
い
る
氏
の
歴
史
地
理
学
の

論
考
で
あ
る
。
緻
密
な
考
証
の
も
と
、
難
解
な
テ
ー
岬
、
と
真
正
面
か
ら
取
組
ん

で
い
る
点
、
氏
の
労
を
多
と
し
た
い
。

　
増
淵
龍
夫
氏
帳
代
郡
漿
制
の
地
域
別
的
考
察
　
そ
の
闘
i
太
原
・
上
門
々

郡
を
中
心
と
し
て
一
　
氏
は
、
漢
書
地
理
志
に
太
原
・
上
県
二
郡
の
畏
俗
を
記

し
た
一
文
を
中
心
に
考
察
を
進
め
、
漢
代
こ
の
地
方
に
督
の
公
族
の
子
孫
が
土

着
化
し
て
豪
族
・
土
豪
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
彼
ら
は
郷
繭
に
武

断
し
、
私
闘
復
讐
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
地
方
に
は
土
豪

を
中
核
と
し
た
私
的
秩
序
が
維
持
さ
れ
、
こ
の
秩
序
を
脅
か
す
も
の
に
対
し
て

は
、
た
と
え
そ
れ
が
濁
家
権
力
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
仮
僻
な
く
こ

れ
に
立
向
う
監
守
的
習
俗
が
強
度
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
の
た
め
、
制
度
的
に
は

専
制
欝
主
権
力
が
樹
立
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
制
度
の
意
図
す
る
形
通

り
に
は
機
能
を
果
さ
な
か
っ
た
こ
と
。
太
原
地
方
に
鞭
て
、
後
漢
当
初
、
天
子

の
徴
召
に
応
じ
な
か
っ
た
強
毅
な
逸
民
を
多
く
輩
出
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ

う
な
社
会
的
関
連
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
論
証
し
て
い
る
。

　
氏
は
、
先
に
『
先
秦
時
代
の
封
建
と
郡
県
油
　
（
同
氏
「
中
調
古
代
の
社
会
と

国
家
」
所
収
）
以
下
一
連
の
論
文
に
於
て
春
秋
以
来
の
郡
県
制
の
実
体
を
考
察

し
、
特
に
春
秋
時
代
の
県
が
、
秦
漢
時
代
の
制
度
の
示
す
よ
う
な
県
に
つ
な
が

ら
な
い
多
く
の
古
い
粒
会
関
係
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
を
論
博
す
る
一
方
、
か
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か
る
古
い
凝
会
関
係
は
、
秦
漢
時
代
に
入
っ
て
も
完
全
に
粉
砕
出
来
な
か
っ
た

こ
と
を
論
及
し
、
こ
の
解
明
に
当
っ
て
は
、
更
に
地
域
別
的
研
究
の
必
要
な
こ

と
を
強
調
し
た
。
今
回
は
そ
の
第
二
作
に
当
り
、
春
秋
以
来
の
古
い
邑
の
あ
る

地
方
の
一
例
と
し
て
太
原
、
上
書
憂
欝
を
と
り
上
げ
、
こ
の
地
方
の
古
い
墨
黒

関
係
が
、
漢
代
の
郡
県
関
下
に
於
て
も
形
を
変
え
な
が
ら
存
続
し
て
い
た
こ
と

を
笑
化
す
る
と
共
に
、
そ
れ
が
郡
県
制
的
支
配
を
多
様
に
制
約
し
て
い
た
こ
と

を
、
精
密
な
考
証
の
も
と
に
論
じ
て
い
る
。
漢
の
郡
県
制
と
い
う
従
来
の
主
思

と
し
た
イ
メ
…
ジ
に
鋭
い
メ
ス
を
入
れ
、
そ
の
実
体
を
明
快
に
分
擁
し
た
こ
と

は
、
大
ぎ
な
励
績
で
あ
．
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
第
工
作
と
し
て
、
こ
れ
と
は
別
に
、

戦
国
秦
漢
の
時
代
に
新
し
く
開
発
さ
れ
て
県
が
置
か
れ
た
地
方
が
予
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
事
情
が
存
在
し
た
の
か
、

次
作
が
期
待
さ
れ
る
。
本
論
に
対
す
る
批
判
は
、
一
連
の
論
文
の
発
表
を
ま
っ

て
行
う
の
が
妥
濫
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
省
略
す
る
。

　
守
屋
美
都
雄
氏
　
漢
代
家
族
の
形
態
に
関
す
る
再
考
察
　
は
、
氏
の
『
漢
代

察
族
の
形
態
に
関
す
る
考
察
し
　
（
ハ
ー
パ
ー
ギ
・
燕
京
・
鰐
志
社
東
方
交
響
講

座
第
二
韓
）
を
批
判
し
、
竃
族
鋼
家
族
を
強
く
主
張
し
た
宇
廓
窩
満
吉
氏
の

『
孝
思
庶
人
章
に
よ
せ
て
」
（
「
東
洋
史
研
究
職
　
一
七
一
照
）
に
鮒
す
る
反
論
と

し
て
需
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
掌
都
宮
氏
の
論
拠
と
な
っ
た
孟
子

の
梁
恵
王
鷺
句
の
解
釈
に
冒
す
る
批
判
か
ら
始
っ
て
、
夏
に
は
何
体
、
応
勧
、

苑
寧
の
覧
口
説
、
或
は
生
鮮
、
養
分
の
解
釈
に
欝
す
る
批
判
に
及
び
、
宇
都
宮

氏
の
三
族
制
家
族
論
は
承
服
し
難
い
こ
と
を
論
駁
す
る
一
力
、
氏
自
身
、
従
来

の
見
解
か
ら
一
歩
前
進
し
て
、
漢
代
家
族
の
普
遍
的
な
存
在
は
「
単
家
族
的
な

家
扁
で
あ
る
と
し
た
。

　
守
屋
、
宇
都
富
両
氏
の
漢
代
家
族
の
形
態
を
め
ぐ
る
論
争
は
長
く
、
且
つ
右

名
で
あ
る
。
従
来
こ
の
論
争
は
刷
に
三
族
湖
論
争
と
云
わ
れ
る
如
く
、
そ
の
論

点
は
、
い
つ
に
三
族
制
を
認
め
る
か
（
宇
都
宮
）
、
認
め
な
い
か
（
守
屋
）
に

か
か
っ
て
い
た
。
氏
は
今
回
の
論
文
で
、
か
な
り
莫
然
と
し
た
概
念
で
は
あ
る

が
「
単
家
族
的
な
家
」
．
と
い
う
新
し
い
兇
解
を
発
表
し
た
こ
と
は
、
こ
の
論
争

に
一
つ
の
進
展
を
示
す
も
の
と
し
て
注
臼
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て

も
二
戸
の
事
例
に
対
す
る
両
氏
の
解
釈
が
、
非
常
に
対
照
的
な
の
は
興
味
深
い
。

私
二
人
と
し
て
は
、
師
事
す
る
両
氏
の
見
解
の
一
致
を
願
う
も
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
間
題
を
更
に
掘
り
さ
げ
て
い
く
時
、
そ
こ
に
は
両
氏
の
、
お
互
に

談
る
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
観
な
い
し
世
界
観
の
根
本
酌
な
相
違
が
見
ら
れ
る

以
上
、
恐
ら
く
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
な
る
上
は
、
両
氏
と

も
大
い
に
論
争
を
た
た
か
わ
し
、
学
会
に
新
風
を
吹
き
こ
ん
で
い
た
だ
く
こ
と

を
鵜
愛
し
た
い
。

　
五
井
直
弘
氏
　
漢
轡
地
理
志
の
一
考
察
　
氏
の
論
旨
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

漢
君
地
理
志
に
は
、
先
ず
行
政
区
劃
と
し
て
の
郡
県
制
を
中
心
に
、
そ
の
変
遷

及
び
そ
の
状
態
を
述
べ
た
都
分
と
、
こ
れ
と
は
別
に
分
野
説
に
も
と
づ
き
、
全

園
を
十
一
二
区
分
に
分
け
て
説
明
し
た
部
分
と
の
二
つ
の
記
載
方
法
が
と
ら
れ
て

い
る
。
前
岩
は
、
漢
室
の
尊
敬
を
概
念
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
後
漢
蒔
代
の

風
潮
を
う
け
、
舗
度
を
進
じ
て
前
漢
の
歴
史
を
述
べ
る
こ
と
こ
そ
最
も
妥
当
な

方
法
と
考
え
た
班
園
が
、
必
然
的
に
地
理
志
に
於
て
も
、
制
度
的
に
完
成
さ
れ

た
形
態
と
し
て
郡
県
制
を
記
し
て
い
る
に
外
な
ら
ず
、
後
者
は
、
そ
の
地
方
を

昔
の
園
名
に
よ
っ
て
呼
ぶ
漢
代
の
一
般
的
…
慣
習
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
班
弓

ひ
い
て
は
漢
書
地
理
志
が
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
要
素
を
も
つ
て
い
る
こ
と
は
、

班
固
的
な
制
度
に
よ
る
見
方
で
は
、
包
み
き
れ
な
い
も
の
が
当
時
の
社
会
に
存

在
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
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氏
は
、
秦
漢
古
代
帝
国
の
地
域
差
を
考
え
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
漠

書
地
理
志
の
構
威
を
問
題
と
し
、
そ
こ
に
は
、
現
実
の
社
会
の
実
情
と
舗
度
と

の
必
ず
し
も
マ
ッ
チ
し
な
い
藤
が
具
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
氏
の

指
摘
は
興
味
あ
る
も
の
で
あ
り
、
亦
注
旨
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

氏
も
認
め
る
如
く
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
種
の
欠
講
え
に
し
か
過
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
理
解
は
極
め
て
抽
象
的
で
、
一
体
当
時
、
具
体
酌
に
ど
の
よ
う
な

地
域
差
が
あ
り
、
亦
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
当
時
の
政
治
、
社
会
、
経
済
面
に
影

響
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
間
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
氏
も
十
分
認

識
し
て
い
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
敢
て
苫
薪
を
呈
す
る
の
は
、
氏
に
期
待
す
る

と
こ
ろ
大
な
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

　
最
後
は
岡
本
正
氏
　
山
海
経
に
つ
い
て
　
で
あ
る
。
氏
は
欝
下
、
山
海
経
の

定
本
作
戒
の
作
業
中
で
あ
り
、
本
論
は
そ
の
序
章
と
し
て
、
中
闘
人
の
こ
の
書

に
関
す
る
考
え
方
や
、
従
来
の
研
究
の
鯉
濃
に
つ
い
て
述
べ
た
短
篇
で
あ
る
。

氏
の
定
本
の
完
成
に
期
待
し
た
い
。

　
以
上
各
論
に
つ
い
て
、
極
め
て
簡
単
で
は
あ
っ
た
が
、
紹
介
と
感
想
を
述
べ

て
来
た
。
最
後
に
私
の
卒
直
な
読
後
感
を
い
わ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
全
体

と
し
て
や
や
物
足
り
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
と

い
う
の
は
、
前
集
（
第
二
集
）
は
「
申
国
古
代
史
の
地
．
域
別
研
究
」
と
い
う
共

通
テ
ー
叫
、
の
も
と
、
綜
合
的
な
共
同
研
究
と
し
て
の
強
味
を
遺
憾
な
く
発
揮
し

て
多
大
の
成
果
を
あ
げ
て
来
た
。
そ
れ
故
、
本
書
に
慰
し
て
も
我
々
は
大
き
な

期
待
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
端
的
に
い
っ
て
本
書
は
、
個
々
の

論
文
の
成
果
は
と
も
か
く
と
し
て
、
テ
ー
マ
の
追
求
の
共
隅
性
に
於
て
、
一
歩

後
退
し
た
感
を
免
れ
難
い
か
ら
で
あ
る
。

　
思
う
に
、
共
同
研
究
の
名
の
も
と
に
大
き
な
共
通
テ
…
マ
を
掲
げ
で
も
、
各

個
人
に
於
て
は
、
専
門
分
野
の
相
違
或
は
関
心
の
多
少
な
ど
に
よ
っ
て
、
と
り

上
げ
る
テ
ー
マ
は
様
々
で
あ
る
。
し
か
も
、
各
個
人
の
テ
ー
マ
い
か
ん
に
よ
つ
，

て
は
、
時
に
は
直
接
共
同
研
究
に
は
関
係
の
な
い
小
さ
な
即
題
に
も
、
か
な
り

の
年
月
に
亘
っ
て
全
力
を
注
が
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た

め
、
各
個
人
の
研
究
の
進
展
と
共
に
、
研
究
自
体
い
き
お
い
細
分
化
さ
れ
、
専

門
化
さ
れ
る
こ
と
の
避
け
難
い
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
共
同

研
究
と
し
て
の
統
一
を
維
持
す
る
こ
と
の
困
難
さ
、
換
直
す
る
な
ら
ば
、
共
罰

研
究
の
一
つ
の
限
界
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
わ
ば
そ
の
固

定
化
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
共
同
研
究
の
研
究
態
勢
或
は
テ
ー
岬
・
の
追
求
の
担
体

酌
方
法
に
、
絶
え
ざ
る
反
省
と
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
来
る
。
共
同
研
究
に
よ

る
研
究
法
が
、
次
第
に
学
界
の
中
で
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
つ
つ
あ
る
今
日
、

共
同
研
究
の
運
営
の
方
法
論
酌
検
討
は
、
ひ
と
り
本
研
究
会
の
み
な
ら
ず
学
界

一
般
の
意
を
用
う
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
本
研
究
会
も
ま
た
、
そ
の
再
検
討

の
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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