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Modernity and the Formation of New History 
Writing in China

by Qiao Zhihang

In 1902, Liang Qichao who was in exile in Japan, published an essay called 

“New History Writing” in The New Citizen Journal (Xinmin congbao).  In this 

essay, he adamantly promoted a “revolution in history” and in this way “New 

History Writing” entered the stage of Chinese history.  

There are many works on “New History Writing,” but these works usually 

either stop at summarizing the contents of individuals who are considered to be 

practitioners of “New History Writing” or attempt to understand New History 

Writing through a perspective that presupposes a binary opposition between the 

new and the old.  These writings do not look at the goal of New History Writing 

or into the various conditions that gave rise to New History Writing, conditions 

which lie concealed beneath New Histor y Writing’s idea of a historical 

methodology that stresses the development of an objective narrative based on an 

accumulation of facts. 

In this article, I would like to explore the formation and development of New 

History Writing through looking at three historians who were representative of 

New History Writing in various periods, namely Liang Qichao, Hu Shi and Guo 

Moruo.  Moreover, I would like to make clear their interrelationships and their 

scholarly characteristics.  However, I am not concerned to conduct a detailed and 

exhaustive study of their writings.  Rather, I shall enter my study of New History 

Writing through examining the relationship between these author’s works and 

modernity.  In other words, I take New History Writing as a topic in intellectual 

history.  This means that because New History Writing is conditioned and shaped 

by its intellectual and political context, important clues to understand New 

History Writing stem from grasping the trajectory of modern Chinese thought.  



vi

In this way, rather than presupposing the distinction between old and new or the 

methodology of seeking objective truth, I would like to see such conceptual 

maneuvers as grounded in the transformations of modernity.
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は
じ
め
に

　

一
九
〇
二
年
、
日
本
に
亡
命
し
た
梁
啓
超
が
「
新
史
学
」
と
い
う
文
章
を
書
き
、「
史
界
革
命
」
を
大
い
に
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
新

史
学
」
は
中
国
の
舞
台
に
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
の
中
国
近
代
歴
史
学
を
「
新
史
学
」
と
見
る
の
は
中
国
歴
史
学
史
に
お

け
る
定
説
で
あ
る
。

　

い
ま
ま
で
に
も
、「
新
史
学
」
を
論
じ
た
論
文
は
若
干
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
新
史
学
」
家
と
見
な
さ
れ
る
個
別
の
歴
史
家

の
言
述
内
容
の
ま
と
め
に
止
ま
っ
て
い
る
か
、
新
／
旧
二
元
対
立
的
な
視
座
に
よ
る
図
式
的
な
理
解
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
確
実
な
証
拠

に
依
拠
す
る
客
観
的
な
歴
史
叙
述
と
い
う
観
念
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
「
新
史
学
」
の
成
立
の
諸
条
件
、
そ
し
て
、
そ
の
目
的
は
、
ほ
と
ん

ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
近
代
中
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
「
新
史
学
」
の
代
表
的
存
在
で
あ
っ
た
三
人
の
歴
史
家
、
す
な
わ
ち
、
梁
啓
超

と
胡
適
と
郭
沫
若
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
、
彼
ら
を
一
つ
の
相
互
関
係
性
に
復
元
し
な
が
ら
そ
の
学
問
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

通
し
て
、「
新
史
学
」
の
形
成
と
展
開
を
整
理
し
た
い
。
彼
ら
の
言
説
を
細
大
漏
ら
さ
ず
明
確
に
説
明
し
尽
く
す
よ
り
む
し
ろ
、
そ
れ
が

近
代
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
新
史
学
」
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
み
よ
う
。
つ
ま
り
、「
新
史
学
」
を
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思
想
史
の
課
題
と
見
な
す
。
と
い
う
の
は
、「
新
史
学
」
は
そ
れ
が
位
置
す
る
思
想
お
よ
び
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

規
定
さ
れ
、
形
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、「
新
史
学
」
を
知
る
こ
と
は
、
近
代
以
来
中
国
思
想
の
発
展
の
軌
跡
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
重
要
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
一
章　
「
新
史
学
」
と
「
近
代
」―

梁
啓
超
の
「
新
史
学
」
を
巡
っ
て

第
一
節　
「
新
史
学
」
に
つ
い
て
の
言
説

　

周
予
同
の
「
五
十
年
来
中
国
之
新
史
学
」（
一
九
四
一
）
は
「
新
史
学
」
を
論
ず
る
論
文
と
し
て
は
早
期
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か

で
は
、
清
末
民
初
期
以
降
に
出
現
し
た
「
新
史
学
」
は
、
そ
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
も
、
そ
の
歴
史
方
法
論
に
お
い
て
も
、
経
学
の
枠
組

み
に
拘
束
さ
れ
て
き
た
「
旧
史
学
」
と
比
べ
て
、
真
の
転
換
を
構
成
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
原
動
力
と
し
て
、「
経
今

文
学
」
と
「
外
来
文
化
」
と
り
わ
け
「
進
化
論
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
周
予
同
は
「
新
史
学
」
を
「
史
観
派
」
と
「
史
料
派
」
に
大
別

し
、「
史
観
派
」
を
さ
ら
に
「
儒
教
史
観
派
」
と
「
超
儒
教
史
観
派
」
に
分
け
て
い
る
。「
儒
教
史
観
派
」
の
な
か
の
「
今
文
学
派
の
影
響

を
受
け
た
も
の
」
は
、
中
国
歴
史
学
を
経
学
の
支
配
か
ら
解
放
し
た
「
新
史
学
」
の
原
点
と
さ
れ
、
梁
啓
超
が
そ
の
代
表
と
さ
れ
た
。
他

方
「
超
儒
教
史
観
派
」
は
さ
ら
に
「
疑
古
」、「
考
古
」、「
釈
古
」
と
い
う
三
派
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
代
表
者
と
し
て
、「
疑
古
」
派
は
胡
適
、

「
考
古
」
派
は
王
国
維
と
李
済
、「
釈
古
」
派
は
胡
漢
民
、
郭
沫
若
、
陶
希
聖
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

1
）。

　

金
毓
黻
は
『
中
国
史
学
史
』（
一
九
四
四
）
で
、「
新
史
学
の
建
設
お
よ
び
新
史
の
編
纂
」
を
論
じ
る
際
、「
新
史
学
の
建
設
を
唱
え
る

の
は
梁
啓
超
に
始
ま
り
、
何
炳
松
が
特
に
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
唱
え
た
。
そ
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
新
史
学
と
新
史
と
は
、
近
代
の
最
新
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の
方
法
を
用
い
て
、
旧
史
を
改
造
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と（

2
）、

主
張
し
た
。
梁
啓
超
を
中
国
近
代
史
学
の
開
拓
者
と
見
な
し
た
だ
け
で
な
く
、

近
代
の
最
新
の
方
法
や
新
史
／
旧
史
の
対
照
を
強
調
す
る
点
で
も
周
予
同
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

中
国
の
古
き
歴
史
学
の
規
範
と
決
別
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
、
梁
啓
超
の
「
新
史
学
」
を
も
っ
て
幕
を
開
く
と
い
う
認
識
は
、
今
に
至
る
ま

で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
張
豈
之
主
編
の
『
中
国
近
代
史
学
学
術
史
』（
一
九
九
六
）
も
、
梁
啓
超
を
ス
タ
ー
ト
と
し
て
「
新
史
学
」
を

語
り
、
そ
れ
を
三
つ
の
流
派
に
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、「
伝
統
文
化
主
体
論
」
派
で
、
代
表
的
な
人
物
と
し
て
王
国
維
、

陳
寅
恪
、
陳
垣
、
湯
用
彤
、
柳
詒
徴
を
挙
げ
、「
伝
統
的
な
史
学
に
お
け
る
道
徳
人
文
精
神
を
近
代
の
特
徴
を
備
え
る
新
し
い
人
文
精
神

に
転
換
し
、
伝
統
的
な
史
学
の
倫
理
主
体
を
科
学
と
道
徳
と
に
統
一
さ
れ
る
史
学
の
主
体
に
改
造
す
る
」
と
特
徴
付
け
て
い
る
。
第
二
は

「
文
化
西
化
論
」
派
で
、
代
表
的
な
人
物
と
し
て
胡
適
と
傅
斯
年
を
、
そ
し
て
こ
の
流
派
に
関
連
す
る
人
物
と
し
て
顧
頡
剛
を
挙
げ
、「
史

学
の
個
性
と
科
学
性
を
第
一
位
に
置
き
、
独
立
か
つ
合
理
的
な
史
学
研
究
を
提
唱
す
る
」
と
し
て
い
る
。
第
三
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
文
化

観
」
派
で
、
代
表
的
な
人
物
と
し
て
李
大
釗
、
郭
沫
若
、
侯
外
廬
を
挙
げ
、「
歴
史
の
因
果
関
係
を
追
究
し
、
歴
史
本
質
を
掘
り
出
す
方

面
で
は
、
他
の
新
史
学
の
流
派
と
比
べ
て
、
よ
り
深
く
、
よ
り
弁
証
的
で
、
よ
り
歴
史
の
本
質
を
触
れ
る
こ
と
に
な
る（

3
）」、

と
し
て
い
る
。

　

以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
梁
啓
超
が
中
国
「
新
史
学
」
を
成
立
さ
せ
、
王
国
維
、
胡
適
、
顧
頡
剛
、
郭
沫
若
な
ど
が
、
そ
の
展
開
に

大
き
く
寄
与
し
た
、
と
い
う
系
譜
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
新
史
学
」
は
「
近
代
」、「
科
学
」、「
合
理
」、「
歴
史
本
質
の

把
握
」
な
ど
の
特
徴
を
持
ち
、
支
配
者
の
政
権
交
替
の
み
を
歴
史
と
し
、
国
民
一
般
の
動
向
や
価
値
に
対
し
て
あ
ま
り
関
心
を
持
た
な
い

と
い
う
従
来
の
歴
史
学
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
よ
う
な
「
新
史
学
」
に
関
す
る
叙
述
そ
れ
自
体
は
、

そ
の
研
究
対
象
た
る
「
新
史
学
」
の
一
部
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
叙
述
過
程
に
お
い
て
「
新
史
学
」
を
日
常
的
に
再
生
産
し
て
い
く
。

　

梁
啓
超
が
「
新
史
学
」
の
首
唱
者
と
し
て
、
し
か
も
「
新
史
学
史
」
な
る
も
の
に
「
新
史
学
」
の
濫
觴
と
さ
れ
る
以
上
、「
新
史
学
」
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を
取
り
扱
う
場
合
、
ま
ず
は
、
梁
啓
超
が
い
か
な
る
問
題
設
定
と
論
述
構
造
に
よ
っ
て
「
新
史
学
」
を
作
り
上
げ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、

検
討
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
他
の
「
新
史
学
」
の
歴
史
家
が
梁
啓
超
の
関
心
と
共
鳴
し
あ
っ
て
い
る
の
か
、
言
い
換
え

れ
ば
、
彼
ら
が
中
国
の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
、
彼
ら
が
「
新
史
学
」
を
従
来
の
歴

史
研
究
と
は
ど
れ
ほ
ど
異
な
っ
た
や
り
方
で
構
成
し
て
み
せ
た
か
、
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

第
二
節　
「
新
史
学
」
と
「
近
代
」

　
「
新
史
学
」
は
「
近
代
」
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
近
代
」
を
特
徴
づ
け
よ
う
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
的
営
為
は
、
翻
っ

て
近
代
と
い
う
言
葉
の
も
つ
曖
昧
さ
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
今
日
、
歴
史
学
に
お
い
て
は
、
近
代
を
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
時
代
、
あ

る
い
は
ま
た
、
一
つ
の
時
代
の
特
徴
的
性
格
の
総
体
と
捉
え
よ
う
と
す
る
時
代
意
識
な
い
し
歴
史
感
覚
、
言
い
換
え
れ
ば
、
一
つ
の
ト
ー

タ
ル
な
時
代
像
と
し
て
の
近
代
像
が
問
わ
れ
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
は
「
現モ
デ

代ル

性ニ
テ

」
を
古
風
な
「
前ブ
レ―

・

現モ
デ

代ル

性ニ
テ

」
に
よ
っ
て
先
立
た
れ
、
謎

に
み
ち
不
安
な
「
後
ポ
ス
ト―

・

現モ
デ

代ル

性ニ
テ

」
が
そ
の
後
に
続
く
よ
う
な
、
暦
の
上
に
位
置
づ
け
る
歴
史
認
識
に
疑
問
を
呈
し
て
き
た
。
フ
ー
コ
ー
に

よ
れ
ば
、
歴
史
の
諸
相
に
は
、
急
激
に
変
化
す
る
短
期
的
な
波
動
の
諸
相
と
と
も
に
、
中
期
的
あ
る
い
は
長
期
的
な
波
動
の
諸
相
が
あ
り
、

一
番
底
に
は
ほ
と
ん
ど
不
変
の
諸
相
す
ら
沈
殿
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
歴
史
は「
さ
ま
ざ
ま
に
こ
と
な
る
沈
殿
の
成
層
」か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
あ
る（

4
）。

ゆ
え
に
、
フ
ー
コ
ー
は
「
私
は
、
現
代
性
を
歴
史
の
一
時
期
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
一
つ
の
〈
態
度
〉
と
し
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
の
だ
。
態
度
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
私
が
意
味
す
る
の
は
、
現ア
ク

在チ
ュ

的ア

現リ

実テ

に
対
す
る
関
わ
り

方
の
様
式
の
こ
と
な
の
だ
」
と
指
摘
し
て
い
る（

5
）。
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た
し
か
に
、「
現
代
と
い
う
時
代
」
を
「
前―

現
代
」
や
「
後―

現
代
」
と
い
っ
た
時
代
か
ら
区
別
す
る
理
解
は
、
も
と
も
と
「
近
代
」

と
い
う
理
念
の
所
産
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
現
在
的
現
実
に
対
す
る
関
わ
り
方
の
様
式
」
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
時
代
を

貫
通
し
て
い
つ
で
も
出
て
く
る
は
ず
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
さ
え
、「
現
代
性
の
態
度
」
は
や
は
り
「
過
去

の
二
世
紀
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
異
な
っ
た
形
を
と
っ
て
登
場
し
た
」
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る（

6
）。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
歴
史
の
あ
る
一

時
期
に
位
置
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
フ
ー
コ
ー
は
そ
の
独
自
の
権
力
論
に
お
い
て
、
近
代
に
特
徴
的
な
権
力
の
あ
り

方
を
、「
法
的
な
権
力
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
規
律
・
訓
練
的
な
権
力
」
に
求
め
た
。
こ
の
「
規
律
・
訓
練
的
な
権
力
」

は
人
間
の
心
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
身
体
そ
の
も
の
の
中
に
ま
で
浸
透
し
、
機
能
す
る
。
フ
ー
コ
ー
に
は
、
前
近
代
的
な
権
力
の
あ
り
方

の
対
比
に
お
い
て
、
近
代
に
特
有
な
権
力
の
あ
り
方
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
の
近
代
認
識
は
、
あ
き
ら
か
に
、
権
力―

フ
ー

コ
ー
独
自
の
意
味
に
お
け
る
「
権
力
」、
す
な
わ
ち
広
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー―

と
い
う
一
面
に
お
い
て
、
近
代
を
前
近
代
か
ら
「
切
断
」

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
「
身
分
か
ら
契
約
へ
」
と
い
っ
た
近
代
の
捉
え
方
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー

に
と
っ
て
も
、「
我
々
の
社
会
」（
自
分
た
ち
の
時
代
）
は
「
我
々
の
近
代
性
の
閾
」
に
よ
っ
て
、
前
近
代
か
ら
画
さ
れ
る
も
の
な
の
で

あ
る（

7
）。

　

今
は
仮
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
考
え
を
援
用
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
未
来
志
向
は
近
代
全
般

の
特
徴
で
あ
る
。「
新
し
い
時
代
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
「
近
代
」
が
か
つ
て
の
世
界
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
未
来
に
向
か
っ
て
開
け
て

い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
現
在
の
新
し
さ
の
意
味
は
、
期
待
さ
れ
る
未
来
の
明
る
さ
の
現
在
へ
の
反
映
か
ら
、
現
在
に
到
来
す
る
。
現
在
は
、

そ
れ
が
新
し
い
時
代
を
開
い
て
く
れ
る
と
わ
れ
わ
れ
が
信
じ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
新
し
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「「
近
」
世

な
い
し
「
近
」
代
（「
新
」
世
界
あ
る
い
は
「
現
代
」
世
界
）
と
い
う
表
現
が
、
単
な
る
年
代
誌
的
な
意
味
を
失
っ
て
、
特
に
「
新
し
い
」
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と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
対
立
概
念
の
意
味
を
帯
び
て
き
て
い
た（

8
）」。

近
代
は
自
己
意
識
に
目
覚
め
た
か
ら
こ
そ
、
自
己
確
認
の
欲
求
が

生
じ
た
の
で
あ
る
。「
近
代
は
準
拠
す
べ
き
基
準
を
も
は
や
他
の
時
代
を
範
型
と
し
て
借
り
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
の
意

志
も
な
い
。
近
代
は
み
ず
か
ら
の
規
範
を
自
分
自
身
の
う
ち
か
ら
汲
み
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で0

あ0

る（
9
）」。

自
分
を
一
つ
の
時
代

と
し
て
確
定
す
る
た
め
、
近
代
が
そ
の
外
部
に
あ
る
規
範
、
す
な
わ
ち
過
去
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
規
範
の
枠
組
み
か
ら
離
脱
し
て
、
過

去
に
対
し
て
成
し
遂
げ
た
断
絶
を
、
絶
え
る
こ
と
の
な
い
更
新
と
し
て
繰
り
返
し
遂
行
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
中
国
の
「
近
代
」
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
生
ま
れ
た
。
ま
ず
、
そ
の
発
生
の
理
由
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
主

流
を
な
し
て
い
た
理
解
は
、
近
代
の
動
因
を
ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
の
西
洋
の
衝
撃
、
つ
ま
り
、
外
か
ら
の
刺
激
と
し
て
や
っ
て
き
た
も
の
と

す
る
、
外
因
説
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
姿
勢
は
、
西
洋
中
心
主
義
、
す
な
わ
ち
西
洋
の
近
代
過
程
を
基
準
に
し
て
中
国
を

見
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
支
配
さ
れ
た
「
知
の
帝
国
主
義
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
中
国
自
身
に

歴
史
的
変
化
の
要
因
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
見
落
と
し
た
と
、
批
判
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
に
対
し
て
、「
中
国
自
身
に

即
し
た
」
ア
プ
ロ
ー
チ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る（

10
）。

中
国
の
歴
史
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
、
十
六
、
七
世
紀
か
ら
三
百
年
来

の
地
殻
変
動
の
流
れ
と
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
中
国
に
侵
入
し
た
「
近
代
」
と
の
交
錯
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
の
近
代
に
並
ぶ
中
国
タ

イ
プ
の
「
も
う
一
つ
の
近
代
」
過
程
を
捉
え
よ
う
と
す
る
「
内
発
変
動
型
」
の
視
座
が
主
張
さ
れ
た（

11
）。

　

だ
が
、「
中
国
自
身
に
即
し
た
」ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
方
法
も
重
大
な
困
難
に
直
面
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。こ
の
方
法
に
対
し
て
、

わ
れ
わ
れ
が
い
ま
見
て
き
た
中
国
近
代
史
は
す
で
に
啓
蒙
的
な
歴
史
理
解
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
真
正
」
な
中
国
近
代

史
を
掘
り
出
す
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る（

12
）。

た
し
か
に
、「
内
発
変
動
型
」
の
視
座
は
、
西
洋

侵
入
の
前
の
中
国
社
会
は
停
滞
的
で
あ
り
、
自
己
の
変
革
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
し
て
変
革
を
望
む
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
あ
り
え
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な
か
っ
た
と
い
う
西
洋
中
心
の
偏
狭
な
イ
メ
ー
ジ
に
反
撥
し
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
数
千
年
未
曾
有

の
大
変
局
」
と
い
う
よ
う
な
、
十
九
世
紀
の
中
国
に
起
っ
た
社
会
的
、
政
治
的
、
経
済
的
お
よ
び
文
化
的
変
動
を
十
六
、
七
世
紀
以
来
の

古
い
文
脈
に
つ
な
げ
て
見
、ア
ヘ
ン
戦
争
以
前
と
以
後
の
間
に
歴
史
の
文
脈
の
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
に
も
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
、
近
年
、
西
洋
の
侵
略
に
先
立
つ
十
八
世
紀
の
中
国
で
、
大
き
な
社
会
的
・
経
済
的
変
化
が
す
で
に
進
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す

る
証
拠
が
数
多
く
集
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、「
中
国
自
身
に
即
し
た
」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
主
張
す
る
Ｐ
．
コ
ー
エ
ン
で
も
、「「
西
洋

の
衝
撃
」
が
、
十
九
世
紀
・
二
十
世
紀
の
中
国
の
思
想
史
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
」
と
述
べ

て
い
る（

13
）。

し
か
も
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
、
中
国
が
は
じ
め
て
国
民
国
家
か
ら
な
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
本
主
義
世
界
シ
ス
テ
ム
に
容
赦
な
く
組

み
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
国
際
関
係
の
背
景
を
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
帝
国
時
代
の
中
国
社
会
の
中
に

「
近
代
」
の
な
ん
ら
か
の
特
質
を
見
つ
け
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
有
機
的
体
系
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、「
近
代
」
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

う
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
中
国
の
近
代
性
が
持
つ
重
要
な
諸
側
面
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
、
次
の
Ａ
．
ダ
ー
ル
ク
の
整
理
を
借

り
よ
う
。

　
（
ａ
）
中
国
の
近
代
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
を
生
み
出
し
た
の
と
同
じ
資
本
主
義
的
近
代
化
の
諸
力
の
産
物
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

中
国
の
近
代
は
中
国
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
化
の
産
物
で
あ
る
。
近
代
化
が
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
で
お
こ
っ
て
い
る
出
来
事
だ
と

い
う
意
識
か
ら
生
じ
る
「
後
進
性
の
苦
悩
」
は
、
確
か
に
中
国
の
近
代
の
本
質
的
な
一
部
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
同
時
に
、
近

代
化
を
拒
も
う
と
す
れ
ば
民
族
の
消
滅
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
識
も
ま
た
働
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
恐
怖
は
あ
る
種

の
希
望
を
伴
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
経
験
し
た
近
代
の
破
壊
的
性
格
を
反
面
教
師
と
し
て
学
べ
ば
、
中
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
積
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極
的
側
面
の
み
な
ら
ず
中
国
土
着
の
要
素
を
も
利
用
し
て
よ
り
良
き
近
代
を
創
造
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
希
望
で
あ
る
。（
ｂ
）

こ
の
よ
う
な
近
代
の
複
雑
さ
か
ら
焦
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
近
代
の
直
接
的
な
政
治
的
産
物
た
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
で

あ
る
。
そ
れ
は
新
し
い
政
治
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
を
改
造
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
を
首
尾
よ
く
実
行
し
よ
う
と
思
え
ば
、

前
近
代
の
歴
史
的
遺
産
か
ら
、
近
代
性
や
近
代
化
の
要
求
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う
な
民
族
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
り
上
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
目
標
は
前
近
代
的
な
過
去
へ
の
回
帰
も
し
く
は
逃
避
で
は
な
く
、
国
民
（
ネ
ー
シ
ョ

ン
）
を
媒
体
と
す
る
新
た
な
未
来
の
創
出
で
あ
っ
た
。（
ｃ
）
外
か
ら
の
侵
略
と
し
て
近
代
を
経
験
し
た
こ
と
は
、
近
代
の
諸
価
値
に
対

し
て
、
支
配
の
道
具
で
は
な
い
か
と
か
、
土
着
的
価
値
の
否
定
で
は
な
い
か
と
い
う
懐
疑
を
生
ん
だ
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
必
要
に
迫
ら

れ
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
源
泉
と
し
て
土
着
的
価
値
を
呼
び
起
こ
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
近
代
体
験
に
潜
む
反
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
勢
い
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
近
代
の
矛
盾
を
封
じ
込
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た（

14
）。

　

近
代
性
を
以
上
の
よ
う
な
Ａ
．
ダ
ー
ル
ク
の
整
理
を
借
り
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
新
史
学
」
と
近
代
と
の
関
係
を
理
解
で
き

る
だ
ろ
う
。

　
「
新
史
学
」
は
ま
ず
国
民
国
家
の
創
出
に
働
い
て
い
る
。
歴
史
へ
の
認
識
と
理
解
が
国
家
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
か
と
い
う

問
題
関
心
に
、
当
時
の
中
国
知
識
人
は
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
歴
史
は
政
治
的
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
の
助
け
に
よ
っ
て
、

幅
広
い
関
心
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
二
十
世
紀
初
頭
、
日
本
で
新
た
に
出
版
さ
れ
た
中
国
人
が
刊
行
す
る
新
聞
雑
誌
に
は
、
歴
史

を
論
じ
た
記
事
が
よ
く
登
場
す
る（

15
）。

多
く
の
雑
誌
は
一
九
〇
二
年
か
ら
一
九
〇
三
年
ま
で
に
歴
史
の
専
欄
を
設
け
る
よ
う
に
な
り
、
歴
史

に
関
す
る
新
た
な
考
察
を
通
し
て
中
国
の
あ
り
方
を
予
想
し
た
り
、
あ
る
い
は
処
方
す
る
こ
と
に
最
も
重
要
な
目
標
を
据
え
て
い
た
の
で
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あ
る
。
そ
こ
で
、「
新
史
学
」
は
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
重
要
な
担
い
手
と
な
る
。
歴
史
家
は
単
に
真
実
や
人
類
の
た
め
だ
け
に
仕
事

を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
祖
国
の
た
め
に
も
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
理
論
家
た
ち
に
は
次
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
る
と
、
Ｂ
．
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
指
摘
し
て
い
る
。「
そ
の
第

一
は
、
歴
史
家
の
客
観
的
な
目
に
は
国ネ
ー

民シ
ョ
ンが
近
代
的
現
象
と
み
え
る
の
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
主
観
的
な
目
に
は
そ
れ
が
古
い
存
在
と

み
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
、
社
会
文
化
的
概
念
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
﹇
国
民
的
帰
属
﹈
が
形
式
的
普
遍
性
を
も

つ―

﹇
中
略
﹈―
の
に
対
し
、
そ
れ
が
、
具
体
的
に
は
い
つ
も
、
手
の
施
し
よ
う
の
な
い
固
有
さ
を
も
っ
て
現
れ
、
そ
の
た
め
、
定

義
上
、
た
と
え
ば
「
ギ
リ
シ
ア
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
は
、
そ
れ
独
自
の
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

16
）」。

　

歴
史
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
も
あ
る
「
新
史
学
」
家
た
ち
に
と
っ
て
、
い
か
に
し
て
国
家
意
識
を
奮
い
起
こ

さ
せ
、
中
国
を
近
代
的
な
国
民
国
家
に
作
り
上
げ
て
ゆ
く
か
と
い
う
課
題
に
対
し
、
過
去
を
す
べ
て
一
掃
し
て
い
く
に
は
大
き
な
問
題
が

存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
国
民
国
家
は
み
ず
か
ら
の
正
当
性
を
主

張
す
る
た
め
、
国
民
国
家
以
前
の
い
ず
れ
の
政
治
共
同
体
と
は
根
本
的
な
対
照
を
強
調
し
て
、
そ
の
固
有
な
特
質
を
理
論
化
し
つ
つ
、
一

方
で
は
、
か
な
り
明
確
に
境
界
が
規
定
さ
れ
、
固
有
の
内
的
統
一
性
を
示
す
他
の
諸
国
家
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
国
家
と
し

て
、
た
と
え
想
像
上
の
産
物
で
あ
れ
、
自
民
族
の
永
遠
な
特
質
を
見
出
せ
て
そ
の
連
続
性
を
宣
揚
す
る
歴
史
的
編
成
を
要
求
す
る
。

　

む
ろ
ん
、
こ
の
態
度
は
明
ら
か
に
近
代
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
近
代
に
始
ま
っ
た
「
歴
史
を
作
る
た
め
に
歴
史
を
利
用
す
る
」

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
を
方
向
づ
け
る
一
助
に
す
る
た
め
に
過
去
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
過
去
の
尊
重
を
条
件
に
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
は
、
過
去
か
ら
決
別
す
る
た
め
の―
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
原
理
的
に
正
当
で
き
る
こ
と

が
ら
を
是
認
す
る
た
め
だ
け
の―

の
手
段
と
し
て
、
過
去
に
関
す
る
知
識
を
利
用
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る（

17
）。
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第
三
節　

梁
啓
超
の
「
新
史
学
」
と
「
近
代
」

　
「
近
代
」
と
い
う
表
現
は
、「
新
史
学
」
を
執
筆
す
る
時
点
の
梁
啓
超
に
お
い
て
、
ま
だ
学
術
語
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
が
、
梁
啓
超
の
「
近
世
」
と
い
う
用
語
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
特
有
の
未
来
志
向
は
、
梁
啓
超
の
著

作
の
な
か
に
も
姿
を
現
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
表
現
を
用
い
れ
ば
「
未
来
主
義
」
で
あ
る
。
彼
は
キ
ッ
ド
（B

.K
idd,

一
八
五
八

―

一
九
一
六
）
の
言
を
借
り
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

進
化
の
意
味
は
未
来
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
る
。
過
去
と
現
在
と
は
、
た
だ
過
渡
的
な
便
宜
的
方
法
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。

あ
り
の
ま
ま
に
言
う
と
、
現
在
は
じ
つ
は
未
来
の
犠
牲
で
あ
る
。
も
し
単
に
現
在
だ
け
を
言
う
な
ら
ば
、
意
味
も
価
値
も
ま
っ
た
く

な
い
。
未
来
に
奉
仕
す
る
場
合
に
の
み
、
現
在
は
始
め
て
意
味
を
持
ち
、
価
値
を
持
つ
こ
と
に
な
る（

18
）。

　

現
在
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
歴
史
の
対
象
と
さ
れ
る
過
去
の
意
味
も
、
未
来
か
ら
く
る
の
だ
、
と
い
う
。
未
来
を
何
よ
り
も
優
先
す
る
。

こ
の
崇
高
な
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
実
現
の
前
に
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を
捧
げ
る
べ
し
と
い
う
ば
か
り
か
、
こ
の
犠
牲
を
そ
の
必
然
性
に
お
い
て
認

識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
の
根
底
に
み
ら
れ
る
の
は
、
梁
啓
超
の
頑
な
進

歩
信
仰
で
あ
る
。

　

多
く
の
著
述
が
論
ず
る
よ
う
に
、
社
会
進
化
論
は
、
当
時
の
中
国
に
お
け
る
変
革
志
向
者
に
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
立
場
の
違
い
を
超
え

た
共
通
の
思
考
枠
組
み
を
提
供
し
た
。「
進
化
」
と
「
進
歩
」
を
区
別
し
た
学
者
も
存
在
す
る
が（

19
）、

梁
啓
超
に
お
い
て
、
両
者
は
ほ
ぼ
同

義
で
あ
る
。
進
歩
の
思
想
は
、
す
で
に
十
九
世
紀
以
後
ニ
ー
チ
ェ
な
ど
に
よ
っ
て
痛
烈
に
批
判
さ
れ
て
い
た
が
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
、
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ま
す
ま
す
懐
疑
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
と
は
い
っ
て
も
、「
進
歩
の
概
念
は
、
終
末
論
的
希
望
を
世
俗
化
し
た
り
、
期
待
の
地
平
を
ユ
ー

ト
ピ
ア
に
向
か
っ
て
開
く
役
割
を
演
じ
た
だ
け
で
は
な
く
、
未
来
を
不
安
の
源
で
あ
る
と
し
て
、
目
的
論
的
歴
史
構
成
の
助
け
を
借
り
て
、

そ
こ
へ
の
通
路
を
再
び
閉
ざ
し
て
し
ま
う
役
を
も
担
っ
て
い
た（

20
）」

と
い
う
分
析
は
、
か
り
に
清
末
の
中
国
に
対
す
る
進
歩
の
概
念
の
も
つ

役
割
の
描
写
と
し
て
読
む
限
り
、
当
て
は
ま
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
遭
遇
し
、
屈
辱
を
味
わ
う
未
曾
有
の
経
験
を
、
理
解
し
説
明
す
る

媒
介
者
と
し
て
機
能
し
て
い
た
社
会
進
化
論
は
、
中
国
の
知
識
人
に
と
っ
て
、
危
機
を
理
解
で
き
な
い
こ
と
へ
の
堪
え
が
た
い
不
安
か
ら

免
れ
る
助
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

歴
史
学
の
領
野
で
は
、
康
有
為
は
『
春
秋
公
羊
伝
』
の
何
休
注
の
拠
乱
、
昇
平
、
太
平
の
「
三
世
説
」
を
社
会
進
化
論
に
な
ぞ
ら
え
、

最
初
に
進
化
論
的
な
立
場
を
中
国
歴
史
の
叙
述
に
適
用
し
よ
う
と
試
み
た（

21
）。そ

の
弟
子
た
る
梁
啓
超
は
、社
会
進
化
論
の
進
歩
史
観
に
立
っ

て
中
国
歴
史
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
最
初
の
歴
史
家
で
あ
っ
た
。
進
歩
の
思
想
を
信
じ
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
、
も
は
や
未
知
の
い
か
な

る
も
の
も
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
未
来
は
「
進
歩
」
に
保
証
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
進
化
論
者
の
観
点
か
ら
は
、
中
国
史
が
世
界

史
に
加
入
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は
、
進
化
と
い
う
共
同
経
験
を
想
像
し
、
描
述
す
る
可
能
性
に
あ
っ
た
、
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
進
歩
史
観
の
な
か
で
は
、
過
去
の
も
つ
模
範
的
性
格
は
失
わ
れ
た
。
進
歩
は
歴
史
を
未
来
の
ほ
う
へ
不
可
逆
的
に
運
ん
で

ゆ
く
。
過
去
か
ら
現
在
へ
と
つ
ぎ
つ
ぎ
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
経
験
は
、
も
し
未
来
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
に
と
っ
て
役
立
ち
え

な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
歴
史
の
な
か
に
場
所
を
占
め
る
権
利
は
な
い
。
そ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く
消
去
す
る
こ
と
こ
そ
、
新
し

い
学
問
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
い
う
。「
進
化
論
は
じ
つ
に
数
千
年
来
の
旧
学
の
根
底
を
打
ち
破
っ
て
新
た
に
す
る
こ
と
を
意

味
す
る（

22
）」。

　

梁
啓
超
に
と
っ
て
、「
新
史
学
」
の
「
新
」
は
ま
ず
進
歩
主
義
的
理
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
進
化
論
に
直
結
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
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て
、
本
稿
に
お
け
る
「
新
」
は
ま
た
「
近
代
」
と
い
う
理
念
と
そ
の
実
践
と
し
て
の
「
近
代
化
」
と
関
わ
っ
て
い
る
、
ひ
と
つ
の
志
向
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
新
し
い
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
テ
ー
ト
の
建
設
と
い
う
志
向
に
具
体
的
に
現
れ
て
い
た
。
少
な
く
と

も
梁
啓
超
に
関
し
て
は
、
そ
う
言
い
切
れ
よ
う
。

　
「
新
史
学
」
の
成
立
を
取
り
扱
う
に
際
し
、
中
国
に
お
け
る
近
代
的
な
知
的
制
度
の
成
立
、
と
り
わ
け
近
代
的
教
育
・
研
究
制
度
の
一

つ
学
科
と
し
て
の
歴
史
学
の
創
設
を
も
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
有
益
な
視
点
と
な
ろ
う
。
歴
史
学
が
高
等
教
育
・
研
究
機
関
の
な
か
で
探

究
さ
れ
る
知
的
営
み
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
一
九
〇
二
年
の
『
欽
定
京
師
大
学
堂
章
程
』
に
お
け
る
史
学
門
と
い
う
部
門
の
設
立
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
史
学
門
の
授
業
は
、
一
九
一
七
年
蔡
元
培
が
北
京
大
学
総
長
に
就
任
し
て
学
制
改
革
を
遂
行

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
行
政
命
令
は
、
ま
さ
に
教
育
政
策
の
立
案
者
や
教
育
機
関
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
者
が
過
去
の
知
に
対
し
疑
い
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
歴
史
学
に
は
明
確
な
方
向
転
換
が
起
こ
っ

て
い
た
。

　

近
代
的
教
育
が
始
め
ら
れ
る
と
、
西
洋
近
代
的
な
知
的
制
度
は
次
第
に
内
面
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
胡
適
の
列
挙
し
た
「
国
学

の
目
的
」
で
あ
る
中
国
文
化
史
の
十
の
ジ
ャ
ン
ル
、
す
な
わ
ち
、
民
族
史
、
言
語
文
字
史
、
経
済
史
、
政
治
史
、
国
際
交
通
史
、
思
想
学

術
史
、
宗
教
史
、
文
芸
史
、
風
俗
史
、
制
度
史
を
見
る
と
、
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
西
洋
近
代
的
な
知
的
制
度
に

基
づ
く
北
京
大
学
文
科
史
学
門
の
授
業
の
内
容
に
あ
る
程
度
対
応
し
て
い
る
。
歴
史
学
領
域
の
こ
の
再
分
配
は
決
し
て
胡
適
と
と
も
に
始

ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
梁
啓
超
は
「
新
史
学
」
の
中
で
す
で
に
中
国
文
学
史
、
中
国
種
族
史
、
中
国
財
富
史
、
中
国
宗
教
史
の
作
成
を

呼
び
か
け
て
い
る
。
四
部
分
類
と
い
う
古
い
知
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
解
体
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
歴
史
学
、
文
学
、
哲
学
、
社
会
学
、
政
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治
学
な
ど
と
い
う
現
代
的
な
認
識
論
的
区
分
が
登
場
す
る
。
こ
の
事
態
が
歴
史
家
の
歴
史
学
へ
の
視
線
を
変
化
さ
せ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。「
史
学
」
は
徐
々
に
近
代
的
な
意
味
で
の
「
史
学
」
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
中
国
古
代
の
文
化
は
た
だ
西
洋
近
代
的
な
知
の
も
と

に
再
解
釈
さ
れ
る
こ
と
で
存
続
し
た
に
す
ぎ
な
い
結
果
に
な
っ
た
。
実
践
面
で
は
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
政
治
の
問
題
に
集
約
し
た
伝
統

的
な
歴
史
学
を
批
判
し
、
研
究
領
域
の
多
元
性
を
認
め
つ
つ
も
、
近
代
的
な
知
的
体
系
に
組
み
込
め
な
い
も
の
を
敵
視
し
た
。

　
「
新
史
学
」
は
「
旧
史
学
」
と
対
を
な
す
概
念
で
あ
る
。
十
九
世
紀
な
か
ば
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
が
中
国
の
精
神
世
界
に
影
響
を

及
ぼ
し
始
め
て
か
ら
、「
新
」
を
接
頭
辞
と
す
る
言
葉
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
中
に
は
最
も
著
名
な
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
一
九
一

五
年
か
ら
始
ま
る
「
新
文
化
運
動
」
で
あ
る
。
ほ
か
に
「
新
文
学
」「
新
道
徳
」「
新
社
会
」「
新
生
活
」
な
ど
が
た
く
さ
ん
出
現
し
、
ま

た
「
新
小
説
」「
新
世
紀
」「
新
青
年
」「
新
潮
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
雑
誌
も
次
々
と
登
場
し
て
き
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、「
新
」
と
い
う

語
に
対
す
る
熱
狂
が
よ
く
窺
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
単
な
る
年
代
誌
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
い
「
新
○
○
」
と
い
う
言
い
回
し
に
は
、
新
／
旧
の
二
項
対
立
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が

準
備
さ
れ
て
い
た
。
従
来
は
古
代
の
「
古
い
」
と
い
う
形
容
は
常
に
プ
ラ
ス
の
評
価
を
受
け
、
そ
れ
が
幾
世
代
も
の
経
験
を
内
包
し
、
経

験
を
末
代
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
が
、
近
代
に
な
っ
て
、
そ
れ
は
軽
蔑
の
対
象
で
し
か
な
く
な
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、「
新
」
と
は
そ
れ
自
体
の
中
に
何
ら
か
の
価
値
を
直
ち
に
内
在
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
清
末
の
変
法
運
動
に
活
躍
し
た
譚
嗣

同
が
「〈
新
〉
と
は
な
ん
と
い
っ
て
も
諸
教
に
共
通
の
理
で
あ
る
」
と
宣
伝
し
、
ま
た
文
字
学
の
視
点
か
ら
「
古
の
字
を
ふ
く
む
文
字
に

ろ
く
な
意
味
は
な
い
」
と
非
難
さ
え
し
た
こ
と
は
、
そ
の
辺
り
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る（

23
）。

新
旧
の
対
立
や
論
争
は
そ
の
後
も
長
ら
く
続

け
て
お
り
、
一
九
二
〇
年
代
に
起
こ
っ
た
「
東
西
文
化
論
戦
」―

た
だ
し
、
そ
れ
は
空
間
的
な
多
様
性
（
西
洋
／
東
洋
）
を
時
間
軸
（
新

／
旧
）
に
そ
っ
て
整
序
し
、
文
明
の
発
展
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る―
は
、
ひ
と
つ
の
格
好
な
例
で
あ
る
。
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自
分
自
身
を
「
確
定
」
す
る
た
め
に
、「
新
○
○
」
は
こ
れ
ま
で
の
そ
れ
と
の
根
本
的
な
断
絶
を
遂
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
新
史
学
」

に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
梁
啓
超
は
「
旧
史
学
」
の
あ
ら
ゆ
る
産
物
が
「
史
」
と
い
う
名
に
値
し
な
い
と
断
言
し
、「
新
史
学
」
に
そ
れ

と
は
本
質
的
に
異
な
る
性
格
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
旧
史
学
」
を
「
史
」
か
ら
排
除
し
、「
新
史
学
」
の
妥
当
性
を
証
明
し
よ
う

と
し
た
。
こ
う
し
て
、「
新
史
学
」
に
と
っ
て
、「
旧
史
学
」
は
「
他
者
」
と
し
て
の
効
果
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

梁
啓
超
は
「
新
史
学
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
作
り
上
げ
る
よ
り
ま
え
に
、「
中
国
に
は
い
ま
だ
か
つ
て
史
が
な
い
と
言
っ
て
も
、
殆
ど
過

言
で
は
な
い
」、
と
述
べ
、
中
国
に
は
い
ま
ま
で
「
史
」
が
事
実
上
存
在
し
な
か
っ
た
と
主
張
す
る（

24
）。

こ
れ
を
皮
切
り
に
、
二
十
世
紀
初
頭
、

中
国
に
は
い
っ
た
い
「
史
」
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
た（

25
）。

こ
の
論
争
で
は
、
主
に
「
歴
史
と
は
何
か
」

す
な
わ
ち
歴
史
の
本
質
を
問
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
、「
旧
史
学
」
か
ら
「
新
史
学
」
へ
と
根
本
的
転
換
を
す
べ
き
と
主
張
す
る
議
論
も

一
部
で
な
さ
れ
て
い
る
。

　

梁
啓
超
は
や
は
り
進
化
の
概
念
を
も
っ
て
、
地
盤
を
築
い
た
。「
新
史
学
」
の
追
求
し
て
き
た
目
標
は
、「
進
化
の
現
象
を
叙
述
す
る
」、

「
人
群
の
進
化
の
現
象
を
叙
述
す
る
」、「
人
群
の
進
化
の
現
象
を
叙
述
し
て
そ
の
公
理
公
例
を
求
め
る
」
の
三
点
に
纏
め
ら
れ
る（

26
）。

　

進
歩
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
在
来
の
世
界
と
断
絶
し
、
そ
の
世
界
を
過
去
へ
と
葬
り
去
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
梁
啓
超
は
「
旧
史

学
」
の
陣
営
に
は
司
馬
遷
を
は
じ
め
と
す
る
六
人
の
創
造
力
を
持
つ
歴
史
家
が
存
在
し
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、「
旧
史
学
」
の
提
出

す
る
も
の
が
、
①
朝
廷
の
存
在
を
知
っ
て
い
て
も
国
家
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
。
②
個
人
の
存
在
を
知
っ
て
い
て
も
〈
群
体
（
集
団
）〉

の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
。
③
過
去
の
遺
跡
の
存
在
を
知
っ
て
い
て
も
現
在
の
任
務
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
。
④
事
実
の
存
在
を
知
っ

て
い
て
も
理
想
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
四
つ
の
弊
害
と
、
こ
れ
ら
の
弊
害
が
も
た
ら
し
た
、
①
〈
鋪
叙
（
叙
述
）〉
は
で
き
て
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も
〈
別
裁
（
取
捨
判
断
）〉
が
で
き
な
か
っ
た
。
②
因
襲
に
し
た
が
っ
て
い
て
創
作
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
二
つ
の
欠
点
を
共
有
し
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

梁
啓
超
が
こ
こ
で
並
べ
て
い
る
対
立
は
、
言
語
表
現
と
し
て
い
ず
れ
も
後
者
を
プ
ラ
ス
に
、
前
者
を
マ
イ
ナ
ス
に
表
現
し
て
い
る
と
言

え
る
。
後
二
者
が
主
に
文
章
の
表
現
技
法
に
関
す
る
批
評
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
前
四
者
だ
け
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
。「
朝
廷
」

は
「
旧
」「
過
去
」
の
隠
喩
で
あ
り
、「
国
家
」
は
「
新
」「
近
代
」
の
隠
喩
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
ま
た
「
群
体
」
と
「
個
人
」
と
の
対
立

項
を
設
け
た
。「
群
体
」
に
対
す
る
肯
定
に
お
い
て
は
国
民
的
共
同
体
を
創
出
す
る
志
向
が
容
易
に
見
て
と
れ
る
。
そ
れ
と
表
裏
を
成
し

た
個
人
の
抑
制
に
つ
い
て
、
Ｅ
．
ル
ナ
ン
の
次
の
よ
う
な
指
摘
が
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
促
進
し
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
健
全
な
精
神

と
熱
心
を
も
っ
た
人
々
か
ら
な
る
大
き
な
集
合
が
、
国
民
と
呼
ば
れ
る
道
徳
意
識
を
創
造
し
ま
す
。
こ
の
道
徳
意
識
が
、
共
同
体
の
利
益

の
た
め
の
個
の
放
棄
が
要
求
す
る
犠
牲
に
よ
っ
て
そ
の
力
を
証
明
す
る
限
り
、
国
民
は
正
統
で
あ
り
、
存
在
す
る
権
利
を
も
つ
の
で
す（

27
）」。

「
現
在
の
任
務
」
と
は
、
歴
史
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
使
命
と
機
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
理
想
」
と
は
、
歴
史
に
お
け
る
進
歩
や
目
的

論
の
表
出
で
あ
る
。

　

上
述
し
た
「
新
史
学
」
の
尺
度
基
準
に
よ
っ
て
秤
量
す
れ
ば
、
梁
啓
超
は
「
旧
史
学
」
の
厖
大
な
歴
史
書
の
す
べ
て
を
、
歴
史
で
は
な

く
、
個
々
の
事
実
の
寄
せ
集
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
し
て
斥
け
た
。
こ
う
し
た
捉
え
方
は
、
新
史
学
の
も
つ
価
値
を
も
っ
と
際
立

た
せ
る
た
め
に
、
旧
史
学
と
対
照
さ
せ
、
そ
の
輪
郭
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
新
史
学
の
自
己

確
認
を
獲
得
す
る
仕
事
に
利
用
さ
れ
た
後
で
は
、
旧
史
学
は
そ
の
役
割
が
終
わ
り
、「
史
」
の
外
に
追
い
や
ら
れ
た
。

　

だ
が
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
中
国
に
は
歴
史
が
な
い
と
明
確
に
示
し
て
い
た
の
は
、
梁
啓
超
が
最
初
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
西
洋
の
中
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国
認
識
に
お
い
て
長
ら
く
存
在
し
続
け
て
き
た
論
調
で
あ
る（

28
）。

ヘ
ー
ゲ
ル
も
そ
の
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
人
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
歴
史
は
梁
啓
超
た
ち
の
「
史
」（
ま
た
は
「
歴
史
」）
と
は
相
違
が
あ
る（

29
）。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ド
イ
ツ
語
のG

e-

schichte
と
い
う
言
葉
は
、
客
観
的
な
面
と
主
観
的
な
面
を
統
一
し
て
い
て
、
出
来
事
、
事
件
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
出
来
事
ま
た
は

事
件
の
記
録
を
も
意
味
す
る
、
と
強
調
す
る（

30
）。

し
か
る
に
「
史
」
と
い
う
語
は
漢
語
に
お
い
て
三
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
以
上
の
二
重

の
語
義
を
含
む
ば
か
り
か
、
歴
史
記
述
者
を
も
指
す
。
中
国
の
従
来
の
「
史
」
の
価
値
を
否
定
す
る
に
せ
よ
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
梁
啓
超

た
ち
が
あ
く
ま
で
歴
史
記
述
と
し
て
の
中
国
歴
史
を
批
判
し
た
の
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
出
来
事
と
し
て
の
中
国
歴
史
で
さ
え
否
定
し

て
し
ま
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
幼
年
期
で
あ
る
東
洋
に
お
い
て
、
各
国
が
対
立
し
て
、
互
い
に
そ
の
位
置
を
取
り
替
え
る

と
い
う
抗
争
が
繰
り
返
さ
れ
る
が
、「
国
家
の
根
本
が
変
化
す
る
の
で
な
く
て
」、
言
い
換
え
る
と
、「
遑
な
き
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
こ
に
は
如
何
な
る
進
歩
も
作
り
出
さ
れ
な
い
」
か
ら
、「
こ
の
歴
史
も
そ
れ
自
身
は
ま
だ
何
と
い
っ
て
も
没
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る（

31
）」。

中
国
に
即
し
て
言
う
と
、「
シ
ナ
は
古
代
に
お
い
て
す
で
に
、
今
日
の
よ
う
な
状
態
に
達
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
客
観
的
な
存
在
と
、

そ
れ
に
対
す
る
主
観
的
な
運
動
と
の
間
の
対
立
が
ま
だ
な
い
た
め
に
、
変
化
と
い
う
も
の
は
一
切
な
く
、
い
つ
ま
で
も
同
一
の
も
の
が
繰

り
返
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
停
滞
性
が
、
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
的
な
も
の
と
呼
ぶ
も
の
に
取
っ
て
代
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
シ

ナ
と
イ
ン
ド
と
は
本
当
の
意
味
で
は
ま
だ
世
界
史
の
圏
外
に
あ
る（

32
）」。

　

こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
枠
組
み
が
植
民
主
義
の
正
当
化
に
有
効
な
理
論
を
提
供
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
著
述
に
明

確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
意
味
深
長
な
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
類
似
し
た
観
点
が
、
被
植
民
側
に
立
つ
梁
啓
超
の
著
作
に
も
見
い
だ
せ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
中
国
に
は
出
来
事
と
し
て
の
歴
史
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
当
然
認
め
な
い
。
黄
種
が
白
種
と
同
じ
く
、「
歴

史
的
人
種
」
と
い
う
呼
称
に
値
す
る
と
し
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
梁
啓
超
は
「
歴
史
的
人
種
」
を
さ
ら
に
「
世
界
史
的
人
種
」
と
「
非
世
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界
史
的
人
種
」
に
二
分
し
て
い
る（

33
）。

白
種
だ
け
は
「
そ
の
文
化
と
武
力
が
及
ぼ
し
た
と
こ
ろ
は
、
単
に
自
国
の
境
域
に
あ
る
ば
か
り
で
は

な
く
、
ま
た
単
に
自
国
の
子
孫
に
伝
え
る
ば
か
り
で
も
な
く
、
こ
れ
を
拡
充
し
、
も
っ
て
外
に
及
ぼ
し
、
全
世
界
の
人
類
に
そ
の
影
響
を

受
け
さ
せ
、
そ
の
発
達
進
歩
を
助
け
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
「
世
界
史
的
」
だ
、
と
い
う（

34
）。

さ
ら
に
、
民
族
帝
国
主
義
を
批
判

し
、
中
国
は
す
み
や
か
に
固
有
の
民
族
主
義
を
養
成
し
て
帝
国
主
義
の
侵
略
に
抵
抗
し
よ
う
と
呼
び
か
け
た
梁
啓
超
は（

35
）、

驚
く
こ
と
に
、

「
文
明
国
が
野
蛮
国
の
土
地
を
統
治
す
る
は
、
こ
れ
天
演
上
当
然
の
権
利
な
り
。
文
明
国
が
野
蛮
国
の
人
民
を
開
化
せ
し
む
る
も
ま
た
倫

理
上
は
す
べ
き
責
任
な
り（

36
）」

と
唱
え
た
。

　

か
く
し
て
、
梁
啓
超
は
「
世
界
史
的
人
種
」
が
「
非
世
界
史
的
人
種
」
お
よ
び
「
非
歴
史
的
人
種
」
を
滅
ぼ
す
と
い
う
か
た
ち
で
、
後

者
に
啓
蒙
の
曙
光
を
送
り
込
む
権
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
の
必
然
性
あ
る
い
は
「
倫
理
的
責
任
」
を
容
認

し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
と
す
る
な
ら
、
梁
啓
超
の
言
う
世
界
史
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
は
必
ず
し
も
完
全
に
一
致
し
な
い―

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
世
界
史
は
精
神
の
領
域
で
展
開
す
る
。
世
界
史
は
自
由
の
意
識
を
内
実
と
す
る
原
理
の
発
展
段
階
を
提
示
す
る
も

の
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
形
象
化
さ
れ
た
世
界
シ
ス
テ
ム
の
力
関
係
か
ら
「
世
界
史
」
を
定
義
し
、
つ
ま
り
、
世
界
を
左
右
し
う
る
者
の
歴

史
だ
け
が
、
世
界
史
で
あ
る―

が
、
そ
の
遺
産
は
梁
啓
超
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る（

37
）。

　

梁
啓
超
が
「
停
滞
」
を
今
ま
で
の
中
国
の
特
徴
と
し
て
絞
り
込
む
こ
と
が
、
十
分
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
引
用
か
ら
窺
え

よ
う
。中

国
は
世
界
の
中
で
ぐ
ず
ぐ
ず
滞
っ
て
先
へ
進
ま
な
い
国
で
あ
る
。
今
日
の
思
想
は
な
お
数
千
年
前
の
思
想
で
あ
り
、
今
日
の
風
俗

は
な
お
数
千
年
前
の
風
俗
で
あ
り
、
今
日
の
文
字
は
な
お
数
千
年
前
の
文
字
で
あ
り
、
今
日
の
器
物
は
な
お
数
千
年
前
の
器
物
で

あ
る（

38
）。
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つ
ま
り
、
梁
啓
超
の
見
る
と
こ
ろ
、
中
国
に
は
時
間
的
継
起
は
あ
っ
て
も
、
時
間
性
（
歴
史
）
そ
の
も
の
は
欠
如
し
て
い
た
。
む
ろ
ん

複
雑
な
変
化
を
遂
げ
た
中
国
の
思
想
で
あ
れ
風
俗
で
あ
れ
、
文
字
で
あ
れ
器
物
で
あ
れ
、
必
ず
し
も
梁
啓
超
の
こ
う
し
た
考
察
を
裏
付
け

る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
梁
啓
超
は
上
の
よ
う
に
書
い
た
と
き
、
こ
う
し
た
考
え
方
か
ら
生
じ
て
く
る
あ
る
難
点
に
気
づ
い
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
し
「
進
化
」
に
準
拠
す
る
彼
の
「
新
史
学
」
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
実
は
中
国
の
歴
史
は
書
け
な
い
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
、
と
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
の
進
歩
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
永
遠
の
停
滞
の
ア
ジ
ア
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
由
の
意
識
の
進
歩
を
完

成
し
た
ゲ
ル
マ
ン
の
世
界
を
描
き
出
し
て
い
た
。
近
代
に
し
っ
か
り
根
ざ
し
て
い
る
梁
啓
超
の
「
新
史
学
」
は
ま
さ
に
同
様
に
、
そ
れ
が

想
定
し
た
他
者
の
「
旧
史
学
」
を
用
意
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
確
認
を
な
し
と
げ
た
の
で
あ
る
。

第
四
節　

梁
啓
超
の
「
新
史
学
」
と
「
国
家
」

　

梁
啓
超
の
進
歩
史
観
の
擁
護
は
ま
さ
に
中
国
を
「
進
歩
」
の
プ
ロ
セ
ス
と
見
な
す
世
界
史
に
入
る
企
て
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
梁
啓
超
は
中
国
史
を
、
い
ま
ま
で
何
も
「
進
化
」
し
な
か
っ
た
と
い
う
過
去
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
現
実
の
世
界
に
い
か
な
る
位

置
を
占
め
て
い
る
か
と
い
う
結
果
に
よ
っ
て
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

中
国
の
文
明
力
は
必
ず
し
も
世
界
を
左
右
し
得
な
い
の
で
は
な
い
の
で
、
中
国
史
は
世
界
史
の
な
か
で
有
力
な
位
置
を
占
め
る
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
将
来
必
ず
至
る
こ
と
で
あ
る
が
、
過
去
に
す
で
に
達
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
今
日
の
中
国
史
の

範
囲
は
、
世
界
史
の
外
に
置
く
と
せ
ざ
る
を
え
な
い（

39
）。
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注
意
す
べ
き
は
、
梁
啓
超
が
「
今
日
」
と
い
う
限
定
を
つ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
し
中
国
が
「
歴
史
の
進
化
」
に
参
入
し
、
生

存
競
争
に
う
ま
く
適
応
で
き
る
と
し
た
ら
、
世
界
史
に
登
録
さ
れ
る
と
い
う
未
来
と
関
連
す
る
期
待
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
梁
啓

超
は
、
停
滞
と
進
歩
史
観
の
間
の
矛
盾
を
、
将
来
の
可
能
性
の
う
ち
に
止
揚
し
た
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
期
待
を
現
実
の
も
の
に
す
る
た
め

に
、「
新
史
学
」
が
必
要
で
あ
る
と
力
説
す
る
。

　

梁
啓
超
に
お
い
て
、「
歴
史
」
に
究
極
の
目
的
は
国
家
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
と
似
た
観
点
を
取
っ
て
い
る
。
単
線
的
で
目

的
論
的
な
歴
史
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
』
は
現
在
も
代
表
的
な
文
献
と
し
て
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
に
は
、
世
界
史
は

世
界
精
神
の
理
性
的
で
、
必
然
的
な
行
程
で
あ
る
。
存
在
の
中
に
お
け
る
精
神
の
完
全
な
実
現
の
形
態
は
国
家
で
あ
る
。「
国
家
は
地
上

に
現
存
す
る
神
的
理
念
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
国
家
は
世
界
史
全
般
が
一
段
と
具
体
的
に
な
っ
た
対
象
な
の
で
あ
る（

40
）」。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
い
し
西
欧
で
は
こ
れ
が
す
で
に
実
現
さ
れ
た
た
め
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
は
終
わ
っ
た
と
い
っ
た
。
し
か
し
、
清
末
の
中

国
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
一
統
閉
関
の
世
」
が
現
在
は
「
列
国
並
争
の
世
」
に
変
化
し
た
と
い
う
康
有
為
の
指
摘
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

今
の
世
界
で
は
国
家
が
基
本
単
位
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
清
末
の
知
識
人
に
と
っ
て
衝
撃
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で

あ
る（

41
）。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
場
合
の
国
は
国
民
国
家
の
形
式
を
と
っ
た
近
代
的
な
政
治
共
同
体
を
指
し
て
い
る
。
梁
啓
超
の
見
る
と

こ
ろ
、「
国
家
は
最
上
の
団
体
」
で
あ
っ
て
、
国
家
が
な
く
な
っ
た
ら
文
明
は
絶
滅
し
て
い
く（

42
）。

中
国
の
後
進
性
を
改
革
し
、
中
国
を
西

洋
列
強
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
企
て
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
国
家
が
文
明
を
創
造
す
る
主
体
と
し
て
こ
そ
重
要
で
あ
る
、
と
も
言
え

る
。
国
家
は
倫
理
道
徳
の
淵
藪
と
な
っ
た
。

　

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
新
史
学
」
は
国
民
国
家
の
生
産
と
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
密
接
に
関
連
す
る
。

梁
啓
超
の
う
ち
に
は
、
す
で
に
こ
う
い
う
諸
動
機
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
「
歴
史
」
と
「
国
家
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
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る
。

そ
の
国
の
人
に
と
っ
て
の
そ
の
国
の
歴
史
と
は
、
国
民
精
神
を
養
い
そ
の
愛
国
心
を
発
揚
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る（

43
）。

史
学
は
学
問
の
中
で
最
も
博
大
に
し
て
最
も
切
要
な
も
の
で
あ
る
。国
民
の
明
鏡
で
あ
り
、愛
国
心
の
源
泉
で
あ
る
。今
日
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
民
族
主
義
が
発
達
し
た
理
由
、
列
国
が
日
々
文
明
に
進
ん
だ
理
由
に
お
い
て
、
史
学
の
功
績
は
そ
の
半
ば
を
占
め
る
。
と
す
れ

ば
、
問
題
な
の
は
そ
の
国
に
こ
の
学
問
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
存
在
す
れ
ば
、
国
民
は
ど
う
し
て
団
結
し
な
い
こ
と
が

あ
ろ
う
、
群
治
は
ど
う
し
て
進
化
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う（

44
）。

今
日
民
族
主
義
を
提
唱
し
て
、
強
い
て
わ
が
四
億
同
胞
を
こ
の
優
勝
劣
敗
の
世
界
に
立
た
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
自
国
史
学
と
い

う
一
科
は
、
万
人
す
べ
て
が
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
は
や
一
刻
の
猶
予
も
で
き
な
い（

45
）。

　

歴
史
は
実
現
さ
る
べ
き
「
国
家
」
の
た
め
の
手
段
と
し
て
し
か
見
な
さ
れ
な
い
。
梁
啓
超
は
辛
亥
革
命
後
で
も
な
お
、「
厳
密
に
国
家

学
的
に
言
え
ば
、
わ
が
国
は
国
家
の
形
態
を
な
し
て
い
な
い
」
と
言
っ
て
い
る（

46
）。

彼
は
そ
の
原
因
を
中
国
の
民
衆
に
国
家
意
識
が
欠
如
し

て
い
る
こ
と
に
帰
す
る
。
こ
れ
は
ま
た
旧
史
学
の
大
き
な
欠
陥
に
あ
た
り
、
旧
史
学
を
本
当
の
歴
史
か
ら
除
外
す
る
根
本
的
な
要
因
の
ひ

と
つ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
経
世
致
用
」
を
志
し
た
梁
啓
超
は
、
学
問
が
権
力
の
関
係
や
現
実
を
変
革
す
る
力
と
な
り
う
る
し
、
ま
た

な
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
機
軸
の
歴
史
記
述
と
し
て
の
「
新
史
学
」
が
果
た
す
べ
き
機
能
は
、
当
時
中
国
を
揺
る
が

せ
て
い
た
社
会
と
政
治
の
変
化
に
直
面
し
た
と
き
に
中
国
が
特
に
必
要
と
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
国
民
の
国
家
意
識
の
涵
養
に
答
え
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
が
優
勝
劣
敗
の
世
界
の
中
で
生
き
残
れ
る
条
件
で
あ
る
、
と
す
る
。

　

さ
ら
に
、
梁
啓
超
の
「
新
民
説
」
は
国
民
国
家
を
生
産
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
、
国
民
国
家
に
相
応
し
い
国
民
の
生
産
が
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必
要
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
旧
い
要
素
と
新
し
い
要
素
と
の
組
み
合
わ
せ
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

民
を
新
た
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
旧
き
も
の
一
切
を
棄
て
て
外
国
に
従
う
こ
と
を
望
む
こ
と
で
は
な
い
。
新
に
は
二
つ
の
意
味
が

あ
っ
て
、
一
つ
は
、
自
分
に
あ
る
も
の
を
高
め
て
新
た
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
は
、
自
分
に
な
い
も
の
を
補
っ
て
新
た
に
す
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
う
ち
一
つ
で
も
欠
け
る
と
、
効
果
が
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
先
哲
の
教
育
方
針
は
、「
材
に
因
り

て
篤
く
す
」
と
「
気
質
を
変
化
す
」
の
二
つ
の
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
自
分
に
あ
る
も
の
を
高
め
自
分
に
な
い
も
の
を
補

う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈
一
国
が
世
界
で
自
立
す
る
に
は
、
そ
の
国
民
の
独
自
の
特
質
が
必
要
で
あ
る
。
上
は
道
徳
、

法
律
か
ら
、
下
は
風
俗
、
習
慣
、
文
学
、
芸
術
に
至
る
ま
で
、
一
種
の
独
自
の
精
神
が
あ
る
。
そ
れ
を
父
祖
が
伝
え
て
、
子
孫
が
継

ぎ
、
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
群
が
結
び
国
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
じ
つ
に
民
族
主
義
の
源
泉
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈
私
の

言
う
新
民
と
は
、
決
し
て
、
西
風
に
心
酔
す
る
輩
の
よ
う
に
、
わ
が
数
千
年
の
道
徳
学
術
風
俗
を
軽
蔑
し
棄
て
去
っ
て
外
国
に
伍
す

る
こ
と
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
故
紙
を
墨
守
す
る
輩
の
よ
う
に
、
こ
の
数
千
年
の
道
徳
学
術
風
俗
を
後
生
大
事
に
抱
え
込
ん
で
い

れ
ば
、
十
分
に
国
を
保
っ
て
行
け
る
と
考
え
る
の
で
も
な
い（

47
）。

　

こ
こ
で
梁
啓
超
は
先
哲
の
教
育
方
針
を
論
拠
と
し
て
、
過
去
と
の
あ
る
種
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
繋
が
り
に
注
目
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
。
つ

ま
り
、
中
国
本
来
の
も
の
を
基
礎
と
し
た
中
国
を
一
体
化
し
う
る
精
神
文
化
を
再
構
築
し
よ
う
と
力
説
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
過
去
を
尊
重

し
な
が
ら
他
の
地
域
の
思
想
や
文
化
を
積
極
的
に
摂
取
し
よ
う
と
す
る
提
案
は
当
然
立
派
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
こ
の
提
案
の

前
提
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
梁
啓
超
は
「
新
史
学
」
の
目
的
を
国
民
国
家
の
実
現
に
見
た
。
国
民
国

家
の
実
現
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
民
族
主
体
を
構
成
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
す
る
た
め
、
過
去
と
現
在
を
結
び
つ
け
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
自
民
族
の
不
滅
の
特
質
は
、
そ
の
永
続
性
に
よ
っ
て
、
過
去
と
未
来
と
の
あ
い
だ
の
連
続
性
の
兆
候
で
あ
る
と
同
時
に
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保
証
と
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
、
そ
の
一
国
が
完
全
な
自
立
性
を
維
持
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
「
民
族
主
義
」
を
与
え
て
く
れ
る
源
泉

で
あ
る
。
梁
啓
超
の
見
解
で
は
、
民
族
主
義
は
世
界
で
も
っ
と
も
光
明
正
大
、
公
平
な
る
主
義
で
、
他
の
民
族
に
自
分
の
自
由
を
侵
さ
せ

ず
、
自
分
も
他
の
民
族
の
自
由
を
侵
さ
ぬ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る（

48
）。

し
か
も
、
中
国
太
古
か
ら
国
を
一
つ
に
ま
と
め
て
き
た
精
神
的
な
主

軸
が
存
在
す
る（

49
）。

民
族
主
義
の
養
成
は
こ
の
独
自
の
精
神
的
な
主
軸
を
見
出
し
、
蘇
ら
せ
る
こ
と
以
外
に
頼
る
べ
き
も
の
が
な
い
。「
新

史
学
」
が
そ
の
任
務
と
し
て
み
ず
か
ら
に
課
し
た
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
こ
の
精
神
的
な
主
軸
の
想
像
は
前
近
代
社
会
に
も
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
近
代
社
会
に
な
っ
て
、
歴
史
的
な
も
の

で
あ
る
だ
け
で
一
定
の
価
値
を
備
え
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
精
神
的
な
主
軸
の
正
当
性
は
も
は
や
過
去
で
は
な

く
、
未
来
に
由
来
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
の
政
治
的
統
合
機
能
と
し
て
過
去
（
伝
統
）
を
生
き
た
も
の
に
す
る
努
力
は
、
過
去
を
呼

び
戻
そ
う
と
す
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
過
去
を
彼
自
身
の
意
味
へ
の
期
待
に
同
化
し
て
し
ま
い
、
未
来
を
方
向
づ
け
る
た
め
に
そ
れ
を
体

系
的
に
充
当
利
用
し
て
い
く
も
の
と
し
て
の
「
歴
史
叙
述
」
で
あ
っ
て
、
過
去
か
ら
決
別
し
て
新
し
い
国
民
国
家
を
創
り
出
す
手
段
に
す

ぎ
な
い
。

第
二
章　

胡
適
の
「
新
史
学
」

　
「
新
史
学
」
に
関
す
る
論
述
で
は
、
多
く
の
場
合
、
五
四
新
文
化
運
動
で
主
役
を
演
じ
た
胡
適
（
一
八
九
一―

一
九
六
二
）
が
梁
啓
超

以
後
の
重
要
な
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
周
予
同
は
、「
新
史
学
」
の
展
開
に
対
す
る
胡
適
の
役
割
に
つ
い
て
、「
中
国
史
学
を

経
学
の
束
縛
か
ら
完
全
に
離
れ
て
独
立
さ
せ
た
の
は
胡
適
で
あ
っ
た
」、
と
高
く
評
価
し
て
い
る（

50
）。

自
立
的
学
科
と
し
て
の
史
学
が
成
立
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す
る
に
は
胡
適
の
到
来
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
余
英
時
は
さ
ら
に
そ
う
し
た
認
識
を
深
め
て
、
胡
適
を
近
代
の
「
史
学
革

命
」
を
達
成
し
た
決
定
的
な
人
物
と
見
な
し
、
胡
適
こ
そ
が
、
歴
史
学
に
「
ま
っ
た
く
新
し
い
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」」
を
提
供
し
た
の
だ
と

主
張
す
る（

51
）。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
胡
適
が
「
新
史
学
」
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
と
に
重
要
な
問
題
は
、
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
前
提
に
立
脚
し
、
そ
し
て
如
何
な
る
歴
史
的
考
察
を
通
じ
て
、
遂
げ
ら
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
節　

胡
適
に
お
け
る
「
伝
統
」
と
「
近
代
」
と
の
関
係

　
「
近
代
」
と
い
う
未
来
志
向
は
五
四
期
に
お
い
て
「
反
伝
統
」
と
い
う
か
た
ち
で
表
出
さ
れ
て
い
た
。「
反
伝
統
」
を
遂
行
し
よ
う
と
す

る
か
ら
に
は
、
ま
ず
「
伝
統
」
と
は
何
か
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
伝
統
」
を
語
る
こ
と
は
、
歴
史
の
説
明
に
依
存
す
る
。
よ
っ

て
「
伝
統
」
を
語
る
こ
と
と
は
、
逆
に
、
歴
史
に
対
す
る
関
心
も
ま
た
新
た
な
地
平
に
お
い
て
活
性
化
さ
れ
、
そ
こ
で
「
伝
統
の
創
造
」

が
行
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
が
「「
伝
統
」
と
は
長
い
年
月
を
経
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
う
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
往
々
に
し
て

ご
く
最
近
成
立
し
た
り
、
ま
た
時
に
は
捏
造
さ
れ
た
り
し
た
も
の
も
あ
る
」
と
告
発
し
た
よ
う
に（

52
）、

わ
れ
わ
れ
が
「
伝
統
」
と
呼
ぶ
も
の

と
は
、
近
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
こ
し
ら
え
あ
げ
ら
れ
た
被
造
物
に
す
ぎ
な
い
。
漢
語
の
「
伝
統
」
と
い
う
語
の
意
味
の
変
化
も
、
そ
の

あ
た
り
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
一
例
で
あ
る
。
中
国
の
古
典
に
お
い
て
は
、「
伝
統
」
と
い
う
二
字
の
熟
語
の
う
ち
「
伝
」
は
、
伝
え

る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
統
」
は
全
体
に
つ
な
が
る
道
筋
の
意
味
で
あ
る（

53
）。

近
代
的
な
意
味
で
の
「
伝
統
」
と
い
う
概
念
は
、tradi-

tion

の
訳
語
と
し
て
採
用
さ
れ
、
十
九
世
紀
末
か
ら
使
わ
れ
は
じ
め
た
日
本
語
由
来
の
新
概
念
で
あ
る（

54
）。
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一
言
で
中
国
の
「
伝
統
」
に
絶
対
的
に
定
義
を
下
そ
う
と
す
る
や
り
方
は
、
五
四
新
文
化
運
動
期
の
中
国
の
学
問
の
世
界
で
、
有
力
な

潮
流
を
成
す
に
至
っ
た
。
非
常
に
雄
大
な
全
体
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
点
と
、
多
様
性
を
過
度
に
図
式
的
な
概
念
に
還
元
し
よ
う
と
す
る

点
で
、
彼
ら
の
考
え
方
は
共
通
し
て
い
た
が（

55
）、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
伝
統
」
が
近
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
こ
し
ら
え
あ
げ
ら
れ
た
被
造
物
だ
と
言
っ
て
も
、
け
っ
し
て
五
四
新
文
化
知
識
人

に
「
伝
統
」
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
中
国
歴
史
上
の
出
来
事
が
み
な
捏
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
儒
学
、
諸

子
に
せ
よ
、「
三
綱
五
常
」、「
八
股
文
」
あ
る
い
は
「
纏
足
」
に
せ
よ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
自
体
は
は
る
か
に
古
い

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
近
代
」
の
自
己
確
認
の
た
め
歪
ん
だ
形
で
現
わ
れ
て
い
る
「
伝
統
」
は
言
う
に
及
ば
ず
、「
伝
統
」
の

な
か
に
眠
り
込
ん
で
い
る
可
能
性
を
積
極
的
に
発
掘
す
る
操
作
も
「
近
代
」
が
考
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
近
代
的
国
民
国
家
の
統

合
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
期
待
に
つ
な
が
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　

胡
適
の
歴
史
学
に
関
与
す
る
思
想
的
営
為
と
言
え
ば
、
す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
「
整
理
国
故
」
運
動
の
提
唱
と
実
践
で
あ
ろ
う
。「
事

象
が
ど
の
よ
う
に
発
生
し
た
か
、ど
の
よ
う
に
来
た
っ
た
か
、ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
今
の
状
態
に
な
っ
た
か
を
考
え
る
」「
歴
史
的
態
度
」

を
標
榜
し
た
胡
適
は（

56
）、

複
雑
な
文
化
的
現
象
を
具
体
的
な
歴
史
過
程
か
ら
切
り
離
し
て
抽
出
す
る
こ
と
が
い
か
に
誤
解
を
招
き
や
す
い
か

を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
、
そ
の
研
究
は
、
時
間
の
照
合
を
欠
い
た
平
板
な
も
の
に
終
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

余
英
時
の
見
解
で
は
、
胡
適
は
ま
さ
し
く
歴
史
的
な
態
度
を
用
い
て
「
伝
統
」
を
分
別
し
て
、「
い
ま
で
も
ま
だ
生
命
力
が
あ
る
成
分
」

を
保
存
し
て
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、「
す
で
に
死
ん
だ
成
分
」
だ
け
を
廃
棄
し
、
い
み
じ
く
も
「
伝
統
」
と
「
近
代
」
を
取
り
扱
っ
た

の
で
あ
る（

57
）。

　

か
り
に
そ
う
で
あ
っ
て
も
、「
伝
統
」
の
な
か
の
「
い
ま
で
も
ま
だ
生
命
力
が
あ
る
成
分
」
と
「
す
で
に
死
ん
だ
成
分
」
を
裁
断
す
る
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準
拠
は
な
に
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
こ
で
、
Ａ
．
ギ
デ
ン
ズ
の
次
の
よ
う
な
指
摘
が
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
役

立
つ
だ
ろ
う
。

「
以
前
な
さ
れ
た
」
こ
と
が
ら
が
、
新
た
に
手
に
し
た
知
識
に
て
ら
し
て
理
に
適
う
か
た
ち
で
擁
護
で
き
る
点
と
た
ま
た
ま
合
致
す

る
場
合
を
除
け
ば
、
過
去
と
は
本
来
的
に
何
の
結
び
つ
き
も
も
た
な
い
。
あ
る
し
き
た
り
を
、
そ
れ
を
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
理
由
だ
け
で
是
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
伝
統
は
、
伝
統
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
の
信
憑
性
が
検
認
で
き
な
い
、
そ
う
し

た
知
識
に
照
ら
し
て
の
み
正
当
化
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
習
慣
自
体
が
有
す
る
惰
性
と
あ
い
ま
っ
て
、
た
と

え
近
代
の
も
っ
と
も
近
代
化
が
進
ん
だ
社
会
に
お
い
て
さ
え
、
伝
統
が
何
ら
か
の
働
き
を
引
き
続
き
果
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
し
か
し
、
伝
統
の
果
た
す
役
割
は
、
現
代
の
世
界
で
の
伝
統
と
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
の
融
合
に
着
目
す
る
論
者
が
想
定
す
る
ほ
ど

に
は
、
概
し
て
大
き
く
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
正
当
と
認
め
ら
れ
て
い
る
伝
統
は
、
見
せ
か
け
の
衣
を
ま
と
っ
た
伝
統
で
あ
っ
て
、

そ
の
存ア
イ

在デ
ン

証テ
ィ

明テ
ィ

を
近
代
の
有
す
再
帰
性
か
ら
の
み
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

58
）。

　

こ
こ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
伝
統
」
の
正
当
性
は
「
近
代
」
に
依
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
を
す
べ
て
無
条
件
で
批
判
す
る
こ

と
に
は
、
当
然
問
題
が
多
い
。
五
四
新
文
化
運
動
の
「
反
伝
統
」
の
偏
頗
は
、
一
部
の
著
述
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る（

59
）。

し
か
し
、
過

去
を
二
分
し
て
、
そ
の
中
で
も
未
来
を
は
ら
む
積
極
的
な
部
分
と
見
な
さ
れ
た
事
件
や
経
験
に
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
伝
統
」

と
「
近
代
」
と
を
宥
和
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
は
、
じ
つ
は
や
は
り
「
近
代
」
に
立
っ
て
議
論
を
進
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
整
理
国
故
」
の
主
旨
を
宣
言
す
る
「
新
思
潮
的
意
義
」（
一
九
一
九
）
と
い
う
論
文
の
中
で
、
胡
適
は
「
国
故
」
を
「
国
渣
」
と
「
国

粋
」
を
分
け
て
、「
荒
唐
無
稽
な
説
」
や
「
独
断
的
な
迷
信
」（
す
な
わ
ち
、「
国
渣
」）
の
中
に
「
本
当
の
意
味
」
と
「
本
当
の
価
値
」（
す

な
わ
ち
、「
国
粋
」）
を
見
出
そ
う
と
唱
え
た（

60
）。

し
か
し
、「
国
渣
」
に
せ
よ
、「
国
粋
」
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
や
は
り
「
近
代
」
と
い
う
目
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的
に
応
じ
て
、
過
去
の
沈
黙
を
前
提
と
し
て
成
り
立
ち
え
た
、
よ
り
精
緻
な
「
伝
統
の
創
造
」
な
の
で
は
な
い
か
。

第
二
節　

胡
適
の
「
新
史
学
」
に
お
け
る
「
伝
統
」
の
「
創
造
」

　

胡
適
の
見
解
で
は
、「
整
理
国
故
」
は
「
史
学
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
胡
適
は
過
去
の
一
切
の
文
化
歴
史
を
「
国
故
」、
そ
れ
を
研
究
す

る
学
問
を
「
国
故
学
」
ま
た
は
「
国
学
」
と
名
づ
け
た
。
胡
適
の
見
解
で
は
、「
国
学
の
使
命
は
人
々
に
中
国
の
過
去
の
文
化
史
を
理
解

さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
国
学
の
方
法
は
歴
史
の
視
点
を
も
っ
て
一
切
の
過
去
の
文
化
の
歴
史
を
整
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
学
の
目
的
は

中
国
文
化
史
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る（

61
）」、

と
い
う
。
い
ず
れ
も
重
心
は
「
史
」
に
あ
る
。
つ
ま
り
、「
国
学
」
は
も
っ
と
も
広
い
意
味
で

の
「
史
学
」
で
あ
る
。

　
「
整
理
国
故
」
の
プ
ロ
セ
ス
自
体
は
、
中
国
近
代
史
の
文
献
で
ご
く
頻
繁
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
る
。

五
四
運
動
後
ま
も
な
い
、
一
九
一
九
年
十
一
月
、
胡
適
が
「
新
思
潮
的
意
義
」
と
い
う
論
文
の
中
で
「
整
理
国
故
」
を
鼓
吹
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、「
整
理
国
故
」
の
活
動
が
活
発
に
行
な
わ
れ
た
。
日
が
た
つ
に
つ
れ
て
、「
整
理
国
故
の
気
風
は
、
近
来
ほ
と
ん
ど
一
時
代
に
共

通
す
る
傾
向
に
な
っ
て
お
り（

62
）」、

国
立
大
学
の
入
学
試
験
の
問
題
に
ま
で
入
る
ほ
ど
ブ
ー
ム
に
な
っ
た（

63
）。

　
「
整
理
国
故
」
の
参
加
者
で
も
国
故
に
対
す
る
態
度
の
取
り
方
は
多
様
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
整
理
国
故
」
の
目
的
は
何
か
を
一
言
で

概
括
す
る
企
て
に
は
い
ず
れ
も
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
「
整
理
国
故
」
が
古
い
も
の
を
そ
の
ま
ま
温
存
す
る
保
守
主
義
に
つ
な
が

る
な
ら
ば
、
胡
適
に
言
わ
せ
る
と
大
い
な
る
読
み
違
い
で
あ
る
。「
整
理
国
故
」
は
胡
適
に
と
っ
て
、「
新
思
潮
」
と
し
て
提
出
さ
れ
、
つ

ま
り
、
五
四
新
文
化
運
動
の
一
環
で
あ
り
、「
近
代
」
に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
整
理
国
故
」
が
「
新
思
潮
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
以
上
、
ま
ず
胡
適
が
ど
の
よ
う
に
「
新
思
潮
」
と
い
う
概
念
を
解
釈
す
る
か
を
、

検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
胡
適
は
「
新
思
潮
」
の
根
本
的
な
意
味
を
「
批
判
的
態
度
」
と
捉
え
、「
整
理
国
故
」
が
こ
う
し
た
態
度

に
よ
る
中
国
の
従
来
の
学
術
思
想
へ
の
研
究
に
お
い
て
の
表
現
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。「
批
判
的
態
度
」
に
つ
い
て
胡
適
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

批
判
的
態
度
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
お
よ
そ
事
物
に
つ
い
て
よ
い
こ
と
と
よ
く
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
弁
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
言
え
ば
、批
判
的
態
度
に
は
い
く
つ
か
の
特
別
な
要
求
が
含
ま
れ
て
い
る
。一
、習
俗
に
従
い
代
々
相
伝
え
て
き
た
制
度
・

慣
習
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
制
度
は
、
現
在
な
お
存
在
す
る
価
値
が
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
、
古
代
か
ら
伝
え
ら

れ
て
い
た
聖
賢
の
教
訓
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
言
葉
は
、
今
日
で
も
な
お
間
違
っ
て
い
な
い
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
三
、
社
会

上
、
漠
然
と
公
認
さ
れ
て
い
る
行
為
や
信
仰
に
対
し
て
、
人
々
が
公
認
し
て
い
る
の
は
間
違
い
を
犯
し
て
い
な
い
か
、
他
人
が
こ
の

よ
う
に
す
る
な
ら
ば
、
私
も
こ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
こ
れ
と
比
べ
て
よ
り
良
い
、
よ
り
合
理
的
、
よ
り
有
益
な

他
の
や
り
方
は
果
た
し
て
な
い
の
か
、
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
今
の
時
代
が
「
す
べ
て
の
価
値
を
あ
ら
た
め
て
評

価
し
な
お
す
」（T

ransvaluation of all values
）
時
代
だ
と
説
い
た
。「
す
べ
て
の
価
値
を
あ
ら
た
め
て
評
価
し
な
お
す
」（
重
新

估
定
一
切
価
値
）
と
い
う
八
つ
の
文
字
こ
そ
、
批
判
的
態
度
に
対
す
る
最
良
の
解
釈
で
あ
る（

64
）。

　

一
見
す
る
と
、
胡
適
が
取
っ
た
態
度
は
、
過
去
の
テ
ク
ス
ト
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
あ
る
先
入
観
・
独
断
・
因

習
な
ど
を
暴
露
し
て
、
そ
の
よ
う
な
思
想
が
現
在
も
続
け
て
い
る
支
配
に
反
逆
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
胡
適

は
「
批
判
的
態
度
」
の
力
点
を
、
過
去
の
一
切
の
中
国
文
化
が
「
よ
い
こ
と
」
か
そ
れ
と
も
「
よ
く
な
い
こ
と
」
か
を
裁
く
こ
と
に
置
い

た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
判
断
を
す
る
た
め
の
基
準
が
「
近
代
」
で
あ
る
。
上
の
引
用
の
な
か
で
は
、「
過
去
」
に
対
す
る
「
現
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在
」（「
近
代
」）
の
支
配
の
立
場
が
容
易
に
確
認
し
う
る
。「
現
在
」
は
「
過
去
」
に
取
っ
て
か
わ
り
、
歴
史
の
法
廷
に
昇
格
し
て
い
る
。

「
過
去
」
の
価
値
の
い
っ
さ
い
が
宙
吊
り
に
さ
れ
、
も
し
「
現
在
」
に
何
ら
か
の
寄
与
す
る
と
こ
ろ
な
い
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
も
は
や

過
ぎ
去
り
ゆ
く
も
の
の
闇
の
中
に
投
げ
込
む
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
胡
適
は
過
去
を
近
代
的
な
姿
に
変
容
し
、
新
し
い
歴
史
を

構
築
し
よ
う
と
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
胡
適
の
本
来
の
関
心
は
、
過
去
の
テ
ク
ス
ト
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
出
来
事
と
状
況
の
理
解
よ
り
も
、
む
し
ろ
如
何
に
し
て
、

人
々
を
「
過
去
」
の
権
威
か
ら
解
放
し
て
、「
近
代
」
を
進
め
よ
う
と
す
る
か
の
ほ
う
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
胡
適
に
と
っ
て
、
真
の

問
題
と
は
、「
民
主
」
と
「
科
学
」
を
旗
印
に
掲
げ
た
「
新
文
化
」
を
い
か
に
中
国
の
思
想
世
界
に
確
立
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
も
し
従
来
の
中
国
文
化
に
お
い
て
す
で
に
「
民
主
」
と
「
科
学
」
が
十
分
備
わ
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
新
文
化
運
動
に
よ
る
革

命
的
な
転
変
は
必
要
が
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
胡
適
の
眼
に
映
っ
て
い
る
の
は
、「
二
千
年
来
の
人
食
い
の
礼
教
、
法
、
制
度（

65
）」、「

わ

れ
わ
れ
の
特
有
の
宝
物
、
そ
れ
は
、
駢
文
、
律
詩
、
八
股
、
纏
足
、
宦
官
、
妾
、
五
代
同
居
の
大
家
族
、
貞
節
牌
坊
、
地
獄
を
具
現
す
る

監
獄
、
延
杖
、
笞
・
夾
棍
と
い
う
刑
具
を
使
う
法
廷
、
…
…
﹇
中
略
﹈、
み
な
恥
ず
べ
き
文
物
制
度
だ（

66
）」、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
中
国
で

は
、
も
し
記
述
に
値
す
る
何
か
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
胡
適
に
よ
れ
ば
、
耐
え
が
た
い
ほ
ど
腐
敗
し
堕
落
し
た
状
況
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
残
虐
性
や
肉
欲
、
頽
廃
と
っ
た
も
の
が
わ
ざ
と
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
国
渣
」
と
し
て
の
中
国
の
「
伝
統
」

が
生
ま
れ
た
。

　

す
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
梁
啓
超
の
「
新
史
学
」
は
歴
史
を
「
国
家
」
の
た
め
の
手
段
と
す
る
。
胡
適
は
「
整
理
国
故
」
の
純
粋

学
問
的
な
性
格
を
強
調
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
梁
啓
超
の
「
新
史
学
」
の
前
提
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
胡
適
は
当
然
章
炳
麟
が
作
っ
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た
「
国
故
」
と
い
う
語
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
意
味
合
い
を
十
分
意
識
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
が
「
中
立
的
名
詞
」
だ

と
主
張
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
彼
の
構
想
し
た
超
政
治
的
な
新
文
化
運
動
に
対
す
る
「
政
治
的
な
妨
害
」
だ
と
し
て
、
五
四
運
動
を
批
判

し
た（

67
）。

こ
と
に
民
族
主
義
と
の
間
に
は
明
白
な
境
界
線
を
画
そ
う
と
絶
え
ず
努
力
し
て
い
る
。「
中
国
学
術
と
民
族
主
義
と
の
あ
い
だ
に

緊
密
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
い
。
も
し
民
族
主
義
あ
る
い
は
何
ら
か
の
主
義
を
も
っ
て
学
術
を
研
究
す
る
な
ら
ば
、
誇
張

あ
る
い
は
忌
み
避
け
る
弊
害
が
生
じ
て
く
る
。
わ
れ
わ
れ
の
国
故
整
理
は
も
っ
ぱ
ら
歴
史
研
究
で
あ
っ
て
、
学
術
の
た
め
に
探
究
す
る
の

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
実
事
求
是
は
そ
れ
で
あ
る
。
民
族
の
精
神
感
情
を
発
揚
す
る
作
用
な
ど
は
な
か
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る（

68
）。

　

は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
？
「
科
学
」
だ
け
で
な
く
、「
民
主
」
も
新
文
化
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
ひ
と
つ
で
あ
る
以
上
、
新
文
化
運

動
の
一
部
と
し
て
の
「
整
理
国
故
」
が
社
会
的
、
政
治
的
変
革
と
無
関
係
だ
と
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
一
九
一
七
年
、
留
学

先
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
胡
適
は
、
中
国
の
出
版
界
や
教
育
界
の
衰
微
を
目
に
し
て
、
そ
の
す
ぐ
前
に
起
こ
っ
た
張
勲
復

辟
と
の
因
果
関
係
を
意
識
し
て
、「
二
十
年
間
政
治
を
論
じ
な
い
と
決
意
し
、
思
想
と
文
芸
の
面
で
中
国
の
政
治
を
革
新
す
る
た
め
の
基

盤
を
築
こ
う
と
し
た（

69
）」。

彼
に
と
っ
て
、
知
的
活
動
は
政
治
改
革
の
場
を
準
備
す
る
た
め
の
整
地
作
業
と
な
る
。
し
か
し
、
二
年
後
、
彼

は
そ
の
決
意
に
反
し
て
政
治
評
論
を
行
な
い
、
友
人
た
ち
か
ら
批
判
を
受
け
た
。
そ
う
し
た
批
判
に
答
え
て
、「
政
治
史
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
文
化
な
ど
存
在
し
な
い
。
政
治
を
文
化
の
外
に
置
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
怠
惰
で
、
世
の
中
か
ら
遊
離
し
た
、
非
人
生
的
な
文
化
に

な
る
」
と
表
白
し
て
い
る（

70
）。

そ
う
な
る
と
、
胡
適
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

　

中
国
が
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
西
洋
に
及
ば
な
い
と
認
め
、
西
洋
近
代
的
文
明
の
全
面
導
入
に
熱
狂
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
胡
適

を
民
族
主
義
者
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
、
異
論
の
余
地
が
あ
る（

71
）。

だ
が
、
当
時
多
く
の
人
々
と
同
様
、
胡
適
に
と
っ
て
問
題
は
「
救
国
で
あ
り
、

こ
の
衰
弱
し
て
病
ん
で
い
る
民
族
を
、
こ
の
半
死
の
文
化
を
救
う
こ
と
」
だ
っ
た
の
で
あ
る（

72
）。

彼
が
切
望
し
て
い
た
の
は
、「
治
安
が
あ
り
、
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普
遍
的
で
繁
栄
し
た
、
文
明
的
か
つ
現
代
的
な
統
一
国
家
を
建
設
す
る
」
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る（

73
）。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
民
国
家
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
、「
近
代
」
は
自
ら
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
、
過
去
を
批
判
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
集
団
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
す
る
た
め
に
、
己
れ
の
集
団
に
と
っ
て
の
そ
れ
な
り
の
意
味
を
過
去

か
ら
読
み
取
ろ
う
と
す
る
要
求
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
に
、「
新
史
学
」
は
近
代
化
を
推
進
す
る
力
と
し
て
機
能
し
う
る
良
き
「
伝
統
」
と
、

そ
う
で
な
い
「
伝
統
」
を
二
分
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
胡
適
は
、
新
文
化
運
動
を
旧
文
化
の
打
倒
と
同
時
に
、「
中
国
の
文
芸
復
興
運
動
」

と
考
え
る
。
そ
の
趣
旨
は
一
九
二
六
年
か
ら
一
九
二
七
年
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
で
の
講
演
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
詳
細
に
論

じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
主
張
し
続
け
ら
れ
て
い
る（

74
）。

　

文
芸
復
興
と
い
う
言
葉
そ
れ
自
体
に
は
、
過
去
の
文
化
と
の
繋
が
り
が
あ
ま
り
に
も
自
明
で
あ
る
。
胡
適
は
さ
ら
に
こ
の
言
葉
を
こ
う

説
明
す
る
。

文
芸
復
興
と
は
、
わ
が
祖
先
の
持
っ
て
い
た
こ
の
資
本
が
、
こ
の
時
代
に
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
用
い
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
復
興
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

75
）。

　

胡
適
に
よ
れ
ば
、
文
芸
復
興
は
中
国
で
は
す
で
に
何
回
か
行
な
わ
れ
、
文
学
の
復
興
は
唐
代
に
、
哲
学
の
復
興
と
学
術
の
復
興
は
宋
代

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
者
た
ち
が
古
典
の
研
究
に
従
事
す
る
一
方
で
、
権
威
に
束
縛
さ
れ
ず
に
自
己
の
思
索
を
展
開
し
た
結
果
、

中
国
は
「
自
分
の
文
化
を
存
続
さ
せ
て
、
新
し
い
生
命
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う（

76
）。

何
回
か
復
興
の
お
蔭
で
、
中
国
文
化
の
連

続
性
と
新
し
さ
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
近
代
文
明
と
の
接
触
に
よ
る
新
文
化
運
動
は
、「
こ
の
一
千
年
の
中
に
、
中
国
文
芸
復
興
の

歴
史
の
中
の
、
一
つ
の
潮
流
、
一
部
分
、
一
つ
の
時
代
、
一
つ
の
大
時
代
に
お
け
る
一
つ
の
小
時
代
に
す
ぎ
な
い（

77
）」。
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胡
適
の
考
え
で
は
、
い
か
な
る
民
族
で
あ
っ
て
も
単
一
の
運
命
に
統
一
さ
れ
、
歩
み
続
け
れ
ば
必
ず
そ
の
共
通
の
目
的
地
に
到
達
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
中
国
に
対
す
る
西
洋
の
先
行
・
優
位
を
認
め
た
が
、
そ
れ
は
程
度
の
差
に
す
ぎ
な
い
と
明
言
す
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
歴
史
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。「
現
在
で
は
科
学
化
し
て
い
る
（
実
は
ま
だ
か
な
り
浅
薄
な
科
学
化
だ
が
）
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
民
族
も
千
年
に
わ
た
る
暗
黒
時
代
を
経
験
し
た
」。
そ
し
て
中
華
民
族
の
希
望
も
ま
た
歴
史
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
。「
従
来
偉
大
な
歴

史
を
も
つ
民
族
は
、
も
し
発
奮
興
起
の
決
心
さ
え
あ
れ
ば
、
必
ず
生
存
自
立
の
機
会
が
あ
る（

78
）」。

　

胡
適
は
「
中
国
歴
史
的
一
個
看
法
」
と
い
う
文
章
で
彼
な
り
の
中
国
通
史
を
作
り
出
し
て
い
る
。
彼
は
中
国
の
歴
史
を
「
五
千
年
に
わ

た
る
一
つ
の
英
雄
悲
劇
」
に
比
喩
し
て
い
る
。
こ
の
劇
を
五
幕
に
分
け
て
、
す
な
わ
ち
、

　

一
、
老
英
雄
が
大
帝
国
を
建
設
す
る
。

　

二
、
老
英
雄
が
両
魔
王
に
苦
し
め
ら
れ
る
。

　

三
、
老
英
雄
が
死
中
に
生
を
得
る
。

　

四
、
老
英
雄
が
傷
に
負
け
ず
に
奮
闘
す
る
。

　

五
、
老
英
雄
が
病
に
抗
し
て
戦
う
。

　

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
人
公
の
「
老
英
雄
」
は
す
な
わ
ち
「
中
華
」
で
あ
る
。
中
国
の
有
史
時
代
が
殷
、
周
か
ら
始
ま
り
、
秦
王
朝

に
な
っ
て
、
初
め
て
の
大
帝
国
が
成
立
し
た
。
文
化
の
面
で
は
文
字
が
発
明
さ
れ
、
儒
家
が
登
場
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
孔
子
に
よ
っ
て

中
国
文
化
の
根
幹
で
あ
る
「
人
間
的
な
文
化
」
が
作
り
出
さ
れ
て
い
た
。

　
「
両
魔
王
」
と
は
漢
王
朝
が
終
幕
を
迎
え
る
際
に
、
中
国
に
入
っ
た
北
方
の
少
数
民
族
と
イ
ン
ド
文
化
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
「
両
魔
王
」

の
せ
い
で
、
中
国
の
文
化
が
野
蛮
化
さ
れ
、
非
人
間
的
に
さ
れ
た
。
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「
老
英
雄
が
死
中
に
生
を
得
る
」
と
い
う
こ
と
は
主
に
次
の
よ
う
な
三
つ
の
事
実
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
隋
、
唐
王
朝
と
い
う
第

二
の
大
帝
国
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
、
北
方
の
少
数
民
族
を
同
化
し
て
「
人
間
的
な
文
化
」
が
再
建
築
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
禅
の
創
造
に

よ
る
宗
教
革
命
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
北
方
に
新
た
に
興
っ
た
少
数
民
族
は
再
び
侵
略
の
魔
の
手
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
そ
し
て
「
老
英
雄
」
は
負
傷
し
た
が
、
や
は

り
宋
王
朝
と
い
う
第
三
の
大
帝
国
を
打
ち
立
て
、
引
き
続
き
「
人
間
的
な
文
化
」
の
建
設
に
力
を
尽
く
し
た
。
な
か
ん
ず
く
宋
学
に
代
表

さ
れ
る
新
し
い
哲
学
と
新
し
い
人
生
観
の
確
立
は
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
壮
挙
で
あ
る
。

　

明
代
に
至
っ
て
、「
老
英
雄
」
は
病
に
倒
れ
た
が
、
な
お
持
ち
こ
た
え
て
い
た
。
清
代
二
百
年
余
り
の
間
に
、「
老
英
雄
」
は
東
北
と
南

西
に
そ
の
古
い
文
化
を
押
し
広
げ
、
そ
し
て
学
術
に
お
い
て
は
科
学
的
精
神
を
打
ち
立
て
る
と
い
う
業
績
を
挙
げ
た
。

　

い
ろ
い
ろ
な
失
敗
と
成
功
を
経
験
し
て
い
た
「
老
英
雄
」
は
、「
現
在
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
奮
闘
し
て
い
る
。
彼
は
奮
闘
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
立
ち
上
が
り
、
人
間
的
文
化
を
建
設
し
、
野
蛮
民
族
を
同
化
し
、
外
患
を
平
定
し
、
非
人
間
的
な
文
化
を
同
化
し
て
お
り
、

千
年
余
り
前
か
ら
現
在
ま
で
奮
闘
し
て
き
た
。
実
に
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
だ
」
と
い
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
過
去
の
栄
誉
を
、
中
国
は
み
な

兼
ね
備
え
て
い
る
。
中
国
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
た
だ
科
学
と
工
業
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
分
か
る
な
ら
ば
、
中
国
は
努
力
の
目
標
を
獲

得
す
る
。

わ
れ
わ
れ
の
老
英
雄
は
奮
闘
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
か
ら
彼
に
奮
闘
の
た
め
の
道
具
を
提
供
し
た
い
と
思
う
。
そ
う
す
れ
ば
、

こ
の
悲
壮
な
英
雄
悲
劇
は
、
純
粋
な
英
雄
劇
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う（

79
）。

　

危
機
を
見
事
に
乗
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
中
国
歴
史
の
連
続
性
は
、
以
上
の
胡
適
の
叙
述
か
ら
明
白
に
見
て
取
れ
る
。
か
く
し
て
個
々

の
王
朝
の
興
亡
を
超
え
て
生
き
残
り
、最
後
に
は
征
服
者
を
改
宗
さ
せ
る
こ
と
す
ら
で
き
る
と
い
う
中
国
文
化
の
本
質
、つ
ま
り
、「
国
粋
」
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と
し
て
の
「
伝
統
」
が
生
ま
れ
た
。

　

以
上
の
叙
述
か
ら
す
れ
ば
、
胡
適
に
お
い
て
、
西
洋
近
代
文
明
が
中
国
の
「
復
興
」
に
対
す
る
「
道
具
」
に
近
い
も
の
と
し
て
受
容
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
全
面
的
西
洋
化
を
唱
導
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
胡
適
が
じ
つ
は
中
国
の
「
伝
統
」
に
根
を
お

ろ
し
て
い
る
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
い
さ
さ
か
単
純
す
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

胡
適
は
西
洋
化
の
唱
導
が
中
国
に
「
伝
統
」
の
喪
失
や
生
活
世
界
の
植
民
地
化
を
も
た
ら
す
こ
と
を
ま
っ
た
く
心
配
し
な
か
っ
た
。
そ

の
理
由
は
、
胡
適
が
中
国
の
「
伝
統
」
に
「
近
代
」
的
な
意
味
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、「
近
代
」
の
も

と
に
「
伝
統
」
を
創
り
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
胡
適
は
西
洋
文
明
を
受
け
入
れ
て
復
興
を
成
し
遂
げ
た
中
国
文
化
を
次
の
よ
う
に
描
き
出

し
て
い
る
。

ゆ
っ
く
り
と
ひ
そ
か
に
、
と
は
い
え
、
非
常
に
は
っ
き
り
と
、
中
国
の
文
芸
復
興
は
し
だ
い
に
現
実
の
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ

の
再
生
し
た
結
晶
は
見
か
け
は
西
洋
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
皮
を
剥
ぐ
と
、
こ
の
結
晶
を
な
す
材
料
が
本

質
的
に
は
、
辛
酸
を
嘗
め
尽
く
し
て
か
え
っ
て
よ
り
明
白
で
透
徹
す
る
よ
う
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
中
国
の
基
盤―

あ
の
新
世

界
の
科
学
民
主
の
文
明
に
接
触
し
て
復
活
す
る
人
本
主
義
と
理
知
主
義
の
中
国―

で
あ
る
と
見
出
す
こ
と
が
で
き
る（

80
）。

　

こ
こ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
近
代
」
が
持
つ
「
民
主
」
と
「
科
学
」
の
精
神
が
中
国
の
「
伝
統
」
の
中
で
の
卓
越
し
た
特
徴
と
な
る
。

人
本
主
義
に
つ
い
て
言
え
ば
、
上
述
し
た
胡
適
の
通
史
で
は
、
中
国
文
化
が
「
人
間
的
な
文
化
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
理
知
主
義

と
言
え
ば
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
胡
適
は
晩
年
に
な
っ
て
も
な
お
、
中
国
古
代
の
考
証
学
の
も
つ
科
学
的
精
神
が
、
自
分
の
も
と
で

よ
み
が
え
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
誇
り
を
思
っ
て
い
る（

81
）。

西
洋
文
明
の
受
容
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
、
新
文
化
運
動
と
し
て
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現
れ
て
い
る
文
芸
復
興
は
、
中
国
の
「
伝
統
」
の
な
か
に
蓄
積
さ
れ
、
い
ま
や
そ
の
復
活
を
待
つ
ば
か
り
の
民
主
的
精
神
と
科
学
的
精
神

を
取
り
戻
す
に
す
ぎ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
伝
統
」
の
正
当
性
が
「
近
代
」
に
依
存
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
近
代
的
国
家
建
設
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
た
め
に
、
胡
適
は
中
国
の
「
伝
統
」
の
な
か
に
「
民
主
」
と
「
科
学
」
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
発
見
す
る
こ
と
に
情
熱
を
傾
け
た
。

　

だ
が
、「
整
理
国
故
」
は
胡
適
の
希
望
ど
お
り
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
古
書
を
ま
っ
た
く
読
め
な
い
人
で
も
堂
々
と
著

作
を
発
表
す
る
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
た
「
整
理
国
故
」
の
席
捲
に
、「
復
古
」
の
逆
流
に
拍
車
を
か
け
、「
近
代
」
を
妨
害
す
る
予
感
を
お
ぼ

え
た
胡
適
は
、
一
九
二
六
年
六
月
に
北
京
大
学
国
学
門
の
懇
親
会
で
は
「
国
故
研
究
に
つ
い
て
深
く
懺
悔
す
る
」
と
い
う
意
思
を
示
し
た
。

さ
ら
に
、
一
年
後
に
発
表
し
た
「
整
理
国
故
与
打
鬼
」
と
い
う
文
章
で
は
「
打
鬼
」
と
い
う
趣
旨
を
表
明
す
る
に
い
た
る
。
い
わ
ゆ
る
「
打

鬼
」と
は
、国
故
研
究
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、こ
れ
ら
の
国
故
が
所
詮
こ
ん
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
、人
々
が「
鬼
」

（
国
故
の
こ
と
）
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
だ
、
と
胡
適
は
い
う（

82
）。「

人
本
主
義
と
理
知
主
義
」
と
い
う
姿
を
と
っ
た
「
伝
統
」

は
、
ま
た
も
や
「
鬼
」
と
な
っ
た
。

第
三
章　

郭
沫
若
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
学

　

一
九
二
〇
年
代
に
始
ま
る
中
国
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
学
は
、
次
第
に
中
国
の
「
新
史
学
」
の
主
流
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
郭
沫

若
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
観
を
中
国
の
歴
史
学
領
域
に
初
め
て
導
入
し
た
人
物
と
し
て
、
そ
の
評
価
が
き
わ
め
て
高
い（

83
）。

そ
こ
で
、

本
章
で
は
中
国
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
学
の
在
り
よ
う
を
、
郭
沫
若
の
見
解
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
考
察
し
よ
う
と
思
う
。
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第
一
節　

郭
沫
若
の
歴
史
学
と
「
革
命
」

　

一
九
三
〇
年
前
後
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
学
は
唯
物
史
観
と
弁
証
法
を
も
っ
て
胡
適
の
主
導
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
歴
史
学
に

対
し
て
批
判
を
行
な
っ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
少
な
く
と
も
次
の
三
度
の
批
判
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
一
度
目
は
、
郭
沫
若
が
胡
適
の
「
国
故
の
整
理
」
を
批
判
の
俎
上
に
の
せ
た
こ
と
で
あ
る
（
詳
し
く
は
後
述
す
る
）。
二
度
目
は
、

李
季
、
葉
青
（
任
卓
宣
）
ら
が
胡
適
の
『
中
国
哲
学
史
大
綱
』
に
批
判
の
矢
を
放
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
焦
点
は
方
法
論
に
絞
ら
れ
て

お
り
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
方
法
は
弁
証
唯
物
論
に
は
る
か
に
及
ば
ず
、
歴
史
の
進
化
や
思
想
の
変
遷
の
真
の
原
因
を
永
遠
に
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
彼
ら
は
結
論
づ
け
て
い
る
。
三
度
目
は
、「
ま
ず
古
代
史
を
二
、
三
千
年
短
縮
す
る
」
と
言
っ
た
胡
適
を
は
じ
め
、

顧
頡
剛
、
銭
玄
同
ら
の
主
導
す
る
疑
古
活
動
に
批
判
を
突
き
つ
け
た
こ
と
で
あ
る（

84
）。

　

マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
学
が
第
一
義
的
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
書
く
行
為
の
政
治
的
次
元
で
あ
る
。
翦
伯
賛
は
東
周
以
前
の

中
国
史
を
承
認
し
な
い
胡
適
ら
「
歴
史
の
懐
疑
主
義
者
」
の
立
場
を
、
革
命
の
必
要
性
へ
の
否
定
と
し
て
批
判
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
た

だ
連
続
的
で
平
和
な
進
化
だ
け
を
認
め
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
歴
史
の
変
革
性
を
否
認
、
革
命
を
否
認
す
る
こ
と
に
等
し
い
」
か
ら
で
あ 

る（
85
）。

人
間
の
歴
史
が
あ
る
種
の
「
非
連
続
性
」
を
特
徴
的
に
示
す
見
解
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ほ
と
ん
ど
の
立
場
で
力
説
さ
れ
て
き
た
。
翦

伯
賛
の
み
る
と
こ
ろ
、
胡
適
ら
が
東
周
時
代
を
中
国
史
の
始
ま
り
と
し
た
こ
と
は
、
実
は
中
国
史
上
に
階
級
的
な
支
配
関
係
な
き
原
始
共

産
制
社
会
、
そ
し
て
奴
隷
社
会
と
い
う
段
階
の
存
在
を
否
認
し
て
封
建
社
会
だ
け
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
史
が
「
質
的
変
化
」

を
経
験
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
、
歴
史
の
飛
躍
的
発
展
な
い
し
革
命
を
攻
撃
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
立
場
に
立
つ
歴
史
家
が
歴
史
学
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の
自
律
性
を
強
調
す
る
こ
と
と
異
な
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
学
は
歴
史
が
革
命
と
い
う
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
な
の
だ
と
い
う

こ
と
を
、
公
然
と
認
め
て
い
る
。

　

郭
沫
若
の
『
中
国
古
代
社
会
研
究
』
の
中
に
は
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
革
命
問
題
に
精
力
的
に
立
ち
向
か
っ
た
姿
勢
が
は
っ
き
り
と
映
し

出
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
史
観
を
も
っ
て
中
国
史
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
最
初
の
試
み
で
あ
る
こ
の
著
作
は
、
一
九
二
七

年
か
ら
一
九
三
三
年
に
か
け
て
の
間
に
展
開
し
た
中
国
社
会
性
質
論
戦
と
中
国
社
会
史
論
戦
の
な
か
で（

86
）、

重
要
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
論
戦
の
背
後
に
は
、
中
国
の
政
治
的
激
動
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
九
二
七
年
中
国
大
革
命

の
失
敗
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
論
戦
は
、
失
敗
の
原
因
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
革
命
を
新
た
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
い
と
い
う
目
的

が
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
。
中
国
革
命
の
問
題
と
緊
密
に
つ
な
が
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
家
に
と
っ
て
は
、
こ
れ

ら
の
論
戦
は
学
問
的
な
論
議
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
も
っ
と
も
緊
急
の
政
治
任
務
」
で
あ
っ
た（

87
）。

な
ぜ
な
ら
、「
中
国
社
会
の
性
質

を
は
っ
き
り
理
解
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
中
国
の
国
情
を
は
っ
き
り
理
解
す
る
こ
と
が
、
革
命
の
す
べ
て
の
問
題
を
は
っ
き
り
理
解
す

る
基
本
的
な
拠
り
所
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る（

88
）。

つ
ま
り
、
中
国
社
会
が
現
在
い
か
な
る
段
階
に
到
達
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
解
決

す
る
こ
と
は
、
中
国
革
命
の
任
務
に
対
す
る
見
通
し
を
明
ら
か
に
す
る
前
提
で
あ
る
。
現
在
の
中
国
社
会
の
性
質
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る

た
め
に
、
過
去
の
中
国
社
会
の
性
質
、
つ
ま
り
中
国
社
会
の
歴
史
的
発
展
過
程
に
関
す
る
認
識
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
郭
沫
若
は
こ
う

述
べ
て
い
る
。

未
来
社
会
に
対
す
る
待
望
は
、わ
れ
わ
れ
に
過
去
の
社
会
を
清
算
し
よ
う
と
い
う
要
求
を
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
迫
っ
て
い
る
。

古
人
は
言
う
、「
前
の
経
験
を
忘
れ
な
い
で
、
後
の
教
訓
と
す
る
」。
過
去
の
プ
ロ
セ
ス
を
は
っ
き
り
理
解
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ

の
未
来
の
方
向
を
決
め
る
の
に
役
に
立
つ（

89
）。
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ま
さ
に
未
来
の
方
向
設
定
の
た
め
に
、
古
代
史
の
時
代
区
分
問
題
が
提
起
さ
れ
た（

90
）。

と
同
時
に
、
社
会
構
造
の
変
化
の
予
測
と
い
う
意

味
で
の
歴
史
的
発
展
の
法
則
が
探
究
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
問
題
提
起
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
学
の
目
か
ら
す
る
と
、
胡
適
ら
の
「
反

革
命
」
以
外
の
も
う
一
つ
の
欠
点
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
学
に
よ
れ
ば
、
胡
適
ら
の
研
究
活
動
は
、
過
去
を
取

り
扱
う
際
に
個
々
の
細
々
と
し
た
問
題
に
の
み
注
意
を
こ
ら
し
て
お
り
、
歴
史
文
献
の
記
述
を
「
弁
証
法
的
唯
物
論
の
方
法
」
と
い
う
真

の
「
近
代
的
な
科
学
方
法
」
に
よ
っ
て
精
査
し
、
社
会
発
展
の
法
則
を
樹
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
郭
沫
若
は
「
国
故
の
批
判
」

を
打
ち
立
て
て
、
胡
適
の
「
国
故
の
整
理
」
と
は
一
線
を
画
そ
う
と
努
力
を
払
う
。

わ
れ
わ
れ
の
「
批
判
」
は
彼
ら
の
「
整
理
」
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
整
理
」
の
究
極
の
目
標
は
「
実
事
求
是
」
に
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
の
「
批
判
」
精
神
は
「
実
事
の
中
に
そ
の
是
と
す
る
所
以
を
求
め
る
」
こ
と
に
あ
る
。「
整
理
」
の
方
法
に
で
き
る
こ
と

は
「
然
る
故
を
知
る
」
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
「
批
判
」
精
神
は
「
そ
の
然
る
所
以
を
知
る
」
こ
と
を
要
求
す
る
。「
整
理
」

は
も
ち
ろ
ん
「
批
判
」
の
過
程
に
お
い
て
必
ず
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
歩
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
を
制
限
す
る
一
歩
に
な
っ
て
は

な
ら
な
い（

91
）。

　

郭
沫
若
は
、
胡
適
ら
の
「
国
故
の
整
理
」
が
ば
ら
ば
ら
の
歴
史
事
実
を
知
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
木
を
見
て
森
を
見
な
い
も

の
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
批
判
」
と
い
う
方
法
は
そ
の
視
線
を
事
実
の
「
そ
の
然
る
所
以
」
の
探
究
に
向
け
る
が
ゆ

え
に
、
両
者
は
根
本
的
な
性
格
の
相
違
が
あ
る
、
と
郭
沫
若
は
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
胡
適
の
「
多
研
究
些
問
題
、
少
談
些
主
義
」
と
い
う
論
文
を
思
い
起
こ
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
論
文
は
彼
と
李
大

釗
と
の
間
の
有
名
な
「
問
題
と
主
義
」
論
争
の
発
端
と
な
っ
た（
＊
）。

論
争
の
焦
点
は
、「
問
題
」
解
決
の
立
場
か
ら
す
る
「
主
義
」―

す

な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
主
義―

の
高
唱
へ
の
批
判
に
あ
っ
た
。
胡
適
は
具
体
的
事
実
か
ら
出
発
す
る
「
一
点
一
滴
」
の
改
造
の
必
要
性
を
繰



中
国
に
お
け
る
「
新
史
学
」
の
形
成
と
近
代

― 209 ―

り
返
し
強
調
し
、「
根
本
的
解
決
」
を
呼
号
す
る
無
用
の
教
条
と
し
て
の
「
主
義
」
を
認
め
な
い
。「
世
界
は
一
点
一
滴
、
一
分
一
毫
と
い

う
形
を
と
っ
て
成
長
す
る
も
の
で
あ
る
」。社
会
に
は
一
挙
の
変
革
は
あ
り
え
な
い
し
、ま
た
た
と
え
そ
う
し
た
変
化
が
生
じ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
本
当
の
意
味
で
の
成
長
で
は
な
い
。
胡
適
は
自
分
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
実
験
主
義
を
、「
一
個
の
方
法
で
あ
り
、
一
個
の
問
題

を
研
究
す
る
方
法
で
あ
る
」
と
規
定
し
、
実
験
主
義
の
方
法
を
も
っ
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
問
題
を
個
別
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
に
努
力
を

傾
注
し
よ
う
と
呼
び
か
け
る（

92
）。

そ
の
弟
子
の
傅
斯
年
は
、
歴
史
哲
学
か
ら
で
き
る
だ
け
距
離
を
置
こ
う
と
し
、
史
料
の
発
見
、
収
集
を
歴

史
学
の
最
重
要
の
課
題
に
据
え
る
。「
史
学
は
す
な
わ
ち
史
料
学
だ
」
と
い
う
彼
の
発
言
の
中
に
、
事
実
に
の
み
依
拠
し
て
形
而
上
学
に

頼
る
こ
と
を
一
切
排
除
せ
ん
と
す
る
意
志
が
明
言
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
総
合
的
な
探
究
の
価
値
を
い
っ
そ
う
下
落
さ
せ
た
。

　

中
国
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
学
は
事
物
を
包
括
的
な
歴
史
観
へ
と
統
合
す
る
企
て
を
宣
言
す
る
。
中
国
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
学

に
と
っ
て
、
胡
適
ら
の
見
解
は
考
証
研
究
に
重
き
を
置
き
す
ぎ
て
お
り
、「
す
こ
し
科
学
的
概
念
が
あ
る
」
も
の
の（

93
）、

歴
史
の
全
体
を
把

握
し
て
未
来
社
会
へ
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
解
答
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、系
統
的
な
歴
史
と
は
な
り
が
た
い
。翦
伯
賛
が「
彼

ら
﹇
胡
適
ら
の
こ
と
﹈
は
歴
史
現
象
の
全
体
性
と
複
雑
性
を
理
解
し
え
ず
、
因
果
性
を
規
律
の
唯
一
の
形
式
と
す
る
。
彼
ら
は
こ
の
よ
う

な
方
法
を
も
っ
て
一
面
的
に
、
ば
ら
ば
ら
に
、
孤
立
的
に
歴
史
上
の
諸
現
象
を
解
釈
す
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
は
彼
ら
に
お
い
て
、
き
れ

ぎ
れ
に
や
ぶ
れ
た
記
述
と
な
っ
た
」
と
批
判
し
て
い
る
よ
う
に（

94
）、

諸
々
の
出
来
事
を
因
果
関
係
の
な
か
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
規
律

に
従
わ
せ
る
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
よ
り
豊
富
な
資
料
を
把
握
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
中
国
の
歴
史
は
資
料
の
総
和

の
中
に
そ
の
全
体
を
、
資
料
の
分
析
の
中
に
そ
の
細
部
を
、
資
料
の
昇
華
の
中
に
そ
の
発
展
法
則
を
現
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
す 

る（
95
）。

つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
学
が
も
く
ろ
む
の
は
、
中
国
の
歴
史
を
書
い
て
、
そ
こ
に
歴
史
発
展
の
普
遍
的
法
則
を
見
つ
け
出

す
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
学
す
べ
て
が
資
料
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
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け
で
は
な
い
。

第
二
節　

郭
沫
若
の
『
中
国
古
代
社
会
研
究
』

　

郭
沫
若
に
と
っ
て
、
歴
史
発
展
の
法
則
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
、
あ
ら
か
じ
め
特
定
の
答
え
が
決
ま
っ
て
い
る
。
郭
沫
若
は
彼
の
『
中

国
古
代
社
会
研
究
』
を
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
家
族
、
私
有
財
産
お
よ
び
国
家
の
起
源
』
の
続
編
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
研
究
方
法
も
ま
っ
た

く
そ
こ
に
拠
り
所
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
明
言
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
原
理
が
中
国
に
も
立
派
に
通
用
す
る
と
い
う

こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
普
遍
性
の
確
認
が
、
こ
の
著
作
の
眼
目
に
な
っ
て
い
る
。

　

郭
沫
若
は
マ
ル
ク
ス
『
政
治
経
済
学
批
判
』
序
言
に
お
け
る
「
極
く
大
づ
か
み
に
は
、
ア
ジ
ア
的
な
、
古
代
（
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
）

的
な
、
封
建
的
な
、
お
よ
び
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
生
産
様
式
が
、
経
済
的
社
会
構
成
の
進
歩
し
て
き
た
段
階
的
時
期
と
し
て
見
な
さ
れ

う
る
」
と
い
う
説
を
引
用
し
、
そ
れ
を
社
会
発
展
の
普
遍
的
モ
デ
ル
と
し
て
受
け
入
れ
た
。
そ
し
て
、
中
国
も
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
と

い
う
想
定
の
も
と
に
、
郭
沫
若
は
社
会
の
経
済
的
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
原
始
共
産
社
会
か
ら
奴
隷
社
会
、
封
建
社
会
、
資

本
主
義
社
会
と
推
移
す
る
中
国
社
会
の
変
遷
を
辿
っ
て
み
せ
る
。
郭
沫
若
の
見
解
で
は
、
西
周
以
前
は
原
始
共
産
社
会
、
つ
ま
り
、
マ
ル

ク
ス
の
い
う
「
ア
ジ
ア
的
」
で
あ
る
。
西
周
は
完
全
に
奴
隷
制
国
家
で
あ
る
。
周
室
の
東
遷
以
後
、
中
国
社
会
は
奴
隷
制
か
ら
真
の
封
建

制
に
転
化
し
は
じ
め
た
。
秦
の
統
一
は
名
目
的
に
は
封
建
制
を
廃
し
た
が
、
実
際
に
は
百
年
前
ま
で
封
建
制
は
厳
然
と
存
続
し
た
。
郭
沫

若
は
一
言
で
な
ぜ
中
国
の
封
建
社
会
が
資
本
主
義
社
会
に
発
展
で
き
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
片
付
け
た
。
そ
れ
は
、
蒸
気
機
関
が
発
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明
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
近
百
年
か
ら
資
本
主
義
社
会
に
な
っ
た
、
と（

96
）。

　

こ
こ
で
、
郭
沫
若
の
認
識
が
ど
の
程
度
の
緻
密
さ
と
正
確
さ
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。
中

国
の
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
家
を
含
む
数
多
く
の
論
者
は
、
郭
沫
若
の
見
解
を
図
示
的
だ
と
批
判
し
た
。
ま
た
郭
沫
若
自
身
も
、
数
十
年
に

お
よ
ぶ
著
述
活
動
の
行
程
に
お
い
て
自
分
の
見
解
を
何
度
か
変
更
し
た
と
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
郭
沫
若
の
所
説
の
う
ち
次
の
二

点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
、
中
国
の
社
会
が
千
年
に
わ
た
る
停
滞
の
中
に
取
り
残
さ
れ
た
と
い
う
、
植
民
地
を
建
設
し
よ
う
と
す

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
想
像
力
が
作
り
出
し
た
虚
構
に
反
撥
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
一
九
二
〇
年
代
に
な
っ
て
、
社
会
が
中

国
の
新
し
い
歴
史
学
の
基
本
的
な
対
象
と
な
っ
た
が（

97
）、

郭
沫
若
の
社
会
史
叙
述
は
こ
の
潮
流
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は

あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態
が
歴
史
を
も
っ
て
い
る
と
認
め
、
具
体
的
に
歴
史
的
な
行
程
を
見
て
諸
形
態
の
生
成
を
跡
づ
け
る
こ
と
を
そ
の
務
め

と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
郭
沫
若
の
社
会
史
叙
述
に
は
問
題
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
社
会
と
い
う
近
代
的
な
観
念
を
普
遍
的
に
妥
当
す
る
観
念
と
し
て

全
歴
史
に
使
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
近
代
に
存
在
し
た
人
々
の
生
活
様
式
が
ひ
と
つ
の
総
体
的
な
社
会
で
あ
っ
た
か
否
か
、

と
い
う
疑
問
に
つ
な
が
る
。『
世
説
新
語
補
』
徳
行
上
の
「
王
叔
治
七
歳
喪
母
、
母
以
社
日
亡
、
来
歳
隣
里
修
社
会
、
叔
治
感
念
亡
母
、

哀
甚
初
喪
、
隣
里
為
之
罷
社
」
が
中
国
に
お
け
る
「
社
会
」
と
い
う
語
の
初
出
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
土
地
神
の
祭
り
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
そ
の
後
民
間
の
結
社
と
い
う
派
生
義
が
生
じ
て
い
る
。
程
頤
『
近
思
録
』
治
法
の
「
郷
民
為
社
会
、
為
立
科
条
、
旌
別
善
悪
、
使
有

勧
有
恥
」
は
そ
の
例
で
あ
る
。society

の
翻
訳
概
念
と
し
て
の
「
社
会
」
と
い
う
語
は
、
十
九
世
紀
末
に
日
本
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
今
日
的
な
意
味
で
「
社
会
」
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
使
用
し
た
の
は
、
譚
嗣
同
『
仁
学
』
と
さ
れ
て
い
る
。
辞
書
の
説
明
に
よ

れ
ば
、
西
洋
に
お
い
て
で
さ
え
、society

と
い
う
概
念
は
、
国
と
時
代
に
よ
っ
て
別
の
内
容
を
も
っ
て
い
た
、
と
さ
れ
る（

98
）。

い
ず
れ
に
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せ
よ
、「
社
会
」
と
い
う
全
体
概
念
を
も
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
観
念
が
ま
だ
成
り
立
っ
て
い
な
か
っ
た
時
代
の
生
活
様
式
を
表
現
す
べ
き

か
否
か
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

い
ま
一
つ
は
、
郭
沫
若
が
「
唯
物
史
観
」
の
定
式
を
普
遍
的
で
超
越
的
な
観
念
の
定
式
と
理
解
し
て
、
人
類
史
全
般
に
当
て
は
め
た
こ

と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
解
釈
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
伝
統
が
ず
っ
と
存
在
し
て
き
た
が
、
異
議
を
唱
え
る
見
解
も
出
て
き
た
。

M
.Postone

は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
彼
﹇
マ
ル
ク
ス
﹈
の
歴
史
発
展
の
内
的
法ロ
ジ
ッ
ク則
に
関
す
る
観
念
は
、
彼
の
成
熟
し
た
著
作

に
お
い
て
も
超
歴
史
的
で
肯
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
そ
う
し
た
法
則
に
関
す
る
観
念
に
批
判
的
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な

法
則
は
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
の
み
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
彼
の
立
場
は
超
歴
史
的
な
歴
史
法
則
を
認
め
る
も
の
で
は

な
い
し
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
法
則
を
否
認
す
る
も
の
で
も
な
い
。
彼
は
こ
う
し
た
法
則
を
資
本
主
義
社
会
の
特
徴
と
し
て
捉
え
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
法
則
は
人
類
史
全
般
に
適
用
さ
れ
う
る
し
、
し
か
も
確
か
に
他
の
人
々
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
て
き
た（

99
）」。

　

M
.Postone

の
独
自
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
言
う
歴
史
発
展
の
内
的
法
則
を
階
級
闘
争
と
理
解
す
る
の
は
、
途
方
も
な
い
誤

解
で
あ
る
。
そ
れ
が
商
品
な
い
し
抽
象
的
な
労
働
の
法
則
を
指
す
こ
と
を
見
過
ご
せ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
意
図
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
く
な

る
。
商
品
は
一
般
的
な
意
味
で
古
く
か
ら
あ
る
。
し
か
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
な
ぜ
商
品
の
法
則
は
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
の
み
適
用

さ
れ
う
る
と
い
う
の
か
？
そ
れ
は
前
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
商
品
の
役
割
が
使
用
価
値
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い

て
の
み
商
品
が
交
換
価
値
の
形
態
を
と
り
、
抽
象
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
商
品
の
法
則
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
だ
け
で
は
な
く
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
を
も
支
配
し
て
い
る
。
確
か
に
マ
ル
ク
ス
は
前
資
本
主
義
社
会
を
も
取
り
扱
っ
て
い
た
が
、
あ
く
ま
で
資
本
主
義
社
会
の
対
照
と

し
て
説
明
し
て
お
り
、
資
本
主
義
社
会
に
内
在
す
る
法
則
を
そ
こ
へ
転
用
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
全
体
的
な
真
理
を
開
示
し

て
は
い
な
い
。マ
ル
ク
ス
の
関
心
は
近
代
性
や
資
本
主
義
の
批
判
に
あ
っ
た
、とM

.Postone

は
考
え
た
。し
か
し
、「
平
等
と
自
由
と
が
、
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交
換
価
値
に
立
脚
す
る
交
換
で
尊
重
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
交
換
価
値
の
交
換
が
、
あ
ら
ゆ
る
平
等
お
よ
び
自
由
の
生
産
的
・
実
質

的
基
礎
で
あ
る（

100
）」、

と
マ
ル
ク
ス
は
論
じ
る
。M

.Postone

の
説
明
に
従
え
ば
、
そ
れ
ゆ
え
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
自
由
、
平
等
、
独

立
的
な
主
体
と
い
う
概
念
は
近
代
社
会
の
抽
象
的
支
配
の
一
部
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
も
っ
て
近
代
性
や
資
本
主
義
の
批
判
を
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
と
っ
た
方
法
は
、
資
本
主
義
に
内
在
す
る
法
則
の
社
会
性
と
歴
史
性
を
明
確
に
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
自
分
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
可
能
性
と
限
界
を
自
己
反
省
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ

と
に
な
ろ
う
。

　

M
.Postone

は
、
マ
ル
ク
ス
の
示
し
た
よ
う
に
、
直
線
的
時
間
観
、
社
会
、
階
級
、
歴
史
的
主
体
な
ど
の
観
念
が
み
な
近
代
性
な
い
し

資
本
主
義
の
所
産
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
あ
る
歴
史
的
時
代
に
特
有
の
観
念
を
人
類
史
全
般
に
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
、
郭
沫
若
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
た
。
彼
は
歴
史
を
一
律
な
構
成
原
理
や
変
容
原
理
の
反
映
と
見
な
し
、
中
国
の
過
去
に
起
っ

た
こ
と
を
経
済
的
基
礎
が
社
会
的
、
政
治
的
な
上
部
構
造
を
規
定
す
る
と
い
う
歴
史
観
の
定
式
に
押
し
込
も
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
繰

り
返
し
言
う
が
、
中
国
古
代
社
会
の
性
質
分
析
と
い
う
問
題
は
、「
革
命
」
が
郭
沫
若
に
つ
き
つ
け
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
郭

沫
若
が
も
っ
と
も
興
味
を
寄
せ
て
い
る
の
は
、
中
国
古
代
史
に
対
す
る
歴
史
的
な
省
察
の
問
題
で
は
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
が
歴
史

的
必
然
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
た
め
に
、
中
国
史
の
道
程
を
み
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
比
擬
さ
れ
る
中
国
史
の
発
展
段
階
を
策
定
す
る

こ
と
で
あ
る
。
革
命
は
政
治
家
の
仕
事
だ
け
で
は
な
く
、
思
想
の
闘
争
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
る
。

　

郭
沫
若
の
「
歴
史
」
に
対
す
る
姿
勢
が
も
っ
と
も
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
と
呼
ぶ
も
の

に
つ
い
て
の
彼
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
に
立
つ
中
国
の
歴
史
家
に
と
っ
て
、「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
を
ど
う
解
釈
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す
る
か
は
、
マ
ル
ク
ス
の
示
す
社
会
発
展
の
普
遍
的
モ
デ
ル
が
中
国
に
も
同
様
に
妥
当
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
中
国

の
歴
史
に
は
本
質
的
な
変
化
が
あ
る
か
否
か
、よ
り
正
確
に
言
え
ば
、中
国
は
歴
史
を
持
つ
か
否
か
、と
い
う
問
題
と
も
深
く
か
ら
み
あ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
社
会
史
論
戦
が
終
わ
っ
て
も
な
お
、
こ
の
問
題
は
論
議
し
続
け
ら
れ
て
お
り
、
意
見
が
対
立
し
て
い
る（

101
）。

そ
の

理
由
と
し
て
、
そ
も
そ
も
マ
ル
ク
ス
が
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
の
意
味
を
明
確
に
規
定
し
て
お
ら
ず
、
論
者
の
あ
い
だ
に
政
治
信
条
の

相
違
も
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

マ
ル
ク
ス
の
「
ア
ジ
ア
」
に
関
す
る
著
述
は
、
資
本
主
義
的
近
代
の
目
的
論
と
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
を
共
有
し
て
い
た
。
か

つ
て
一
八
五
三
年
に
マ
ル
ク
ス
は
中
国
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
予
言
し
た
。「
完
全
な
孤
立
と
い
う
こ
と
が
旧
中
国
維
持
の
根
本
的
な
条

件
で
あ
っ
た
。
い
ま
や
イ
ギ
リ
ス
の
働
き
か
け
で
こ
の
鎖
国
に
暴
力
的
な
結
末
が
告
げ
ら
れ
た
。
こ
の
分
解
は
確
実
に
起
こ
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
密
封
さ
れ
た
棺
の
中
に
注
意
深
く
保
存
さ
れ
て
い
る
ミ
イ
ラ
が
、
新
鮮
な
空
気
と
接
触
す
る
と
決
ま
っ
て
分

解
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
確
実
な
の
で
あ
る（

102
）」。

つ
ま
り
ア
ヘ
ン
が
中
国
を
目
覚
め
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
目
か
ら
す

る
と
、
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
上
に
成
り
立
つ
化
石
化
し
た
中
国
は
、
野
蛮
で
低
開
発
状
態
に
あ
る
他
の
国
々
と
同
様
に
、
近
代
西
洋
の

姿
に
似
せ
て
改
造
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
改
造
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

た
し
か
に
郭
沫
若
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
の
自
己
の
表
象
に
則
っ
て
中
国
の
歴
史
を
律
し
た
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
も
見
事
に

表
現
さ
れ
た
、
中
国
を
永
遠
な
る
停
滞
状
態
に
あ
っ
た
と
見
る
十
九
世
紀
西
洋
人
に
支
配
的
な
中
国
認
識
を
拒
み
、
西
洋
社
会
と
同
じ
く

活
力
と
変
化
に
富
む
中
国
社
会
像
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
中
国
が
歴
史
を
持
た
ず
、
歴
史
に
よ
っ

て
中
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
正
当
性
を
立
証
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
郭
沫
若
に
は
、

こ
う
し
た
歴
史
叙
述
は
中
国
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
ア
ジ
ア
の
劣
等
的
な
地
位
か
ら
引
き
上
げ
る
に
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
は
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ず
で
あ
る
。
彼
は
中
国
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
完
全
に
対
応
す
る
発
展
段
階
が
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
中
国
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
じ
よ
う
に
「
進
歩
」
＝
「
文
明
」
の
道
を
歩
ん
で
き
た
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
た
と
え
そ
れ

が
あ
ま
り
に
も
目
的
論
的
、
あ
ま
り
に
も
図
式
的
で
あ
っ
て
も
、
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

中
国
の
社
会
を
清
算
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
先
人
に
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
仕
事
で
あ
る
。
中
国
の
社
会
を
清
算
す
る
こ
と
、
こ

れ
は
外
国
人
の
能
力
に
よ
っ
て
容
易
に
遂
行
し
う
る
こ
と
で
も
な
い
。﹇
中
略
﹈
い
ま
こ
そ
中
国
人
は
み
ず
か
ら
立
ち
上
が
り
、
こ

の
世
界
文
化
史
に
お
け
る
空
白
を
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

103
）。

　

中
国
史
を
世
界
史
の
一
部
た
ら
し
め
る
こ
と
は
、
梁
啓
超
以
来
の
中
国
の
歴
史
家
が
目
指
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革

命
は
こ
の
よ
う
な
熱
望
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
帝
国
主
義
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
か
ら
の
民
族
的
解
放
と
世
界
史
に
独

立
し
た
主
体
と
し
て
参
加
す
る
可
能
性
と
を
約
束
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
帝
国
主
義
的
抑
圧
に
対
す
る
抵
抗
の
主
体
と
し
て
、
ま
た

世
界
史
に
結
合
さ
せ
る
独
立
し
た
主
体
と
し
て
、固
有
の
歴
史
を
持
つ
こ
と
を
主
張
し
て
国
民
国
家
を
制
作
す
る
必
要
が
生
み
出
さ
れ
る
。

国
民
国
家
の
自
己
確
認
は
中
国
の
歴
史
家
に
「
過
去
」、
そ
し
て
他
の
共
同
体
と
の
区
分
を
要
求
す
る
。
優
越
の
確
信
を
も
っ
て
過
去
や

他
者
と
競
う
と
い
う
自
信
に
溢
れ
て
い
る
郭
沫
若
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
中
国
の
社
会
を
正
確
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
過
去
の
中
国
人
で
あ
れ
、

外
国
人
で
あ
れ
、
と
も
に
不
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
現
在
の
中
国
人
し
か
な
い
、
と
い
う
主
体
的
立
場
を
主
張
し
た
。

　

し
か
し
、
郭
沫
若
に
と
っ
て
、
摂
理
や
究
極
原
因
は
あ
ら
か
じ
め
準
備
さ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
過
去
の
出
来
事
と
そ
の
結
末
と
を
辿

る
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
単
に
過
去
の
材
料
を
必
然
性
の
中
に
安
置
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
に
お
け
る
古
代
史
の
時
代
区
分
は
変

革
に
対
す
る
鋭
敏
さ
が
相
当
限
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
郭
沫
若
に
は
帝
国
時
代
の
中
国
が
一
枚
岩
的

な
全
体
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
か
つ
て
中
国
の
歴
史
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
多
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く
の
重
大
な
事
件
は
深
く
軽
蔑
し
き
ら
れ
、
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
「
歴
史
」
を
「
革
命
」
の
た
め
の
手
段
と
見
な
す
郭
沫
若
は
、
梁
啓
超
が
「
歴
史
」
の
目
的
を
「
国
家
」
に
置
く
考
え
を
い
っ
そ
う
具

体
化
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

　
「
新
史
学
」
は
、
一
つ
の
学
問
と
し
て
練
成
さ
れ
推
進
さ
れ
な
が
ら
も
、
同
時
に
民
族
の
解
放
お
よ
び
発
展
と
い
う
欲
求
と
密
接
に
結

び
つ
い
て
い
る
。
以
上
に
述
べ
て
き
た
、
中
国
を
憂
慮
し
続
け
た
三
人
の
歴
史
家
は
、
新
史
学
で
理
念
化
さ
れ
た
西
洋
へ
の
模
倣
と
反
発

の
力
学
か
ら
自
国
の
歴
史
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
企
て
を
見
せ
た
と
同
時
に
、
無
限
の
未
来
へ
の
進
歩
の
た
め
に
、
中
国
社
会
の
変
革
と

い
う
要
請
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
歴
史
が
動
員
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
そ
の
歴
史
学
に
お
け
る
政
治
的
意
図
の
優
位
を
隠
蔽
し
よ
う
と
も
し

な
か
っ
た
。

　

矛
盾
し
さ
え
す
る
解
釈
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
新
史
学
が
国
民
国
家
の
生
産
や
伝
統
の
創
造
に
果
た
し
て
き
た
役
割
を
知
れ
ば
分

か
る
よ
う
に
、
新
史
学
は
あ
る
程
度
、
中
国
の
近
代
の
互
い
に
矛
盾
し
合
う
諸
要
求
を
包
摂
す
る
の
に
成
功
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ

う
。
だ
が
、
近
代
を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
そ
れ
を
超
え
よ
う
と
す
る
希
望
、
つ
ま
り
、「
中
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
積
極
的
側
面
の

み
な
ら
ず
中
国
土
着
の
要
素
を
も
利
用
し
て
よ
り
良
き
近
代
を
創
造
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
希
望
」
が
新
史
学
に
お
い
て
ど
れ
ほ

ど
成
就
さ
れ
た
か
は
疑
問
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
歴
史
家
が
よ
り
良
き
近
代
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
違
い
が
出
て
く
る
の

で
あ
る
。「
一
点
一
滴
の
改
造
」
に
せ
よ
、
革
命
に
せ
よ
、
新
史
学
の
言
説
の
多
く
は
、
か
く
な
る
よ
り
良
き
近
代
の
想
像
と
繋
が
り
な
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が
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

政
治
的
な
争
点
へ
の
直
接
的
で
実
質
的
な
関
与
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
う
ま
で
も
な
く
新
史
学
家
た
ち
は
、

具
体
的
な
歴
史
状
況
の
な
か
の
中
国
に
拠
り
所
を
求
め
る
、胡
適
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
歴
史
的
態
度
」を
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

李
大
釗
と
の
有
名
な
論
争
に
お
い
て
胡
適
は
、「
主
義
」
の
空
談
で
は
な
く
具
体
的
な
「
問
題
」
を
研
究
す
る
こ
と
を
忌
憚
な
く
強
調 

し
た
。
し
か
し
、
胡
適
が
過
去
の
テ
ク
ス
ト
に
向
き
合
う
の
は
、
過
去
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
過
去
の
テ
ク
ス
ト
に
自
分

た
ち
の
未
来
に
向
け
た
何
ら
か
の
問
題
へ
の
解
答
を
求
め
る
の
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
解
答
は
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
解
答
し
よ
う
と
し
た
問
題
は
、
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
過
程
の
中
で
は
じ
め
て
出
て
く
る
の
で
は
な
く
、

テ
ク
ス
ト
の
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
胡
適
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
た
「
大
胆
に
仮
説
を
立
て
、
細

心
に
論
証
す
る（

104
）」、

と
い
う
科
学
的
方
法
は
、
あ
ら
か
じ
め
措
定
さ
れ
た
「
問
題
」
の
も
と
で
、
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
あ
ら
か
じ
め
措
定

さ
れ
た
「
解
答
」
を
細
心
に
見
出
す
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
半
ば
解
釈
学
的
な
手
続
き
は
、
胡
適
だ
け
で
な
く
、
梁
啓

超
、
郭
沫
若
ら
歴
史
学
の
研
究
者
の
多
く
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
中
国
歴
史
の
豊
か
な
可
能
性
は
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ

れ
た
問
題
の
設
定
と
解
決
を
通
じ
て
、
そ
の
初
め
か
ら
追
い
払
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
新
史
学
を
構
成
す
る
歴
史
的
条
件
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
思
考
を
集
中
さ
せ
て
、
再
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、

わ
た
し
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
思
想
の
課
題
に
立
ち
向
か
う
と
き
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

1　

周
予
同
『
五
十
年
来
中
国
之
新
史
学
』（
初
出
『
学
林
』
第
四
期
。
朱
維
錚
主
編
『
周
予
同
経
学
史
論
著
選
集
』、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、

五
一
三―

五
七
三
頁
）
を
参
照
。
た
だ
し
、
い
か
な
る
準
拠
に
よ
っ
て
「
史
観
派
」
を
「
儒
教
史
観
派
」
と
「
超
儒
教
史
観
派
」
を
分
け
て
い
る
か
、
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ま
た
、「
儒
教
史
観
派
」
と
「
超
儒
教
史
観
派
」
の
定
義
が
何
か
に
つ
い
て
は
、
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　

こ
の
論
文
は
馮
友
蘭
の
『
中
国
経
済
史
序
』
お
よ
び
銭
穆
の
『
国
史
大
綱
』
の
説
に
も
言
及
し
て
い
る
。
馮
友
蘭
は
新
史
学
を
「
信
古
」、「
疑
古
」、

「
釈
古
」
と
い
う
三
つ
の
趨
勢
を
分
け
て
い
る
。
銭
穆
は
中
国
近
世
史
学
を
「
伝
統
派
」、「
革
新
派
」（
ま
た
は
「
宣
伝
派
」）、「
科
学
派
」（
ま
た
は
「
改

訂
派
」）
の
三
つ
に
分
け
て
、
な
か
で
も
「
革
新
派
」
は
時
代
に
よ
っ
て
さ
ら
に
「
政
治
革
命
」、「
文
化
革
命
」、「
経
済
革
命
」
と
い
う
三
期
に
分
け

て
い
る
。
周
予
同
に
よ
れ
ば
、
彼
自
身
を
含
む
三
人
の
見
地
は
「
分
け
た
派
別
数
が
そ
れ
ぞ
れ
違
い
、
定
め
た
名
称
も
互
い
に
異
な
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
だ
い
た
い
似
通
っ
て
い
る
」（
同
上
、
五
二
〇
頁
）、
と
い
う
。

2　

金
毓
黻
『
中
国
史
学
史
』、
商
務
印
書
館
、
一
九
四
四
年
、
二
九
五
頁
。

3　

張
豈
之
主
編
『
中
国
近
代
史
学
学
術
史
』、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
一
三
七
頁
、
一
五
二
頁
、
一
五
九
頁
。

4　

岩
波
講
座
世
界
史
７
『「
近
代
」
を
人
は
ど
う
考
え
て
き
た
か
』
序
、
歴
史
学
研
究
会
編
、
一
九
九
六
年
、
二
頁
を
参
照
。

5　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
「
啓
蒙
と
は
な
に
か
」、
フ
ー
コ
ー
著
、
蓮
実
重
彦
、
渡
辺
守
章
監
修
、
小
林
康
夫
、
石
田
英
敬
、
松
浦
寿
輝
編
集
『
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ｘ
倫
理
／
道
徳
／
啓
蒙
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
二
頁
。

6　

フ
ー
コ
ー
「
啓
蒙
と
は
な
に
か
」、
前
掲
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ｘ
倫
理
／
道
徳
／
啓
蒙
』、
一
五
頁
。

7　

前
掲
『「
近
代
」
を
人
は
ど
う
考
え
て
き
た
か
』
序
、
六
頁
を
参
照
。

8　

ユ
ン
ゲ
ル
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
著
、
三
島
憲
一
他
訳
『
近
代
の
哲
学
的
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
九
頁
。
こ
の
段
落
の
叙
述
に

関
し
て
は
、
同
書
の
三―

三
五
頁
を
参
照
。

9　

同
上
、
一
一
頁
、
傍
点
原
著
者
。

10　

Ｐ
．
Ａ
．
コ
ー
エ
ン
著
、
佐
藤
慎
一
訳
『
知
の
帝
国
主
義―

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像―

』、
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
を
参
照
。

11　

溝
口
雄
三
『
中
国
の
衝
撃
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
を
参
照
。

12　

杜
賛
奇
（P.D

uara

）
著
、
王
憲
明
他
訳
『
従
民
族
国
家
拯
救
歴
史
‥
民
族
主
義
話
語
与
中
国
現
代
史
研
究
』、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇



中
国
に
お
け
る
「
新
史
学
」
の
形
成
と
近
代

― 219 ―

三
年
、
一
三―

一
四
頁
。

13　

前
掲
コ
ー
エ
ン
書
、
一
一
八
頁
。

14　

ア
リ
フ
・
ダ
ー
ル
ク
著
、
砂
山
幸
雄
訳
「
毛
沢
東
思
想
に
お
け
る
近
代
と
反
近
代
」、
新
田
義
弘
他
編
集
、
岩
波
講
座
現
代
思
想
14
『
近
代
／
反
近

代
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
二
四
四―

二
四
六
頁
を
参
照
。

15　

例
え
ば
、『
新
民
叢
報
』（
一
九
〇
二
年
元
旦
創
刊
）
に
お
い
て
、
一
九
〇
二
年
一
年
間
に
歴
史
関
係
の
文
章
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
梁

啓
超
「
新
史
学
」（
第
一
号
、
三
号
、
十
一
号
、
十
四
号
、
十
六
号
、
二
十
号
）、
中
西
牛
郎
「
読
史
随
記
」（
第
二
号
、
一
九
〇
二
年
一
月
十
五
日
）、

梁
啓
超
「
斯
巴
達
小
誌
」（
第
十
二
号
、
十
三
号
、
一
九
〇
二
年
七
月
一
日
、
十
五
日
）、
梁
啓
超
「
雅
典
小
史
」（
第
十
九
号
、
一
九
〇
二
年
十
月
一

日
）、
佩
弦
生
「
欧
美
各
国
立
憲
史
論
」（
第
二
十
三
号
、
一
九
〇
二
年
十
二
月
一
日
）。『
浙
江
潮
』（
一
九
〇
三
年
創
刊
）
の
「
歴
史
」
欄
に
は
、
無

署
名
「
印
度
滅
亡
之
原
因
」（
第
一
期
、
一
九
〇
三
年
）
が
あ
る
。

　
　

ま
た
、
丁
守
和
主
編
『
辛
亥
革
命
時
期
期
刊
介
紹
』（
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
新
聞
雑
誌
は
歴
史
の
専
欄
が
あ
る
。『
訳

書
匯
編
』（
一
九
〇
〇
年
十
二
月
六
日
創
刊
）、『
湖
北
学
生
界
』（
一
九
〇
三
年
一
月
創
刊
）、『
江
蘇
』（
一
九
〇
三
年
四
月
創
刊
）、『
直
説
』（
一
九

〇
三
年
二
月
創
刊
）。

16　

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
著
、
白
石
さ
や
、
白
石
隆
訳
『
想
像
の
共
同
体
』、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
株
式
会
社
、
一
九
九
七
年
、
二
二―

二
三
頁
。

17　

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
著
、
松
尾
精
文
、
小
幡
正
敏
訳
『
近
代
と
は
い
か
な
る
時
代
か
？―

モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
帰
結
』、
而
立
書
房
、
一
九
九
三

年
、
六
九
頁
を
参
照
。

18　

梁
啓
超
「
進
化
論
革
命
者
頡
徳
之
学
説
」、『
飲
氷
室
文
集
』（
十
二
）、
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年
、
八
四
頁
、
八
六
頁
。

19　

た
と
え
ば
、
章
太
炎
は
「
倶
分
進
化
論
」
の
な
か
で
、
善
だ
け
で
な
く
、
悪
の
進
化
を
も
指
摘
し
、
物
事
や
人
間
の
能
力
が
必
然
的
に
望
ま
し
い

方
向
へ
発
展
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
進
歩
」
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
。「
四
惑
論
」
で
は
さ
ら
に
「
進
化
」
を
「
有
機
物
界
の
幻
象
」
に
限
り
、

主
義
と
な
っ
た
「
進
化
」
が
実
は
「
進
化
教
」
へ
と
道
徳
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。『
章
太
炎
全
集
』（
四
）、
上
海
人
民
出
版
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社
、
一
九
八
五
年
、
三
八
六―

三
九
四
頁
、
四
四
九―

四
五
二
頁
。

20　

前
掲
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
書
、
一
九
頁
。

21　

周
予
同
は
康
有
為
『
孔
子
改
制
考
』
の
史
学
に
対
す
る
影
響
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
本
は
中
国
史
学
の
転
向
に
極
め
て
有
力
な
影
響

を
与
え
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
も
し
康
氏
の
『
孔
子
改
制
考
』
が
な
け
れ
ば
、
決
し
て
現
在
の
新
史
学
派
が
な
い
、
あ
る
い
は
、
新
史
学
の
転
向
の
路

線
は
決
し
て
今
の
よ
う
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
も
よ
い
」。
前
掲
『
周
予
同
経
学
史
論
著
選
集
』、
五
一
九
頁
。

22　

梁
啓
超
「
進
化
論
革
命
者
頡
徳
之
学
説
」、
前
掲
『
飲
氷
室
文
集
』（
十
二
）、
七
九
頁
。

23　

譚
嗣
同
『
仁
学
』
十
八
、
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
一
三
一
頁
。
譚
嗣
同
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
情
熱
に
強
く
心
を
奪
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
、『
詩
』
魯
頌
・
閟
宮
に
お
け
る
「
天
賜
公
純
嘏
」
の
「
嘏
」（「
福
」
を
受
け
る
と
い
う
意
味
）
と
い
う
字
を
思
い
出
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ

た
。

　
　

じ
つ
は
「
新
文
化
運
動
」
に
指
導
的
役
割
を
果
し
た
胡
適
は
、「
中
国
の
新
文
化
運
動
が
戊
戌
維
新
運
動
に
始
ま
っ
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
（
胡

適
「
新
文
化
運
動
与
国
民
党
」、
姜
義
華
主
編
『
胡
適
学
術
文
集
・
哲
学
与
文
化
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
、
六
二
五
頁
）。
譚
嗣
同
が
ち
ょ
う
ど

胡
適
の
こ
う
し
た
見
方
の
証
拠
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

24　

梁
啓
超
「
中
国
史
叙
論
」、
前
掲
『
飲
氷
室
文
集
』（
六
）、
一
頁
。

25　

馬
君
武
、
鄧
実
、
陳
黻
辰
な
ど
は
梁
啓
超
に
同
調
的
で
あ
る
に
対
し
て
、
馬
叙
倫
は
「
有
史
」（「
史
が
あ
る
」）
と
力
説
す
る
が
、「
無
史
」
と
い

う
論
調
は
明
ら
か
に
優
勢
を
占
め
た
。
王
汎
森
『
中
国
近
代
思
想
与
学
術
系
譜
』、
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
六
五―

一
九
六
頁
を
参
照
。

26　

梁
啓
超
「
新
史
学
」、
前
掲
『
飲
氷
室
文
集
』（
九
）、
七―

一
〇
頁
。

27　

Ｅ
．
ル
ナ
ン
著
、
鵜
飼
哲
訳
「
国
民
と
は
何
か
」、
Ｅ
．
ル
ナ
ン
他
著
、
鵜
飼
哲
他
訳
『
国
民
と
は
何
か
』、
イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
、
一
九
九
七
年
、

六
四
頁
。

28　
「
中
国
に
は
変
化
が
な
い
」
と
い
う
見
方
は
、
十
九
世
紀
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
す
で
に
多
く
の
人
に
支
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
賛
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美
す
る
に
値
す
る
長
所
と
し
た
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
以
後
、
一
転
し
て
否
定
的
な
評
価
に
な
っ
た
の
は
、
西
洋
の
中
国
観
の
新
た
な
特
色
だ
と
言

え
る
。
前
掲
コ
ー
エ
ン
書
、
一
〇
〇―

一
〇
三
頁
を
参
照
。

29　

傅
振
倫
に
よ
れ
ば
、「
歴
史
」
と
い
う
二
文
字
が
並
ん
で
用
い
ら
れ
る
の
は
、『
南
斉
書
』
魚
腹
侯
子
嚮
傳
が
初
出
で
あ
り
、「
歴
代
史
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
（
傅
振
倫
「
章
実
斎
之
史
学
」、
燕
京
大
学
歴
史
学
会
編
『
史
学
年
報
』
第
一
巻
第
五
期
、
一
九
三
三
年
八
月
、
一
二
八
頁
）。
今
日
的
な

意
味
で
「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
を
中
国
で
初
め
て
使
用
し
た
の
は
、
黄
遵
憲
『
日
本
雑
事
詩
』（
一
八
八
九
）
と
さ
れ
て
い
る
。
梁
啓
超
の
著
述
（
た

と
え
ば
「
中
国
史
叙
論
」、「
新
史
学
」）
に
お
い
て
も
出
現
し
た
。

30　

ヘ
ー
ゲ
ル
著
、
武
市
健
人
訳
『
歴
史
哲
学
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
、
九
九
頁
。

31　

同
上
、
一
五
七―

一
五
九
頁
。

32　

同
上
、
一
七
四
頁
。

33　

梁
啓
超
「
新
史
学
」、
前
掲
『
飲
氷
室
文
集
』（
九
）、
一
二
頁
。

34　

同
上
、
一
五
頁
。

35　

梁
啓
超
「
国
家
思
想
之
変
遷
異
同
論
」、
前
掲
『
飲
氷
室
文
集
』（
六
）、
二
〇
頁
。

36　

梁
啓
超
「
張
博
望
班
定
遠
合
伝
」、『
飲
氷
室
専
集
』（
五
）、
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
、
一
頁
。

37　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
学
説
に
つ
い
て
の
紹
介
は
、
中
国
で
は
馬
君
武
の
「
唯
心
派
巨
子
黒
智
児
学
説
」（『
新
民
叢
報
』
第
二
十
七
号
、
一
九
〇
三
年
）
が

今
の
と
こ
ろ
残
さ
れ
た
も
の
の
中
に
も
っ
と
も
早
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
た
め
に
一
節
を
設
け
て
い
る
が
、
本
格

的
に
論
じ
た
研
究
は
一
九
二
〇
年
代
後
半
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
賀
麟
「
康
徳
黒
格
爾
哲
学
東
漸
記
」（『
中
国
哲
学
』
第
二
輯
、

三
聯
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
。

　
　

梁
啓
超
の
ヘ
ー
ゲ
ル
学
説
の
接
触
は
日
本
経
由
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
坂
元
ひ
ろ
こ
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
梁
啓
超
の
「
歴
史
的
人
種
」
と
「
非

歴
史
的
人
種
」
と
い
う
観
点
は
、
内
村
鑑
三
の
『
興
国
史
談
』
の
論
に
類
似
し
て
い
る
。『
興
国
史
談
』
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
』
か
ら
歴
史
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解
釈
の
枠
組
み
を
得
た
ら
し
い
著
作
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
梁
啓
超
の
来
日
当
時
に
刊
行
し
て
い
た
社
会
評
論
誌
『
東
京
独
立
雑
誌
』
に
連
載
さ
れ
、

一
九
〇
〇
年
に
は
単
行
本
（
警
醒
社
書
店
刊
）
と
な
っ
て
い
る
。﹇
中
略
﹈
梁
啓
超
が
こ
の
内
村
の
論
を
目
に
し
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
そ
う

で
な
く
と
も
、
当
時
、
出
回
っ
た
こ
れ
と
類
似
の
も
の
に
共
感
し
た
の
で
は
あ
ろ
う
」。
坂
元
ひ
ろ
こ
『
中
国
民
族
主
義
の
神
話―

人
種
・
身
体
・

ジ
ェ
ン
ダ
ー
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
四
八―

五
一
頁
を
参
照
。

38　

梁
啓
超
「
中
国
専
制
政
治
進
化
史
論
」、
前
掲
『
飲
氷
室
文
集
』（
九
）、
五
九
頁
。
こ
の
引
用
文
の
す
ぐ
後
に
、
中
国
で
は
進
化
の
足
跡
は
た
だ
一

つ
だ
け
あ
る
、
そ
れ
は
専
制
政
治
の
進
化
だ
、
と
い
う
。
梁
啓
超
は
「
こ
れ
を
進
化
と
呼
ば
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
述
べ
て
も
、
そ
れ
は
技

術
的
な
変
容
に
す
ぎ
ず
、
専
制
政
治
そ
れ
自
体
は
政
治
体
制
と
し
て
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
さ
れ
た
。

39　

梁
啓
超
「
中
国
史
叙
論
」、
前
掲
『
飲
氷
室
文
集
』（
六
）、
二
頁
。

40　

前
掲
ヘ
ー
ゲ
ル
『
歴
史
哲
学
』、
七
一
頁
。

41　

楊
聯
陞
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
は
「
外
国
」
と
い
う
語
は
十
九
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
出
て
き
た
の
で
は
な
く
、
漢
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

宋
代
に
お
い
て
、「
外
国
例
伝
」
は
す
で
に
歴
史
書
の
項
目
の
一
つ
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
一
八
〇
〇
年
以
前
、
中
国
が
国
際
交
流
の
経
験
を
持
っ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
は
誤
り
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
近
代
的
な
国
際
関
係
と
同
一
視
し
て
は
い
け
な
い
と
、
楊
聯
陞
も
指
摘
し
て
い
る
。

楊
聯
陞
『
国
史
探
微
』、
聯
経
出
版
事
業
、
一
九
八
三
年
、
二―

三
頁
を
参
照
。

42　

梁
啓
超
「
新
民
説
」
第
六
節
、
前
掲
『
飲
氷
室
専
集
』（
三
）。

43　

梁
啓
超
「
東
籍
月
旦
」、
前
掲
『
飲
氷
室
文
集
』（
四
）、
九
九
頁
。

44　

梁
啓
超
「
新
史
学
」、
前
掲
『
飲
氷
室
文
集
』（
九
）、
一
頁
。

45　

同
上
、
七
頁
。

46　

梁
啓
超
「
中
国
立
国
大
方
針
」、
前
掲
『
飲
氷
室
文
集
』（
二
八
）、
三
九
頁
。
王
爾
敏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
古
典
に
お
け
る
「
中
国
」
と
い
う
名
称

は
、
遅
く
と
も
春
秋
時
代
に
な
っ
て
す
で
に
「
同
じ
血
縁
か
つ
同
じ
文
化
を
持
つ
族
類
が
暮
ら
し
て
い
る
領
域
」
と
い
う
意
味
に
統
一
さ
れ
た
。
し
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か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
近
代
的
な
国
民
国
家
の
意
味
で
は
な
い
。
王
爾
敏
「
中
国
名
称
遡
源
及
其
近
代
詮
釈
」、
王
爾
敏
『
中
国
近
代
思
想
史
論
』、

社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
三
七
〇―

四
〇
〇
頁
。

47　

梁
啓
超
「
新
民
説
」、
前
掲
『
飲
氷
室
専
集
』（
三
）、
五―

七
頁
。

48　

梁
啓
超
「
国
家
思
想
変
遷
異
同
論
」、
前
掲
『
飲
氷
室
文
集
』（
六
）、
二
〇
頁
。

49　

梁
啓
超
「
中
国
道
徳
之
大
原
」、
前
掲
『
飲
氷
室
文
集
』（
二
八
）、
一
三
頁
。

50　

周
予
同
『
五
十
年
来
中
国
之
新
史
学
』、
前
掲
『
周
予
同
経
学
史
論
著
選
集
』、
五
四
二
頁
。

51　

余
英
時
『
重
尋
胡
適
歴
程―

胡
適
生
平
与
思
想
再
認
識
』、
聯
経
出
版
公
司
・
中
央
研
究
院
、
二
〇
〇
四
年
、
二
五
一
頁
。

52　

Ｅ
．
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
「
序
論―

伝
統
は
創
り
出
さ
れ
る
」、
Ｅ
．
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
、
Ｔ
．
レ
ン
ジ
ャ
ー
編
、
前
川
啓
治
、
梶
原
景
昭
他
訳
『
創
ら

れ
た
伝
統
』、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
九
二
年
、
九
頁
。

53　

た
と
え
ば
、
範
曄
『
後
漢
書
』
巻
一
一
五
、
倭
伝
（
巻
八
十
五
、
東
夷
列
伝
）、「
倭
在
韓
東
南
大
海
中
、
依
山
島
為
居
、
凡
百
余
国
、
自
武
帝
滅

朝
鮮
、
使
駅
通
於
漢
者
三
十
許
国
、
国
皆
称
王
、
世
世
伝
統
」。

54　

王
立
達
「
現
代
漢
語
従
日
語
借
来
的
詞
彙
」、
沈
国
威
『
近
代
日
中
語
彙
交
流
史―

新
漢
語
の
生
成
と
受
容
』、
笠
間
書
院
、
一
九
九
四
年
、
三

九
二
頁
。

55　

必
ず
し
も
否
定
的
に
解
釈
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
東
洋
文
明
を
「
静
的
文
明
」
と
い
う
一
言
の
も
と
に
片
付
け
る
に
際
し
て
、
李

大
釗
は
、
非
難
の
意
味
を
込
め
て
論
じ
る
に
対
し
、
傖
父
（
杜
亜
泉
）
は
む
し
ろ
ポ
ジ
テ
ィ
ウ
な
性
格
づ
け
を
付
与
し
て
い
る
。
李
大
釗
「
東
西
文

明
根
本
之
異
点
」（『
言
治
』
季
刊
第
三
冊
、
一
九
一
八
年
七
月
）、
傖
父
（
杜
亜
泉
）「
静
的
文
明
与
動
的
文
明
」（『
東
方
雑
誌
』
第
十
三
巻
第
十
号
、

一
九
一
六
年
十
月
）。

56　

胡
適
「
実
験
主
義
」、『
胡
適
文
存
』
一
集
巻
二
、
台
北
遠
東
図
書
公
司
、
一
九
五
三
年
、
二
九
六
頁
。

57　

前
掲
余
英
時
『
重
尋
胡
適
歴
程―

胡
適
生
平
与
思
想
再
認
識
』、
二
六
二
頁
。
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58　

前
掲
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
著
、
松
尾
精
文
、
小
幡
正
敏
訳
『
近
代
と
は
い
か
な
る
時
代
か
？―

モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
帰
結
』、
五
五
頁
。

59　

た
と
え
ば
林
毓
生
著
、
丸
山
松
幸
、
陳
正
醍
訳
『
中
国
の
思
想
的
危
機―

陳
独
秀
・
胡
適
・
魯
迅―

』、
研
文
出
版
、
一
九
八
九
年
。
中
国
古

典
文
学
研
究
会
編
『
五
四
文
学
与
文
化
変
遷
』、
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
八
〇
年
。

60　

胡
適
「
新
思
潮
的
意
義
」、
前
掲
『
胡
適
文
存
』
一
集
巻
四
、
七
三
五
頁
。

61　

胡
適
「『
国
学
季
刊
』
発
刊
宣
言
」、
前
掲
『
胡
適
文
存
』
二
集
巻
二
、
一
三
頁
。「
国
学
」
を
説
明
す
る
た
め
に
眩
惑
す
る
ほ
ど
多
様
な
説
が
提
唱

さ
れ
て
お
り
、
胡
適
の
見
方
が
適
切
か
否
か
は
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
ぬ
こ
と
に
す
る
。

62　

郭
沫
若
「
整
理
国
故
的
評
価
」、『
郭
沫
若
全
集
』
文
学
編
十
五
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
五
九
頁
。

63　

陳
源
「
西
瀅
跋
語
」、
前
掲
『
胡
適
文
存
』
三
集
巻
二
、
一
二
八
頁
。
こ
の
文
章
は
胡
適
「
整
理
国
故
与
打
鬼
」
の
た
め
に
書
い
た
跋
で
あ
る
。

64　

胡
適
「
新
思
潮
的
意
義
」、
前
掲
『
胡
適
文
存
』
一
集
巻
四
、
七
二
八
頁
。

65　

胡
適
「
呉
虞
文
録
序
」、
前
掲
『
胡
適
文
存
』
一
集
巻
四
、
七
九
五
頁
。

66　

胡
適
「
信
心
与
反
省
」、
前
掲
『
胡
適
文
存
』
四
集
巻
四
、
四
六
二
頁
。

67　

胡
適
口
述
、
唐
徳
剛
訳
註
「
胡
適
的
自
伝
」、
葛
懋
春
、
李
興
芝
編
『
胡
適
哲
学
思
想
資
料
選
』（
下
）、
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、

一
九
三
頁
。
唐
徳
剛
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。「
私
は
、
新
文
化
運
動
の
結
果
、
必
ず
あ
る
新
た
な
政
治
運
動
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
て
い

る
。
い
わ
ゆ
る
「
新
文
化
運
動
」
は
、
約
百
年
以
来
中
国
の
「
近
代
化
運
動
」
の
全
過
程
に
お
け
る
一
「
段
階
」
で
あ
る
」。
同
上
、
二
〇
九
頁
。

68　

胡
適
致
胡
朴
安
（
稿
）、
一
九
二
八
年
十
一
月
、
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
中
華
民
国
史
研
究
室
編
『
胡
適
来
往
書
信
選
』
上
冊
、
中
華
書

局
、
一
九
七
九
年
、
四
九
七
頁
。

69　

胡
適
「
我
的
岐
路
」、
前
掲
姜
義
華
主
編
『
胡
適
学
術
文
集
・
哲
学
与
文
化
』、
五
五
九
頁
。

70　

同
上
、
五
六
一
頁
。
な
お
、『
毎
週
評
論
』
の
編
集
者
の
陳
独
秀
が
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
胡
適
は
友
人
の
か
わ
り
に
、
一
九
一

九
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
間
に
『
毎
週
評
論
』
の
編
集
者
に
携
わ
っ
た
。
周
知
の
ご
と
く
、
胡
適
は
一
九
三
八
年
駐
米
大
使
を
務
め
る
時
ま
で
、
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「
二
十
年
間
」
の
約
束
を
き
ち
ん
と
守
っ
た
が
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
宣
言
と
お
り
に
政
治
と
絶
縁
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

71　

林
毓
生
は
「
文
化
的
」
と
い
う
限
定
を
か
け
た
が
、「
種
々
の
民
族
主
義
に
対
す
る
疑
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
潜
在
的
意
識
の
な
か
で
保
持
し
て

い
た
文
化
的
民
族
主
義
に
あ
っ
た
」
と
認
め
て
い
る
。
前
掲
林
毓
生
著
、
丸
山
松
幸
、
陳
正
醍
訳
『
中
国
の
思
想
的
危
機―

陳
独
秀
・
胡
適
・
魯

迅―
』、
一
二
三
頁
。

　
　

羅
志
田
は
「
近
代
中
国
民
族
主
義
的
特
殊
表
現
形
式
‥
以
胡
適
的
世
界
主
義
与
反
伝
統
思
想
為
個
案
」
で
は
、
胡
適
の
『
留
学
日
記
』
を
用
い
て
、

彼
の
思
想
の
出
発
点
と
帰
着
点
が
と
も
に
民
族
主
義
に
あ
る
と
論
証
し
て
い
る
。
胡
適
の
伝
統
批
判
は
そ
の
新
文
化
の
建
設
者
と
し
て
の
宗
教
的
使

命
感
、
お
よ
び
自
ら
の
新
文
明
の
宣
教
師
と
い
う
任
務
設
定
に
起
因
す
る
、
と
い
う
。
羅
志
田
『
乱
世
潜
流
‥
民
族
主
義
与
民
国
政
治
』、
上
海
古
籍

出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
八―
五
九
頁
。

72　

胡
適
「
介
紹
我
自
己
的
思
想
」、
前
掲
『
胡
適
文
存
』
四
集
巻
四
、
六
一
八
頁
。

73　

胡
適
「
我
們
走
那
条
路
」、
前
掲
姜
義
華
主
編
『
胡
適
学
術
文
集
・
哲
学
与
文
化
』、
六
三
九
頁
。

74　

一
九
三
三
年
七
月
、
胡
適
は
シ
カ
ゴ
大
学
でC

ultural T
rends in Present-day C

hina

と
い
う
題
名
の
も
と
に
、
六
回
の
講
演
を
行
な
っ
た
。

翌
年
そ
の
講
義
内
容
はT

he C
hinese R

enaissance
と
い
う
本
と
し
て
、
シ
カ
ゴ
大
学
出
版
社
に
出
版
さ
れ
た
。
爾
後
の
一
九
五
八
年
五
月
四
日
に

台
北
で
の
「
中
国
文
芸
復
興
運
動
」、
一
九
六
〇
年
七
月
十
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の
「
中
国
伝
統
与
未
来
」
と
い
う
講
演
で
は
、
何
度
か
繰
り
返
し
て

い
る
。

75　

胡
適
「
中
国
文
芸
復
興
運
動
」、
前
掲
葛
懋
春
、
李
興
芝
編
『
胡
適
哲
学
思
想
資
料
選
』（
上
）、
五
四
三
頁
。

76　

胡
適
「
中
国
伝
統
与
未
来
」、
前
掲
姜
義
華
主
編
『
胡
適
学
術
文
集
・
哲
学
与
文
化
』、
六
二
五
頁
。

77　

胡
適
「
中
国
文
芸
復
興
運
動
」、
前
掲
葛
懋
春
、
李
興
芝
編
『
胡
適
哲
学
思
想
資
料
選
』（
上
）、
五
四
〇
頁
。

78　

胡
適
「
読
梁
漱
溟
先
生
的
東
西
文
化
及
其
哲
学
」、
前
掲
『
胡
適
文
存
』
二
集
巻
一
、
一
七
六
頁
。

79　

胡
適
「
中
国
歴
史
的
一
個
看
法
」（
一
九
三
二
年
十
二
月
一
日
に
武
漢
大
学
で
の
講
演
）、
前
掲
葛
懋
春
、
李
興
芝
編
『
胡
適
哲
学
思
想
資
料
選
』（
上
）、
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三
五
一―

三
五
八
頁
。

80　

胡
適T

he C
hinese R

enaissance

、
胡
適
自
序
、
九―

一
〇
頁
。
こ
こ
で
「
中
国
伝
統
与
未
来
」、
前
掲
姜
義
華
主
編
『
胡
適
学
術
文
集
・
哲
学
与

文
化
』、
三
六
〇―

三
六
一
頁
か
ら
引
用
す
る
。

81　
「
私
は
こ
の
話
を
言
っ
た
最
初
の
人
で
あ
っ
た
」。
唐
徳
剛
訳
註
『
胡
適
口
述
自
伝
』、
前
掲
葛
懋
春
、
李
興
芝
編
『
胡
適
哲
学
思
想
資
料
選
』（
下
）、

一
〇
九
頁
。

82　

実
は
胡
適
に
先
立
っ
て
、
多
く
の
新
知
識
人
が
、「
整
理
国
故
」
に
対
し
て
鋭
い
反
論
を
展
開
し
た
。
前
掲
郭
沫
若
「
整
理
国
故
的
評
価
」（
初
出
『
創

造
週
刊
』
三
六
号
、
一
九
二
四
年
一
月
十
三
日
）、
茅
盾
「
文
学
界
的
反
動
運
動
」（『
文
学
週
報
』
第
一
二
一
期
、
一
九
二
四
年
五
月
十
二
日
）、「
進

一
歩
退
両
歩
」（『
文
学
週
報
』
第
一
二
二
期
、
一
九
二
四
年
五
月
十
九
日
）。
成
倣
吾
「
国
学
運
動
的
我
見
」（『
創
造
週
報
』
二
八
号
、
一
九
二
三
年

十
一
月
十
八
日
）
は
そ
の
例
で
あ
る
。

83　

た
と
え
ば
、
翦
伯
賛
『
歴
史
哲
学
教
程
』（
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
李
沢
厚
『
中
国
近
代
思
想
史
論
』（
人
民
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）、

林
甘
泉
、
田
人
隆
、
李
祖
徳
著
『
中
国
古
代
史
分
期
討
論
五
十
年
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）、
前
掲
張
豈
之
主
編
『
中
国
近
代
史
学
学

術
史
』
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
郭
沫
若
の
『
中
国
古
代
社
会
研
究
』（
一
九
三
〇
）
を
初
め
て
中
国
史
学
の
領
域
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
適
用
し
た
里
程
標

と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
中
国
古
代
社
会
研
究
』
は
一
九
三
一
年
末
ま
で
の
一
年
余
り
の
間
に
四
刷
ま
で
発
行
さ
れ
、
そ
の
発
行
部
数

は
七
千
冊
に
も
の
ぼ
っ
た
。

84　

許
冠
三
『
新
史
学
九
十
年
』、
岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
三
年
、
四
七
一―

四
七
三
頁
を
参
照
。

85　

前
掲
翦
伯
賛
『
歴
史
哲
学
教
程
』、
二
四
九
頁
。

86　

中
国
社
会
性
質
と
社
会
史
論
戦
は
、
そ
の
参
加
者
は
お
お
む
ね
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
、『
新
生
命
』（
一
九
二
七
）
や
『
革
命
評
論
』（
一
九
二

八
）
な
ど
の
雑
誌
を
拠
点
と
す
る
国
民
党
、
二
、『
新
思
潮
』（
一
九
二
七
）
に
集
結
し
た
共
産
党
幹
部
派
、
三
、『
動
力
』（
一
九
三
〇
）
を
活
動
の

場
と
す
る
共
産
党
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
。
中
国
社
会
性
質
に
つ
い
て
、
共
産
党
幹
部
派
は
半
封
建
半
植
民
地
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
主
張
し
、
共
産
党
ト
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ロ
ツ
キ
ス
ト
は
す
で
に
商
業
資
本
主
義
社
会
に
突
入
し
た
と
考
え
、
国
民
党
は
封
建
制
度
が
崩
壊
し
た
が
資
本
主
義
が
ま
だ
発
達
し
て
い
な
い
社
会

だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
何
幹
之
『
中
国
社
会
史
問
題
論
戦
』、
上
海
生
活
書
店
、
一
九
三
七
年
、
九
五―

九
七
頁
。

87　

前
掲
翦
伯
賛
『
歴
史
哲
学
教
程
』、
一
九
五
頁
。

88　

毛
沢
東
「
中
国
革
命
和
中
国
共
産
党
」、『
毛
沢
東
選
集
』、
人
民
出
版
社
、
一
九
六
六
年
、
五
九
六
頁
。

89　

郭
沫
若
『
中
国
古
代
社
会
研
究
』
自
序
、
上
海
新
新
書
店
、
一
九
三
〇
年
、
一
頁
。

90　

通
常
の
日
付
に
よ
れ
ば
、
中
国
社
会
史
論
戦
は
一
九
三
三
年
に
す
で
に
終
幕
を
迎
え
た
と
言
え
る
が
、
中
国
古
代
史
の
時
代
区
分
の
問
題
に
関
す

る
討
論
は
そ
の
後
も
長
ら
く
続
い
た
。
前
掲
林
甘
泉
、
田
人
隆
、
李
祖
徳
著
『
中
国
古
代
史
分
期
討
論
五
十
年
』
を
参
照
。

91　

前
掲
郭
沫
若
『
中
国
古
代
社
会
研
究
』
自
序
、
三
頁
。

92　

胡
適
「
実
験
主
義
」、「
問
題
与
主
義
」、「
新
思
潮
的
意
義
」、「
杜
威
先
生
与
中
国
」「
我
的
岐
路
」（
い
ず
れ
も
前
掲
『
胡
適
文
存
』
所
収
）
を
参
照
。

93　

前
掲
郭
沫
若
『
中
国
古
代
社
会
研
究
』
三
版
書
後
、
二
二
頁
。

94　

前
掲
翦
伯
賛
『
歴
史
哲
学
教
程
』、
二
五
二
頁
。

95　

翦
伯
賛
「
略
論
中
国
文
献
学
上
的
史
料
」、
翦
伯
賛
『
中
国
史
論
集
』
第
二
輯
、
国
際
文
化
服
務
社
、
一
九
四
七
年
、
二
頁
。

96　

前
掲
郭
沫
若
『
中
国
古
代
社
会
研
究
』、
一
七―

一
九
頁
、
二
一
頁
。

97　

歴
史
学
が
中
国
の
近
代
的
教
育
制
度
の
一
学
科
と
な
っ
て
以
来
、
そ
の
対
象
が
変
化
し
、
社
会
史
が
次
第
に
勢
力
を
獲
得
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の

事
情
は
一
九
二
二
年
北
京
大
学
史
学
会
の
結
成
式
に
お
け
る
歴
史
学
系
の
主
任
教
授
朱
希
祖
の
演
説
に
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
社

会
史
と
は
ま
ず
歴
史
文
学
、
つ
ぎ
に
歴
史
哲
学
、
そ
し
て
歴
史
科
学
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
科
学
は
社
会
科
学
を
基
礎
と
す
る
。
社
会
科
学
は

地
理
、
生
物
、
人
類
、
政
治
、
経
済
、
法
律
、
宗
教
、
倫
理
な
ど
を
含
み
、
と
く
に
社
会
学
や
社
会
心
理
学
を
最
も
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
一
般
史

の
分
析
を
行
な
う
た
め
の
社
会
史
的
把
握
が
注
目
し
社
会
科
学
を
把
握
し
て
こ
そ
、
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
社

会
が
歴
史
学
の
履
修
科
目
の
な
か
に
そ
の
地
位
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
朱
希
祖
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
のR

obinson

、
ド
イ
ツ
の
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Lam
preche

とM
ehlis

の
所
説
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
桑
兵
『
晩
清
民
国
的
国
学
研
究
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
七
二

―
七
四
頁
を
参
照
。

98　

そ
の
語
義
の
移
り
変
わ
り
は
レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
著
、
椎
名
美
智
ほ
か
訳
『
キ
ー
ワ
ー
ド
辞
典
』、
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
九
四―

二
九
八
頁
。

99　

M
oishe Postone, T

im
e, labor, and social dom

ination:A
 reinterpretation of M

arx's critical theory

（N
ew

 York, C
am

brige U
nversity 

Press, 1993

）pp.17-18.

100　

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
著
、
高
木
幸
二
郎
監
訳
『
経
済
学
批
判
要
綱
（
草
案
）1857―

1858

』
第
二
分
冊
、
大
月
書
店
、
一
九
五
九
年
。
一
六
四
頁
。

101　
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
に
つ
い
て
中
国
の
歴
史
家
の
説
明
は
、
郭
沫
若
を
除
き
、
他
に
四
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
奴
隷
社
会
・
封
建
社
会
と

同
じ
く
、
氏
族
社
会
の
瓦
解
後
に
並
行
し
て
存
在
し
て
い
た
社
会
経
済
形
態
の
一
種
で
あ
る
が
、
中
国
に
は
こ
う
し
た
生
産
様
式
が
成
り
立
ち
え
な

か
っ
た
。
二
、
奴
隷
社
会
と
並
行
し
、
封
建
社
会
に
先
行
し
て
存
在
し
て
い
た
社
会
経
済
形
態
で
あ
り
、
中
国
に
は
こ
の
よ
う
な
生
産
様
式
が
か
つ

て
存
在
し
た
。
三
、
東
洋
専
制
主
義
的
農
奴
制
。
四
、
社
会
経
済
形
態
と
し
て
の
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
東
洋
の
一
種
の
「
貢
納
制
」

に
す
ぎ
な
い
。（
前
掲
林
甘
泉
、
田
人
隆
、
李
祖
徳
著
『
中
国
古
代
史
分
期
討
論
五
十
年
』、
二
七―

三
五
頁
を
参
照
）。

　
　

そ
し
て
、こ
の
議
論
は
一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
ソ
連
と
日
本
の
学
者
の
見
解
が
中
国
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
伴
っ
て
、い
っ
そ
う
複
雑
と
な
っ
た
。

ソ
連
人
学
者
の
見
解
は
翦
伯
賛
に
よ
っ
て
四
つ
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
は
、
一
、
東
洋
社
会
の
独
特
な
社
会
構
造
、

二
、
人
類
史
上
の
前
階
級
社
会
の
一
般
形
態
、
三
、
そ
も
そ
も
存
在
せ
ず
、
東
洋
に
関
す
る
資
料
の
不
足
の
た
め
に
マ
ル
ク
ス
の
残
し
た
一
つ
の
空
白
、

四
、
人
類
史
上
の
一
つ
の
独
特
な
段
階
、
つ
ま
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
の
奴
隷
制
の
変
種
で
あ
る
（
前
掲
翦
伯
賛
『
歴
史
哲
学
教
程
』、
六
五

―

七
一
頁
を
参
照
）。

　
　

日
本
人
学
者
の
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
に
関
す
る
見
方
は
何
幹
之
に
四
つ
纏
め
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
前
階
級
社
会
、
二
、
奴
隷
制
と
農
奴

制
と
の
混
合
体
、
三
、
奴
隷
制
に
先
立
つ
最
初
の
階
級
社
会
、
四
、
一
種
の
進
貢
制
で
あ
る
（
何
幹
之
『
中
国
社
会
性
質
問
題
論
戦
』、
上
海
生
活
書
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店
、
一
九
三
九
年
、
二
八―

三
四
頁
を
参
照
）。

102　

馬
克
思
「
中
国
革
命
和
欧
州
革
命
」、
中
共
中
央
馬
克
思
、
恩
格
斯
、
列
寧
、
斯
大
林
著
作
編
訳
局
編
『
馬
克
思
恩
格
斯
選
集
』
第
二
巻
、
人
民
出

版
社
、
一
九
七
二
年
、
三
頁
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
論
文
は
一
八
五
三
年
六
月
十
四
日
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
デ
ィ
リ
ー
ト
リ
ビ
ュ
ン
』
に
掲
載
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

103　

前
掲
郭
沫
若
『
中
国
古
代
社
会
研
究
』、
五
頁
。

104　

胡
適
「
治
学
的
方
法
与
材
料
」、
前
掲
『
胡
適
文
存
』
三
集
巻
一
、
一
八
三
頁
。

＊　

胡
適
の
「
多
研
究
些
問
題
、
少
談
些
主
義
」（『
毎
週
評
論
』
三
一
号
、
一
九
一
九
年
七
月
二
一
日
）
は
「
問
題
と
主
義
」
の
論
争
の
発
端
で
あ
る
。

こ
の
論
文
に
対
し
て
、
李
大
釗
は
「
再
論
「
問
題
与
主
義
」」（『
毎
週
評
論
』
三
一
号
、
一
九
一
九
年
八
月
十
七
日
）
を
書
い
て
反
論
し
た
。
胡
適
は

さ
ら
に
「
三
論
問
題
与
主
義
」（『
毎
週
評
論
』
三
六
号
、
一
九
一
九
年
八
月
二
四
日
）、「
四
論
問
題
与
主
義
」（『
毎
週
評
論
』
三
七
号
、
一
九
一
九

年
八
月
三
一
日
）
を
書
い
て
応
ず
る
。
い
わ
ゆ
る
「
問
題
と
主
義
」
の
論
争
の
経
緯
で
あ
る
。
野
村
浩
一
は
胡
適
の
側
か
ら
こ
の
論
争
を
考
察
し
た
。

野
村
浩
一
『
近
代
中
国
の
思
想
世
界―

『
新
青
年
』
の
群
像―

』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
二
二
二―

二
四
三
頁
を
参
照
。


