
姜

智
恩

著

�
鮮
儒
學
�
の
再
定
位

︱
︱
十
七
世
紀
東
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
︱
︱

中

純

夫

一

本
書
は
十
七
世
紀
�
鮮
の
儒
學
�
に
對
す
る
從
來
の
�
說
を
大
膽
に
批
�
し
︑
拔
本
�
な
再
考
を
	
る


欲
作
で
あ
る
︒
�
鮮
儒
學
�
に
關

す
る
邦
�
に
よ
る
硏
究
書
が
ま
だ
ま
だ
稀
少
な
中
に
あ
っ
て
︑
こ
の
よ
う
に
力
の
�
も
っ
た
著
書
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
︑
ま
ず
も
っ
て
斯
界

の
爲
に
大
い
に
慶
賀
し
た
い
と
思
う
︒
本
書
の
內
容
は
以
下
の
�
り
で
あ
る
︒

は
じ
め
に

第
一
違

二
十
世
紀
初
頭
︑﹁
東
ア
ジ
ア
﹂
の
�
生

第
一
�

儒
學
�
へ
の
關
心

第
二
�

十
七
世
紀
へ
の
�
目

第
二
違

十
七
世
紀
儒
者
世
界
の
樣
相
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第
一
�

�
鮮
の
士
大
夫
社
會

第
二
�

共
鳴
で
き
な
い
日
韓
の
儒
者

第
三
違

儒
者
た
ち
の
信
念

第
一
�

�
鮮
儒
者
社
會
の
思
想
�
基
礎

第
二
�

怨
た
な
經
書
�
釋
の
登
場
に
際
し
て

第
四
違

�
鮮
儒
學
�
展
開
の
か
な
め

第
一
�

朱
子
學
硏
鑽

第
二
�

�
鮮
儒
學
の
創
見
提
出
パ
タ
ー
ン

第
三
�

怨
た
な
解
釋

︱
︱
そ
の


義
付
け

第
五
違

東
ア
ジ
ア
の
中
の
�
鮮
儒
學
�

第
一
�

觀
點
の
轉
奄

第
二
�

東
ア
ジ
ア
か
ら
見
つ
め
る

お
わ
り
に

あ
と
が
き

參
考
�
獻

人
名
索
引

二

第
一
違
で
は
︑
本
書
が
十
七
世
紀
�
鮮
儒
學
�
を
專
ら
そ
の
硏
究
對
象
と
す
る
理
由
が
�
ら
か
に
さ
れ
る
︒
�
鮮
儒
學
硏
究
が
本
格
�
に
始
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ま
っ
た
二
十
世
紀
初
頭
︑
韓
國
は
日
本
に
よ
る
�
民
地
瓜
治
下
に
置
か
れ
て
い
た
︒
當
時
︑
�
民
當
局
は
�
民
政
策
を
樹
立
す
る
爲
︑
積
極
�

に
�
民
地
硏
究
を
推
�
し
て
い
た
︒
そ
し
て
そ
の
中
で
︑
�
鮮
儒
學
を
故


に
貶
め
る
よ
う
な
�
民
�
觀
・
�
民
地
儒
學
が
展
開
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
︒
そ
れ
は
︑
�
鮮
儒
學
の
朱
子
學
�
向
・
朱
子
學
�
隨
と
獨
創
性
の
缺
如
と
を
�
度
に
强
�
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
故
に
�
民
地

時
代
の
韓
國
知
識
人
は
︑
こ
の
よ
う
な
�
民
�
觀
に
對
抗
し
こ
れ
を
打
破
克
�
す
る
こ
と
を
時
代
の
�
命
と
し
て
强
く
�
識
す
る
に
至
る
︒
そ

の
�
�
で
彼
ら
が
�
目
し
た
の
が
十
七
世
紀
で
あ
っ
た
︒
十
七
世
紀
に
は
︑
經
書
解
釋
に
お
い
て
朱
熹
の
�
釋
と
は
衣
な
る
解
釋
を
提
�
す
る

一
群
の
人
々
が
登
場
し
た
︒
十
七
世
紀
は
ま
た
︑
一
六
世
紀
末
に
お
け
る
日
本
に
よ
る
二
度
の
 
略

(一
五
九
二
︑
一
五
九
七
)
を
經
て
︑
後
金

(一
六
二
七
)
と
淸
(一
六
三
六
)
に
よ
る
 
略
を
蒙
り
︑
さ
ら
に
は
東
ア
ジ
ア
�
大
の
事
件
と
も
言
う
べ
き
�
淸
$
替

(一
六
四
四
)
を
經
驗
す

る
と
い
う
︑
苦
難
と
激
動
の
世
紀
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
朱
子
說
と
は
衣
な
る
こ
れ
ら
の
經
書
解
釋
は
︑
朱
子
學
で
は
も
は
や
嚴
し
い
時
代
を

乘
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
危
機


識
の
も
と
で
摸
索
さ
れ
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
か
つ
そ
れ
は
�
鮮
後
&
に
興
�
す
る
實
學

思
想
の
'
芽
を
な
す
も
の
で
も
あ
っ
た
︑
と
し
て


義
づ
け
ら
れ
︑
さ
ら
に
は
十
七
世
紀
は
�
鮮
儒
學
�
上
︑
思
想
�
轉
奄
が
な
さ
れ
た
時
代

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
︒
本
書
は
︑
こ
の
よ
う
な


義
づ
け
の
當
否
を
實
證
�
に
檢
證
し
︑
十
七
世
紀
�
鮮
儒
學
�
を
再
定
位
す
る
こ
と
を
︑

そ
の
課
題
と
す
る
の
で
あ
る
︒

第
二
違
で
は
經
書
︑
と
り
わ
け
朱
子
學
�
經
書
解
釋
と
對
峙
す
る
際
の
︑
日
�
儒
學
者
の
態
度
の
相
(
と
そ
の
背
景
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒

十
七
世
紀
德
川
日
本
に
お
け
る
︑
古
學
*
に
よ
る
朱
子
學
批
�
は
︑﹁
+
代


識
の
成
長
﹂
と
し
て
積
極
�
に
-
價
さ
れ
た
︒
そ
し
て
�
民
地

時
代
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
觀
點
が
�
鮮
儒
學
�
に
も
.
用
さ
れ
︑
十
七
世
紀
�
鮮
に
お
け
る
︑
朱
子
學
と
は
衣
な
る
經
書
解
釋
の
出
現
に
對
し

て
︑
こ
れ
を
+
代
精
神
の
'
芽
と
し
て
積
極
�
に
-
價
す
る
觀
點
が
提
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
著
者
は
︑
儒
者
を
取
り
卷
く
1

境
の
2
く
衣
な
る
日
�
の
儒
學
�
を
單
純
に
比
�
し
︑
一
方
に
對
す
る
分
析
の
觀
點
を
他
方
に
對
し
て
安
易
に
.
用
し
應
用
す
る
こ
と
の
3
當

性
を
問
題
視
す
る

(三
五
頁
︑
七
一
頁
︑
ま
た
二
五
六
頁
)
︒
儒
者
を
取
り
卷
く
1
境
の
�
大
の
相
(
點
は
︑
科
擧
の
5
無
で
あ
る
︒
科
擧
の
あ
る

�
鮮
の
儒
者
は
︑
經
書
を
學
ん
で
科
擧
に
合
格
す
れ
ば
︑
爲
政
者
の
一
員
に
加
わ
っ
て
理
想
の
實
現
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
︒
經
書
の
敎
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え
に
心
か
ら
7
得
で
き
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
︑
經
書
の
內
容
を
と
り
あ
え
ず
修
得
し
さ
え
す
れ
ば
︑
社
會
荏
�
階
層
の
一
員
と
し
て
一
定
の

役
割
を
果
た
す
:
が
開
け
る
の
で
あ
る

(六
二
頁
)
︒
ま
た
朱
熹
の
解
釋
が
科
擧
に
お
け
る
模
範
答
案
の
基
準
と
な
る
以
上
︑
�
鮮
の
儒
者
に

あ
っ
て
は
︑
朱
熹
の
經
書
解
釋
に
對
し
て
懷
疑
を
;
く
契
機
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
︑
と
言
っ
て
も
�
言
で
は
な
い

(七
〇
頁
)
︒
一

方
︑
科
擧
の
な
い
日
本
の
儒
者
は
︑
科
擧
の
標
準
學
說
を
學
ぶ
必
=
が
な
い
點
で
は
自
由
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
こ
の
自
由
の
裏
面
は
權
力
か

ら
の
疎
外
で
も
あ
る(1

)
︒
日
本
の
儒
者
は
︑﹃
大
學
﹄
の
:
を
身
に
つ
け
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
治
人
の
地
位
に
就
く
ル
ー
ト
は
保
證
さ
れ
て
い
な

い
︒
そ
れ
故
に
彼
ら
は
︑
經
書
の
內
容
と
現
實
社
會
の
繫
が
り
を
︑
自
ら
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
德
川
儒
者
の
朱
子
學
に
對

す
る
批
�
は
︑
儒
敎
と
現
實
社
會
の
閒
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
が


識
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
︑
と
著
者
は
言
う

(六
三
頁
︑
七
〇
～
七
一
頁
)
︒
著

者
が
�
日
の
儒
者
を
と
り
ま
く
こ
の
よ
う
な
社
會
�
�
?
�
背
景
の
相
(
を
指
摘
す
る
の
は
︑
�
鮮
儒
敎
に
お
い
て
朱
子
學
に
對
す
る
懷
疑
や

批
�
が
生
じ
に
く
か
っ
た
原
因
を
提
示
す
る
爲
で
あ
ろ
う
︒

第
三
違
で
は
︑
十
七
世
紀
に
登
場
し
た
朱
熹
說
と
は
衣
な
る
經
書
解
釋
が
︑
具
體
�
に
檢
討
さ
れ
る
︒
先
行
硏
究
に
お
い
て
十
七
世
紀
�
鮮

儒
學
�
は
︑
朱
子
學
硏
究
の
深
?
と
敎
條
?
︑
朱
子
學
に
對
す
る
懷
疑
と
批
�
︑
と
い
う
二
つ
の
對
立
軸
で
說
�
さ
れ
て
き
た

(八
七
頁
)
︒

し
か
し
著
者
は
︑
以
下
に
擧
げ
る
よ
う
な
個
別
事
例
の
檢
證
に
卽
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
二
項
對
立
�
な
A
圖
で
當
該
&
の
儒
學
�
を
描
出
す
る

こ
と
に
衣
議
を
唱
え
る
︒
(1
)
尹
鐫

(一
六
一
七
～
一
六
八
〇
)
は
︑
朱
熹
﹃
中
庸
違
句
﹄
第
一
違
﹁
脩
:
之
謂
敎
﹂
の
朱
�
﹁
脩
︑
品
�
之

也
﹂
に
對
し
て
︑﹁
脩
﹂
を
﹁
戒
愼
恐
懼
﹂
の


に
解
釋
し
た
︒
尹
鐫
は
自
說
の
根
據
を
︑
朱
熹
﹁
名
堂
室
記
﹂
(﹃
朱
�
公
�
集
﹄
卷
七
八
)
に

求
め
て
い
る

(一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
)
︒
(2
)
朴
世
堂

(一
六
二
九
～
一
七
〇
三
)
は
︑
朱
熹
﹃
中
庸
違
句
﹄
第
一
違
の
�
﹁
存
天
理
﹂
を
﹁
徇
天

理
﹂
に
改
め
る
べ
き
だ
と
B
張
し
た
︒
天
理
は
人
の
心
に
具
5
さ
れ
常
に
存
在
す
る
か
ら
︑
こ
れ
に
徇

し
た
が

い
得
る
か
否
か
だ
け
を
問
題
と
す
べ

き
だ
︑
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る

(一
〇
二
頁
)
︒
(3
)
朴
世
堂
は
朱
熹
の
﹁
性
卽
理
﹂
と
い
う
命
題
を
問
題
視
す
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
在
天

曰
理
︑
在
人
曰
性
﹂
と
い
う
兩
者
の
區
別
を
亂
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

(一
〇
三
頁
)
︒
(4
)
趙
F
(一
五
七
九
～
一
六
五
五
)
は
︑﹃
大

學
違
句
﹄
傳
六
違
に
お
い
て
﹁
毋
自
欺
﹂
と
﹁
自
慊
﹂
を
と
も
に
G


の
工
夫
と
す
る
朱
熹
說
に
對
し
て
︑
G


の
工
夫
は
﹁
毋
自
欺
﹂
の
み
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で
﹁
自
慊
﹂
は
そ
の
效
驗
に
他
な
ら
な
い
と
B
張
︑
そ
の
根
據
と
し
て
朱
熹
の
書
w
等
十
七
H
の
�
獻
を
引
證
し
︑
朱
熹
說
の
定
論
は
﹃
違

句
﹄
に
で
は
な
く
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
�
獻
に
あ
る
こ
と
︑
自
分
の
解
釋
は
﹃
違
句
﹄
と
は
相
(
し
て
も
朱
熹
定
論
と
は
相
(
し
な
い
こ
と
を
論

じ
て
い
る

(一
二
〇
～
一
二
一
頁
)
︒
(5
)
崔
錫
鼎

(一
六
四
六
～
一
七
一
五
)
の
﹃
禮
記
類
H
﹄
は
︑﹃
禮
記
﹄
經
�
を
類
別
し
て
獨
自
に
J
纂

し
直
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
そ
こ
に
施
さ
れ
た
崔
錫
鼎
の
附
�
の
う
ち
︑
例
え
ば
﹁
中
庸
﹂
に
對
す
る
も
の
に
は
︑﹃
中
庸
違
句
﹄
に
お
け

る
解
釋
と
は
衣
な
る
部
分
が
5
る
︒
た
だ
﹃
禮
記
類
J
﹄
に
お
け
る
類
別
は
基
本
�
に
朱
熹
﹃
儀
禮
經
傳
�
解
﹄
に
依
據
し
た
も
の
で
あ
り
︑

ま
た
當
該
の
附
�
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹃
違
句
﹄
と
は
別
の
朱
熹
著
作
中
に
そ
の
根
據
が
置
か
れ
て
い
る

(一
二
二
頁
︑
一
二
九
頁
)
︒

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
︑
朱
熹
﹃
違
句
﹄
の
�
釋
や
朱
熹
說
と
は
衣
な
る
見
解
を
提
�
す
る
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
自
說
の
根
據
を
朱
熹
の
他
の

著
作
に
求
め
る

(1
)
(4
)
(5
)
は
︑
朱
熹
の
本
旨

(定
論
)
を
�
究
す
る


圖
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
り
︑
こ
れ

ら
を
朱
熹
說
に
對
す
る
懷
疑
に
根
ざ
し
た
朱
子
學
批
�
の
言
辭
と
見
な
す
の
は
3
當
で
は
な
い
︒
ま
た

(2
)
(3
)
に
し
て
も
︑
人
心
に
お

け
る
天
理
の
具
5
︑
性
や
理
に
對
す
る
槪
念
規
定
︑
と
い
っ
た
朱
子
學
の
基
本
�
枠
組
み
を
承
�
L
容
し
た
上
で
の
議
論
で
あ
っ
て
︑
や
は
り

朱
子
學
に
對
す
る
懷
疑
や
批
�
と
見
な
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
︒
著
者
は
﹁
尹
鐫
の
衣
說
の
提
�
は
︑
朱
熹
の
著
作
へ
の
詳
細
な
�
査
か
ら
發

展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
﹂
(一
〇
一
頁
)
︑﹁
(趙
F
は
)
朱
子
學
を
M
重
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
�
を
改
め
た
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
朱
子

學
本
來
の
考
え
方
を
�
ら
か
に
し
た
﹂
(一
二
二
頁
)
と
指
摘
す
る
︒
こ
れ
は
︑
朱
熹
說
と
は
衣
な
る
經
書
解
釋
を
︑
朱
子
學
へ
の
懷
疑
や
批
�

と
安
易
に
結
び
つ
け
︑
さ
ら
に
そ
こ
に
﹁
�
步
�
﹂﹁
+
代
�
﹂


義
等
を
付
與
し
て
き
た
先
行
硏
究
︑
ま
た
朱
子
學
硏
究
の
深
?
が
そ
の
敎

條
?
を
招
い
た
等
々
と
す
る
先
行
硏
究
の
理
解
を
︑
實
證
�
に
批
�
論
�
す
る
も
の
で
あ
る
︒

ま
た
�
民
地
時
代
以
來
︑
朱
子
學
者
の
理
論
展
開
が
無
用
の
空
論
と
し
て
批
�
さ
れ
︑
そ
れ
に
對
し
て
尹
鐫
や
朴
世
堂
の
經
書
解
釋
は
︑
經

書
の
內
容
を
日
常
生
活
に
お
い
て
實
踐
す
る
こ
と
に
重
點
を
置
く
も
の
と
し
て
-
價
さ
れ
︑
さ
ら
に
は
そ
の
點
が
�
鮮
後
&
の
實
學
思
想
の
先

驅
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
著
者
は
︑
朴
世
堂
の
經
書
解
釋
を
分
析
し
た
上
で
︑
朴
世
堂
は
體
用
で
言
え
ば
用
よ
り
も
む
し
ろ

體
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
た
事
實
を
指
摘
︑
實
踐
重
視
云
々
の
從
來
の
-
價
を
批
�
す
る

(九
〇
～
九
二
頁
)
︒
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第
四
違
で
は
︑
�
鮮
儒
學
�
に
お
け
る
獨
創
性
の
問
題
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
︒
�
鮮
の
學
O
に
對
す
る
硏
究
が
本
格
?
し
た
二
十
世
紀

初
頭
以
來
︑
�
鮮
儒
敎
は
朱
子
學
�
向
の
︑
獨
創
性
を
缺
如
し
た
﹁
虛
﹂
と
﹁
假
﹂
の
學
O
�
で
あ
っ
た
と
い
う
反
省
の
上
に
立
ち
︑
朱
子
學

を
﹁
批
�
﹂
す
る
﹁
獨
創
性
﹂
の
高
い
人
物
の
發
掘
が
�
め
ら
れ
て
き
た
︒
以
來
︑
朱
子
學
*
は
︑
獨
創
�
見
解
に
對
置
對
立
す
る
存
在
と
し

て
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
卽
ち
︑
獨
走
�
見
解
が
朱
子
學
硏
究
の
領
域
か
ら
見
出
さ
れ
る
可
能
性
は
︑
は
じ
め
か
ら
封
Q
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
︒
そ
れ
故
に
�
民
地
時
代
以
來
︑
宋
時
烈

(一
六
〇
七
～
一
六
八
九
)
ら
の
學
O
動
向
は
︑
朱
子
學
�
從
・
朱
子
學
原
理
B
義
と
し
て
一

蹴
さ
れ
る
他
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(一
六
一
頁
)
︒

宋
時
烈
と
そ
の
門
下
は
︑
�
淸
$
代
以
來
︑
�
鮮
が
中
華
の
繼
承
者
と
し
て
中
華
の
:
理
を
體
現
す
る
B
體
で
あ
る
べ
き
だ
と
︑
誰
よ
り
も

强
く
B
張
し
た
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な


識
の
も
と
で
彼
ら
は
︑
朱
子
學
に
對
す
る
精
緻
な
硏
究
に
誰
よ
り
も
力
を
�
い
だ
︒
そ
の
精
緻
な
硏

究
の
中
で
も
と
り
わ
け
彼
ら
が
重
視
し
た
の
が
︑
朱
熹
の
思
想
變
�
の
問
題
で
あ
っ
た
︒
朱
熹
の
學
說
は
︑
生
涯
に
わ
た
る
著
営
や
書
w
︑

﹃
語
類
﹄
等
に
お
い
て
︑
互
い
に
矛
盾
す
る
箇
R
が
少
く
な
い
︒
そ
こ
で
彼
ら
は
︑
互
い
に
相
(
し
矛
盾
す
る
諸
學
說
の
中
か
ら
︑
何
が
朱
熹

の
定
論
な
の
か
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
︒
朱
熹
の
晚
年
定
論
を
確
定
す
る
こ
と
は
︑
學
O
界
の
�
重
=
課
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る

(一
五

〇
頁
)
︒
こ
の
方
面
を
代
表
す
る
成
果
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
宋
時
烈
が
着
手
し
韓
元
震

(一
六
八
二
～
一
七
五
一
)
が
完
成
し
た
﹃
朱
子
言
論

同
衣
攷
﹄
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
韓
元
震
は
﹁
朱
子
言
論
同
衣
攷
序
﹂
に
お
い
て
︑﹁
孔
子
は
生
知
の
人
な
の
で
そ
の
言
葉
に
早
晚
の
差
は
な
い
が
︑

朱
熹
は
學
知
の
人
な
の
で
︑
そ
の
言
葉
に
は
早
晚
の
差
が
5
る
こ
と
を
免
れ
な
い
︒﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
宋
時
烈
は
一
貫
し

て
朱
熹
を
V
人
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
が
︑
韓
元
震
は
︑
朱
熹
は
V
人
に
非
ず
と
の
�
識
を
�
確
に
示
し
た

(一
五
九
頁
)
︒
つ
ま
り
�
鮮
の

儒
者
た
ち
は
︑
園
底
�
な
朱
子
學
硏
究
を
�
し
て
︑
朱
熹
は
生
知
の
V
人
で
は
な
く
︑
そ
の
初
&
の
學
說
に
は
淺
+
な
も
の
も
含
ま
れ
る
︑
と

の
�
識
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
︒
朱
子
は
V
人
に
非
ず
と
の
�
識
は
︑
朱
子
學
へ
の
懷
疑
か
ら
で
は
な
く
︑
朱
子
學
硏
鑽
の
內
部
か
ら
自
然
に

發
生
し
た
の
で
あ
る

(一
六
〇
～
一
六
一
頁
)
︒
こ
う
し
た
著
者
の
指
摘
は
︑
朱
子
學
硏
究
の
深
?
は
そ
の
敎
條
?
を
も
た
ら
し
︑
朱
子
學
へ
の

懷
疑
は
朱
子
學
批
�
を
も
た
ら
し
た
︑
と
い
う
舊
來
の
二
項
對
立
�
圖
式
�
理
解
に
對
し
て
一
つ
の
反
證
を
與
え
る
と
と
も
に
︑
朱
子
學
硏
究
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そ
の
も
の
の
中
に
內
W
さ
れ
た
獨
創
性
の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
︒

な
お
そ
の
獨
創
性
に
つ
い
て
著
者
は
︑
�
鮮
の
儒
者
た
ち
は
︑
怨
た
な
見
解
を
提
示
す
る
に
際
し
て
も
︑
自
說
の
獨
創
性
は
む
し
ろ
否
�
し
︑

自
說
が
朱
熹
の
見
解
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と
B
張
す
る
こ
と
に
︑
あ
る
い
は
こ
れ
こ
そ
が
朱
熹
の
定
論
で
あ
る
と
論
證
す
る
こ
と
に
︑
そ

の
說
得
性
を
求
め
よ
う
と
し
た
︑
と
も
指
摘
す
る

(一
六
五
～
一
六
七
頁
)
︒
�
鮮
儒
敎
�
に
お
け
る
眞
の
獨
創
性
と
は
何
か
︑
と
い
う
問
い
と

對
峙
す
る
際
︑
我
々
硏
究
者
の
眼
力
も
︑
同
時
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
︒

第
五
違
で
は
︑
從
來
の
�
鮮
儒
學
硏
究
に
お
け
る
方
法
論
上
の
問
題
點
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
思
想
�
硏
究
と
は
本
來
︑

歷
�
上
に
ば
ら
ば
ら
に
存
在
す
る
﹁
點
﹂
か
ら
5


義
な
も
の
を
見
出
し
︑
そ
れ
を
一
つ
の
線
に
繫
げ
る
作
業
で
あ
る
︒
し
か
し
實
際
に
は
し

ば
し
ば
︑
あ
ら
か
じ
め
一
つ
の
﹁
線
﹂
が
想
定
さ
れ
た
上
で
︑
こ
の
﹁
線
﹂
を
描
き
得
る
よ
う
な
﹁
點
﹂
を
集
め
る
と
い
う
順
序
で
︑
分
析
が

行
わ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
︒
二
十
世
紀
初
頭
に
着
手
さ
れ
た
�
鮮
實
學
硏
究
は
︑
�
鮮
儒
學
が
心
性
理
氣
の
議
論
に
Y
始
し
た
こ
と
に
對

す
る
反
省
を
︑
そ
の
出
發
點
と
す
る
︒
そ
れ
故
に
實
學
の
'
芽
を
な
し
基
盤
と
な
る
思
想
が
︑
�
朱
學
以
外
に
存
在
す
る
こ
と
が
︑
あ
ら
か
じ

め
想
定
さ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
例
え
ば
朴
世
堂
の
﹁
實
踐
�
經
書
解
釋
﹂
が
︑
�
鮮
�
に
お
け
る
思
想
�
�
步
を
示
す
價
値
あ
る
﹁
點
﹂
と

し
て
-
價
さ
れ
︑
十
八
～
十
九
世
紀
の
實
學
思
想
へ
と
﹁
線
﹂
が
繫
げ
ら
れ
た
︒
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
描
き
出
さ
れ
た
思
想
�
は
︑
一
種

の
﹁
神
話
﹂
に
�
ぎ
な
い
︒
ま
た
二
〇
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
か
ら
後
づ
け
で
設
定
さ
れ
た
B
題
に
つ
い
て
︑
十
七
世
紀
の
あ
る
儒
者
が
無
關
心

で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
彼
を
傳
瓜
に
Z
從
し
た
だ
け
の
儒
者
だ
と
分
類
す
る
の
も
ま
た
︑
や
は
り
一
つ
の
﹁
神
話
﹂
に
�
ぎ
な
い

(二
三
八

～
二
四
一
頁(2
))

︒

三

本
書
の
�
大
の
特
色
は
︑
從
來
の
�
鮮
儒
學
硏
究
が
�
民
地
&
の
二
十
世
紀
初
頭
以
來
︑﹁
�
民
�
觀
に
根
ざ
し
た
�
鮮
思
想
[
視
を
如
何

に
打
破
克
�
す
べ
き
か
﹂
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
呪
\
さ
れ
續
け
て
き
た
事
實
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
︑
そ
の
よ
う
な
呪
\
か
ら
今
こ
そ
解
き
放
た
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れ
る
べ
き
だ
と
︑
�
快
に
提
言
し
た
點
に
在
る
︒
�
民
�
觀
が
も
た
ら
し
た
朱
子
學
墨
守
・
獨
創
性
の
缺
如
と
い
っ
た
否
定
�
-
價
の
克
�
を

時
代
の
�
命
と
し
て
强
く
�
識
し
た
當
時
の
�
鮮
知
識
人
た
ち
は
︑
十
七
世
紀
�
鮮
に
反
朱
子
學
の
思
想
動
向
を
﹁
發
掘
﹂﹁
發
見
﹂
し
︑
こ

れ
を
�
步
�
思
想
と
し
て
高
く
-
價
︑
さ
ら
に
は
こ
れ
を
後
の
實
學
思
想
等
﹁
+
代
�
思
想
﹂
の
'
芽
と
し
て
位
置
づ
け
た
︒
こ
の
よ
う
な
�

鮮
儒
學
理
解
は
や
が
て
一
種
の
固
定
觀
念
と
?
し
︑
そ
の
後
の
�
鮮
儒
學
硏
究
の
あ
り
方
を
大
き
く
規
定
す
る
も
の
と
な
る
︒
著
者
は
︑
こ
の

よ
う
な
固
定
觀
念
に
陷
っ
て
き
た
あ
ま
た
の
先
行
硏
究
に
對
し
て
拔
本
�
な
反
省
と
訂
正
を
	
り
︑
�
鮮
儒
學
�
の
再
定
位
を
提
言
す
る
︒
本

書
の
問
題
提
�
は
︑
從
來
の
�
鮮
儒
學
硏
究
に
對
し
て
鮮
烈
な
一
石
を
投
ず
る
も
の
で
あ
る
︒
上
営
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
︑
舊
來
の
�
鮮
儒
學
硏

究
を
廣
範
に
か
つ
色
濃
く
染
め
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
本
書
が
提
出
し
た
問
題
提
�
の


義
は
︑
極
め
て
深
く
大
き
い
︒

先
に
觸
れ
た
﹁
時
代
の
�
命
﹂
は
︑
そ
の
後
の
�
鮮
儒
學
�
硏
究
の
あ
り
方
を
大
き
く
方
向
づ
け
︑
そ
の
呪
\
は
今
日
に
ま
で
^
ん
で
い
る
︒

し
て
み
れ
ば
こ
れ
か
ら
の
�
鮮
儒
學
�
硏
究
は
︑
そ
の
よ
う
な
呪
\
と
ひ
と
た
び
訣
別
す
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
怨
た
な
一
步
が
踏
み
出
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
︒
本
書
が
﹁
�
民
地
時
代
に
�
鮮
儒
學
�
硏
究
に
絡
み
つ
い
た
時
代
�
�
命
感
を
切
り
離
し
︑
そ
の
歷
�
�
展
開
を
實
證
し
て
き

た
﹂
(二
九
六
頁
)
と
営
べ
る
R
以
で
あ
る
︒
た
だ
し
著
者
は
そ
の
よ
う
な
時
代
�
�
命
感
を
︑�
鮮
儒
學
�
硏
究
に
歪ひ
ず

み
を
も
た
ら
し
た
元
凶

と
し
て
冷
園
に
非
難
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
︒
嚴
し
い
苦
難
の
中
で
時
代
の
�
命
と
眞
摯
に
向
き
あ
っ
た
當
時
の
知
識
人
た
ち
に
對
し
︑

著
者
は
む
し
ろ
十
分
な
敬


を
拂
っ
て
い
る
︒﹁
二
十
世
紀
の
後
a
に
生
ま
れ
た
筆
者
は
︑
當
時
の
知
識
人
た
ち
が
背
b
っ
て
い
た
�
命
感
の

重
さ
を
想
宴
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
︒﹂
(四
頁
)
と
い
う
言
葉
は
︑
そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
︒
本
書
で
著
者
は
︑
二
十
世
紀
初

頭
の
�
鮮
知
識
人
た
ち
を
取
り
卷
く
時
代
狀
況
と
彼
ら
を
突
き
動
か
し
て
い
た
�
命
感
の
內
實
︑
^
び
彼
ら
が
提
�
し
た
�
鮮
儒
學
理
解
が
そ

れ
以
影
︑
一
種
の
固
定
觀
念
と
な
っ
て
今
日
に
至
る
ま
で
廣
く
液
布
し
續
け
て
き
た
實
態
等
に
つ
き
︑
丹
念
に
跡
づ
け
て
い
る
︒
そ
の


味
で

本
書
は
︑
十
七
世
紀
�
鮮
儒
學
�
に
關
す
る
優
れ
た
硏
究
書
で
あ
る
と
同
時
に
︑
好
個
の
�
鮮
+
代
學
O
�
硏
究
で
も
あ
る
︒

ま
た
︑
十
七
世
紀
と
い
う
時
代
狀
況
と
︑
そ
の
時
代
を
生
き
た
儒
者
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
關
し
て
も
︑
著
者
は
先
行
硏
究
の
理
解

に
對
し
て
修
正
を
	
る
︒
旣
に
觸
れ
た
よ
う
に
︑
女
眞
族
に
よ
る
數
f
の
 
略
︑
�
淸
$
代
と
い
う
激
動
の
時
代
に
あ
っ
た
十
七
世
紀
の
�
鮮
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儒
敎
に
對
し
て
多
く
の
先
行
硏
究
は
﹁
嚴
し
い
時
代
を
乘
り
越
え
る
爲
に
從
來
の
朱
子
學
に
代
わ
る
怨
た
な
思
想
が
摸
索
さ
れ
︑
そ
の
�
�
で

朱
子
學
と
は
衣
な
る
怨
た
な
經
書
解
釋
が
も
た
ら
さ
れ
た
︒﹂
と
い
っ
た
說
�
を
施
し
て
き
た

(一
八
頁
)
︒
し
か
し
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑

實
g
は
む
し
ろ
そ
の
h
で
あ
る
︒
彼
ら
の
多
く
は
︑
滿
洲
族
の
淸
�
に
代
っ
て
中
華
の
:
瓜
を
L
け
繼
ぐ
こ
と
を
自
任
し
て
い
た
︒
そ
し
て
そ

の
L
け
繼
ぐ
べ
き
:
の
內
實
を
な
す
も
の
は
︑
朱
子
學
に
他
な
ら
な
か
っ
た

(二
九
四
頁
)
︒
實
際
︑
朱
子
學
と
は
衣
な
る
經
書
解
釋
を
提
示
し

た
と
さ
れ
る
當
の
儒
者
︑
例
え
ば
朴
世
堂
な
ら
朴
世
堂
の
著
作
中
に
﹁
朱
子
學
で
は
現
今
の
難
局
を
乘
り
越
え
ら
れ
な
い
﹂
等
と
い
う
問
題



識
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

(二
三
五
頁
)
︒

本
書
を
貫
く
硏
究
手
法
は
︑
極
め
て
嚴
密
な
�
獻
實
證
B
義
で
あ
る
︒
先
に
も
觸
れ
た
�
り
本
書
は
︑
先
行
硏
究
に
お
い
て
反
朱
子
學
と
目

さ
れ
た
尹
鐫
・
朴
世
堂
・
趙
F
・
崔
錫
鼎
等
の
著
作
・
經
書
解
釋
を
取
り
上
げ
︑
檢
證
を
行
っ
て
い
る
︒
多
く
の
先
行
硏
究
は
︑
朱
熹
說
に
反

論
を
加
え
て
い
る
よ
う
な
箇
R
を
取
り
上
げ
て
安
易
に
﹁
反
朱
子
學
�
﹂﹁
脫
性
理
學
�
﹂
と
論
定
し
た
が
︑
そ
の
實
︑
朱
熹
說
と
の
衣
同
の



味
を
十
分
に
解
�
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
本
書
は
膨
大
な
一
f
j
料
と
粘
り
强
く
對
峙
し
︑
當
該
著
作
の
︑
或
い
は
當
該
經
書
の

具
體
�
�
k
に
卽
し
て
︑
衣
同
の
內
實
を
分
析
し
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
先
行
硏
究
の
描
く
�
鮮
儒
學
�
の
多
く
が
﹁
神
話
﹂
に
�
ぎ
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
︑
個
別
事
例
に
卽
し
て
論
證
し
た
︒
本
書
の
敍
営
に
對
し
て
は
︑
各
違
末
に
附
さ
れ
た
�
に
お
い
て
︑
大
量
の
一
f
j
料
が

そ
の
根
據
と
し
て
引
か
れ
て
お
り
︑
本
書
の
實
證
性
を
高
め
る
と
と
も
に
︑著
者
の
優
れ
た
j
料
l
用
能
力
を
示
し
て
い
る
︒
本
書
が
引
證
す

る
一
f
j
料
は
中
國
・
�
鮮
・
日
本
に
^
び
︑
ま
た
中
韓
日
の
先
行
硏
究
に
も
幅
廣
く
目
�
り
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
儒
敎
硏
究
は
︑
中
國
・
�

鮮
・
日
本
を
對
象
と
し
た
個
別
硏
究
か
ら
︑
東
ア
ジ
ア
2
體
を
視
座
に
收
め
た
地
域
橫
斷
�
硏
究
へ
と
�
展
し
て
い
く
こ
と
の
必
=
性
が
說
か

れ
て
久
し
い
︒
著
者
が
今
後
こ
の
分
野
を
牽
引
し
て
い
く
存
在
と
な
る
こ
と
が
︑
大
い
に
&
待
さ
れ
る
︒

四

以
下
︑
本
書
に
殘
さ
れ
た
課
題
と
思
わ
れ
る
點
等
に
つ
き
︑
い
く
つ
か
営
べ
て
み
た
い
︒
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第
一
は
︑
宋
時
烈
門
下
を
は
じ
め
と
す
る
�
鮮
朱
子
學
に
對
す
る
再
-
價
の
問
題
で
あ
る
︒
旣
に
觸
れ
た
�
り
彼
ら
の
思
想
�
營
爲
は
︑
本

格
�
な
�
鮮
儒
學
�
硏
究
が
開
始
さ
れ
た
當
初
か
ら
︑
獨
創
�
�
步
�
思
想
の
對
極
に
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
︑
頑
な
に
朱
子
學
を
墨
守
す
る

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
︒
こ
の
よ
う
な
固
定
觀
念
を
淸
算
し
︑
朱
子
學
硏
究
の
深
?
は
朱
子
學
の
敎
條
?
を
招
い
た
と
い
う
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
な
理
解
を
乘
り
越
え
て
い
く
べ
き
こ
と
を
︑
著
者
は
力
說
す
る
︒
そ
し
て
こ
れ
も
旣
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
そ
れ
は
︑
�
鮮
朱
子

學
そ
の
も
の
の
中
に
豐
か
な
獨
創
性
が
內
W
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
筈
だ
︒
で
は
n
っ
て
︑
�
鮮
朱
子
學
に
內
在

す
る
獨
創
性
と
は
如
何
な
る
も
の
か
︒
こ
の
點
に
つ
き
︑
よ
り
踏
み
�
ん
だ
著
者
の
分
析
が
欲
し
か
っ
た
と
思
う
︒
例
え
ば
�
鮮
朱
子
學
獨
自

の
展
開
と
し
て
名
高
い
四
端
七
g
論
爭
や
湖
洛
論
爭
は
︑
一
見
す
る
限
り
︑
煩
瑣
で
不
毛
な
論
議
と
映
り
か
ね
な
い
︒
そ
こ
に
我
々
は
︑
如
何

に
し
て
獨
創
性
や
思
想
�
魅
力
を
o
み
取
っ
て
い
く
べ
き
か
︒
も
っ
と
も
こ
れ
は
︑
著
者
が
投
じ
た
ボ
ー
ル
を
L
け
止
め
た
我
々
に
課
さ
れ
た

課
題
で
も
あ
ろ
う
︒
因
み
に
-
者
は
�
+
︑
湖
洛
論
爭
に
お
け
る
韓
元
震
の
立
場
を
考
察
し
︑
そ
の
性
三
層
說
の
存
在
に
�
目
し
た
︒
中
國
朱

子
學
が
﹁
本
然
之
性
︱
︱
氣
質
之
性
﹂
と
い
う
二
層
A
p
で
性
を
把
握
す
る
の
に
對
し
︑
韓
元
震
の
性
三
層
說
は
極
め
て
獨
創
性
の
高
い
も

の
で
あ
り
︑
�
鮮
朱
子
學
の
成
果
の
一
つ
に
數
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る(3

)
︒
我
々
は
今
︑
�
鮮
朱
子
學
と
い
う
豐
か
な
鑛
k
の
q
に

立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

第
二
は
︑
朱
熹
說
と
は
衣
な
る
經
書
解
釋
に
對
す
る
-
價
の
問
題
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
を
安
易
に
﹁
反
朱
子
學
�
﹂﹁
脫
性
理
學
�
﹂
と
論
斷

す
る
先
行
硏
究
の
見
解
を
本
書
が
個
別
實
證
�
に
論
�
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
旣
に
觸
れ
た
︒
著
者
は
﹁
朱
子
學
を
擁
護
す
る
側
と
批

�
す
る
側
と
に
分
け
て
�
鮮
儒
學
�
を
說
�
す
る
こ
と
は
︑
困
難
な
の
で
あ
る
﹂
と
も
営
べ
て
い
る

(一
三
五
頁
)
︒
た
だ
n
っ
て
︑
そ
も
そ
も

�
鮮
儒
學
�
に
は
︑
朱
子
學
に
對
す
る
批
�
や
反
發
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
︑
と
い
う
問
い
は
︑
�
民
�
觀
の
克
�
と
い
う
呪
\
か
ら
脫
却

し
た
上
で
な
お
︑
改
め
て
吟
味
檢
證
す
る
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
い
く
つ
か
の
例
を
擧
げ
た
い
︒

①
少
論
の
張
維

(一
五
八
七
～
一
六
三
八
)
に
は
︑﹁
中
國
學
O
多
岐
﹂
に
始
ま
る
著
名
な
一
�
が
5
る
︒﹁
中
國
の
學
O
に
は
儒
敎
・
佛
敎
・

:
敎
が
5
り
︑
儒
敎
の
中
に
も
�
朱
學
や
陸
學
が
5
る
等
︑
多
岐
に
わ
た
る
︒
そ
れ
に
比
べ
て
我
國
は
︑
�
朱
學
の
み
で
あ
る
︒
そ
れ
も
︑
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個
々
人
が
確
固
た
る
志
を
持
っ
て
�
朱
學
を
學
ん
で
い
る
の
で
は
2
く
な
く
︑
單
に
そ
れ
が
世
閒
で
M
崇
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
�
隨
し
て
い
る

に
�
ぎ
な
い
︒﹂
こ
こ
に
は
︑
朱
子
學
一
邊
倒
と
い
う
�
鮮
學
O
界
の
風
氣
に
對
す
る
�
確
な
不
滿
が
示
さ
れ
て
い
る(4

)
︒

②
高
橋
亨
は
︑
少
論
の
Y
齊
斗

(一
六
四
九
～
一
七
三
六
)
等
に
お
け
る
陽
�
學
信
奉
に
觸
れ
た
上
で
﹁
少
論
*
は
時
に
盛
衰
は
あ
っ
た
け
れ

ど
も
︑
尤
庵

(宋
時
烈
)
の
勢
:
を
占
め
し
以
來
は
大
體
に
於
て
老
論
に
比
し
て
不
r
の
位
地
に
あ
る
べ
く
餘
儀
な
く
せ
ら
れ
た
︒
そ
こ
で
彼

等
は
官
學
に
對
し
て
一
種
の
淡
き
反
感
反
撥
を
懷
く
に
至
り
︑
敢
て
衣
說
を
唱
へ
ん
と
す
る


を
�
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒﹂
と
営
べ
て
い

る(5
)

︒
-
者
の
分
析
に
據
れ
ば
︑
Y
齊
斗
は
基
本
�
に
朱
王
兩
可
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
︑
決
し
て
朱
子
學
を
否
定
す
る
者
で
は
な
い
︒
た
だ
し

少
な
く
と
も
朱
熹
格
物
說
の
根
幹
を
な
す
卽
物
窮
理
說
に
對
し
て
は
︑
�
確
に
こ
れ
を
批
�
し
て
い
る(6

)
︒

③
李
萬
s
﹃
息
山
集
﹄
卷
一
二
﹁
中
原
t
義
﹂
(一
六
九
九
年
)
は
︑
李
瀷
の
二
人
の
兄
︑
曹
夏
疇

(李
瀷
の
姉
の
夫
)
︑
^
び
李
萬
s
の
四
名

(い
ず
れ
も
南
人
)
に
よ
る
學
O
討
論
の
內
容
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
曹
夏
疇
の
以
下
の
發
言
が
引
か
れ
て
い
る
︒﹁
朱
子
之
q
無

{
釋
︑
然
專
門
實
得
者
多
︒
朱
子
之
後
︑
始
5
{
釋
︑
掇
拾
趨
末
︑
少
實
得
之
人
︒
儘
知
{
釋
之
無
益
於
經
也
︒﹂﹁
宋
季
學
者
︑
趨
末
無
實
︒

豈
非
朱
子
w
之
乎
︒﹂﹁
朱
子
{
經
傳
︑
而
後
之
儒
者
︑
映
生
映
︑
葉
生
葉
︑
經
傳
本
旨
反
�
︒
非
朱
子
R
w
而
何
︒﹂
こ
こ
で
曹
夏
疇
は
︑
朱

熹
の
經
書
�
釋
が
經
傳
の
本
旨
を
見
失
わ
せ
た
元
凶
で
あ
る
と
さ
え
斷
じ
て
い
る
如
く
で
あ
り
︑
朱
熹
の
學
O
に
對
す
る
露
骨
な
反
發
が
讀
み

取
れ
る
︒
金
光
來
は
こ
れ
を
﹁
朱
子
の
學
問
�
權
威
を
�
め
な
い
︑
い
わ
ゆ
る
朱
子
�
釋
の
無
用
論
と
も
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
發
言
﹂
と
-
し

た
上
で
︑
そ
の
背
景
に
つ
い
て
﹁
老
論
に
よ
っ
て
釀
成
さ
れ
た
朱
子
學
の
絕
對
?
と
い
う
不
穩
な
學
問
風
土
へ
の
�
惡
感
に
よ
っ
て
誘
發
さ
れ

た
も
の
﹂
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る(7

)
︒

こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
朱
子
學
一
M
に
對
す
る
不
滿
︑
朱
熹
經
書
解
釋
に
對
す
る
批
�
︑
朱
子
學
に
對
す
る
反
感
反
發
を
示
す
事
例
で
あ
る
︒

老
論
に
お
け
る
朱
子
學
M
崇
︑
少
論
・
南
人
に
お
け
る
衣
學
*
の
輩
出
︑
と
い
っ
た
見
取
り
圖
を
安
易
に
想
定
す
る
こ
と
に
對
し
て
は
な
お
︑

愼
重
を
&
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
け
れ
ど
も
�
鮮
儒
學
�
上
︑
朱
子
學
と
は
衣
な
る
思
想
傾
向
を
持
つ
一
群
の
儒
者
た
ち

(
衣
學
*
)
が
存
在
し

た
こ
と
は
︑
や
は
り
看
�
す
べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
ろ
う
︒
折
し
も
︑
�
鮮
儒
學
�
に
お
け
る
衣
學
*
の
存
在
に
つ
い
て
は
︑
京
城
z
大
時
代
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の
高
橋
亨
が
つ
と
に
着
目
し
て
い
た
事
實
が
+
年
に
な
っ
て
�
ら
か
に
さ
れ
︑
脚
光
を
浴
び
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る(8

)
︒
衣
學
*
の
存
在
を

�
鮮
儒
學
�
上
に
如
何
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
は
︑
や
は
り
今
後
に
殘
さ
れ
た
課
題
で
あ
ろ
う
︒

第
三
は
︑
十
八
世
紀
以
影
の
�
鮮
學
O
�
・
儒
學
�
を
如
何
に
展
{
す
る
か
︑
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
周
知
の
�
り
十
八
世
紀
に
は
︑
李
瀷

(一
六
八
一
～
一
七
六
三
)
に
始
ま
る
星
湖
學
*
︑
^
び
洪
大
容

(一
七
三
一
～
一
七
八
三
)
・
朴
趾
源

(一
七
三
七
～
一
八
〇
五
)
・
朴
齊
家

(一
七
五

〇
～
一
八
〇
五
)
等
を
中
心
と
す
る
北
學
*
に
代
表
さ
れ
る
︑
R
謂
實
學
*
が
興
�
し
た
︒
こ
れ
ら
實
學
*
の
'
芽
と
し
て
十
七
世
紀
の
︑
朱

熹
說
と
は
衣
な
る
經
書
解
釋
を
提
示
し
た
人
々
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
對
し
て
︑
著
者
が
一
貫
し
て
否
定
�
立
場
を
}
っ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
︑
旣
に
觸
れ
て
き
た
︒
で
は
n
っ
て
︑
十
八
世
紀
以
影
の
實
學
*
の
興
�
と
い
う
思
想
動
向
は
︑
著
者
の
立
場
に
あ
っ
て
は
︑
如
何

に
位
置
づ
け
る
べ
き
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
書
が
そ
の
硏
究
對
象
を
十
七
世
紀
�
鮮
儒
學
�
に
限
定
し
た
こ
と
に
對
し
て
︑
衣
を
唱

え
る
つ
も
り
は
2
く
な
い
︒
た
だ
︑
實
學
*
の
思
想
�
營
爲
は
︑
淸
�
荏
�
下
の
當
代
中
國
か
ら
利
用
厚
生
に
j
す
る
先
�
�
技
O
を
攝
取
~

入
す
る
︑
淸
�
經
由
で
西
學
や
西
敎
を
L
容
す
る
︑
と
い
っ
た
方
面
の
み
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
星
湖
學
*
の
愼
後
耼
(一

七
〇
二
～
一
七
六
一
)
や
丁
若
鏞
(一
七
六
二
～
一
八
三
六
)
の
﹃
大
學
﹄
解
釋
は
︑
朱
熹
﹃
大
學
違
句
﹄
と
は
一
線
を
劃
す
る
︑
極
め
て
特
衣
な

も
の
で
あ
り
︑
�
鮮
儒
學
�
上
︑
衣
�
を
放
つ
存
在
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う(9

)
︒
十
七
世
紀
�
鮮
儒
學
�
に
對
す
る
精
緻
な
硏
究
を
成
し
�
げ
た

著
者
が
︑
十
八
世
紀
以
影
の
�
鮮
儒
學
�
の
展
開
を
如
何
に
把
握
す
る
の
か
︒
本
書
に
お
い
て
︑
そ
の
展
{
の
一
端
な
り
と
も
示
し
て
頂
き
た

か
っ
た
と
思
う
︒
十
七
世
紀
と
十
八
世
紀
以
影
と
の
聯
續
・
非
聯
續
に
つ
い
て
一
ª
を
與
え
る
こ
と
は
︑
十
七
世
紀
の
特
色
を
よ
り
鮮
�
に
描

き
出
す
上
で
も
︑
5
效
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒

第
四
︒
以
下
は
い
ず
れ
も
極
め
て
些
末
に
わ
た
る
事
柄
に
�
ぎ
な
い
が
︑
聊
か
氣
づ
い
た
點
を
列
記
し
て
お
き
た
い
︒
①
｢�
民
地
時
代
以

來
�
鮮
儒
學
�
が
蒙
っ
て
き
た
︑﹁
朱
子
學
�
從
﹂﹁
獨
創
性
の
缺
如
﹂
と
い
う
汚
名
を
そ
そ
い
で
く
れ
る
	
｣
↓
｢す
す
い
で
﹂
(二
二
～
二
三

頁
)
︒
②
｢善
を
好
む
よ
う
に
惡
を
惡
む
よ
う
に
す
る
こ
と
を
︑
力
を
そ
そ
ぐ
具
體
�
な
例
と
し

(以
如
好
如
惡
爲
實
用
其
力
之
事
)｣↓
｢好
色
を

好
む
よ
う
に
惡
臭
を
惡
む
よ
う
に
﹂
(一
二
一
頁
)
③
｢﹁
李
侗
に
︑
未
發
の
と
き
の


氣
を
體
�
す
る
こ
と
の
重
=
性
を
聞
い
た
｣
↓
｢氣
象
﹂
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(一
五
二
頁
)
︒
④
｢生
知
安
行
は
︑
ひ
っ
そ
り
と
し
た
勇
で
あ
る

(生
知
安
行
︑
隱
然
之
勇
)｣↓
｢ど
っ
し
り
と
し
た
﹂
(一
九
七
頁
)
︒

五

從
來
の
�
鮮
儒
學
硏
究
が
陷
っ
て
き
た
固
定
觀
念
を
﹁
神
話
﹂
と
斷
ず
る
著
者
の
立
場
に
つ
い
て
は
︑
旣
に
觸
れ
て
き
た
︒
著
者
は
例
え
ば
︑

﹁
許
穆
が
六
經
に
�
釋
を
施
し
た
理
由
は
︑
朱
子
學
の
四
書
學
體
系
が
持
つ
限
界
を
克
�
し
︑
六
經
中
心
の
體
系
を
立
て
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
﹂

と
す
る
先
行
硏
究
の
見
解
に
對
し
て
も
︑﹁
神
話
の
創
設
に
他
な
ら
な
い
﹂
と
批
�
す
る

(二
四
一
頁
)
︒
し
か
し
な
が
ら
本
書
に
接
す
る
q
の

自
分
が
︑﹁
四
書
學
中
心
か
ら
六
經
中
心
へ
の
囘
歸
｣=

｢脫
性
理
學
�
志
向
﹂
と
い
う
類
の
言
說
を
q
に
し
た
な
ら
ば
︑
或
い
は
そ
こ
に
一
斑

の
說
得
性
や
信
憑
性
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︑
と
自
問
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
著
者
の
指
摘
す
る
﹁
神
話
﹂
は
︑
我
々
日
本
の

�
鮮
儒
學
硏
究
者
に
と
っ
て
も
︑
決
し
て
無
緣
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
し
て
そ
も
そ
も
︑
こ
れ
ま
で
の
�
鮮
儒
學
硏
究
の
あ
り
方
を

規
定
し
呪
\
し
續
け
て
き
た
問
題
の
發
端
が
日
本
に
よ
る
�
民
地
瓜
治
に
あ
っ
た
と
い
う
重
た
い
事
實
も
ま
た
︑
日
本
人
硏
究
者
の
一
人
と
し

て
銘
記
し
て
お
き
た
い
と
思
う
︒

本
書
の
出
現
は
�
鮮
儒
學
硏
究
�
上
︑
一
つ
の
劃
&
を
な
す
も
の
で
あ
る
︒
今
後
は
本
書
の
問
題
提
�
を
出
發
點
と
し
礎
と
し
て
︑
こ
の
分

野
の
硏
究
は
怨
た
な
一
步
を
步
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

�(1
)

渡
邊
浩
﹃
日
本
政
治
思
想
�

︱
︱
十
七
～
十
九
世
紀
︱
︱
﹄
九

七
～
九
八
頁
︑
東
京
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
〇
年
︒

(2
)

こ
こ
で
の
﹁
神
話
﹂
は
︑
以
下
の
著
書
に
お
け
る
用
語
に
本
づ
い

て
い
る
︒
ス
キ
ナ
ー
・
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
著
︑
a
澤
孝
�
・
加
�
�
J

譯
﹃
思
想
�
と
は
な
に
か

︱
︱


味
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
︱
︱
﹄
岩

波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︒

(3
)

中
純
夫
﹁
韓
元
震
と
湖
洛
論
爭

︱
︱
人
物
之
性
同
衣
論
を
中
心

に
︱
︱
﹂
東
京
大
學
大
學
院
人
�
社
會
系
硏
究
科
韓
國
�
鮮
�
?

― 199―

779



硏
究
室
﹃
韓
國
�
鮮
�
?
硏
究
﹄
第
一
七
號
︑
二
〇
一
八
年
︒

(4
)

『谿
谷
漫
筆
﹄
卷
一
︒

(5
)

高
橋
亨
﹁
�
鮮
の
陽
�
學
*
﹂
一
三
九
頁
︑﹃
�
鮮
學
報
﹄
第
四

輯
︑
�
鮮
學
會
︑
一
九
五
三
年
︒

(6
)

中
純
夫
﹃
�
鮮
の
陽
�
學

︱
︱
初
&
江
華
學
*
の
硏
究
︱
︱
﹄

o
古
書
院
︑
二
〇
一
三
年
︒

(7
)

金
光
來
﹁
星
湖
李
瀷
の
學
問
�
背
景

(2
)
︱
︱
:
瓜


識
と

家
學
傳
瓜
の
二
重
A
p
︱
︱
﹂
一
三
二
～
一
三
六
頁
︑
東
京
大
學

大
學
院
人
�
社
會
系
硏
究
科
韓
國
�
鮮
�
?
硏
究
室
﹃
韓
國
�
鮮
�

?
硏
究
﹄
第
一
五
號
︑
二
〇
一
六
年
︒

(8
)

權
純
哲
﹁
增
訂

高
橋
亨
の
�
鮮
儒
學
硏
究
に
お
け
る
﹁
衣
學
*
﹂

︱
︱
京
城
z
大
t
義
ノ
ー
ト
を
讀
む
︱
︱
﹂﹃
埼
玉
大
學
紀
=

敎

養
學
部
﹄
第
五
〇
卷
一
號
︑
二
〇
一
四
年
︒
權
純
哲
﹁
j
料
n
刻

高
橋
亨
京
城
z
國
大
學
t
義

�
鮮
衣
學
*
之
儒
學

t
本

(上
)

(下
)﹂﹃
埼
玉
大
學
紀
=

敎
養
學
部
﹄
第
五
一
卷
一
號
︑
二
號
︑

二
〇
一
六
年
︒

(9
)

中
純
夫
﹁
丁
若
鏞
の
﹃
大
學
﹄
解
釋
に
つ
い
て

︱
︱
李
�
實
學

者
の
經
書
解
釋
︱
︱
﹂﹃
京
都
府
立
大
學
學
O
報
吿

(人
�
・
社

會
)﹄
第
五
四
號
︑
二
〇
〇
二
年
︒
中
純
夫
﹁
愼
後
耼
の
﹃
大
學
﹄

解
釋

︱
︱
丁
若
鏞
格
致
六
條
說
の
先
蹤
︱
︱
﹂
東
京
大
學
大
學
院

人
�
社
會
系
硏
究
科
韓
國
�
鮮
�
?
硏
究
室
﹃
韓
國
�
鮮
�
?
硏

究
﹄
第
一
五
號
︑
二
〇
一
六
年
︒

二
〇
一
七
年
五
�

東
京

東
京
大
學
出
版
會

二
二
糎

五

+

三
一
六

+

三
頁

八
︑五
〇
〇
圓

+

稅
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