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の
中
、
序
文
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
つ
い
て
は
、
関
口
順
《
儒
学
の
か
た
ち
》
付
章
〈
読
書

案
内
〉（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
に
お
い
て
、
各
章
の
詳
細
な
要
旨
と
併
せ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
二
一
二
〜
二
一
六
頁
）。
関
口
氏
の
〈
案

内
〉
に
よ
っ
て
本
書
の
存
在
を
知
り
、「
世
界
の
古
典
や
宗
教
聖
典
の
解
釈
の
歴
史
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
経
学
を
考
察
し
た
研
究
」
と
評
さ
れ

て
い
る
本
書
に
興
味
を
抱
き
な
が
ら
も
長
ら
く
読
む
機
会
を
逃
し
て
き
た
が
、
二
〇
二
二
年
度
に
研
究
休
暇
を
取
得
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
翻
訳
し

な
が
ら
読
み
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ
の
成
果
の
一
端
を
共
有
し
た
い
。

　

原
著
者
が
中
国
語
・
日
本
語
の
文
献
・
資
料
名
に
付
し
た
英
訳
タ
イ
ト
ル
は
、
非
中
国
語
・
日
本
語
圏
読
者
向
け
の
注
記
な
の
で
訳
さ
な
か
っ
た
。

こ
の
措
置
に
と
も
な
っ
て
英
訳
タ
イ
ト
ル
に
関
す
る
注
記
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
翻
訳
の
対
象
か

ら
は
ず
し
た
。
原
典
に
存
す
る
誤
記
に
つ
い
て
は
、「（
誤
記
）〔
修
正
案
〕」
の
形
式
で
指
摘
し
た
。
脚
注
で
引
証
さ
れ
て
い
る
文
献
の
一
部
に
つ
い
て
、

参
照
し
や
す
い
通
行
本
の
典
拠
を
補
っ
た
。
こ
れ
ら
を
含
め
、〔　

〕
が
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
は
す
べ
て
訳
者
に
よ
る
注
記
で
あ
る
。



一
二
二

　

思
想
史
に
お
け
る
「
偉
大
な
思
想
に
着
目
す
る
」
ア
プ
ロ
ー
チ
、
そ
し
て
注
釈
を
評
釈
者
や
注
釈
者
の
作
品
に
す
ぎ
ぬ
と
か
た
づ
け
る

現
代
の
学
者
の
軽
蔑
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
が
、
注
釈
お
よ
び
注
釈
の
思
考
様
式
は
、
前
近
代
文
明
に

お
け
る
大
半
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
支
配
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
十
七
世
紀
ま
で
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
近
東
で
は

そ
れ
以
降
ま
で
も
、
お
も
だ
っ
た
思
想
、
と
り
わ
け
高
度
な
知
的
伝
統
に
お
け
る
思
想
は
、
性
質
の
面
で
も
表
現
の
面
で
も
釈
義
的
で
あ

っ
た
。
ホ
セ
・
フ
ァ
ウ
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
中
世
の
思
想
家
の
も
っ
と
も
特
異
な
側
面
は
、
テ
キ
ス
ト
を
中
心
に
自
分
の
考
え
を
発

展
さ
せ
、
そ
れ
を
注
釈
と
し
て
表
現
し
た
こ
と
で
あ
る（

1
）。」
シ
ャ
ン
カ
ラ
（
七
八
八
〜
八
二
〇
）、
程て
い

頤い

（
一
〇
三
三
〜
一
一
〇
七
）

や
ガ
ザ
ー
リ
（
一
一
一
一
没
）
の
よ
う
に
、
異
な
る
中
世
文
明
に
生
き
て
も
っ
と
も
偉
大
な
哲
学
者
と
目
さ
れ
る
人
々
で
さ
え
、
古
典
も

し
く
は
聖
典
の
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
注
釈
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
か
れ
ら
の
思
想
を
組
み
た
て
た
。
ほ
と
ん
ど
の
前
近
代
文
化
に
お
い
て
、

「
も
っ
と
も
重
要
な
考
え
が
解
釈
学
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
」
こ
と
、
そ
し
て
「
体
系
で
は
な
く
注
釈
が
真
実
に
ち
か
づ
く
た
め
の
正
当

な
形
式
で
あ
る
」
こ
と
は
何
ら
異
と
す
る
に
た
り
な
い（

2
）。

　

中
国
に
関
し
て
、
現
代
の
学
者
周
予
同
は
、「
経
学
は
中
国
封
建
文
化
の
大
黒
柱
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る（

3
）。
経
学
〔
儒
家
の
経

典
に
か
か
わ
る
学
問
〕
は
、
文
学
・
哲
学
・
科
学
、
さ
ら
に
は
政
治
ま
で
も
構
築
し
、
時
に
は
そ
の
重
要
な
側
面
を
支
配
し
た
。
し
た
が

っ
て
古
典
と
そ
の
注
釈
と
の
関
係
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
伝
統
的
な
文
明
に
対
す
る
の
と
同
様
に
、
前
近
代
中
国
の
イ
ン
テ

レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
対
す
る
理
解
の
中
心
を
占
め
る
。

　

古
典
学
、
特
に
中
国
と
西
洋
の
古
典
学
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
標
準
的
な
歴
史
書
が
存
在
す
る
が
、
古
典
と
そ
の
注
釈
と
の
関
係
が

ど
う
で
あ
っ
た
か
は
、
現
代
の
多
く
の
研
究
に
お
い
て
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
研
究
は
、
こ
れ
ら
の
歴
史
書
の
要
点
を
繰

り
か
え
し
た
り
更
新
し
た
り
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
ら
ず
、
皮ひ

錫し
ゃ
く

瑞ず
い

《
経
学
歴
史
》
や
本
田
成し
げ

之ゆ
き

《
中
国
経
学
史
》
と
同
じ
領
域

は
あ
つ
か
っ
て
い
な
い
。
古
代
か
ら
二
十
世
紀
ま
で
の
儒
教
伝
統
に
お
け
る
経
学
の
歴
史
的
発
展
に
関
す
る
包
括
的
な
話
を
す
る
つ
も
り

も
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
宇
宙
論
的
、
予
言
的
、
政
治
的
、
道
徳
的
、
そ
し
て
哲
学
的
な
読
み
物
で
あ
る
《
易
経
》
の
よ
う
な
、
個
々
の
儒

教
経
典
に
対
す
る
解
釈
史
の
分
析
に
着
手
す
る
つ
も
り
は
、
な
お
さ
ら
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
私
の
主
た
る
目
的
は
、
注
釈
者
た
ち
が
古
典

に
ど
の
よ
う
に
取
り
く
ん
だ
か
、
と
り
わ
け
古
典
の
特
徴
に
関
し
て
か
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
前
提
（
た
と
え
ば
、
そ
れ
ら
が
た
が
い
に
一
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一
二
三

貫
し
て
い
る
と
い
う
前
提
）
を
も
う
け
た
か
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
前
提
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
た
り
反
論
し
た
り
し
て
い
る
か
に
み

え
る
正
典
の
テ
キ
ス
ト
の
問
題
（
た
と
え
ば
古
典
に
は
明
ら
か
に
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
）
に
、
か
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
対

処
し
た
か
を
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
の
中
心
を
占
め
る
第
四
章
と
第
五
章
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
前
提
や
仮
定
（
第

四
章
）
と
、
そ
れ
ら
を
支
持
す
る
た
め
に
注
釈
者
た
ち
が
考
案
し
た
戦
略
と
議
論
（
第
五
章
）
を
分
析
す
る
。
し
か
し
こ
の
分
析
を
適
切

な
歴
史
的
お
よ
び
文
化
的
文
脈
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
ま
ず
は
周
代
に
お
け
る
儒
教
の
正
典
（
も
し
く
は
正
典
群
）
の
前
身
と
起
源
（
第

一
章
）、
漢
代
に
お
け
る
そ
の
統
合
と
発
展
（
第
二
章
）、
そ
し
て
古
典
と
聖
典
に
対
す
る
注
釈
の
起
源
・
特
質
、
お
よ
び
神
聖
視
（
第
三

章
）
に
つ
い
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
六
章
に
お
い
て
は
、
中
国
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
多
く
を
束
縛
し
た
伝

統
的
時
代
の
後
期
に
お
け
る
古
典
と
注
釈
の
関
係
を
解
明
し
、
文
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
両
方
の
領
域
に
お
け
る
こ
の
関
係
の
い
く
つ
か

を
現
代
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
説
明
し
て
本
書
を
締
め
く
く
る
。

　

本
研
究
の
多
く
、
特
に
最
後
の
三
章
は
、
比
較
の
手
法
に
し
た
が
う
。
具
体
的
に
は
、
中
国
の
儒
教
以
外
の
す
く
な
く
と
も
五
つ
の
主

要
な
注
釈
の
伝
統
、
す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
、
コ
ー
ラ
ン
釈
義
、
ラ
ビ
・
ユ
ダ
ヤ
教
、
古
代
・
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
釈
義
、
お

よ
び
古
典
叙
事
詩
（
主
に
ホ
メ
ロ
ス
）
か
ら
の
例
を
論
証
に
用
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
様
な
伝
統
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
中
で
普
遍
的
な

も
の
を
特
定
し
て
説
明
す
る
見
地
か
ら
比
較
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
ら
の
古
典
と
し
て
の
基
盤
も
し
く
は
テ
キ
ス
ト
の
基
盤
が
広

く
異
な
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
不
当
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
文
学
的
な
観
点
か
ら
み
る
と
、
叙
事
詩
（
イ
リ
ア
ス
な
ど
）
と
占
い

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
（《
易
経
》
な
ど
の
初
期
の
層
）
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う（

4
）。
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
何
ら
か
の
意
味

の
あ
る
比
較
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
フ
ン
族
の
ア
ッ
テ
ィ
ラ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
づ
け
る
よ
う
な
無
駄
な
こ
と
に
み
え
る

か
も
し
れ
な
い（

5
）。

　

し
か
し
こ
れ
ら
の
古
典
や
聖
典
の
テ
キ
ス
ト
が
議
論
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
に
相
互
に
異
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら

の
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
す
る
試
み
か
ら
発
展
し
た
注
釈
の
伝
統
が
多
く
の
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
同
様
に
議
論
の
余
地
が
な
い
。
現

代
の
批
評
家
ジ
ャ
ン
・
ゴ
ラ
ッ
ク
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
古
典
は
、
そ
れ
を
読
ん
だ
時
に
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
よ
う
に
感
じ
て
も
、
評
注
を

読
む
と
非
常
に
似
通
っ
た
も
の
に
み
え
て
し
ま
う（

6
）。」
実
際
、
一
般
原
則
と
し
て
、
時
系
列
の
面
で
も
概
念
の
面
で
も
、
注
釈
の
伝
統



一
二
四

は
、
正
典
の
原
典
か
ら
離
れ
て
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
立
て
る
前
提
と
こ
れ
ら
の
前
提
を
支
持
す
る
た
め
に
考
案

す
る
戦
略
の
両
面
に
お
い
て
、
類
似
し
た
も
の
に
な
る
と
い
え
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
正
典
化
の
営
為
か
ら
規
則
正
し
い
結
果
が
出
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
の
結
果
の
一
部
は
正
典
テ
キ
ス
ト
の
特
殊
性
に
お
か
ま
い
な
し
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
前
近
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
に

お
け
る
古
典
や
聖
典
に
み
ら
れ
る
著
し
い
多
様
性
は
、
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
す
る
試
み
か
ら
生
ま
れ
た
注
釈
の
前
提
と
手
順
に
お

い
て
高
ま
っ
て
い
く
均
一
性
と
対
照
的
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
発
展
段
階
に
お
け
る
注
釈
活
動
が
古
典
テ
キ
ス
ト
の
土
台
と
な

っ
て
い
る
文
学
的
お
よ
び
知
的
特
質
か
ら
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
（
少
な
く
と
も
第
五
章
の

終
わ
り
ま
で
に
）
孔
子
と
ヴ
ェ
ー
ダ
の
無
名
の
作
者
た
ち
と
よ
り
も
、
宋
代
新
儒
家
の
朱
熹
（
一
一
三
〇
〜
一
二
〇
〇
）
と
ヴ
ェ
ー
ダ
ー

ン
タ
派
の
シ
ャ
ン
カ
ラ
と
の
方
が
よ
り
多
く
の
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
さ
ま

ざ
ま
な
伝
統
に
お
け
る
後
代
の
注
釈
者
た
ち
が
各
々
の
正
典
に
対
し
て
、
敬
虔
な
崇
拝
（
イ
ス
ラ
ム
教
の
「
書
物
の
宗
教
」
が
代
表
的
な

例
）
か
ら
遊
び
心
（
同
様
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
ミ
ド
ラ
ー
シ
ュ
）
に
い
た
る
ま
で
多
種
多
様
な
態
度
を
し
め
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の

類
似
点
は
存
在
す
る
の
で
あ
る（

7
）。
厳
密
に
い
え
ば
、
正
典
が
「
聖
典
」
す
な
わ
ち
神
の
霊
感
を
う
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か

ど
う
か
は
、
そ
れ
が
関
連
す
る
注
釈
の
伝
統
に
お
い
て
導
入
さ
れ
る
釈
義
の
手
段
に
さ
ほ
ど
影
響
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

不
思
議
な
こ
と
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
に
お
け
る
正
典
の
テ
キ
ス
ト
間
に
み
ら
れ
る
幅
広
い
相
違
、
そ
し
て
同
じ
こ
れ
ら
の
伝
統
に
お

け
る
注
釈
の
前
提
と
手
順
の
漸
進
的
な
収
束
を
考
慮
し
て
異
文
化
間
で
注
釈
と
注
釈
者
を
関
連
づ
け
る
努
力
よ
り
も
、
古
典
と
そ
の
著
者

と
さ
れ
る
人
物
と
を
比
較
す
る
試
み
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
Ｚ
・
ス
ミ
ス
の
「
比
較
分
類
学
と
解
釈
学
」
の
呼
び
か

け
と
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
グ
・
ガ
ダ
マ
ー
の
「
解
釈
学
の
批
判
的
な
歴
史
、
そ
の
基
本
原
理
と
戦
略
の
研
究
」
の
構
想
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意

が
は
ら
わ
れ
て
い
な
い
か
、
実
現
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
な
っ
て
い
る（

8
）。
実
際
の
と
こ
ろ
、
東
西
両
方
に
お
け
る
学
問
と
注
釈
の
伝
統
を
研

究
す
る
歴
史
家
は
、
し
ば
し
ば
前
近
代
文
明
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
お
い
て
観
察
さ
れ
う
る
類
似
点
に
関
し
て
奇
妙

な
近
視
眼
を
示
す
。
か
れ
ら
は
時
々
、
自
分
た
ち
の
研
究
テ
ー
マ
に
お
け
る
「
区
分
、
特
定
、
分
類
の
傾
向
」
や
「
区
別
、
定
義
、
集
計
」

に
と
も
な
う
喜
び
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
特
質
が
事
実
上
、
特
定
の
中
世
文
化
に
固
有
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る（

9
）。
本
書
の
目
的
の

一
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
と
喜
び
の
い
く
つ
か
が
前
近
代
の
い
ず
れ
か
の
知
的
伝
統
に
特
有
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
多
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（
水
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一
二
五

く
が
正
典
の
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
に
よ
っ
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
構
造
的
な
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
を

立
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
注
釈
伝
統
に
お
け
る
正
典
の
性
質
に
つ
い
て
の
同
様
な
前
提
は
、
こ
れ
ら
の
前

提
を
支
持
す
る
た
め
の
同
様
な
戦
略
と
方
法
を
生
み
だ
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
戦
略
と
方
法
は
、
単
な
る
技
術
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、

東
西
両
方
の
中
世
の
精
神
世
界
を
支
配
し
、
他
の
多
く
の
非
常
に
多
様
な
伝
統
に
共
通
す
る
解
釈
学
の
思
考
様
式
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

　

近
代
以
前
の
古
典
や
聖
典
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
注
釈
に
関
す
る
種
々
の
前
提
と
戦
略
と
を
比
較
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
基
礎
が
あ
る

の
か
も
知
れ
な
い
が
、
上
で
一
つ
一
つ
名
指
し
し
た
五
つ
を
特
別
な
考
察
を
お
こ
な
う
た
め
に
選
択
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ

も
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
釈
義
、
コ
ー
ラ
ン
釈
義
、
ラ
ビ
・
ユ
ダ
ヤ
教
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
の
四
つ
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
世
界
の
宗
教

の
中
で
も
っ
と
も
有
名
な
も
の
に
関
連
し
て
い
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
が
明
白
な
選
択
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

10
）。
か
な
り
広
範
で
あ

い
ま
い
な
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
伝
統
の
中
に
あ
る
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
と
、
ラ
ビ
・
ユ
ダ
ヤ
教
の
特
異
性
に
着
目
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
少
し

ば
か
り
説
明
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

　

ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
は
、
古
典
的
な
ヴ
ェ
ー
ダ
、
特
に
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試
み
か
ら
発
展
し
た
唯
一
の
注
釈
伝
統

で
は
な
か
っ
た
が
、
圧
倒
的
に
も
っ
と
も
著
名
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
イ
ン
ド
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
主
要
か
つ
卓
越
し
た
伝
統
」

で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
正
統
な
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
哲
学
体
系
の
中
に
あ
る
他
の
五
つ
の
ラ
イ
バ
ル
た
ち
を
飲
み
こ
ん
だ
と
さ
え
言
え
る
か

も
し
れ
な
い（

11
）。
ロ
ミ
ラ
・
サ
パ
ー
に
よ
る
と
、
今
日
に
お
い
て
さ
え
も
、「
大
半
の
イ
ン
ド
哲
学
者
た
ち
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学

者
と
名
乗
る
か
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
主
張
す
る（

12
）。」

　

さ
ら
に
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
を
利
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
正
典
と
し
て
、
つ
ま
り
「
絶
対
的
な
権
威
を

備
え
た
聖
な
る
テ
キ
ス
ト
」
と
し
て
あ
つ
か
う
唯
一
の
正
統
な
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
思
想
体
系
で
あ
る（

13
）。
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
の
主
要
な
関

心
事
は
、
そ
の
存
在
理
由
で
さ
え
そ
う
で
あ
る
が
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
各
種
の
形
而
上
学
的
な
部
分
に
つ
い
て
の
説
明
と
調
整
で
あ
る（

14
）。

哲
学
的
だ
と
い
う
評
判
は
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
は
「
何
よ
り
も
ま
ず
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
〔
伝
統
バ
ラ
モ
ン
教
学
の
最
難
関
た
る

聖
典
解
釈
学
〕
も
し
く
は
釈
義
の
一
種
」
な
の
で
あ
る（

15
）。

　

バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
以
降
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
に
お
け
る
ラ
ビ
・
ユ
ダ
ヤ
教
の
支
配
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
思
想
的
伝
統
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
ダ
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ー
ン
タ
の
そ
れ
よ
り
も
完
全
で
あ
り
、
そ
の
支
配
は
、
古
代
に
深
刻
な
敵
対
勢
力
が
い
た
と
い
う
事
実
を
覆
い
か
く
す
ほ
ど
完
全
で
あ
る（

16
）。

「
ラ
ビ
」（「
わ
が
師
」
も
し
く
は
「
教
師
」）
と
い
う
こ
と
ば
は
西
暦
一
世
紀
ま
で
出
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
ラ
ビ
・
ユ
ダ
ヤ
教
の

文
献
と
思
想
形
態
は
、
紀
元
前
四
世
紀
頃
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る（

17
）。
西
暦
七
〇
年
に
第
二
神
殿
が
破
壊
さ
れ
た
後
、
ユ

ダ
ヤ
教
の
敵
対
勢
力
よ
り
優
位
に
あ
っ
た
ラ
ビ
た
ち
は
、
釈
義
の
営
為
を
世
界
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
お
い
て
比
類

の
な
い
程
度
に
ま
で
神
聖
化
す
る
「
解
釈
の
宗
教
」
を
創
設
し
た（

18
）。
ラ
ビ
た
ち
は
、
神
さ
え
も
自
分
の
ト
ー
ラ
ー
を
解
釈
す
る
こ
と

を
主
要
活
動
と
す
る
ラ
ビ
と
し
て
表
現
し
た
。
ス
ー
ザ
ン
・
ハ
ン
デ
ル
マ
ン
の
こ
と
ば
を
引
く
と
、「
受
肉
で
は
な
く
、
解
釈
が
神
聖
な

る
行
為
の
中
心
に
位
置
し
た（

19
）」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
ト
ー
ラ
ー
の
研
究
と
解
釈
が
途
絶
え
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
世

界
は
終
わ
り
を
告
げ
る
の
で
あ
っ
た
。
シ
メ
オ
ン
・
ベ
ン
・
ゼ
マ
・
デ
ュ
ラ
ン
（
一
三
六
一
〜
一
四
四
四
）
に
よ
る
と
、「
こ
の
丸
い
世

界
は
空
中
に
浮
か
ん
で
お
り
、
頼
り
に
な
る
の
は
、
ト
ー
ラ
ー
を
学
ぶ
学
生
た
ち
の
口
か
ら
出
て
く
る
息
だ
け
で
あ
っ
た

―
あ
た
か
も

人
が
息
を
吹
き
か
け
る
こ
と
で
何
か
を
宙
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に（

20
）。」

　

ホ
メ
ロ
ス
か
ら
発
展
し
た
注
釈
の
伝
統
を
こ
の
研
究
に
含
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ホ
メ
ロ
ス
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
も

ま
た
、
何
ら
か
の
説
明
ま
た
は
正
当
化
を
必
要
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
人
は
イ
リ
ア
ス
、
オ
デ
ッ
セ
イ
、
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
を
主
に

文
学
作
品
と
見
な
す
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
多
く
の
古
代
人
、
と
り
わ
け
ホ
メ
ロ
ス
を
聖
典
と
見
て
い
た
古
代
人
に
は
あ
ま
り
当

て
は
ま
ら
な
か
っ
た（

21
）。
彼
の
作
と
さ
れ
る
叙
事
詩
は
、
古
典
時
代
の
大
半
の
期
間
を
通
じ
て
、
広
範
な
注
釈
、
文
学
的
な
模
倣
、
さ

ら
に
は
学
校
の
演
習
の
対
象
で
あ
っ
た
。
イ
リ
ア
ス
と
オ
デ
ッ
セ
イ
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
学
問
の
主
要
な
対
象
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、「
教

育
の
中
心
、
神
話
の
源
、
文
学
の
モ
デ
ル
、
芸
術
家
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
に
知
ら
れ
、
引
用
さ
れ
て
い
た（

22
）。」

モ
ー
ゼ
ス
・
フ
ィ
ン
リ
ー
に
よ
る
と
、「
聖
典
以
外
の
作
品
で
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
こ
れ
ほ
ど
の
影
響
を
国
家
に
あ
た
え
る
こ
と
が

あ
っ
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
、
お
そ
ら
く
ま
っ
た
く
な
か
っ
た（

23
）。」
そ
の
作
品
が
西
方
ラ
テ
ン
世
界
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど

入
手
で
き
ず
、
読
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
中
世
で
さ
え
、
ホ
メ
ロ
ス
は
古
代
末
期
の
百
科
全
書
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
寓
意
的
な

注
釈
の
伝
統
を
通
し
て
多
く
の
影
響
力
を
保
持
し
た（

24
）。
ホ
メ
ロ
ス
に
関
す
る
注
釈
の
伝
統
は
、
解
釈
の
対
象
で
あ
っ
た
テ
キ
ス
ト
が

存
在
し
な
い
中
で
、
独
自
の
生
命
を
も
っ
た（

25
）。
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一
二
七

　

ホ
メ
ロ
ス
と
異
な
り
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
広
く
読
ま
れ
、
中
世
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ほ
と
ん
ど
の
期
間
に
お
い
て
広
範
な
注
釈
が
加
え

ら
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
。
彼
の
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
は
西
方
ラ
テ
ン
世
界
に
お
け
る
不
変
の
定
番
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
西
方
ラ
テ
ン
世
界
に
お

け
る
「
も
っ
と
も
偉
大
な
文
学
的
古
典
で
あ
り
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
模
倣
の
対
象
と
な
っ
た（

26
）。」
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
叙
事
詩
も

一
種
の
聖
典
と
な
っ
た
。
そ
の
著
者
が
福
音
の
予
言
者
で
あ
り
、
神
託
の
知
恵
の
源
で
あ
る
と
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
な
お
さ
ら

そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
異
教
徒
の
注
釈
者
マ
ク
ロ
ビ
ウ
ス
（
四
〇
〇
頃
）
で
す
ら
、
彼
を
「
学
問
が
広
く
深
い
無
謬
の
聖
人
」
と
見

な
し
て
い
た（

27
）。

　

西
洋
に
お
け
る
重
視
の
せ
い
で
認
識
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
事
実
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
前
近
代
文
明
に
お
い
て
、
叙
事
詩
と
叙
事
詩

人
が
そ
れ
ほ
ど
の
好
意
と
名
声
を
博
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ギ
ル
ガ
メ
ッ
シ
ュ
叙
事
詩
は
、
ア
ッ
カ
ド
文
学
の
中
で
特
別
な

位
置
を
占
め
た
こ
と
は
な
く
、
い
か
な
る
意
味
で
も
正
典
と
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
人
に
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
魅
力
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
す
ら
な
か
っ
た（

28
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
叙
事
詩
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
古
代
文
明
の
他

の
作
品
と
同
様
に
、
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
文
化
内
部
で
注
釈
伝
統
の
焦
点
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
叙
事
詩
の
主
要
な
伝
統
が
も
う
一
つ
あ
る
。
イ
ン
ド
の
叙
事
詩
、
特
に
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
（
バ
ー
ラ
タ
の
偉
大
な
子
孫
）
と

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
が
広
範
な
注
釈
の
対
象
と
な
り
、
正
典
の
オ
ー
ラ
を
発
す
る
「
第
五
の
ヴ
ェ
ー
ダ
」
と
ま
で
見
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
叙

事
詩
の
「
テ
キ
ス
ト
」
は
、
大
半
の
正
典
や
聖
典
の
よ
う
に
固
定
化
さ
れ
た
り
凝
縮
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
前
述
の
偉
大

な
宗
教
的
ま
た
は
聖
典
の
伝
統
に
お
け
る
の
と
同
様
な
方
法
で
注
釈
と
の
関
連
を
も
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
叙
事
詩
の
一
つ
で

あ
る
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
に
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
伝
統
の
中
で
も
っ
と
も
有
名
で
崇
拝
さ
れ
て
い
る
古
典
テ
キ
ス
ト
に
し
て
、
主
要
な
釈
義

の
伝
統
の
中
で
な
さ
れ
る
い
か
な
る
比
較
研
究
に
お
い
て
も
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
が
た
い
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
が
含
ま
れ
て

い
る
。
偉
大
な
ヴ
ェ
ー
ダ
学
者
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
、
ギ
ー
タ
ー
を
「
あ
ら
ゆ
る
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
（
ヴ
ェ
ー
ダ
）
の
教
え
の
神
髄
」
と
称
し

た（
29
）。
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
も
、
単
な
る
叙
事
詩
で
は
な
く
、
正
典
や
聖
典
の
一
種
で
あ
っ
た
。
実
際
、
十
六
世
紀
の
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
の
詩

人
ト
ゥ
ル
シ
ー
ダ
ー
ス
に
よ
る
翻
案
は
、「
北
イ
ン
ド
の
聖
書
」
と
呼
ば
れ
て
い
る（

30
）。
し
た
が
っ
て
本
研
究
に
は
、
イ
ン
ド
の
叙
事
詩

の
伝
統
に
お
け
る
古
典
と
注
釈
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
も
含
ま
れ
る
。
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比
較
の
視
点
を
提
供
す
る
試
み
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
研
究
の
重
点
は
、
中
国
の
儒
教
の
伝
統
に
お
け
る
正
典
に
対
す
る
注
釈

の
方
法
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
注
釈
の
伝
統
全
体
に
つ
い
て
話
す
こ
と
は
、
何
か
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
後
代
の
儒
教
の
注
釈
者
た

ち
の
間
で
、
経
世
の
学
、
義
理
の
学
、
考
拠
の
学
と
詞
章
の
学
を
含
め
、
経
典
に
対
す
る
か
な
り
明
確
な
方
法
が
多
数
存
在
し
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
そ
の
多
く
が
単
な
る
注
解
者
や
用
語
注
釈
者
に
分
類
さ
れ
て
い
る
漢
代
の
古
典
注
釈
者
と
、
哲
学
的
な
関

心
が
よ
り
高
い
宋
明
の
新
儒
家
と
の
間
に
は
、
き
わ
だ
っ
た
相
違
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
こ
れ
ら
の

新
儒
家
の
中
で
も
っ
と
も
著
名
な
朱
熹
は
、「
秦
漢
以
降
、
聖
人
の
学
問
は
伝
達
さ
れ
ず
、
儒
学
者
は
テ
キ
ス
ト
を
整
理
し
て
注
釈
を
付

け
る
方
法
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
聖
人
の
考
え
を
復
元
す
る
方
法
を
知
ら
な
か
っ
た（

31
）」
と
述
べ
て
二
項
対
立
の
関
係
を
作
り

あ
げ
た
。
漢
代
の
古
典
注
釈
者
た
ち
は
、
特
定
の
こ
と
ば
や
句
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
の
み
に
関
心
が
あ
り
、
古
典
に
含
ま
れ
る
道
徳

的
か
つ
形
而
上
学
方
面
の
偉
大
な
原
則
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
を
は
ら
わ
な
か
っ
た
。
朱
熹
に
よ
る
と
、
宋
代
の
新
儒
家
は
、
古
代
に
お
け

る
儒
教
の
聖
人
の
哲
学
的
な
教
え
を
回
復
し
た
、
つ
ま
り
約
千
四
百
年
間
の
空
白
期
間
の
後
に
「
道
の
伝
授
」（
道
統
）
を
再
興
し
た
の

で
あ
っ
た
。

　

宋
代
の
新
儒
家
が
当
時
に
お
い
て
儒
教
の
方
向
性
を
ど
れ
ほ
ど
変
え
た
か
が
認
識
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
実

際
に
、
と
り
わ
け
新
儒
家
思
想
に
関
す
る
現
代
の
歴
史
家
た
ち
の
認
識
が
あ
い
か
わ
ら
ず
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
派
の
ル
ネ

サ
ン
ス
史
の
歴
史
家
た
ち
の
よ
う
に
、
主
題
に
か
か
わ
る
改
革
派
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
い
さ
さ
か
無
批
判
す
ぎ
る
ほ
ど
に
受
け
い
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
古
典
の
復
興
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
そ
し
て
改
革
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
の
前
近
代
の
知
的
伝
統
や
学
術
的
伝
統
に
共
通

す
る
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
伝
統
に
お
け
る
重
要
な
継
続
性
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
漢
代
の
注
釈

者
で
あ
る
鄭じ

ょ
う

玄げ
ん

（
一
二
七
〜
二
〇
〇
）
と
趙ち
ょ
う岐き

（
二
〇
一
没
）
は
、
新
儒
学
の
道
徳
的
形
而
上
学
が
そ
な
え
て
い
る
、
よ
り
崇
高
な
教

義
を
明
確
に
説
明
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
部
の
歴
史
家
は
、
こ
れ
ら
の
後
代
に
生
ま
れ
た
教
義
で
す
ら
、
宋
以
前
の
注
釈
者

た
ち
が
従
っ
た
の
と
同
様
な
釈
義
の
考
え
方
と
手
順
の
発
展
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
。
逆
に
極
端
な
こ
と

を
い
う
と
、
儒
教
や
そ
の
他
の
知
的
伝
統
に
お
け
る
注
釈
者
で
、
単
純
か
つ
素
朴
な
語
釈
者
に
す
ぎ
な
い
者
は
、
ま
ず
居
た
た
め
し
が
な

い
。
す
べ
て
の
、
も
し
く
は
大
抵
の
注
釈
者
は
、
か
れ
ら
が
語
釈
を
あ
た
え
て
い
る
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
、
ほ
と
ん
ど
証
明
さ
れ
て
い
な
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一
二
九

い
一
連
の
前
提
を
い
だ
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
前
提
は
テ
キ
ス
ト
へ
の
取
り
く
み
に
影
響
を
あ
た
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
本

研
究
の
一
つ
の
目
的
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
学
派
に
お
け
る
儒
教
の
注
釈
者
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
類
似
し
た
前
提
を
保
持
し
て
お
り
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
前
近
代
の
他
の
主
要
な
知
的
伝
統
に
お
け
る
注
釈
者
た
ち
と
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
（
主
に
第
四
章
に
お
い
て
）
証

明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
目
的
を
完
全
に
達
成
す
る
に
は
、
お
そ
ら
く
儒
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
か
ら
生
ま
れ
た
主
要
な
注
釈
と
、
儒
教
と
新
儒
学
の
言
説

の
歴
史
に
お
け
る
す
べ
て
の
主
要
な
学
派
に
対
す
る
包
括
的
で
歴
史
的
な
調
査
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
独
力
で
一
冊
の
本
を

書
い
て
い
る
一
人
の
学
者
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
手
順
を
踏
む
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
特
に
第
四
章
と
第
五
章

に
お
い
て
、
儒
教
の
経
典
（
も
し
く
は
「
経
典
群
」。
な
ぜ
な
ら
、
儒
教
の
経
典
に
は
い
く
つ
か
の
数
え
方
が
あ
る
か
ら
）
の
中
の
特
定

の
数
冊
に
焦
点
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
本
書
で
は
特
に
儒
教
の
五
（
も
し
く
は
六
）
経（

32
）の
中
の
二
つ
、
す
な
わ

ち
《
易
経
》
と
《
春
秋
》、
お
よ
び
宋
の
新
儒
家
に
よ
っ
て
経
典
と
さ
れ
た
四
書
の
中
の
二
つ
、
す
な
わ
ち
《
論
語
》
と
《
孟
子
》、
こ
れ

ら
に
由
来
す
る
注
釈
の
伝
統
に
重
点
を
お
い
て
論
じ
る
。
こ
の
選
択
は
恣
意
的
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
そ
れ
が
正
当
で
あ

る
こ
と
を
論
じ
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
第
一
に
、
よ
り
由
緒
あ
る
《
書
経
》
と
《
詩
経
》、
そ
し
て
よ
り
簡
明
な
《
礼
記
》
を
放
置
し
て
、《
易
経
》
と
《
春
秋
》
の
注
釈

に
焦
点
を
当
て
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
理
由
の
一
つ
は
、
五
経
の
中
、
聖
人
で
あ
る
孔
子
に
よ
っ
て
（
少
な
く
と
も
部
分
的
に
）
著
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
二
書
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
孔
子
は
、
五
経
の
他
の
三
書
に
つ
い
て
は
、
編
集
も
し
く
は
刪
定

し
た
だ
け
だ
が
、《
易
経
》
と
《
春
秋
》
に
つ
い
て
は
、「
実
際
に
孔
子
自
身
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
二
書
が
孔

子
の
精
神
と
構
想
を
保
存
し
て
い
る（

33
）」
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
孔
子
は
、《
易
経
》
全
体
で
は
な
く
、
十
翼
と
呼
ば
れ
る

付
録
部
分
の
み
を
著
し
た
だ
け
で
あ
り
、《
易
経
》
の
最
古
層
は
、
上
古
の
伝
説
的
な
支
配
者
で
あ
る
聖
人
、
特
に
伏ふ

っ

羲き

と
文
王
に
由
来

す
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
十
翼
を
著
す
こ
と
で
、
孔
子
は
こ
の
古
典
を
占
い
の
手
引
き
か
ら
哲
学
や
宇
宙
を
闡
明
す
る

書
物
に
変
え
た
と
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た（

34
）。

　

注
釈
者
た
ち
が
《
易
経
》
と
《
春
秋
》
を
一
対
の
も
の
と
し
て
あ
つ
か
う
根
拠
は
、
こ
れ
ら
が
孔
子
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ



一
三
〇

た
こ
と
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
伝
統
的
な
学
者
も
現
代
の
学
者
も
、
こ
の
二
書
が
儒
教
の
す
べ
て
の
経
典
の
中
で
も
っ
と
も
難
し
く
、

謎
め
い
て
い
て
、
深
遠
で
あ
る
こ
と
を
ひ
と
し
く
説
い
て
い
る（

35
）。
か
く
て
、
そ
れ
ら
は
古
代
の
標
準
的
な
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
最

後
に
置
か
れ
、
い
く
つ
か
の
記
事
に
よ
る
と
、
普
通
の
学
生
に
は
高
等
す
ぎ
る
の
で
標
準
的
な
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
完
全
に
除
外
さ

れ
た（

36
）。
部
分
的
に
は
同
じ
理
由
で
、《
易
経
》
と
《
春
秋
》
は
、
儒
学
史
の
中
で
も
っ
と
も
広
範
で
活
発
な
注
釈
の
伝
統
と
論
争
の
も

と
と
な
っ
た
。
確
か
に
、
儒
教
の
経
典
の
一
つ
に
対
す
る
も
っ
と
も
古
い
と
認
め
ら
れ
て
い
る
注
釈
、
中
で
も
《
公
羊
伝
》、《
穀
梁
伝
》

と
《
左
伝
》
は
、《
春
秋
》
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た（

37
）。
平
岡
武
雄
に
よ
る
と
、《
春
秋
》
に
対
す
る
漢
の
注
釈
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て

い
な
い
が
、
こ
の
古
典
に
対
す
る
研
究
は
漢
代
に
お
け
る
古
典
研
究
の
要
で
あ
っ
た（

38
）。
宋
代
を
通
し
て
、《
春
秋
》
に
対
し
て
他
の
経

典
よ
り
多
く
の
注
釈
が
作
成
さ
れ
た
の
で
、
現
代
の
歴
史
家
宋そ

う

鼎て
い

宗そ
う

は
《
春
秋
》
研
究
が
当
時
に
お
け
る
古
典
学
の
主
流
で
あ
っ
た
と
述

べ
て
い
る（

39
）。《
易
経
》
を
め
ぐ
っ
て
も
、「
か
な
り
大
き
な
図
書
館
と
い
う
印
象
を
あ
た
え
る
だ
け
の
」
大
量
の
注
釈
書
が
生
み
だ
さ

れ
つ
づ
け
た（

40
）。

　

一
方
は
占
い
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
て
道
徳
や
宇
宙
論
に
か
か
わ
る
付
録
を
伴
う
前
兆
と
逸
話
の
集
成
の
よ
う
な
も
の
、
他
方
は
紀
元
前

七
二
二
年
か
ら
四
八
一
年
ま
で
の
魯
国
に
関
す
る
非
常
に
簡
潔
な
編
年
史
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
経
典
の
間
に
は
明
ら

か
な
文
学
的
相
違
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儒
教
の
注
釈
者
た
ち
は
、
そ
れ
ら
を
関
連
づ
け
る
異
な
る
方
法
を
み
つ
け
た
。
そ
れ
ら
の

中
の
一
つ
は
、
対
立
す
る
が
補
い
合
う
も
の
と
し
て
、
こ
の
対
照
的
な
二
書
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
朱
熹
は
、「《
易

経
》
は
隠
れ
た
も
の
か
ら
顕
在
化
す
る
も
の
へ
と
移
り
、《
春
秋
》
は
知
覚
可
能
な
も
の
か
ら
隠
さ
れ
た
も
の
へ
と
進
ん
で
い
く
。
…
…
《
易

経
》
は
形
而
上
の
も
の
（
ま
た
は
非
実
体
）
に
よ
っ
て
形
而
下
の
も
の
（
ま
た
は
実
体
）
を
説
明
し
、《
春
秋
》
は
形
而
下
の
も
の
に
よ

っ
て
形
而
上
の
も
の
を
説
明
す
る
」
と
述
べ
る（

41
）。
偉
大
な
思
想
史
家
で
あ
る
章
学
誠
（
一
七
三
八
〜
一
八
〇
一
）
は
、「《
易
経
》
は

天
道
を
通
じ
て
人
間
の
営
み
を
深
く
掘
り
さ
げ
、《
春
秋
》
は
人
間
の
営
み
を
通
じ
て
天
道
と
調
和
す
る
」
と
よ
り
明
確
に
、
そ
し
て
よ

り
対
比
的
に
記
し
て
い
る（

42
）。
清
末
の
野
心
的
な
学
者
で
あ
る
康
有
為
（
一
八
五
八
〜
一
九
二
七
）
は
、
二
つ
の
経
典
を
古
代
に
お
け

る
最
重
要
な
異
端
の
二
学
派
と
対
比
的
に
組
み
あ
わ
せ
、《
易
経
》
を
道
家
、《
春
秋
》
を
墨
家
と
組
み
あ
わ
せ
た
。
一
方
は
無
政
府
個
人

主
義
に
、
も
う
一
方
は
共
産
主
義
的
普
遍
主
義
に
結
び
つ
け
ら
れ
る（

43
）。
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注
釈
者
た
ち
は
、
儒
家
の
他
の
経
典
の
間
で
こ
の
よ
う
な
両
輪
的
な
関
係
性
を
考
案
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、《
易
経
》
と
《
春
秋
》

の
場
合
ほ
ど
頻
繁
で
は
な
か
っ
た
。《
書
経
》
と
《
春
秋
》
と
い
う
二
つ
の
歴
史
に
関
す
る
経
典
は
、
同
様
な
方
法
で
関
連
づ
け
ら
れ
る

こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。《
漢
書
》
芸
文
志
に
よ
れ
ば
、「
左
史
は
こ
と
ば
を
記
録
し
、
右
史
は
で
き
ご
と
を
記
録
す
る
。
で
き
ご
と
（
の

記
録
）
は
《
春
秋
》
と
な
り
、
こ
と
ば
（
の
記
録
）
は
《
書
経
》
と
な
っ
た（

44
）。」
著
名
な
宋
代
の
文
人
政
治
家
の
蘇そ

轍て
つ

（
一
一
一
二
没
）

は
、《
詩
経
》
を
《
春
秋
》
と
関
連
づ
け
、「《
詩
経
》
を
守
ら
な
け
れ
ば
王
道
の
容
易
さ
を
知
る
す
べ
が
な
く
、《
春
秋
》
を
守
ら
な
け
れ

ば
王
政
の
難
し
さ
を
知
る
す
べ
が
な
い
だ
ろ
う（

45
）」
と
提
言
し
た
。
王
応
麟
（
一
二
二
三
〜
一
二
九
六
）
も
こ
の
二
つ
の
経
典
を
結
び

つ
け
、「《
詩
経
》
と
《
春
秋
》
は
、
内
側
も
外
側
も
た
が
い
に
関
連
し
て
い
る
。《
詩
経
》
が
叱
責
す
る
こ
と
は
、《
春
秋
》
が
非
難
を
加

え
る（

46
）」
と
述
べ
る
。
も
っ
と
も
儒
教
の
注
釈
者
た
ち
は
他
の
経
典
の
間
の
橋
渡
し
を
し
た
が
、
そ
の
結
び
つ
き
は
《
春
秋
》
と
《
易
経
》

の
場
合
ほ
ど
頻
繁
に
築
か
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
経
典
の
場
合
ほ
ど
精
巧
で
対
称
的
で
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
注
釈
者

た
ち
の
多
く
に
と
っ
て
、
二
つ
の
経
典
は
、
正
式
に
は
そ
の
よ
う
に
指
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
儒
教
の
経
典
の
よ
り
大
き
な
枠

組
み
の
中
で
独
立
し
た
包
括
的
な
単
位
を
形
成
し
て
い
た（

47
）。
実
際
、
漢
代
の
著
名
な
学
者
の
劉り
ゅ
う

歆き
ん

（
二
三
没
）
は
、
こ
の
二
つ
の
経

典
を
一
つ
の
書
物
に
統
合
し
よ
う
と
し
た
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る（

48
）。

　
《
易
経
》
と
《
春
秋
》
は
、
単
独
の
書
物
と
し
て
も
儒
教
の
経
典
の
中
で
傑
出
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。《
易
経
》
が
広
範
な
賞
賛
と

自
慢
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
、
中
国
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
研
究
者
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
文
献
を
引
い
て
詳

細
に
説
明
す
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
さ
り
な
が
ら
伝
統
的
な
注
釈
学
に
お
い
て
《
易
経
》
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
あ
た
え
ら
れ

て
い
る
か
を
少
し
説
明
す
れ
ば
、
儒
教
の
正
典
の
中
で
こ
の
経
典
が
占
め
る
特
別
な
地
位
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
《
易
経
》
が
儒
家
の
正
典
全
体
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
考
え
は
、
少
な
く
と
も
漢
の
歴
史
家
班は

ん

固こ

（
三
二
〜
九
二
）
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
こ
と
が
で
き
、
彼
は
《
易
経
》
が
他
の
諸
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
道
の
根
源
も
し
く
は
本
源
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

49
）。
宋
代
新
儒

学
に
お
け
る
宇
宙
論
の
第
一
人
者
で
あ
る
周し

ゅ
う

敦と
ん

頤い

（
一
〇
一
七
〜
一
〇
七
三
）
は
、《
易
経
》
が
五
経
の
根
源
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
天

と
地
と
神
霊
の
力
の
秘
密
の
保
管
庫
で
も
あ
る
と
付
け
く
わ
え
た（

50
）。
十
八
世
紀
の
《
四
庫
全
書
》
の
目
録
の
編
纂
者
た
ち
は
、「
六
経

の
中
、《
易
経
》
だ
け
が
多
数
の
範
型
を
包
含
す
る（

51
）」
と
提
起
し
た
。
現
代
の
経
学
史
家
の
褚ち
ょ

柏は
く

思し

も
同
様
に
、
儒
教
の
道
に
対
す
る



一
三
二

説
明
は
六
経
の
間
に
食
い
違
い
が
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
《
易
経
》
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（

52
）。

簡
単
に
い
え
ば
、《
易
経
》
は
経
典
と
宇
宙
の
両
方
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
《
易
経
》
以
外
で
、
注
釈
者
た
ち
が
も
っ
と
も
頻
繁
に
抜
き
だ
し
て
と
り
あ
げ
た
、
も
し
く
は
特
に
他
の
経
典
全
体
と
対
置
し
た
儒
教

の
経
典
は
、《
春
秋
》
で
あ
る
。
清
代
の
注
釈
者
で
あ
る
劉
逢
禄
（
一
七
七
六
〜
一
八
二
九
）
に
よ
る
と
、《
春
秋
》
は
五
経
の
マ
ス
タ
ー

キ
ー
で
あ
り
、「《
春
秋
》
を
理
解
し
て
い
な
い
者
は
、
五
経
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い（

53
）。」
康
有
為
は
、
六
経
は
非
常
に

大
部
に
し
て
多
様
と
は
い
え
、
指
針
と
な
る
原
則
が
す
べ
て
《
春
秋
》
に
み
つ
か
る
こ
と
を
説
い
た（

54
）。

　

し
か
し
な
が
ら
最
初
期
の
注
釈
者
た
ち
の
見
解
で
は
、《
春
秋
》
は
、
そ
の
広
汎
性
と
孔
子
が
著
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け

で
な
く
、
特
定
の
歴
史
的
で
き
ご
と
や
人
々
の
事
件
に
お
い
て
儒
教
の
原
則
を
具
体
的
に
例
証
し
て
い
る
た
め
に
、
儒
教
経
典
の
中
で
特

別
な
地
位
が
あ
た
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
宋
代
新
儒
学
の
宇
宙
論
者
で
あ
る
邵し

ょ
う

雍よ
う

（
一
〇
一
一
〜
一
〇
七
七
）
が
説
明
す
る
よ
う
に
、

「
聖
人
の
六
経
は
、
渾
然
と
し
て
い
て
痕
跡
が
な
い
天
道
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
《
春
秋
》
が
実
際
の
事
件
を
記
録
す
る

こ
と
で
、
善
悪
が
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
と
る（

55
）。」
思
想
家
の
程
頤
は
、
経
典
に
占
め
る
《
春
秋
》
の
位
置
と
法
律
に
占
め
る
判
決
の

地
位
と
に
関
す
る
、
よ
り
広
く
引
用
さ
れ
る
比
喩
を
示
し
、「
五
経
に
《
春
秋
》
が
あ
る
こ
と
は
、
法
律
が
判
決
を
も
つ
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
法
律
は
行
動
の
規
則
に
つ
い
て
の
み
議
論
す
る
。
判
決
が
く
だ
さ
れ
る
ま
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
た
か
を
知
る
こ
と

が
で
き
な
い（

56
）。」
と
述
べ
る
。
あ
る
い
は
類
推
的
に
「
四
書
五
経
は
病
気
を
治
す
た
め
の
処
方
箋
に
似
て
い
る
。
聖
人
の
実
践
が
こ
の

書
物
に
完
全
に
示
さ
れ
て
い
る
。
学
習
者
が
《
春
秋
》
だ
け
を
調
べ
さ
え
す
れ
ば
、
道
を
徹
底
的
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る（

57
）」
と

も
述
べ
て
い
る
。
後
の
新
儒
学
の
学
者
鄭
玉
（
一
二
九
八
〜
一
三
五
八
）
は
同
様
な
区
別
を
た
て
、
他
の
経
典
、「
主
と
し
て
《
易
経
》・

《
詩
経
》・《
書
経
》
が
原
則
を
論
じ
る
の
に
対
し
て
、《
春
秋
》
は
事
件
を
記
録
す
る
。
も
し
《
春
秋
》
が
な
く
、《
易
経
》・《
詩
経
》・《
書

経
》
し
か
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
虚
し
い
こ
と
ば
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」、
そ
れ
は
孔
子
が
特
に
避
け
た
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
、
と
説
い
て
い
る（

58
）。

　

と
り
わ
け
多
様
で
多
数
の
書
物
か
ら
な
る
正
典
を
持
つ
儒
学
者
は
そ
う
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
伝
統
に
お
け
る
学
者
や
注
釈

者
が
主
に
注
意
を
む
け
て
い
る
経
典
の
テ
キ
ス
ト
に
特
別
な
賞
賛
を
あ
た
え
る
傾
向
が
あ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
特
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典
、正
典
、そ
し
て
注
釈

―
儒
教
と
西
洋
の
釈
義
の
比
較
》序
（
水
上
）

一
三
三

定
の
経
典
が
マ
ス
タ
ー
キ
ー
で
あ
っ
た
り
、
他
の
す
べ
て
の
経
典
を
補
完
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
り
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
上
記
の

よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
や
や
ま
れ
で
あ
る
。
儒
教
の
注
釈
伝
統
で
は
、《
易
経
》
と
《
春
秋
》
を
除
く
と
、
五
つ
（
ま
た
は

六
つ
）
の
経
典
の
い
ず
れ
に
関
し
て
そ
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
滅
多
に
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
書
は
、
相
互
に
補
完
的

な
関
係
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
正
典
全
体
と
特
別
な
関
係
が
あ
る
た
め
に
、
他
の
諸
経
典
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

　

漢
代
以
前
に
儒
家
の
正
典
に
統
合
さ
れ
た
五
経
と
異
な
り
、
四
書
（《
論
語
》、《
孟
子
》、《
中
庸
》、《
大
学
》）
は
、
宋
代
以
前
に
お
い

て
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
書
物
は
、《
易
経
》
と
と
も
に
元
、
明
、
清
初
に
お
い

て
新
儒
学
の
主
要
な
経
典
の
基
盤
を
形
成
し
た
。
新
儒
学
に
は
儒
教
思
想
史
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
で
高
度
に
発
達
し
た
注
釈
の
伝
統
が

含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
本
研
究
に
お
い
て
新
儒
家
が
特
に
重
視
し
た
経
典
の
テ
キ
ス
ト
に
特
別
な
注
意
を
む
け
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
。

　

四
書
の
中
、《
論
語
》
と
《
孟
子
》
は
、
儒
家
に
と
っ
て
も
っ
と
も
偉
大
な
二
人
の
聖
人
で
あ
る
孔
子
と
孟
子
の
こ
と
ば
の
主
要
な
宝

庫
で
あ
る
と
い
う
点
で
特
に
区
別
さ
れ
る
。
北
宋
の
学
者
鄒す

う

浩こ
う

（
一
〇
六
〇
〜
一
一
一
一
）
に
よ
る
と
、
他
の
経
典
は
「
す
べ
て
聖
人
た

ち
に
由
来
す
る
が
、
純
然
た
る
聖
人
の
こ
と
ば
で
は
な
い（

59
）。」
し
た
が
っ
て
、
朱
熹
は
「
聖
人
た
ち
の
基
本
的
な
考
え
を
誤
り
な
く
直

接
知
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
経
典
を
理
解
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
ず
、《
論
語
》
と
《
孟
子
》
に
自
分
の
思
考
を
集
中
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た（

60
）。
朱
熹
は
こ
こ
で
程
頤
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
考
え
を
繰
り
か
え
し
、「
学
習
者
は
《
論
語
》
と
《
孟
子
》

を
（
学
習
の
）
基
礎
に
す
べ
き
で
あ
る
。《
論
語
》
と
《
孟
子
》
を
学
ん
だ
ら
、
六
経
は
学
ば
ず
と
も
明
ら
か
に
な
る
」
と
主
張
し
た（

61
）。

　

後
の
注
釈
者
た
ち
は
、
聖
人
の
教
え
の
本
質
と
経
典
全
体
へ
の
マ
ス
タ
ー
キ
ー
を
特
に
《
論
語
》
に
見
い
だ
し
た
。
清
代
の
著
名
な
経

学
史
家
陳ち

ん

澧れ
い

（
一
八
一
〇
〜
一
八
八
二
）
に
よ
る
と
、「
経
学
の
本
質
は
す
べ
て
《
論
語
》
の
中
に
あ
る
」
の
で
あ
っ
た（

62
）。
劉
逢
禄
は

「《
論
語
》
は
六
経
の
大
義
の
集
成
で
あ
る
」
と
言
っ
た（

63
）。
同
様
な
見
解
は
、《
孟
子
》
に
対
す
る
現
存
す
る
注
釈
で
も
っ
と
も
古
い
趙

岐
に
よ
る
注
釈
の
序
文
に
表
明
さ
れ
て
お
り
、
趙
岐
は
《
論
語
》
を
五
経
の
要
と
見
な
し
て
い
る
。《
孟
子
》
が
し
て
い
る
の
は
、《
論
語
》

を
整
理
し
例
証
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
た（

64
）。

　

儒
教
の
注
釈
者
は
、《
孟
子
》
を
《
論
語
》
と
結
び
つ
け
る
の
を
習
慣
と
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
時
折
、《
易
経
》
と
《
春
秋
》
に
結

び
つ
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
程
頤
は
、《
孟
子
》
を
通
し
て
こ
れ
ら
の
諸
経
の
理
解
に
も
っ
と
も
よ
く
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る



一
三
四

と
述
べ
た（

65
）。
程
朱
学
派
に
属
す
る
郝か
く

経け
い

（
一
二
二
三
〜
一
二
七
五
）
は
、《
孟
子
》
が
《
春
秋
》
に
対
す
る
深
い
理
解
を
と
り
わ
け
適

切
な
形
で
あ
る
注
釈
に
よ
っ
て
詳
述
し
な
か
っ
た
た
め
、
後
代
の
学
者
た
ち
が
混
乱
す
る
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
た（

66
）。

　

四
書
に
属
す
る
他
の
二
書
、
す
な
わ
ち
よ
り
凝
縮
さ
れ
て
い
て
哲
学
的
な
《
中
庸
》
と
《
大
学
》
も
、
新
儒
学
の
注
釈
者
た
ち
に
よ
る

集
中
的
な
研
究
と
度
を
超
え
た
賞
賛
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
相
互
の
間
で
、
も
し
く
は
五
経
全
体
と
、
上
述
し
た
よ
う
に
体
系
的
に
関
連

づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
か
っ
た（

67
）。
さ
ら
に
こ
の
短
い
二
書
の
テ
キ
ス
ト
は
、
も
と
も
と
《
礼
記
》
の
篇
章
を
構
成
し
て
い
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
、
宋
代
に
お
い
て
よ
う
や
く
こ
の
二
書
だ
け
が
別
個
に
経
典
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
こ
の
二
書
は
、
中
国
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
お
い
て
、
比
較
的
後
期
に
至
る
ま
で
広
範
な
注
釈
の
対
象
に
な
ら
な

か
っ
た
。
宋
以
後
に
お
い
て
も
、
一
部
の
学
者
は
、
こ
の
二
書
が
独
立
し
た
経
典
と
し
て
の
地
位
を
も
つ
こ
と
に
異
議
を
唱
え
、
そ
れ
ら

を
《
礼
記
》
の
一
部
と
し
て
の
み
研
究
す
る
こ
と
を
提
案
し
た（

68
）。
結
局
、《
中
庸
》
と
《
大
学
》
は
、《
論
語
》
と
《
孟
子
》
の
ど
ち

ら
と
比
べ
て
も
は
る
か
に
短
く
て
よ
り
同
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
書
は
、
四
書
の
中
の
他
の
二
書
ほ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
釈
義

に
関
わ
る
論
点
や
問
題
を
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

中
国
の
儒
教
伝
統
に
お
け
る
経
典
に
対
す
る
注
釈
の
取
り
く
み
を
論
じ
る
本
研
究
で
は
、
五
経
の
う
ち
の
二
書
と
四
書
の
う
ち
の
二
書

に
焦
点
を
あ
て
る
が
、
儒
教
の
他
の
正
典
の
テ
キ
ス
ト
を
無
視
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
た
と
え
ば
第
一
章
で
は
、
上
古
の
伝
説
的
な
聖
王

の
言
行
を
記
録
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
由
緒
あ
る
《
書
経
》、
そ
し
て
王
室
の
頌
か
ら
農
民
の
労
働
歌
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
詩
を
含

む
《
詩
経
》
を
論
じ
る
。
本
書
で
は
ま
た
、《
経
義
考
》
や
《
古
今
図
書
集
成
》
の
よ
う
に
大
が
か
り
な
選
集
に
転
録
さ
れ
て
い
る
古
典

研
究
の
作
品
に
対
す
る
序
文
の
よ
う
に
、
特
定
の
古
典
の
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
直
接
的
も
し
く
は
連
続
し
た
注
釈
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
な
い
文
献
を
大
々
的
に
参
考
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
よ
り
多
様
な
情
報
源
を
利
用
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
独
自
の
「
四
書
」〔《
論
語
》

《
孟
子
》《
書
経
》《
詩
経
》〕
を
こ
し
ら
え
て
儒
教
正
典
の
再
編
を
試
み
て
い
る
と
い
う
疑
惑
を
払
拭
し
た
い（

69
）。
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翻
訳
稿
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ョ
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Ｂ
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ヘ
ン
ダ
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ソ
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聖
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、正
典
、そ
し
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西
洋
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釈
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の
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水
上
）

一
三
五

注

（
1
） Jose  Faur , G

olden  D
oves  w

ith  Silver  D
ots : Sem

iotics  and  Textuality  in  Rabbinic  Tradition  

（B
loom

ington : Indiana  
U

niversity  Press , 1986

）, p .59 .

（
2
） W

olfgang  B
auer , C

hina  and  the  Search  for  H
appiness : Recurring  Them

es  in  Four  Thousand  Years  of  C
hinese  C

ultural  
H

istory , trans . M
ichael  Shaw

 

（N
ew

 York : Seabury  Press , 1976

）, p .X
III ; G

ershom
 Scholem

, “R
evelation  and  Tradition  as  

R
eligious  C

ategories  in  Judaism
, ” in  Scholem

, The  M
essianic  Idea  in  Judaism

 

（N
ew

 York : Schocken  B
ooks , 1971

）, 
p .289 . 

シ
ョ
ー
レ
ム
に
よ
る
こ
の
こ
と
ば
は
、
ラ
ビ
・
ユ
ダ
ヤ
教
を
対
象
と
し
た
個
別
的
な
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

（
3
） 

周
予
同
〈「
経
」、「
経
学
」、
経
学
史
〉《
周
予
同
経
学
史
論
著
選
集
》（
上
海
：
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）、
六
六
〇
頁
。

（
4
） 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ａ
・
グ
ラ
ハ
ム
は
、「
世
界
宗
教
の
著
名
な
経
典
の
中
に
は
、
形
式
と
内
容
に
関
し
て
根
本
的
な
多
様
性
が
み
と
め
ら
れ
、
実
際
、

同
じ
聖
典
の
テ
キ
ス
ト
や
集
成
の
中
に
多
様
性
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
神
話
や
伝
説
、
歴
史
物
語
、
儀
式
書
、
法
典
、
恍
惚
に

さ
せ
る
詩
や
神
秘
的
な
詩
、
黙
示
録
的
な
幻
影
、
預
言
者
や
教
師
の
こ
と
ば
、
神
の
啓
示
、
そ
し
て
神
へ
の
賛
美
歌
や
祈
り
は
す
べ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
聖
典
の
中
に
居
場
所
を
見
つ
け
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。G

raham
, Beyond  the  W

ritten  W
ord . O

ral  Aspects  of  Scripture  in  the  
H

istory  of  Religion （C
am

bridge : C
am

bridge  U
niversity  Press , 1987

）, p .3 .

（
5
） 

こ
の
印
象
深
い
比
喩
は
、
同
僚
の
ウ
ォ
ー
ド
・
パ
ー
ク
ス
に
よ
る
。

（
6
） Jan  G

orak , C
ritic  of  C

risis : A
 Study  of  Frank  K

erm
ode （C

olum
bia : U

niversity  of  M
issouri  Press , 1987

）, p .54 . 

ゴ
ラ
ク
は

「
選
ば
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
中
に
秩
序
、
洗
練
、
着
想
の
宝
庫
が
繰
り
か
え
し
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、
古
典
の
解
釈
者
た
ち
の
間
に
異
論
が
な

い
こ
と
を
サ
ン
ト
＝
ブ
ー
ヴ
が
証
言
し
て
い
る
」
と
補
足
し
て
い
る
。（p .54

）.

（
7
） G

raham
, Beyond, p .79 ; G

eo  W
idengren , “H

oly  B
ook  and  H

oly  Tradition  in  Islam
, ” in  H

oly  Book  and  H
oly  Tradition, 

eds . F . F . B
ruce  and  E

. G
. R

upp  （G
rand  R

apids , M
ich .: W

illiam
 B

. Eerdm
ans , 1968

）, p .210 . 

ラ
ビ
・
ミ
ド
ラ
ー
シ
ュ
に
お
け
る

さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
遊
び
心
（「
釈
義
」
や
「
解
釈
」）
に
つ
い
て
は
、Susan  A

. H
andelm

an , The  Slayers  of  M
oses : The  Em

ergence  
of  Rabbinic  Interpretation  in  M

odern  Literary  Theory 

（A
lbany : State  U

niversity  of  N
ew

 York  Press , 1982

）, p .75 ; 

お
よ
び 

H
arold  Fisch , “The  H

erm
eneutic  Q

uest  in  R
obinson  C

rusoe , ” in  M
idrash  and  Literature, eds . G

eoffrey  H
. H

artm
an  and  

Sanford  B
udick

（N
ew

 H
aven : Yale  U

niversity  Press , 1986

）, p .230 .
を
参
照
。

（
8
） Jonathan  Z

. Sm
ith , “Sacred  Persistence : Tow

ards  a  R
edescription  of  C

anon , ” in  Approaches  to  Ancient  Judaism
. Theory  



一
三
六

and  Practice, ed . W
illiam

 Scott  G
reen  （M

issoula , M
ont .: Scholars  Press , 1978

）, p .18 ; K
urt  M

ueller -Vollm
er , “Introduction . 

Language , M
ind , and  A

rtifact : A
n  O

utline  of  H
erm

eneutic  Theory  since  the  Enlightenm
ent , ” in  The  H

erm
eneutics  Reader : 

Texts  of  the  G
erm

an  Tradition  from
 the  Enlightenm

ent  to  the  Present, ed . M
ueller -Vollm

er  （N
ew

 York : C
ontinuum

, 1988

）, 
p .45 . 

ミ
ュ
ラ
ー
・
フ
ォ
ル
マ
ー
は
こ
こ
で
ガ
ダ
マ
ー
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

（
9
） Jan  G

onda , M
edieval  Religious  Literature  in  Sanskrit, vol . 2  of  A

 H
istory  of  Indian  Literature, ed . G

onda  

（W
iesbaden : 

O
tto  H

arrassow
itz , 1977

）, p .131 ; C
. S . Lew

is , The  D
iscarded  Im

age : An  Introduction  to  M
edieval  and  Renaissance  Liter-

ature （C
am

bridge : C
am

bridge  U
niversity  Press , 1976

）, p .10 .

（
10
） 

私
は
東
ア
ジ
ア
で
傑
出
し
て
い
た
主
立
っ
た
宗
教
的
伝
統
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
立
ち
入
ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
儒
教
と
の
関
わ
り
が
比
較
的
少
な

い
注
釈
の
伝
統
に
焦
点
を
置
く
。
私
の
調
査
に
つ
い
て
欠
落
が
も
っ
と
も
目
立
っ
て
い
て
厄
介
な
の
は
仏
教
か
も
し
れ
な
い
が
、
ド
ナ
ル
ド
・
ロ
ペ

ス
は
、
仏
教
に
つ
い
て
「
解
釈
学
的
戦
略
が
相
対
的
に
乏
し
い
」
と
特
徴
づ
け
て
お
り
、
そ
の
一
因
を
「
大
乗
経
典
の
規
模
と
可
塑
性
」
に
求
め
て

い
る
。D

onald  S . Lopez , Jr ., “Introduction  to  B
uddhist  H

erm
eneutics , ” The  Ten  D

irections 

（published  by  Zen  C
enter  of  

Los  A
ngeles  and  the  K

uroda  Institute

） 9 , no . 1  （Spring /Sum
m

er  1988

）: 8 .

（
11
） H

ajim
e  N

akam
ura , A

 H
istory  of  Early  Vedānta  Philosophy, trans . Trevor  Leggett  et  al . 

（D
elhi : M

otilal  B
anarsidass , 

1983

）, pt .1 , p .2

〔
日
本
語
版
：
中
村
元
《
初
期
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
》（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）、
四
〜
五
頁
。〕; Eliot  D

eutsch  
and  J .A

.B
. van  B

uitenen , eds ., A
 Source  Book  of  Advaita  Vedānta （H

onolulu : U
niversity  Press  of  H

aw
aii , 1971

）, p .77 .

（
12
） R

om
ila  Thapar , A

 H
istory  of  India （H

arm
ondsw

orth , Eng .: Penguin  B
ooks , 1983

）, vol .1 , p .163 .

（
13
） N

akam
ura , Early  Vedānta, p .115 .

〔
日
本
語
版
：
中
村
元
《
初
期
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
》、
一
五
四
頁
。〕

（
14
） V

. S . G
hate , The  Vedānta  A

 Study  of  the  Brahm
a -Sūtras  w

ith  the  Bhāsyas  of  S ’am
kara , Rām

ānuja , N
im
bārka , M

adhva , 
and  Vallabha, G

overnm
ent  O

riental  Series , class  c , no . 1  （Poona : B
handarkar  O

riental  R
esearch  Institute , 1960

）, p .12 .

（
15
） K

arl  H
. Potter , ed ., Encyclopedia  of  Indian  Philosophies  Advaita  Vedānta  up  to  Śam

kara  and  H
is  Pupils 

（Princeton : 
Princeton  U

niversity  Press , 1981

）, p .46 .

（
16
） 

ラ
ビ
・
ユ
ダ
ヤ
教
が
「
三
世
紀
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
か
ら
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
至
る
ま
で
」
ユ
ダ
ヤ
教
を
支
配
し
た
方
法
に
つ
い
て
の
明
確
か

つ
簡
潔
な
記
述
に
関
し
て
は
、Jacob  N

eusner , T he  W
onder -W

orking  Law
yers  of  Talm

udic  Babylonia : The  Theory  and  Practice  
of  Judaism

 in  Its  Form
ative  Age  （Lanham

, M
d .: U

niversity  Press  of  A
m

erica , 1987

）, pp .43 ‒44 .

を
参
照
。
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一
三
七

（
17
） Jam

es  L
. K

ugel , “Part  O
ne . Early  Interpretation : The  C

om
m

on  B
ackground  of  Late  Form

s  of  B
iblical  Exegesis , ” in  

Jam
es  L

. K
ugel  and  R

ow
an  A

. G
reer , Early  Biblical  Interpretation 

（Philadelphia : W
estm

inster  Press , 1986

）, pp .63 ‒64 ; 
H

andelm
an , Slayers  of  M

oses, p .31 .

（
18
） K

ugel , “Early  Interpretation , ” p .72 .

（
19
） H

andelm
an , Slayers  of  M

oses, p .xiv .

（
20
） Sim

eon  ben  Zem
ah  D

uran , quoted  in  The  Living  Talm
ud : The  W

isdom
 of  the  Fathers  and  Its  C

lassical  C
om

m
entaries , 

selected  and  trans , w
ith  essay  by  Judah  G

oldin （N
ew

 York : N
ew

 A
m

erican  Library , M
entor  B

ooks , 1959

）, p .47 .

（
21
） R

obert  D
rum

m
ond  Lam

berton , “H
om

er  the  Theologian : The  Iliad  and  O
dyssey  as  R

ead  by  the  N
eoplatonists  of  Late  

A
ntiquity ” （Ph .D

. diss ., Yale  U
niversity , 1979

）, pp .29 ‒30 . 

ビ
ル
ガ
ー
・
ピ
ア
ソ
ン
は
、「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
そ
し
て
異
教
の
終
焉
に
至

る
ま
で
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
と
教
養
〔paideia

〕
の
主
な
聖
典
は
ホ
メ
ロ
ス
の
イ
リ
ア
ス
と
オ
デ
ッ
セ
イ
で
あ
っ
た
」

と
付
け
く
わ
え
て
い
る
。Pearson , “Som

e  O
bservations  on  G

nostic  H
erm

eneutics , ” in  The  C
ritical  Study  of  Sacred  Texts, ed . 

W
endy  D

oniger  O
’Flaherty  （B

erkeley : G
raduate  Theological  U

nion , 1979

）, p .243 .

（
22
） John  A

. Scott , The  U
nity  of  H

om
er （N

ew
 York : B

iblo  and  Tannen , 1965

）, p .1 .

（
23
） M

. I . Finley , The  Ancient  G
reeks （H

arm
ondsw

orth , Eng .: Penguin  B
ooks , 1979

）, p .26 .

（
24
） R

obert  Lam
berton , “Introduction ” to  Porphyry : O

n  the  C
ave  of  the  N

ym
phs , trans , and  intro . Lam

berton  

（B
arrytow

n , 
N

.Y
.: Station  H

ill  Press , 1983

）, pp .13 ‒14 .

（
25
） R

obert  Lam
berton , H

om
er  the  Theologian : N

eoplatonist  Allegorical  Reading  and  the  G
row

th  of  the  Epic  Tradition 

（B
erkeley : U

niversity  of  C
alifornia  Press , 1986

）, pp .261 , 272 , and  282 .

（
26
） B

arbara  J . B
ono , Literary  Transvaluation : From

 Vergilian  Epic  to  Shakespearean  Tragicom
edy （B

erkeley : U
niversity  of  

C
alifornia  Press , 1984

）, p .2 .

（
27
） Leslie  G

eorge  W
hitbread , “Introduction ” to  Fulgentius , “The  Exposition  of  the  C

ontent  of  V
irgil  A

ccording  to  M
oral  

Philosophy , ” in  W
hitbread , Fulgentius  the  M

ythographer （C
olum

bus : O
hio  State  U

niversity  Press , 1971

）, p .110 .

（
28
） A

. Leo  O
ppenheim

, Ancient  M
esopotam

ia : Portrait  of  a  D
ead  C

ivilization, rev . ed . com
pleted  by  Erica  R

einer  （C
hicago : 

U
niversity  of  C

hicago  Press

）, p .256 .



一
三
八

（
29
） Shankara , quoted  in  John  G

. A
rapura , G

nosis  and  the  Q
uestion  of  Thought  in  Vedānta : D

ialogue  w
ith  the  Foundations 

（D
ordrecht : M

artinus  N
ijhoff

, 1986

）, p .94 .

（
30
） H

. D
aniel  Sm

ith , Reading  the  Ram
ayana : A

 Bibliographic  G
uide  for  Students  and  C

ollege  Teachers ; Indian  Variants  on  
the  Ram

a -Them
e  in  English  Translations, Foreign  and  C

om
parative  Studies , South  A

sian  Special  Publications , no . 4  

（Syracuse : M
axw

ell  School  of  C
itizenship  and  Public  A

ffairs , Syracuse  U
niversity , 1983

）, p .32 .

（
31
） 

石
𡼖𡼖
《
中
庸
集
解
》
に
対
す
る
朱
熹
〈
序
〉（《
朱
子
大
全
》（
四
部
備
要
本
）
第
九
冊
、
巻
七
十
五
、
第
二
十
七
丁
右
）。

（
32
） 

こ
の
数
字
の
食
い
違
い
は
、「
失
わ
れ
た
」《
楽
記
》
や
《
楽
経
》、
も
し
く
は
《
周
礼
》
を
正
規
の
経
典
に
数
え
る
か
否
か
に
関
す
る
論
争
か
ら

生
じ
た
。

（
33
） 

趙
汸
《
春
秋
師
説
》
に
対
す
る
金
居
敬
〈
総
序
〉（《
経
義
考
》
第
六
冊
、
巻
百
九
十
八
、
第
八
丁
左
）。

（
34
） 

周
予
同
〈「
六
経
」
与
孔
子
的
関
係
問
題
〉（
朱
維
錚
編
《
周
予
同
経
学
史
論
著
選
集
》）、
七
九
六
〜
七
九
七
頁
：
皮
錫
瑞
《
経
学
通
論
》（
台
北
：

河
洛
図
書
出
版
社
、
一
九
七
四
年
再
版
）、
巻
一
、
一
〇
〜
一
一
頁
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
宋
代
に
は
、
孔
子
が
《
易
経
》
の
付
録
、
と
り
わ

け
〈
大
伝
〉
の
著
者
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
学
者
た
ち
が
異
論
を
唱
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
学
者
た
ち
の
中
で
も
っ
と
も
著
名
な
の
は
欧

陽
修
（
一
〇
〇
七
〜
一
〇
七
二
）
で
あ
り
、「
十
翼
」
の
作
成
に
関
す
る
そ
の
見
解
は
、Julian  K

. Shchutskii , Researches  on  the  I  C
hing, 

trans . W
illiam

 L
. M

acD
onald  and  Tsuyoshi  H

asegaw
a  w

ith  H
ellm

ut  W
ilhelm

 

（Princeton : Princeton  U
niversity  Press , 

1979

）, pp .65 ‒71

に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
孔
子
を
「
十
翼
」
と
結
び
つ
け
る
も
っ

と
も
早
い
言
明
は
、《
史
記
》（
紀
元
前
一
〇
〇
頃
）
に
見
え
る
。Peterson , “M

aking  C
onnections : ‘C

om
m

entary  on  the  A
ttached  

Verbalizations ’ of  the  Book  of  C
hange, ” H

arvard  Journal  of  Asiatic  Studies 42 , no . 1  （1982

）: pp .（73 ‒74

）〔72 ‒73

〕
を
参
照
。

（
35
）  

た
と
え
ば
朱
熹
〈
答
趙
佐
卿
〉（《
朱
子
大
全
》
第
五
冊
、
巻
四
十
三
、
第
十
六
丁
右
）
；
趙
汸
〈
論
学
春
秋
之
要
〉、《
春
秋
師
説
》（《
古
今
図
書

集
成
・
理
学
彙
編
経
籍
典
》
第
（
五
十
六
）〔
六
十
九
〕
冊
、
巻
第
百
九
十
三
〈
春
秋
部
総
論
十
一
〉、（
一
九
二
〇
）〔
九
〇
六
〕
頁
）
；
周
予
同
〈《
春

秋
》
与
《
春
秋
》
学
〉（
朱
維
錚
編
《
周
予
同
経
学
史
論
著
選
集
》）、
四
九
二
頁
；
熊
十
力
《
論
六
経
》（
台
北
：
明
文
書
局
、
一
九
八
八
年
）、
二
頁
；

本
田
成
之
〈
春
秋
経
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
〉（《
支
那
学
》
第
五
巻
第
三
号
、
一
九
二
九
年
十
二
月
）、
一
七
五
頁
を
参
照
。

（
36
） 

朱
熹
〈（
作
易
）〔
易
綱
領
〕〉（《
古
今
図
書
集
成
・
理
学
彙
編
経
籍
典
》
第
（
五
十
五
）〔
六
十
八
〕
冊
、
巻
第
七
十
九
〈
易
経
部
総
論
五
・
宋
朱

子
大
全
集
・
朱
子
語
録
〉）、
八
七
二
頁
〔
通
行
本
：《
朱
子
語
類
》
巻
六
十
七
〈
易
三
・
綱
領
下
・
読
易
之
法
〉（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）、
一

六
五
九
頁
〕／《
晦
庵
集
》
巻
六
十
二
〈
答
黎
季
忱
〉。
；
呉
康
〈
孔
子
与
春
秋
〉（
戴
君
仁
等
《
春
秋
三
伝
論
文
集
》、
台
北
：
黎
明
文
化
事
業
、
一



〔
翻
訳
稿
〕ジ
ョ
ン
・
Ｂ
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン《
聖
典
、正
典
、そ
し
て
注
釈

―
儒
教
と
西
洋
の
釈
義
の
比
較
》序
（
水
上
）

一
三
九

九
八
一
年
）、（
二
五
）〔
九
〜
一
〇
〕
頁
〔
表
紙
の
標
題
は
「
春
秋
三
伝
研
究
論
集
」
に
作
る
〕
；
皮
錫
瑞
《
経
学
歴
史
》（
台
北
：
芸
文
印
書
館
、

一
九
六
六
年
再
版
）、
二
五
頁
。

（
37
） 
本
田
成
之
は
、《
左
伝
》
の
成
書
時
期
を
《
孟
子
》
よ
り
す
ぐ
後
、
お
そ
ら
く
紀
元
前
三
世
紀
の
前
半
だ
と
考
え
て
い
る
。
本
田
《
中
国
経
学
史
》

（
台
北
：
古
亭
書
屋
、
一
九
七
五
年
再
版
）、
七
二
〜
七
三
頁
。
徐
復
観
に
よ
る
と
、《
穀
梁
伝
》
の
成
書
は
、
戦
国
時
代
中
期
を
す
ぎ
た
頃
で
あ
る
。

徐
復
観
《
両
漢
思
想
史
》
第
三
冊
（
台
北
：
学
生
書
局
、
一
九
七
九
年
）、
二
五
一
頁
。

（
38
） 

平
岡
武
夫
《
経
書
の
成
立
》（
大
阪
：
全
国
書
房
、
一
九
四
六
年
）、
三
七
頁
。

（
39
） 

宋
鼎
宗
《
春
秋
宋
学
発
微
》（
台
北
：
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）、
四
頁
、
三
六
頁
。

（
40
） Shchutskii , Researches, pp .196 ‒197 .

（
41
） 

〈
綱
領
〉
に
引
く
朱
熹
の
語
。《
春
秋
三
伝
》（《
四
書
五
経
》
下
冊
〔
北
京
：
北
京
市
中
国
書
店
、
一
九
八
五
年
〕）
所
収
。
こ
の
引
用
文
は
《
朱

子
大
全
集
》
に
よ
っ
て
お
り
、《
古
今
図
書
集
成
・
理
学
彙
編
経
籍
典
》
第
（
五
十
五
）〔
六
十
八
〕
冊
、
巻
第
百
九
十
三
〈
春
秋
部
総
論
十
一
〉、

八
七
一
頁
〔
通
行
本
：《
朱
子
語
類
》
巻
六
十
七
〈
易
三
・
綱
領
下
・
論
易
明
人
事
〉、
一
六
七
三
頁
〕
に
も
見
え
る
。

（
42
） 

章
学
誠
《
文
史
通
義
》
巻
一
〔〈
易
教
下
〉〕（
台
北
：
広
文
書
局
、
一
九
六
七
年
再
版
）、
一
〇
頁
。

（
43
） 

康
有
為
《
南
海
康
先
生
口
説
》（
中
山
大
学
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）、
一
三
頁
。〔
康
有
為
の
発
言
内
容
は
、
訳
文
の
「《
春
秋
》
を
墨
家
と
組
み

あ
わ
せ
た
。」
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
ま
で
。〕

（
44
） 

陳
国
慶
編
《
漢
書
芸
文
志
注
釈
彙
編
》（
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）、
七
三
頁
〔
参
照
箇
所
は
、
芸
文
志
の
本
文
〕。《
礼
記
》
玉
藻
は
同

様
な
図
式
を
提
示
す
る
が
、
以
下
の
よ
う
に
表
現
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。「
で
き
ご
と
は
左
史
が
記
し
、
こ
と
ば
は
右
史
が
記
す
。」〔
動
則
左
史
書
之
、

言
則
右
史
書
之
。〕
陳
澔
注
《
礼
記
集
説
》（《
四
書
五
経
》
中
冊
）、
一
六
五
頁
。

（
45
） 

蘇
軾
の
語
。《
経
義
考
》
第
七
冊
、
巻
二
百
三
十
一
、
第
二
丁
右
。

（
46
） 

王
応
麟
《
翁
注
困
学
紀
聞
》（
四
部
備
要
本
）
第
三
冊
、
巻
六
〔〈
春
秋
〉〕、
第
一
丁
右
。
本
田
成
之
が
言
う
よ
う
に
、《
詩
経
》
と
《
春
秋
》
と

は
元
来
、
相
互
に
無
関
係
で
あ
っ
た
が
、
儒
家
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
教
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
本
田

成
之
〈
春
秋
経
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
〉（《
支
那
学
》
第
五
巻
第
三
号
）、
一
七
六
頁
。

（
47
） 

上
述
の
点
と
は
別
に
、
古
代
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
経
典
を
結
び
つ
け
る
公
式
に
近
い
権
威
が
確
か
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、《
左
伝
》

昭
公
二
年
（
紀
元
前
五
四
〇
年
）
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
晋
侯
が
韓
宣
子
を
（
魯
国
に
）
敬
意
を
表
す
る
た
め
に
派
遣
し
た
。（
魯
の
）

大
史
氏
の
管
理
下
に
あ
っ
た
文
書
を
観
察
し
て
い
た
と
き
、
易
の
表
象
と
魯
の
春
秋
を
目
に
し
た
。
韓
宣
子
は
、「
周
の
伝
統
は
す
べ
て
魯
国
に
（
保



一
四
〇

存
さ
れ
て
）
あ
る
。
私
は
今
、
周
公
の
徳
と
周
が
ど
の
よ
う
に
し
て
王
と
な
っ
た
か
を
理
解
し
た
」
と
述
べ
た
。
こ
の
文
章
に
対
す
る
別
の
英
訳
は
、

Jam
es  Legge , The  C

hinese  C
lassics, vol . 5 :  The  C

h ’un  Ts ’ew
 w

ith  the  Tso  C
huen, 2nd  ed .

（
台
北
：
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
七
一

年
再
版
）、
五
八
三
頁
を
参
照
。

（
48
） 
宋
儒
の
葉
適
の
語
。《
宋
元
学
案
》
第
四
冊
、
巻
五
十
四
〔〈
水
心
学
案
上
・
水
心
習
学
記
言
〉〕、
第
二
十
二
丁
左
。

（
49
） 

陳
国
慶
編
《
漢
書
芸
文
志
注
釈
彙
編
》、
九
六
頁
〔
参
照
箇
所
は
、
芸
文
志
の
本
文
〕。

（
50
） 

周
敦
頤
《
周
子
通
書
》（
四
部
備
要
本
）〔〈
精
蘊
第
三
十
〉〕、
第
六
丁
左
。

（
51
） 

紀
昀
ほ
か
編
《
四
庫
全
書
総
目
》
第
一
冊
、
巻
二
十
六
〔〈
春
秋
類
一
・
序
〉〕、
第
一
丁
左
（
藝
文
印
書
館
、
一
九
七
四
年
再
版
）、
五
三
六
頁
。

（
52
） 

褚
柏
思
《
六
経
道
論
》（
台
北
：
開
明
書
店
、
一
九
七
一
年
）、
一
一
四
頁
。

（
53
） 

劉
逢
禄
《
春
秋
公
羊
経
何
氏
釈
例
〔
・
目
録
敘
〕》（《
皇
清
経
解
》
第
十
九
冊
、
巻
一
千
二
百
八
十
、
第
九
丁
右
）、
一
四
〇
三
四
頁
。

（
54
） K

ung -chuan  H
siao  

〔
蕭
公
権
〕, A

 M
odern  C

hina  and  a  N
ew

 W
orld : K

’ang  Yu -w
ei , Refotm

er  and  U
topian , 1858‒1927  

（Seattle : U
niversity  of  W

ashington  Press , 1975

）, p .73 .

（
55
） 

邵
雍
《
皇
極
経
世
書
》
観
物
外
篇
（《
古
今
図
書
集
成
・
理
学
彙
編
経
籍
典
》
第
一
百
八
十
七
巻
〈
春
秋
部
総
論
五
〉
第
（
五
十
六
）〔
六
十
九
〕
冊
）、

（
一
八
五
一
）〔
八
三
九
〕
頁
。
こ
の
点
に
関
す
る
邵
雍
の
こ
と
ば
の
少
し
異
な
る
表
現
が
《
経
義
考
》
第
六
冊
、
巻
百
九
十
四
、
第
一
丁
左
に
見
つ

け
ら
れ
よ
う
。

（
56
） 

程
頤
の
語
。
朱
熹
・
呂
祖
謙
編
、
江
永
集
注
《
近
思
録
》
巻
三
〔〈
致
知
〉〕（
台
北
：
広
文
書
局
、
一
九
七
二
年
再
版
）、
二
〇
頁
。
胡
安
国
が
こ

の
比
喩
の
出
典
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。C

onrad  Shirokauer , “C
hu  H

si  and  H
u  H

ung , ” in  C
hu  H

si  and  N
eo -C

onfu-
cianism

, ed . W
ing -tsit  C

han （H
onolulu : U

niversity  Press  of  H
aw

aii , 1986

）, p .481 , 

お
よ
び
胡
安
国
《
春
秋
伝
》（《
経
義
考
》
第
六

冊
、
巻
百
八
十
五
、
第
一
丁
左
）
を
参
照
。

（
57
） 

程
頤
の
語
。《
古
今
図
書
集
成
・
理
学
彙
編
経
籍
典
》
第
一
百
八
十
七
巻
〈
春
秋
部
総
論
五
・
程
子
全
書
・
春
秋
〉、
第
（
五
十
六
）〔
六
十
九
〕
冊
、

（
一
八
四
九
）〔
八
三
七
〕
頁
。〔
通
行
本
：《
二
程
遺
書
》
巻
二
上
（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）、
一
九
頁
に
類
似
句
あ
り
。〕

（
58
） 

鄭
玉
〈
春
秋
経
伝
闕
疑
自
序
〉（《
経
義
考
》
第
六
冊
、
巻
百
九
十
七
、
第
一
丁
右
）。
空
虚
な
こ
と
ば
で
自
分
の
教
え
を
表
現
す
る
こ
と
を
避
け

る
手
段
と
し
て
孔
子
が
《
春
秋
》
を
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
司
馬
遷
〈
太
史
公
自
序
〉（《
史
記
》
十
冊
本
、
第
十
冊
、〔
列
伝
〕

第
七
十
、
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
）、
三
二
九
七
頁
を
参
照
。

（
59
） 

鄒
浩
〈
論
語
解
義
自
序
〉（《
経
義
考
》
第
六
冊
、
巻
二
百
十
三
、
第
七
丁
裏
）。
も
ち
ろ
ん
、《
論
語
》
は
孔
子
の
こ
と
ば
だ
け
で
で
き
て
い
る
わ



〔
翻
訳
稿
〕ジ
ョ
ン
・
Ｂ
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン《
聖
典
、正
典
、そ
し
て
注
釈

―
儒
教
と
西
洋
の
釈
義
の
比
較
》序
（
水
上
）

一
四
一

け
で
は
な
く
、
弟
子
た
ち
の
多
く
の
こ
と
ば
も
含
ん
で
い
る
。
そ
の
う
え
《
論
語
》
の
中
の
多
く
の
章
は
、
孔
子
の
死
を
か
な
り
経
過
し
た
後
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
60
） 
朱
熹
〈
読
易
〉（《
古
今
図
書
集
成
〔
・
理
学
彙
編
経
籍
典
〕》
第
五
百
六
十
三
冊
、〔
第
八
十
巻
〈
易
経
部
総
論
六
・
宋
朱
子
語
録
・
読
易
〉〕）、

八
七
四
頁
。〔
通
行
本
：《
朱
子
語
類
》
巻
一
百
四
〈
朱
子
一
・
自
論
為
学
工
夫
〉、
二
六
一
四
頁
。〕

（
61
） 

朱
熹
〈
論
孟
精
義
綱
領
〉
所
引
の
程
頤
の
言
（《
朱
子
遺
書
》、《
古
今
図
書
集
成
・
理
学
彙
編
経
籍
典
》
第
五
百
七
十
九
冊
、〔
第
二
百
九
十
八
巻

〈
四
書
部
総
論
二
・
宋
朱
子
遺
書
・
論
孟
精
義
綱
領
〉〕）、
二
八
七
五
頁
。〔
通
行
本
：《
二
程
遺
書
》
巻
二
十
五
〈
暢
潜
道
本
〉、
三
二
二
頁
。〕

（
62
） 

陳
澧
《
東
塾
読
書
記
》
巻
二
〔〈
論
語
〉〕（
台
北
：
商
務
印
書
館
、
一
九
七
〇
年
再
版
）、
一
四
頁
。

（
63
） 

劉
逢
禄
〈
論
語
述
何
序
〉（《
皇
清
経
解
》
第
十
九
冊
、
巻
一
千
二
百
九
十
八
、
第
十
丁
右
）、
一
四
二
二
一
頁
。

（
64
） 

趙
岐
〈
孟
子
題
辞
〉（《
経
義
考
》
第
七
冊
、
巻
二
百
三
十
二
、
第
二
丁
右
）。
こ
の
序
文
は
、
四
部
備
要
本
《
孟
子
趙
注
》
に
は
見
え
な
い
。

（
65
） 

程
頤
〈
春
秋
〉（《
古
今
図
書
集
成
・
理
学
彙
編
経
籍
典
》
第
（
五
十
六
）〔
六
十
九
〕
冊
、
第
一
百
八
十
七
巻
〈
春
秋
部
総
論
五
・
程
子
全
書
・

春
秋
〉）、（
一
八
四
九
）〔
八
三
七
〕
頁
。〔
通
行
本
：《
二
程
遺
書
》
巻
二
十
五
、
暢
潜
道
録
、
三
二
七
頁
。〕

（
66
） 

郝
経
〈
春
秋
外
伝
自
序
〉（《
経
義
考
》
第
六
冊
、
巻
百
九
十
三
、
第
五
丁
右
）。

（
67
） 

し
か
し
後
世
の
学
者
の
中
に
は
、
こ
の
二
つ
の
経
典
を
相
補
的
な
対
立
項
と
し
て
と
ら
え
、《
大
学
》
は
「
心
」
を
論
じ
る
が
「
性
」
を
論
じ
て

お
ら
ず
、《
中
庸
》
は
「
性
」
を
論
じ
る
が
「
心
」
を
論
じ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
、
前
者
が
専
ら
人
道
を
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
天
道

も
論
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
者
も
い
る
。
陳
栄
捷
〈
初
期
儒
家
〉（《
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
》
第
四
十
七
本
、
第
四
分
、
一
九
七

六
年
十
二
月
）、
七
五
〇
頁
。

（
68
） B

enjam
in  A

. Elm
an , From

 Philosophy  to  Philology : Intellectual  and  Social  Aspects  of  C
hange  in  Late  Im

perial  C
hina  

（C
am

bridge : H
arvard  U

niversity  Press , 1984

）, p .47 .
〔
日
本
語
版
：
B
・
A
・
エ
ル
マ
ン
著
、
馬
淵
昌
也
ほ
か
訳
《
哲
学
か
ら
文
献
学

へ
―
後
期
帝
政
中
国
に
お
け
る
社
会
と
知
の
変
動
》（
知
泉
書
館
、
二
〇
一
四
年
）、
八
九
頁
。〕

（
69
） 

も
っ
と
も
私
の
「
四
書
」
の
図
式
は
、
郭
雍
が
程
頤
の
も
の
だ
と
す
る
も
の
に
近
い
。
郭
雍
は
、
程
頤
が
「
学
び
、
実
践
し
、
教
え
た
こ
と
の
大

部
分
は
、『
易
経
』、『
春
秋
』、『
中
庸
』、『
論
語
』、
そ
し
て
『
孟
子
』
に
現
れ
て
い
る
」（〈
郭
氏
伝
家
易
説
自
序
〉、《
宋
元
学
案
》
第
二
冊
、
巻
二

十
八
、
第
三
丁
右
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
﹇
付
記
﹈　

本
稿
は
特
定
課
題
研
究
費
（
二
〇
一
九
〜
二
〇
二
一
年
度
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


