
袁
世
凱
政
權
�
の
學
校
敎
育
に
お
け
る
﹁
�
孔
﹂
と
﹁
讀
經
﹂

宮

原

佳

昭

は

じ

め

に

第
一
違

中
華
民
國
成
立
直
後
に
お
け
る
�
孔
・
讀
經
を
め
ぐ
る
議
論

第
一
�

敎
育
部
の
立
場

第
二
�

�
孔
團
體
の
中
心
人
物
の
議
論

第
二
違

袁
世
凱
の
﹁
敎
育
綱
�
﹂
を
め
ぐ
る
議
論

第
一
�

湯
�
龍
の
敎
育
政
策

第
二
�

袁
世
凱
の
﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
示
さ
れ
た
�
孔
・
讀
經
の
方
針

第
三
�

葉
德
輝
ら
の


願
と
敎
育
部
の
對
應

お

わ

り

に

は

じ

め

に

中
國
�
代
に
お
け
る
﹁
�
孔
﹂
と
﹁
讀
經
﹂︑
す
な
わ
ち
孔
子
に
對
す
る
�
崇
と
經
書
の
學
�
は
︑
革
命

の
�
�
で
は
封
円
�
德
︑
保
守

反
動
の
象
�
と
し
て
�
わ
れ
︑
ま
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
�
�
で
は
保
存
す
べ
き
國
粹
︑
國
民
精
神
の
中
核
と
し
て
�
價
さ
れ
て
き
た
︒
こ
れ

に
對
し
て
︑
論
者
は
中
國
の
敎
育
﹁
�
代
�
﹂
と
い
う
敎
育

の
觀
點
か
ら
︑
淸
末
に
お
け
る
�
代
學
校
制
度
の
�
入
に
よ
っ
て
︑
中
國
�
代

に
お
け
る
讀
經
の
あ
り
方
は
そ
れ
以
�
に
比
べ
て
ど
の
よ
う
に
變
�
し
た
の
か
と
い
う
問
題
關
心
の
も
と
︑
淸
末
の
學
校
敎
育
に
お
け
る
讀
經
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の
あ
り
方
を
分
析
し
た

(以
下
︑
�
稿
と
す
る
)
︒
�
點
を
ま
と
め
る
と
︑
�
の
と
お
り
で
あ
る
︒
淸
�
政
府
は
儒
敎
�
德
を
民
衆
に
�
入
す
る

た
め
︑
一
九
〇
四
年
に
公
布
し
た
﹁
奏
定
學
堂
違
�
﹂
で
は
學
校
の
敎
育
課
�
の
な
か
に
讀
經
科
・
 
經
科
を
設
け
て
經
書
を
學
�
さ
せ
た
︒

�
代
以
�
に
お
け
る
經
書
の
學
�
は
!
誦
を
中
心
と
し
て
い
た
の
に
對
し
︑﹁
奏
定
學
堂
違
�
﹂
は
 
釋
を
重
視
し
︑
!
誦
は
部
分
#
で
よ
い

と
し
た
︒
一
方
︑
地
方
敎
育
界
は
讀
經
科
・
 
經
科
の
存
在
を
批
$
し
︑
經
書
を
拔
粹
し
た
修
身
敎
科
書
を
%
纂
し
て
修
身
科
の
&
業
で
儒
敎

�
德
を
�
入
す
る
こ
と
を
求
め
た
︒
た
だ
︑
淸
�
政
府
は
讀
經
科
・
 
經
科
を
廢
止
せ
ず
︑
經
書
の
分
量
や
學
�
時
閒
を
減
少
さ
せ
つ
つ
も
︑

あ
く
ま
で
!
誦
を
嚴
格
に
行
う
よ
う
定
め
た(1

)
︒

淸
末
に
引
き
續
き
︑
中
華
民
國
�
に
お
い
て
讀
經
の
問
題
が
と
く
に
活
潑
に
議
論
さ
れ
た
の
は
︑
一
九
一
二
年
か
ら
一
六
年
に
か
け
て
の
袁

世
凱
政
權
�
と
︑
一
九
三
〇
年
代
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て
は
︑
鐙
屋
一
が
一
九
三
五
年
の
讀
經
問
題
を
と
り
あ
げ
︑
小
・
中
學
校

に
お
け
る
讀
經
實
施
の
是
非
︑
お
よ
び
讀
經
す
る
場
合
に
は
ど
の
學
年
で
ど
の
經
書
を
讀
む
べ
き
か
と
い
う
議
論
を
分
析
し
て
い
る(2

)
︒
�
稿
お

よ
び
鐙
屋
氏
の
(
論
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
︑
�
代
中
國
の
學
校
敎
育
に
お
け
る
讀
經
に
關
す
る
議
論
は
︑
敎
育
課
�
に
讀
經
科
を
設
置
す
る

か
否
か
だ
け
で
な
く
︑
學
齡
兒
越
に
對
し
て
︑
ど
の
學
年
で
︑
ど
の
經
書
を
︑
ど
の
よ
う
に
學
ば
せ
る
べ
き
か
︑
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
�
代
中
國
に
お
け
る
こ
の
營
み
を
︑
論
者
は
中
國
に
お
け
る
敎
育
﹁
�
代
�
﹂
の
重
�
な
一
側
面
と
み
な
し
︑
傳
瓜

#
な
儒
敎
敎
育
を
�
代
#
な
學
校
敎
育
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
枠
組
み
で
理
解
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
︒
こ

の
枠
組
み
の
も
と
︑
袁
世
凱
政
權
�
の
學
校
敎
育
に
お
け
る
讀
經
の
問
題
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
︑
ど
の
よ
う
な
政
策
が
實

施
さ
れ
た
か
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
は
中
國
敎
育

上
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
特
�
を
持
つ
か
︑
な
ど
を
解
)
す
る
こ
と
が
本
論
の
課
題
で
あ
る
︒

辛
亥
革
命
後
の
政
體
の
變
革
に
と
も
な
い
︑
袁
世
凱
政
權
�
に
は
�
孔
や
讀
經
に
關
す
る
事
件
が
多
く
*
こ
っ
た
︒
具
體
#
に
は
︑
一
九
一

二
年
の
敎
育
總
長
蔡
元
培
に
よ
る
小
學
校
で
の
讀
經
科
の
廢
止
︑
一
九
一
三
年
の
孔
敎
會
に
よ
る
孔
敎
の
國
敎
�
+
動
︑
一
九
一
四
年
の
湯
�

龍
の
敎
育
總
長
就
任
と
彼
に
よ
る
國
民
敎
育
政
策
の
實
施
︑
一
九
一
五
年
の
大
總
瓜
袁
世
凱
に
よ
る
﹁
敎
育
綱
�
﹂
の
公
布
と
讀
經
科
の
復
活
︑

な
ど
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
一
聯
の
,
�
に
つ
い
て
は
︑
多
く
の
先
行
硏
究
で
言
.
さ
れ
て
い
る
︒
と
く
に
敎
育

硏
究
に
目
を
向
け
る
と
︑
多
賀
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秋
五
郞
は
一
九
一
四
年
五
0
の
湯
�
龍
の
上
申
と
1
年
の
袁
世
凱
の
﹁
敎
育
綱
�
﹂
を
︑
と
も
に
袁
世
凱
の
﹁
反
動
#
�
敎
政
策
﹂
の
一
2
と

し
て
位
置
づ
け
︑
ま
た
一
九
九
七
年
刊
行
の
李
華
興
3
%
﹃
民
國
敎
育

﹄
も
こ
の
時
�
の
敎
育
政
策
を
︑
袁
世
凱
に
よ
る
封
円
の
復
活
と
�

價
す
る(

3
)

︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
今
井
航
は
袁
世
凱
政
權
�
の
敎
育
政
策
を
再
�
價
す
る
う
え
で
︑
湯
�
龍
敎
育
總
長
時
代
の
國
民
學
校
4
想
に
着

目
し
︑
な
か
で
も
讀
經
科
の
復
活
に
つ
い
て
�
の
よ
う
に
営
べ
る
︒
湯
�
龍
は
一
九
一
四
年
五
0
の
上
申
に
お
い
て
︑
讀
經
科
の
復
活
と
儒
敎

の
國
敎
�
の
う
ち
後
者
に
は
否
定
#
な
見
解
を
示
し
て
︑﹁
國
家
宗
敎
と
し
て
で
は
な
く
︑
國
民
敎
育
の
根
本
と
な
る
國
民
�
德
の
モ
デ
ル
と

し
て
孔
子
を
提
示
し
﹂︑﹁
孔
敎
會
が
�
孔
と
讀
經
を
セ
ッ
ト
に
し
︑
孔
子
の
信
仰
で
民
衆
の
心
を
感
�
す
る
�
孔
活
動
を
指
向
し
た
の
と
は
衣

な
る
考
え
を
湯
�
龍
は
も
っ
て
い
た
﹂︒
今
井
氏
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
︑﹁
こ
れ
ま
で
の
中
國
�
代
敎
育

硏
究
で
は
︑
國
民
學
校
に
お
け
る
讀

經
科
を
�
孔
と
結
び
つ
け
て
�
價
し
て
き
た
が
︑
兩
者
は
嚴
密
に
區
別
す
る
必
�
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
し
た
が
っ
て
敎
育
に
お
け

る
儒
敎
の
地
位
は
淸
末
の
そ
れ
と
比
べ
て
格
段
に
低
下
し
た
と
い
え
よ
う
︒
儒
敎
は
國
民
性
形
成
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
だ
け
と
み
る
こ
と
も

で
き
る
﹂
と
指
摘
す
る(4

)
︒

今
井
氏
の
見
解
の
う
ち
︑
孔
敎
會
と
湯
�
龍
の
考
え
の
5
い
に
つ
い
て
は
論
者
も
同
6
す
る
︒
と
く
に
︑
國
民
學
校
に
お
け
る
讀
經
科
と
�

孔
と
を
區
別
し
て
檢
討
す
べ
き
と
い
う
の
は
極
め
て
重
�
な
指
摘
で
あ
り
︑
本
論
に
お
い
て
も
袁
世
凱
政
權
�
の
�
孔
と
讀
經
の
關
係
を
重
視

す
る
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
今
井
氏
が
こ
の
指
摘
に
至
る
,
�
に
お
い
て
︑
湯
�
龍
が
一
九
一
四
年
五
0
の
時
點
で
讀
經
科
の
復
活
を
ね

ら
っ
た
と
し
︑
1
年
の
讀
經
科
の
復
活
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
對
し
て
は
︑
論
者
は
同
6
し
が
た
い
︒
そ
の
理
由
は
︑
�
年
の
硏
究
に
お
い
て
︑

楚
永
7
が
湯
�
龍
と
淸
末
民
初
の
政
局
に
焦
點
を
あ
て
︑
湯
�
龍
が
讀
經
科
の
設
置
に
一
貫
し
て
反
對
し
て
い
た
の
に
對
し
︑
袁
世
凱
が
一
九

一
五
年
一
0
初
頭
に
突
如
と
し
て
讀
經
科
の
設
置
を
�
求
し
︑
敎
育
部
の
反
對
に
も
か
か
わ
ら
ず
讀
經
科
の
設
置
が
決
定
さ
れ
た
︑
と
い
う
,

�
を
)
ら
か
に
し
て
い
る
た
め
で
あ
る(5

)
︒
こ
こ
か
ら
︑
湯
�
龍
の
敎
育
政
策
と
袁
世
凱
の
﹁
敎
育
綱
�
﹂
と
の
關
係
は
再
檢
討
す
る
必
�
が
あ

り
︑
ま
た
袁
世
凱
政
權
�
の
﹁
敎
育
に
お
け
る
儒
敎
の
地
位
は
淸
末
の
そ
れ
と
比
べ
て
格
段
に
低
下
し
た
﹂
と
い
う
�
價
を
下
す
こ
と
に
も
愼

重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
︒
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袁
世
凱
政
權
�
の
�
孔
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
淸
末
民
初
の
孔
敎
+
動
を
考
察
し
た
森
紀
子
が
指
摘
す
る
と
お
り
︑
孔
敎
を
宗
敎
と
規
定
す
る

考
え
は
︑
�
孔
の
人
々
の
閒
で
す
ら
必
ず
し
も
園
底
し
て
9
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た(6

)
︒
ま
た
︑
:
;
)
が
指
摘
す
る
と
お
り
︑
孔

子
を
宗
敎
の
敎
3
と
み
な
す
康
<
爲
と
孔
子
を
模
範
#
人
物
と
み
な
す
袁
世
凱
と
の
閒
に
は
6
見
の
相
5
が
あ
っ
た(7

)
︒
す
な
わ
ち
︑
當
時
の

人
々
が
用
い
た
�
孔
と
い
う
語
に
は
︑
孔
子
の
位
置
づ
け
の
5
い
に
よ
っ
て
︑
孔
子
を
宗
敎
の
敎
3
と
し
て
�
崇
す
る
こ
と
と
︑
孔
子
を
模
範

#
人
物
と
し
て
�
崇
す
る
こ
と
と
い
う
衣
な
る
6
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
こ
こ
か
ら
︑
學
校
敎
育
に
お
け
る
讀
經
の
實
施
を
求
め
る
人
々

の
閒
で
も
︑
孔
子
や
經
書
の
位
置
づ
け
に
對
す
る
見
解
の
差
衣
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
が
求
め
る
讀
經
の
內
實
を
め
ぐ
っ
て
6
見
の
相
5
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
先
行
硏
究
で
は
讀
經
の
實
施
を
求
め
る
人
々
の
閒
で
の
6
見
の
相
5
や
︑
そ
の
�
提
に
あ
る
孔
子
や
經
書
の
位
置

づ
け
に
對
す
る
見
解
の
差
衣
に
つ
い
て
は
十
分
に
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
以
上
を
踏
ま
え
て
本
論
で
は
︑
袁
世
凱
政
權
�
の
學
校
敎
育
に

お
け
る
�
孔
・
讀
經
を
求
め
る
人
々
の
閒
に
ど
の
よ
う
な
6
見
の
相
5
が
あ
っ
た
か
︑
そ
れ
ら
の
6
見
や
淸
末
の
學
校
敎
育
に
お
け
る
讀
經
の

あ
り
方
と
比
べ
た
場
合
︑
敎
育
部
や
袁
世
凱
の
敎
育
政
策
は
ど
の
よ
う
な
特
�
を
持
つ
か
︑
な
ど
を
解
)
す
る
︒

第
一
違
で
は
︑
中
華
民
國
成
立
直
後
に
お
け
る
敎
育
部
の
立
場
と
︑
�
孔
・
讀
經
を
3
張
し
た
孔
敎
會
お
よ
び
孔
�
會
の
中
心
人
物
の
議
論

を
考
察
す
る
︒
第
二
違
で
は
︑
敎
育
總
長
湯
�
龍
の
敎
育
政
策
を
確
9
し
た
う
え
で
︑
袁
世
凱
の
﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
示
さ
れ
た
�
孔
・
讀
經
の

方
針
︑
お
よ
び
そ
れ
に
對
す
る
葉
德
輝
ら
の


願
や
敎
育
部
の
對
應
を
考
察
す
る
︒

第
一
違

中
華
民
國
成
立
直
後
に
お
け
る
�
孔
・
讀
經
を
め
ぐ
る
議
論

第
一
�

敎
育
部
の
立
場

本
�
で
は
︑
中
華
民
國
成
立
直
後
の
學
校
敎
育
に
お
け
る
�
孔
・
讀
經
に
對
す
る
敎
育
部
の
立
場
を
︑
阿
部
洋
の
(
論
に
沿
っ
て
確
9
す
る(8

)
︒

一
九
一
二
年
一
0
︑
中
華
民
國
臨
時
政
府
敎
育
總
長
に
就
任
し
た
蔡
元
培
は
︑﹁
�
?
敎
育
暫
行
辦
法
?
令
﹂﹁
�
?
敎
育
暫
行
課
�
標
準
﹂
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な
ど
を
發
布
し
︑
民
國
敎
育
の
基
本
方
針
を
示
し
た
︒
具
體
#
に
は
小
學
校
に
お
け
る
讀
經
科
を
廢
止
す
る
な
ど
︑
敎
育
目
#
・
內
容
の
面
で

儒
敎
#
色
A
を
拂
拭
し
よ
う
と
し
た
︒
ま
た
︑
南
北
瓜
一
後
の
北
京
政
府
に
お
い
て
も
引
き
續
き
敎
育
總
長
の
地
位
に
就
い
た
蔡
元
培
は
︑
同

年
七
0
か
ら
八
0
に
か
け
て
︑
各
省
敎
育
會
の
�
人
や
敎
育
家
を
北
京
に
招
集
し
て
臨
時
敎
育
會
議
を
開
い
た
︒
こ
の
會
議
で
は
︑
中
華
民
國

の
敎
育
方
針
で
あ
る
﹁
敎
育
宗
旨
﹂
や
小
學
校
令
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
敎
育
法
令
が
檢
討
さ
れ
︑
學
校
敎
育
に
お
け
る
孔
子
や
經
書
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
た
︒

淸
�
は
敎
育
宗
旨
に
忠
君
・
�
孔
・
尙
公
・
尙
武
・
尙
實
の
五
項
目
を
揭
げ(9

)
︑
讀
經
の
&
業
を
初
等
小
學
よ
り
實
施
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑

蔡
元
培
は
七
0
一
〇
日
の
臨
時
敎
育
會
議
の
開
會
式
に
お
け
る
演
說
で
︑
民
國
の
敎
育
宗
旨
は
軍
國
民
敎
育
・
實
利
3
義
・
公
民
�
德
・
世
界

觀
・
美
育
の
五
項
目
を
重
視
す
べ
き
こ
と
︑
そ
し
て
�
?
敎
育
で
は
讀
經
の
&
業
を
廢
止
し
︑
高
等
敎
育
で
は
大
學
の
經
學
科
を
廢
止
し
て
�

科
の
哲
學
・

學
・
�
學
そ
れ
ぞ
れ
に
經
學
の
內
容
を
�
置
す
る
こ
と
を
提
案
し
た(10

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
彼
は
自
由
・
E
等
・
友
愛
に
も
と
づ
く

西
洋
公
民
�
德
を
重
視
し
︑
學
校
敎
育
に
お
け
る
儒
敎
#
�
素
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
︒
た
だ
︑
彼
は
こ
の
直
後
に
敎
育
總
長
を
辭
任
し
た
た

め
︑
會
議
は
敎
育
�
長
の
范
源
濂
が
擔
う
こ
と
と
な
っ
た
︒

ま
ず
︑
經
書
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
︑
小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
科
を
廢
止
す
る
敎
育
部
案
は
反
對
も
な
く
會
議
を
?
,
し
︑
會
議
後

よ
り
1
年
に
か
け
て
︑
敎
育
部
か
ら
敎
育
法
令
が
�
々
と
公
布
さ
れ
︑
初
等
小
學
校

(修
學
�
閒
四
年
)
・
高
等
小
學
校

(同
三
年
)
・
中
學
校

(同
四
年
)
・
大
學
ま
た
は
專
門
學
校

(同
四
年
)
を
中
心
と
す
る
學
校
系
瓜
が
定
め
ら
れ
た
︒

�
に
︑
孔
子
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
︑
敎
育
宗
旨
と
學
校
儀
式
の
二
點
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
敎
育
宗
旨
に
關
す
る
審
議
で
は
�
孔
に

關
す
る
提
案
が
擧
が
る
こ
と
は
な
く
︑
結
果
と
し
て
﹁
�
德
敎
育
を
重
視
し
︑
實
利
3
義
・
軍
國
民
3
義
を
以
て
こ
れ
を
補
助
し
︑
さ
ら
に
美

感
敎
育
を
以
て
そ
の
�
德
を
完
成
す
る
﹂
と
定
め
ら
れ
た(11

)
︒
一
方
︑
學
校
儀
式
に
つ
い
て
は
や
や
紛
糾
が
あ
っ
た
︒
淸
�
は
﹁
各
學
堂
管
理
?

則
﹂
に
お
い
て
每
0
一
日
に
孔
子
を
拜
す
る
な
ど
の
學
校
儀
式
を
定
め
た(12

)
の
に
對
し
て
︑
敎
育
部
の
原
案
は
學
校
敎
育
で
孔
子
を
拜
さ
な
い
こ

と
を
法
令
�
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
七
0
一
五
日
に
議
員
ら
が
議
論
し
た
結
果
︑
こ
の
案
は
不
成
立
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
七
0
一
六
・
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二
七
・
二
九
日
に
學
校
儀
式
に
關
す
る
規
�
が
審
議
さ
れ
た
が
︑﹁
民
國
記
念
日
・
地
方
記
念
日
・
本
校
記
念
日
・
孔
子
G
生
日
に
祝
賀
式
を

行
う
﹂
と
い
う
條
�
が
︑
審
議
の
,
�
で
﹁
元
旦
・
民
國
記
念
日
に
祝
賀
會
を
行
う
﹂
と
さ
れ
た
こ
と
に
對
し
︑
一
部
の
議
員
か
ら
﹁
�
孔
を

失
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
反
對
の
聲
が
擧
が
り
︑
孔
子
G
生
日
を
ど
の
よ
う
に
�
う
か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
紛
糾
し
た
︒
結
果
︑
九
0
三
日
に

公
布
さ
れ
た
﹁
學
校
儀
式
規
�
﹂
の
第
一
條
は
﹁
元
旦
お
よ
び
民
國
記
念
日
に
は
祝
賀
式
を
︑
學
年
開
始
日
に
は
始
業
式
を
︑
學
生
卒
業
時
に

は
卒
業
式
を
︑
各
種
記
念
日

(孔
子
G
生
日
・
學
校
創
設
日
な
ど
)
に
は
記
念
會
式
を
行
う
﹂︑
第
五
條
は
﹁
記
念
會
式
は
各
校
の
校
長
が
定
め
る
︒

た
だ
し
︑
拜
跪
や
そ
の
他
の
宗
敎
#
儀
式
を
I
用
し
な
い
﹂
と
定
め
た(13

)
︒

こ
の
後
︑
各
(
か
ら
敎
育
部
へ
電
報
が
�
々
と
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
︑
敎
育
部
は
臨
時
敎
育
會
議
後
︑
各
省
の
都
督
・
民
政
長
に
對
し
て

�
の
よ
う
な
電
報
を
發
し
た
︒

�
孔
の
問
題
や
祭
禮
を
い
か
に
定
め
る
か
に
つ
い
て
は
︑
民
國
の
�
K
に
關
わ
る
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
く
︑
將
來
の
正
式
國
會
の
議
決

を
待
た
な
け
れ
ば
︑
に
わ
か
に
は
對
處
で
き
な
い
︒
現
在
︑
本
部
は
各
學
校
で
孔
子
G
生
日
に
記
念
會
式
を
擧
行
す
る
よ
う
定
め
る
こ
と

で
︑
L
6
と
敬
6
を
示
す
も
の
で
あ
る(14

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
蔡
元
培
が
�
孔
・
讀
經
を
と
も
に
否
定
し
た
の
に
對
し
︑
臨
時
敎
育
會
議
後
の
敎
育
部
の
立
場
は
︑
�
孔
と
讀
經
を
分
け
︑

�
孔
に
對
す
る
肯
定
と
小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
に
對
す
る
否
定
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
︒
ま
た
�
孔
を
肯
定
す
る
と
言
っ
て
も
︑
孔
子
G

生
日
の
記
念
會
式
に
お
い
て
﹁
宗
敎
#
儀
式
を
I
用
し
な
い
﹂
と
定
め
た
よ
う
に
︑
�
孔
を
宗
敎
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
否
定
#
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
︒

第
二
�

�
孔
團
體
の
中
心
人
物
の
議
論

中
華
民
國
の
成
立
後
︑
孔
敎
會
を
は
じ
め
�
孔
を
揭
げ
る
團
體
が
各
地
で
設
立
さ
れ
︑
孔
敎
の
國
敎
�
や
小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
の
復

活
を
求
め
る
聲
が
多
く
あ
が
っ
た
︒
本
�
で
は
︑
孔
敎
會
お
よ
び
孔
�
會
の
中
心
人
物
が
提
*
し
た
�
孔
・
讀
經
に
關
す
る
議
論
を
と
り
あ
げ
︑
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そ
の
特
�
を
)
ら
か
に
す
る
︒

孔
敎
會
は
一
九
一
二
年
一
〇
0
︑
陳
煥
違
ら
に
よ
っ
て
上
海
で
成
立
し
た
︒
民
國
初
年
に
お
け
る
孔
敎
會
の
活
動
に
つ
い
て
は
︑
鐙
屋
一
や

:
;
)
に
よ
る
一
聯
の
硏
究
に
詳
し
い(15

)
︒
孔
敎
會
は
辛
亥
革
命
後
の
社
會
を
︑
傳
瓜
#
�
德
の
失
O
︑
社
會
#
秩
序
の
P
壞
︑
國
家
へ
の
求
心

力
の
低
下
な
ど
と
い
う
混
沌
た
る
狀
態
に
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
社
會
の
秩
序
を
囘
復
す
る
た
め
︑
孔
敎
會
は
讀
經
や
祭
祀
な

ど
の
�
孔
活
動
を
お
こ
な
い
︑
孔
敎
に
よ
っ
て
民
衆
を
敎
�
・
瓜
合
し
よ
う
と
し
た
︒
ま
た
︑
一
九
一
三
年
か
ら
機
關
紙
﹃
孔
敎
會
雜
誌
﹄
を

發
行
し
︑
孔
敎
の
國
敎
�
や
�
孔
・
讀
經
の
重
�
性
を
世
に
訴
え
た
︒

こ
の
時
�
の
政
界
に
お
け
る
孔
子
の
位
置
づ
け
に
目
を
向
け
る
と
︑
一
九
一
三
年
六
0
に
尹
昌
衡
が
臨
時
大
總
瓜
お
よ
び
國
務
院
へ
打
電
し
︑

い
ま
社
會
の
風
紀
が
亂
れ
て
い
る
の
は
昨
年
に
敎
育
部
が
孔
敎
の
廢
棄
を
3
張
し
た
こ
と
に
よ
る
た
め
︑
今
後
7
國
の
學
校
に
お
い
て
孔
子
釋

奠
の
禮
を
行
い
︑
經
訓
に
つ
い
て
は
精
�
な
も
の
を
R
ん
で
も
っ
て
人
心
を
善
良
に
す
べ
き
で
あ
る
と
3
張
し
た(16

)
︒
臨
時
大
總
瓜
の
袁
世
凱
は

こ
れ
に
贊
6
を
示
し
︑
人
心
を
正
す
た
め
に
は
孔
子
を
�
崇
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
︑
孔
子
を
﹁
萬
世
の
師
表
﹂
す
な
わ
ち
中
國
の
模
範
#
人

物
と
位
置
づ
け
︑
學
校
に
お
け
る
﹁
祀
孔
﹂
(孔
子
を
祀
る
こ
と
)
を
檢
討
す
る
旨
の
臨
時
大
總
瓜
令
を
發
し
た(

17
)

︒
ま
た
︑
七
0
に
北
京
で
憲
法

*
草
委
員
會
が
開
か
れ
る
と
︑
孔
敎
會
は
孔
敎
を
國
敎
と
し
て
T
用
す
る
よ
う


願
す
る
が
︑
審
議
の
結
果
︑
一
〇
0
末
に
憲
法
草
案
の
條
�

一
一
三
條
が
定
め
ら
れ
︑
第
一
九
條
に
﹁
國
民
敎
育
は
孔
子
の
�
を
以
て
修
身
の
大
本
と
爲
す
﹂
と
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑

一
九
一
三
年
U
ば
以
影
︑
袁
世
凱
が
孔
子
を
中
國
の
模
範
#
人
物
と
位
置
づ
け
て
學
校
に
お
け
る
祀
孔
を
檢
討
し
︑
ま
た
憲
法
*
草
委
員
會
で

孔
敎
の
國
敎
�
に
關
す
る
問
題
が
審
議
さ
れ
る
の
に
あ
わ
せ
て
︑
�
孔
團
體
が
相
�
い
で
小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
の
復
活
を
中
央
政
府
へ

訴
え
た
︒
以
下
︑
孔
敎
會
や
孔
�
會
の
中
心
人
物
が
提
*
し
た
�
孔
・
讀
經
に
關
す
る
議
論
を
檢
討
す
る
︒

一
︑
孔
敎
會
側
の
見
解

ま
ず
︑
孔
敎
會
の
中
心
人
物
の
�
孔
・
讀
經
に
對
す
る
見
解
を
確
9
す
る
︒
先
行
硏
究
で
)
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
︑
孔
敎
會
の
中
心
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人
物
で
あ
る
康
<
爲
・
陳
煥
違
は
�
孔
・
讀
經
を
と
も
に
肯
定
す
る
立
場
を
と
り
︑
孔
子
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
︑
孔
子
を
宗
敎
の
敎
3
と
み

な
す
も
の
で
あ
っ
た(18

)
︒
一
方
︑
讀
經
に
つ
い
て
は
︑
彼
ら
は
學
校
敎
育
に
お
け
る
讀
經
の
實
施
を
訴
え
る
の
み
で
︑
ど
の
學
年
で
ど
の
經
書
を

讀
む
べ
き
か
と
い
う
類
の
議
論
は
展
開
し
て
い
な
い
︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
彼
ら
に
と
っ
て
經
書
は
7
て
讀
む
の
が
當
然
で
︑
經
書
を
取
W

R
擇
し
た
り
經
書
の
本
�
を
X
っ
た
り
す
る
な
ど
論
外
だ
と
い
う
9
識
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
孔
敎
會
の

發
*
人
の
一
人
で
あ
る
嚴
復
が
一
九
一
三
年
に
行
っ
た
演
說
を
分
析
す
る(19

)
︒

嚴
復
は
學
校
敎
育
に
お
け
る
讀
經
に
反
對
す
る
者
が
︑
經
書
の
內
容
が
難
解
で
あ
る
こ
と
︑
經
書
の
分
量
が
多
い
こ
と
︑
經
書
の
3
旨
が
時

世
に
合
わ
な
い
こ
と
︑
と
い
う
三
點
の
理
由
を
擧
げ
る
の
に
對
し
て
反
�
し
︑
讀
經
の
重
�
性
を
3
張
す
る
︒
彼
は
上
記
三
點
の
う
ち
第
二
點

に
對
し
て
は
︑
6
見
に
一
理
あ
る
と
し
つ
つ
も
︑﹁
分
量
の
多
さ
を
理
由
と
し
て
︑
經
書
を
7
て
廢
し
た
り
︑
あ
る
い
は
み
だ
り
に
X
除
し
て

私
見
を
は
さ
ん
だ
り
し
て
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
古
の
Z
人
の
素
晴
ら
し
い
敎
え
が
滅
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
し
て
︑

﹁
四
書
五
經
は
字
數
に
限
り
が
あ
る
か
ら
︑
も
し
設
置
し
た
課
�
を
小
・
中
・
大
學
の
な
か
に
割
り
振
る
な
ら
ば
︑
中
等
の
人
材
の
子
弟
は
こ

れ
に
よ
っ
て
苦
し
む
こ
と
は
な
い
﹂
と
說
く
︒
こ
の
よ
う
に
︑
嚴
復
は
學
校
の
敎
育
課
�
の
な
か
に
讀
經
科
を
設
け
︑
小
・
中
・
大
學
の
閒
に

四
書
五
經
を
す
べ
て
讀
む
こ
と
を
3
張
し
て
い
る
︒

經
書
の
敎
&
法
に
つ
い
て
は
︑
嚴
復
は
同
演
說
に
お
い
て
�
の
よ
う
に
言
う
︒
彼
は
先
営
の
第
一
點
に
對
し
て
︑
兒
越
に
は
早
い
時
�
か
ら

!
記
さ
せ
︑
成
長
し
て
か
ら
徐
々
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
一
方
︑
經
書
の
な
か
に
は
﹁
 
釋
で
き
る
部
分
も
あ
る
た
め
︑
敎
育
に
長
け
た

者
が
斟
]
す
れ
ば
︑
兒
越
の
知
能
を
^
す
る
に
は
至
ら
な
い
﹂
と
す
る
︒
�
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
淸
末
の
學
校
敎
育
に
お
い
て
は
︑
!
記

3
義
を
戒
め
︑
 
釋
を
重
視
し
て
い
た
︒
嚴
復
は
傳
瓜
#
な
!
記
3
義
を
3
張
す
る
と
と
も
に
︑
兒
越
の
知
能
に
�
慮
し
て
 
釋
も
_
用
す
べ

き
だ
と
說
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

學
校
敎
育
の
ど
の
學
年
で
ど
の
經
書
を
讀
む
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
︑
先
営
の
と
お
り
康
<
爲
・
陳
煥
違
・
嚴
復
ら
は
い
ず
れ
も

言
.
し
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
︑
彼
ら
の
見
解
に
�
し
い
と
思
わ
れ
る
論
說
と
し
て
︑﹃
孔
敎
會
雜
誌
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
﹁
孔
敎
救
`
論
﹂
を
取
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り
上
げ
た
い(20

)
︒
同
誌
記
者
の
解
題
に
よ
る
と
︑
本
論
說
は
湖
南
省
の
怨
聞
﹃
長
沙
日
報
﹄
か
ら
の
轉
載
で
︑
孔
敎
會
湖
南
荏
部
よ
り
郵
a
さ
れ

た
と
い
う
︒﹃
孔
敎
會
雜
誌
﹄
記
者
は
解
題
で
本
論
說
を
絕
贊
し
て
い
る
︒
本
論
說
の
槪
略
は
�
の
と
お
り
で
あ
る
︒

我
が
國
の
歷

を
見
る
と
︑
孔
子
が
我
が
國
の
敎
3
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
い
ま
孔
敎
が
提
唱
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
國
家
・
社
會
の

各
方
面
で
腐
敗
し
た
現
象
が
*
こ
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
`
國
を
招
く
狀
況
を
÷
囘
す
る
た
め
の
�
は
︑
孔
敎
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

今
日
に
お
い
て
︑
政
府
の
責
任
は
孔
敎
を
國
敎
と
定
め
る
こ
と
で
あ
る
︒
孔
敎
を
國
敎
と
定
め
る
う
え
で
は
二
つ
の
方
法
が
あ
り
︑
一
つ
は
學

校
で
祀
孔
す
る
こ
と
︑
も
う
一
つ
は
學
校
で
讀
經
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
西
洋
で
は
每
日
&
業
�
に
祈
�
し
て
神
を
贊
美
す
る
歌
を
歌
い
︑
每
f

に
宗
敎

や
Z
書
を
 
じ
る
︒
こ
れ
と
同
樣
に
︑
我
が
國
で
も
每
f
二
時
閒
讀
經
し
︑
初
等
小
學
校
は
國
民
敎
育
で
あ
る
か
ら
﹃
論
語
﹄
を
讀

む
の
が
よ
い
︒

以
上
︑
本
論
說
が
孔
敎
の
國
敎
�
を
求
め
︑
孔
子
を
宗
敎
の
敎
3
と
み
な
す
點
は
孔
敎
會
の
見
解
と
同
樣
で
あ
る
︒
讀
經
に
つ
い
て
は
︑
孔

敎
の
國
敎
�
に
際
し
て
は
祀
孔
と
讀
經
が
缺
か
せ
な
い
と
い
う
9
識
の
も
と
︑
學
校
の
敎
育
課
�
に
お
け
る
讀
經
科
の
設
置
を
正
當
�
す
る
た

め
に
西
洋
の
宗
敎
の
&
業
を
例
に
擧
げ
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
學
齡
兒
越
が
ま
ず
讀
む
べ
き
は
﹃
論
語
﹄
と
し
て
い
る
こ
と
に
�
目
し
た
い
︒

從
來
の
經
書
の
學
�
順
序
に
つ
い
て
は
�
稿
で
觸
れ
た
と
お
り
︑
朱
熹
が
定
め
た
學
�
順
で
は
四
書
を
﹃
大
學
﹄﹃
論
語
﹄﹃
孟
子
﹄﹃
中
庸
﹄

の
順
に
讀
み
︑
後
の
時
代
に
は
四
書
の
�
に
﹃
小
學
﹄﹃
孝
經
﹄
を
讀
む
こ
と
も
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
淸
末
の
﹁
奏
定
學
堂
違
�
﹂
で
は
初
等
小

學
か
ら
﹃
孝
經
﹄﹃
論
語
﹄
を
學
び
︑
そ
の
後
に
﹃
大
學
﹄﹃
中
庸
﹄﹃
孟
子
﹄
へ
と
g
ん
だ
︒
こ
れ
に
對
し
て
本
論
說
で
は
︑
�
孔
を
國
民
敎

育
の
�
と
位
置
づ
け
︑
國
民
敎
育
に
あ
た
る
初
等
小
學
で
﹃
論
語
﹄
を
讀
む
べ
き
と
し
て
い
る
︒﹃
孝
經
﹄
は
そ
の
內
容
か
ら
︑
家
庭
敎
育
で

學
ぶ
べ
き
と
み
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

二
︑
孔
�
會
の
王
錫
蕃
の


願

孔
敎
の
國
敎
�
に
關
す
る
問
題
が
審
議
さ
れ
た
一
九
一
三
年
U
ば
以
影
︑
孔
敎
會
と
同
じ
�
孔
團
體
で
あ
る
孔
社
・
大
成
社
・
孔
�
會
な
ど
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が
小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
の
實
施
を
中
央
政
府
に


願
し
た
︒
こ
の
う
ち
孔
社
・
大
成
社
の


願
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
を
h
け
る
敎
育
部

の
囘
答(

21
)

か
ら
そ
の
內
容
を
斷
片
#
に
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
︑
兩
團
體
が
讀
經
に
つ
い
て
具
體
#
に
ど
の
よ
う
な
提
案
を
し
た
か

と
い
う
こ
と
ま
で
は
$
然
と
し
な
い
︒
一
方
︑﹃
孔
敎
會
雜
誌
﹄
に
は
︑
山
東
で
設
立
さ
れ
た
孔
�
會
の
中
心
人
物
で
あ
る
王
錫
蕃
が
一
九
一

四
年
一
0
八
日
附
で
大
總
瓜
に
上
i
し
た
︑
小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
の
實
施
を
求
め
る


願
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
結
論
を
先
取
り
す
る

と
︑
王
錫
蕃
の
見
解
は
孔
敎
會
の
そ
れ
と
は
衣
な
る
も
の
で
あ
り
︑
�
孔
團
體
の
閒
に
お
け
る
6
見
の
相
5
と
し
て
極
め
て
興
味
深
い
︒

王
錫
蕃
の


願(22

)
は
︑
人
々
の
�
德
を
養
成
し
な
け
れ
ば
共
和
の
精
神
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
︑
各
學
校
で
讀
經
の
時
閒
を
增
や
し
て
正

し
い
敎
え
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
︒
そ
し
て
︑
經
書
は
分
量
が
多
く
內
容
も
難
解
で
あ
る
た
め
小
・
中
學
校
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
い
う
6
見
に
對
し
て
は
︑﹁
ま
さ
に
斟
]
し
て
融
?
を
き
か
せ
︑
方
法
を
定
め
る
べ
き
で
あ
り
︑
小
さ
な
障
^
の
た
め
に
大
事
な
こ
と
を

や
め
る
べ
き
で
は
な
い
﹂
と
し
て
︑
�
の
よ
う
に
提
案
す
る
︒

淸
�
の
學
堂
違
�
で
は
︑
小
學
堂
で
﹃
孝
經
﹄﹃
論
語
﹄﹃
孟
子
﹄
を
︑
中
學
堂
で
﹃
大
學
﹄﹃
中
庸
﹄﹃
禮
記
﹄﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
を
︑
大

學
堂
で
﹃
儀
禮
﹄﹃
周
禮
﹄﹃
書
經
﹄﹃
易
經
﹄﹃
春
秋
﹄
を
讀
む
こ
と
と
し
た
︒
こ
の
規
定
は
大
い
に
工
夫
を
こ
ら
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑

つ
い
に
善
を
盡
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
愚
考
す
る
に
︑
ま
さ
に
 
釋
を
重
視
し
て
大
義
を
)
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
り
︑
た
だ
!
誦

の
み
を
强
制
し
て
知
能
を
m
n
す
べ
き
で
は
な
い
︒
な
お
か
つ
經
籍
は
幅
廣
く
︑
 
&
に
は
日
時
を
ひ
ど
く
費
や
し
︑
さ
ら
に
古
今
で
內

容
の
良
し
惡
し
が
あ
る
︒
こ
の
た
め
︑
も
し
今
日
の
時
世
に
I
さ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
︑
四
書
と
﹃
詩
經
﹄﹃
書
經
﹄﹃
周

禮
﹄
お
よ
び
﹃
易
經
﹄
の
傳
な
ど
は
�
違
の
6
味
が
比
�
#
分
か
り
や
す
い
た
め
︑
&
業
時
閒
を
增
や
し
︑
學
生
に
命
じ
て
!
誦
さ
せ
る

こ
と
で
正
し
い
學
問
の
基
礎
を
う
ち
立
て
る
べ
き
で
あ
る
︒
あ
わ
せ
て
國
內
の
名
儒
を
招
聘
し
て
內
容
を
增
減
さ
せ
︑
人
�
に
必
�
で
一

日
と
て
離
れ
ら
れ
な
い
部
分
を
R
ん
で
各
學
年
の
敎
科
書
を
%
纂
し
︑
學
�
に
備
え
る
︒﹃
易
經
﹄
の
彖
辭
や
﹃
儀
禮
﹄
と
﹃
春
秋
﹄
の

經
�
は
�
點
を
拔
き
出
し
て
敎
材
を
作
成
す
る
こ
と
で
︑
敎
&
に
o
利
な
よ
う
に
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
王
錫
蕃
は
小
・
中
學
校
に
お
い
て
讀
む
べ
き
經
書
を
具
體
#
に
R
定
し
た
︒
續
け
て
彼
は
︑
讀
經
實
施
の
�
提
と
し
て
︑
孔
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子
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
�
の
よ
う
に
言
う
︒

｢學
校
で
經
書
を
 
釋
す
る
と
︑
各
宗
敎
の
紛
爭
を
引
き
*
こ
す
恐
れ
が
あ
る
﹂
と
言
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
は
正
し
く

な
い
︒
伏
羲
・
神
農
か
ら
周
公
・
孔
子
に
至
る
ま
で
︑
み
な
單
な
る
宗
敎
家
で
は
な
い
︒
孔
子
の
洩
大
さ
は
單
な
る
宗
敎
で
q
い
盡
く
せ

る
も
の
で
は
な
い
た
め
︑
必
ず
や
宗
敎
論
爭
を
引
き
*
こ
す
と
い
う
r
り
に
は
至
ら
な
い
︒
學
校
內
で
の
讀
經
・
 
經
に
至
っ
て
は
︑
敎

育
の
な
か
で
自
由
に
し
て
よ
い
こ
と
で
あ
り
︑
宗
敎
と
は
無
關
係
な
の
で
あ
る
か
ら
︑
ど
う
し
て
心
�
す
べ
き
紛
爭
が
あ
ろ
う
か
︒

實
の
と
こ
ろ
︑
王
錫
蕃
が
一
九
一
二
年
に
孔
�
會
を
發
*
し
て
中
央
政
府
に
登
錄
を
申


し
た
際
に
は
︑
孔
子
を
宗
敎
家
と
位
置
づ
け
て
い

た
︒
こ
の
た
め
︑
宗
敎
團
體
を
管
理
す
る
內
務
部
は
︑
臨
時
t
法
に
記
載
さ
れ
た
信
敎
の
自
由
を
理
由
と
し
て
登
錄
を
許
可
す
る
一
方
︑
孔
子

の
敎
義
を
宗
敎
と
み
な
す
こ
と
を
批
$
し
︑
孔
�
會
の
規
t
を
訂
正
す
る
よ
う
求
め
て
い
る(23

)
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
た
び
の
王
錫
蕃
の


願
で
は
︑

一
九
一
三
年
の
臨
時
大
總
瓜
令
を
荏
持
し
て
孔
子
を
﹁
萬
世
の
師
表
﹂
す
な
わ
ち
中
國
の
模
範
#
人
物
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
︑
讀
經
は
學
校

敎
育
で
行
っ
て
も
問
題
な
い
と
し
た
︒
王
錫
蕃
が
孔
子
の
位
置
づ
け
を
轉
奄
さ
せ
た
時
�
お
よ
び
そ
の
理
由
は
不
)
で
あ
る
が
︑
王
錫
蕃
は
孔

敎
會
の
よ
う
に
孔
子
の
敎
義
を
宗
敎
と
は
み
な
さ
ず
︑
袁
世
凱
の
見
解
を
荏
持
す
る
こ
と
で
︑
讀
經
の
實
施
を
正
當
�
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

以
上
︑
讀
經
に
關
す
る
王
錫
蕃
の


願
で
�
目
す
べ
き
は
�
の
三
點
で
あ
る
︒
第
一
點
は
︑
敎
&
法
に
お
い
て
︑
!
記
3
義
に
よ
る
兒
越
へ

の
u
擔
を
v
け
︑
 
釋
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
點
は
孔
敎
會
側
の
嚴
復
の
議
論
と
も
共
?
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
第
二
點
は
︑

小
・
中
學
校
で
讀
む
べ
き
經
書
を
R
定
す
る
際
︑
內
容
が
時
世
に
I
し
て
い
る
か
︑
�
違
が
分
か
り
や
す
い
か
な
ど
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︒
第
三
點
は
︑
小
・
中
學
校
で
讀
む
べ
き
讀
む
べ
き
經
書
に
お
い
て
︑
淸
末
の
學
校
の
敎
育
課
�
を
參
照
し
つ
つ
も
︑
こ
れ
を
單
純
に

復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
�
稿
で
觸
れ
た
よ
う
に
︑﹁
奏
定
學
堂
違
�
﹂
は
一
九
〇
四
年
に
公
布
さ
れ
︑
一

九
一
〇
年
に
小
學
堂
違
�
が
︑
一
九
一
一
年
に
中
學
堂
違
�
が
改
訂
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
は
小
・
中
學
堂
の
讀
經
科
・
 
經
科
で
讀
む
べ
き
經
書

を
�
の
と
お
り
と
定
め
て
い
る
︒

一
九
〇
四
年
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初
等
小
學
堂=

『孝
經
﹄﹃
論
語
﹄﹃
大
學
﹄﹃
中
庸
﹄﹃
孟
子
﹄﹃
禮
記
﹄
�
本

高
等
小
學
堂=

『詩
經
﹄﹃
書
經
﹄﹃
易
經
﹄﹃
儀
禮
﹄
�
本

中
學
堂=

『春
秋
左
氏
傳
﹄﹃
周
禮
﹄
�
本

一
九
一
〇
年

(中
學
堂
は
一
九
一
一
年
)

初
等
小
學
堂=

『孝
經
﹄﹃
論
語
﹄

高
等
小
學
堂=
『大
學
﹄﹃
中
庸
﹄﹃
孟
子
﹄﹃
詩
經
﹄﹃
禮
記
﹄
�
本

中
學
堂=

『春
秋
左
氏
傳
﹄
�
本
﹃
書
經
﹄﹃
易
經
﹄

王
錫
蕃
が
淸
末
の
學
堂
違
�
の
規
定
と
し
て
擧
げ
た
內
容
が
こ
れ
と
衣
な
る
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
彼
が
淸
末
の
敎
育
課
�

を
肯
定
#
に
�
價
し
︑
提
案
の
論
據
に
し
て
い
る
こ
と
に
�
目
し
た
い
︒
そ
の
一
方
で
︑
彼
は
︑
小
・
中
學
校
で
讀
む
べ
き
經
書
は
四
書
と

﹃
詩
經
﹄﹃
書
經
﹄﹃
周
禮
﹄
お
よ
び
﹃
易
經
﹄
の
傳
と
し
た
う
え
で
︑﹃
易
經
﹄
の
彖
辭
や
﹃
儀
禮
﹄
と
﹃
春
秋
﹄
の
經
�
を
拔
粹
し
た
敎
科
書

を
作
成
す
る
こ
と
ま
で
も
提
案
し
て
い
る
こ
と
に
�
6
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
R
定
さ
れ
た
經
書
や
敎
科
書
%
纂
の
提
案
と
い
う
點
で
︑
王

錫
蕃
の


願
の
內
容
は
淸
末
の
規
定
と
は
衣
な
る
獨
自
の
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

王
錫
蕃
の


願
の
う
ち
︑
と
く
に
經
�
を
拔
粹
し
て
敎
科
書
を
作
成
す
る
と
い
う
經
書
の
�
い
方
は
孔
敎
會
側
の
そ
れ
と
は
大
き
く
衣
な
っ

て
い
た
︒
孔
敎
會
側
に
と
っ
て
︑
經
書
は
任
6
に
X
除
・
拔
粹
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
く
︑
7
�
を
讀
む
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑

﹃
孔
敎
會
雜
誌
﹄
の
記
者
は
こ
の
王
錫
蕃
の


願
の
末
尾
に
�
の
と
お
り
按
語
を
附
し
︑
疑
義
を
i
し
て
い
る
︒

學
校
に
お
け
る
讀
經
は
天
下
が
切
x
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
も
し
Z
經
に
X
除
・
拔
粹
を
加
え
て
か
ら
學
�
さ
せ
る
と
い
う
の
で
は
︑
孔

子
や
經
書
を
�
崇
す
る
と
い
う
6
義
は
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
︒
天
下
の
志
あ
る
者
と
と
も
に
こ
れ
を
討
議
し
た
い
︒
孔
子
が
再
び
世
に
生
ま

れ
な
い
限
り
は
︑
X
除
し
た
り
贊
語
を
つ
け
た
り
す
る
こ
と
を
今
日
に
決
し
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
︒

以
上
︑
孔
�
會
の
中
心
人
物
で
あ
る
王
錫
蕃
の


願
を
分
析
し
た
︒
孔
敎
會
と
孔
�
會
は
と
も
に
�
孔
團
體
で
は
あ
っ
た
が
︑
兩
團
體
の
中
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心
人
物
の
閒
で
の
孔
子
や
經
書
の
位
置
づ
け
は
衣
な
っ
て
い
た
︒
孔
敎
會
は
孔
子
を
宗
敎
の
敎
3
と
位
置
づ
け
︑
經
書
は
7
て
讀
む
べ
き
も
の

と
い
う
�
提
の
も
と
で
讀
經
の
實
施
を
求
め
た
の
に
對
し
︑
孔
�
會
の
中
心
人
物
で
あ
る
王
錫
蕃
は
孔
子
を
中
國
の
模
範
#
人
物
と
し
て
位
置

づ
け
た
う
え
で
︑
讀
經
の
實
施
を
求
め
る
に
あ
た
っ
て
小
・
中
學
校
で
讀
む
べ
き
經
書
を
獨
自
に
R
定
し
︑
あ
わ
せ
て
經
�
を
拔
粹
し
た
敎
科

書
を
%
纂
す
る
よ
う
提
案
し
た
︒
ま
た
︑
王
錫
蕃
は
敎
&
法
に
お
い
て
は
 
釋
を
重
視
し
︑
經
書
を
R
定
す
る
際
に
は
兒
越
の
知
能
や
時
世
と

の
I
合
性
に
�
慮
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
王
錫
蕃
の


願
は
單
な
る
﹁
復
古
﹂
で
は
な
く
︑
傳
瓜
#
な
儒
敎
敎
育
を
�
代
#
な
學
校
敎
育
の
な

か
に
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
つ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

第
二
違

袁
世
凱
の
﹁
敎
育
綱
�
﹂
を
め
ぐ
る
議
論

第
一
�

湯
�
龍
の
敎
育
政
策

�
孔
團
體
の


願
に
對
し
︑
一
九
一
三
年
以
影
に
お
け
る
敎
育
部
の
立
場
は
︑
�
孔
の
肯
定
と
小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
の
否
定
で
一
貫

し
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
小
學
校
に
お
け
る
讀
經
の
復
活
を
求
め
る
孔
社
の


願
に
對
し
て
は
︑
經
�
の
う
ち
兒
越
に
理
解
さ
せ
ら
れ
る
も
の
を

拔
粹
し
て
修
身
敎
科
書
に
入
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
讀
經
と
い
う
名
目
は
無
く
と
も
讀
經
の
實
質
は
失
わ
な
い
と
し
て


願
を
却
下
し
た(25

)
︒
ま

た
︑
敎
育
部
は
舊
曆
八
0
二
八
日
の
孔
子
G
生
日
を
Z
�
と
定
め
︑
各
學
校
は
そ
の
日
を
休
日
と
し
て
校
內
で
儀
式
を
行
う
べ
き
こ
と
を
各
省

の
都
督
・
民
政
長
に
?
電
し
た(26

)
︒
た
だ
し
︑
讀
經
復
活
の


願
の
背
景
に
あ
る
社
會
#
秩
序
の
混
亂
︑
そ
し
て
學
校
敎
育
の
機
能
不
7
と
い
う

根
本
#
問
題
へ
の
解
決
策
を
︑
敎
育
部
は
打
ち
出
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒

正
式
な
大
總
瓜
に
就
任
し
た
袁
世
凱
の
も
と
︑
一
九
一
四
年
五
0
一
日
に
﹁
中
華
民
國
t
法
﹂
が
公
布
さ
れ
た
︒
こ
の
t
法
に
は
國
家
や
學

校
敎
育
に
お
け
る
孔
子
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
何
も
記
さ
れ
な
か
っ
た
︒
こ
の
後
︑
果
た
し
て
孔
子
や
經
書
は
ど
の
よ
う
に
�
わ
れ
た
か
︒

こ
れ
を
考
察
す
る
う
え
で
重
�
な
人
物
が
︑
一
九
一
四
年
五
0
よ
り
敎
育
總
長
を
つ
と
め
た
湯
�
龍
で
あ
る
︒
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湯
�
龍
は
淸
末
の
立
憲
z
で
︑
中
華
民
國
の
成
立
後
は
g
步
黨
の
理
事
と
し
て
袁
世
凱
に
協
力
し
︑
徐
世
昌
內
閣
が
成
立
す
る
と
︑
一
九
一

四
年
五
0
に
敎
育
總
長
に
就
任
し
た
︒
彼
が
國
民
敎
育
を
重
視
し
︑
儒
敎
精
神
を
國
民
�
德
の
根
本
に
据
え
よ
う
と
し
た
こ
と
や
︑
後
に
袁
世

凱
と
對
立
し
て
敎
育
總
長
を
辭
任
し
︑
袁
世
凱
の
|
制
+
動
に
反
對
し
た
こ
と
な
ど
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
論
の
﹁
は
じ
め
に
﹂

で
觸
れ
た
と
お
り
︑
湯
�
龍
が
讀
經
科
の
設
置
に
一
貫
し
て
反
對
し
て
い
た
の
に
對
し
︑
袁
世
凱
が
一
九
一
五
年
一
0
初
頭
に
突
如
と
し
て
讀

經
科
の
設
置
を
�
求
し
︑
敎
育
部
の
反
對
に
も
か
か
わ
ら
ず
讀
經
科
の
設
置
が
決
定
さ
れ
た
︑
と
い
う
,
�
を
楚
永
7
が
)
ら
か
に
し
て
い
る(27

)
︒

以
下
︑
楚
氏
の
(
論
に
沿
っ
て
湯
�
龍
の
�
孔
・
讀
經
に
關
す
る
敎
育
政
策
を
確
9
し
︑
そ
れ
が
袁
世
凱
の
方
針
と
對
立
す
る
,
�
を
}
う
︒

湯
�
龍
は
一
九
一
四
年
五
0
の
上
i
に
お
い
て
︑
孔
敎
の
國
敎
�
に
も
讀
經
科
の
設
置
に
も
反
對
し
︑
孔
子
を
あ
く
ま
で
國
民
の
模
範
#
人

物
と
定
め
た
う
え
で
︑
修
身
科
・
國
�
科
の
敎
科
書
に
經
書
の
內
容
を
T
り
入
れ
︑
そ
の
內
容
は
孔
子
の
言
葉
を
3
と
す
る
よ
う
提
案
し
た(28

)
︒

こ
の
提
案
が
袁
世
凱
の
贊
同
を
得
て
︑
1
0
に
敎
育
部
は
各
書
坊

(書
籍
を
出
版
・
販
賣
す
る
店
)
や
敎
員
に
對
し
て
上
記
の
方
針
を
實
施
す
る

旨
の
命
令
を
發
し
た(29

)
︒
こ
の
後
︑
江
蘇
~
按
�
か
ら
敎
科
書
の
%
纂
方
針
に
つ
い
て
提
案
が
な
さ
れ
た
の
に
對
し
て
︑
湯
�
龍
は
﹁
小
・
中
學

校
の
敎
育
の
見
地
か
ら
は
︑
國
民
�
德
を
重
ん
じ
︑
こ
の
た
め
經
書
に
お
い
て
は
形
式
を
略
し
て
精
神
を
取
り
︑
あ
わ
せ
て
本
國
の
模
範
#
人

物
を
基
準
と
す
る
の
で
あ
る
︒
國
粹
保
存
・
國
學
發
揚
の
見
地
か
ら
は
︑
經
書
は
奧
深
い
學
問
分
野
と
し
︑
系
瓜
あ
る
硏
究
を
成
さ
し
め
ざ
る

を
得
な
い
﹂
と
囘
答
し
て
い
る(30

)
︒
こ
の
よ
う
に
湯
�
龍
は
︑
蔡
元
培
が
3
張
す
る
西
洋
の
公
民
�
德
と
は
衣
な
り
︑
中
國
の
國
民
�
德
を
重
ん

じ
︑
孔
子
を
そ
の
模
範
#
人
物
と
定
め
た
︒
そ
し
て
︑
從
來
の
敎
育
部
の
方
針
と
同
樣
︑
孔
敎
の
國
敎
�
や
小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
を
否

定
し
︑
經
書
は
高
等
敎
育
で
硏
究
す
れ
ば
よ
い
と
し
た
︒
國
民
�
德
を
�
入
す
る
手
段
と
し
て
は
︑
修
身
科
・
國
�
科
の
敎
科
書
に
經
書
の
內

容
︑
と
く
に
孔
子
の
言
葉
を
T
用
し
︑
こ
れ
を
學
生
に
學
ば
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

袁
世
凱
は
一
九
一
四
年
九
0
二
五
日
︑
政
治
會
議
の
議
決
に
從
っ
て
九
0
二
八
日
に
祀
孔
典
禮
を
實
施
す
る
旨
の
大
總
瓜
吿
令
を
發
し
た(31

)
︒

こ
の
命
令
は
﹁
中
國
數
千
年
來
︑
立
國
の
根
本
は
�
德
に
あ
る
﹂
と
は
じ
ま
り
︑﹁
中
國
は
Z
�
に
し
た
が
っ
て
自
ず
か
ら
家
を
齊
え
國
を
治

め
天
下
を
E
ら
か
に
す
る
う
え
で
︑
修
身
に
基
か
な
い
も
の
は
な
い
﹂
と
︑
孔
子
の
�
德
を
重
視
す
る
こ
と
を
示
し
た
︒
そ
の
後
︑
參
政
院
は
︑
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忠
・
孝
・
�
・
義
を
中
華
民
族
の
特
性
と
し
︑
こ
れ
を
立
國
の
精
神
と
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
円
議
案
お
よ
び
六
條
目
の
方
針
を
袁
世
凱
に
上

i
し
た
︒
袁
世
凱
は
こ
れ
に
贊
6
を
示
し
︑
一
一
0
三
日
附
で
內
務
部
・
敎
育
部
に
對
し
て
︑
參
政
院
の
六
條
目
の
方
針
に
從
っ
て
實
施
す
る

こ
と
や
︑
各
省
へ
?
�
し
て
參
政
院
の
円
議
案
を
民
衆
に
傳
え
て
諭
し
︑
そ
の
円
議
案
を
各
學
校
の
 
堂
に
揭
げ
さ
せ
た
り
各
敎
科
書
の
冒
頭

に
揭
載
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
命
令
し
た(32

)
︒
楚
氏
が
)
ら
か
に
し
た
と
お
り
︑
湯
�
龍
の
方
針
と
袁
世
凱
と
の
そ
れ
と
の
閒
で
對
立
が
生

じ
る
の
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
︒

湯
�
龍
は
袁
世
凱
の
3
旨
に
敬
6
を
示
し
︑
ま
ず
︑
參
政
院
の
円
議
案
は
す
で
に
敎
育
部
よ
り
各
省
に
?
�
し
て
處
理
濟
み
で
あ
る
と
営
べ

る
︒
�
に
︑
六
條
目
の
方
針
に
つ
い
て
は
︑
湯
�
龍
は
敎
育
部
職
員
と
討
論
し
た
う
え
で
︑﹁
敎
科
書
に
經
訓
を
T
用
す
る
こ
と
は
敎
育
部
が

す
で
に
何
度
も
?
�
し
︑
�
ご
ろ
の
書
籍
の
審
査
も
こ
れ
を
基
準
と
し
て
い
る
﹂
と
︑
從
來
の
方
針
ど
お
り
に
g
め
る
旨
を
営
べ
た
︒
と
こ
ろ

が
︑
こ
れ
に
對
し
て
袁
世
凱
は
︑
提
案
さ
れ
た
實
施
方
法
は
�
當
で
あ
り
︑
敎
科
書
の
%
纂
は
重
�
で
あ
る
た
め
敎
育
部
が
す
み
や
か
に
實
施

す
べ
き
で
あ
る
︑
と
贊
6
を
示
す
一
方
︑﹁
た
だ
初
等
小
學
で
は
﹃
孟
子
﹄︑
高
等
小
學
で
は
﹃
論
語
﹄
を
科
目
に
加
え
︑
學
�
に
役
立
た
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
趨
勢
を
正
す
こ
と
﹂
と
命
令
し
た(33

)
︒
こ
の
た
め
︑
敎
育
部
は
袁
世
凱
に
對
し
て
讀
經
科
設
置
の
非
を
說
い
た
が
︑
�
け
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た(34

)
︒
こ
の
後
︑
袁
世
凱
は
一
九
一
五
年
一
0
二
二
日
に
﹁
敎
育
綱
�
﹂
を
公
布
し
て
敎
育
改
革
の
7
體
宴
を
示
し
︑
そ
の
な
か
に

小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
科
の
設
置
を
)
記
し
た
の
で
あ
る
︒
敎
育
部
で
は
讀
經
の
問
題
が
討
論
さ
れ
た
が
︑
す
で
に
大
總
瓜
が
公
布
し
た

た
め
に
變
�
で
き
ず
︑
經
訓
を
T
用
し
て
敎
科
書
を
%
纂
す
る
こ
と
が
實
行
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
︑
讀
む
經
書
も
ま
た
7
て
原
�
の
と
お
り

と
し
︑
6
の
ま
ま
に
X
除
や
省
略
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た(35

)
︒
直
後
︑
湯
�
龍
は
敎
育
總
長
の
辭
職
を
願
い
出
た
が
︑

二
0
六
日
に
袁
世
凱
に
慰
留
さ
れ(36

)
︑
八
0
ま
で
敎
育
總
長
を
續
け
て
い
る
︒

以
上
︑
楚
氏
の
(
論
に
沿
っ
て
︑
湯
�
龍
の
�
孔
・
讀
經
に
關
す
る
敎
育
政
策
を
確
9
し
︑
そ
れ
が
袁
世
凱
の
方
針
と
對
立
す
る
,
�
を

}
っ
た
︒
こ
こ
で
︑
湯
�
龍
と
袁
世
凱
を
と
り
ま
く
當
時
の
輿
論
の
一
端
を
把
握
す
る
た
め
︑
參
政
院
の
參
政
で
あ
っ
た
嚴
復
と
梁
;
超
ら
の

動
向
を
檢
討
す
る
︒
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ま
ず
︑
參
政
院
に
お
い
て
忠
・
孝
・
�
・
義
を
中
華
民
國
の
立
國
精
神
と
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
の
は
︑
參
政
の
嚴
復
で
あ
っ
た
︒
彼
は

一
九
一
四
年
一
〇
0
二
七
日
に
開
會
さ
れ
た
參
政
院
に
お
い
て
﹁
�
揚
中
華
民
國
立
國
精
神
円
議
案
﹂
の
�
旨
を
說
)
し
︑
同
案
は
7
體
の
贊

成
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た(37

)
︒
先
営
の
と
お
り
︑
彼
は
孔
敎
會
の
發
*
人
の
一
人
で
︑
當
時
の
�
德
#
秩
序
の
混
亂
を
憂
慮
し
て
�
孔
・
讀
經
を

3
張
し
て
い
た
︒
こ
の
た
び
の
円
議
案
の
3
旨
は
中
華
民
國
の
立
國
精
神
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
�
德
#
秩
序
を
4
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

が
︑
そ
の
內
容
で
�
6
す
べ
き
は
︑
�
孔
・
讀
經
の
い
ず
れ
に
も
言
.
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
嚴
復
が
提
案
し
た
六
條
目
の
方
針
の
う
ち

學
校
敎
育
に
關
す
る
も
の
は
第
一
條
で
︑
そ
の
內
容
は
︑﹁
群
經
に
あ
る
Z
哲
の
訓
戒
を
擧
げ
︑

書
や
傳
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
忠
・
孝
・

�
・
義
の
出
來
事
を
T
り
︑
外
國
の
著
名
人
の
言
行
を
R
別
し
て
�
譯
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
合
群
・
愛
國
の
觀
念
を
喚
*
す
る
も
の
を
師
範
學

校
お
よ
び
小
學
校
の
敎
科
書
に
組
み
入
れ
る
こ
と
で
︑
 
&
や
�
讀
︑
傳
�
の
�
具
と
す
る
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る(38

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
嚴
復
の

円
議
案
は
讀
經
の
實
施
を
揭
げ
た
も
の
で
は
な
く
︑
こ
の
た
め
湯
�
龍
の
敎
育
政
策
と
も
決
し
て
對
立
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
見
て
よ
か

ろ
う
︒

�
に
︑
嚴
復
と
同
じ
く
參
政
院
の
參
政
で
あ
っ
た
梁
;
超
の
動
向
を
檢
討
す
る
︒
梁
;
超
は
淸
末
か
ら
民
國
初
�
に
か
け
て
湯
�
龍
と
政
治

路
線
を
同
じ
く
し
︑
一
九
一
三
年
五
0
に
g
步
黨
が
成
立
す
る
と
兩
者
と
も
に
理
事
を
つ
と
め
︑
袁
世
凱
と
聯
携
し
た(39

)
︒
孔
子
を
め
ぐ
る
梁
;

超
の
議
論
に
つ
い
て
は
高
柳
信
夫
の
硏
究
に
詳
し
い(40

)
た
め
︑
以
下
︑
こ
れ
に
沿
っ
て
営
べ
る
︒

梁
;
超
は
辛
亥
革
命
後
の
中
國
社
會
に
お
け
る
價
値
觀
の
混
亂
狀
態
を
背
景
と
し
て
︑
自
ら
が
刊
行
し
た
雜
誌
﹃
庸
言
﹄
(一
九
一
二
年
一
二

0
創
刊
)
お
よ
び
﹃
大
中
華
﹄
(一
九
一
五
年
一
0
創
刊
)
に
お
い
て
︑
中
國
の
﹁
國
性
﹂
す
な
わ
ち
國
獨
自
の
性
質
を
大
き
な
關
心
事
と
し
て
い

た
︒
ま
た
︑
彼
は
孔
敎
會
の
會
員
で
︑
一
九
一
三
年
八
0
の
國
會
へ
の
孔
敎
國
敎
�
を
求
め
る


願
書
に
も
名
を
連
ね
る
な
ど
︑
孔
敎
會
の
活

動
に
も
關
わ
っ
て
い
た
︒
た
だ
︑
一
九
一
五
年
以
影
は
︑
孔
子
を
宗
敎
の
敎
3
と
み
な
す
康
<
爲
ら
の
3
張
と
は
衣
な
り
︑
梁
;
超
は
孔
子
を

﹁
國
性
﹂
の
象
�
と
し
て
提
示
し
て
い
た
︒
彼
は
一
九
一
五
年
初
頭
の
論
說
に
お
い
て
︑﹁
中
國
�
)
は
實
に
孔
子
を
も
っ
て
代
表
と
す
る
と
言

う
べ
き
﹂
で
︑﹁
今
後
の
社
會
敎
育
の
方
針
は
必
ず
孔
子
の
敎
義
を
中
核
と
す
る
べ
き
﹂
だ
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
孔
子
の
言
葉
を
︑
①
﹁
性
﹂
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や
﹁
天
�
﹂
に
關
す
る
﹁
哲
學
﹂
#
部
分
︑
②
﹁
治
國
E
天
下
﹂
に
關
す
る
﹁
政
治
學
・
社
會
學
﹂
#
部
分
︑
③
﹁
各
人
の
立
身
處
世
の
�
﹂

に
關
す
る
﹁
倫
理
學
・
�
德
學
・
敎
育
學
﹂
#
な
部
分
の
三
種
類
に
分
け
︑
こ
の
な
か
で
﹁
今
日
︑
孔
子
に
則
っ
て
國
民
敎
育
に
從
事
す
る

者
﹂
は
①
・
②
は
暫
く
置
き
去
る
べ
き
で
︑
孔
子
の
敎
義
の
�
も
重
�
な
役
割
は
人
格
を
養
成
す
る
こ
と
に
あ
り
︑
③
こ
そ
孔
子
の
敎
義
で
)

ら
か
に
す
べ
き
だ
と
3
張
し
た(41

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
梁
;
超
は
孔
子
を
中
國
�
)
の
代
表
者
と
み
な
し
︑
湯
�
龍
と
同
樣
に
︑
敎
育
に
お
い
て
は

孔
子
の
敎
義
を
中
核
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
︒
そ
し
て
︑
孔
子
の
敎
義
の
う
ち
今
日
重
視
す
べ
き
も
の
を
﹁
各
人
の
立
身
處
世
の

�
﹂
に
限
定
し
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
梁
;
超
自
身
は
讀
經
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
が
︑﹃
大
中
華
﹄
で
は
吳
貫
因
が
先
営
の
梁
;
超
と
同
樣
の
觀
點
か
ら
︑
�
孔
と

讀
經
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
�
の
よ
う
に
言
う
︒
�
孔
は
ま
こ
と
に
時
世
の
�
^
を
救
う
良
策
で
あ
り
︑
國
民
の
品
格
を
培
養
す
る
う
え

で
師
表
と
す
る
べ
き
人
物
は
︑
古
今
を
?
觀
し
て
も
孔
子
の
右
に
出
る
者
は
い
な
い
︒
こ
の
た
め
�
孔
を
も
っ
て
民
德
を
�
く
礎
と
す
る
こ
と

は
實
に
我
が
國
の
國
�
に
I
合
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
讀
經
と
�
孔
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
問
題
で
あ
り
︑﹁
�
孔
す
る
な
ら
ば
必
ず
讀
經
し
︑
讀
經

し
な
い
な
ら
ば
�
孔
で
は
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒
今
日
に
お
け
る
經
書
は
た
だ
こ
れ
を
利
用
し
て
古
學
を
硏
究
で
き
る
だ
け
で
あ
っ

て
︑
專
門
學
校
や
大
學
の
�
科
學
生
に
と
っ
て
は
確
か
に
必
讀
書
で
あ
る
が
︑
一
般
學
生
に
と
っ
て
は
必
讀
書
で
は
な
い
︒
�
孔
と
讀
經
は
7

く
關
係
が
な
く
︑
國
民
の
品
格
を
培
養
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
一
般
學
生
に
必
ず
祀
孔
さ
せ
る
べ
き
で
あ
っ
て
︑
讀
經
さ
せ
る
必
�
は
な
い
︑

と(
42
)

︒
こ
の
よ
う
に
︑
吳
貫
因
は
孔
子
を
國
民
の
品
格
を
培
養
す
る
う
え
で
の
師
表
と
み
な
し
︑
�
孔
を
重
視
し
た
︒
た
だ
︑
�
孔
と
讀
經
は
無

關
係
で
あ
り
︑
一
般
學
生
が
讀
經
を
す
る
必
�
は
な
い
と
考
え
た
︒
ま
た
︑
吳
貫
因
は
經
書
に
つ
い
て
�
の
よ
う
に
言
う
︒
經
書
の
一
部
分
は

確
か
に
學
齡
兒
越
に
讀
ま
せ
る
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
字
數
に
限
り
が
あ
り
︑
學
校
に
は
す
で
に
修
身
敎
科
書
と
國
�
敎
科
書
が
あ
る
の
だ

か
ら
︑
�
用
に
I
す
る
も
の
を
R
ん
で
學
校
敎
科
書
に
組
み
入
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
︑
と(43

)
︒
こ
こ
か
ら
︑
吳
貫
因
は
修
身
・
國
�
敎
科
書
に
經

訓
を
T
用
す
る
と
い
う
湯
�
龍
の
方
針
に
贊
成
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
嚴
復
の
円
議
案
は
湯
�
龍
の
敎
育
方
針
と
決
し
て
對
立
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
ま
た
湯
�
龍
と
�
し
い
梁
;
超
や
吳
貫
因
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の
�
孔
・
讀
經
に
關
す
る
9
識
は
︑
湯
�
龍
の
そ
れ
と
同
樣
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
狀
況
下
に
お
い
て
︑
袁
世
凱
は
湯
�
龍

の
方
針
を
否
定
し
て
讀
經
科
の
設
置
を
命
じ
た
の
で
あ
る
︒

第
二
�

袁
世
凱
の
﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
示
さ
れ
た
�
孔
・
讀
經
の
方
針

本
�
で
は
︑
袁
世
凱
の
﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
示
さ
れ
た
�
孔
・
讀
經
の
方
針
を
檢
討
し
︑
と
く
に
讀
經
の
方
針
が
中
國
敎
育

上
に
お
い
て
い

か
な
る
特
�
を
持
つ
か
を
)
ら
か
に
す
る
︒

｢
敎
育
綱
�
﹂
は
極
め
て
著
名
な

料
で
あ
り
︑
多
く
の
先
行
硏
究
に
お
い
て
す
で
に
檢
討
對
象
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
敎
育
綱
�
﹂
の
7
體
宴

は
世
良
正
浩
が
整
理
し
て
い
る
の
で
こ
れ
に
從
う
と(44

)
︑
敎
育
改
革
の
課
題
が
六
分
野
二
七
項
目
に
分
か
れ
︑
總
綱

(五
項
目
)
・
敎
育
�
言

(六

項
目
)
・
敎
科
書

(三
項
目
)
・
円
設

(九
項
目
)
・
學
位
奬
勵

(二
項
目
)
︑
社
會
敎
育

(二
項
目
)
の
順
に
列
擧
さ
れ
て
い
る
︒﹁
敎
育
綱
�
﹂
の

內
容
は
多
方
面
に
わ
た
る
が
︑
世
良
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
︑
そ
の
核
心
は
義
務
敎
育
の
實
施
に
向
け
た
敎
育
改
革
の
指
示
に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒

た
だ
︑
實
の
と
こ
ろ
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
が
ど
の
よ
う
な
,
�
を
經
て
成
立
し
た
か
と
い
う
點
に
つ
い
て
︑
先
行
硏
究
で
は
言
.
さ
れ
て
い
な

い
︒
本
論
で
も
こ
の
點
に
十
分
に
は
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
こ
れ
を
檢
討
す
る
う
え
で
�
目
す
べ
き
は
︑
一
九
一
五
年
二
0
四
日
に
國

務
卿
の
徐
世
昌
か
ら
敎
育
總
長
に
對
し
て
發
さ
れ
た
�
書
で
あ
る
︒
こ
の
�
書
で
は
︑
大
總
瓜
が
下
し
た
﹁
敎
育
綱
�
﹂
は
﹁
大
總
瓜
が
定
め

た
3
旨
と
敎
育
部
の
i
�
を
相
互
に
參
照
し
て
%
集
し
た
う
え
で
成
立
し
た
﹂
も
の
で
あ
る
た
め
︑
敎
育
部
は
﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
卽
し
て
計
劃

を
定
め
+
營
せ
よ
︑
と
す
る(45

)
︒
こ
こ
か
ら
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
は
袁
世
凱
と
敎
育
部
の
兩
方
の
6
向
が
盛
り
�
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
︒

そ
れ
で
は
︑
敎
育
部
の
6
向
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
︒
こ
れ
を
知
る
	
と
な
る
の
が
︑
敎
育
部
が
一
九
一
四
年
一
二
0
一
一
日

附
で
提
示
し
た
敎
育
整
理
方
案
の
草
案
で
あ
る(46

)
︒
こ
の
草
案
は
冒
頭
に
︑
從
來
の
官
治
#
・
形
式
#
・
映
葉
末
�
#
な
敎
育
を
改
め
︑
自
治
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#
・
精
神
#
・
7
體
#
な
敎
育
を
重
視
す
る
と
い
う
3
旨
を
揭
げ
た
後
︑
三
〇
項
目
の
整
理
方
案
を
列
擧
す
る
︒
こ
の
敎
育
部
の
草
案
と
﹁
敎

育
綱
�
﹂
と
を
比
�
す
る
と
︑
湯
�
龍
と
袁
世
凱
の
方
針
の
差
衣
が
よ
り
)
確
に
な
ろ
う
︒
紙
幅
の
都
合
上
︑
7
項
目
の
詳
細
な
比
�
檢
討
は

v
け
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
7
體
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
敎
育
部
の
草
案
の
う
ち
︑
義
務
敎
育
の
實
施

(
第
一
・
二
・
三
項
)
︑
敎
科
書
の
國
定
制
・

審
査
制
の
_
用

(第
一
三
項
)
︑
私
塾
の
奬
勵
3
義

(第
一
四
項
)
︑
社
會
敎
育

(第
二
九
・
三
〇
項
)
な
ど
は
﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
お
お
む
ね
T
用
さ

れ
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
兩
者
で
大
き
く
衣
な
る
も
の
も
複
數
見
ら
れ
︑
そ
の
一
つ
が
ま
さ
し
く
讀
經
に
關
す
る
方
針
で
あ
る
︒

敎
育
部
の
草
案
で
は
︑﹁
小
・
中
學
校
の
修
身
・
國
�
の
敎
科
書
に
は
經
訓
を
T
用
す
る
こ
と
で
︑
固
<
の
�
德
を
保
存
す
る
﹂
(第
五
項
)
︑

﹁
各
學
校
は
訓
育
を
重
視
し
て
︑
孔
子
を
模
範
#
人
物
と
す
べ
き
で
あ
り
︑
知
識
だ
け
に
�
重
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
(第
六
項
)
と
さ
れ
︑
�

孔
・
讀
經
に
關
す
る
湯
�
龍
の
方
針
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
高
等
敎
育
に
つ
い
て
は
︑
�
の
よ
う
に
言
う
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
學
で
は
︑
神
學
で
す
ら
獨
立
し
た
學
科
と
し
て
列
せ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
し
て
や
我
が
國
の
經
學
は
深
奧
で
︑
燦
然
と
輝

い
て
い
る
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
で
は
な
い
か
︒
こ
の
た
め
︑
大
學
院
の
中
に
經
學
院
を
增
設
し
︑
經
學
に
?
じ
た
學
者
を
招
聘
し
て
六
藝

を
顯
頴
す
る
こ
と
を
計
劃
し
て
い
る
︒
小
・
中
學
校
で
は
實
踐
を
重
視
し
て
日
用
の
知
能
を
養
成
し
︑
大
學
で
は
硏
究
を
重
視
し
て
高
尙

な
學
理
を
)
ら
か
に
す
る
︒
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
﹁
兩
立
し
て
矛
盾
し
な
い
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
湯
�
龍
は
從
來
の
方
針
ど
お
り
︑
經
書
の
硏
究
は
高
等
敎
育
で
お
こ
な
え
ば
よ
い
と
考
え
て
お
り
︑
そ
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
大
學
で
は
神
學
が
獨
立
し
た
學
科
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
例
示
し
て
︑
大
學
院
の
中
に
經
學
院
を
增
設
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
︒
た
だ
︑

後
営
の
と
お
り
︑
こ
の
例
示
が
﹁
敎
育
綱
�
﹂
で
は
別
の
�
�
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
�
6
し
た
い
︒

こ
の
敎
育
部
の
草
案
に
對
し
て
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
で
は
�
孔
・
讀
經
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
方
針
を
示
し
た
か
︒﹁
敎
育
綱
�
﹂
の
敎
育
�

言
・
敎
科
書
・
円
設
の
各
分
野
か
ら
�
孔
・
讀
經
に
關
す
る
內
容
を
と
り
あ
げ
︑
こ
れ
を
�
稿
お
よ
び
�
違
で
檢
討
し
た
內
容
と
比
�
す
る
こ

と
で
︑
そ
の
特
�
を
)
ら
か
に
し
た
い
︒

｢
敎
育
綱
�
﹂
敎
育
�
言
の
第
一
項
は
︑﹁
各
學
校
は
古
の
Z
賢
を
信
奉
し
て
模
範
と
し
︑
�
孔
に
よ
っ
て
そ
の
基
礎
を
正
し
︑
尙
孟
に
よ
っ
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て
實
用
に
役
立
て
る
べ
き
こ
と
﹂
と
し
て
︑
�
孔
と
あ
わ
せ
て
﹁
尙
孟
﹂
す
な
わ
ち
孟
子
に
對
す
る
�
崇
を
揭
げ
て
い
る
︒
こ
の
項
の
說
)
は

�
の
と
お
り
で
あ
る
︒

學
校
で
Z
賢
を
信
奉
す
る
こ
と
は
︑
宗
敎
#
信
仰
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
ま
こ
と
に
模
範
の
�
高
基
準
と
す
る
の
で
あ
る
︒
孔
子
は
�
が

大
き
く
︑
�
含
し
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
︒
孟
子
が
冒
頭
で
義
と
利
の
辨
別
を
3
張
す
る
︹
引
用
者
�
︱
﹃
孟
子
﹄
梁
惠
王
︺
の
は
︑
戰
國

の
時
代
に
人
々
が
利
を
競
っ
て
い
た
た
め
︑
繰
り
�
し
義
を
3
張
す
る
こ
と
で
彼
ら
を
正
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
︑
ま
さ
に
人
々
が
︑
權

利
が
あ
る
の
を
知
っ
て
義
務
や
責
任
が
あ
る
の
を
知
ら
な
い
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑
�
孔
す
る
と
と
も
に
尙
孟
す
べ
き

で
あ
る
の
は
︑
時
代
の
風
潮
が
古
代
と
現
代
と
で
似
?
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒﹃
孟
子
﹄
を
讀
む
こ
と
は
︑
實
に
學
生
に
と
っ
て
實
例

に
基
づ
く
訓
戒
と
な
る
も
の
で
あ
り
︑
單
に
�
瓜
に
關
係
す
る
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
そ
の
う
え
︑
孔
子
・
孟
子
は
�
德
が
亂

れ
た
は
て
に
あ
っ
て
︑
堂
々
と
仁
義
を
3
張
し
︑
何
度
挫
折
し
て
も
屈
せ
ず
︑
利
己
の
思
い
を
7
く
持
た
な
か
っ
た
︒
そ
の
愛
國
の
熱
L

は
ま
こ
と
に
萬
世
に
傳
え
示
す
べ
き
で
あ
る
︒
學
校
の
生
徒
は
ま
さ
に
こ
の
信
奉
の
3
旨
を
知
る
べ
き
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
孔
子
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
︑
孔
子
を
宗
敎
の
敎
3
と
し
て
信
仰
す
る
孔
敎
會
の
見
解
を
否
定
し
︑
中
國
の
模
範
#
人
物
と
み
な

す
湯
�
龍
の
見
解
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
秩
序
が
混
亂
し
て
い
る
現
狀
を
批
$
し
︑
時
世
に
I
合
す
る
も
の
と
し
て

孔
子
と
孟
子
を
あ
わ
せ
て
�
崇
す
べ
き
だ
と
営
べ
る
︒

さ
ら
に
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
で
は
︑
孟
子
の
實
用
・
實
踐
に
つ
ら
な
る
も
の
と
し
て
︑﹁
陸
王
の
學
﹂
す
な
わ
ち
宋
の
陸
九
淵

(號
は
象
山
)
と

)
の
王
守
仁

(號
は
陽
)
)
の
學
問
が
顯
頴
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
�
6
し
た
い
︒﹁
敎
育
綱
�
﹂
敎
育
�
言
の
第
二
項
は
﹁
小
・
中
學
敎
員

は
性
理
を
硏
究
し
︑
陸
王
の
學
を
貴
び
︑
實
踐
に
よ
っ
て
生
徒
を
�
く
こ
と
︒
敎
科
書
は
學
案
を
T
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
�
孔
・
尙
孟
の

淵
源
を
)
ら
か
に
す
る
こ
と
﹂
と
あ
り
︑
說
)
は
�
の
と
お
り
で
あ
る
︒

�
孔
・
尙
孟
の
歷

を
)
ら
か
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
�
瓜
の
源
液
を
知
ら
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
︒﹃
宋
元
學
案
﹄﹃
)
儒
學
案
﹄
な
ど

は
︑
師
傳
の
系
瓜
︑
學
說
の
衣
同
に
つ
い
て
営
べ
る
と
こ
ろ
が
大
變
詳
し
い
︒
そ
の
な
か
で
學
z
が
映
分
か
れ
し
た
が
︑
今
の
時
世
に
I
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用
で
き
る
も
の
を
求
め
る
と
︑
宋
の
陸
象
山
︑
)
の
王
陽
)
の
兩
先
生
に
か
な
う
も
の
は
な
い
︒
彼
ら
の
學
問
は
孟
子
に
�
く
︑
力
行
致

知
の
說
を
3
張
し
︑
實
用
に
努
め
た
︒
現
在
の
學
生
は
義
理
の
辨
別
が
)
ら
か
で
は
な
い
こ
と
︑
世
の
ひ
そ
か
に
憂
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑

ま
さ
に
つ
と
め
て
陸
象
山
の
學
問
を
た
っ
と
び
︑
奉
じ
て
模
範
と
す
る
べ
き
で
あ
る
︒
王
陽
)
が
も
っ
ぱ
ら
致
良
知
を
3
と
し
︑
學
ぶ
者

に
獨
創
#
な
解
釋
を
自
ら
求
め
さ
せ
︑
�
切
り
型
の
常
套
に
な
ら
な
い
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
の
は
︑
と
り
わ
け
哲
學
者
の
非
凡
な
見
解
で

あ
り
︑
そ
の
洩
業
の
鮮
や
さ
や
麗
し
さ
を
見
る
に
︑
學
問
に
實
用
性
が
あ
る
こ
と
を
證
)
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
︒
日
本
は
王
陽
)
の

學
問
が
�
も
盛
ん
で
︑
東
�
大
將
が
﹁
一
生
︑
力
を
王
學
よ
り
得
る
﹂
と
言
っ
た
の
は
︑
ま
こ
と
に
虛
言
で
は
な
く
︑
王
陽
)
の
學
問
が

た
し
か
に
�
び
敬
�
す
べ
き
價
値
を
<
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
べ
き
で
あ
る
︒

｢
敎
育
綱
�
﹂
に
お
い
て
日
本
の
陽
)
學
が
顯
頴
さ
れ
て
い
る
點
は
す
で
に
荻
生
茂
�
が
�
目
し
︑
)
治
日
本
の
陽
)
學
と
そ
れ
が
梁
;
超
ら

中
國
の
知
識
人
に
與
え
た
影
�
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る(47

)
︒
こ
こ
か
ら
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
の
成
立
,
�
に
梁
;
超
や
彼
に
�
し
い
人
物
が
關
わ
っ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
は
今
後
の
檢
討
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
王
守
仁
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
淸
末
の
學
校
敎
育
に
お
い
て
︑

實
用
・
實
踐
の
象
�
#
人
物
の
一
人
と
し
て
彼
の
名
が
擧
が
っ
て
い
る
︒
淸
�
は
一
九
〇
四
年
に
公
布
し
た
﹁
奏
定
學
堂
違
�
﹂
の
﹁
學
務
綱

�
﹂
に
お
い
て
︑﹁
理
學
は
)
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
が
︑
實
踐
を
貴
び
︑
空
談
を
忌
む
べ
き
こ
と
﹂
と
い
う
項
目
を
設
け
︑﹁
理
學
は
中
國
の

儒
家
の
も
っ
と
も
精
緻
な
言
論
で
は
あ
る
が
︑
た
だ
躬
行
實
踐
を
3
旨
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
名
敎
の
守
り
手
と
す
る
に
足
る
﹂
と
し
た
︒

そ
の
後
︑
淸
�
は
一
九
〇
六
年
に
敎
育
宗
旨
を
公
布
し
︑
五
項
目
の
一
つ
と
し
て
尙
實
す
な
わ
ち
學
問
に
お
け
る
實
用
の
重
視
を
揭
げ
た
︒
そ

の
解
說
の
な
か
で
︑
躬
行
實
踐
に
よ
っ
て
功
績
を
擧
げ
︑
後
g
の
手
本
と
す
る
に
足
る
﹁
歷
代
の
理
學
の
名
臣
﹂
の
例
と
し
て
︑﹁
宋
の
胡
瑗
︑

)
の
王
守
仁
︑
本
�
の
湯
斌
・
曾
國
藩
﹂
を
擧
げ
て
い
る(48

)
︒

袁
世
凱
は
﹁
敎
育
綱
�
﹂
の
公
布
直
�
︑
一
九
一
五
年
一
0
一
日
附
で
大
總
瓜
申
令
を
發
し
︑
國
民
敎
育
の
�
.
を
重
視
し
て
忠
・
孝
・

�
・
義
の
�
德
を
提
唱
し
た
︒
そ
の
な
か
で
彼
は
﹁
陽
)
︹
王
守
仁
︺・
夏
峯
︹
孫
奇
�
︺・
�
齋
︹
顏
元
︺・
剛
3
︹
李
塨
︺﹂
を
擧
げ
︑
中
華

民
國
の
士
民
は
ま
さ
に
彼
ら
の
﹁
身
體
力
行
に
な
ら
う
﹂
べ
き
だ
と
営
べ
て
い
る(49

)
︒
そ
し
て
︑
袁
世
凱
が
初
等
小
學
で
﹃
孟
子
﹄
を
科
目
に
加
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え
る
よ
う
敎
育
部
に
命
令
し
た
こ
と
は
先
営
の
と
お
り
で
あ
る
が
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
お
い
て
は
敎
育
�
言
の
第
一
項
で
孟
子
が
實
用
・
實
踐

の
象
�
と
し
て
�
崇
さ
れ
︑
こ
れ
に
つ
ら
な
る
も
の
と
し
て
︑
同
第
二
項
で
陸
九
淵
・
王
守
仁
の
學
問
が
顯
頴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
上

の
よ
う
に
︑
淸
末
の
學
校
敎
育
に
お
い
て
も
實
用
・
實
踐
が
重
視
さ
れ
︑
そ
の
象
�
の
一
人
と
し
て
王
守
仁
の
名
が
擧
が
っ
て
い
た
︒
こ
れ
に

對
し
て
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
が
孔
子
と
あ
わ
せ
て
孟
子
も
�
崇
の
對
象
と
し
て
い
る
こ
と
は
︑
淸
末
と
は
衣
な
る
點
と
い
え
よ
う
︒

こ
の
よ
う
な
�
孔
・
尙
孟
の
竝
稱
と
關
聯
し
て
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
示
さ
れ
た
讀
經
の
方
針
に
お
い
て
も
淸
末
と
は
衣
な
る
點
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
︒
そ
れ
が
經
書
の
學
�
順
序
に
お
け
る
﹃
孟
子
﹄
の
優
先
で
あ
る
︒﹁
敎
育
綱
�
﹂
敎
科
書
の
第
二
項
は
﹁
小
・
中
學
校
は
み
な
讀
經

科
を
加
え
る
﹂
と
あ
り
︑
讀
む
べ
き
經
書
に
つ
い
て
は
︑
初
等
小
學
校
で
は
﹃
孟
子
﹄︑
高
等
小
學
校
で
は
﹃
論
語
﹄︑
中
學
校
で
は
﹃
禮
記
﹄

お
よ
び
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
の
拔
粹
で
︑
う
ち
﹃
禮
記
﹄
の
曲
禮
・
少
儀
・
大
學
・
中
庸
・
儒
行
・
禮
+
・
檀
弓
の
諸
�
は
必
ず
讀
む
こ
と
と
定

め
た
︒
こ
の
項
の
小
學
校
に
關
す
る
說
)
で
は
︑
ま
ず
︑
讀
經
科
と
修
身
科
お
よ
び
﹃
論
語
﹄
と
﹃
孟
子
﹄
の
關
係
に
つ
い
て
は
�
の
よ
う
に

言
う
︒小

學
校
の
敎
育
課
�
に
は
以
�
か
ら
修
身
科
が
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
德
行
を
敎
え
て
い
る
︒
た
だ
敎
&
や
訓
練
の
時
閒
が
限
ら
れ
︑
敎

科
書
に
項
目
を
多
く
は
盛
り
�
め
な
い
た
め
︑
實
際
は
德
育
の
效
果
を
收
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
︒﹃
論
語
﹄﹃
孟
子
﹄
は
家
庭
・
社

會
・
國
家
に
お
け
る
�
德
や
行
爲
に
關
し
て
具
備
し
な
い
も
の
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
國
民
學
校
で
修
身
科
の
ほ
か
︑
別
に
讀
經
科
を
設

け
て
そ
の
不
足
を
補
う
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
經
書
の
內
容
は
奧
深
く
︑﹃
論
語
﹄
は
﹃
孟
子
﹄
と
比
べ
て
�
違
の
筋
�
が
難
解
で
あ
り
︑

初
等
小
學
校
の
學
生
が
七
・
八
歲
の
時
點
で
は
極
め
て
理
解
し
が
た
い
た
め
︑
第
三
・
四
學
年
で
﹃
孟
子
﹄
を
 
讀
す
べ
き
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
修
身
科
・
國
�
科
で
德
育
を
行
お
う
と
す
る
湯
�
龍
の
方
針
を
否
定
す
る
︒
そ
し
て
︑
時
世
と
の
I
合
性
や
兒
越
の
知
能
へ
の
�

慮
は
︑
�
違
で
檢
討
し
た
王
錫
蕃
の


願
で
も
重
視
さ
れ
て
い
た
が
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
は
そ
れ
ら
を
理
由
と
し
て
﹃
論
語
﹄
よ
り
も
先
に
﹃
孟

子
﹄
を
讀
む
こ
と
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
お
け
る
各
種
の
見
解
の
�
い
分
け
に
言
.
す
る
と
︑
讀
經
科
を
設
け
る
べ
き
理
由
に
つ
い
て
︑
同
項
目
の
中
學
校
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に
關
す
る
說
)
で
�
の
よ
う
に
言
う
︒

小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
は
︑
今
日
の
怨
舊
學
者
が
長
ら
く
3
張
し
て
き
た
爭
點
で
あ
っ
た
︒
兒
越
の
心
理
や
敎
材
の
�
列
︑
�
德
の

實
用
と
い
っ
た
點
か
ら
論
じ
る
と
︑
經
書
は
原
本
を
一
言
一
句
す
べ
て
讀
む
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
が
確
か
に
あ
る
が
︑
�
德
敎
育
の
た

め
︑
そ
し
て
民
族
の
立
國
精
神
を
保
存
す
る
た
め
に
考
え
る
と
︑
經
書
は
讀
む
べ
き
理
由
も
ま
た
あ
る
︒
現
在
︑
經
書
を
X
除
し
た
り
%

纂
し
た
り
で
き
な
い
た
め
︑
外
國
の
宗
敎
科
の
方
法
に
な
ら
っ
て
獨
立
し
た
科
目
と
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
部
分
で
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
學
で
神
學
が
獨
立
し
た
學
科
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
例
が
︑
敎
育
部
の
草
案
で
は
高
等
敎
育
で
經
學
院
を

增
設
す
る
理
由
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
に
對
し
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
で
は
小
・
中
學
校
で
讀
經
科
を
設
け
る
理
由
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
ま

た
︑
經
書
を
X
除
し
た
り
%
纂
し
た
り
で
き
な
い
と
い
う
の
は
︑
先
に
見
た
孔
敎
會
の
見
解
と
同
樣
で
あ
り
︑
こ
の
論
法
に
よ
っ
て
︑
修
身

科
・
國
�
科
の
敎
科
書
に
經
書
の
內
容
を
T
用
す
る
と
い
う
湯
�
龍
の
方
針
を
否
定
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
は
場
面
に

よ
っ
て
湯
�
龍
︑
孔
敎
會
︑
王
錫
蕃
な
ど
の
見
解
を
都
合
よ
く
�
い
分
け
て
正
當
�
を
圖
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

｢
敎
育
綱
�
﹂
が
定
め
る
四
書
の
學
�
順
序
は
︑﹃
孟
子
﹄﹃
論
語
﹄﹃
大
學
﹄﹃
中
庸
﹄
の
順
と
な
る
︒
ま
た
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
敎
科
書
の
第
三

項
は
︑
小
・
中
學
校
の
國
�
科
で
﹁﹃
書
經
﹄
を
拔
粹
し
て
讀
む
こ
と
﹂
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
小
・
中
學
校
で
讀
む
べ
き
經
書
は
四
書

と
﹃
禮
記
﹄﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄﹃
書
經
﹄
の
拔
粹
と
な
る
︒
�
稿
で
觸
れ
た
と
お
り
︑
四
書
を
重
視
し
た
朱
熹
が
定
め
た
學
�
順
序
は
﹃
大
學
﹄

﹃
論
語
﹄﹃
孟
子
﹄﹃
中
庸
﹄
の
順
で
あ
り
︑
淸
末
の
規
定
で
は
﹃
論
語
﹄﹃
大
學
﹄﹃
中
庸
﹄﹃
孟
子
﹄
の
順
で
あ
っ
た
︒
�
違
で
檢
討
し
た
論
說

﹁
孔
敎
救
`
論
﹂
で
も
︑
西
洋
の
宗
敎
の
&
業
に
な
ら
う
點
は
﹁
敎
育
綱
�
﹂
と
同
樣
で
は
あ
る
が
︑
�
孔
の
觀
點
か
ら
四
書
で
�
初
に
讀
む

べ
き
は
﹃
論
語
﹄
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
か
ら
︑
四
書
の
な
か
で
﹃
論
語
﹄
よ
り
も
先
に
﹃
孟
子
﹄
を
讀
む
と
い
う
﹁
敎
育
綱
�
﹂
の
學
�
順
序
が

從
來
に
な
い
獨
特
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
)
ら
か
で
あ
る
︒
ま
た
︑
五
經
の
な
か
で
R
定
さ
れ
た
も
の
は
︑
�
違
で
考
察
し
た
淸
末
の
規
定
と

も
王
錫
蕃
の


願
と
も
衣
な
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
ほ
か
︑
讀
經
に
關
す
る
點
に
つ
い
て
い
く
つ
か
言
.
す
る
と
︑
ま
ず
&
業
時
閒
數
に
つ
い
て
は
︑
敎
科
書
第
二
項
の
小
學
校
に
關
す
る
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說
)
で
は
﹁
各
學
校
は
讀
經
を
口
實
に
し
て
各
科
目
の
&
業
時
閒
を
著
し
く
X
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
現
在
︑
小
學
校
は
&
業
時
閒
が
少
な
い
た

め
︑
す
こ
ぶ
る
社
會
の
信
用
を
失
っ
て
い
る
︒
讀
經
科
を
加
え
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
他
の
科
目
の
時
閒
を
少
し
減
ら
し
て
︑
別
に
讀
經
の
時
閒

を
增
や
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
す
る
︒
�
に
︑
敎
&
法
に
つ
い
て
は
︑
同
項
の
中
學
校
に
關
す
る
說
)
に
︑﹁
經
書
の
 
&
の
方
法
も
ま
た
外
國

に
お
け
る
宗
敎
の
敎
&
方
法
を
參
考
に
し
て
︑
解
釋
に
幅
を
持
た
せ
る
こ
と
で
︑
現
在
の
事
實
と
衝
突
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
�
待

す
る
﹂
と
あ
り
︑
こ
こ
で
も
外
國
の
宗
敎
の
&
業
の
例
が
參
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
9
で
き
る
︒
ま
た
︑
高
等
敎
育
に
つ
い
て
は
︑﹁
敎
育

綱
�
﹂
円
設
の
第
四
項
に
は
﹁
經
學
院
は
大
學
の
外
に
獨
立
し
て
円
設
し
︑
經
書
に
よ
っ
て
學
科
を
分
け
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
あ
り
︑
�
の
よ

う
に
解
說
す
る
︒

經
學
は
各
種
の
科
學
と
は
衣
な
り
︑
敎
&
法
も
ま
た
衣
な
る
︒
も
し
大
學
の
�
科
の
な
か
に
一
類
を
增
設
す
る
と
︑
管
理
や
敎
&
が
各
科

の
大
學
と
足
竝
み
を
¡
え
て
g
め
が
た
い
︒
こ
の
た
め
︑
經
學
院
は
必
ず
獨
立
し
て
円
設
し
︑
經
義
を
)
ら
か
に
し
て
國
學
を
發
揚
す
る

こ
と
を
3
と
し
︑
經
書
の
種
類
に
照
ら
し
て
學
科
を
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

こ
こ
で
も
︑
大
學
院
の
中
に
經
學
院
を
增
設
す
る
と
い
う
敎
育
部
の
草
案
を
否
定
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
同
じ
く
﹁
敎
育
綱
�
﹂
円
設
の
第
六
項

に
は
﹁
國
立
大
學
の
�
科
は
︑
中
國
の
�
學
・
哲
學
・

學
の
硏
究
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
﹂︑
同
第
七
項
に
は
﹁
各
省
各
(
に
經
學
會
を
設

立
し
て
經
學
を
硏
究
す
る
場
と
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
︒
あ
わ
せ
て
小
・
中
學
校
の
經
學
敎
員
を
養
成
し
︑
經
學
院
へ
g
學
す
る
準
備
と
な
る

こ
と
を
�
待
す
る
﹂
と
し
た
︒

以
上
︑
袁
世
凱
の
﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
示
さ
れ
た
�
孔
・
讀
經
の
方
針
を
分
析
し
た
︒
讀
經
の
方
針
は
︑
小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
の
復
活

と
い
う
點
で
は
︑
先
行
硏
究
が
指
摘
す
る
と
お
り
﹁
復
古
﹂
#
で
は
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
�
孔
と
尙
孟
を
竝
稱
し
︑﹃
孟
子
﹄
を
﹃
論
語
﹄
よ
り

も
先
に
讀
む
と
い
う
經
書
の
學
�
順
序
に
象
�
さ
れ
る
と
お
り
︑
そ
の
�
孔
・
讀
經
の
內
實
は
淸
末
へ
の
單
純
な
囘
歸
で
は
な
く
︑
ま
た
讀
經

に
關
す
る
�
孔
團
體
の
3
張
を
7
面
#
に
�
け
入
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
︒
こ
の
點
に
お
い
て
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
示
さ
れ
た
�
孔
・

讀
經
の
方
針
は
中
國
敎
育

上
に
お
い
て
獨
特
な
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
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第
三
�

葉
德
輝
ら
の


願
と
敎
育
部
の
對
應

本
�
で
は
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
對
す
る
葉
德
輝
ら
の


願
お
よ
び
敎
育
部
の
對
應
を
檢
討
す
る
︒

｢
敎
育
綱
�
﹂
の
公
布
後
︑
敎
育
部
は
義
務
敎
育
の
實
施
に
向
け
て
の
準
備
に
力
を
入
れ
た
︒
一
九
一
五
年
七
0
三
一
日
に
は
﹁
國
民
學
校

令
﹂
お
よ
び
﹁
高
等
小
學
校
令
﹂
を
公
布
し
︑
敎
育
課
�
に
讀
經
科
を
設
け
る
こ
と
を
定
め
た(50

)
︒
た
だ
︑
ど
の
學
年
で
ど
の
經
書
を
何
時
閒
讀

む
か
︑
ど
の
よ
う
に
兒
越
へ
敎
&
す
る
か
︑
な
ど
の
讀
經
科
の
具
體
#
な
內
容
は
︑﹁
國
民
學
校
令
﹂
お
よ
び
﹁
高
等
小
學
校
令
﹂
の
施
行
細

則
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
な
り
︑
そ
の
制
定
・
公
布
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

こ
の
時
�
︑
一
九
一
五
年
八
0
に
は
北
京
で
袁
世
凱
の
|
制
を
荏
持
す
る
籌
安
會
が
成
立
す
る
な
ど
︑
袁
世
凱
の
|
制
+
動
が
g
行
し
て
い

た
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
湯
�
龍
は
八
0
末
に
辭
表
を
提
出
し
︑
梁
;
超
と
と
も
に
反
|
制
+
動
を
展
開
す
る
︒
一
〇
0
五
日
︑
湯
�
龍
に
代

わ
っ
て
張
一
麐
が
敎
育
總
長
に
就
任
し
た
︒
一
二
0
一
二
日
︑
袁
世
凱
は
|
位
に
つ
き
︑
元
號
を
﹁
洪
憲
﹂
と
定
め
た
︒
こ
の
よ
う
な
狀
況
下

で
︑
一
九
一
五
年
末
に
讀
經
科
に
關
す
る


願
が
地
方
敎
育
界
か
ら
中
央
政
府
に
寄
せ
ら
れ
た(51

)
︒


願
者
は
湖
南
省
敎
育
會
會
長
の
葉
德
輝
お

よ
び
副
會
長
の
蔡
湘
・
陳
円
中
で
あ
る
︒

葉
德
輝
は
湖
南
の
い
わ
ゆ
る
保
守
#
�
紳
と
し
て
著
名
な
人
物
で
あ
る
︒
淸
末
の
變
法
+
動
�
に
は
反
變
法
の
言
論
を
展
開
し
︑
中
華
民
國

の
成
立
後
︑
一
九
一
五
年
八
0
に
は
籌
安
會
の
湖
南
分
會
會
長
に
就
任
し
た
︒
九
0
︑
湖
南
省
敎
育
會
の
職
員
R
擧
が
實
施
さ
れ
る
と
︑
葉
德

輝
が
會
長
に
︑
蔡
湘
・
陳
円
中
が
副
會
長
に
當
R
し
た
︒
そ
し
て
一
〇
0
に
は
葉
德
輝
が
國
民
代
表
大
會
の
代
表
の
一
人
に
R
出
さ
れ
︑
君
3

立
憲
に
贊
成
し
た
︒
一
九
一
五
年
の
い
わ
ゆ
る
國
體
問
題
の
時
�
に
お
け
る
葉
德
輝
の
動
向
に
つ
い
て
は
︑
堤
茂
樹
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る(52

)
︒

堤
氏
は
讀
經
科
に
關
す
る
葉
德
輝
ら
の


願
の
內
容
を
檢
討
し
︑
讀
經
の
必
�
性
が
|
制
の
問
題
と
關
聯
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
政
敎

一
致
#
な
性
格
を
<
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
葉
德
輝
の
君
3
立
憲
荏
持
の
3
張
は
あ
く
ま
で
君
3
を
根
幹
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
お
り
︑
葉
德
輝
の
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
大
變
重
�
で
あ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
本
論
で
は
さ
ら
に
�
の
二
點
を
分
析
し
た
い
︒
第
一
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點
は
︑
讀
經
科
に
關
す
る
葉
德
輝
ら
の


願
の
內
容
は
︑
こ
れ
ま
で
檢
討
し
て
き
た
他
の
見
解
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
特
�
を
持
つ
か
︑
第
二

點
は
︑
敎
育
部
は
ど
の
よ
う
な
論
法
で
葉
德
輝
ら
の


願
を
却
下
し
た
か
︑
で
あ
る
︒

葉
德
輝
ら
の


願
は
大
略
�
の
よ
う
に
言
う
︒
袁
世
凱
が
﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
お
い
て
︑
小
・
中
學
校
に
讀
經
科
を
加
え
︑﹃
論
語
﹄﹃
孟
子
﹄

を
讀
む
と
定
め
た
の
は
洩
大
な
こ
と
で
あ
る
︒
世
界
各
國
で
は
風
氣
を
一
つ
に
ま
と
め
る
た
め
に
各
々
の
敎
え
を
�
重
し
な
い
も
の
は
な
く
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
キ
リ
ス
ト
の
敎
え
が
︑
ト
ル
コ
で
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
敎
え
が
︑
日
本
に
は
武
士
�
が
︑
ド
イ
ツ
で
は
宰
相
ビ
ス
マ
ル
ク
の
鐵

血
3
義
が
そ
れ
ぞ
れ
信
奉
さ
れ
て
お
り
︑
中
國
に
お
い
て
は
忠
孝
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
孔
子
は
典
違
制
度
を
祖
営
し
︑
長
ら
く
萬
世
の
師
表
と

な
っ
て
︑
經
學
を
世
に
廣
め
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
現
在
に
お
い
て
は
人
倫
の
模
範
と
す
る
こ
と
を
元
首
に
�
待
す
る
も
の
で
あ
る
︒
以
上
の
よ

う
に
営
べ
た
う
え
で
︑
葉
德
輝
は
﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
沿
っ
て
湖
南
で
經
學
會
を
設
立
し
て
讀
經
の
あ
り
方
を
硏
究
し
た
と
し
て
︑
讀
經
の
敎
&

方
針
の
制
定
を
求
め
て
︑
�
の
よ
う
に
提
案
す
る
︒

ま
ず
︑
讀
む
べ
き
經
書
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
︑
初
等
小
學
校
で
は
﹃
論
語
﹄﹃
孝
經
﹄
を
讀
ま
せ
︑
!
唱
し
や
す
い
も
の
を
T
用
す
る
︒

高
等
小
學
校
で
は
﹃
大
學
﹄﹃
孟
子
﹄
を
讀
ま
せ
︑
�
違
に
�
い
も
の
を
引
用
す
る
︒
中
學
で
は
必
ず
﹃
書
經
﹄
を
讀
ま
せ
る
こ
と
で
︑
行
政

の
大
綱
を
理
解
さ
せ
︑
徐
々
に
自
治
の
能
力
を
つ
け
さ
せ
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
を
讀
ま
せ
る
こ
と
で
︑
外
£
上
の
應
對
を
理
解
さ
せ
︑
作
�
の

4
想
力
を
伸
ば
す
︒
�
に
︑
讀
ま
な
い
經
書
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
︑
五
經
か
ら
﹃
易
經
﹄︑
四
書
か
ら
﹃
中
庸
﹄
を
省
く
の
は
︑
そ
の
精
密

さ
や
奧
深
さ
が
一
生
を
か
け
な
け
れ
ば
硏
究
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
三
禮
か
ら
﹃
周
官
﹄﹃
儀
禮
﹄
を
省
き
︑﹃
春
秋
﹄
三
傳
か
ら
公

羊
傳
・
穀
梁
傳
を
省
く
の
は
︑
そ
の
典
¥
さ
や
奧
深
さ
が
初
學
者
に
と
っ
て
深
く
硏
究
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒﹃
詩
經
﹄
は
自

�
と
し
︑﹃
爾
¥
﹄
は
�
物
科
に
お
く
︒

以
上
︑
葉
德
輝
ら
の


願
か
ら
︑
ま
ず
孔
子
の
位
置
づ
け
を
確
9
す
る
と
︑
葉
德
輝
ら
は
一
方
で
は
孔
子
の
敎
え
を
キ
リ
ス
ト
や
ム
ハ
ン
マ

ド
の
そ
れ
と
同
列
に
竝
べ
︑
一
方
で
は
孔
子
を
萬
世
の
師
表
と
み
な
し
︑
人
倫
の
模
範
に
し
よ
う
と
す
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
葉
德
輝
ら
は
孔
子
を

宗
敎
の
敎
3
と
も
中
國
の
模
範
#
人
物
と
も
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
�
に
︑
讀
經
に
つ
い
て
︑
小
・
中
學
校
で
讀
む
べ
き
經
書

― 138―

138



は
﹃
論
語
﹄﹃
孝
經
﹄﹃
大
學
﹄﹃
孟
子
﹄﹃
書
經
﹄﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
と
す
る
︒﹁
敎
育
綱
�
﹂
と
比
�
す
る
と
︑
讀
經
科
で
讀
む
べ
き
經
書
が
增

加
し
て
い
る
が
︑
�
目
す
べ
き
は
︑
初
等
小
學
校
で
は
﹃
論
語
﹄︑
高
等
小
學
校
で
は
﹃
孟
子
﹄
と
︑
讀
む
べ
き
經
書
の
順
序
を
入
れ
か
え
て

い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
葉
德
輝
ら
は
︑
袁
世
凱
に
よ
る
讀
經
科
の
復
活
を
褒
め
稱
え
つ
つ
も
︑﹃
孟
子
﹄
を
先
に
讀
む
こ
と
を
!
に
批

$
し
︑
訂
正
を
求
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
葉
德
輝
ら
は
經
書
の
R
定
の
理
由
と
し
て
︑
初
學
者
に
對
す
る
�
慮
︑
お
よ

び
行
政
・
自
治
・
外
£
な
ど
內
容
が
現
代
に
I
合
し
て
い
る
こ
と
を
擧
げ
て
お
り
︑
こ
れ
は
﹁
敎
育
綱
�
﹂
や
王
錫
蕃
の
見
解
と
も
共
?
す
る
︒

た
だ
︑
そ
の
結
果
︑
四
書
か
ら
﹃
中
庸
﹄
を
X
除
し
た
こ
と
な
ど
は
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
と
も
王
錫
蕃
の
見
解
と
も
衣
な
る
獨
自
の
改
變
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
上
か
ら
︑
葉
德
輝
ら
も
王
錫
蕃
と
同
樣
︑
學
校
敎
育
に
I
應
し
た
經
書
の
學
�
順
序
を
摸
索
し
て
い
た
こ
と
が
讀
み
取

れ
よ
う
︒

袁
世
凱
は
一
二
0
一
六
日
附
で
︑
こ
の
案
件
を
審
議
す
る
よ
う
敎
育
部
に
命
令
し
た
︒
敎
育
部
は
︑
審
議
の
結
果
︑
葉
德
輝
ら
の


願
を
却

下
す
る
よ
う
囘
答
し
︑
そ
の
直
後
に
﹁
國
民
學
校
令
施
行
細
則
﹂
お
よ
び
﹁
高
等
小
學
校
令
施
行
細
則
﹂
を
公
布
し
た(53

)
︒
敎
育
部
は
果
た
し
て

ど
の
よ
う
な
論
法
で
葉
德
輝
ら
の


願
を
却
下
し
︑
ま
た
兩
施
行
細
則
は
讀
經
科
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

敎
育
部
は
︑
ま
ず
葉
德
輝
ら
の


願
の
6
圖
は
讀
經
を
增
加
す
る
こ
と
に
あ
り
︑﹁
敎
育
綱
�
﹂
の
規
定
と
附
き
あ
わ
せ
て
も
)
ら
か
に
擴

大
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
︒
�
に
小
學
校
に
つ
い
て
︑
葉
德
輝
ら
は
國
民
學
校
に
お
い
て
﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
揭
げ
る
﹃
孟
子
﹄
で
は
な
く
︑
6

味
や
內
容
が
よ
り
深
い
﹃
論
語
﹄
に
入
れ
替
え
︑
さ
ら
に
﹃
孝
經
﹄
を
加
え
て
お
り
︑
こ
れ
は
讀
む
べ
き
年
數
や
�
分
を
考
え
て
い
な
い
も
の

で
あ
っ
て
問
題
が
多
い
︑
と
批
$
す
る
︒
さ
ら
に
中
學
校
に
つ
い
て
も
︑﹃
書
經
﹄﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄﹃
大
學
﹄
は
み
な
す
で
に
﹁
敎
育
綱
�
﹂

に
列
擧
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
を
7
て
讀
經
科
に
入
れ
て
&
業
す
る
に
は
具
合
が
惡
く
︑
兒
越
の
心
理
や
敎
材
の
�
列
の
面
で
多
く
の
困
難
を

引
き
*
こ
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
︑
と
批
$
す
る
︒
そ
し
て
︑﹁
六
經
の
大
義
と
は
︑
�
違
の
!
誦
に
は
な
く
︑
實
踐
躬
行
に
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑

小
學
校
の
修
身
科
は
實
に
兒
越
が
Z
人
に
な
る
礎
で
あ
り
︑
い
た
ず
ら
に
分
量
の
多
さ
を
誇
り
︑
幅
廣
さ
を
求
め
よ
う
と
し
て
か
え
っ
て
お
ろ

そ
か
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
し
て
︑


願
を
却
下
す
る
よ
う
囘
答
し
た
︒
こ
れ
に
基
き
︑
政
事
堂
は
葉
德
輝
ら
の
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願
を
却
下
し
て
い
る
︒

こ
の
敎
育
部
の
囘
答
で
は
︑﹁
國
民
學
校
・
高
等
小
學
校
に
お
け
る
讀
經
の
項
目
や
敎
&
時
閒
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
た
び
施
行
細
則
を
制
定

す
る
際
に
そ
れ
ぞ
れ
定
め
︑
す
で
に
草
案
を
上
i
し
て
報
吿
濟
み
で
あ
る
﹂
と
表
)
し
て
い
た
︒
敎
育
部
が
制
定
し
た
﹁
國
民
學
校
令
施
行
細

則
﹂
お
よ
び
﹁
高
等
小
學
校
令
施
行
細
則
﹂
は
︑
政
事
堂
の
承
9
を
�
け
て
一
九
一
六
年
一
0
八
日
附
で
公
布
さ
れ
た(54

)
︒
そ
の
內
容
は
︑
國
民

學
校

(修
學
�
閒
四
年
)
で
は
︑
第
三
・
四
學
年
に
讀
經
科
が
f
三
時
閒
︑
高
等
小
學
校

(
同
三
年
)
で
は
第
一
～
三
學
年
に
讀
經
科
が
f
三
時

閒
設
け
ら
れ
た
︒
國
民
學
校
で
は
﹃
孟
子
﹄︑
高
等
小
學
校
で
は
﹃
論
語
﹄
を
讀
み
︑
そ
の
敎
則
に
お
い
て
︑﹁
讀
經
の
�
旨
は
﹃
敎
育
綱
�
﹄

を
¦
守
し
て
︑
兒
越
に
Z
賢
の
正
し
い
�
理
を
薰
陶
さ
せ
︑
あ
わ
せ
て
人
民
の
愛
國
の
精
神
を
奮
い
*
こ
す
こ
と
﹂
と
し
︑
 
&
の
際
に
は
︑

﹁
つ
と
め
て
端
正
で
)
快
に
︑
實
用
に
密
接
さ
せ
︑
兒
越
を
そ
の
繁
雜
さ
や
難
し
さ
に
苦
し
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
定
め
た
︒

以
上
︑
葉
德
輝
ら
の


願
に
對
す
る
囘
答
や
兩
施
行
細
則
の
規
定
か
ら
は
︑
敎
育
部
は
﹁
敎
育
綱
�
﹂
の
¦
守
を
論
據
と
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
︒
敎
育
總
長
就
任
直
後
に
お
け
る
張
一
麐
の
施
策
方
針
の
重
點
は
敎
員
檢
定
や
義
務
敎
育
の
實
施
な
ど
に
あ
り(55

)
︑
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
記
載
さ
れ
た
方
針
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
か
ら
︑
張
一
麐
は
讀
經
に
つ
い
て
も
﹁
敎
育
綱
�
﹂
の
¦
守
を
第
一
と
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
兩
施
行
細
則
に
よ
っ
て
怨
た
に
定
め
ら
れ
た
內
容
に
は
︑
興
味
深
い
點
が
二
つ
見
ら
れ
る
︒
第
一
點
は
︑
 
&
の
際
の
表
現
で
あ
る
︒

實
の
と
こ
ろ
︑﹁
つ
と
め
て
端
正
で
)
快
に
︑
實
用
に
密
接
さ
せ
︑
兒
越
を
そ
の
繁
雜
さ
や
難
し
さ
に
苦
し
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
一

�
は
︑
一
九
〇
四
年
の
﹁
奏
定
學
堂
違
�
﹂
に
定
め
ら
れ
た
小
・
中
學
堂
の
 
經
科
の
�
點
と
ほ
ぼ
同
�
で
あ
る(56

)
︒
淸
末
の
學
校
の
敎
育
課
�

で
は
︑
經
書
學
�
の
科
目
は
讀
經
科
・
 
經
科
に
分
か
れ
︑
讀
經
科
は
!
誦
中
心
︑
 
經
科
は
 
釋
中
心
と
定
め
ら
れ
た
︒
敎
育
部
が
淸
末
の

學
校
の
敎
育
課
�
に
お
け
る
 
經
科
の
表
現
を
用
い
た
こ
と
に
對
し
て
︑
一
面
に
お
い
て
は
淸
末
へ
の
囘
歸
と
い
う
6
味
で
﹁
復
古
﹂
#
と
�

價
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
︒
た
だ
︑
先
営
の
と
お
り
︑
敎
育
部
は
國
民
�
德
の
�
入
を
あ
く
ま
で
修
身
科
に
求
め
︑
兒
越
の
理
解

と
實
踐
を
重
視
し
て
い
た
が
︑
袁
世
凱
の
﹁
敎
育
綱
�
﹂
に
よ
り
讀
經
科
の
設
置
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
經
雲
が
あ
っ
た
︒
こ
こ
か
ら
︑
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こ
の
表
現
を
用
い
た
敎
育
部
の
6
圖
と
は
︑
科
目
の
名
稱
は
淸
末
と
同
じ
讀
經
科
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
內
實
は
淸
末
の
 
經
科
と
同
樣
に
 
釋

を
重
視
し
︑
!
記
3
義
を
嚴
し
く
戒
め
る
よ
う
敎
員
に
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

第
二
點
は
︑
讀
經
科
の
f
&
業
時
閒
數
で
あ
る
︒
�
稿
で
觸
れ
た
と
お
り
︑
淸
末
に
お
い
て
讀
經
科
・
 
經
科
の
時
閒
數
が
�
も
少
な
く
設

定
さ
れ
た
一
九
一
〇
年
の
規
定
で
は
︑
初
等
小
學
の
第
三
學
年
で
f
三
〇
時
閒
中
五
時
閒
︑
高
等
小
學
の
第
一
學
年
で
f
三
六
時
閒
中
一
一
時

閒
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
兩
施
行
細
則
で
は
︑
國
民
學
校
の
第
三
學
年
で
f
三
一
時
閒
中
三
時
閒
︑
高
等
小
學
校
の
第
一
學
年
で
f
三

四
時
閒

(女
子
は
f
三
五
時
閒
)
中
三
時
閒
と
定
め
た
︒
こ
こ
か
ら
︑
敎
育
部
は
單
に
淸
末
の
學
校
の
敎
育
課
�
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
の
で
は

な
く
︑
讀
經
科
の
時
閒
數
を
極
力
少
な
く
設
定
し
た
と
言
え
よ
う
︒

な
お
︑
兩
施
行
細
則
と
も
一
九
一
六
年
八
0
一
日
か
ら
施
行
す
る
と
定
め
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
怨
學
�
か
ら
の
施
行
を
6
圖
し
て
の
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
︒
袁
世
凱
は
三
0
に
|
制
を
取
り
m
し
︑
六
0
に
病
死
す
る
︒
大
總
瓜
の
座
に
つ
い
た
黎
元
洪
の
も
と
︑
七
0
に
范
源
濂
が
敎
育
總

長
に
就
任
す
る
と
︑
彼
は
一
〇
0
九
日
に
﹁
國
民
學
校
令
﹂﹁
國
民
學
校
令
施
行
細
則
﹂﹁
高
等
小
學
校
令
施
行
細
則
﹂
を
修
正
し
︑
こ
れ
に

よ
っ
て
國
民
學
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
讀
經
が
X
除
さ
れ
た(57

)
︒

お

わ

り

に

本
論
は
︑
袁
世
凱
政
權
�
の
學
校
敎
育
に
お
け
る
�
孔
や
讀
經
を
め
ぐ
る
諸
議
論
の
內
容
︑
そ
し
て
敎
育
部
や
袁
世
凱
の
敎
育
政
策
は
淸
末

の
學
校
敎
育
に
お
け
る
讀
經
の
あ
り
方
と
比
べ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
特
�
を
持
つ
の
か
︑
な
ど
を
解
)
す
る
こ
と
を
目
#
と
し
た
︒
本
論
の

分
析
を
?
し
て
)
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
孔
敎
會
・
孔
�
會
・
袁
世
凱
・
葉
德
輝
な
ど
︑
小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
の
實
施
を
求
め
る

人
々
の
閒
で
も
︑
孔
子
や
經
書
の
位
置
づ
け
は
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
讀
む
べ
き
經
書
の
R
定
な
ど
讀
經
の
內
實
に
つ
い
て
も
見

解
の
差
衣
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

孔
敎
會
の
康
<
爲
・
陳
煥
違
・
嚴
復
ら
は
︑
孔
子
を
宗
敎
の
敎
3
と
位
置
づ
け
︑
經
書
は
任
6
に
X
除
・
拔
粹
し
て
は
な
ら
ず
︑
7
�
を
讀
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む
べ
き
だ
と
み
な
し
て
い
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
孔
�
會
の
王
錫
蕃
は
孔
子
を
中
國
の
模
範
#
人
物
と
み
な
し
︑
小
・
中
學
校
に
お
い
て
讀
む

べ
き
經
書
を
獨
自
に
R
定
し
た
︒
こ
の
點
は
袁
世
凱
の
﹁
敎
育
綱
�
﹂
も
葉
德
輝
も
同
樣
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
定
め
る
學
�
順
序
は
衣

な
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
と
く
に
﹁
敎
育
綱
�
﹂
は
�
孔
・
尙
孟
を
揭
げ
︑
初
等
小
學
校
で
﹃
論
語
﹄
よ
り
も
先
に
﹃
孟
子
﹄
を
讀
む
こ
と
と
定

め
た
が
︑
こ
れ
は
從
來
に
は
な
い
學
�
順
序
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
讀
經
科
の
設
置
の
是
非
︑
お
よ
び
經
書
の
學
�
順
序
を
め
ぐ
る
議
論
に
お

い
て
は
一
貫
し
て
︑
兒
越
の
知
能
へ
の
�
慮
と
い
う
�
代
#
敎
育
原
理
や
︑
時
世
と
の
I
合
性
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
�
6
し
た
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑
袁
世
凱
政
權
�
に
彼
ら
が
小
・
中
學
校
に
お
け
る
讀
經
の
實
施
を
求
め
た
こ
と
は
︑
讀
經
の
復
活
と
い
う
6
味
で
は
確
か
に

﹁
復
古
﹂
で
は
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
淸
末
へ
の
單
純
な
囘
歸
を
6
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
彼
ら
の
營
み
は
︑
�
德
#
秩
序
の
4
築
と
い

う
時
代
の
�


や
︑
兒
越
の
知
能
へ
の
�
慮
と
い
う
�
代
#
敎
育
原
理
な
ど
を
背
景
と
し
て
︑
傳
瓜
#
な
儒
敎
敎
育
を
�
代
#
な
學
校
敎
育
の

な
か
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
を
摸
索
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
そ
の
結
果
と
し
て
こ
の
時
�
に
は
︑
經
書
の
學
�
順
序

に
象
�
さ
れ
る
と
お
り
︑
淸
末
と
は
衣
な
る
怨
た
な
�
素
が
現
れ
た
の
で
あ
る
︒

本
論
の
分
析
に
お
い
て
は
︑
不
十
分
な
點
が
多
い
︒
ま
ず
︑
經
書
の
學
�
順
序
を
定
め
る
際
の
�
因
に
つ
い
て
︑
兒
越
の
知
能
へ
の
�
慮
と

い
う
�
代
#
敎
育
原
理
の
�
素
を
指
摘
し
た
が
︑
儒
學
の
學
z
と
い
う
�
素
も
大
き
く
關
聯
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
今
後
︑
王
錫
蕃
や
葉

德
輝
ら
經
書
の
學
�
順
序
を
提
案
し
た
人
物
の
學
©
#
背
景
に
つ
い
て
も
檢
討
す
る
必
�
が
あ
ろ
う
︒
�
に
︑
本
論
で
も
觸
れ
た
袁
世
凱
の

﹁
敎
育
綱
�
﹂
の
成
立
,
�
︑
と
く
に
孟
子
の
�
崇
が
盛
り
�
ま
れ
る
,
�
に
つ
い
て
も
︑
今
後
檢
討
を
g
め
た
い
︒
�
後
に
︑
一
九
一
六
年

一
〇
0
の
敎
育
總
長
范
源
濂
に
よ
る
一
聯
の
修
正
に
言
.
す
る
と
︑
こ
の
と
き
﹁
高
等
小
學
校
令
﹂
は
修
正
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
ま
た
修
正
後
の

﹁
高
等
小
學
校
令
施
行
細
則
﹂
に
は
讀
經
の
3
旨
や
﹃
論
語
﹄
を
 
&
す
る
こ
と

(第
二
條
第
二
項
)
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑
高
等
小

學
校
で
は
讀
經
が
廢
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
�
6
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
袁
世
凱
政
權
�
以
影
に
お
け
る
�
孔
と
讀
經
を
め
ぐ
る
問
題
に

つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
︒
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�(1
)

拙
稿
﹁
淸
末
の
學
校
敎
育
に
お
け
る
經
書
學
�
﹂︑
古
垣
光
一
%

﹃
ア
ジ
ア
敎
育

學
の
開
拓
﹄
ア
ジ
ア
敎
育

學
會
︑
二
〇
一
二
年
︑

(
收
︒

(2
)

鐙
屋
一
﹁
中
國
�
�
の
レ
シ
ピ
︱
︱
一
九
三
五
年
の
讀
經
問
題
﹂

﹃
目
白
大
學
總
合
科
學
硏
究
﹄
三
︑
二
〇
〇
七
年
︒

(3
)

多
賀
秋
五
郞
﹃
�
代
中
國
敎
育

ª
料

民
國
%
上
﹄
日
本
學
©

振
興
會
︑
一
九
七
三
年
︑
七
八
～
八
五
頁
︑
解
說
一
二
九
・
一
三

三
・
一
五
四
・
一
六
五
︑
李
華
興
3
%
﹃
民
國
敎
育

﹄
上
海
敎
育

出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︑
一
一
八
～
一
二
四
頁
︒

(4
)

今
井
航
﹃
中
國
�
代
に
お
け
る
六
・
三
・
三
制
の
�
入
,
�
﹄
九

州
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
〇
年
︑
第
一
違
第
三
�
︒
カ
ギ
カ
ッ
コ
の

部
分
は
三
七
～
三
八
頁
よ
り
引
用
︒

(5
)

楚
永
7
﹃
湯
�
龍
與
淸
末
民
初
#
政
局
﹄
復
旦
大
學
歷

學
系
專

門

�
士
論
�
︑
二
〇
一
二
年
︑
第
四
違
第
三
�
︒

(6
)

森
紀
子
﹃
轉
奄
�
に
お
け
る
中
國
儒
敎
+
動
﹄
京
都
大
學
學
©
出

版
會
︑
二
〇
〇
五
年
︑
第
五
違
︒

(7
)

:
;
)
﹁
袁
世
凱
の
�
孔
と
康
<
爲
の
孔
敎
﹂﹃
歷

學
硏
究
﹄

七
二
二
︑
一
九
九
九
年
︒

(8
)

阿
部
洋
﹃
中
國
�
代
學
校

硏
究
﹄
福
村
書
店
︑
一
九
九
三
年
︑

第
五
違
︒

(9
)

｢學
部
奏


宣
示
敎
育
宗
旨
�
﹂︑
多
賀
秋
五
郞
﹃
�
代
中
國
敎
育


ª
料

淸
末
%
﹄
日
本
學
©
振
興
會
︑
一
九
七
二
年
︑
六
三
四
～

六
三
五
頁
︒

(10
)

我
一
﹁
臨
時
敎
育
會
議
日
記
﹂﹃
敎
育
雜
誌
﹄
四−

六
︑
一
九
一

二
年
九
0
一
〇
日
︑
特
別
記
事
︒

(11
)

｢
敎
育
宗
旨
﹂︑
�
揭
多
賀
﹃
�
代
中
國
敎
育

ª
料

民
國
%

上
﹄
四
〇
三
頁
︒

(12
)

｢
各
學
堂
管
理
?
則
﹂
禮
儀
規
條
違
第
六
︑
�
揭
多
賀
﹃
�
代
中

國
敎
育

ª
料

淸
末
%
﹄
三
八
一
～
三
八
二
頁
︒

(13
)

�
揭
我
一
﹁
臨
時
敎
育
會
議
日
記
﹂
︑
お
よ
び
﹁
學
校
儀
式
規
�
﹂︑

�
揭
多
賀
﹃
�
代
中
國
敎
育

ª
料

民
國
%
上
﹄
四
〇
四
頁
︒

(14
)

｢
敎
育
部
致
各
省
都
督
民
政
長
電
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
一
三
八
︑
一
九

一
二
年
九
0
一
五
日
︑
公
電
︒

(15
)

鐙
屋
一
﹁
孔
敎
會
と
孔
敎
の
國
敎
�

︱
︱
民
國
初
�
の
政
治
瓜

合
と
倫
理
問
題
﹂﹃

峰
﹄
四
〇
︑
一
九
九
〇
年
︑
お
よ
び
:
;
)

﹁
民
國
初
年
に
お
け
る
孔
敎
會
の
活
動
﹂﹃
ア
ジ
ア
�
�
硏
究
﹄
四−

四
︑
一
九
九
七
年
︑
同
﹁
天
壇
憲
法
草
案
に
お
け
る
孔
敎
の
國
敎
�

問
題
﹂﹃
中
國
硏
究
0
報
﹄
五
一−

七
︑
一
九
九
七
年
︒

(16
)

｢尹
昌
衡
電


學
校
仍
行
祀
孔
﹂﹃
敎
育
雜
誌
﹄
五−

四
︑
一
九
一

三
年
七
0
一
〇
日
︑
記
事
・
學
事
一
束
︒

(17
)

｢臨
時
大
總
瓜
令
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
四
〇
六
︑
一
九
一
三
年
六
0
二

三
日
︑
命
令
︒

(18
)

�
揭
:
﹁
民
國
初
年
に
お
け
る
孔
敎
會
の
活
動
﹂︑
お
よ
び
同

﹁
袁
世
凱
の
�
孔
と
康
<
爲
の
孔
敎
﹂
︒

(19
)

｢讀
經
當
積
極
提
倡
﹂︑
王
栻
3
%
﹃
嚴
復
集
﹄
第
二
册
︑
中
華
書

局
︑
一
九
八
六
年
︑
三
二
九
～
三
三
三
頁
︒
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(20
)

｢孔
敎
救
`
論

(
�
錄
長
沙
日
報
)﹂﹃
孔
敎
會
雜
誌
﹄
一−

六
︑

一
九
一
三
年
七
0
︑
論
說
︒

(21
)

孔
社
に
つ
い
て
は
︑﹁
敎
育
部
批
第
七
六
三
號

原
具
i
人
孔
社

本
部
社
長
徐
琪
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
四
七
六
︑
一
九
一
三
年
九
0
一
日
︑

i
批
︒
大
成
社
に
つ
い
て
は
︑﹁
國
務
院
批
第
五
號

原
具
i
人
大

成
社
代
表
殷
炳
繼
等
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
六
〇
〇
︑
一
九
一
四
年
一
0

八
日
︑
i
批
︒

(22
)

｢孔
�
會


准
各
學
校
讀
經
 
經
i
�

(民
國
三
年
一
0
八
號
)﹂

﹃
孔
敎
會
雜
誌
﹄
一−
一
一
︑
一
九
一
三
年
一
二
0
︑
叢
錄
・
公
牘
︒

王
錫
蕃
︑
字
は
季
樵
︑
山
東
省
黃
縣
の
人
︒
一
八
七
六
年
︑
g
士
︒

禮
部
左
侍
郞
を
務
め
る
も
︑
一
八
九
九
年
に
免
官
︒
一
九
一
三
年
に

山
東
で
孔
�
會
を
結
成
し
︑
そ
の
中
心
人
物
と
な
る
︒

(23
)

｢
內
務
部
批
國
務
院
£
孔
�
會
代
表
王
錫
蕃
等


立
案
i
﹂﹃
政
府

公
報
﹄
一
三
五
︑
一
九
一
二
年
九
0
一
二
日
︑
i
批
︒

(24
)

こ
の
時
�
の
敎
育
總
長
は
︑
一
九
一
三
年
一
0
に
范
源
濂
が
辭
職

す
る
と
︑
劉
冠
雄

(
海
軍
總
長
と
¯
任
)・
陳
振
先

(農
林
總
長
と

¯
任
)・
董
鴻
禕

(
敎
育
�
長
と
し
て
總
長
代
理
)
と
他
職
と
の
¯

任
が
相
�
い
た
後
︑
九
0
に
王
大
燮
が
就
任
し
て
い
る
︒

(25
)

前
掲
﹁
敎
育
部
批
第
七
六
三
號

原
具
i
人
孔
社
本
部
社
長
徐

琪
﹂︒

(26
)

｢
敎
育
部
致
各
省
都
督
民
政
長
等
電
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
四
九
九
︑
一

九
一
三
年
九
0
二
四
日
︑
公
電
︒
な
お
︑
こ
の
公
電
は
︑
孔
廣
牧
の

說
に
依
據
し
て
孔
子
G
生
日
を
舊
曆
八
0
二
七
日
と
定
め
る
と
営
べ

る
︒
後
に
敎
育
部
は
︑
孔
廣
牧
の
說
は
孔
子
G
生
日
を
舊
曆
八
0
二

八
日
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
二
八
日
に
訂
正
す
る
︑
と
い
う
旨
の
公

電
を
發
し
て
い
る
︒
﹁
敎
育
部
致
各
省
都
督
民
政
長
各
將
軍
都
瓜
電
﹂

﹃
政
府
公
報
﹄
五
〇
八
︑
一
九
一
三
年
一
〇
0
三
日
︑
公
電
︒

(27
)

�
揭
楚
﹃
湯
�
龍
與
淸
末
民
初
#
政
局
﹄
第
四
違
第
三
�
︒

(28
)

｢上
大
總
瓜
言
敎
育
書
﹂﹃
庸
言
﹄
二−

五
︑
一
九
一
四
年
五
0
五

日
︑
附
錄
︒

(29
)

｢
敎
育
部
咨
各
省
~
按
�
錄
a
?
飭
京
內
外
各
學
校
各
書
坊
等
中

小
學
校
修
身
.
國
�
敎
科
書
T
取
經
訓
以
孔
子
之
言
爲
旨
歸
飭
知
一

件


分
別
飭
¦
�

(
附
飭
知
)
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
七
六
九
︑
一
九
一
四

年
六
0
二
七
日
︑
咨
︒

(30
)

｢
敎
育
部
咨
江
蘇
~
按
�
核
q
T
取
經
訓
%
入
敎
科
書
辦
法
�
﹂

﹃
政
府
公
報
﹄
八
一
五
︑
一
九
一
四
年
八
0
一
二
日
︑
咨
︒

(31
)

｢大
總
瓜
吿
令
﹂
﹃
政
府
公
報
﹄
八
六
〇
︑
一
九
一
四
年
九
0
二
六

日
︑
命
令
︒

(32
)

｢
大
總
瓜
吿
令
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
八
九
八
︑
一
九
一
四
年
一
一
0
四

日
︑
命
令
︒

(33
)

｢
敎
育
部
i
¦
擬
提
倡
忠
孝
�
義
施
行
方
法


訓
示
�
竝
批
令
﹂

﹃
政
府
公
報
﹄
九
六
〇
︑
一
九
一
五
年
一
0
一
〇
日
︑
i
︒

(34
)

｢
敎
育
部
之
兩
難
題
﹂﹃
敎
育
雜
誌
﹄
七−

二
︑
一
九
一
五
年
二
0

一
五
日
︑
記
事
・
學
事
一
束
︒

(35
)

｢
民
國
之
�
�
敎
育
談
﹂
﹃
敎
育
雜
誌
﹄
七−

三
︑
一
九
一
五
年
三

0
一
五
日
︑
記
事
・
學
事
一
束
︒

(36
)

｢
敎
育
總
長
湯
�
龍
i
瀝
陳
°
悃
懇
辭
本
職
�
竝
批
令
﹂
﹃
政
府
公

報
﹄
九
九
〇
︑
一
九
一
五
年
二
0
九
日
︑
i
︒

(37
)

｢
嚴
±
�
怨
提
出
之
立
國
精
神
円
議
案
﹂﹁
參
政
院
開
會
紀
事
﹂

﹃
申
報
﹄
一
九
一
四
年
一
〇
0
二
五
日
︑
一
一
0
一
日
︒
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(38
)

｢
�
揚
中
華
民
國
立
國
精
神
議
﹂︑
�
揭
﹃
嚴
復
集
﹄
第
二
册
︑
三

四
二
～
三
四
五
頁
︒

(39
)

湯
�
龍
と
梁
;
超
の
關
係
︑
お
よ
び
淸
末
民
初
の
梁
;
超
の
動
向

に
つ
い
て
は
︑
原
正
人
﹃
�
代
中
國
の
知
識
人
と
メ
デ
ィ
ア
︑
權

力
﹄
硏
�
出
版
︑
二
〇
一
二
年
︑
第
二
違
に
詳
し
い
︒

(40
)

高
柳
信
夫
﹁
梁
;
超
の
﹃
孔
子
﹄
宴
と
そ
の
6
味
﹂︑
同
%
﹃
中

國
に
お
け
る
﹃
�
代
知
﹄
の
生
成
﹄
東
方
書
店
︑
二
〇
〇
七
年
︑
(

收
︒

(41
)

梁
;
超
﹁
孔
子
敎
義
實
際
裨
益
於
今
日
國
民
者
何
在
欲
昌
)
之
其

�
何
由
﹂﹃
大
中
華
﹄
一−
二
︑
一
九
一
五
年
二
0
二
〇
日
︒

(42
)

吳
貫
因
﹁
�
孔
與
讀
經
﹂﹃
大
中
華
﹄
一−

二
︑
一
九
一
五
年
二

0
二
〇
日
︒

(43
)

吳
貫
因
﹁
說
國
性
﹂﹃
大
中
華
﹄
一−
三
︑
一
九
一
五
年
三
0
二

〇
日
︒

(44
)

世
良
正
浩
﹁
袁
世
凱
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essentially contradictory, and this contradiction lead Yuanʼs government into a

crisis of legitimacy.

CONFUCIUS AND THE CONFUCIAN CLASSICS IN

THE SCHOOL EDUCATION OF

THE YUAN SHIKAI ADMINISTRATION

MIYAHARA Yoshiaki

This paper aims to clarify both the contents of the discussion concerning

Confucius and the Confucian classics in school education during the Yuan Shikai

administration and the features of the educational policies of the Ministry of

Education and Yuan Shikai in comparison to those during the Late Qing Dynasty.

Points that have been brought to light through analysis in this paper are that there

was a difference of opinion between those such as the Confucian Church, the

Association for the Confucian Way, Yuan Shikai, and Ye Dehui and the groups and

people seeking implementation of the study of the Confucian classics at elementary

and junior high schools over the placement of Confucius and the Confucian Classics

in the curriculum, and as a result of this difference, there was also a difference over

which classics should be selected for reading.

Those such as Kang Youwei, Chen Huanzhang, and Yuan Fu of the Confucian

Church saw Confucius as the founder of a religion and believed that no part of the

classics should be arbitrarily omitted or extracted, and that a text should be read in

its entirety. Opposed to this view was Wang Xifan of the Association for the

Confucian Way who considered Confucius as a model figure for the Chinese people,

and who personally selected sections of the Confucian classics to be read in

elementary and junior high school. This was similar to the educational guidelines

specified by Yuan Shikai and also to the opinion of Ye Dehui, however these two

differed in their opinion on the order the classics should be taught. This difference

was particularly apparent in regard to the placement of Confucius and Mencius as

models based on the teachings of Lu Xiangshan and Wang Yangming in the

educational guidelines, and it was decided that the Discourses of Mencius would be

read before the Analects of Confucius in elementary schools ; however, this order

had never previously been applied in an educational context. I also want to point

out that a consistent element in the discussion about the Confucian Classics as a
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school subject, and in the decision of the order they were to be studied was the

emphasis placed on modern educational principles that took in consideration

childrenʼs intelligence and their adaptability to the times.

In this way, the fact that the Yuan Shikai administration sought the

implementation of the study of the Confucian classics in elementary and junior high

schools can be called a kind of “revival” of the classics, but that does not mean it

was a simple return to the education of the Late Qing dynasty. We should consider

their efforts as a search for how to position traditional Confucian education in a

modern school educational system against the background of constructing a moral

order required by the times, and of modern educational principles that considered

child intelligence. As a result, a new principle appeared that was symbolized by the

order the Confucian Classics were studied, and that differed from the method of

learning employed in the Late Qing dynasty.
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