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禮
敎

の
滲
透
・
汎
化
と
そ
の
展
開

中
國
を
中
心
と
す
る
近
世
東
ア
ジ
ア
の
事
例
か
ら

伊
東

貴
之

序
言

永
ら
く
前
近
代
の
中
國
に
お
い
て

お
よ
そ
儒
敎
の
理
念
に
從
う
限
り

古
の
聖
人
の
制
作
に
係
る
と
さ
れ

た
と
え
ば
朱
熹

朱
子

に
よ

て

天
理
の
節
文

人
事
の
儀
則

と
定
義
づ
け
ら
れ
た

禮

こ
そ
は

い
わ
ば
自
然
界
の
美
し
い
道
德
的
な
秩
序
で
あ
る

（１）

天
理

の

地
上
に
お
け
る
具
體
的
・
客
觀
的
な
顯
現
と
し
て

政
治
社
會
を
律
す
る

秩
序

の
核
心
に
ほ
か
な
ら
な
か

た

彼

ら
に
と

て

そ
れ
は
同
時
に

中
華

文
明
の
指
標
で
も
あ

た

更
に

近
年
の
硏
究
で
は

い
わ
ゆ
る
近
世
中
國

と
り
わ
け
明
淸
時
代

な
か
で
も
特
に
一
七

一
八
世
紀

の
儒
敎
を
基
軸
と
し

た
基
層
社
會
の
あ
り
か
た
を

禮
敎
社
會

禮
治
シ
ス
テ
ム

と
し
て
捉
え
る
見
解
も
あ
る

當
時

儒
敎
の
敎
說
の
理
論
的
な
レ
ヴ

（２）

ル
に
卽
す
る
な
ら

朱
子
學
・
陽
明
學
・
考
證
學
と
い

た

さ
ま
ざ
ま
な
展
開
が
見
ら
れ
た
が

そ
の
實
踐
的
・
社
會
的
な
側
面
に

お
い
て
は

か
か
る

禮
敎

が
よ
り
廣
汎
な
範
圍
の
人
び
と
に
滲
透
し
て
い
く
過
程
こ
そ
が

あ
る
種
の

文
明
化

の
進
展
で
も
あ
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た
と
評
す
る
こ
と
が
出
來
る

し
か
る
に

近
代
以
降

よ
り
具
體
的
に
は
民
國
期
に
な
る
と

そ
う
し
た
社
會
の
あ
り
か
た
や
儒
敎
的
な

禮

制
度
は

總
じ
て

封
建
禮
敎

よ
り
甚
だ
し
く
は

人
を
喰
う
禮
敎

魯
迅

と
し
て

進
步
的
な
い
し
革
命
的
な
知
識
人
ら
に
よ

て

激
し
い
批

判
と
攻
擊
に
曬
さ
れ

否
定
と
克
服
の
對
象
と
な

て
い
く
が

こ
の
閒
に
は

い
か
な
る
捩
れ
や
屈
曲
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か

（３）

ま
た

そ
も
そ
も
一
口
に

禮

と
言

て
も

大
は
國
家
儀
禮
や
王
朝
の
祭
祀
か
ら

小
は
冠
婚
喪
祭
と
い

た
個
人
の
人
生
の
節

目
に
お
け
る
通
過
儀
禮
や
日
常
生
活
の
コ

ド
な
ど
を
も
含
む

き
わ
め
て
包
括
的

廣
域
的
な
槪
念
で
あ
り

制
度
・
實
踐
で
も
あ
る

よ
り
廣
く
は

禮

の
理
念
に
も
と
づ
く
中
華
的
世
界
觀
は

前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
の
國
際
關
係
を
相
當
程
度

規
定
し
續
け
た
し

前
近
代
の
中
國
の
法
・
制
度
・
習
俗
に
廣
く

深
く
滲
透
し
て
い
る

周
禮

や

儀
禮

と
い

た

禮

に
關
わ
る
經
書
を
め
ぐ

て
も

古
來

實
に
多
く
の
解
釋
が
累
積
さ
れ
て
き
た

理
念
と
實
態
と
の
乖
離
や
齟
齬
も
往
々
に
し
て
現
象
す
る
一
方
で

常
に
そ

の
こ
と
が
意
識
化
さ
れ
て
も
い
た

そ
の
意
味
で
は

禮

は
一
面
で

些
か
曖
昧
で
多
義
的
な
槪
念
で
も
あ
る

だ
が

一
方
で

禮

は

前
近
代
の
中
國
の
社
會
や
思
想
文
化
に
お
い
て

か
く
も
重
要
な
意
義
を
擔

て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず

少
な
く
と
も
日
本
に
あ

て
は

傳
統
的
な
漢
學
を
は
じ
め

近
代
以
降

西
洋
哲
學
の
槪
念
枠
組
に
比
擬
す
る
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
た

哲
學
的
な
硏
究

ま
た
あ
る
種
の

近
代

主
義
的
な
視
點
に
も
と
づ
く
思
想
史
硏
究
な
ど
の
何
れ
を
と

て
も

動
も
す
れ
ば
等
閑
視

さ
れ
る
傾
き
が
存
し
て
い
た

こ
う
し
た
經
緯
の
裡
に
は

あ
る
意
味
で

日
本
に
お
け
る
中
華
文
明
の
受
容
や
近
代
的
な
學
問
觀
の

（４）

有
す
る
問
題
性
が

圖
ら
ず
も
集
約
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う

小
論
で
は

ま
ず
西
歐
や
日
本

韓
國
・
朝
鮮
な
ど
と
の
比
較
の
た
め
の
參
照
枠
と
し
て

か
よ
う
に
も
複
雜
な
樣
相
を
呈
す
る
儒
敎

的
・
中
華
的
な

禮

や

禮
敎

を
め
ぐ
る
知
見
を
可
能
な
範
圍
で
整
理
し

更
に
近
世
の
李
氏
朝
鮮
王
朝
や
日
本
に
お
け
る
事
例
と
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の
若
干
の
比
較
も
試
み
た
い

な
お

こ
の
點
に
關
し
て
は

儒
敎
祭
祀
の
導
入
や
定
着
な
ど
を
め
ぐ

て

そ
の
背
景
に

朝
鮮
・
日

本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
社
會
や
習
俗
の
差
異
の
ほ
か

明
淸
の
交
替

思
想
文
化
的
に
は
い
わ
ゆ
る

華
夷
變
態

と
い
う

當
時
の

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
國
際
環
境
の
大
規
模
な
變
化
も

同
時
に
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い

Ⅰ

禮

と
は
何
か
？

禮

と
い
う
槪
念

ま
ず

禮

の
原
義
と
し
て
は

後
漢
の
許
愼

生
卒
年
不
詳

の

說
文
解
字

に
よ
れ
ば

禮

漢
音
・
レ
イ

呉
音
・
ラ

イ

は

示

と

豐

よ
り
成
り

と
も
に
祭
器
を
象
り

祭
祀
の
行
爲
を
意
味
す
る
と
い
う

お
そ
ら
く
は

古
代
社
會
に
お
け

る
宗
敎
儀
禮
や
宗
敎
的
觀
念
に
起
源
を
持
ち

や
が
て
社
會
秩
序
を
維
持
す
る
原
理
で
あ
る
と
同
時
に

政
治
制
度
や
習
俗
か
ら

社
會

生
活
の
全
般
を
規
制
す
る
規
範
と
し
て
の
性
格
を
擔
う
よ
う
に
な
り

延
い
て
は

人
閒
社
會
に
文
明
的
な
秩
序
を
賦
與
す
る
規
範
や
樣

式
の
總
體
と
觀
念
さ
れ
る
に
至

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

禮

は

か
く
も
廣
く
複
雜
で

總
合
的
な
槪
念
と
し
て

き
わ
め
て
古

く
か
ら
傳
統
中
國
の
社
會
・
文
化
を
規
定
す
る
存
在
で
あ

た
が

そ
れ
を
擔

た
の
が

儒
家
や
儒
學
・
儒
敎
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は

早

贅
言
を
要
す
ま
い

儒
敎
が
時
に
名
敎
・
禮
敎
な
ど
と
も
稱
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
が

後
の
儒
敎
の
正
統
敎
學
化

な
い
し
は

儒
敎
國
家
の
成
立
の
結
果

禮

が
重
視
さ
れ
た
と
い
う
側
面
と
同
時
に

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に

か
か
る

禮

を
基
盤
と
し

核
心
と
し
た
思
想
體
系
で
あ
る
が
故
に

永
く
儒
敎
が
そ
の
權
威
を
保

た
と
い
う
一
面
も
あ
ろ
う

そ
れ
は

道
家
や
墨
家
な
ど

他

の
諸
子
百
家
に
よ
る
夥
し
い
儒
家
批
判
が

悉
く

禮

批
判
を
伴

て
い
た
も
の
の

そ
れ
ら
が
遂
に
主
流
的
な
見
解
と
は
な
ら
な
か
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た
こ
と
が

一
面
で
そ
れ
を
證
し
て
も
い
る

（５）

さ
て

論
語

に
現
れ
た

禮

の
用
例
と
し
て
は

禮
之
用
和
爲
貴

禮
の
用
は
和
を
貴
し
と
爲
す
／
禮
の
は
た
ら
き
と
し
て
は

調
和
を
貴
い
も
の
と
考
え
る

學
而
篇

君
使
臣
以
禮

臣
事
君
以
忠

君

臣
を
使
う
に
禮
を
以
て
し

臣

君
に
事
う
る
に
忠

を
以
て
す
／
主
君
が
臣
下
を
使
う
際
に
は

禮
に
よ
る
べ
き
で
あ
り

臣
下
が
主
君
に
仕
え
る
に
は

忠
に
よ
る
べ
き
で
あ
る

八
佾

篇

興
於
詩

立
於
禮

成
於
樂

詩
に
興
り

禮
に
立
ち

樂
に
成
る
／
詩
に
よ

て
奮
い
立
ち

禮
に
も
と
づ
い
て
安
定
し

音

樂
に
よ

て
完
成
に
至
る

泰
伯
篇

非
禮
勿
視

非
禮
勿
聽

非
禮
勿
言

非
禮
勿
動

禮
に
非
ざ
れ
ば
視
る
こ
と
勿
か
れ

禮

に
非
ざ
れ
ば
聽
く
こ
と
勿
か
れ

禮
に
非
ざ
れ
ば
言
う
こ
と
勿
か
れ

禮
に
非
ざ
れ
ば
動
く
こ
と
勿
か
れ
／
凡
そ
視
聽
言
動
に
際
し
て

禮
に
外
れ
た
こ
と
は
行

て
は
な
ら
な
い

顏
淵
篇

な
ど
が
あ
る
ほ
か

孔
子

孔
丘

が
弟
子
た
ち
に
敎
授
し
た
基
本
的
な
學
藝

は

詩
書
禮
樂

と
さ
れ

ま
た

喪
與
其
易
也
寧
戚

喪
は
其
の
易
め
ん
よ
り
は
寧
ろ
戚
め
／
喪
の
時
に
は

萬
事
を
上
手
く
整
え

る
よ
り
も

悼
み
悲
し
む
心
が
肝
腎
で
あ
る

八
佾
篇

の
よ
う
に

喪
禮

の
際
の
心
構
え
な
ど
に
關
す
る
言
及
や
記
述
も
散
見

さ
れ
る

何
れ
に
し
て
も

孔
子

孔
丘
／
紀
元
前
五
五
一

四
七
九

は

道
德
的
・
倫
理
的
な
情
操
の
涵
養
と
と
も
に

人
倫
主
義
に
も
と

づ
く
傳
統
的
な
秩
序
の
復
活
や
再
構
築
を
目
指
し
た
が

い
わ
ば
前
者
が
内
面
的
な
德
目
と
し
て
の

仁

と
し
て
表
象
さ
れ

後
者
の

禮

な
い
し
は
周
の
遺
制
に
も
と
づ
く

禮
樂

制
度
は
ま
た

同
時
に
そ
の
客
觀
的
な
表
現
と
し
て
も
思
念
さ
れ
た

論
語

顏

淵
篇
に
言
わ
れ
る

克
己
復
禮

が
そ
れ
で
あ
る

こ
の
兩
者
は

自
己
修
養
の
上
で
も

い
わ
ば
車
の
兩
輪
の
如
く
相
俟

て
觀
念

（６）



- 107 -

さ
れ
た
が

や
が
て
孔
子
の
學
統
に
あ

て
は

内
面
的
・
主
觀
的
な
道
德
を
重
視
す
る
曾
子
學
派
と
外
的
・
客
觀
的
な
禮
に
も
と
づ
く

規
制
を
重
ん
じ
る
子
游
・
子
夏
・
子
張
ら
の
系
統
と
に
分
岐
し
た
と
考
え
ら
れ

そ
の
後

人
閒
の
本
性

性

に
關
す
る
學
說

と
も
結
び
付
い
て

前
者
が
戰
國
中
期
の
孟
子

孟
軻
／
紀
元
前
三
七
二

二
八
九
頃

の
主
觀
主
義
的
な
傾
向
の
強
い
倫
理
說
や
性
善

說

後
者
が
戰
國
末
期
の
荀
子

荀
況
／
紀
元
前
二
九
八

二
三
八
頃

の
客
觀
的
な

禮
樂

說
や
性
惡
說
と
な

て

そ
れ
ぞ
れ
結

實
す
る
な
ど

相
應
の
議
論
の
幅
や
振
幅
を
持

て

推
移
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

そ
し
て

荀
子

の

禮
樂

說
や

禮
治

主
義
に
あ

て
は

聖
人
之
僞

荀
子

性
惡
篇

と
い
う
表
現
で

聖
人

先
王

が

禮

を
作
爲
・
創
作
し
た
も
の
と
規
定
し
た
上
で

そ
れ
を
性
惡
說
に
根
據
づ
け
て
い
る
が

一
般
的
な
理
解
の
如
く

後
者
か
ら
前
者
の
外
的
・
客
觀
的
な
形
式
主
義
が
導
き
出
さ
れ
た
と
い
う
よ
り

む
し
ろ

禮

の
基
礎
付
け
や
尊
重
の
た
め
に

性
惡

說
が
要
請
さ
れ
た
一
面
も
あ
ろ
う

ま
た

荀
子

に
お
い
て
は

人
閒
社
會
を

群

と
い
う
集
團
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
た
上
で

分

に
よ
る
差
等
に
も
と
づ
く
秩
序
を
構
想
し
お
り

禮

を
民
衆
敎
化
の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に

何
よ
り
も
欲
望
の
調
節
の
道

具
と
考
え
た
點
に

も
そ
の
思
想
の
特
質
が
現
れ
て
い
る

（７）

と
こ
ろ
で

總
じ
て

儒
敎
的
な

禮
俗

は
ま
た

差
異

と

序
列

の
構
造
に
も
と
づ
く

秩
序

を
そ
の
本
質
と
す
る
も

の
と
し
て

特
徵
づ
け
ら
れ
る

例
え
ば

論
語

八
佾
篇
で

天
子
の
廟
庭
で
の
舞
と
し
て
の

い
わ
ゆ
る
八
佾

列

の
舞
が

八
×
八

六
四
人
に
よ
る
舞
と
さ
れ
る
の
に
對
し
て

諸
侯
は
六
佾

六
×
六

三
六

卿
大
夫
は
四
佾

四
×
四

一
六

士
は
二

佾

二
×
二

四

の
舞
と
さ
れ

そ
れ
を
犯
す
こ
と
は

僭
越
な
る
非
禮
と
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が

ま
さ
に
そ
れ
に
當
た
る
も
の
で
あ
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る

ま
た

こ
う
し
た

差
異

と

序
列

に
よ
る
示
差
的
な

秩
序

は

同
族
關
係
や

冠
婚
喪
祭

の
細
則
に
お
い
て

も

典
型
的
か
つ
象
徵
的
に
現
れ
て
い
る

す
な
わ
ち

人
の
死
亡
に
際
し
て

ど
の
範
圍
の
親
族
が
ど
の
程
度
の
喪
に
服
す
べ
き
か
と
い
う

規
定
が
そ
れ
で
あ
り

亡
き
父
母
に
對
す
る

斬
衰
三
年

裁
斷
し
た
麻
布
の
裾
を
斬
り
揃
え
る
餘
裕
も
な
く

悲
嘆
の
う
ち
に
三
年

ざ
ん
さ
い

の
喪
に
服
す
る

を
筆
頭
と
し

以
下

血
緣
關
係
の
尊
卑
長
幼

親
疎
遠
近
に
從

て

同
心
圓
的
に
整
然
と
し
た
體
系
化
が
な
さ
れ

て
い
る

更
に
は

そ
れ
が

刑
律
上
の
相
互
加
害
の
際
の
量
刑
の
諸
規
定
と
も
對
應
し
て
い
る
こ
と
に
も

倂
せ
て
留
意
さ
れ
た
い

（８）

ま
た

こ
う
し
た
觀
念
や
體
系
の
基
調
と
し
て

祖
先
祭
祀
の
重
視
や

孝

の
觀
念
と
い

た
傳
統
的
な
習
俗
や
感
覺
が
認
め
ら
れ

る
が

何
れ
も
元
來
は

あ
る
種
の
宗
敎
的
な
感
情
と
も
深
く
結
び
付
い
た
も
の
で
あ

た
と
思
わ
れ
る

す
な
わ
ち

祖
先
祭
祀
は

祖
先
の

氣

と
の
感
格
・
感
應
を
介
し
た

あ
る
種
の
生
命
の
連
續
性
へ
の
感
覺
や
信
憑
に
根
差
し
て
お
り

一
方

孝

の
觀
念

も
ま
た

元
來
は

そ
の
基
調
と
し
て

祖
先
崇
拜
な
ど
の
宗
敎
的
な
意
識
や
感
情
と
結
び
付
き
な
が
ら
も

同
時
に

世
俗
的
な
倫
理

や
實
踐
的
な
德
目
へ
と
變
容
し
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（９）

總
じ
て

一
般
的
に

禮

は

そ
れ
自
體

普
遍
性
を
揚
言
し
つ
つ
も

た
ん
な
る
社
會
的
な
制
度
や
慣
行
で
は
な
く

同
時
に

こ
う
し
た
人
閒
の
む
し
ろ
自
然

的

な
感
情

い
わ
ば
人
閒
の
自
然
性
に
も
根
差
し
て

古
の

聖
人

が

制
作

し
た
も
の
と
觀

念
さ
れ
て
お
り

そ
の
意
味
で
も

天
人
の
分

と
同
時
に

禮
の

作
爲

性
を
殊
更
に
強
調
し
た

荀
子

の
立
場
は

特
に
そ

の
後
の
全
體
的
な
布
置
の
中
で
は

一
面
で
は

や
や
例
外
的
で
あ
る
と
も
言
え
る

す
な
わ
ち

禮

と
は

一

第
一
義
的
に
は

抽
象
的
な
觀
念
で
は
な
く

具
體
的
・
相
對
的
な
人
閒
關
係
や
社
會
關
係
に
立
脚
し
た
も
の
と
し
て

む
し
ろ
卽
人
的
な
原
理
で
あ
る
が
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二

そ
れ
と
同
時
に

普
遍
妥
當
的
で

非

沒

個
性
的
な
原
理
で
も
あ
る
と
い
う
二
面
性
を
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（10）

そ
う
し
た

禮

の
性
格
や
特
殊
性
は

法

と
の
差
異
に
着
目
す
る
こ
と
で
も

よ
り
端
的
に
表
現
さ
れ

理
解
さ
れ
得
る
も
の

で
あ
る

す
な
わ
ち

禮

に
は

す
ぐ
れ
て
文
化
的
な
所
産

あ
る
種
の
傳
統
的
な
文
化
價
値
と
し
て
の
側
面
が
顯
著
に
存
在
す
る

例
え
ば

君
子
博
學
於
文

約
之
以
禮

君
子
は

博
く
文
を
學
び

こ
れ
を
約
す
る
に
禮
を
以
て
す
／
君
子
は

廣
く
書
物
を
讀
ん

で
學
び

そ
れ
を
禮
の
實
踐
に
よ

て

引
き
締
め
る

論
語

雍
也
篇
・
顏
淵
篇

あ
る
い
は

禮
儀
三
百

威
儀
三
千

中

庸

と
い

た
言
說
か
ら
は

禮

が

一

社
會
生
活
全
般
に
對
應
す
る
た
め
に
形
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に

二

包

括
的
な
人
倫
規
範
と
し
て

習
俗
・
制
度
・
秩
序
原
理
が
一
體
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

加
え
て

そ
こ
に
は

い
わ
ば
德
化
・
感

化
・
敎
化
を
政
治
の
要
諦
と
見
な
す
文
化
構
造
と
も
不
可
分
な
性
質
が
多
分
に
認
め
ら
れ
る

そ
う
し
た
事
態
は

滋
賀
秀
三
に
よ
れ
ば

ま
ず

一

西
歐
的
な
法
と
は
異
な
り

制
裁
の
技
術
の
本
質
的
な
闕
如

但
し

禮
の
根
幹
に
背
馳
す
る
行
爲
に
は
制
裁
や
刑
罰

も
あ
り
得
る

二

權
利
の
觀
念
の
不
在

そ
れ
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
は

名
分

正
名

の
觀
念
な
ど
が
想
定
さ
れ
る

三

慣
習
法
の
未
發
達

そ
れ
に
代
わ

て

む
し
ろ
原
理
性
・
普
遍
妥
當
性
の
要
求

四

あ
る
種
の
良
識
と
平
衡
感
覺
に

も
と
づ
く

民
事
訴
訟
・
裁
判
の
調
停
的
・
說
諭
的
な
性
格
な
ど
と
し
て

總
括
さ
れ
る
（11）

更
に
廣
闊
で
大
局
的
な
視
點
か
ら
見
る
な
ら

禮

と
は

ま
さ
に

文
明

の
指
標
で
あ
り

そ
の
存
否
は

文
明

と

野
蠻

と
の
境
界
に
も
拘
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ

た

す
な
わ
ち

册
封
體
制
な
ど
と
稱
さ
れ
る

古
代
以
來
の
東
ア
ジ
ア
の
國
際
關
係
上
の

秩
序
は

周
知
の
よ
う
に

制
度
的
に
は

朝
貢
體
制
を
基
調
と
し
つ
つ
も

儒
敎
的
な
中
華
思
想
・
華
夷
思
想
に
も
と
づ
く
形
式
上
の
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君
臣
關
係
と
し
て
も

同
時
に
觀
念
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

そ
う
し
た
意
識
を
支
え
る

天
下
的
世
界
觀

な
い
し
は

中
華
的
世
界
觀

換
言
す
る
な
ら

總
じ
て
中
華
思
想
な
り

華
夷
秩
序
と
い

た
觀
念
に
お
い
て
は

文
化
的
な
優
劣
の
感
覺
が
そ
の
背
景
と
し
て
あ
り

そ
こ
で
は

禮

の
有
無
が
ひ
と
つ
の
徵
表

メ
ル
ク
マ

ル

と
な

て
い
る
こ
と
は

早

贅
言
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う

い

わ
ゆ
る

東
ア
ジ
ア
文
化
圈

西
嶋
定
生

李
成
市
ら

と
は

國
制
的
な
制
度
や
思
想
・
文
化
的
に
は

漢
字
・
漢
文

律
令

儒

敎
や
中
國
佛
敎
な
ど
を
共
有
し
な
が
ら

濃
淡
や
厚
薄
の
差
は
あ
れ

こ
う
し
た
觀
念
や
感
覺
を
大
筋
で
は
共
有
す
る
文
化
的
な
圈
域
と

し
て
も
表
象
さ
れ
得
る

地
域
的
な
範
疇
と
も
稱
す
る
こ
と
が
出
來
る

（12）

Ⅱ

禮

の
經
書

カ

ノ

ン

次
い
で

禮

に
關
す
る
カ
ノ
ン

聖
典

と
も
言
う
べ
き
主
要
な
經
書
に
つ
い
て

次
章
以
下
の
記
述
と
も
關
連
す
る
範
圍
で

ご
く
簡
單
に
槪
說
す
る
こ
と
に
し
た
い

い
わ
ゆ
る

禮
經

の
傳
承
や
成
書
化
に
つ
い
て
は

不
明
な
點
も
多
い
が

周
知
の
よ
う
に

後
漢
の
鄭
玄

一
二
七

二
〇
〇

が

古
文
學
者
と
し
て
の
立
場
に
據
り
つ
つ
も

今
古
文
を
兼
修
し

雙
方
を
融
合
し
つ
つ

い
わ

ゆ
る

三
禮
注

を
完
成
さ
せ
て

禮
學
を
根
幹
に
据
え
た
經
學
的
な
世
界
觀
の
體
系
化
を
行
い

後
世
に
絶
大
な
影
響
を
與
え
た
こ
と

は

早

贅
言
を
要
す
ま
い

彼
は
ま
た

周
禮

儀
禮

禮
記

の
三
つ
を

三
禮

と
し
て
定
式
化
さ
せ
た
が

爾
來

そ

の
何
れ
を
正
經
と
考
え
る
か
に
よ

て
も

異
な

た
思
想
的
立
場
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な

た
（13）
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こ
の
う
ち

ま
ず

周
禮

は

周
代
の
官
制
を
傳
え
る
書
で

古
く
は
一
名
を

周
官

と
も
稱
さ
れ

周
公
旦
に
假
託
さ
れ
た

も
の
で

周
王
朝
の
官
制
を
祖
述
し
た
書
と
さ
れ
る

し
か
る
に

周
禮

は

周
代
に
假
託
し
つ
つ
も

多
分
に
理
想
化
さ
れ
た
要

素
を
含
み

實
際
に
は

戰
國
末
か
ら
前
漢
に
か
け
て
の
統
一
國
家
の
出
現
に
呼
應
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

官
制
の
ほ

か

政
治
思
想
や
祭
禮

車
服
器
物
の
制
度
な
ど
を
記
す
が

や
は
り
多
分
に
理
想
化
さ
れ
た
要
素
が
多
い

天
官
・
地
官
・
春
官
・
夏

官
・
秋
官
・
冬
官
の
六
編
か
ら
成
り

冬
官
の
部
分
が
闕
落
し
て
い
た
た
め

考
工
記

で
こ
れ
を
補

た
と
さ
れ
る

ま
た

五
禮

と
稱
さ
れ
る
吉

祭
祀

・
嘉

冠
婚

・
賓

賓
客

・
軍

軍
旅

・
凶

喪
祭

な
ど
に
つ
い
て
も
槪
述
し
て
い
る

い
わ
ゆ
る

儒

（14）

敎
國
家

の
成
立
に
際
し
て
は

國
家
秩
序
の
構
築
の
た
め
に
も

周
禮

の
理
念
に
則
る
こ
と
が
捷
徑
と
考
え
ら
れ
た
た
め

鄭
玄

は
も
と
よ
り

彼
の
所
說
に
悉
く
反
對
し
た
と
さ
れ
る
王
肅

一
九
五

二
五
六

な
ど
も

同
書
を
重
視
し
た
と
さ
れ
る
ほ
か

下

て
宋
代
に
お
い
て
も

後
述
す
る
北
宋
の
王
安
石

一
〇
二
一

一
〇
八
六

の

周
官
新
義

を
は
じ
め

そ
れ
に
先
立
つ
李
覯

一

〇
〇
九

一
〇
五
九

の

周
禮
致
太
平
論

な
ど

總
じ
て
中
央
集
權
的
な
國
家
構
想
を
志
向
し

表
明
す
る
際
の
一
つ
の
大
き
な
論

據
と
さ
れ
た
（15）

こ
れ
に
對
し
て

儀
禮

は

士
の
身
分
を
持
つ
者
の
冠
婚
喪
祭
な
ど
の
儀
式
次
第
を
中
心
と
し
て

一
般
的
な
禮
法
を
順
次

詳

述
し
た
も
の
で

内
容
的
に
は

士
冠
禮
・
士
昏
禮
・
鄕
飮
酒
禮
・
鄕
射
禮
・
聘
禮
・
覲
禮
・
喪
服
・
士
喪
禮
な
ど
か
ら
成
る
も
の
で
あ

る

す
な
わ
ち

儀
禮

は

具
體
的
に
は

士
大
夫
た
る
者
の
禮
俗
を
體
系
化
し
た
も
の
で

小
は
親
族
閒
や
鄕
村
内
の
日
常
的
な

對
社
會
的
諸
關
係

冠
婚
喪
祭
を
中
心
と
す
る
個
人
の
人
生
の
節
目
ご
と
の
通
過
儀
禮
か
ら

大
は
國
家
統
治
に
關
わ
る
儀
式

禮
法
な
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ど
の
諸
制
度
に
亙
る
包
括
的
な
古
禮
の
集
大
成
と
も
言
う
べ
き
書
物
で
あ
り

視
點
を
變
え
れ
ば

三
禮
の
な
か
で
も

も
本
質
的
な
書

物
で
あ
る
と
も
言
え
る

注
釋
書
と
し
て
は

後
述
す
る
南
宋
の
朱
熹

一
一
三
〇

一
二
〇
〇

の

儀
禮
經
傳
通
解

を
は
じ
め

以
降

元
の
敖
繼
公

儀
禮
集
說

同
じ
く
呉
澄

一
二
四
九

一
三
三
三

儀
禮
逸
經
傳

明
の
郝
敬

一
五
五
八

一
六
三
九

儀
禮
節
解

後
述
す
る
淸
代
の
張
爾
岐

一
六
一
二

一
六
七
八

儀
禮
鄭
注
句
讀

胡
培
翬

一
七
八
二

一
八
四
九

儀
禮

正
義

な
ど

む
し
ろ
廣
い
意
味
で

朱
子
學
の
影
響
と
も
相
俟

て

近
世
期
に
入

て

多
く
の
優
れ
た
著
述
を
輩
出
し
た

（16）

後
に

禮
記

は

戰
國
か
ら
秦
・
漢
に
至
る
儒
者
た
ち
の
禮
に
關
す
る
敎
說
を
集
成
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で

や
や
雜
多
な
内

容
を
含
み

い
わ
ゆ
る

三
禮

の
う
ち
で
も

思
想
史
的
に
は

も
問
題
が
多
い
が

逆
に
資
料
的
に
は
豐
富
で
貴
重
な
一
面
も
あ

る
た
め

普
通

多
く
の
場
合

五
經
の
一
つ
に
數
え
ら
れ
る

紙
幅
の
關
係
か
ら
も

詳
細
は
省
く
が

元
來
は

漢
書

藝
文
志

に
載
せ
る

禮

の
古
記
と
し
て
の

禮
記

百
三
十
一
篇
な
ど
か
ら
選
ん
だ

戴
德
の

大
戴
禮

大
戴
禮
記

八
十
五
篇
を
も
と

に

甥
の
戴
聖
が
更
に
削

た

小
戴
禮

四
十
九
篇
を
そ
の
内
容
と
す
る
と
さ
れ
る
の
が

經
學
上
の
一
般
的
な
通
念
で
も
あ
る
が

同
時
に
異
說
も
多
く

成
書
に
關
し
て
は

甚
だ
不
明
な
點
が
多
い

具
體
的
に
は

曲
禮
・
檀
弓
・
王
制
・
月
令
・
禮
運
・
禮
器
・
郊

特
牲
・
内
則
・
明
堂
位
・
樂
記
・
祭
儀
な
ど
の
諸
篇
か
ら
成
り

特
に
禮
運
篇
や
樂
記
篇
に
は

道
家
思
想
の
影
響
も
窺
え
る

後
者
は

ま
た

六
經
の
う
ち
散
佚
し
た

樂
經

を
類
推
し
得
る
も
の
と
さ
れ
る
ほ
か

よ
り
哲
學
的
・
原
理
的
な
内
容
の
大
學
篇
お
よ
び
中
庸

篇
は

宋
代
以
降

そ
れ
ぞ
れ

大
學

中
庸

と
し
て

四
書
の
一
つ
と
し
て
表
章
さ
れ
る
に
至

た

な
お

禮
記

の
注
解
に
關
し
て
も

南
北
朝
時
代
を
通
じ
て

前
述
し
た
如
く

鄭
玄
注
に
對
し
て

王
肅
の
注
に
依
據
す
る
論
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者
た
ち
と
の
閒
で

對
立
的
・
分
派
的
な
關
係
が
續
い
た
が

唐
の
太
宗

在
位

六
二
六

六
四
九

の
命
に
よ
る

五
經
正
義

で

は

鄭
注
が
採
用
さ
れ
て

皇
侃

四
八
八

五
四
五

の

禮
記
義
疏

を
底
本
と
し
て

そ
こ
に
熊
安
生

生
沒
年
不
詳

の
說
を

加
え
た

孔
穎
達

五
七
四

六
四
八

の
疏
に
も
と
づ
く

禮
記
正
義

が
選
定
さ
れ
て

こ
れ
が
通
行
す
る
こ
と
に
な
る

次
い
で

重
要
な
著
述
と
し
て

鄭
玄
以
來

南
宋
に
至
る
所
說
を
博
搜
し
た
南
宋
の
衞
湜

禮
記
集
說

元
の
呉
澄

禮
記
纂
言

な
ど
が
あ

り

更
に
前
者
を
踏
ま
え
た
元
の
陳
澔

一
二
六
〇

一
三
四
一

に
よ
る
同
名
の

禮
記
集
說

陳
氏
禮
記
集
說

は

後
に
明

代
の

五
經
大
全

の
中
の

禮
記
大
全

に
用
い
ら
れ
た
た
め

廣
く
通
行
し

鄭
注
・
孔
疏
の
古
注
に
對
し
て

新
注
禮
記
の
代
表

と
目
さ
れ
た

そ
の
後
も

後
述
す
る
淸
の
李
光
坡

一
六
五
一

一
七
二
三

禮
記
述
註

三
禮
述
註

の
一

孫
希
旦

一
七

三
六

一
七
八
四

禮
記
集
解

朱
彬

一
七
五
三

一
八
四
三

禮
記
訓
纂

な
ど

數
多
く
の
注
解
を
生
ん
だ

（17）

Ⅲ

中
國
近
世
に
お
け
る

禮

の
位
相

さ
て

中
國
近
世
の
思
想
史
を
俯
瞰
す
る
際
に

ま
ず
は

宋
代
に
お
け
る
道
學

な
い
し
は

後
の
朱
子
學
の
特
質
と
そ
の
後
の
勢

力
伸
長
の

大
の
所
以
と
し
て

い
わ
ゆ
る

氣
質
變
化

論
と
も
連
動
し
つ
つ

修
養

を
通
じ
て
の
自
己
陶
冶
の
理
論
と
し
て

そ
れ
が
極
め
て
大
き
な
魅
力
を
提
示
し
得
た
が
故
に

や
が
て
廣
汎
な
社
會
層
の
支
持
を
獲
得
す
る
に
至

た
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
（18）

そ
れ
と
同
時
に

夙
に
土
田
健
次
郞
も
指
摘
す
る
よ
う
に

道
學
が

王
安
石
ら
の
い
わ
ゆ
る

新
學

と
對
抗
し
つ
つ

い
わ
ば
反
王

學

王
安
石
の
學
問

の
ホ

プ
と
し
て

そ
の
地
步
を
固
め
て
い

た
こ
と
に
も

留
意
す
る
必
要
が
あ
る

そ
の
際

禮

に
關

（19）
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し
て
は

い
わ
ゆ
る

周
禮

儀
禮

禮
記

の
三
禮
の
う
ち

何
れ
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
き

ま
た

正
經
と
考
え
た
か
と
い
う
こ
と

が

ひ
と
つ
の
注
目
す
べ
き
論
點
と
な
ろ
う

す
な
わ
ち

禮
學
に
關
し
て

王
安
石
と
朱
熹
と
が

お
よ
そ
對
極
的
と
も
言
え
る
見
解

を
有
し
て
い
た
こ
と
は

そ
の
後
の
兩
者
の
思
想
の
盛
衰
を
考
え
る
上
で

大
い
に
示
唆
に
富
む
も
の
と
思
わ
れ
る

周
知
の
よ
う
に

王
安
石
は

神
宗
皇
帝

在
位

一
〇
六
七

一
〇
八
五

の
篤
い
信
任
の
も
と
で

新
法

と
呼
ば
れ
る
政
治

・
制
度

經
濟
・
財
政
に
亙
る
大
幅
な
改
革
を
企
圖
し
た
が

そ
の
際
に

周
代
の
官
制
を
祖
述
し
た
と
さ
れ
る

周
禮

周
官

を

殊
の
外

重
視
し
て

同
書
に
體
現
さ
れ
た
秩
序
性
・
體
系
性
に
そ
の
政
治
理
念
の
根
據
を
求
め

官
僚
制
的
中
央
集
權
國
家
の
確
立
と

い
う
自
己
の
構
想
を
具
體
化
す
る
こ
と
を
意
圖
し
た
の
で
あ
る

更
に
は

三
經
新
義

の
一
環
と
し
て

周
官
新
義

を
上
梓
す
る

が

吾
妻
重
二
も
指
摘
す
る
よ
う
に

彼
は

周
禮

を
何
よ
り
も

政
事

理
財

の
書
と
し
て
讀
み
込
ん
で
い

た
と
考
え
ら
れ

る

翻

て

儀
禮

は

主
と
し
て
士
大
夫
た
る
も
の
の
冠
婚
喪
祭

古
來

中
國
で
は

葬

の
字
で
は
な
く

そ
れ
を
も
一
段
階

と
し
て
含
む

喪

字
を
用
い
る

の
儀
禮
の
具
體
的
な
細
則
を
網
羅
し
た
も
の
で
あ
り

必
ず
し
も
理
論
的
な
書
物
と
は
言
い
難
い
と

こ
ろ
が
あ
り

一
見
し
た
と
こ
ろ

煩
瑣
な
印
象
も
あ
る
が

そ
の
故
も
あ

て
か

王
安
石
は

こ
れ
を
科
擧
や
太
學
の
學
官
か
ら
除

外
し
た
の
で
あ
る

（20）

こ
の
よ
う
に
制
度
論
的
・
シ
ス
テ
ム
論
的
な
傾
向
の
顯
著
な
王
安
石
の
學
問
に
對
し

朱
子
學
に
お
い
て
は

禮
學
へ
の
關
心
も
ま
た

そ
の
焦
點
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
は

早

贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う

よ
り
端
的
に
己
の

心

の
可
塑
性
を
介
し
た

道

德
的
實
踐
の
學
問
で
あ

た
朱
子
學
に
お
い
て
は

す
ぐ
れ
て
日
常
的
な

換
言
す
る
な
ら

む
し
ろ
卑
近
な
事
象
に
關
わ
る
個
別
・
具

體
的
な
行
爲
規
範
を
必
要
と
し
た
の
で
あ

た

そ
の
時

着
目
さ
れ

新
た
に
浮
上
し
て
き
た
の
が

王
安
石
が
棚
上
げ
に
し
た

儀

禮

だ

た
譯
で
あ
る

そ
し
て

總
じ
て
王
安
石
の
思
想
が

當
時
の
大
き
な
潮
流
で
あ

た

氣
質
變
化

論
と
は

槪
ね
無
關
係
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に
立
論
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し

朱
熹
の
禮
學
は

後
に
多
く
の
人
び
と
を
魅
了
し
た
そ
の

修
養

論
と
も
リ
ン
ク
す
る
か
た
ち
で
意

味
づ
け
ら
れ
て
お
り

こ
の
邊
り
に
も

言
う
な
れ
ば

兩
者
の
思
想
の
汎
用
性
の
差
異
の
一
斑

す
な
わ
ち

朱
子
學
が
有
し
た
極
め

て
高
度
の
フ
レ
ク
シ
ビ
リ
テ

を
認
め
る
こ
と
が
出
來
る
も
の
と
思
わ
れ
る

（21）

朱
熹
は

儀
禮

に
も
と
づ
く

よ
り
具
體
的
な
冠
婚
喪
祭

及
び
日
常
生
活
上
の
規
範
を
重
視
し

自
身
に
先
行
す
る

や
は
り

儀
禮

の
理
念
を
基
軸
と
し
て

よ
り
日
常
的
な
所
作
や
冠
婚
喪
祭
の
細
目
を
盛
り
込
ん
だ
司
馬
光

一
〇
一
九

一
〇
八
六

の

書

儀

司
馬
氏
書
儀

更
に
は

張
載

橫
渠
／
一
〇
二
〇

一
〇
七
七

や
程
頤

伊
川
／
一
〇
三
三

一
一
〇
七

ら
の
禮
說
を
總

合
的
に
勘
案

攝
取
し
て

そ
の
注
釋
書
で
あ
る

儀
禮
經
傳
通
解

を
編
纂
し
た

こ
れ
は

朱
熹
自
身

自
ら
の
著
述
の
中
で
も

四
書
集
注

と
竝
ん
で

も
樞
要
な
も
の
と
考
え
て
い
た
書
物
で
あ

た

そ
の
全
體
は

一

家
禮

二

鄕
禮

三

學

禮

四

邦
國
禮

五

王
朝
禮

六

喪
禮

七

祭
禮
と
い
う
構
成
か
ら
な
る
が

朱
熹
の
生
前

完
成
を
見
た
の
は
邦
國
禮

ま
で
で

そ
の
歿
後

彼
の
意
を
體
し
た
女
婿
の
黃
榦

勉
齋
／
一
一
五
二

一
二
二
一

ら
の
手
に
よ

て

そ
の
餘
の
部
分
が
補
綴

さ
れ

完
成
を
見
た

ま
た

同
書
の
構
成
が

ほ
ぼ

大
學

の
修
身
・
齊
家
・
治
國
・
平
天
下
の
階
梯
と
相
卽
し
て
い
る
こ
と
も

そ
こ
に
籠
め
ら
れ
た
理
念
と
も
相
俟

て

注
目
に
値
し
よ
う

な
お

朱
熹
に
と

て
の

禮

と
は

本
來

自
然
的
・
本
然
的
な
秩
序
で
あ
る

天
理
の
節
文

と
も
言
う
べ
き
現
象
で
あ
り

自
然
界
の
美
し
い
道
德
的
な
秩
序
で
あ
る

天
理

の

地
上
に
お
け
る
具
體
的
・
客
觀
的
な
顯
現
で
あ
り

政
治
社
會
を
律
す
る
秩
序

の
核
心
で
も
あ

た

ま
た

日
常
卑
近
の
經
驗
的
な

灑
掃
・
應
對
・
進
退

と
い

た
行
儀
作
法

い
わ
ば
精
微
な

事

と
し
て

の

禮

と
と
も
に

物
事
の
所
以
を
究
め

大
學

の
格
物
窮
理
を
前
提
と
す
る

形
而
上
學
的
な

理

と
し
て
の

禮

と
の

兩
輪
か
ら
成
り
立
つ
と
さ
れ
る

そ
し
て

儀
禮
經
傳
通
解

に
お
い
て
は

こ
う
し
た

禮

の
二
側
面

す
な
わ
ち

事

と
し
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て
の
禮
と

理

と
し
て
の
禮
の
兩
者
が

止
揚
・
統
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る

（22）

そ
の
後

更
に
は

文
公
家
禮

文
公
と
は
朱
熹
の
諡
號
で
あ
る

と
も
呼
ば
れ
る

そ
の
マ
ニ

ア
ル
化
と
も
言
う
べ
き

家
禮

が
構
想
さ
れ

編
纂
さ
れ
て

や
が
て
大
い
に
通
行
す
る
よ
う
に
な
る

周
知
の
如
く

そ
れ
は

前
著
同
樣

冠
婚
喪
祭
の
式
次
第
の

マ
ニ

ア
ル
を
中
核
と
し
つ
つ

よ
り
日
常
的
な
所
作
の
細
目
を
も
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ

た

し
か
し
な
が
ら

同
書
は

朱
熹
の

歿
後

十
年
に
し
て

定
本
で
は
な
く

單
な
る
稿
本
の
か
た
ち
で
陽
の
目
を
見
た
た
め

古
來

僞
書
說
・
假
託
說
が
唱
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
も
あ

た
が

や
は
り
何
と
言

て
も

そ
れ
が
朱
熹
自
身
の
手
に
成
る
も
の
と
し
て
信
憑
さ
れ

受
容
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
に

は

絶
大
な
も
の
が
あ
ろ
う

何
れ
に
せ
よ

そ
れ
は

そ
の
日
常
的
か
つ
卑
近
な
具
體
性
の
故
に

廣
汎
な
地
域
や
階
層
の
人
び
と
の

生
活
實
踐
に
指
針
を
賦
與
し
得
た
の
で
あ
る

す
な
わ
ち

家
禮

も
ま
た

元
來
は

士
大
夫
の
家
を
念
頭
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で

は
あ

た
が

宗
族
組
織

宗
族
的
結
合
が
庶
民
層
ま
で
廣
ま

た
明
代
に
お
い
て
は

益
々
そ
の
受
容
層
の
底
邊
を
擴
大
し
て
い

た

の
で
あ
る
（23）

と
こ
ろ
で

そ
の
後
の
朱
子
學
か
ら
陽
明
學
へ
の
流
れ

取
り
分
け

明
代
中
葉
に
お
け
る
陽
明
學
の
登
場
は

夙
に
溝
口
雄
三
も
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に

朱
子
學
つ
ま
り
道
德
の
學
の
民
衆
化

と
い
う
側
面
が
強
か

た
點
に

改
め
て
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い

そ
れ
は

朱
子
學
の
持
つ
あ
る
一
面
を
特
化
し
た
も
の

な
い
し
は

そ
の
彌
縫
的
な
役
割
を
擔

て

歷
史
的
な
舞
台
に
登
場
し
て
き

た
も
の
で
あ

た

溝
口
は
ま
た

從
來
の
中
國
哲
學
・
思
想
史
硏
究
の
あ
り
方
自
體
を
問
題
視
す
る
な
か
で

そ
の
前
提
に
對
し
て

（24）

根
柢
的
な
疑
義
を
呈
し
つ
つ

特
に
近
世
儒
敎
の
社
會
的
な
機
能
や
そ
の
存
在
樣
態
に
着
目
し
て

朱
子
學

陽
明
學
を
硏
究
對
象
と

し
て
い
る
人
々
は

近
世
儒
敎
を

道
學

理
學

宋
明
學

程
朱
・
陸
王
學

な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
に
慣
れ
て
は
い
る
け
れ
ど

禮

敎

と
呼
ぶ
こ
と
に
は
慣
れ
て
い
な
い

前
者
は

儒
敎
思
想
を
哲
學
思
想
と
し
て

つ
ま
り
理
氣
論
・
心
性
論
な
ど
の
哲
學
理
論
と
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し
て
と
ら
え
る
と
ら
え
方

こ
の
と
ら
え
方
は

理
論
を
内
側
か
ら
解
析
す
る
も
の
で
あ
り

い
わ
ば
ソ
フ
ト
的
な
觀
點
に
立
つ
も
の
で

あ
る

こ
れ
に
對
し

後
者
は

儒
敎
を
そ
の
社
會
的
な
存
在
樣
態
や
機
能
か
ら
と
ら
え
る
と
ら
え
方
で

こ
ち
ら
は
ハ

ド
的
な
觀
點

に
立
つ
も
の
と
い
え
る

な
ど
と
述
べ
て

再
三
に
亘

て

注
意
を
喚
起
し
て
お
り

ま
た

陽
明
學
に
看
取
さ
れ
る
道
學
の
大
衆

化
と
は

よ
り
包
括
的
に
は
む
し
ろ
禮
敎
の
浸
透
化
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

と
も
結
論
づ
け
て
い
る
が

從
來
の
分
析
視
角
を
相
對
化

す
る
上
で
も

大
い
に
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る

（25）

す
な
わ
ち

從
來

い
わ
ゆ
る

ア
ジ
ア
的
停
滯
論

の
克
服

近
代

主
義
な
ど
の
時
代
性
の
刻
印
を
帶
び
な
が
ら
展
開
し
て
き

た
先
行
硏
究
に
あ

て
は

個
人

の
析
出

自
由

欲
望

の
擴
充
な
ど
を

近
代

へ
の
有
意
な
徵
標
と
見
做
す
よ
う
な

あ

る
種
の
目
的
論
的
な

發
展

の
圖
式
が
伏
在
し
て
お
り

こ
う
し
た
中
國
近
世
思
想
史
硏
究
上
の
あ
る
種
の
先
入
見
や
偏
向
に
對
し
て

現
在

漸
く
そ
の
再
考
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ

再
檢
證
の
氣
運
が
徐
々
に
釀
成
さ
れ
て
い
る

實
は

こ
こ
で
も
や
は
り

溝
口
雄
三

が
示
唆
す
る
よ
う
に

禮
敎

の
滲
透
・
汎
化
と
い
う
現
象
を
ど
う
捉
え
る
か

と
い
う
こ
と
が

ひ
と
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
も
の
と
思
わ
れ
る
（26）

結
論
的
に
言
え
ば

い
わ
ゆ
る
朱
子
學
か
ら
陽
明
學
へ
の
流
れ

す
な
わ
ち

從
來

儒
敎
の
民
衆
化
と
考
え
ら
れ
て
き
た
路
線
も

ハ

ド
面
で
は
む
し
ろ

禮
敎

化
を
隨
伴
し

促
進
し
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る

な
お

こ
う
し
た
事
態
を
筆
者
ら
は

曾
て

禮
治

シ
ス
テ
ム

の
貫
徹
と
い
う
視
角
か
ら

迹
づ
け
て
い
る

（27）

具
體
的
に
は

夙
に
井
上
徹
ら
の
精
緻
な
硏
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に

い
わ
ゆ
る

鄕
約

の
實
踐
を
通
じ
て

一
方
で
民

閒
倫
理

い
わ
ば
宗
族
・
鄕
村
に
お
け
る
社
會
的
な
結
合
倫
理
と
し
て

ま
た
同
時
に
民
衆
敎
化
な
ど
に
お
け
る
實
踐
上
の
要
請
か
ら
も

王
朝
權
力
の
側
か
ら
の
み
な
ら
ず

鄕
紳
層
を
中
心
と
し
た
在
地
の
有
力
者

ロ

カ
ル
・
エ
リ

ト

を
擔
い
手
と
す
る
民
閒
の
自
主
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的
運
動
と
し
て
も

官
民
の
雙
方
に
よ

て
推
進
さ
れ
た

そ
し
て

陽
明
學
も
ま
た

こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
に
確
實
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
は

例
え
ば

朱
熹
が

保
甲
と
呼
ば
れ
る
鄕
村
の
自
治
組
織
の
父
老
層

指
導
層

に
與
え
た
勸
戒
文

明
の
太
祖

在

位

一
三
六
八

一
三
九
八

の

六
諭

地
方
の
行
政
單
位
の
末
端
で
あ
る
里
甲
の
指
導
層
に
下
し
た
鄕
民
敎
化
の
た
め
の
勸
戒
文

で
あ
る

敎
民
榜
文

の
一
部

更
に
は

王
守
仁

陽
明
／
一
四
七
二

一
五
二
八

の
手
に
な
る
鄕
約

江
西
省
の
南
安

贛
州

に
お
い
て
發
布
さ
れ
た

南
贛
鄕
約

の
三
者
を
比
較
し
て
み
る
と
き

そ
の
餘
り
の
類
似
ぶ
り
に
驚
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

な
お

こ
の
う
ち

六
諭

は

淸
代
盛
世
期
の
順
治
帝

在
位

一
六
四
三

一
六
六
一

・
康
熙
帝

在
位

一
六
六
一

一
七
二
二

・

雍
正
帝

在
位

一
七
二
二

一
七
三
五

ら
に
よ

て
も
受
け
繼
が
れ

特
に
康
熙
帝
の

聖
諭
十
六
條

雍
正
帝
の

聖
諭
廣
訓

の
宣
布
な
ど
と
し
て
結
實
し
て

淸
代
に
も
多
大
な
影
響
を
與
え
た
も
の
で
あ
る

（28）

ま
た

明
代
中
葉
の
嘉
靖
十
五

一
五
三
六

年
に
行
わ
れ
た
禮
制
改
革
に
お
い
て
は

禮
部
尚
書
の
夏
言

一
四
八
二

一
五
四
八

の
上
奏
に
よ
り

宗
族
の
始
祖
の
祭
祀
を
全
て
の
宗
族
集
團
に
つ
い
て
容
認
す
る
と
い
う
改
制
が
行
わ
れ
た
が

こ
の
こ
と
は

從
來

始
祖
の
祭
祀
は
皇
帝
だ
け
の
特
權
で
あ
り

家
廟
も
官
僚
士
大
夫
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
ず

庶
民
は
祖
父
母
・
父
母
を
祀
る

こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら

ま
さ
に

庶
人
に
下
ら
ず

禮
記

曲
禮
・
上
篇

と
さ
れ
た

禮

が

庶
民

層
ま
で
を
も
卷
き
込
ん
で
一
般
化
・
廣
域
化
す
る
と
い
う

極
め
て
ド
ラ
ス
テ

ク
な
事
態
で
あ

た
こ
と
が
分
か
る

こ
の
他

淫

祀
排
斥
を
は
じ
め
と
す
る
當
時
の
禮
制
改
革
に
觸
れ
て

小
島
毅
は

そ
れ
を
朱
子
學
的
な

儀
禮
原
理
主
義

に
よ
る
も
の
と
す
る
一

方
で

楯
の
裏
表

の
ご
と
く

深
い
と
こ
ろ
で
陽
明
學
と
軌
を
一
に
す
る
運
動

だ

た
の
で
は
な
い
か

と
の
見
通
し
を
示
し
て

お
り

相
應
の
示
唆
に
富
も
う

卑
見
で
は

こ
う
し
た
原
理
主
義
的
な
志
向
性
は

樣
々
な
發
現
形
態
を
裝
い
な
が
ら

少
な
く
と

（29）

も
淸
代
初
期
ま
で
は

陰
に
陽
に
持
續
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
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更
に
は

こ
の
時
期
に
あ

て

著
し
い
流
動
化
を
見
た
社
會
秩
序
の
再
編
や
再
統
合
を
志
向
す
る
過
程
で

禮
敎

が
改
め
て
志

向
さ
れ

標
榜
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る

す
な
わ
ち

小
島
毅
が
指
摘
し
た
よ
う
な

陽
明
學
の
逸
脫
的
傾
向
へ
の
反
措
定
と
し

て
觀
念
さ
れ
た

禮
敎

更
に
は

周
啓
榮

K
ai-w

ing
Chou

が

そ
の
畫
期
的
な
著
作
に
お
い
て
描
出
し
た
よ
う
な

淸
初
期
の

樣
々
な

秩
序

志
向
と
結
び
つ
い
た
か
た
ち
で

再
認
識
さ
れ

改
め
て
顯
揚
さ
れ
た

禮
敎

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る

（30）

も

と
も

總
じ
て

以
上
の
よ
う
な

禮
敎

の
滲
透
や
汎
化
は

一
面
で
あ
る
種
の
倫
理
觀
の
洗
練
化
と
し
て

特
殊

中
國

的
と
も
言
え
る

一
定
の

近
代

化
や

文
明

化
で
あ

た
と
認
め
ら
れ
る
反
面
で

個
人

の
析
出
や

自
由

欲
望

の
擴

充

そ
の
多
樣
化
と
い

た
側
面
に
お
い
て
は

逆
に
マ
イ
ナ
ス
の
要
因
を
も
齎
し

汎
社
會
的
な
畫
一
化
・
均
質
化
に
結
果
す
る
傾
き

も
存
し
て
い
た
こ
と
は

同
時
に
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
點
で
あ
ろ
う

Ⅳ

禮
敎

化
の
諸
相

明
淸
時
代
の
禮
敎
と
禮
學

他
方

理
論
的
レ
ヴ

ル

い
わ
ば
ソ
フ
ト
面
で
は

ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば

整
合
的
な
解
釋
が
可
能
で
あ
ろ
う
か

私
見
で
は

中
國
近
世
思
想
史
の
全
體
像
を
よ
り
廣
闊
な
パ

ス
ペ
ク
テ

ヴ
に
お
い
て
俯
瞰
し
た
際
に
は

宋
學

道
學

な
い
し
は
朱
子
學
以

來
の
個
人
的
・
内
的
な

人
性

の
變
革

す
な
わ
ち

修
養

な
い
し

氣
質
變
化

に
重
點
を
置
い
た

一
己
内
的
で

主
觀
的
な

自
己
陶
冶

心
得

自
得

が

次
第
に
理
論
的
な
行
き
詰
ま
り
に
逢
着
し

よ
り
社
會
的
に
開
か
れ

他
者
に
よ
る
檢
證
や
模
倣

・
反
復
が
可
能
な
方
途

す
な
わ
ち

可
視
的

で

よ
り
客
觀
的
・
閒
主
觀
的
な

禮
敎

に
よ
る
規
制
へ
と
倫
理
觀
が
徐
々
に
變
容
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を
辿

た
軌
跡
を
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

換
言
す
れ
ば

宋
代
か
ら
淸
代
に
亘
る

新
儒
敎

近
世
儒
敎

全
體
の

歸
趨
と
し
て

い
わ
ば

修
養

な
い
し

氣
質
變
化

論
か
ら

禮
敎

へ

と
で
も
パ
ラ
フ
レ

ズ
し
得
る
よ
う
な
大
き
な
流
れ
が

そ
こ
に
は
看
取
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

な
お

い
わ
ゆ
る

氣
質
變
化

論
の
方
法
論
的
な
行
き
詰
ま
り
や
破
綻
は

や
は
り
私
見
で
は

朱
子
學
自
身
が
本
來
的
に
内
包
し

て
い
た
問
題
性
や
そ
の
展
開
上
に
現
出
し
た

隘
路

と
も

不
可
分
の
關
係
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る

ま
さ
に
自
己
變
革
の
思
想

道
德
的
實
踐
の
學
問
と
し
て

極
め
て
廣
汎
な
人
び
と
を
魅
了
し
た
朱
子
學
は

そ
れ
が
體
制
化
・
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
で

皮
肉
に
も

功
利

に
直
結
し
て
ゆ
く
反
面

一
方
で
は

取
り
分
け
篤
實
で
眞
摯
な
朱
子
學
徒
を
し
て

む
し
ろ
現
實
社
會
か
ら
の
遊
離
の
傾
向

を
多
分
に
含
ん
だ

修
養

へ
の
極
度
の
沈
潛
へ
と
導
い
て
い

た

他
方
で

陽
明
學
な
ど
が
有
し
た

本
來
性

の
顯
現
す
る
場

と
し
て
の
生
身
の
人
閒
を
卽
自
的
に
肯
定
す
る
志
向
は

反
對
に

修
養

自
體
を
輕
視
し

一
面
で
無
規
範
化
す
る
傾
向
を
も
帶
び
て

い
た

朱
子
學
の
展
開
か
ら
結
果
し
た

こ
う
し
た
兩
極
の
歸
結
は

そ
も
そ
も

氣
質
變
化

論
自
體
が
内
包
し
て
い
た
理
論
上
の
ア

ポ
リ
ア
と
見
る
こ
と
が
出
來
よ
う

（31）

か
く
し
て

宋
學
・
朱
子
學
以
來
の

氣
質
變
化

論
に
加
え
て

本
來
聖
人

說
の
後
退
な
ど
の
同
時
代
的
な
潮
流
と
も
相
俟

て

む
し
ろ
一
元
化
さ
れ
た

氣
質
の
性

の
枠
内
に
お
け
る
後
天
的
な
陶
冶

習

と
い
う
課
題
が

浮
上
し
て
來
る
譯
で
あ
る
が

そ
の
際
に

捷
徑
と
見
做
さ
れ
た
も
の
が

他
な
ら
ぬ

禮

に
よ
る
統
御
で
あ

た

な
お

こ
う
し
た
點
を
考
慮
す
れ
ば

例
え
ば

顏
元

習
齋
／
一
六
三
五

一
七
〇
四

ら
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

欲
望

の
肯
定
と

古
禮

の
重
視
の
兩
立
は

一
見
す
る
と

相
容
れ
な
い
立
場
の
よ
う
に
も
映
る
も
の
の

禮

が
本
來

欲
望
を
も
包
攝
し
つ
つ

自
身
の

心
身
／
身
心

を
統
御
す
る

對

自
的
か
つ
閒
主
觀
的
・
社
會
的
な
機
制
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら

決
し
て
異
と
す
る
に
は
當
た
ら
ず

矛
盾
し
た
事
態
で
は
な
い
こ
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と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い

更
に
は

よ
り
短
期
的
に
は

特
に
近
世
思
想
史
の
集
大
成
期
と
も
目
さ
れ
る
淸
代
中
葉
に
お
け
る
展
望
と
し
て

夙
に
張
壽
安
も
指

摘
す
る
よ
う
に

い
わ
ば

理

か
ら

禮

へ

と
で
も
名
づ
く
べ
き
潮
流
も
ま
た

見
出
す
こ
と
が
出
來
る

こ
れ
は
第
一
に
は

（32）

考
證
學
な
ど
に
お
い
て
育
ま
れ
た

復
古

主
義

的
志
向
に
伴

て
現
出
し
た
傾
向
で
も
あ
り

前
述
し
た
周
啓
榮

K
ai-w

ing
Chou

の
指
摘
す
る

原
理
主
義
的
と
も
言
え
る

禮
敎

主
義
の
興
起
と
も
表
裏
一
體
の
も
の
で
あ
る

（33）

な
お

考
證
學
的
な
方
向
へ
の
傾
斜
も

こ
の
時
代
の
朱
子
學
を
特
徵
づ
け
る
要
素
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
が

禮
學
と
の
關
連
で

は

徐
乾
學

健
庵
／
一
六
三
一

一
六
九
四

の

讀
禮
通
考

朱
熹
の

儀
禮
經
傳
通
解

を
補

た

江
永

愼
修
／
一
六
八

一

一
七
六
二

の

禮
書

禮
經

綱
目

鄕
黨
圖
考

秦
蕙
田

一
七
〇
二

一
七
六
四

ら
に
よ
る

五
禮
通
考

な
ど
が

そ
の
大
き
な
達
成
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う

そ
の
他

禮
學
一
般
へ
の
關
心
の
高
ま
り
や
そ
の
考
證
學
的
・
文
獻
學
的
な
硏
究
の
隆
盛
に

關
し
て
は

淸
初
期
か
ら
淸
末
に
至
る
ま
で

淸
代
全
般
を
通
じ
て

張
爾
岐

一
六
一
二

一
六
七
八

儀
禮
鄭
注
句
讀

王
夫
之

船
山
／
一
六
一
九

一
六
九
二

禮
記
章
句

陸
隴
其

稼
書
／
一
六
三
〇

一
六
九
二

讀
禮
志
疑

萬
斯
大

一
六
三
三

一
六
八
三

學
禮
質
疑

李
光
坡

一
六
五
一

一
七
二
三

三
禮
述
註

李
塨

一
六
五
九

一
七
三
三

學
禮

胡
匡
衷

一

七
二
八

一
八
〇
一

儀
禮
釋
官

孫
希
旦

一
七
三
六

一
七
八
四

禮
記
集
解

孔
廣
森

一
七
五
二

一
七
八
六

大
戴

禮
記
補
注

禮
學
卮
言

朱
彬

一
七
五
三

一
八
四
三

禮
記
訓
纂

凌
廷
堪

一
七
五
五

一
八
〇
九

禮
經
釋
例

校
禮

堂
文
集

胡
培
翬

一
七
八
二

一
八
四
九

儀
禮
正
義

林
昌
彝

一
八
〇
三

一
八
七
六

三
禮
通
釋

郭
嵩
燾

一
八
一

八

一
八
九
一

禮
記
質
疑

黃
以
周

一
八
二
八

一
八
九
九

禮
書
通
故

禮
說

孫
詒
讓

一
八
四
八

一
九
〇
八

周

禮
正
義

な
ど

極
め
て
夥
し
い
著
述
が
累
積
さ
れ
て
お
り

早

枚
擧
に
暇
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
（34）
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こ
う
し
た
點
に
關
連
し
て

夙
に
馬
淵
昌
也
も

淸
朝
に
入

て
の
士
大
夫
主
流
派
に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
考
證
學
へ
の
關
心
の
シ

フ
ト

卽
ち
人
性
・
修
養
論
の
領
域
か
ら

經
書
及
び
關
連
の
諸
事
象
の
實
證
的
硏
究
の
領
域
へ
の
シ
フ
ト

の
存
在
や
擡
頭
を
指
摘
す

る
と
と
も
に

こ
の
シ
フ
ト
の
裏
側
に
は

明
代
後
期
の

各
人
が
自
己
に
内
在
す
る
道
を
主
體
的
に
把
握
・
體
認
す
る
こ
と
を
目
指

す
と
い
う
知
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
け
る
士
大
夫
閒
の
合
意
形
成
の
困
難
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
た

他
者
と
共
有
で
き

他
者
が
確
認
で

き
る

合
意
形
成
可
能
な
よ
り
客
觀
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
求
め
る
欲
求
が
潛
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
も

大
い
に
肯
綮
に
中
ろ
う

（35）

更
に
そ
れ
は

よ
り
深
い
と
こ
ろ
で

理

觀
そ
れ
自
體
の
變
容
と
も
相
卽
し
た
現
象
で
あ
る
と
推
論
さ
れ
る

す
な
わ
ち

當
時

戴
震

東
原
／
一
七
二
三

一
七
七
七

戴
東
原
集

孟
子
字
義
疏
證

や
焦
循

里
堂
／
一
七
六
三

一
八
二
〇

雕
菰
集

孟

子
正
義

ら
の
如
く

一
方
で
は

酷
薄
で
リ
ゴ
リ
ス
テ

ク
な

理

觀
に
反
撥
し

情

や

禮

に
依
據
し
つ
つ

む
し
ろ

理

の
柔
軟
性
・
融
通
性
を
擴
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
流
れ
が
存
在
し
た

そ
の
際

樣
々
な

理

を
め
ぐ
る
絶
え
閒
無
い
葛
藤
と

鬪
爭
は

し
ば
し
ば

訴
訟

の
比
喩
に
準
え
ら
れ
た

そ
れ
は

淸
代
の
裁
判
や
日
常
的
な

理

觀
念
を
考
え
る
上
で
も

興
味
深

い

他
方
で

同
じ
く

禮

の
重
要
性
を
標
榜
し
な
が
ら
も

凌
廷
堪

次
仲

一
七
五
五

一
八
〇
九

校
禮
堂
文
集

禮
經

（36）
釋
例

の
よ
う
に

い
わ
ば

す
じ
め

と
し
て
の

理

が
不
可
避
的
に
帶
び
て
い
た
曖
昧
さ
を
克
服
す
る
方
途
と
し
て

具
體
的

・
客
觀
的
な

禮

に
よ
る
掣
肘
を
強
調
す
る
新
た
な
流
れ
が

同
時
に
存
在
し
て
い
た

そ
し
て

彼
ら
の
何
れ
も
が

禮

に
着

（37）

目
し
て
い
た
點
が

取
り
分
け
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る

戴
震

程
瑤
田

易
疇
／
一
七
二
五

一
八
一
四

通
藝
錄

論
學
小
記

汪
中

容
甫
／
一
七
四
四

一
七
九
四

述
學

凌
廷
堪

焦
循

阮
元

芸
臺
／
一
七
六
四

一
八
四
九

揅
經
室
集

な
ど

の
思
想
家
が

こ
う
し
た
輻
湊
す
る
流
れ
の
交
差
す
る
地
點
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
し
て
い
た

か
く
し
て

相
似
た
結
論
を
導
き
出
し
た
二
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つ
の
流
れ
は

相
應
の
重
な
り
を
持
ち
つ
つ

錯
綜
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（38）

な
お

翻

て

こ
う
し
た
變
容
の
過
程
は

比
較
史
的

比
較
思
想
史
的
な
視
點
か
ら
考
え
る
時

例
え
ば

英
國
の
政
治
思
想
史

家

Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ

コ

ク
が

十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
社
會
思
想
に
お
い
て
描
き
出
し
た

V
irtue

德

か
ら

M
anners

作
法

へ
と
い

た
圖
式

更
に
は

日
本
近
世
思
想
史
に
お
け
る
朱
子
學
的
世
界
像
か
ら
徂
徠
學

水
戸
學
な
ど
へ
の
流
れ
と
も

一

定
程
度

比
擬
し
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る

（39）

Ⅴ

朝
鮮

王
朝
時
代

と
日
本

江
戸
・
德
川
時
代

の
事
例
か
ら

さ
て

一
六
四
四
年
の
明
王
朝
の
滅
亡
と
そ
れ
に
續
く
淸
王
朝
の
鼎
革
と
い
う
一
連
の

明
淸
交
替

は

東
ア
ジ
ア
規
模
で
の
歷
史

的
な
地
殼
變
動
で
あ

た
ば
か
り
で
な
く

思
想
文
化
的
に
は

い
わ
ゆ
る

華
夷
變
態

と
し
て
捉
え
ら
れ

中
華
的
な
文
化
や
文
明

の
存
否
を
め
ぐ
る
認
識
の
動
搖
や
振
幅
を
齎
し
た
ほ
か

殊
に
朝
鮮
王
朝
や
日
本
な
ど
の
周
邊
諸
國
に
お
い
て
は

い
わ
ば

中
華

の

相
對
化
と
あ
る
種
の
前
近
代
的
な
國
家
意
識
や
民
族
意
識
の
萌
芽
を
釀
成
し

そ
れ
を
助
長
す
る
一
因
と
も
な

た

例
え
ば

有
名
な

文
字
獄
案
で
あ
る
呂
留
良

晚
村
／
一
六
二
九

一
六
八
三

・
曾
靜

一
六
七
九

一
七
三
五

事
件

一
七
二
八
年

に
際
し
て

淸
の
雍
正
帝
に
よ

て
編
纂
さ
れ
た

大
義
覺
迷
錄

で
は

華
夷
の
別

は

地
域
や
種
族
で
は
な
く

中
華
的
な
文
明
の
存
否
に

も
と
づ
く
こ
と
が
高
唱
さ
れ

朱
子
學
の
普
遍
主
義
を
媒
介
と
し
つ
つ

華
夷
思
想
そ
れ
自
體
の
否
定
が
意
圖
さ
れ
た

ま
た

南
明
政

權
や
鄭
成
功

國
姓
爺
／
一
六
二
四

一
六
六
二

の
抗
淸
活
動
を
は
じ
め
と
す
る

淸
朝
へ
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
は

日
本
に
對
し
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て
も

樣
々
な
波
紋
を
引
き
起
こ
し
た

一
例
と
し
て

そ
れ
に
觸
發
さ
れ
た
こ
と
で
も
有
名
な

近
松
門
左
衞
門

一
六
五
三

一
七

二
四

の

國
性
爺
合
戰

に
お
い
て
は

鄭
成
功
を
モ
デ
ル
と
し
た
和
藤
内
の
造
形
な
ど
の
裡
に

日
本
流
の
一
種
の
プ
ロ
ト
・
ナ
シ

ナ
リ
ズ
ム
が
端
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る

（40）

翻

て

朝
鮮
王
朝
の
兩
班
知
識
人
た
ち
の
閒
で
は

正
統
儒
學

す
な
わ
ち
朱
子
學
を
徹
底
し
て
内
面
化
す
る
と
同
時
に

具
體
的

な
社
會
生
活
の
場
に
お
い
て
も

中
華
の
儀
禮
や
風
俗
を
嚴
格
に
履
行
す
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
た

彼
ら
に
よ
る
朱
子
學
の
篤
信
と
遵
奉

に
伴

て

家
禮

の
受
容
と
普
及

定
着
が
一
層
の
進
捗
を
見
る
よ
う
に
な
り

そ
の
實
踐
が

社
會
的
に
も
彼
ら
の
威
信
の
源
泉

と
な

た

こ
の
點
に
關
し
て

例
え
ば
澤
井
啓
一
は

プ
ラ
ク
テ

ス

慣
習
的
實
踐

に
よ
る

土
着
化

を
指
摘
し
て
い
る
が

こ
う
し
た
狀
況
は

後
述
す
る
同
時
代
の
日
本
の
樣
相
と
は

大
い
に
異
な
る
も
の
で
あ
り

そ
の
背
景
に
は

朱
子
學
の
盛
行
と
相
俟

た
禮
學
の
興
隆

正
統
意
識
の
競
合
や
黨
爭
の
激
化
と
い

た
側
面
も
介
在
し
て
い
よ
う
（41）

こ
う
し
た
小
中
華
主
義
や
小
中
華
意
識
の
擡
頭
は

老
論
派
の
代
表
格
と
さ
れ
る
宋
時
烈

ソ
ン
・
シ
ヨ
ル
／
一
六
〇
七

一
六
八
九

の
事
例
に
顯
著
な
よ
う
に

極
め
て
偏
狹
な
自
尊
意
識
を
容
易
に
生
み
出
し
た
が

こ
れ
に
對
し
て

實
學

者
と
し
て
も
名
高
い
洪

大
容

ホ
ン
・
デ
ヨ
ン
／
一
七
三
一

一
七
八
三

や
朴
齊
家

パ
ク
・
チ

カ
／
一
七
五
〇

一
八
〇
四

ら
の
思
想
家
た
ち
は

逆

に
強
い
慕
華
意
識
を
持
ち

む
し
ろ
北
方
の
中
國
か
ら
學
ぶ
と
い
う

北
學

を
主
張
し
て

北
學
派

と
稱
さ
れ
た

な
お

兩
者

の
方
向
性
は

一
見
し
た
と
こ
ろ

對
蹠
的
な
志
向
を
有
す
る
よ
う
に
も
映
る
が

華
夷
の
弁
別
や
文
明
の
存
否
を
如
何
に
考
え
る
か

と
い
う
相
違
は
あ

て
も

そ
の
實

一
面
で
は

皮
肉
な
こ
と
に

コ
イ
ン
の
裏
表
の
よ
う
な
關
係
に
あ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
（42）

翻

て

社
會
・
習
俗
や
思
想
文
化
を
め
ぐ
る

當
時
の
日
本
の
狀
況
を
瞥
見
す
る
な
ら

こ
う
し
た
朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
樣
相
と
は

槪
ね
對
蹠
的
な
現
象
が
顯
在
化
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
來
る

そ
の
た
め

外
來
思
想
で
あ
る
宋
學
・
朱
子
學
が

近
世
日
本
社
會
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に
受
容
さ
れ

定
着
し
て
い
く
際
の

反
撥
と
葛
藤

軋
轢
の
諸
相
な
ど
が

夙
に
尾
藤
正
英

渡
邊
浩
ら
に
よ

て

分
析
や
檢
證
の

俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
ほ
か

そ
の
過
程
で

そ
れ
ら
が
如
何
な
る
變
容
を
蒙

た
か
と
い
う

い
わ
ゆ
る
儒
敎
や
朱
子
學
の

日
本
化

の
樣
相
が
論
じ
ら
れ
て
き
た

（43）

更
に
近
年
で
は

黑
住
眞
が

儒
敎
の
政
治
社
會
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
み
な
ら
ず

そ
う
し
た
儒
敎
や
朱
子
學
の
い
わ
ゆ
る

日
本

化

の
素
地
と
な

た

當
時
の
思
想
・
宗
敎
複
合
と
の
關
わ
り
に
注
目
し
た
論
證
を
試
み
て
い
る

黑
住
に
よ
れ
ば

德
川
期
の
儒
敎

の

善
か
れ
惡
し
か
れ

柔
軟
で

非
原
理
主
義
的
な
性
格
は

儒
敎
祭
祀
や
科
擧
官
僚
制
の
闕
如
と
い

た
制
度
的
な
側
面
の
み
な
ら

ず

當
時
の
思
想
・
宗
敎
の
複
合
的
な
在
り
方
と
も
深
く
關
連
し
て
い
た
と
さ
れ
る

す
な
わ
ち

佛
敎
や
神
道
に
よ
る
儀
禮
の
再
編

戰
國
の
遺
習
の
殘
存
な
ど
と
も
相
俟

た

傳
統
的
な
神
佛
習
合

思
想

や
基
層
社
會
へ
の
佛
敎
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
重
視
す
る
視

點
を
提
起
し
て
い
る

ま
た

傳
統
的
な
神
佛
習
合
の
場
に
遲
れ
て
參
入
し
た
儒
敎
は

神
道
と
の
習
合
へ
と
向
か
い

山
崎
闇
齋

一

（44）

六
一
八

一
六
八
二

の
垂
加
神
道
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
儒
家
神
道
が
形
成
さ
れ
た

（45）

だ
が

そ
の
反
面
で

政
治
社
會
の
領
域
で
の
儒
敎
儀
禮
の
本
質
的
な
闕
如
の
故
に
こ
そ

か
え

て
新
井
白
石

一
六
五
七

一
七

二
五

や
荻
生
徂
徠

一
六
六
六

一
七
二
八

ら
の
如
く

禮
樂

や

制
禮
作
樂

の
必
要
性
へ
と
着
目
し
た
思
想
家
も
存
在
し

た

し
か
る
に

そ
の
こ
と
は

同
時
に
ま
た

日
本
型
華
夷
秩
序
や
朝
鮮
通
信
使
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
接
續
し
て
い
く
な
ど

些
か
厄

介
で

複
雜
な
問
題
を
も
内
包
し
て
い
た

他
方

守
禮
之
邦

首
里
城
守
禮
門
の
扁
額
で
も
有
名

と
も
稱
さ
れ
た
琉
球
の
場
合
に

は

地
政
學
的
に
見
て
も

思
想
文
化
的
に
は

む
し
ろ
朝
鮮
王
朝
に
近
接
し

類
似
し
た
樣
相
を
呈
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（46）

な
お

曾
て
源
了
圓
は

同
時
代
の
朝
鮮
王
朝
と
も
對
比
し
つ
つ

江
戸
・
德
川
期
の
思
想
の
特
色
に
關
し
て

心
學

的
實
學

と
い
う
觀
點
か
ら
迹
づ
け
た
上
で

近
世
日
本
に
お
け
る
儒
敎
文
化
の
受
容
は

初
か
ら

科
擧
制

・

禮

と
い
う
儒
敎
の
社
會
生
活
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に
お
け
る
現
實
化
の
二
つ
の
柱
を
と
り
去

た
仕
方
で
な
さ
れ
た

所
以
に
つ
い
て

心

の
普
遍
性
に
注
目
し
て

禮

と
い
う

か

た
ち

の
相
對
性
に
注
目
す
る
こ
の
思
想
で
は

禮

の
受
容
に
絶
對
的
な
意
味
を
認
め
る
こ
と
は
な
い

心

の
あ
り
よ
う
を
重

視
し

か
た
ち

を
二
次
的
と
す
る
そ
の
考
え
は

日
本
人
の
國
民
性
と
深
く
つ
な
が
る
面
を
も
つ
の
で

地
下
の
水
脈
の
よ
う
に
近
世

の
思
想
史
の
中
を
禪
や
神
道
と
あ
る
つ
な
が
り
を
も
ち
な
が
ら
流
れ
て
い
る

江
戸
後
期
に

今
度
は
朱
子
學
を
核
と
し
て
思
想
的
結
晶

を
な
す

な
ど
と
述
べ
て
い
る
が

い
わ
ば

心

を
基
軸
と
す
る
儒
敎
思
想
の
展
開
と
で
も
言
う
べ
き

當
時
の
思
想
史
の
實
勢
に
卽

し
て
鑑
み
る
時
に

一
面
で
大
き
な
示
唆
を
與
え
得
る
も
の
で
あ
る

（47）

も

と
も

そ
れ
と
同
時
に

家
禮

の
實
踐
化
の
試
み
も

た
と
え
閒
歇
的
に
で
は
あ
れ

繼
續
し
て
追
求
さ
れ
た
ほ
か

取
り

分
け

家
禮

の
書
誌
學
的
・
文
獻
學
的
な
硏
究
に
關
し
て
は

そ
れ
な
り
の
盛
行
を
見
た
こ
と
も
ま
た

吾
妻
重
二
・
田
世
民
ら
の

近
年
の
硏
究
を
通
じ
て

明
ら
か
に
さ
れ
る
に
至

て
い
る

加
え
て

現
行
の
如
き

い
わ
ゆ
る
神
葬
祭
の
成
立
に
際
し
て
も

家

（48）

禮

の
直
接
的
・
閒
接
的
な
影
響
の
大
き
さ
は

無
視
す
る
こ
と
は
出
來
な
い

翻

て

究
極
的
に
は

挫
折
し
た
と
言
う
ほ
か
無

（49）

い

前
述
の
白
石
や
徂
徠
ら
の

制
禮
作
樂

の
試
行
と
も
倂
せ
て

往
事
の
人
び
と
の
心
裡
の
思
い
や
實
踐
へ
の
動
機
付
け
な
ど
を
め

ぐ

て

更
な
る
檢
討
と
考
察
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

※

餘
記

小
論
の
前
半
は

二
〇
一
八

平
成
三
〇

年
三
月
九
日

金

に

中
國
・
杭
州
の
浙
江
大
學
・
歷
史
系
の
江
南
史
硏
究
ワ

ク

シ

プ

宇
宙
・
禮
敎
・
學
術

に
參
加
し
て

禮
敎
的
滲
透
・
泛
化
及
其
展
開

以
中
國
爲
中
心
的
近
世
東
亞
的
事
例

と
題
し
て
行

た
硏
究
報
告
に
も
と
づ
き

そ
の
後
の
知
見
も
交
え
て

改
め
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る

ま
ず

同
ワ

ク
シ

プ
へ
の
お
誘
い
を
忝
な

く
し
た
王
海
燕
敎
授

浙
江
大
學
歷
史
系

當
該
の
ワ

ク
シ

プ
の
世
話
人
で
も
あ
る
孫
競
昊
敎
授

浙
江
大
學
歷
史
系

を
は
じ
め
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そ
の
他

浙
江
大
學
や
杭
州
へ
の
訪
問
期
閒
中
に
多
々
お
世
話
に
與

た

黃
華
新
敎
授

浙
江
大
學
人
文
學
部
長

張
天
傑
副
敎
授

杭
州

師
範
大
學
國
學
院

ほ
か
の
諸
先
生
・
皆
さ
ま
方
に
對
し
て

改
め
て
深
甚
の
感
謝
の
意
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る

ま
た

次
い
で

小
論
の
後
半
は

こ
れ
に
加
え
て

二
〇
一
九

令
和
元

年
九
月
五
日

木

に

台
灣
の
中
央
硏
究
院
・
中
國
文
哲
硏
究

所
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た

文
化
詮
釋
與
諸
傳
統
之
衝
擊
對
話

國
際
學
術
硏
討
會
の
席
上
に
て
行

た

明
淸
思
想
輿
禮
敎

明
淸
交
替
輿

東
亞
的
思
想
世
界

と
題
す
る
硏
究
報
告
も
踏
ま
え
て

改
め
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る

同
じ
く
當
該
の
國
際
學
術
硏
討
會
に
お
誘
い
を
戴
き

ま
し
た

中
央
硏
究
院
・
中
國
文
哲
硏
究
所
の
陳
瑋
芬
敎
授

ま
た

當
日

御
一
緖
さ
せ
て
頂
い
て

多
々
御
示
敎
に
與
り
ま
し
た

臺
灣
大

學
日
本
語
文
學
系
の
田
世
民
敎
授

中
央
硏
究
院
・
中
國
文
哲
硏
究
所
の
廖
肇
亨
敎
授

林
月
惠
敎
授

同
・
中
國
哲
學
硏
究
室
の
陳
亮
孜
先
生

を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
・
皆
さ
ま
方
に
對
し
て
も

重
ね
て
深
甚
の
感
謝
の
意
を
捧
げ
る
次
第
で
あ
る

な
お

行
論
の
都
合
上

既
發
表
の
拙
稿

氣
質
變
化

論
か
ら

禮
敎

へ

中
國
近
世
儒
敎
社
會
に
お
け
る

秩
序

形
成
の
視
點

岩

波
講
座
・
世
界
歷
史

東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
傳
統
社
會
の
形
成

世
紀

岩
波
書
店

一
九
九
八

所
收

の
ほ
か

拙
著

思

13

16

18

想
と
し
て
の
中
國
近
世

東
京
大
學
出
版
會

二
〇
〇
五

な
ど
と
も

一
部

内
容
的
に
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
も

お
斷
り
し
て
お

き
た
い

※
小
論
は

以
下
の
硏
究
課
題
／
領
域
番
號

２
０
Ｋ
２
０
４
１
０
／
１
８
Ｋ
０
０
０
９
７
／
１
８
Ｈ
０
０
６
２
０

の
科
學
硏
究
費
基
金

竝

び
に
補
助
金
の
硏
究
分
担
者
と
し
て
の
成
果
の
一
部
で
あ
る

こ
の
場
を
藉
り
て

關
係
の
各
位
に
心
よ
り
深
謝
申
し
上
げ
た
い

注
１

朱
熹

論
語
集
注

卷
一

學
而
篇

禮
之
用

和
爲
貴

章

抽
象
的
な
存
在
で
あ
る

天
理

が

節
目
を
具
え
た
文
あ
る
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も
の
と
し
て
現
象
す
る
と
同
時
に

凡
そ
人
閒
の
行
爲
全
般
の
則
る
べ
き
正
し
い
準
則
と
し
て

眼
に
見
え
る
か
た
ち
で
顯
現
し

て
い
る
點
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る

２

溝
口
雄
三
・
伊
東
貴
之
・
村
田
雄
二
郞

中
國
と
い
う
視
座

こ
れ
か
ら
の
世
界
史
④
・
平
凡
社

一
九
九
五

參
照

因
み

に

同
書
で
は

近
世

前
近
代

の
宋
學
成
立
期
か
ら
朱
子
學
・
陽
明
學
を
經
て
近
代
に
至
る

中
國
の
思
想
と
社
會
の
特
質

を

①

天
理

を
軸
に
展
開
し
た
中
國
的
思
想
世
界

②
朱
子
學
・
陽
明
學
の
民
衆
化
と
と
も
に
成
立
し
た

禮
敎
社
會

と

し
て
規
定
し
た
上
で

兩
者
が
絡
み
合
う
歷
史
社
會
の
動
態
を

禮
治
シ
ス
テ
ム

を
キ

ワ

ド
と
し
て

再
提
示
し
よ
う
と

試
み
て
い
る

同
時
に

こ
う
し
た

禮
敎

が

功
罪
の
兩
側
面
を
伴
い
つ
つ

中
國
の
基
層
社
會
に
徐
々
に
浸
透
し
て
い
く

過
程
こ
そ
が

近
世

前
近
代

で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る

３

こ
こ
で
例
え
ば

嚴
復
の
譯
に
な
る

社
會
通
詮

一
九
〇
四

E.Jenks,
A

H
istory

of
Politics,

1900

に
お
け
る

宗
法

社
會

批
判
な
ど
を
想
起
さ
れ
た
い

後
の

新
靑
年

に
據

た

陳
獨
秀

一
八
七
九

一
九
四
二

呉
虞

一
八
七
一

一
九
四
九

ら
の
封
建

禮
敎

宗
法

批
判
は

多
分
に
同
書
に
觸
發
さ
れ
た
議
論
で
も
あ
る

何
れ
に
し
て
も

中

華

文
明
そ
れ
自
體
が

近
代
西
歐
と
い
う

新
た
な

普
遍

の
登
場
の
前
に
相
對
化
さ
れ

い
わ
ば

樣
々
な
る
意
匠

の

一
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
露
呈
さ
れ
て

從
前
の
よ
う
な

普
遍

性
を
言
擧
げ
し
得
な
く
な

た
時

禮

は

早

天
理

の
地
上
に
お
け
る
顯
現
な
ど
で
は
あ
り
得
ず

む
し
ろ

桎
梏

で
あ
り

拘
束
衣

で
も
あ
る
も
の
と
し
て

人
々
の
前
に

改
め
て
現
前
し

感
受
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

４

小
島
毅

中
國
近
世
に
お
け
る
禮
の
言
說

東
京
大
學
出
版
會

一
九
九
六

序
章

禮
を
取
り
あ
げ
る
理
由

參
照

５

以
上

西
晉
一
郞
・
小
絲
夏
次
郞

禮
の
意
義
と
構
造

國
民
精
神
文
化
硏
究
所

一
九
三
七

加
藤
常
賢

禮
の
起
源
と
其
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發
達

中
文
館
書
店

一
九
四
三

同

中
國
古
代
倫
理
學
の
發
達

二
松
學
舍
大
學
出
版
部
・
明
德
出
版
社

一
九
八
三

小
島
毅

東
ア
ジ
ア
の
儒
敎
と
禮

世
界
史
リ
ブ
レ

ト

・
山
川
出
版
社

二
〇
〇
四

關
口
順

人
倫
の

形
而
上
學

68

倫
理
を
示
す

禮

の
考
察

歷
史
文
化
硏
究

茨
城

第
六
號

二
〇
一
九

な
ど

參
照

な
お

宇
野
精
一
に
よ
れ
ば

禮

に
は

隔
離
す
る
と
い
う
含
意
が
あ
り

翻

て

隔
離
さ
れ
た
者
同
士
が
接
近
す
る
手

段
も
ま
た

禮

で
あ
る
と
觀
念
さ
れ
た
と
い
う

ま
た

殷
周
革
命
の
際
に

祖
先
神
崇
拜
を
基
調
と
す
る
殷
代
の
宗
敎
的

權
威
に
替
わ

て

應
報
的
・
倫
理
的
な
觀
念
を
有
す
る
天
帝
へ
の
信
仰
が
出
現
し
た
が

い
わ
ば
萬
人
平
等
的
な
天
帝
の
下
で

天
子
を
頂
點
と
す
る
社
會
秩
序
の
形
成
に
當
た

て

こ
う
し
た
隔
離
的
な
意
味
を
有
す
る

禮

の
本
質
が

政
治
的
・
倫
理

的
な
制
限
原
理
と
し
て
活
用
さ
れ

機
能
し
た
と
さ
れ
る

宇
野
精
一

禮

ア
ジ
ア
歷
史
事
典

第
九
卷

平
凡
社

一
九

六
二

に
見
え
る
項
目
の
記
述
に
よ
る

６

周
知
の
よ
う
に

古
注
で
は

克
己
は
約
身
な
り

と
し
て

訓
讀
で
は

己
を
克
め
て
禮
に
復
る
を
仁
と
爲
す

と
讀
ん
で

せ

己
が
身
を
愼
ん
で

禮
の
規
範
に
立
ち
戾
る
の
が

仁
で
あ
る

と
解
す
る
が

朱
熹
の
新
注

論
語
集
注

で
は

克

は
勝
な
り

己
は
身
の
私
欲

で
あ
る
と
し
て

同
じ
く

己
に
克
ち
て

と
讀
ん
で

自
ら
の
欲
望
に
打
ち
克
つ
意
味
に
解

す
る
こ
と
に
な
る

７

以
上

小
南
一
郞
編

中
國
古
代
禮
制
硏
究

京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所

一
九
九
五

冨
谷
至

中
華
帝
國
の
ジ
レ
ン
マ

禮
的
思
想
と
法
的
秩
序

筑
摩
書
房
・
筑
摩
選
書

二
〇
一
六

Ⅰ

中
國
古
代
の
禮

な
ど

參
照

ま
た

荀
子

の
思
想
に
關
し
て
は

む
し
ろ
傳
統
的
・
一
般
的
な
理
解
と
し
て
は

内
山
俊
彦

荀
子

古
代
思
想
家
の

肖
像

評
論
社

一
九
七
六

再
版
・
講
談
社
學
術
文
庫

一
九
九
九

板
野
長
八

中
國
古
代
社
會
思
想
史
の
硏
究

硏
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文
出
版

二
〇
〇
〇

な
ど

參
照

な
お

小
論
で
は

M
asayukiSato,The

C
onfucian

Q
uestfor

O
rder:

The
O

rigin
and

Form
ation

ofthe
PoliticalThought

ofXun
Zi,B

rill,2003,

佐
藤
將
之

荀
子
禮
治
思
想
的
淵
源
與
戰
國
諸
子
之
硏
究

國
立
臺
灣
大
學
出
版
中
心

二
〇
一
三

同

參
於
天
地
之
治

荀
子
禮
治
政
治
思
想
的
起
源
與
構
造

國
立
臺
灣
大
學
出
版
中
心

二
〇
一
六

な
ど

特
に
近
年
の

佐
藤
將
之
氏
の
一
連
の
業
績
か
ら

多
く
の
示
唆
を
得
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
い

そ
の
他

荀
子

思
想
の
硏
究
史
に

關
し
て
も

佐
藤
將
之

二
十
一
世
紀
に
お
け
る

荀
子

思
想
硏
究
の
意
義
と
展
望

中
國
硏
究
集
刊

夜
號

總
第
六
一

號

二
〇
一
五

が

先
行
硏
究
の
問
題
點
の
指
摘
と
倂
せ
て

參
看
に
値
す
る

８

村
田
雄
二
郞

二
〇
世
紀
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
中
國
ナ
シ

ナ
リ
ズ
ム

西
村
成
雄
編

現
代
中
國
の
構
造
變
動
・
３

ナ
シ

ナ
リ
ズ
ム

歷
史
か
ら
の
接
近

東
京
大
學
出
版
會

二
〇
〇
〇

が

こ
の
邊
り
の
消
息
を
き
わ
め
て
分
明
に
整
理
し

て

纏
め
て
お
り

參
考
に
な
る

ま
た

こ
う
し
た

差
異

と

序
列

に
よ
る
示
差
的
な

秩
序

の
體
系
と
そ
の
構
造
を

差
序
格
局

と
稱
し
て

類
型

的
に
整
理
し
た
上
で

社
會
學
・
人
類
學
の
立
場
か
ら

夙
に

禮

や

禮
治
社
會

の
本
質
や
モ
デ
ル
と
し
て
位
置
づ
け
た

の
が

費
孝
通
に
ほ
か
な
ら
な
い

費
孝
通

鄕
土
中
國

觀
察
社

一
九
四
八
／
重
刊
本

三
聯
書
店

一
九
八
五

竝
び

に
邦
譯
と
し
て

費
孝
通
／
西
澤
治
彦
譯

鄕
土
中
國

風
響
社

二
〇
一
九

を
是
非
と
も

參
看
さ
れ
た
い

後
者
は

硏
究
史
の
紹
介
を
含
む

詳
細
な

譯
者
解
題

を
附
し
て
お
り

裨
益
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

９

中
國
の
宗
族
や
そ
こ
に
お
け
る
祖
先
祭
祀

儒
敎
の
宗
敎
性
な
ど
の
諸
問
題
に
關
し
て
は

滋
賀
秀
三

中
國
家
族
法
の
原
理

創
文
社

一
九
六
七
／
同
・
再
版

二
〇
〇
〇

加
地
伸
行

儒
敎
と
は
何
か

中
公
新
書

一
九
九
〇

同

沈
默
の
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宗
敎

儒
敎

筑
摩
書
房
・
ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ

一
九
九
四

同

孝
硏
究

儒
敎
基
礎
論

加
地
伸
行
著
作
集
・

第
三
卷

硏
文
出
版

二
〇
一
〇

池
田
秀
三

自
然
宗
敎
の
力

儒
敎
を
中
心
に

叢
書
・
現
代
の
宗
敎
⑯

岩
波
書

店

一
九
九
八

な
ど
を
參
看
さ
れ
た
い

ま
た

孝

の
觀
念
に
つ
い
て
は

津
田
左
右
吉

儒
敎
の
實
踐
道
德

儒
敎

の
硏
究

三

岩
波
書
店

一
九
五
六

所
收

の
ち

津
田
左
右
吉
全
集

第
十
八
卷

同
前

一
九
六
五

一
九
八
七

池
澤
優

孝

思
想
の
宗
敎
學
的
硏
究

古
代
中
國
に
お
け
る
祖
先
崇
拜
の
宗
敎
學
的
硏
究

東
京
大
學
出
版
會

二
〇
〇

二

な
ど

參
照

滋
賀
秀
三

中
國
法
制
史
論
集

法
典
と
刑
罰

創
文
社

二
〇
〇
三

槪
說
編
・
序
章

中
國
法
の
基
本
的
性
格

參

10

照以
上

滋
賀
秀
三

淸
代
中
國
の
法
と
裁
判

創
文
社

一
九
八
四

第
四

民
事
的
法
源
の
槪
括
的
檢
討

情
・
理
・
法

11

第
五

法
源
と
し
て
の
經
義
と
禮

お
よ
び
慣
習

同

中
國
法
制
史
論
集

法
典
と
刑
罰

創
文
社

二
〇
〇
三

槪

說
編
・
序
章

中
國
法
の
基
本
的
性
格

同

續
・
淸
代
中
國
の
法
と
裁
判

創
文
社

二
〇
〇
九

第
一
章

中
國
法
文

化
の
考
察

訴
訟
の
あ
り
方
を
通
じ
て

を
そ
れ
ぞ
れ
參
照
さ
れ
た
い

こ
れ
と
關
連
し
て

他
に
も

前
揭
注

７

冨
谷

至

中
華
帝
國
の
ジ
レ
ン
マ

禮
的
思
想
と
法
的
秩
序

Ⅱ

中
國
古
代
法
の
成
立
と
法
的
規
範

な
ど

參
照

ま
た

一
面
で

い
わ
ば
あ
る
種
の
法
源
に
も
比
定
し
得
る

こ
う
し
た
禮
の
基
本
的
性
格
は

西
洋
に
お
け
る
自
然
法
に
も
比

擬
さ
れ
得
る
と
の
見
解
も
根
強
い
ほ
か

個
人
の
道
德
性

M
oralität

に
歸
せ
ら
れ
る
も
の
と
言
う
よ
り
は

む
し
ろ
一
般
的

な
習
俗

Sitte

な
い
し
は

よ
り
規
範
性
の
強
い
人
倫

Sittlichkeit

に
も
比
定
さ
れ
る
と
の
見
方
も
あ
る

木
村
英
一

ジ

テ
と
朱
子
の
學

中
國
哲
學
の
探
究

創
文
社
・
東
洋
學
叢
書

一
九
八
一

所
收

參
照

そ
の
他

古
代
中
國
の
政
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治
思
想
や
統
治
方
法
に
關
し
て

や
は
り
西
歐
と
の
對
比
か
ら

言
語
的
な
說
得
や
議
論
の
要
素
の
強
い
傳
統
と
は
異
質
な

governm
entby

ritual
rite

と
見
做
す
規
定
も
あ
る

Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ

コ

ク

中
島
隆
博
譯

儀
禮

言
語

權
力

古
代
中
國
哲
學
の
明
ら
か
に
政
治
的
な
意
味
に
つ
い
て

中
國
哲
學
硏
究

第
七
號

東
京
大
學
中
國
哲
學
硏
究
會

一
九

九
三

參
照

ま
ず

傳
統
的
な
經
書
や
經
學
の
裡
に
表
現
さ
れ
た
天
下
的
世
界
觀
に
つ
い
て
は

平
岡
武
夫

經
書
の
傳
統

岩
波
書
店

12

一
九
五
一

同

經
書
の
成
立

天
下
的
世
界
觀

東
洋
學
叢
書
・
創
文
社

一
九
八
三

參
照

他
に
も

傳
統
中
國

の

中
華

的
世
界
觀

な
い
し
は

天
下

觀
念

華
夷

秩
序
な
ど
に
つ
い
て

そ
の
理
念
的
な
構
成
や
構
造
の
諸
相
を

丹
念
に
洗
い
出
し
た

近
年
の
出
色
の
論
攷
と
し
て

張
啓
雄

伊
東
貴
之
譯

中
華
世
界
秩
序
原
理
の
起
源

先
秦
古
典
の

文
化
的
價
値

中
國

社
會
と
文
化

第
二
四
號

二
〇
〇
九

が
參
考
に
値
す
る

逆
に
古
代
以
來
の
中
華
觀
念
や
言

說
の
生
成
の
裡
に
潛
む
虚
構
性
や
問
題
點
に
對
し
て

再
考
を
迫
る
も
の
と
し
て

渡
邉
英
幸

古
代

中
華

觀
念
の
形
成

岩
波
書
店

二
〇
一
〇

が
擧
げ
ら
れ
る

次
い
で

册
封
體
制
や
東
ア
ジ
ア
文
化
圈
を
め
ぐ
る
議
論
に
關
し
て
は

西
嶋
定
生

中
國
古
代
國
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界

東

京
大
學
出
版
會

一
九
八
三

同

古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
と
日
本

岩
波
現
代
文
庫

二
〇
〇
〇

ま
た

李
成
市

東
ア

ジ
ア
文
化
圈
の
形
成

世
界
史
リ
ブ
レ

ト
７
・
山
川
出
版
社

二
〇
〇
〇

同

鬪
爭
の
場
と
し
て
の
古
代
史

東
ア
ジ

ア
史
の
ゆ
く
え

岩
波
書
店

二
〇
一
八

特
に
そ
の
第
Ⅳ
部

東
ア
ジ
ア
世
界
論
の
行
方

金
子
修
一

隋
唐
の
國
際
秩

序
と
東
ア
ジ
ア

歷
史
學
叢
書
・
名
著
刊
行
會

二
〇
〇
一

な
ど
を
參
看
さ
れ
た
い
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な
お

上
記
の
う
ち

特
に
李
成
市

東
ア
ジ
ア
世
界
論
の
行
方

で
は

東
ア
ジ
ア
文
化
圈
と
い
う
槪
念
の
問
題
點
を
總
括
す

る
一
方
で

そ
の
一
定
の
有
效
性
を
主
張
し
て
い
る

す
な
わ
ち

西
嶋
定
生
の

册
封
體
制

論
が
提
起
さ
れ
た
經
緯
と
し
て

戰
前
の
歷
史
學
へ
の
反
省
か
ら
も

當
然

一
國
史
觀
的
な
枠
組
み
へ
の
反
措
定
と
い
う
意
圖
が
籠
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が

國
家
や
王
朝
閒
の
政
治
的
關
係
を
中
心
に
考
察
さ
れ
る
西
嶋
の
所
說
の
場
合
も
ま
た

現
在
の
時
點
か
ら
振
り
返
る
な

ら

一
面
で

や
は
り

國
家

的
な
枠
組
み
を
過
大
視
し
て
い
る
傾
向
は

否
定
出
來
な
い

こ
れ
に
對
し
て

李
成
市
は

む
し
ろ
壇
上
寬
の
提
起
す
る

天
朝
體
制

へ
の
支
持
や
親
近
感
を
披
瀝
し
て
い
る

卑
見
で
も

天
朝
體
制

と
い
う
見
方

は

周
邊
の
國
家
や
王
朝
な
ど
と
の
境
界
を
リ
ジ

ド
な
も
の
と
し
て
捉
え
ず

ま
さ
に
ボ

ダ
レ
ス
で
段
階
的
な
グ
ラ
デ

シ

ン
と
し
て
考
え
る
點
で

む
し
ろ
傳
統
的
な
中
華
的
世
界
觀

な
い
し
は

天
下
的
な
世
界
觀
の
有
り
樣
を
正
當
に
も
表
象
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る

ま
た

壇
上
寛

明
代
海
禁

朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
華
夷
秩
序

京
都
大
學
學
術
出
版
會
・
東
洋
史

硏
究
叢
刊

二
〇
一
三

同

天
下
と
天
朝
の
中
國
史

岩
波
新
書

二
〇
一
六

參
照

そ
の
他

翻

て

岩
井
茂
樹

朝
貢
・
海
禁
・
互
市

近
世
東
ア
ジ
ア
の
貿
易
と
秩
序

名
古
屋
大
學
出
版
會

二
〇
二

〇

で
は

明
淸
時
代
の
實
態
に
も
卽
し
つ
つ

朝
貢
體
制

華
夷
秩
序

册
封
體
制

と
い

た

靜
態
的
な
理
解

や

圖
式
的
な
構
造
論

へ
の
疑
義
を
表
明
し
て

そ
の
再
檢
討
を
迫

て
い
る

特
に
そ
の
序
章

朝
貢
體
制
論
の
再
檢
討

參
照

以
上

野
閒
文
史

五
經
入
門

中
國
古
典
の
世
界

硏
文
出
版

二
〇
一
四

第
五
章

禮

儀
禮
・
禮
記
・
周
禮

13

の
ほ
か

更
に
詳
し
く
は

池
田
末
利

解
說

經
學
史
的
考
察

同

儀
禮
譯
注

下

東
海
大
學
古
典
叢
書
・
東
海
大

學
出
版
會

一
九
八
五

所
收

が

禮
經

の
成
立
を
め
ぐ
る
古
來
の
問
題
の
所
在
や
要
點
を
槪
述
し
て
お
り

大
い
に
參
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考
に
な
る

ま
た

鄭
玄
の
禮
學
に
關
し
て
は

華
喆

禮
是
鄭
學

漢
唐
閒
經
典
詮
釋
變
遷
史
論
稿

三
聯
書
店

二
〇

一
八

な
ど

參
照

以
上

周
禮

に
關
し
て
は

津
田
左
右
吉

周
官

の
硏
究

儒
敎
の
硏
究

二

岩
波
書
店

一
九
五
一

の
ち

津

14

田
左
右
吉
全
集

第
十
七
卷

岩
波
書
店

一
九
六
五

一
九
八
八

宇
野
精
一

中
國
古
典
學
の
展
開

北
隆
館

一
九
四

九

の
ち

宇
野
精
一
著
作
集

第
二
卷

明
治
書
院

一
九
八
六

閒
島
潤
一

鄭
玄
と

周
禮

周
の
太
平
國
家
の

構
想

明
治
書
院

二
〇
一
〇

な
ど

參
照

い
わ
ゆ
る

儒
敎
國
家

の
成
立
や
そ
の
理
念
を
め
ぐ

て
は

渡
邉
義
浩

後
漢
に
お
け
る

儒
敎
國
家

の
成
立

汲
古

15

書
院

二
〇
〇
九

次
い
で

鄭
玄
と
王
肅
の
禮
學
や
兩
者
の
禮
說
の
相
違
な
ど
に
つ
い
て
は

加
賀
榮
治

中
國
古
典
解
釋

史

魏
晉
篇

勁
草
書
房

一
九
六
四

狩
野
直
喜

魏
晉
學
術
考

筑
摩
書
房

一
九
六
八

そ
の
六

鄭
玄
・
王
肅

の
差
異

一

感
生
帝

七

鄭
玄
・
王
肅
の
差
異

二

禮
制

六
十
二

三
禮

鄭
玄
と
王
肅

藤
堂
明

保

鄭
玄
硏
究

蜂
屋
邦
夫
編

儀
禮
士
昏
疏

東
京
大
學
東
洋
文
化
硏
究
所
叢
刊
・
第
八
輯

汲
古
書
院

一
九
八
六

所

收

池
田
秀
三

鄭
學
の
特
質

渡
邉
義
浩
編

兩
漢
に
お
け
る
易
と
三
禮

汲
古
書
院

二
〇
〇
六

所
收

古
橋
紀
宏

漢
魏
の
經
學
の
變
化
と
鄭
玄
・
王
肅
の
禮
學

香
川
大
學
敎
育
學
部
硏
究
報
告

第
一
號

二
〇
一
九

同

鄭
玄
と
王

肅

川
原
秀
城
編

漢
學
と
は
何
か

漢
唐
お
よ
び
淸
中
後
期
の
學
術
世
界

ア
ジ
ア
遊
學

・
勉
誠
出
版

二
〇
二
〇

249

堀
池
信
夫

漢
代
思
想
論

櫻
邑
文
稿
２

明
治
書
院

二
〇
二
〇

・
第
三
篇

鄭
玄
學
の
周
邊

な
ど

ま
た

宋
代
の

禮
學
に
關
し
て
は

劉
豐

北
宋
禮
學
硏
究

中
國
社
會
科
學
院
文
庫
・
哲
學
宗
敎
硏
究
系
列

中
國
社
會
科
學
出
版
社

二

〇
一
六

夏
微

宋
代

周
禮

學
史

中
國
人
民
大
學
出
版
社

二
〇
一
八

な
ど

參
照
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儀
禮

の
注
釋
史
に
關
し
て
は

前
揭
注

池
田
末
利

解
說

經
學
史
的
考
察

參
照

ま
た

廖
明
飛

敖
繼
公

16

13

儀
禮
集
說

に
お
け
る
鄭
玄
注
の
引
用
と
解
釋

中
國
思
想
史
硏
究

第
三
七
號

二
〇
一
六

は

鄭
玄
注
を
批
判
し
た

同
書
の
眞
骨
頂
を
縷
說
し
て
お
り

參
照
に
値
す
る

以
上

禮
記

の
成
立
や
注
釋
史
に
關
し
て
は

竹
内
照
夫

禮
記

解
題

禮
記

上

新
釋
漢
文
大
系

・
明
治
書
院

17

27

一
九
七
一

井
上
亘

禮
記

の
文
獻
學
的
考
察

册
書

と
し
て
の

禮
記

東
方
學

第
百
八
輯

東
方
學
會

二
〇
〇
四

な
ど

參
照

以
下
の
敍
述
は

伊
東
貴
之

氣
質
變
化

論
か
ら

禮
敎

へ

中
國
近
世
儒
敎
社
會
に
お
け
る

秩
序

形
成
の
視
點

18

岩
波
講
座
・
世
界
歷
史

東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
傳
統
社
會
の
形
成

世
紀

岩
波
書
店

一
九
九
八

所
收

13

16

18

ま
た

同

思
想
と
し
て
の
中
國
近
世

東
京
大
學
出
版
會

二
〇
〇
五

特
に
そ
の
第
三
章

近
世
儒
敎
の
變
容

と
行
論

の
都
合
上

重
複
が
存
す
る
こ
と
を
お
斷
り
し
て
お
き
た
い

ま
た

詳
細
に
關
し
て
は

以
上
を
參
看
さ
れ
た
い

土
田
健
次
郞

晚
年
の
程
頤

沼
尻
正
隆
先
生
古
稀
記
念
事
業
會
編

沼
尻
博
士
退
休
記
念
中
國
學
論
集

汲
古
書
院

一
九

19

九
〇

同

王
安
石
に
お
け
る
學
の
構
造

宋
代
の
知
識
人

思
想
・
制
度
・
地
域
社
會

宋
代
史
硏
究
會
・
硏
究
報
告

第
四
集

汲
古
書
院

一
九
九
三

と
も
に
の
ち

土
田
健
次
郞

道
學
の
形
成

創
文
社
・
東
洋
學
叢
書

二
〇
〇
二

に
所
收

參
照

吾
妻
重
二

王
安
石

周
官
新
義

の
考
察

前
揭
注

７

小
南
一
郎
編

中
國
古
代
禮
制
硏
究

の
ち

吾
妻
重
二

20

宋
代
思
想
の
硏
究

儒
敎
・
道
敎
・
佛
敎
を
め
ぐ
る
考
察

關
西
大
學
東
西
學
術
硏
究
所
硏
究
叢
刊

・
關
西
大
學
出
版

31

部

二
〇
〇
九

所
收

ま
た

前
揭
注

劉
豐

北
宋
禮
學
硏
究

夏
微

宋
代

周
禮

學
史

參
照

15
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因
み
に

吾
妻
重
二
に
よ
れ
ば

儀
禮

が
外
さ
れ
た
の
も

禮
の
細
か
な
規
則
を
記
述
す
る
こ
と
に
終
始
し

こ
れ
と
い

た
理
論
を
說
か
な
い

儀
禮

は

義
理

の
面
で
さ
ほ
ど
有
意
義
な
も
の
と
考
え
ら
れ
な
か

た
も
の
と
思
わ
れ
る

と
結

論
づ
け
て
い
る
が

王
安
石
の
學
問
觀
の
一
斑
に
對
し

正
鵠
を
射
た
指
摘
と
言
え
よ
う

や
は
り
土
田
健
次
郞
に
藉
口
す
る
な
ら

萬
人
に

同
型
の
自
己
陶
冶
の
階
梯
を
示
し
え
た

こ
と
こ
そ
が

道
學

な
い
し
は

21

朱
子
學
が

中
央
と
在
野
の
雙
方
に
地
步
を
築
き
得
た
所
以
な
の
で
あ

て

帝
王
學
と
し
て
も
ア
ピ

ル
す
る
一
方
で

同
時

に

在
野
の
地
方
士
人
に
至
る
ま
で

そ
の
受
容
層
を
擴
大
し
得
た
の
で
あ
る

そ
の
意
味
で

そ
れ
は

集
權
的
志
向
の
鞏
固

な
王
安
石
の
學
問
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い

極
め
て
高
度
の
フ
レ
ク
シ
ビ
リ
テ

を
有
し
て
い
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
出
來

る

前
揭
注

土
田

王
安
石
に
お
け
る
學
の
構
造

參
照

19

翻

て

王
安
石
は

性

そ
れ
自
體
に
つ
い
て
善
惡
を
問
う
こ
と
は
出
來
ず

そ
れ
が
發
動
し
た

情

の
段
階
に
至

て

は
じ
め
て
善
惡
が
顯
現
す
る
と
い
う
性
無
善
惡
說
の
立
場
を
取
る

こ
れ
は

性
善

を
絶
對
の
大
前
提
と
す
る
道
學
と
は
ま

さ
に
對
蹠
的
で
あ
り

彼
の
學
問
が

道
學
を
は
じ
め
と
す
る

氣
質
變
化

論
の
考
え
方
と
は
凡
そ
無
緣
で
あ

た
こ
と
の
證

左
と
な
ろ
う

以
上

上
山
春
平

朱
子
の
禮
學

儀
禮
經
傳
通
解

硏
究
序
說

人
文
學
報

第
四
十
一
册

一
九
七
六

同

朱

22

子
の

家
禮

と

儀
禮
經
傳
通
解

東
方
學
報

第
五
十
四
册

一
九
八
二

の
ち

上
山
春
平
著
作
集
・
第
七
卷

佛

敎
と
儒
敎

法
藏
館

一
九
九
五

戸
川
芳
郞

解
題

長
澤
規
矩
也
・
戸
川
芳
郞

和
刻
本
儀
禮
經
傳
通
解

第
一

三

輯

汲
古
書
院

一
九
八
〇

山
根
三
芳

宋
代
禮
說
硏
究

溪
水
社

一
九
九
六

王
志
陽

儀
禮
經
傳
通
解

硏
究

社
會
科
學
文
獻
出
版
社

二
〇
一
八

な
ど

參
照
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總
じ
て

朱
熹
が

王
安
石
が
顯
揚
し
た

周
禮

を
抑
え
て

儀
禮

を
正
經
と
し
た
こ
と
は

兩
者
の
學
問
觀

統
治
理
念

の
相
違
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

更
に

禮
記

そ
の
他
の
禮
學
關
係
の
古
典
は

そ
れ
を
解
釋
し
た

傳

と
し
て
扱

た

朱
子
語
類

卷
八
十
五

禮
二
・
儀
禮

參
照

こ
と
に
も

そ
の
一
貫
し
た
姿
勢
が
窺
わ
れ
る

す
な
わ

ち

禮
記

は
古
來

あ
る
意
味
で
雜
然
と
し
た
印
象
を
與
え
る
書
物
と
い
う
評
價
が
付
き
纏

て
い
た
が

そ
の
う
ち
原
理

論
的
な
部
分
で
あ
る

大
學

中
庸

の
二
篇
を
獨
立
し
た
經
書
と
し
て
扱
い

四
書
の
一
環
と
し
て
表
章
し
た
點
に
も

た

ん
に
具
體
的
で
ト
リ
ヴ

ア
ル
な
禮
の
細
則
へ
の
着
目
の
み
な
ら
ず

そ
れ
と
同
時
に
理
念
的
な
志
向
性
を
強
く
倂
せ
持

て
い

た
朱
熹
の
學
風
が
反
映
し
て
い
よ
う

同
書
に
對
し
て
は

夙
に
淸
代
の
王
懋
竑

白
田
／
一
六
六
八

一
七
四
一

の

家
禮
考

な
ど

僞
書
說
・
假
託
說
が
唱
え

23

ら
れ
た
ほ
か

實
際
に
同
書
が
廣
汎
な
社
會
層
に
受
容
さ
れ

通
行
す
る
契
機
と
な

た
の
が

よ
り
實
用
的
か
つ
具
體
的
な
細

則
を
附
載
し
た

明
の
丘
濬

一
四
一
九

一
四
九
五

の

家
禮
儀
節

に
よ
る
と
い

た
複
雜
な
事
情
も
存
し
て
い
た

そ

の
他

關
連
し
て

牧
野
巽

近
世
中
國
宗
族
硏
究

牧
野
巽
著
作
集
・
第
三
卷

御
茶
の
水
書
房

一
九
八
〇

う
ち

特
に

第
二

司
馬
氏
書
儀
の
大
家
族
主
義
と
文
公
家
禮
の
宗
法
主
義

／

第
三

東
洋
の
族
制
と
朱
子
家
禮

參
照

ま
た

同
書
の
英
譯
と
し
て

次
の
論
著
が
あ
る

Ebrey,Patricia
B

uckley,Confucianism
and

Fam
ily

Rituals
in

Im
perialChina:

A

SocialH
istory

ofW
riting

aboutRites,Princeton
U

niversity
Press,Law

renceville,N
ew

Jersey,1991.

前
揭
注

２

溝
口
雄
三
・
伊
東
貴
之
・
村
田
雄
二
郞

中
國
と
い
う
視
座

第
一
章

中
國
近
世
の
思
想
世
界

參
照

こ

24

れ
に
關
連
し
て

例
え
ば

後
に
淸
代
中
葉
の
人

焦
循

里
堂
／
一
七
六
三

一
八
〇
二

が

思
う
に

紫
陽

朱
子

の
學
問
は

天
下
の
君
子
を
敎
え
る
手
立
て
で
あ
り

陽
明
の
學
問
は

天
下
の
小
人
を
敎
導
す
る
手
立
て
で
あ
る

雕
菰
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集

卷
八

と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
は

こ
の
あ
た
り
の
消
息
を
端
的
に
傳
え
る
も
の
で
あ
ろ
う

同
じ
く

前
揭
注

２

溝
口
雄
三
・
伊
東
貴
之
・
村
田
雄
二
郞

中
國
と
い
う
視
座

第
一
章

中
國
近
世
の
思
想
世
界

25

參
照

W
m

.Theodore
de

Bary

セ
オ
ド
ア
・
ド
バ
リ

人
の
徒
と
と
も
に

林
文
孝
譯

中
國

社
會
と
文
化

第
六
號

26

一
九
九
一

前
揭
注

伊
東
貴
之

氣
質
變
化

論
か
ら

禮
敎

へ

中
國
近
世
儒
敎
社
會
に
お
け
る

秩
序

形

18

成
の
視
點

ま
た

同

思
想
と
し
て
の
中
國
近
世

特
に
そ
の
第
三
章

近
世
儒
敎
の
變
容

第
四
章

秩
序

化
の
位

相

な
ど

參
照

前
揭
注

２

溝
口
雄
三
・
伊
東
貴
之
・
村
田
雄
二
郞

中
國
と
い
う
視
座

こ
の
ほ
か

同
樣
の
觀
點
を
示
す

近
の
硏
究

27

と
し
て

王
汎
森

淸
初

禮
治
社
會

思
想
的
形
成

陳
弱
水
主
編

中
國
史
新
論

思
想
史
分
册

中
央
硏
究
院
叢
書

中
央
硏
究
院
・
聯
經
出
版
公
司

二
〇
一
二

の
ち

王
汎
森

權
力
的
毛
細
管
作
用

淸
代
的
思
想

學
術
與
心
態

修

訂
版

聯
經
出
版
公
司

二
〇
一
三

の
ち

北
京
大
學
出
版
社

二
〇
一
五

所
收

Y
onghua

Liu,Confucian
Rituals

and
C

hinese
Villagers:

RitualChange
and

SocialTransform
ation

in
a

Southeastern
C

hinese
Com

m
unity,1368

1949,

Religion
in

Chinese
Societies

/6,B
RILL,2013,

參
照

父
母
に
孝
順
に
し

長
上
を
恭
敬
し

宗
姻
に
和
睦
し

鄕
里
に
周
䘏
し

各
々
本
分
に
依
り

本
業
を
修
め

姦
盜
を
作
す

28

莫
か
れ

朱
熹

朱
文
公
文
集

卷
一
〇
〇

勸
諭
榜

父
母
に
孝
順
に
し

長
上
を
尊
敬
し

鄕
里
に
和
睦
し

子
孫
を

敎
訓
し

各
々
生
理
に
安
ん
じ

非
爲
を
作
す
毋
か
れ

明
・
太
祖

太
祖
六
諭

も
と

敎
民
榜
文

中
の
第
十
九
條

爾

の
父
母
に
孝
に
し

爾
の
兄
長
を
敬
い

爾
の
子
孫
を
敎
訓
し

爾
の
鄕
里
に
和
順
し

死
喪
相
助
け

患
難
相
恤
み

訟
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を
息
め
爭
を
罷
め

講
信
修
睦
せ
よ

南
贛
鄕
約

王
陽
明

王
陽
明
全
書

卷
二

公
移

ま
た

以
上

蔡
尚
思

中
國
禮
敎
思
想
史

香
港
・
中
華
書
局

一
九
九
一

徐
揚
傑

宋
明
家
族
制
度
史
論

中
華
書

局

一
九
九
五

井
上
徹

中
國
の
宗
族
と
國
家
の
禮
制

宗
法
主
義
の
視
點
か
ら
の
分
析

硏
文
出
版

二
〇
〇
〇

同

淸
朝
と
宗
法
主
義

(

史
學
雜
誌

第
一
〇
六
卷
・
第
八
號

一
九
九
七

溝
口
雄
三

淸
代
儒
敎
へ
の
ア
プ
ロ

チ

江

戸
の
思
想
３

儒
敎
と
は
何
か

ぺ
り
か
ん
社

一
九
九
六

な
ど
に
就
い
て

そ
れ
ぞ
れ
參
照
さ
れ
た
い

更
に

宋
代
以

降
の
民
閒
社
會
に
お
け
る
宗
族
形
成
や
宗
族
祭
祀
の
實
際
に
つ
い
て
は

他
に
も

馮
爾
康

小
林
義
廣
譯

中
國
の
宗
族
と

祖
先
祭
祀

風
響
社
・
あ
じ
あ
ブ

ク
ス

二
〇
一
七

な
ど

參
照

そ
の
他

小
論
の
も
と
と
な
る
報
告
を
行

た
浙
江
大
學
・
歷
史
系
の
江
南
史
硏
究
ワ

ク
シ

プ

宇
宙
・
禮
敎
・
學
術

に
際
し
て

宮
云
維
敎
授

浙
江
工
商
大
學

の
報
告

南
贛
鄕
約

與
陽
明
精
神

か
ら
も

多
大
な
示
唆
を
得
た
こ
と
を

特
記
し
て
お
き
た
い

小
島
毅

嘉
靖
の
禮
制
改
革
に
つ
い
て

東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要

第
一
一
七
册

一
九
九
二

井
上
徹

夏
言
の
提
案

中

29

國
に
お
け
る
歷
史
認
識
と
歷
史
意
識
の
展
開
に
つ
い
て
の
總
合
的
硏
究

科
學
硏
究
費
總
合
硏
究
報
告
書

一
九
九
四

參
照

そ
の
他

主
に
明
淸
期
の
國
家
的
な
レ
ヴ

ル
で
の
正
統
的
儀
禮
の
實
態
に
關
し
て
は

例
え
ば

K
w

ang-C
hing

Liu

劉
廣
京

O
rthodoxy

in
Late

Im
perialC

hina,U
niversity

ofC
alifornia

press,1990

を
參
照
さ
れ
た
い

以
上

小
島
毅

中
國
近
世
に
お
け
る
禮
の
言
說

東
京
大
學
出
版
會

一
九
九
六

K
ai-w

ing
Chou

周
啓
榮

,The
Rise

30

ofConfucian
Ritualism

in
Late

Im
perialC

hina,Stanford
U

niversity
Press,Stanford,California,1994

同
・
中
文
譯

毛
立
坤
譯

淸
代
儒
家
禮
敎
主
義
的
興
起

以
倫
理
道
德

儒
學
經
典
和
宗
族
爲
切
入
的
考
察

天
津
人
民
出
版
社

二
〇
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一
七

前
揭
注

伊
東
貴
之

思
想
と
し
て
の
中
國
近
世

特
に
そ
の
第
四
章

秩
序

化
の
位
相

前
揭
注

18

27

王
汎
森

淸
初

禮
治
社
會

思
想
的
形
成

な
ど

參
照

以
上

極
度
に
内
面
化
し
た
朱
子
學
が
有
し
た

修
養

を
め
ぐ
る
論
理
的
な
隘
路
や
破
綻
に
關
し
て

例
え
ば

T.A
.M

etzger,

31

Escape
from

Predicam
ent:

Neo-Confucianism
and

C
hina's

Evolving
PoliticalCulture,C

olum
bia

U
niversity

Press,N
ew

Y
ork,1997,

吉
田
公
平

中
國
近
世
の
心
學
思
想

硏
文
出
版

二
〇
一
二

な
ど

參
照

以
上

張
壽
安

以
禮
代
理

凌
廷
堪
與
淸
中
葉
儒
學
思
想
之
轉
變

台
灣
・
中
央
硏
究
院
近
代
史
硏
究
所

一
九
九
四

32

の
ち

河
北
敎
育
出
版
社

二
〇
〇
一

ま
た

鄧
克
銘

宋
代
理
槪
念
之
開
展

台
灣
・
文
津
出
版
社

一
九
九
三

な
ど

を
參
照
さ
れ
た
い

前
揭
注

K
ai-w

ing
Chou

周
啓
榮

書

參
照

33

30

前
揭

K
ai-w

ing
Chou

周
啓
榮

書
の
ほ
か

林
存
陽

淸
初
三
禮
學

明
淸
史
硏
究
叢
書
・
社
會
科
學
文
獻
出
版
社

34

30

二
〇
〇
二

な
ど

參
照

以
上

馬
淵
昌
也

明
代
後
期
儒
學
の
道
敎
攝
取
の
一
樣
相

王
畿
の
思
想
に
お
け
る
道
敎
内
丹
實
踐
論
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ

35

て

道
敎
文
化
硏
究
會
編

道
敎
文
化
へ
の
展
望

平
河
出
版
社

一
九
九
四

參
照

前
揭
注

滋
賀
秀
三

淸
代
中
國
の
法
と
裁
判

同

續
・
淸
代
中
國
の
法
と
裁
判

ま
た

寺
田
浩
明

淸
代
司
法
制

36

11

度
硏
究
に
お
け
る

法

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

思
想

第
七
九
二
號

特
集

儒
敎
と
ア
ジ
ア
社
會

一
九
九
〇

同

明
淸
法
秩
序
に
お
け
る

約

の
性
格

溝
口
雄
三
・
濱
下
武
志
・
平
石
直
昭
・
宮
嶋
博
史
編

社
會
と
國
家

ア
ジ
ア
か

ら
考
え
る

４

東
京
大
學
出
版
會

一
九
九
四

同

近
代
法
秩
序
と
淸
代
民
事
法
秩
序

も
う
一
つ
の
近
代
法
史
論
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石
井
三
紀
・
寺
田
浩
明
・
西
川
洋
一
・
水
林
彪
編

近
代
法
の
再
定
位

創
文
社

二
〇
〇
一

な
ど

參
照

な
お

滋

賀
秀
三
・
前
揭
書
に
よ
れ
ば

法
・
情
・
理

に
依
據
し
た
淸
代
の
裁
判
の
調
停
的
な
性
格

そ
こ
に
お
け
る
法
源
と
し
て
の

禮

の
機
能
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
お
り

當
時
の
人
々
の
日
常
的
な

理

觀
念
や
正
義
・
秩
序
・
公
平
な
ど
の
感
覺
を
考
え

る
上
で
も

相
應
の
示
唆
に
富
も
う

前
揭
注

張
壽
安

以
禮
代
理

凌
廷
堪
與
淸
中
葉
儒
學
思
想
之
轉
變

參
照

37

32

因
み
に

大
谷
敏
夫
は

こ
う
し
た
人
々
に
つ
い
て

い
わ
ば

孟
子

と

荀
子

を
兼
採
し
よ
う
と
す
る
傾
向
の
一
連
の
思

38

想
家
と
し
て
捉
え
て

孟
荀
學

と
い
う
呼
稱
の
も
と
に
整
理
を
試
み
て
い
る

大
谷
敏
夫

清
代
政
治
思
想
史
硏
究

汲
古

書
院

一
九
九
一

再
版
・
二
〇
二
一

照

以
上

よ
り
詳
し
く
は

伊
東
貴
之

理

か
ら

禮

へ

中
國
近
世
思
想
史
の
變
遷
・
推
移
に
關
す
る
一
試
論

比

較
思
想
硏
究

第
二
六
號
・
別
册

一
九
九
九

同

欲
望
・
合
意
・
共
生

中
國
近
世
思
想
の
文
脈
か
ら

山
根
幸
夫

敎
授
追
悼
記
念
論
叢

明
代
中
國
の
歷
史
的
位
相

下
卷

汲
古
書
院

二
〇
〇
七

同

心

の
軌
跡

理

情

欲

禮

な
ど
の
問
題
と
關
說
さ
せ
て

ア
ジ
ア
遊
學

第
一
一
〇
號

特
集

ア
ジ
ア
の
心
と
身
體

勉
誠
出
版

二
〇
〇
八

同
・
中
文
譯

中
國
近
世
思
想
脈
絡
中
所
見
的
欲
望

調
和
與
共
生

中
國
社
會
科
學
院
歷
史
硏
究
所
中
國

思
想
史
硏
究
室
主
辦

中
國
哲
學

第
二
十
六
輯

中
國
社
會
科
學
出
版
社

二
〇
一
三

所
收

同

中
國
近
世
思
想
史
に

お
け
る
個
と
共
同
性
・
公
共
性

中
國
哲
學
硏
究

第
二
四
號

東
京
大
學
中
國
哲
學
硏
究
會

二
〇
〇
九

な
ど
を
參
看
さ

れ
た
い

以
上

J.G
.A

.Pocock,Virtue,C
om

m
erce,and

H
istory:Essays

on
PoliticalThoughtand

H
istory,Chiefly

in
the

Eighteenth

39
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C
entury,

Cam
bridge

U
niversity

Press,
1985

同
・
邦
譯

Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ

コ

ク

田
中
秀
夫
譯

德
・
商
業
・

歷
史

み
す
ず
書
房

一
九
九
三

ま
た

比
較
史
的
な
觀
點
を
示
唆
す
る
近
年
の
論
著
と
し
て

木
村
俊
道

文
明
の
作
法

初
期
近
代
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
政
治
と
外
交

ミ
ネ
ル
ヴ

書
房

二
〇
一
〇

參
照

以
上

伊
東
貴
之

明
淸
交
替
と
王
權
論

東
ア
ジ
ア
の
視
角
か
ら

武
藏
大
學
人
文
學
會
雜
誌

第
三
九
卷
・
第
三
號

比

40

較
文
化
特
集
號

二
〇
〇
八

同
・
中
文
譯

明
淸
交
替
與
王
權
論

在
東
亞
視
野
中
考
察

徐
洪
興
・
小
島
毅
・

陶
德
民
・
呉
震
主
編

東
亞
的
王
權
與
政
治
思
想

儒
學
文
化
硏
究
的
回
顧
與
展
望

復
旦
大
學
出
版
社

二
〇
〇
九

所

收

參
照

ま
た

呂
留
良
・
曾
靜
事
件
の
經
緯
や
呂
留
良
の
生
平
と
思
想
に
關
し
て
は

前
揭
注

伊
東
貴
之

思
想

18

と
し
て
の
中
國
近
世

第
五
章

近
世
儒
敎
の
政
治
論

を
參
看
さ
れ
た
い

澤
井
啓
一

記
號

と
し
て
の
儒
學

光
芒
社

二
〇
〇
〇

參
照

41

金
泰
俊

虛
學
か
ら
實
學
へ

十
八
世
紀
朝
鮮
知
識
人
洪
大
容
の
北
京
旅
行

東
京
大
學
出
版
會

一
九
八
八

小
川
晴
久

42

朝
鮮
實
學
と
日
本

花
傳
社

一
九
九
四

山
内
弘
一

朝
鮮
か
ら
見
た
華
夷
思
想

世
界
史
リ
ブ
レ

ト

・
山
川
出

67

版
社

二
〇
〇
三

同

李
朝
初
期
に
於
け
る
對
明
自
尊
の
意
識

朝
鮮
學
報

第
九
二
號

一
九
七
九

同

洪
大
容
の

華
夷
觀
に
つ
い
て

朝
鮮
學
報

第
一
五
九
號

一
九
九
六

同

朴
齊
家
に
於
け
る

北
學

と
慕
華
意
識

上
智
史

學

四
三
號

上
智
大
學
史
學
會

一
九
九
八

同

朝
鮮
儒
敎
硏
究
の
手
引
き

中
國
學
・
日
本
學
の
硏
究
者
に
む
け
て

漢
文
學

解
釋
與
硏
究

第
四
號

上
智
大
學

二
〇
〇
一

同

儒
敎
文
化
圈
に
お
け
る
士
大
夫
層

宋
時
烈
と
小

中
華

小
谷
汪
之
編

歷
史
に
お
け
る
知
の
傳
統
と
繼
承

山
川
出
版
社

二
〇
〇
五

所
收

孫
衞
國

大
明
旗
號
與
小

中
華
意
識

朝
鮮
王
朝
尊
周
思
明
問
題
硏
究

一
六
三
七

一
八
〇
〇

商
務
印
書
館

二
〇
〇
七

中
純
夫

洪
大
容
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の
對
外
認
識
に
つ
い
て

そ
の
中
國
體
驗
に
卽
し
て

洛
北
史
學

第
二
一
號

京
都
府
立
大
學

二
〇
一
九

な
ど

參

照尾
藤
正
英

日
本
封
建
思
想
史
硏
究

靑
木
書
店

一
九
六
一

渡
邊
浩

近
世
日
本
社
會
と
宋
學

東
京
大
學
出
版
會

43

一
九
八
五
／
同
・
增
補
新
裝
版

二
〇
一
〇

同

日
本
政
治
思
想
史

十
七

十
九
世
紀

東
京
大
學
出
版
會

二
〇
一

〇

な
ど

參
照

黑
住
眞

近
世
日
本
社
會
と
儒
敎

ぺ
り
か
ん
社

二
〇
〇
三

同

複
數
性
の
日
本
思
想

ぺ
り
か
ん
社

二
〇
〇
六

44

參
照

因
み
に

儒
式
で
の
葬
儀
が
禁
制
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
誤
認
さ
れ
た

有
名
な
野
中
兼
山

一
六
一
五

一
六
六
三

の
事

例
な
ど
も

ま
さ
に
そ
う
し
た
狀
況
に
由
來
し
た
譯
で
あ
る

ま
た

從
來
か
ら
も

德
川
政
權
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

が

朱
子
學

天
道
思
想

神
君
思
想

佛
敎
な
ど
の
複
合
體
で
あ
る
と
し

て

朱
子
學
中
心
的
な
見
方
を
批
判
す
る
立
場
も
有
力
で
あ

た
こ
と
に
も

留
意
し
て
お
き
た
い

こ
の
點
に
關
し
て
は

石

田
一
良

前
期
幕
藩
體
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

と
朱
子
學
の
思
想

石
田
一
良
・
金
谷
治
校
注

藤
原
惺
窩
・
林
羅
山

日
本
思

想
大
系
・
第
二
八
卷

岩
波
書
店

一
九
七
五

所
收

平
石
直
昭

德
川
思
想
史
に
お
け
る
天
と
鬼
神

前
半
期
儒
學
を

中
心
に

溝
口
雄
三
・
平
石
直
昭
・
濱
下
武
志
・
宮
嶋
博
史

編

世
界
像
の
形
成

ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
・

７

東
京
大

學
出
版
會

一
九
九
四

所
收

な
ど

參
照

ま
た

江
戸
後
期
の
儒
學
の
折
衷
的
性
格
に
つ
い
て
は

辻
本
雅
史

十
八
世

紀
後
半
儒
學
の
再
檢
討

折
衷
學
・
正
學
派
朱
子
學
を
め
ぐ

て

思
想

七
六
六
號

特
集

德
川
思
想

岩
波
書
店

一
九
八
八

な
ど

參
照

そ
の
他

佛
敎
思
想
史
の
側
か
ら

近
世
佛
敎
の
役
割
を
再
評
價
し
た
も
の
と
し
て

末
木
文
美
士

近
世
の
佛
敎

華
ひ
ら
く
思
想
と
文
化

吉
川
弘
文
館
・
歷
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ

二
〇
一
〇

大
桑
齊

民
衆
佛
敎
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思
想
史
論

ぺ
り
か
ん
社

二
〇
一
三

同

近
世
の
王
權
と
佛
敎

思
文
閣
出
版

二
〇
一
五

西
村
玲

近
世
佛
敎
論

法
藏
館

二
〇
一
八

な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
參
照
さ
れ
た
い

山
崎
闇
齋
に
關
し
て
は

近
年
の
成
果
と
し
て

田
尻
祐
一
郞

山
崎
闇
齋
の
世
界

ぺ
り
か
ん
社

二
〇
〇
六

澤
井
啓
一

45

山
崎
闇
齋

天
人
唯
一
の
妙

神
明
不
思
議
の
道

ミ
ネ
ル
ヴ

日
本
評
傳
選
・
ミ
ネ
ル
ヴ

書
房

二
〇
一
四

な
ど

參
照

日
本
型
華
夷
秩
序
や
朝
鮮
通
信
使
な
ど
の
問
題
に
關
連
し
て
は

荒
野
泰
典

近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア

東
京
大
學
出
版
會

46

一
九
八
八

ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ

速
水
融
・
永
積
洋
子
・
川
勝
平
太
譯

近
世
日
本
の
國
家
形
成
と
外
交

創
文
社

一
九

九
〇

紙
屋
敦
之

大
君
外
交
と
東
ア
ジ
ア

吉
川
弘
文
館

一
九
九
七

池
内
敏

大
君
外
交
と

武
威

近
世
日

本
の
國
際
秩
序
と
朝
鮮
觀

名
古
屋
大
學
出
版
會

二
〇
〇
六

な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
參
看
さ
れ
た
い

ま
た

荻
生
徂
徠
ら
の

禮
樂

說
に
關
し
て

近
年
の
注
目
す
べ
き
著
作
と
し
て

高
山
大
毅

近
世
日
本
の

禮
樂

と

修
辭

荻
生
徂
徠

以
後
の

接
人

の
制
度
構
想

東
京
大
學
出
版
會

二
〇
一
六

參
照

源
了
圓

近
世
初
期
實
學
思
想
の
硏
究

創
文
社

一
九
八
〇

終
章

心
學

的
實
學

參
照

引
用
は

同
書
・
五
三

47

二

五
三
三
頁

そ
の
他

こ
の
時
期
の
儒
敎
思
想
史
が

心

を
基
軸
と
し
て
展
開
し
た
と
見
る

ほ
ぼ
同
樣
の
觀
點
を
示

し
た
も
の
と
し
て

田
尻
祐
一
郞

こ
こ
ろ
は
ど
う
捉
え
ら
れ
て
き
た
か

江
戸
思
想
史
散
策

平
凡
社
新
書

二
〇
一
六

ま
た

佛
敎
や
民
衆
宗
敎
の
裡
に

同
樣
の
傾
向
を
探

た
も
の
と
し
て

前
揭
注

大
桑
齊

民
衆
佛
敎
思
想
史
論

も

44

そ
れ
ぞ
れ
參
照
に
値
す
る

吾
妻
重
二

家
禮
文
獻
集
成

日
本
篇

１

６

關
西
大
學
出
版
部

二
〇
一
〇

二
〇
一
六

吾
妻
重
二
・
朴
元
在

編

48
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朱
子
家
禮
と
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
涉

汲
古
書
院

二
〇
一
二

同

家
禮

の
和
刻
本
に
つ
い
て

東
ア
ジ
ア
文
化

交
涉
硏
究

第
九
號

關
西
大
學
大
學
院
東
ア
ジ
ア
文
化
硏
究
科

二
〇
一
六

田
世
民

近
世
日
本
に
お
け
る
儒
禮
受
容
の

硏
究

ぺ
り
か
ん
社

二
〇
一
二

同

近
世
日
本
儒
禮
實
踐
的
硏
究

以
儒
家
知
識
人
對

朱
子
家
禮

的
思
想
實
踐
爲

中
心

國
立
臺
灣
大
學
出
版
中
心
・
東
亞
儒
學
硏
究
叢
書

二
〇
一
二

な
ど

參
照

現
行
の
よ
う
な
神
葬
祭
は

復
古
的
な
思
想
や
排
佛
を
唱
え
た
國
學
の
影
響
下
に

佛
式
で
の
葬
儀
に
對
抗
す
る
か
た
ち
で
成
立

49

し
た
が

そ
の
際
に
は

祖
先
信
仰
な
ど
の
固
有
信
仰
と
と
も
に

家
禮

の
直
接
的
・
閒
接
的
な
影
響
や
刻
印
を
強
く
受
け

た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る

當
時
は
ま
た

神
職
に
對
し
て

神
式
で
の
葬
儀
の
執
行
を
要
求
し
て

い
わ
ゆ
る
離
檀
運
動

が
展
開
さ
れ
た
ほ
か

明
治
時
代
に
入
る
と

政
府
の
神
祇
政
策
の
一
環
と
し
て
も

神
葬
が
推
奬
さ
れ
た
一
面
も
あ
る

近
藤

啓
吾

儒
葬
と
神
葬

國
書
刊
行
會

一
九
九
〇

同

四
禮
の
硏
究

冠
婚
葬
祭
儀
禮
の
沿
革
と
意
義

臨
川
書
店

二
〇
一
〇

な
ど

參
照


