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周
知
の
よ
う
に
朱
子
学
は
、
中
国
・
日
本
及
び
韓
国
に
お
い
て
、
正
統
な
学
問
、
即
ち
正
忌
と
し
て
成
立
し
、
近
代
の
東
ア
ジ
ア
の
人

々
の
知
的
教
養
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
正
方
は
普
通
、
単
一
で
固
定
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
、
そ
の
現
実
の
形
態
に
多
様
性

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
余
り
考
慮
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
私
は
『
新
儒
学
の
展
開
』
と
い
う
書
物
の
中
で
、
明
代
の
朱
子
学
派
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
の
知
性
と
精
神
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、

そ
れ
を
官
学
と
区
別
し
た
。
近
く
刊
行
す
る
『
原
理
と
実
践
一
新
儒
学
と
実
学
1
』
と
題
す
る
書
物
の
中
で
私
は
、
中
国
の
明
清
と
日
本

の
徳
川
初
期
の
政
治
形
態
を
比
較
し
、
十
七
世
紀
に
朱
子
学
が
日
本
に
伝
達
さ
れ
た
時
、
そ
れ
が
正
学
の
中
に
ど
の
よ
う
な
異
っ
た
形
態

を
生
ん
だ
か
と
い
う
点
を
考
慮
し
な
が
ら
両
者
の
差
異
を
論
じ
た
。

　
こ
の
研
究
の
結
果
は
、
宋
末
元
初
に
お
け
る
正
学
の
形
成
と
、
そ
れ
が
朱
子
学
の
後
世
へ
の
伝
達
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
従
来
何
ら
の
研
究
も
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
は
、
諸
学
派
内
の
発
展
に
関

わ
る
問
題
で
あ
力
、
他
の
一
つ
は
、
政
治
や
国
家
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
後
者
の
問
題
は
、
朱
子
学
の
ど
の
よ
う
な
要
素
が
中
国
の

科
挙
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
か
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の
科
挙
と
い
う
試
験
制
度
は
、
正
学
と
し
て
の
朱
子
学

を
維
持
す
る
上
で
、
制
度
上
、
最
も
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
思
想
史
家
は
一
般
に
、
朱
子
学
が
諸
の
制
度
に
関
係
し
て
い

る
こ
と
を
無
視
し
た
し
、
他
方
制
度
史
の
研
究
家
は
、
思
想
な
る
も
の
が
一
つ
の
組
織
と
し
て
発
展
し
て
来
た
こ
と
に
何
ら
考
慮
を
払
わ

な
か
っ
た
。
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最
近
私
は
、
政
治
と
思
想
と
教
育
と
が
相
互
に
密
接
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
朱
子
学
派
の
中
に
存
す
る
二
つ
の
発
達
に
研
究
の
焦
点
を

当
て
て
み
た
。
一
つ
は
君
主
と
支
配
階
級
1
学
者
や
思
想
家
と
し
て
で
は
な
く
、
権
力
者
と
し
て
の
君
主
や
支
配
階
級
に
対
す
る
実
践
ま

た
は
”
作
業
u
原
理
の
発
達
で
あ
り
、
他
の
一
、
つ
は
、
宮
廷
に
お
け
る
科
挙
の
制
度
と
そ
れ
に
対
す
る
新
儒
学
者
た
ち
の
論
争
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
朱
子
学
の
初
期
の
後
継
者
と
し
て
二
人
の
主
な
人
物
が
目
立
っ
て
い
る
ゆ
そ
れ
は
真
徳
秀
と
許
衡
の

二
人
で
あ
る
が
、
二
人
共
、
中
国
の
思
想
史
に
お
い
て
は
余
り
考
慮
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
二
人
の
思
想
の
背
景
に
は
、
宋
代
に
滴
っ
た
二
つ
の
概
念
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
余
り
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
つ

は
「
道
統
」
　
（
「
道
」
の
伝
達
、
も
し
く
は
正
し
い
伝
統
）
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
．
こ
の
概
念
は
、
新
儒
学
の
書
物
の
中
に
く
り
返
し
出

て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
通
常
、
過
去
と
の
連
続
を
体
現
し
、
個
人
に
対
し
て
そ
の
教
学
に
従
い
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
こ
と
を
強
く
義
務

づ
け
る
権
威
体
系
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
仏
教
の
法
燈
に
対
す
る
誤
っ
た
類
推
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
「
道

統
」
に
つ
い
て
程
顧
と
朱
子
が
下
し
た
解
説
を
厳
密
に
検
討
し
て
み
る
と
、
彼
ら
は
過
去
と
の
連
続
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
教
学
が
後
世
に
伝
達
さ
れ
る
に
当
っ
て
、
長
い
間
中
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
伝
統
を
絶
滅
か
ら
救
う
た
め
に

個
人
が
英
雄
的
役
割
を
果
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
力
説
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
官
学
の
権
威
に
反
対
し
て
、
真
の
道
を
再
び
発
見
し
、

再
び
体
認
し
、
再
び
主
張
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
強
調
せ
ら
れ
た
。

　
昔
の
偉
大
な
人
物
に
は
、
預
言
者
、
即
ち
た
だ
独
り
で
「
道
」
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
闘
う
、
霊
感
を
受
け
た
個
人
と
し
て
の
役
割
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
「
個
人
自
ら
道
を
見
出
す
」
、
即
ち
道
の
「
自
得
」
ま
た
は
「
道
の
推
進
に
個
人
的
責
任
を
取
る
」
、

即
ち
道
の
「
自
任
」
と
い
う
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
諸
学
派
内
部
で
、
　
「
預
言
者
」
的
と
い
う
よ
り
、
諸
学
派
内
で
の
伝
達
と
権
威

を
強
調
す
る
、
一
層
学
問
的
な
道
統
観
が
生
ま
れ
た
の
は
、
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
な
お
も
っ
と
後
の
時
代
で
さ
え
、

「
道
」
を
再
発
見
す
る
英
雄
的
な
個
人
と
い
う
神
話
が
、
二
程
子
と
朱
子
が
自
ら
行
っ
た
よ
う
に
、
宮
前
に
抵
抗
し
続
け
た
新
儒
学
者
た
ち

の
改
革
へ
の
預
言
者
的
霊
感
と
刺
戟
の
源
泉
と
し
て
機
能
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
宋
代
に
勝
っ
た
第
二
の
重
要
な
概
念
と
そ
の
実
践
は
、
　
「
帝
王
学
」
、
略
し
て
「
帝
学
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
道
統
」

と
堅
果
的
で
、
し
か
も
あ
る
点
で
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
帝
王
学
は
、
儒
教
の
経
典
と
、
そ
の
時
代
へ
の
適
応

に
つ
い
て
、
宮
廷
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
進
講
や
討
論
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
空
子
や
朱
子
及
び
学
問
の
あ
っ
た
宋
初
の
政
治
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家
た
ち
が
こ
れ
に
寄
与
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
進
講
は
、
帝
王
や
皇
太
子
及
び
宮
廷
の
官
吏
に
向
け
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
学

派
内
で
の
哲
学
的
議
論
と
は
異
る
も
の
で
、
詳
細
な
哲
学
的
議
論
よ
り
も
む
し
ろ
基
本
的
で
不
可
欠
な
教
学
と
し
て
の
実
学
を
強
調
し
た
。

即
ち
心
性
を
説
く
新
儒
学
と
倫
理
1
政
治
的
な
史
学
と
を
合
わ
せ
説
き
な
が
ら
政
治
上
の
実
践
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
思
想
と
実
践
が
、
真
徳
秀
と
下
記
の
教
学
と
著
述
の
基
調
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
事
実
、
支
配
者
と
し
て
の
君
主
に
伝

え
ら
れ
る
「
正
学
と
し
て
の
教
学
」
を
表
わ
し
て
い
る
。
別
の
論
文
で
私
は
、
こ
の
教
学
の
内
容
と
表
現
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

を
い
く
ら
か
詳
し
く
論
じ
た
が
、
現
在
は
真
徳
秀
と
こ
の
よ
う
な
正
室
を
述
べ
た
彼
の
著
述
に
つ
い
て
の
研
究
を
し
て
い
る
の
で
、
そ
の

要
点
を
簡
単
に
述
べ
て
み
よ
う
。

L
　
「
人
心
こ
れ
危
く
、
道
心
こ
れ
微
な
り
」
と
い
う
こ
と
も
、
も
し
君
主
が
自
省
と
「
正
心
」
を
旨
と
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
君
主
の

　
強
大
な
権
力
よ
り
生
ず
る
誤
謬
と
危
険
な
結
果
と
を
正
当
化
す
る
手
段
と
な
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。

2
　
君
主
は
民
の
福
祉
に
大
き
な
個
人
的
責
任
を
負
う
が
、
そ
の
責
任
は
、
過
去
の
政
治
に
関
す
る
文
献
と
そ
の
実
践
と
に
精
通
し
、
そ

　
れ
に
よ
っ
て
君
主
が
「
道
」
を
学
ぶ
こ
と
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
君
の
師
で
あ
る
儒
者
の
助
け
に
よ
っ
て
果
す
こ
と
が
で
き
る
の

　
で
あ
る
。

a
　
『
大
学
』
は
古
典
の
真
髄
で
あ
り
、
そ
の
「
八
条
目
」
は
、
様
々
な
歴
史
的
状
況
に
お
け
る
人
間
生
活
の
様
々
な
改
善
に
適
用
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

4
。
　
こ
の
「
八
条
目
」
の
中
で
、
修
身
と
権
力
の
行
使
に
最
も
大
切
な
の
は
「
正
心
」
で
あ
る
。

5
　
世
の
綱
紀
の
基
盤
は
、
君
主
の
「
正
心
」
に
の
っ
と
っ
て
民
が
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
「
心
学
」
が
慮
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
経
莚
」
の
た
め
に
準
備
せ
ら
れ
た
二
大
な
上
書
と
備
忘
録
、
特
に
真

徳
秀
の
『
大
学
信
義
』
と
『
心
経
』
並
び
に
土
製
の
『
魯
斎
工
法
』
と
に
最
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
心
学
」
は
、
も
ち
ろ
ん
陸

王
学
派
の
心
学
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
真
徳
秀
と
書
志
の
心
学
が
も
っ
と
よ
く
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
陸
王
学
派
の
心

学
の
発
達
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
君
主
に
対
す
る
政
治
的
助
言
と
い
う
伝
統
は
、
ク
ビ
ラ
イ
（
世
祖
）
の
政
治
に
典
型
的
な
中
国
の
政
治
制
度
を
採
用
し
た
改
革
者
た
ち

の
上
書
に
表
わ
れ
て
い
る
。
彼
等
の
新
儒
学
（
道
学
）
へ
の
改
心
は
、
個
人
の
「
自
得
」
と
「
自
任
」
と
い
う
形
で
原
の
上
書
に
記
さ
れ
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て
い
る
が
、
そ
れ
は
宗
教
的
改
心
に
似
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
彼
ら
の
改
革
の
中
、
教
育
と
科
挙
の
二
点
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
み
よ
う
。

　
ク
ビ
ラ
イ
の
宮
廷
で
は
、
従
来
通
り
の
試
験
制
度
を
復
活
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
決
着
の
つ
か
な
い
討
論
が
延
々

と
続
い
た
。
そ
れ
は
、
宋
・
遼
・
金
時
代
の
試
験
制
度
の
存
続
を
支
持
す
る
儒
者
と
、
学
問
と
文
学
的
技
能
と
を
固
定
化
し
た
制
度
に
対

し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
三
代
の
多
く
の
思
想
家
の
立
場
を
継
承
し
た
朱
子
学
者
と
の
論
争
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
朱
子
学
派
の
儒
者
た
ち
は
、

挙
子
は
個
人
的
に
推
挙
せ
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
儒
学
の
原
理
に
つ
い
て
の
理
解
度
と
、
実
践
能
力
に
基
づ
い
て
現
実
の
事
態
を
ど
の
よ
う

に
処
理
す
る
か
と
い
う
そ
の
能
力
と
が
考
査
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
信
じ
た
。
宮
廷
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
論
争
の
中
で
ク
ビ
ラ
イ
は
、

当
時
の
政
治
状
況
か
ら
、
過
激
な
変
化
を
警
戒
し
て
従
来
の
科
挙
制
度
の
復
活
を
延
期
し
た
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
両
者
の
間
の
バ
ラ
ン
ス

を
う
ま
く
取
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
二
、
ク
ビ
ラ
イ
の
文
教
政
策

　
然
し
な
が
ら
教
育
の
分
野
で
は
ク
ビ
ラ
イ
は
、
罷
工
が
教
育
長
官
と
し
て
実
施
し
よ
う
と
し
た
新
教
育
方
針
を
支
持
し
よ
う
と
し
た
。

改
革
を
意
図
と
し
て
い
る
顧
問
ら
は
、
蒙
古
人
で
あ
る
君
主
の
も
と
で
協
力
し
た
当
初
か
ら
、
前
の
宋
代
の
思
想
家
が
目
ざ
し
た
一
般
教

育
の
重
要
性
に
つ
い
て
一
致
し
た
意
見
を
抱
い
て
い
た
。
野
乗
忠
・
銚
枢
・
蜜
黙
・
都
経
及
び
許
衡
は
み
な
、
ク
ビ
ラ
イ
に
対
す
る
初
期

の
上
書
で
、
一
般
教
育
を
学
校
制
度
に
採
用
す
る
よ
う
勧
め
た
。
朱
子
は
『
大
学
章
句
』
の
序
文
の
中
で
、
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
教

育
を
行
っ
た
古
の
聖
王
の
時
代
以
来
の
学
校
の
起
源
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
許
衡
は
一
二
六
六
年
の
上
書
と
『
大
学
要
略
』
及
び
他

の
著
述
の
中
で
、
学
校
の
一
般
教
育
制
度
に
つ
い
て
同
様
な
見
解
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
政
治
、
社
会
の
秩
序
の
基
盤
は
、
窮
理
・
正
心

及
び
修
身
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
『
大
学
』
の
教
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
朱
子
は
ま
た
『
大
学
章
句
』
の
序
の
中
で
、
大
学
で
の
高
等
教
育
の
基
礎
と
な
る
小
学
に
言
及
し
、
更
に
こ
の
考
え
を
『
小
学
』
と
い

う
書
物
の
申
で
詳
し
く
述
べ
た
。
そ
の
内
容
は
、
一
般
の
人
々
の
日
常
生
活
に
適
合
し
た
基
礎
訓
練
と
し
て
一
般
教
育
制
度
の
手
引
と
し

て
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
許
衡
は
、
こ
の
基
本
的
な
方
法
は
、
ま
た
蒙
古
人
の
教
育
に
も
適
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
そ
こ
で
『
小
学
』

は
そ
の
後
の
新
儒
学
教
育
の
基
本
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
教
育
の
普
遍
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
地
方
と
あ
ら
ゆ
る
階
級
に
適
す
る
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
と
っ
て
ま
た
同
一
の
本
質
的

意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
人
間
に
普
遍
的
な
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
の
徳
性
に
備
わ
る

先
天
的
な
善
を
育
て
る
こ
と
が
正
心
と
存
心
の
目
的
で
あ
っ
た
。
ζ
の
考
え
方
は
、
利
欲
に
向
う
人
間
性
の
暗
い
面
を
克
服
す
る
人
間
の

道
徳
的
、
精
神
的
能
力
に
絶
大
な
信
頼
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
は
誰
で
も
聖
人
に
な
れ
る
と
い
う
可
能
性
、
ま
た
は
君

主
は
誰
で
も
聖
王
に
な
れ
る
と
い
う
可
能
性
を
信
じ
る
楽
天
的
な
人
間
観
で
あ
る
。

　
人
間
の
道
徳
性
（
本
性
ま
た
は
徳
性
）
の
理
の
根
底
に
あ
る
統
一
性
は
、
ま
た
秩
序
あ
る
人
間
社
会
の
基
盤
で
も
あ
る
と
見
ら
れ
た
。

人
が
先
ず
わ
が
弱
さ
と
誤
り
を
処
理
し
た
時
に
だ
け
個
人
は
聖
人
に
な
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
々
の
道
徳
的
、
精
神
的
交
わ

り
に
お
け
る
衆
団
的
な
達
成
も
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
に
お
い
て
新
儒
学
の
人
間
観
は
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
普
遍
的
な
仏
性
観
の
お
の
ず
か
ら
の
継
承
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
乗
仏
教
の
仏
性
観
は
、
政
治
哲
学
と
し
て
で
は
な
く
、
七
世
紀
以
前
の
自
国
や
韓
国
や
日
本
に
お
け
る
政
治
的
統
一
の
過
程
に
伴
う
道

徳
的
、
精
神
的
形
成
に
貢
献
し
た
。
人
は
誰
で
も
聖
人
に
な
れ
る
と
い
う
可
能
性
は
、
主
に
教
育
の
あ
る
も
の
に
意
義
を
持
ち
、
聖
人
は

三
代
の
新
し
い
学
問
の
具
体
化
と
し
て
、
エ
リ
ー
ト
の
理
想
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
人
々
が
徳
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
．

道
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
可
能
性
は
、
中
国
人
だ
け
で
な
く
、
蒙
古
人
す
べ
て
の
人
々
を
新
し
い
教
育
へ
参
加
さ
せ
る
に
適

し
た
基
盤
で
あ
っ
た
。

　
ク
ビ
ラ
イ
の
長
い
統
治
中
に
出
さ
れ
た
教
育
法
令
の
中
で
、
二
つ
の
も
の
が
目
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
二
六
一
年
の
一
般
教
育
の
布

告
と
、
一
二
七
一
年
の
学
校
（
国
子
監
及
び
珊
転
学
）
再
建
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
最
初
全
面
的
に
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
や
が
て

徐
々
．
に
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
。
国
家
の
擁
護
の
お
か
げ
で
、
こ
の
時
期
以
後
、
新
儒
学
に
基
づ
く
教
育
が
事
実
上
拡
ま
っ
た
。
許
衡
の
門

人
は
多
く
学
校
の
教
授
と
な
り
、
各
省
の
教
育
官
吏
と
な
っ
た
。
学
校
の
教
育
内
容
は
、
『
四
書
集
注
』
『
小
学
』
及
び
従
来
の
古
典
と

を
合
わ
せ
た
「
新
」
古
典
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
教
育
長
官
で
あ
り
学
長
で
あ
っ
た
許
衡
と
王
㈲
は
、
こ
の
新
教
育
の
目
的
は
、
文

学
的
関
心
を
犠
牲
に
し
て
、
そ
の
代
り
に
道
徳
的
知
的
関
心
を
強
調
レ
て
い
る
『
、
大
学
』
の
「
八
条
目
」
に
あ
る
と
述
べ
た
。

　
国
家
の
擁
護
が
あ
る
と
い
う
事
実
が
ま
た
、
書
院
に
お
け
る
私
的
な
、
ま
た
半
ば
公
的
な
努
力
を
促
進
し
た
。
道
学
派
は
、
こ
の
書
院

に
お
い
て
最
初
の
制
度
的
基
盤
と
、
実
用
と
し
で
の
正
学
（
実
学
）
の
最
初
の
形
成
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
新
儒
学
は
、
人
為
的
な
障
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害
さ
え
な
け
れ
ば
自
力
で
信
奉
者
を
集
め
る
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
明
白
で
あ
る
。
緩
慢
な
政
策
や
地
方
分
権
化
さ
れ

た
管
理
で
さ
え
、
地
方
に
お
け
る
新
儒
学
派
の
す
ば
ら
し
い
発
達
を
促
が
し
た
。
わ
ず
か
数
十
年
も
立
た
な
い
う
ち
に
こ
の
教
育
運
動
は
、

新
世
代
の
学
者
や
官
吏
を
生
み
出
し
、
彼
ら
の
多
く
は
、
．
官
学
に
対
し
て
不
利
な
立
場
に
あ
っ
た
新
儒
学
の
拾
頭
を
大
い
に
助
け
、
新
教

育
内
容
を
行
政
制
度
の
中
に
組
み
入
れ
る
と
い
う
決
定
的
な
措
置
を
大
い
に
支
持
し
た
。

　
三
、
ク
ビ
ラ
イ
の
幕
府
と
新
し
い
正
学

　
以
前
の
研
究
で
私
は
、
新
儒
学
を
本
と
す
る
正
学
を
、
明
清
時
代
の
中
国
を
徳
川
時
代
の
ヨ
本
と
の
比
較
の
上
で
考
察
し
、
さ
ら
に
そ

の
落
盤
を
、
官
僚
制
と
密
着
し
た
明
清
時
代
の
官
学
と
、
徳
川
幕
府
が
擁
護
す
る
正
学
と
に
分
け
て
み
た
。
日
本
で
は
、
封
建
的
特
徴
を

多
く
持
っ
て
お
り
、
本
質
的
に
は
世
襲
制
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
新
儒
学
は
こ
れ
に
適
応
し
て
い
た
。
中
国
で
は
、
新
儒
学
は
官
僚
支
配

階
級
の
政
治
理
念
や
気
質
と
な
り
、
科
挙
の
た
め
に
新
儒
学
を
習
得
す
る
こ
と
が
官
界
へ
の
登
竜
門
と
し
て
最
も
重
要
で
あ
っ
た
。
要
す

る
に
私
が
い
う
徳
川
幕
府
の
下
で
の
稲
叢
と
は
、
比
較
的
緩
や
か
で
非
中
央
化
、
即
ち
地
方
分
権
化
し
た
教
育
制
度
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
に
反
し
て
申
国
で
の
官
学
は
、
も
っ
と
硬
直
し
た
、
震
央
集
権
化
し
た
官
僚
教
育
制
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
ク
ビ
ラ
千
が
新
儒
教
を
全
面
的
に
は
採
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
蒙
古
の
軍
制
を
、
中
国
の
政
治
支
配
階
級
の
伝
統
的
形
態
に
切

り
代
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
日
本
人
か
ら
見
れ
ば
、
徳
川
家
康
が
新
儒
学
を
官
僚
制
の
中
に
採
用
し
な
か
っ
た
の

は
、
何
ら
奇
異
で
は
な
い
。
日
本
の
史
家
は
、
徳
川
政
権
下
で
の
、
比
較
的
地
方
分
権
化
し
た
政
治
・
文
化
生
活
の
形
態
が
ど
の
よ
う
に

し
て
多
様
性
と
力
強
さ
を
生
み
だ
し
た
か
と
い
う
点
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
性
と
力
強
さ
は
、
ク
ビ
ラ
イ
以
降
の
、
包
括

的
だ
が
柔
軟
性
に
欠
け
て
い
る
中
央
集
権
化
さ
れ
た
宮
僚
制
度
の
支
配
の
も
と
で
は
見
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る
。

　
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ず
る
。
も
し
中
国
に
お
い
て
、
新
儒
学
が
中
央
の
権
力
か
ら
離
れ
て
官
僚
制
度
の
中

に
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
当
時
新
儒
学
者
た
ち
は
、
自

分
で
そ
れ
を
求
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
疑
問
で
あ
る
。
新
儒
学
を
採
用
す
る
と
い
う
決
定
的
な
時
期
に
お
い
て
さ
え
、
呉

澄
の
よ
う
な
著
名
な
学
者
た
ち
が
そ
れ
に
反
対
の
声
を
挙
げ
た
。
彼
は
朱
子
や
他
の
宋
学
者
た
ち
の
権
威
を
唱
え
て
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う

と
し
た
が
、
成
功
し
な
か
っ
た
。
然
し
賛
成
者
た
ち
は
、
＝
一
二
三
年
か
ら
＝
一
＝
五
年
に
採
用
さ
れ
た
新
制
度
を
擁
護
し
て
、
ク
ビ
ラ
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イ
と
許
婚
の
先
例
を
持
ち
出
し
た
。
こ
の
場
合
、
支
配
者
と
改
革
者
が
、
新
儒
学
を
官
署
制
に
組
み
入
れ
る
の
に
貢
献
し
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

　
新
し
い
科
挙
の
制
度
を
実
施
す
る
ま
で
の
出
来
事
を
述
べ
た
元
史
の
中
で
、
＝
一
二
三
年
の
仁
宗
の
詔
勅
は
、
蒙
古
人
に
よ
る
征
服
以

降
採
ら
れ
、
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
新
し
い
展
開
を
も
た
ら
し
た
四
つ
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
ク
ビ
ラ
イ
の
お
か
げ
で
あ
る
と

い
っ
て
い
る
。
四
つ
の
措
置
と
は
、
従
来
と
同
じ
行
政
各
局
の
設
置
、
宮
廷
に
お
け
る
儒
学
者
の
採
用
、
有
能
の
士
を
教
育
す
る
学
校
の

設
置
、
及
び
官
僚
の
採
用
制
度
設
置
の
計
画
の
こ
と
で
あ
る
。
王
権
の
取
得
と
、
官
僚
制
度
を
通
じ
て
の
そ
の
行
施
と
、
儒
学
者
の
採
用

と
教
育
制
度
の
制
定
と
試
験
実
施
の
措
置
な
ど
、
こ
れ
ら
の
間
に
関
連
の
あ
っ
た
こ
と
が
元
史
の
著
者
の
意
図
の
も
と
に
論
理
的
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
著
者
は
続
い
て
、
ク
ビ
ラ
イ
は
、
権
衡
が
詞
賦
の
作
成
を
除
き
、
こ
れ
に
代
っ
て
古
典
の
学
習
を
強
調
す
る
、

学
校
と
試
験
の
新
制
を
提
案
し
た
こ
と
に
賛
成
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
計
画
は
、
ク
ビ
ラ
イ
の
後
継
者
た
ち
も
賛
成
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。

、
学
校
で
の
許
衡
の
後
継
者
を
含
む
賛
成
者
た
ち
は
、
新
制
度
の
立
案
の
計
画
書
や
宮
廷
に
お
け
る
議
論
で
、
次
の
こ
と
を
強
調
し
た
。

即
ち
学
者
を
選
抜
す
る
方
法
は
、
人
を
統
治
す
る
た
め
に
必
要
な
修
身
を
目
的
と
す
る
古
典
研
究
を
具
体
化
す
べ
き
で
あ
る
。
詞
賦
の
作

成
は
、
技
巧
の
誇
示
に
過
ぎ
ず
、
身
軽
以
来
詞
賦
は
専
ら
強
調
さ
れ
た
か
ら
、
学
者
た
ち
は
皮
相
浅
薄
な
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

今
私
共
が
立
案
す
る
こ
と
は
、
徳
行
と
古
典
の
理
解
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
に
し
て
学
者
が
選
抜
さ
れ
る
な
ら
ば
、

彼
ら
は
み
な
適
切
な
人
材
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
。

　
変
革
を
支
持
し
、
そ
の
細
か
い
計
画
を
ま
と
め
る
よ
う
に
依
頼
さ
れ
た
中
書
省
に
は
、
程
鍾
夫
（
一
二
四
九
～
＝
一
二
八
）
が
い
た
。

彼
は
こ
の
件
に
関
す
る
朱
子
の
思
想
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
朱
子
自
身
の
規
定
が
ど

れ
ほ
ど
実
現
可
能
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
言
明
を
避
け
て
、
唐
宋
時
代
の
制
度
の
悪
い
面
を
継
承
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
代
り
に
古

典
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
程
朱
学
派
の
註
釈
書
に
従
う
解
釈
に
試
験
の
基
盤
を
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
強
調
し
だ
。

　
＝
一
＝
五
年
に
公
布
さ
れ
た
新
制
度
は
、
人
物
と
行
為
に
基
づ
い
て
候
補
者
を
選
抜
す
る
と
い
う
新
儒
学
の
考
え
方
に
表
面
で
は
敬
意

を
表
し
た
が
、
と
れ
は
単
に
予
備
審
査
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
重
要
な
改
革
は
、
選
抜
者
の
う
ち
、
少
く
と
も
半
数
は
蒙
古
人

と
中
央
ア
ジ
ア
人
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
割
当
制
度
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
譲
歩
は
、
そ
の
後
の
制
度
で
は
永
久
的
な
特
色
と
は
な
ら
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な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
そ
れ
よ
り
も
っ
と
重
要
な
こ
と
は
、
都
市
と
地
方
で
行
わ
れ
た
新
し
い
試
験
の
内
容
の
方
に
あ
る
。
蒙
古
人
と
申
央
ア
ジ
ア
人
は
二
つ

の
部
門
の
試
験
を
受
け
た
が
、
第
一
部
門
は
蒲
．
『
大
学
』
『
論
語
』
『
孟
子
』
『
中
庸
』
（
こ
の
順
序
で
挙
げ
ら
れ
た
）
に
対
す
る
朱
子

の
解
釈
に
つ
い
て
の
問
題
で
、
第
二
の
部
門
は
、
時
事
問
題
に
つ
い
て
五
百
字
で
答
え
る
試
験
が
一
題
課
せ
ら
れ
た
。

　
し
か
し
中
国
人
に
と
っ
て
は
も
っ
と
厳
し
い
条
件
が
あ
っ
た
。
第
一
部
門
は
上
述
し
た
も
の
と
同
じ
『
四
書
』
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
第
二
部
門
は
、
専
ら
朱
子
や
二
戸
や
そ
の
他
の
宋
学
者
の
公
認
の
註
釈
を
含
む
『
詩
経
』
『
書
証
』
『
易
経
』
『
春
秋
』
『
儲
蓄
』

に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
『
礼
記
』
は
古
注
で
も
よ
か
っ
た
。
『
四
書
』
に
つ
い
て
は
三
百
字
で
、
『
五
経
』
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
五
百
字
で
解
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
受
験
者
は
原
典
と
そ
の
註
釈
に
つ
い
て
の
知
識
と
同
時
に
、
最
後
に
そ
れ
に
対

す
る
自
分
の
意
見
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
上
中
国
人
に
は
、
時
事
問
題
に
関
連
の
あ
る
古
典
と
歴
史
部
門
に
お
い
て
千
字
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
噂

小
論
で
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
更
に
記
録
形
式
、
即
ち
詔
告
及
び
章
表
と
旧
来
の
賦
に
関
す
る
部
門
が
あ
っ
た
。

　
長
い
目
で
見
れ
ば
、
蒙
古
人
と
中
央
ア
ジ
ア
人
に
易
し
い
条
件
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
よ
り
も
最
も
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
試
験
の
簡

易
化
と
そ
の
実
施
の
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
と
は
、
『
四
書
』
が
重
視
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
註
釈
然
と
し
て
「
朱
注
」
だ
け
が
公
認

さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
蒙
古
人
と
申
央
ア
ジ
ア
人
と
中
国
人
を
通
じ
て
、
試
験
の
唯
｝
の
共
通
要
素
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
許
衡
が
公
式
の
教
育
課
程
で
決
め
た
儒
学
の
「
最
小
共
通
分
母
」
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
に
述
べ
た
督
学
の
規
模
が
ど
の
程

度
削
減
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
試
験
に
対
す
る
朱
子
自
身
の
勧
告
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
朱
子
な
ら
、
古
典
の
原
典
と
註
釈
に
加

え
て
、
『
易
経
』
と
『
書
経
』
の
よ
う
な
古
典
に
つ
い
て
も
、
九
つ
か
十
の
宋
学
者
の
註
釈
に
通
暁
す
る
こ
と
を
求
め
た
で
あ
ろ
う
し
、

正
誤
に
属
し
な
い
哲
学
者
と
し
て
、
萄
子
・
黒
影
・
王
充
・
韓
非
子
・
老
子
・
荘
子
を
宋
の
思
想
家
た
ち
と
同
様
に
こ
れ
を
含
め
、
歴
史

に
関
し
て
は
、
『
左
伝
』
『
国
語
』
及
び
五
代
に
至
る
八
代
の
王
朝
の
歴
史
に
及
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
時
事
問
題

を
議
論
す
る
た
め
に
鹿
大
な
文
献
も
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　
元
の
試
験
制
度
の
採
用
に
先
だ
っ
て
宮
廷
で
は
抗
争
が
行
わ
れ
た
が
、
呉
澄
は
教
育
課
程
と
手
続
き
と
の
両
面
か
ら
反
対
し
、
そ
の
例

と
し
て
胡
瑳
と
程
頴
め
提
案
だ
け
で
な
く
、
朱
子
の
提
案
に
も
言
及
し
た
。
朱
子
と
同
じ
く
洋
字
も
幅
広
い
様
々
な
註
釈
を
認
め
た
い
と

思
っ
て
い
た
。
呉
下
は
、
朱
子
ま
た
は
他
の
宋
学
派
の
解
釈
だ
け
に
依
存
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
い
。
呉
澄
は
朱
子
と
同
じ
く
、
も
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と
も
と
試
験
の
競
争
的
性
格
を
嫌
い
、
決
ま
っ
た
教
育
過
程
に
基
づ
く
ア
チ
ー
ブ
メ
ン
ト
・
テ
ス
ト
の
方
が
よ
い
と
し
て
い
る
。
一
方
、

呉
澄
及
び
そ
の
他
の
新
制
度
採
用
に
賛
成
で
あ
っ
た
も
の
は
、
朱
子
が
す
す
め
た
よ
う
に
、
『
四
書
』
を
経
典
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に

賛
成
し
た
。
新
制
度
で
は
実
施
し
な
か
っ
た
が
、
呉
羅
は
許
衡
に
従
っ
て
更
に
『
小
学
』
を
教
育
課
程
に
入
れ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

呉
澄
の
提
案
と
新
制
度
は
、
後
世
に
な
っ
て
醗
案
さ
れ
て
採
用
さ
れ
た
道
学
を
あ
る
程
度
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
す
で
に
許
衡
の
教
育

課
程
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
他
の
点
で
も
呉
澄
は
、
新
た
に
官
学
と
し
て
規
定
さ
れ
た
正
学
に
替
る
権
威
あ
る
新
儒
学
に
基

づ
く
代
案
を
提
示
し
た
。

　
し
か
し
呉
澄
は
反
対
者
の
説
得
に
失
敗
し
た
の
で
政
府
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
筋
を
通
す
立
場
を
取
っ
た
彼
は
、
新

官
僚
た
ち
と
同
じ
く
正
信
を
代
弁
し
、
在
野
か
ら
権
威
あ
る
代
替
案
を
提
示
し
続
け
た
後
世
の
新
儒
学
湿
た
ち
の
精
神
の
模
範
と
な
っ
た

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
四
、
新
正
学
の
勝
利
の
不
確
実
さ

　
あ
る
程
度
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
官
僚
制
と
の
妥
協
の
上
で
、
官
学
と
し
て
の
算
学
は
、
道
学
派
に
お
け
る
永
い
間
の
研
鐙
と
、
元
代
の

時
代
的
要
求
と
に
即
応
し
て
生
ま
れ
て
来
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
三
一
五
年
は
、
朱
子
が
学
者
、
哲
学
者
と
し
て
堂
々
と
君
臨
し
た
、

高
尚
な
文
化
を
持
つ
宋
の
時
代
と
は
か
け
離
れ
て
い
た
。
朱
子
が
己
れ
の
理
想
的
な
制
度
を
提
案
し
た
時
は
、
儒
学
の
全
遺
産
を
継
承
す

る
悠
々
自
適
の
教
養
人
が
必
要
で
み
る
と
考
え
た
が
、
元
代
に
お
け
る
朱
子
の
後
継
者
た
ち
は
、
文
明
の
謹
話
と
広
大
な
人
間
の
悲
劇
の

残
骸
に
囲
ま
れ
て
い
た
の
で
、
儒
者
と
し
て
の
人
間
性
が
、
古
典
の
伝
統
が
定
め
る
最
小
の
教
養
の
洗
練
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
う
な
、
と
て
も
異
状
な
文
化
的
状
況
の
も
と
で
「
道
」
を
す
す
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
許
衡
は
、
言
語
的
障
害
が
あ
る
な
か
で
、
意

思
の
疎
通
を
は
か
り
、
多
民
族
、
多
言
語
の
状
況
下
で
、
儒
教
の
共
存
性
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
儒
学
者
と
し

て
は
珍
ら
し
い
経
験
で
あ
っ
た
。
名
篇
は
求
道
の
熱
意
と
人
生
経
験
に
よ
っ
て
、
四
世
紀
の
中
国
に
お
け
る
僧
侶
、
鳩
摩
羅
什
や
、
ま
た

は
明
清
時
代
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
神
父
た
ち
と
似
た
よ
う
な
、
典
型
的
な
宗
教
的
宣
教
師
と
も
い
う
べ
き
、
非
常
に
稀
な
儒
学
者
と
し
て
尽

力
し
た
。

　
し
か
レ
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
正
学
は
、
蒙
古
人
の
統
治
が
変
遷
し
Y
そ
し
て
最
終
的
に
は
そ
れ
が
崩
壊
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し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
一
三
三
五
年
に
、
蒙
古
人
の
問
に
選
民
論
に
基
づ
く
反
心
が
起
っ
て
試
，

験
が
中
断
さ
れ
た
が
、
数
年
以
内
に
そ
れ
が
復
活
し
た
の
は
、
中
国
人
と
共
に
蒙
古
人
と
中
央
ア
ジ
ア
人
の
支
援
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

新
儒
学
の
理
念
ば
、
蒙
古
人
と
中
央
ア
ジ
ア
人
の
間
に
深
く
根
を
下
し
て
い
た
の
で
、
官
僚
の
機
能
が
効
果
を
奏
さ
な
く
な
っ
た
状
況
の

も
と
で
も
、
有
効
な
指
導
権
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
覇
気
の
あ
る
個
人
を
駆
り
立
て
る
原
動
力
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
証

拠
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
後
明
朝
の
創
設
者
は
、
博
識
の
学
者
や
優
雅
な
文
学
者
を
生
み
出
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
実
践
的
な
徳
と
初
歩
的
な
識
字
力
と
を
促

進
す
る
教
育
課
程
と
試
験
制
度
の
方
が
、
実
用
的
に
は
以
前
よ
り
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
蒙
古
人
の
試
験
制
度
を

廃
止
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
そ
れ
に
酷
似
し
た
も
の
を
中
国
人
に
望
み
、
基
本
的
に
は
結
局
『
四
書
』
と
そ
の
朱
註
だ
け
で
よ
い
と
し
た
。

　
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
、
十
八
世
紀
の
優
れ
た
歴
史
家
で
あ
っ
た
銭
大
所
は
、
試
験
制
度
の
こ
の
変
革
を
評
価
し
、
変
革
が
誤
っ
た
こ
と

の
重
要
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
元
代
で
は
、
中
国
人
は
『
五
経
』
に
つ
い
て
の
解
答
が
求
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
り
、
『
四
書
』
に
つ
い
て
だ
け
試
験
さ
れ
る
こ
と
は
、
本
来
中
国
人
で
な
い
も
の
に
対
す
る
譲
歩
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た

が
、
そ
れ
は
「
易
し
い
も
の
か
ら
難
し
い
も
め
へ
」
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
明
清
時
代
の
制
度
の
よ
う
に
、
『
五

経
』
に
代
る
も
の
と
し
て
『
四
書
』
だ
け
で
よ
い
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
銭
大
所
の
頃
に
な
る
と
、
こ
の
譲
歩
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
す
る
規
範
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
簡
易
性
と
実
用

性
と
官
僚
的
便
宜
性
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
明
か
に
そ
れ
は
『
四
書
』
、
特
に
『
大
学
』
に
表
明
さ
れ
て
い
る
倫
理
的
陶
冶
と
い
う
最

小
共
通
分
母
が
、
公
共
道
徳
の
基
盤
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
蒙
古
人
満
洲
人
の
み
な
ら
ず
、
韓
国
人
や
日
本
人
を
も
含
む

す
べ
て
の
人
々
に
役
立
つ
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
・

　
伝
統
と
い
う
も
の
が
、
過
去
か
ら
の
着
実
な
附
加
で
あ
る
と
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
新
儒
学
に
基
づ
く
正
筆
の
形
成
と
再
形
成
と
い
う

こ
と
は
、
蒸
溜
と
圧
縮
の
一
過
程
で
あ
り
、
教
学
の
最
も
申
心
の
核
を
解
明
し
定
義
し
、
再
主
張
し
よ
う
と
す
る
伝
統
主
義
者
の
努
力
に

外
な
ら
な
い
。
朱
子
が
格
物
と
正
心
を
調
和
し
た
場
合
で
さ
え
、
彼
に
直
ぐ
続
く
後
継
者
た
ち
は
、
周
囲
の
状
況
上
、
道
徳
心
を
最
優
先

さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
個
人
が
道
を
再
体
認
し
再
主
張
す
る
た
め
の
道
徳
力
を
結
集
し
、
道
を
発
見
し
て
、
言
語
・
文
化
・

社
会
の
障
害
を
超
え
て
他
の
人
々
に
「
道
」
を
促
す
必
要
が
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。
道
徳
心
が
そ
の
か
な
め
で
あ
り
、
徳
性
と
い
う
共
通

分
母
は
、
ど
の
よ
墓
形
で
あ
れ
、
社
A
五
器
．
政
治
的
行
為
に
関
す
る
出
合
見
が
薮
す
る
た
め
の
基
盤
で
あ
る
．
（
藷
罷
共
訳
）
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