
中
日
両
国
の
近
代
化
と
魯
迅
・
漱
石

相
原
和
邦
先
生
は
私
の
恩
師
で
あ
り
、
私
が
北
京
大
学
大
学
院
に
在
学
し
た

一
九
八
三
年
以
来
、
ず
っ
と
魯
迅
と
漱
石
の
比
較
研
究
に
つ
い
て
指
導
し
て
く

だ
さ
っ
た
。
こ
の
度
、
相
原
先
生
は
広
島
大
学
か
ら
ご
退
官
な
さ
る
の
で
、
そ

の
記
念
と
し
て
、
ま
た
魯
迅
と
漱
石
に
つ
い
て
最
近
考
え
た
こ
と
を
相
原
先
生

に
報
告
す
る
意
味
で
本
論
を
書
か
せ
て
い
た
だ
く
。

魯
迅
と
漱
石
は
中
国
と
日
本
の
近
代
が
生
み
出
し
た
最
大
の
文
豪
で
あ
り
、

彼
ら
が
生
き
て
い
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
中
日
両
国
の
社
会
が
伝
統
社
会
か
ら
近

代
社
会
へ
と
転
換
す
る
と
い
う
過
渡
期
で
あ
っ
た
。
私
は
中
日
両
国
の
近
代
化

の
過
程
に
大
変
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
本
論
で
は
、
中
日
両
国
の
近
代
化

の
過
程
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
魯
迅
文
学
と
漱
石
文
学
の
意
義
を
確
認
し
て
み

た
い
。

一
中
国
の
近
代
化
過
程

ア
ジ
ア
の
国
に
と
っ
て
、
近
代
化
は
西
洋
化
を
意
味
す
る
。
ま
た
時
に
は
、

国

　

棟

こ
の
西
洋
化
は
屈
辱
や
苦
痛
を
伴
う
。
そ
れ
で
は
、
中
国
は
ど
こ
ま
で
西
洋
化

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？
そ
の
西
洋
化
の
過
程
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
？
そ
し
て
魯
迅
は
、
ど
う
い
う
時
点
で
ど
の
よ
う
に
こ
の
近
代
化
ま
一

た
は
西
洋
化
の
過
程
に
関
わ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
こ
れ
　
1
3

ら

の

問

題

に

は

っ

き

り

と

答

え

よ

う

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

大
昔
か
ら
、
中
国
人
は
「
中
華
思
想
」
と
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
。
「
中

華
」
の
「
中
」
は
「
中
央
、
真
ん
中
」
の
意
味
で
あ
る
。
「
華
」
は
「
花
」
に
通
じ

て
い
て
、
「
き
れ
い
、
美
し
い
」
の
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
中
華
思
想
」

は
、
中
国
は
世
界
の
中
心
に
位
置
し
て
い
て
、
中
国
の
文
明
文
化
は
一
番
素
晴

ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
非
常
に
倣
慢
な
考
え
方
だ
と
い
え
よ
う
。

近
世
ま
で
は
、
中
国
は
確
か
に
世
界
の
中
心
に
位
置
し
て
い
て
、
中
国
の
文

物
制
度
、
精
神
文
明
か
ら
物
質
文
明
ま
で
ほ
と
ん
ど
全
て
の
も
の
は
世
界
で
は

一
番
先
進
的
で
、
レ
ベ
ル
が
一
番
高
か
っ
た
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
中
国
人
は

「
中
華
思
想
」
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
考
え
方
を
持
つ



と
、
ど
う
し
て
も
排
他
的
に
な
る
。
精
神
文
明
の
分
野
で
は
自
国
の
も
の
が
一

番
素
晴
ら
し
い
か
ら
、
当
然
自
国
の
も
の
を
採
用
し
、
外
国
の
も
の
を
拒
否
す

る
。
物
質
文
明
の
分
野
で
も
同
じ
で
あ
る
。

中
国
人
の
こ
の
思
考
様
式
ま
た
は
基
本
方
針
を
、
「
中
体
中
用
」
と
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
る
。
「
体
」
は
精
神
文
明
を
意
味
し
、
「
用
」
は
物
質
文
明
を
意
味
す

る
。
「
中
体
中
用
」
の
基
本
方
針
は
、
す
な
わ
ち
物
質
文
明
の
分
野
で
も
精
神

文
明
の
分
野
で
も
、
す
べ
て
外
国
の
も
の
を
排
除
し
、
自
国
の
も
の
を
採
用
す

る
と
い
う
方
針
で
あ
る
。
近
世
ま
で
は
、
中
国
は
一
応
こ
の
よ
う
な
基
本
方
針

で
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
代
に
入
る
と
、
中
国
は
こ
の
方
針
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
。
私
た
ち
中
国
人
は
、
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
あ
の
戦
争
ま
で
は
、
中
国
は
す
ご
く
自
惚
れ
て
い
て
、
自
分
は
「
中

華
」
で
、
周
辺
は
全
部
「
蛮
夷
」
だ
と
考
え
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
「
蛮
夷
」

だ
か
ら
、
乾
争
を
し
て
も
簡
単
に
勝
て
る
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際

戦
う
と
、
自
分
の
方
が
さ
ん
ざ
ん
に
負
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
負
け
戦
は

ア
ヘ
ン
戦
争
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
そ
の
時
代
の
「
西
洋
列
強
」
た

ち
が
み
な
中
国
に
戦
争
を
し
か
け
た
。
中
国
政
府
は
中
華
的
な
意
識
だ
か
ら
、

相
手
を
ば
か
に
し
て
い
た
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
中
国
の
方
が
全
部
負
け

て
し
ま
っ
た
。
中
国
は
連
戦
連
敗
を
も
っ
て
二
十
年
間
の
歳
月
を
過
ご
し
た
の

で
あ
っ
た
。

今
日
の
立
場
に
立
っ
て
そ
の
二
十
年
間
を
検
討
し
て
み
る
と
、
中
国
は
ず
っ

と
近
代
化
、
つ
ま
り
西
洋
化
を
拒
否
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
近
代
化
さ
れ
た

く
な
か
っ
た
、
西
洋
化
さ
れ
た
く
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
拒
否
し
て
い

た
。
し
か
し
結
局
、
拒
否
は
で
き
な
か
っ
た
。
拒
否
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
最

後
に
戦
争
を
選
び
、
戦
争
の
形
で
最
後
の
拒
否
を
示
し
た
わ
け
だ
が
、
戦
争
で

も
負
け
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
近
代
化
拒
否
が
二
十
年
間
続
い
て
い
た
の

で
、
中
国
人
は
い
く
ら
倣
憶
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
こ
の
二
十
年
間
の
事
実
を

直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
分
は
頭
の
中
で
は
「
中
華
」
　
で
一
番
素

晴
ら
し
い
と
自
惚
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
を
見
る
と
、
そ
う
で
は
な
い
の

だ
。
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
、
中
国
は
明
ら
か
に
世
界
の
中
心
の
位
置
か
ら
端
の
方

へ
押
し
や
ら
れ
て
い
た
。
中
国
人
の
頭
の
中
の
中
国
と
現
実
の
中
国
と
の
間
に

は
、
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
現
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
当
時
の
中
国
人
は
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
反
省
し

た
の
だ
ろ
う
か
？
当
時
の
資
料
を
読
む
と
、
こ
う
い
う
結
論
が
出
さ
れ
て
い

る
。
戦
争
で
負
け
た
の
は
、
物
質
文
明
の
分
野
、
と
く
に
軍
事
産
業
が
遅
れ
た

た
め
だ
。
し
か
し
、
精
神
文
明
の
分
野
で
は
、
全
く
問
題
が
な
か
っ
た
。
自
国

の
伝
統
的
な
儒
教
、
忠
君
愛
国
、
賢
人
政
治
　
－
　
賢
人
が
政
治
を
担
当
し
て
、

愚
民
た
ち
を
幸
せ
の
方
向
へ
と
導
い
て
い
く
と
い
っ
た
よ
う
な
独
裁
的
な
政
治

制
度
　
－
　
な
ど
は
や
は
り
世
界
一
の
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
全
然
遅
れ
て
い
な
い
と
。

当
時
、
中
国
の
政
治
家
や
有
識
者
た
ち
は
最
終
的
に
こ
の
よ
う
な
判
断
を
下
し

た
の
で
あ
っ
た
。

中
国
人
の
習
慣
的
な
言
い
方
で
は
、
上
述
の
よ
う
な
反
省
は
　
「
中
体
西
用
」
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と
言
う
。
一
八
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
中
国
の
基
本
方
針
は
よ
う
や
く
、
ア
ヘ

ン
戦
争
前
の
「
中
体
中
用
」
か
ら
ア
へ
ン
戦
争
後
の
「
中
体
西
用
」
　
へ
と
変
化

し
た
。
非
常
に
限
定
的
な
反
省
で
は
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
、
中
国
人
は
や
は

り
こ
の
物
質
文
明
分
野
の
遅
れ
を
認
め
た
。
遅
れ
を
認
め
た
の
で
、
西
洋
か
ら

先
進
的
な
も
の
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
然
な
成
り
行
き
と
な
り
、
当
時
、
政
府

の
要
人
を
は
じ
め
、
中
国
の
有
識
者
た
ち
は
一
斉
に
西
洋
の
物
を
導
入
し
よ
う

と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
「
洋
務
運
動
」
を
起
こ
し
た
。
西
洋
の
事
務
を
こ
れ
か

ら
積
極
的
に
す
る
、
つ
ま
り
西
洋
か
ら
積
極
的
に
物
を
取
り
入
れ
よ
う
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
洋
務
運
動
」
は
、
一
八
六
〇
年
代
冒
頭
か
ら
一
八
九

〇
年
代
の
半
ば
ご
ろ
ま
で
続
い
て
い
た
。
そ
の
時
の
歴
史
を
調
べ
て
み
る
と
、

中
国
は
毎
年
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
を
始
め
と
し
た
「
西
洋
列
強
」
か
ら
武
器
を

買
い
入
れ
た
り
、
中
国
国
内
で
西
洋
風
の
軍
需
工
場
や
民
需
工
場
を
造
っ
た

り
、
西
洋
風
の
軍
事
学
校
も
設
立
し
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
は
「
中
体
西
用
」
　
の
時
代
だ
と
考
え
て
い
い
わ
け
だ
ろ

う
。
当
時
の
中
国
人
は
、
せ
い
ぜ
い
物
質
文
明
だ
け
の
遅
れ
な
の
で
、
武
器
を

買
い
入
れ
て
、
同
じ
よ
う
な
工
場
を
造
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
西
洋
に
追
い
付
く
だ

ろ
う
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
判
断
が
甘
か
っ
た
。
中
国
人
の
夢
は
実
現

し
な
か
っ
た
。
日
本
と
大
き
く
関
わ
る
大
事
件
「
H
清
戦
争
」
が
起
こ
っ
た
。

一
八
八
〇
年
代
か
ら
、
中
国
は
西
洋
に
倣
っ
て
近
代
的
な
海
軍
を
つ
く
っ

た
。
だ
い
た
い
同
じ
時
期
に
、
日
本
も
「
明
治
維
新
」
の
勢
い
に
乗
っ
て
近
代

的
な
海
軍
を
つ
く
っ
た
。
そ
し
て
、
一
八
九
四
年
に
、
両
国
が
と
う
と
う
衝
突

し
た
。
戦
争
前
、
中
国
は
日
本
を
見
く
び
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
争
が
始
ま

る
と
、
自
分
の
方
が
負
け
た
。
し
か
も
中
国
の
北
洋
水
師
が
全
滅
す
る
ほ
ど
さ

ん
ざ
ん
に
負
け
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
な
ぜ
だ
ろ
う
と
、

中
国
の
有
識
者
た
ち
は
も
う
一
度
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

表
面
的
に
は
、
中
国
の
敗
戦
は
た
だ
武
器
の
遅
れ
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
も
中
国
も
み
な
外
国
か
ら
軍
艦
を
買
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
日
本
の
軍
艦
は
最
新
式
の
軍
艦
で
、
中
国
の
軍
艦
は
ポ
ロ
ポ
ロ
の
時
代
遅

れ
の
軍
艦
だ
っ
た
。
最
新
式
の
軍
艦
と
時
代
遅
れ
の
軍
艦
が
戦
っ
た
の
だ
か

ら
、
中
国
の
方
が
当
然
負
け
る
と
い
う
結
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
論
は
確
か
に

理
路
整
然
と
し
て
い
て
、
あ
る
程
度
の
説
得
力
も
あ
っ
た
が
、
し
か
し
実
際
、

軍
艦
の
優
劣
は
決
し
て
根
本
的
な
敗
因
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
も

最
新
式
の
軍
艦
を
買
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
、
な
ぜ
当
時
の
中
国
政
府
は
そ
れ
を

買
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
わ
れ
わ
れ
は
当
然
こ
う
質
問
し
た
い
の
で
あ
る
。

歴
史
を
調
べ
て
み
る
と
、
実
は
理
由
が
あ
っ
た
。
海
軍
の
予
算
は
あ
る
。
し

か
し
、
上
層
部
は
そ
の
予
算
を
流
用
し
た
。
流
用
し
た
人
は
、
す
な
わ
ち
あ
の

悪
名
高
い
西
太
后
で
あ
る
。
西
太
后
は
海
軍
の
予
算
で
軍
艦
を
買
わ
ず
に
、
北

京
で
広
く
て
立
派
な
庭
園
を
造
っ
た
。
そ
の
庭
園
は
現
在
で
も
残
っ
て
い
る
。

っ
ま
り
北
京
市
の
西
北
方
向
の
「
瞑
和
園
」
で
あ
る
。
西
太
后
は
「
核
和
園
」

を
造
っ
て
最
新
式
の
軍
艦
を
買
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
中
国
は
日
活
戦
争

で
負
け
た
。
「
洋
務
運
動
」
だ
け
で
は
だ
め
だ
、
た
だ
西
洋
か
ら
物
を
取
り
入

れ
る
だ
け
で
は
、
中
国
は
決
し
て
強
く
な
れ
な
い
と
、
中
国
人
は
「
日
清
戟
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争
」
を
経
験
し
て
よ
う
や
く
分
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
中
国
の
有
識
者
た
ち
は
も

う
一
度
反
省
を
始
め
た
。

今
度
の
反
省
は
精
神
文
明
の
方
に
メ
ス
を
入
れ
た
。
自
国
の
政
治
制
度
、
つ

ま
り
西
太
后
を
は
じ
め
と
し
た
独
裁
的
な
政
治
制
度
に
も
問
題
が
あ
り
、
そ
れ

を
あ
る
程
度
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
だ
。
す
る
と
、
次
の
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
　
「
戊
戊
維
新
」
が
起
こ
っ
た
。
「
戊
戊
維
新
」
は
日
活
戦
争
の
三

年
後
に
起
こ
り
、
そ
の
目
的
は
口
日
本
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
日
本
の
よ

う
に
若
い
皇
帝
を
擁
立
し
て
、
西
太
后
を
軟
禁
す
る
と
い
う
ク
ー
デ
タ
ー
も
計

画
し
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
は
途
中
で
ば
れ
て
し
ま
い
、

若
い
皇
帝
の
方
が
逆
に
軟
禁
さ
れ
、
西
太
后
は
一
人
で
全
権
を
握
る
よ
う
に
な

っ
た
。
中
国
は
よ
う
や
く
良
い
方
向
へ
と
動
こ
う
と
し
た
が
、
結
果
を
出
せ

ず
、
「
戊
戊
維
新
」
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

こ
の
政
治
改
革
の
試
み
も
失
敗
し
た
の
で
、
中
国
の
有
識
者
た
ち
は
さ
ら
に

別
の
方
向
を
模
索
し
た
。
西
太
后
は
す
べ
て
の
実
権
を
握
っ
て
い
る
か
ら
、
改

革
だ
け
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
い
っ
そ
の
こ
と
西
太
后
の
政
権
を
打
倒
し

よ
う
、
革
命
を
起
こ
し
て
完
全
に
清
王
朝
を
打
倒
し
ょ
う
、
と
有
識
者
た
ち
は

団
結
し
て
行
動
を
起
こ
し
た
。
そ
の
結
果
、
孫
文
が
「
辛
亥
革
命
」
を
成
し
遂

げ
た
。
こ
の
「
辛
亥
革
命
」
に
よ
っ
て
、
中
国
の
歴
史
か
ら
皇
帝
が
消
え
た
。

し
か
し
、
「
辛
亥
革
命
」
は
た
だ
皇
帝
を
打
倒
し
た
だ
け
で
、
精
神
文
明
の
分

野
で
は
ほ
と
ん
ど
何
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
中
国
の
有
識
者
た
ち
は
さ

ら
に
反
省
を
続
け
た
。

時
代
は
す
で
に
一
九
一
〇
年
代
に
入
り
、
外
国
か
ら
多
く
の
留
学
生
が
中
国

に
帰
っ
て
き
た
。
そ
の
留
学
生
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
「
新
文
化
運
動
」
、
つ

ま
り
儒
教
な
ど
の
伝
統
思
想
を
捨
て
て
、
西
洋
の
個
人
主
義
思
想
や
民
主
主
義

政
治
制
度
な
ど
を
全
般
的
に
導
入
し
よ
う
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
や
り
出
し

た
。
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
二
二
年
ま
で
、
北
京
を
中
心
と
し
た
中
国
の
都
市

部
は
「
新
文
化
運
動
」
に
燃
え
て
い
た
。

論
理
的
に
見
る
と
、
こ
の
「
新
文
化
運
動
」
は
中
国
の
近
代
化
の
過
程
に
お
け

る
当
然
の
結
果
で
あ
る
。
中
国
は
最
初
は
、
近
代
化
ま
た
は
西
洋
化
を
拒
否
し

よ
う
と
し
た
。
拒
否
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
か
ら
、
物
質
文
明
だ
け
の
近

代
化
を
や
っ
た
。
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
、
精
神
文
明
の
分
野
で

も
少
し
改
革
を
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
ま
た
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
、
革

命
を
起
こ
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
革
命
は
皇
帝
を
打
倒
し
た
だ
け
で
思
想
や
文
化

な
ど
を
新
し
く
す
る
こ
と
が
全
く
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
今
度
は
中
国
の
伝
統

思
想
を
捨
て
て
、
西
洋
の
近
代
思
想
を
導
入
し
よ
う
と
、
西
洋
の
近
代
を
よ
く

知
っ
て
い
る
帰
国
留
学
生
た
ち
は
「
新
文
化
運
動
」
を
起
こ
し
た
わ
け
で
あ
る
。

「
新
文
化
運
動
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
全
盤
西
化
」
、
つ
ま
り
「
全
面
的
西
洋

化
」
で
あ
る
。
物
質
文
明
の
分
野
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
文
明
の
分
野
で
も
西

洋
化
を
推
進
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
中
国
は
間
違
い
な
く
滅
ぶ
と
、
帰
国

留
学
生
た
ち
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
主
張
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
時
、
魯
迅
は

登
場
し
た
。
「
新
文
化
運
動
」
　
の
一
員
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

魯
迅
は
一
八
八
一
年
に
生
ま
れ
、
一
九
〇
二
年
に
日
本
へ
留
学
し
、
日
本
で
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西
洋
に
接
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
〇
九
年
ま
で
ず
っ
と
日
本
で
生
活
し
て
い

た
。
そ
の
後
、
中
国
に
も
ど
っ
て
中
学
校
の
先
生
を
し
た
り
、
文
部
省
に
入
っ

て
課
長
を
務
め
た
り
し
て
い
た
。
魯
迅
の
友
達
の
多
く
は
帰
国
留
学
生
で
あ

り
、
当
時
は
北
京
大
学
の
教
授
に
な
っ
て
一
生
懸
命
「
新
文
化
運
動
」
を
や
っ

て
い
た
。
こ
う
い
う
環
境
な
の
で
、
友
達
か
ら
誘
い
が
自
然
に
来
た
。
「
あ
な

た
は
暇
で
し
ょ
う
。
新
文
化
運
動
に
参
加
し
た
ら
ど
う
か
。
あ
な
た
は
文
筆
が

う
ま
い
か
ら
、
小
説
で
も
書
い
た
ら
」
と
勧
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
魯
迅
は
ペ

ン
を
握
っ
た
。
最
初
に
書
い
た
の
が
、
短
編
小
説
r
狂
人
日
記
」
で
あ
っ
た
。

「
狂
人
日
記
」
は
、
完
全
に
西
洋
の
近
代
小
説
を
基
準
と
し
た
小
説
で
あ
る
。

中
国
の
伝
統
小
説
と
は
様
式
も
内
容
も
全
然
違
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
魯
迅

の
小
説
、
あ
る
い
は
「
新
文
化
運
動
」
　
の
意
義
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
時
、
中
国

人
は
や
っ
と
精
神
文
明
の
分
野
で
も
自
分
の
遅
れ
を
認
め
た
。
少
な
く
と
も
イ

ン
テ
リ
た
ち
は
認
め
た
。
認
め
た
以
上
、
当
然
西
洋
に
学
ぶ
。
だ
か
ら
、
魯
迅

は
西
洋
の
近
代
小
説
の
様
式
を
学
ん
で
、
中
国
の
最
初
の
近
代
小
説
「
狂
人
日

記
」
を
創
作
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
は
中
国
の
近
代
化
の
過
程
に
関
す
る
概
観
で
あ
る
が
、
今
日
の
立
場
に

立
っ
て
も
う
一
度
整
理
し
て
み
る
と
、
中
国
の
近
代
化
の
過
程
は
か
な
り
論
理

的
に
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
初
は
近
代
化
の
拒
否
で
ア
ヘ
ン
戦

争
を
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
近
代
化
拒
否
か
ら
物
質
文
明
だ
け
の
近
代
化
へ
と
変

わ
り
、
「
洋
務
運
動
」
を
や
っ
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
政
治
制
度
を
近
代
化
す

る
「
戊
戊
維
新
」
を
試
み
た
が
、
そ
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
、
今
度
は
精

神
文
明
の
近
代
化
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
新
文
化
運
動
」
が
起

こ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
、
魯
迅
は
中
国
の
近
代
化
の
過
程
に
関
わ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
魯
迅
は
こ
の
時
に
加
わ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
考
え
方
が
当
然
「
新

文
化
運
動
」
の
ほ
か
の
人
と
同
じ
く
、
「
全
面
的
西
洋
化
」
を
主
張
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
魯
迅
の
小
説
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。

二
　
魯
迅
の
主
張

具
体
的
に
は
、
魯
迅
は
何
を
主
張
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？
一
九
一
八
年

に
創
作
さ
れ
た
r
狂
人
日
記
」
か
ら
少
し
引
用
し
て
み
よ
う
。

も
の
ご
と
は
、
な
ん
で
も
研
究
し
て
み
な
け
れ
ば
。
研
究
す
れ
ば
わ
か

っ
て
来
る
。
古
来
よ
く
人
を
食
っ
た
こ
と
は
、
お
れ
の
記
憶
に
も
あ
る

が
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
歴
史
を
開
い
て
調
べ
て
み
る
。
こ
の
歴

史
に
は
年
代
が
な
く
、
ど
の
ペ
ー
ジ
に
も
歪
ん
だ
い
び
つ
な
字
で
「
仁
義

道
徳
」
と
い
っ
た
文
字
が
書
い
て
あ
る
。
ど
う
せ
眠
り
つ
け
な
い
の
で
、

夜
な
か
ま
で
か
か
っ
て
く
わ
し
く
調
べ
て
み
る
と
、
や
っ
と
字
の
す
き
問

か
ら
字
が
見
え
て
き
た
。
本
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
二
つ
の
文
字
が
書
い
て

あ
る
。
「
食
人
」
だ
！
（
第
三
章
）

「
狂
人
日
記
」
の
主
人
公
は
狂
人
で
あ
る
。
魯
迅
は
狂
人
の
口
を
か
り
て
儒

教
を
批
判
し
、
儒
教
に
支
配
さ
れ
た
中
国
の
す
べ
て
の
歴
史
を
否
定
し
て
い
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る
。
魯
迅
か
ら
見
れ
ば
、
中
国
の
四
千
年
の
歴
史
は
す
べ
て
悪
の
歴
史
で
、
全

部
否
定
す
べ
き
だ
。
そ
の
歴
史
に
は
年
代
が
な
い
が
、
ど
の
ペ
ー
ジ
に
も
「
仁

義
道
徳
」
が
書
い
て
あ
る
。
「
仁
義
道
徳
」
は
儒
教
の
建
前
で
大
変
立
派
な
よ

う
に
見
え
る
が
、
よ
く
見
る
と
、
字
の
隙
間
か
ら
本
質
的
な
文
字
が
現
れ
た
。

つ
ま
り
「
食
人
」
、
人
を
食
う
こ
と
だ
。

「
食
人
」
は
人
間
の
個
性
を
抹
殺
す
る
と
い
う
意
味
で
、
魯
迅
は
こ
こ
で
、

中
国
は
集
団
主
義
の
儒
教
を
捨
て
て
、
西
洋
の
個
人
主
義
を
導
入
し
な
さ
い
と

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
周
り
の
大
人
を
見
れ
ば
絶
望
し
て
し

ま
う
。
み
ん
な
儒
教
的
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
子
供
な
ら
、
ま
だ

希
望
が
持
て
る
。
「
狂
人
日
記
」
　
の
最
終
段
落
で
、
魯
迅
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

人
を
食
っ
た
こ
と
の
な
い
子
供
は
、
あ
る
い
は
ま
だ
い
る
だ
ろ
う
か
？

子
供
を
救
え
…
…
（
第
十
三
尊
）

人
は
主
人
公
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
昔
か
ら
の
友
人
で
あ
り
、
今
、
故
郷
で
久

し
ぶ
り
に
再
会
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
状
に
つ
い
て
こ
う
話
し
合
っ
て
い
る
。

「
君
は
r
子
日
く
、
詩
に
云
う
」
を
教
え
て
い
る
の
か
」
、
私
は
不
審
に

思
っ
て
た
ず
ね
た
。

「
む
ろ
ん
さ
。
A
B
C
D
で
も
教
え
て
い
る
と
思
っ
た
の
か
。
は
じ
め
は

生
徒
は
二
人
で
、
一
人
は
r
詩
経
」
、
一
人
は
r
孟
子
」
だ
。
最
近
一
人
加

わ
っ
た
が
、
女
だ
か
ら
、
r
女
児
経
」
っ
て
わ
け
だ
。
算
数
さ
え
教
え
な
い
。

僕
が
教
え
な
い
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
連
中
が
い
ら
な
い
と
言
う
の
さ
。
」

子
供
は
ま
だ
儒
教
に
毒
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
西
洋
の
個
人
主
義

で
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
魯
迅
の
希
望
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
魯
迅
は
全
面
的
西
洋
化
を
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
新
文
化

運
動
」
自
体
は
一
九
二
二
年
を
境
目
に
下
火
に
な
り
、
イ
ン
テ
リ
た
ち
の
グ
ル

ー
プ
が
解
散
し
て
し
ま
い
、
魯
迅
自
身
も
悩
み
始
め
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
魯

迅
の
文
学
は
中
期
に
入
っ
た
。
一
九
二
四
年
に
創
作
さ
れ
た
短
篇
小
説
「
酒
楼

に
て
」
に
は
、
二
人
の
人
物
が
登
場
し
て
お
り
、
一
人
は
語
り
手
で
、
も
う
一

こ
こ
に
は
、
一
つ
の
対
立
が
あ
る
。
一
方
は
「
子
日
く
、
詩
に
云
う
」
　
で
あ

る
。
「
子
日
く
」
　
の
「
子
」
は
孔
子
を
指
し
、
「
子
日
く
」
は
r
論
語
」
に
よ
く

用
い
ら
れ
た
言
い
方
で
あ
る
。
「
詩
に
云
う
」
の
「
詩
」
は
r
詩
経
」
を
指
す
。

だ
か
ら
、
「
子
白
く
、
詩
に
云
う
」
は
完
全
に
伝
統
文
化
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
対
極
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
A
B
C
D
」
で
あ
る
。
「
A
B
C

D
」
は
西
洋
の
近
代
文
化
を
意
味
し
て
い
る
。
魯
迅
の
友
達
は
、
昔
は
み
な

「
A
B
C
D
」
　
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
っ
た
が
、
今
と
な
っ
て
は
、
一
部
の
人

は
「
A
B
C
D
」
を
捨
て
て
、
逆
に
「
子
日
く
、
詩
に
云
う
」
を
教
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
大
き
く
変
わ
っ
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
小
説
に
は
、
無
力
感
が
漂
っ
て
い
て
力
強
さ
が
な
い
。
深
い
失

望
や
絶
望
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
一
九
二
五
年
の
元
日
に
、
魯
迅
は
ま
た
r
希
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望
」
と
題
す
る
散
文
詩
を
創
作
し
た
。
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

わ
た
し
の
心
は
い
つ
に
な
く
さ
び
し
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
心
は
安

ら
か
で
あ
る
。
愛
憎
も
な
く
、
哀
楽
も
な
い
。
そ
れ
に
色
彩
と
物
音
も
な

ヽ

　

0

－
V（

中
略
）

希
望
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
娼
婦
だ
。

誰
に
で
も
媚
び
を
売
り
、
す
べ
て
を
与
え
、

君
が
た
く
さ
ん
の
宝
物
　
－
　
君
の
青
春
を

み
つ
い
で
し
ま
う
と
、
君
を
捨
て
る
の
だ
。

（
中
略
）

絶
望
が
虚
妄
で
あ
る
の
は
、
希
望
と
ま
っ
た
く
同
様
だ
。

二
九
二
五
年
の
元
日
、
こ
の
一
番
希
望
に
満
ち
た
日
に
ち
な
の
に
、
希
望
が

な
い
と
魯
迅
は
書
い
て
い
る
。
希
望
は
何
か
と
い
う
と
、
娼
婦
だ
。
魯
迅
は
喪

失
感
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
数
年
前
ま
で
一
生
懸
命
主
張
し
た
こ
と

は
、
今
は
も
う
幻
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
今
、
周
り
に
は
何
も
な
い
。

愛
憎
も
な
い
し
、
哀
楽
も
な
い
。
静
か
で
寂
し
い
。

一
九
二
五
年
の
時
点
で
、
魯
迅
は
「
絶
望
が
虚
妄
で
あ
る
の
は
、
希
望
と
ま

っ
た
く
同
様
だ
」
と
言
っ
て
い
た
。
魯
迅
は
最
初
は
希
望
を
持
っ
て
い
た
。
中

国
に
西
洋
の
個
人
主
義
を
導
入
し
た
ら
、
中
国
は
き
っ
と
強
く
な
る
だ
ろ
う
と

希
望
に
燃
え
て
い
た
が
、
数
年
後
、
こ
の
希
望
を
捨
て
た
。
希
望
を
捨
て
た
時

に
、
せ
め
て
絶
望
ぐ
ら
い
は
ま
だ
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
二
五
年
に
な
る

と
、
絶
望
さ
え
な
い
と
分
か
っ
た
。
希
望
も
な
い
し
、
絶
望
も
な
い
。
だ
か

ら
、
「
絶
望
が
虚
妄
で
あ
る
の
は
、
希
望
と
ま
っ
た
く
同
様
だ
」
と
言
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
絶
望
は
希
望
と
同
じ
く
そ
も
そ
も
無
い
物
だ
と
す
れ
ば
、
い

っ
た
い
魯
迅
に
と
っ
て
は
、
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
虚
無
で
あ
る
。
一
九
二

五
年
以
後
、
魯
迅
は
虚
無
の
方
へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ
た
。

実
は
、
魯
迅
は
自
分
の
こ
う
い
う
気
持
ち
を
も
う
一
度
公
表
し
て
い
る
。
二

五
年
ご
ろ
、
魯
迅
は
す
で
に
有
名
人
と
な
っ
た
の
で
、
あ
る
日
、
あ
る
新
聞
社

か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
が
来
た
。
青
年
に
有
益
な
本
を
薦
め
な
さ
い
と
。
魯
迅
は
そ
一

の
時
に
奇
抜
な
ア
ン
ケ
ー
ト
を
出
し
、
後
で
そ
れ
が
新
開
に
発
表
さ
れ
た
。
今
　
1
9

後
、
中
国
の
青
年
は
中
国
の
本
を
読
む
な
、
外
国
の
本
を
読
み
な
さ
い
と
い
う
－

主
旨
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
っ
た
。

以
上
、
魯
迅
文
学
の
中
期
を
概
観
し
て
み
た
が
、
こ
の
よ
う
な
中
期
か
ら
さ

ら
に
発
展
し
て
、
晩
期
に
入
っ
た
時
、
魯
迅
の
小
説
は
完
全
に
変
わ
っ
た
。
彼

は
西
洋
近
代
小
説
の
様
式
を
完
全
に
捨
て
た
。
そ
の
代
わ
り
に
も
う
一
度
中
国

の
昔
の
お
話
の
よ
う
な
様
式
を
取
り
入
れ
た
。
小
説
の
題
材
か
ら
見
て
も
そ
の

変
化
が
大
き
く
、
晩
期
の
魯
迅
は
も
う
現
実
社
会
か
ら
取
材
し
な
く
な
り
、
古

代
の
神
話
伝
説
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
お
話
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。

魯
迅
は
つ
ま
り
こ
の
よ
う
に
中
国
の
近
代
化
に
関
わ
っ
て
き
て
、
そ
し
て
、

近
代
化
の
中
で
彼
自
身
も
大
き
く
変
化
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
魯
迅
の
変



化
過
程
を
見
て
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
？

ま
ず
第
一
点
、
魯
迅
の
主
張
の
時
代
的
論
理
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
中
国
の
近
代
化
と
い
う
枠
の
中
で
魯
迅
文
学
を
考
え
る
と
、
そ
れ
が
は
っ

き
り
と
分
か
る
。
中
国
の
近
代
化
は
ア
ヘ
ン
戦
争
を
き
っ
か
け
に
器
物
の
模
倣

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
「
洋
務
運
動
」
は
器
物
の
次
元
で
近
代
化
を
進
め
て
い

た
わ
け
で
あ
る
が
、
器
物
の
次
元
だ
け
で
は
足
り
な
い
か
ら
、
中
国
の
近
代
化

は
政
治
改
革
や
革
命
の
方
向
へ
と
発
展
し
た
。
し
か
し
、
政
治
改
革
と
革
命
が

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
、
さ
ら
に
思
想
啓
蒙
の
方
向
へ
と
突
き
進
ん
だ
。

魯
迅
は
つ
ま
り
こ
の
三
段
階
の
中
の
第
三
段
階
に
登
場
し
、
思
想
啓
蒙
の
役
割

を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

も
う
少
し
魯
迅
以
後
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
が
、
魯
迅
以
後
の
イ

ン
テ
リ
の
代
表
を
一
人
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
私
は
毛
沢
東
を
あ
げ
る
。
毛
沢
東

自
身
は
魯
迅
が
大
好
き
で
、
「
私
は
魯
迅
の
小
説
を
読
ん
で
育
っ
て
き
た
」
と

言
っ
て
い
る
。
魯
迅
た
ち
の
思
想
啓
蒙
も
結
局
徒
労
に
終
わ
っ
た
の
で
、
毛
沢

東
を
代
表
と
し
た
次
世
代
の
イ
ン
テ
リ
た
ち
は
、
つ
い
に
農
民
蜂
起
と
い
う
方

法
を
選
択
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
九
年
十
月
、
毛
沢
東
は
つ
い
に
成
功
し
、

社
会
主
義
国
家
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
た
。
中
国
の
近
代
化
の
方
向
性
を

考
え
る
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
魯
迅
ま
で
の
論
理
性
を
見
通
す
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
一
人
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
毛
沢
東
ま
で
は
論
理
的
な
展
開

を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
第
一
点
で
あ
る
。

二
点
目
は
、
中
国
の
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま

り
、
精
神
文
明
の
近
代
化
が
中
国
で
は
な
か
な
か
実
現
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

が
分
か
っ
た
。
「
洋
務
運
動
」
か
ら
中
国
は
一
応
西
洋
か
ら
物
を
導
入
し
た
が
、

し
か
し
、
精
神
文
明
の
遅
れ
を
認
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
あ
と
で
政
治
改
革
の

方
向
へ
と
方
向
転
換
を
は
か
っ
た
が
、
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
イ
ン

テ
リ
た
ち
は
政
治
改
革
の
方
向
を
捨
て
て
、
「
全
面
的
西
洋
化
」
と
い
っ
て
精

神
文
明
の
西
洋
化
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
中
国
の
儒
教
的
文
化
伝
統

は
彼
ら
の
主
張
を
否
定
し
、
中
国
は
相
変
わ
ら
ず
「
中
体
西
用
」
の
道
を
歩
み

続
け
て
い
た
。
つ
ま
り
、
中
国
の
近
代
化
は
「
中
体
中
用
」
か
ら
「
中
体
西

用
」
　
へ
と
転
換
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
「
西
体
西
用
」
　
へ
は
決
し
て
行
か
な

い
。
中
国
の
長
い
歴
史
が
負
担
に
な
っ
て
い
る
。
儒
教
は
す
で
に
二
五
〇
〇
年

の
歴
史
を
有
し
て
い
る
か
ら
、
儒
教
を
捨
て
て
個
人
主
義
を
導
入
す
る
、
儒
教

的
な
政
経
シ
ス
テ
ム
を
捨
て
て
民
主
主
義
政
治
制
度
を
導
入
す
る
　
－
　
こ
の
転

換
は
な
か
な
か
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
中
国
の
精
神
文
明
の
近
代
化
は
な
か
な
か
実
現
で
き
な

い
。
今
日
で
も
出
来
て
お
ら
ず
、
中
国
は
相
変
わ
ら
ず
精
神
文
明
の
分
野
で
は

西
洋
を
拒
否
し
て
い
る
。
中
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
政
府
は
毎
年
人
権
や
民
主
主

義
を
め
ぐ
っ
て
喧
嘩
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
言
い
分
で
は
、
民
主
主
義
は
普

遍
的
な
原
理
だ
か
ら
、
中
国
も
導
入
し
な
さ
い
、
導
入
す
べ
き
だ
と
。
し
か

し
、
中
国
政
府
は
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
、
中
国
に
は
民
主
主
義
が
合
わ
な

い
と
反
論
し
、
中
国
に
は
中
国
の
道
が
あ
り
、
や
は
り
儒
教
的
な
忠
君
愛
国
、
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賢
人
政
治
の
方
が
い
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
し
て
ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
、
中
国
は

二
度
も
自
国
の
精
神
文
明
の
遅
れ
を
認
め
た
こ
と
が
な
い
か
ら
、
民
主
主
義
に

関
す
る
中
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
政
府
の
喧
嘩
は
出
口
が
な
い
だ
ろ
う
。
永
遠
に

喧
噂
し
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。

実
は
、
こ
の
点
は
、
魯
迅
文
学
を
読
む
と
よ
く
分
か
る
。
魯
迅
は
「
全
面
的

西
洋
化
」
を
主
張
し
て
い
た
。
漢
字
を
捨
て
よ
う
と
ま
で
主
張
し
て
い
た
。
漢

字
に
は
す
で
に
儒
教
が
入
っ
て
い
る
か
ら
、
漢
字
を
捨
て
て
、
ロ
ー
マ
字
を
書

い
た
方
が
い
い
と
考
え
た
が
、
結
局
、
儒
教
の
前
で
は
全
く
効
果
が
な
か
っ
た
。

こ
の
意
味
で
は
、
魯
迅
の
一
生
は
本
当
に
悲
劇
的
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

魯
迅
は
中
国
の
大
文
豪
で
あ
る
。
魯
迅
に
相
当
す
る
日
本
の
文
学
者
は
、
夏

日
漱
石
で
あ
る
。
魯
迅
と
漱
石
は
両
国
の
英
知
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し

て
い
る
が
、
し
か
し
彼
ら
の
作
品
を
読
む
と
、
彼
ら
の
主
張
は
全
然
違
う
の
で

は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

三
　
日
本
の
近
代
化
過
程

漱
石
の
作
品
を
分
析
す
る
前
に
、
ま
ず
日
本
の
近
代
化
の
過
程
に
つ
い
て
概

観
し
て
み
よ
う
。

日
本
の
近
代
化
の
過
程
は
中
国
と
似
て
い
る
。
ア
ジ
ア
の
国
だ
か
ら
、
当
然

な
運
命
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、
日
本
は
鎖
国
政
策
を
取
っ
て
い
た
。
も

と
も
と
日
本
の
文
化
伝
統
は
す
ご
く
オ
ー
プ
ン
で
あ
り
、
外
国
の
い
い
物
を
積

極
的
に
導
入
し
て
き
た
が
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
鎖
国
に
な
っ
た
。
な
ぜ
か

と
い
う
と
、
や
は
り
儒
教
の
た
め
だ
と
私
は
思
う
。
儒
教
は
江
戸
時
代
に
入
る

と
官
学
と
な
っ
た
。
儒
教
は
中
華
的
で
あ
る
か
ら
、
儒
教
的
な
考
え
方
を
持
つ

と
、
人
間
は
ど
う
し
て
も
排
他
的
に
な
り
、
自
惚
れ
て
し
ま
う
。
多
分
江
戸
幕

府
は
こ
の
よ
う
な
自
惚
れ
の
中
に
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
外
国
の
船
が
来

た
ら
、
打
ち
払
っ
た
の
で
あ
る
。
「
一
途
に
打
私
」
、
「
無
二
念
打
払
」
、
何
も
考

え
る
必
要
は
な
い
、
た
だ
打
ち
払
う
だ
け
で
い
い
、
と
江
戸
幕
府
は
一
八
二
五

年
に
各
地
の
大
名
に
命
令
し
た
。
そ
の
時
、
ア
ヘ
ン
戦
争
は
ま
だ
起
こ
っ
て
い

な
か
っ
た
の
で
、
日
本
の
幕
府
は
中
国
政
府
と
同
様
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
八
五
三
年
に
な
る
と
、
状
況
が
一
変
し
た
。
ペ
リ
ー
の
黒
船
が

や
っ
て
き
た
。
日
本
の
幕
府
に
、
ペ
リ
ー
は
開
国
貿
易
の
要
請
書
を
出
す
と
と

も
に
、
降
伏
を
意
味
す
る
白
い
旗
も
渡
し
た
。
つ
ま
り
、
降
伏
し
な
さ
い
、
降

伏
し
て
僕
ら
と
貿
易
し
な
さ
い
、
そ
う
し
な
い
と
、
君
ら
を
殺
す
ぞ
と
言
う
意

味
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
西
洋
列
強
の
論
理
で
あ
る
。
西
洋
列
強
は
ア
ジ

ア
の
国
に
対
し
て
、
全
部
こ
う
い
う
態
度
を
取
っ
て
い
て
、
中
国
に
対
し
て
も

同
じ
で
あ
っ
た
。
傍
ら
と
貿
易
し
な
さ
い
、
そ
う
し
な
い
と
大
砲
で
や
る
ぞ

と
。
や
り
方
は
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
日
本
の
幕
府
は
中
国
政
府

よ
り
対
応
が
う
ま
か
っ
た
。
ま
ず
一
年
ぐ
ら
い
待
っ
て
く
だ
さ
い
と
一
年
間
の

猶
予
を
も
ら
っ
て
、
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
考
え
て
、
ど
う
し
て
も
拒
否
で
き
な
い

と
判
断
し
た
と
き
に
、
進
ん
で
「
日
米
修
好
通
商
条
約
」
を
結
ん
だ
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
条
約
は
ア
メ
リ
カ
に
有
利
な
不
平
等
条
約
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
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の
ア
ヘ
ン
戦
争
と
比
べ
た
ら
、
よ
ほ
ど
幸
せ
で
あ
っ
た
。
条
約
を
結
ぶ
時
に

は
、
天
皇
の
許
可
が
な
か
っ
た
の
で
、
一
時
日
本
国
内
が
混
乱
に
な
っ
た
が
、

し
ば
ら
く
す
る
と
、
混
乱
が
収
ま
り
、
「
明
治
維
新
」
が
成
功
し
た
。

「
明
治
維
新
」
の
直
前
、
明
治
天
皇
が
京
都
御
所
の
紫
辰
殿
で
「
五
箇
条
基

本
方
針
」
を
決
め
る
場
面
が
あ
っ
た
。
こ
の
「
五
箇
条
基
本
方
針
」
の
決
定
は

非
常
に
重
要
だ
と
私
は
思
う
。
中
国
の
基
本
方
針
は
「
中
体
中
用
」
と
「
中
体

西
用
」
だ
か
ら
、
悲
惨
な
歴
史
を
た
ど
っ
た
が
、
明
治
天
皇
の
基
本
方
針
は
全

く
違
っ
て
い
た
。
そ
の
第
四
条
と
第
五
条
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

第
四
条
「
旧
来
ノ
隋
習
ヲ
破
り
、
天
地
ノ
公
道
二
基
ク
へ
シ
」

第
五
条
「
知
識
ヲ
世
界
こ
求
メ
、
大
こ
皇
基
ヲ
振
起
ス
ヘ
シ
」

こ
こ
の
「
旧
来
ノ
随
習
」
は
江
戸
時
代
の
鎖
国
政
策
を
指
す
。
「
明
治
維
新
」

後
、
日
本
は
本
当
に
鎖
国
政
策
を
「
旧
来
ノ
随
習
」
と
し
て
捨
て
た
。
そ
し
て

捨
て
て
か
ら
、
「
知
識
ヲ
世
界
こ
求
メ
」
、
国
を
開
い
た
。
明
治
時
代
の
「
文
明

開
化
」
、
全
面
的
に
西
洋
に
学
ぶ
と
い
う
政
策
は
、
も
と
も
と
こ
こ
に
源
を
発

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
い
つ
も
思
う
が
、
も
し
「
洋
務
運
動
」
　
の
段
階
、
つ
ま
り
一
八
六
〇
年

代
か
ら
中
国
も
「
文
明
開
化
」
の
政
策
を
取
っ
て
い
た
ら
、
結
果
は
全
然
違
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
日
本
は
「
文
明
開
化
」
の
政
策
を
実
施
す
る
と
、
短
期
間

で
近
代
化
を
実
現
し
た
。
断
髪
令
、
洋
式
礼
服
、
太
陽
暦
、
廃
仏
毀
釈
運
動
、

廃
藩
置
県
、
四
民
平
等
、
工
場
払
下
げ
概
則
、
日
本
銀
行
、
刑
法
、
内
閣
制
、

大
日
本
帝
国
憲
法
、
帝
国
議
会
、
教
育
勅
語
、
民
法
。
－
　
風
俗
か
ら
政
経
シ

ス
テ
ム
ま
で
の
一
連
の
大
改
革
は
、
二
十
三
年
間
だ
け
で
完
成
さ
れ
、
日
本
が

非
常
に
遅
れ
た
封
建
的
な
国
家
か
ら
近
代
国
家
に
変
身
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
文
化
の
面
で
は
自
国
の
文
化
を
取
捨
選
択
な
し
に
捨
て
た
の
で
、

多
く
の
文
化
人
の
反
感
を
引
き
起
こ
し
、
文
化
人
た
ち
は
「
文
明
開
化
」
は
だ

め
だ
、
で
た
ら
め
だ
と
批
判
し
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
の
状
況
を
考
え
る

と
、
こ
う
し
な
け
れ
ば
、
日
本
も
中
国
と
同
じ
く
植
民
地
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た

で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
弊
害
が
大
き
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
「
文
明
開

化
」
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
日
本
は
西
洋
列
強
の
植
民
地
に
さ
れ
ず
に
す
み
、

し
か
も
、
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
近
代
国
家
に
な
れ
た
。
当
時
の
言
葉
で
言
う
と
、

日
本
は
「
文
明
開
化
」
に
よ
っ
て
「
一
等
国
」
の
仲
間
入
り
を
実
現
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
一
等
国
、
二
等
国
、
三
等
国
、
多
分
当
時
の
中
国
は
そ
の
次
の
四

等
国
か
玉
等
国
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
は
「
一
等
国
」
と
な

っ
た
。
こ
れ
が
「
文
明
開
化
」
　
の
成
果
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
点
で
は
、
漱
石
は
ま
だ
日
本
の
近
代
化
に
関
わ
っ
て
き

て
い
な
い
。
漱
石
は
一
八
六
七
年
に
生
ま
れ
、
幼
い
時
か
ら
漢
文
の
影
響
を
受

け
て
い
た
。
そ
し
て
、
十
五
歳
の
時
に
西
洋
風
の
中
学
校
を
中
退
し
て
漢
学
塾

に
入
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
ま
た
英
語
塾
に
入
り
、
英
語
を
勉
強
し
て
東
大
に
入

学
し
た
。
卒
業
後
、
し
ば
ら
く
教
師
を
し
て
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
へ
留
学
し
た
。

漱
石
は
こ
う
い
う
履
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
留
学
ま
で
は
小
説
家
と
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し
て
活
躍
す
る
こ
と
は
た
ぷ
ん
思
っ
た
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
イ
ギ
リ
ス
か

ら
帰
っ
て
東
大
の
講
師
を
し
た
時
に
、
誘
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
魯
迅
と

似
て
い
る
。
漱
石
は
友
人
か
ら
誘
わ
れ
て
、
小
説
を
書
き
始
め
た
わ
け
で
、
そ

の
第
一
作
は
r
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
三
十
七
年
の
こ
と

で
、
当
時
、
漱
石
は
三
十
八
歳
で
あ
る
。
「
狂
人
日
記
」
を
書
い
た
時
、
魯
迅

は
三
十
七
歳
で
あ
る
。
三
十
七
歳
、
三
十
八
歳
と
い
う
同
じ
よ
う
な
年
齢
に
な

っ
た
時
、
二
人
の
大
文
豪
は
文
学
に
関
わ
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
文
学
を
武
器

と
し
て
自
国
の
近
代
化
を
批
判
し
始
め
た
。

四
　
漱
石
の
主
張

r
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
は
混
沌
と
し
た
小
説
で
あ
り
、
は
っ
き
り
し
た
傾
向

が
出
て
い
な
い
が
、
そ
の
次
の
小
説
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
は
、
は
っ
き
り
し
た

傾
向
が
現
れ
た
。
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
面
白
い
。
お
話
の
よ
う
な
も
の
で
言
葉

の
調
子
も
い
い
。
し
か
し
実
は
、
そ
れ
は
単
な
る
お
話
で
は
な
い
。
人
々
を
考

え
さ
せ
る
テ
ー
マ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
江
戸
っ
子
で

あ
る
。
そ
の
友
達
の
山
嵐
は
会
津
出
身
で
あ
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
敵
は
赤
シ
ャ

ッ
で
、
赤
シ
ャ
ツ
は
西
洋
に
か
ぶ
れ
て
い
て
、
「
文
明
開
化
」
の
代
表
で
あ
る
。

赤
シ
ャ
ツ
の
友
達
野
だ
い
こ
も
西
洋
の
絵
画
に
詳
し
い
西
洋
か
ぶ
れ
の
人
で
あ

る
。
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
は
、
こ
う
い
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
対
立
が
措
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
最
後
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
た
ち
が
勝
っ
た
。

赤
シ
ャ
ツ
ら
を
殴
っ
て
勝
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
彼
ら
の
喧
嘩
に
は
、
漱
石
独

自
の
意
味
づ
け
が
含
ま
れ
て
い
る
。
江
戸
っ
子
と
会
津
出
身
は
全
部
江
戸
時
代

を
意
味
す
る
。
白
虎
隊
は
最
後
ま
で
近
代
を
意
味
す
る
明
治
を
拒
否
し
た
。
つ

ま
り
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
山
嵐
は
本
質
的
に
は
前
近
代
を
代
表
し
て
い
る
。
そ
の

対
極
に
は
、
「
文
明
開
化
」
ま
た
は
近
代
を
代
表
す
る
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
い
こ

が
い
る
。
こ
う
な
る
と
、
前
近
代
と
近
代
が
戦
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
ど
ち

ら
が
勝
つ
か
と
い
う
と
、
漱
石
は
前
近
代
が
近
代
に
勝
つ
と
い
う
結
論
を
出
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
は
導
っ
。
現
実
に
お
い
て
は
、
近
代
が
前
近
代
に
勝
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
小
説
の
上
で
は
、
漱
石
は
あ
え
て
前
近
代
が
近
代
に
勝
つ

よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

漱
石
の
初
期
の
作
品
か
ら
、
も
う
一
例
「
文
明
開
化
」
を
批
判
す
る
例
を
あ

げ
る
。
r
野
分
」
と
い
う
小
説
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
は
、
漱
石
は
主
人
公
の

ロ
を
か
り
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
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英
国
風
を
鼓
吹
し
て
悍
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
気
の
毒
な
事
で
あ
る
。

己
れ
に
理
想
の
な
い
の
を
明
か
に
暴
露
し
て
い
る
。
（
中
略
）
奴
隷
の
頭
脳

に
雄
大
な
理
想
の
宿
り
や
う
が
な
い
。
西
洋
の
理
想
に
圧
倒
せ
ら
れ
て
眼

が
く
ら
む
日
本
人
は
あ
る
程
度
に
お
い
て
皆
奴
隷
で
あ
る
。
（
第
十
一
章
）

っ
ま
り
、
「
文
明
開
化
」
の
時
代
に
お
い
て
、
日
本
人
は
全
部
「
奴
隷
」
で

あ
る
。
自
分
の
理
想
を
持
っ
て
い
な
い
、
自
分
の
個
性
を
持
っ
て
い
な
い
、
主



体
性
を
失
っ
て
い
る
。
実
際
、
「
奴
隷
」
と
い
う
言
葉
は
、
魯
迅
も
よ
く
使
っ

て
い
た
。
中
国
人
は
全
部
奴
隷
だ
と
魯
迅
は
言
っ
て
い
る
。
魯
迅
と
漱
石
の
自

国
の
現
状
に
対
す
る
認
識
は
本
当
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

漱
石
の
初
期
の
小
説
は
前
近
代
の
倫
理
道
徳
で
「
文
明
開
化
」
、
つ
ま
り
日

本
の
近
代
化
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
内
容
に
相
応
す
る
形

で
、
初
期
小
説
の
様
式
も
前
近
代
的
で
あ
る
。
西
洋
の
近
代
小
説
の
様
式
は
ほ

と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
近
代
的
な
様
式
は
た
だ
一
つ
使
わ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
「
一
人
称
」
で
あ
る
。
一
人
称
の
小
説
が
江
戸
時
代
ま
で
は
な
か
っ
た
。

小
説
は
お
話
だ
か
ら
、
三
人
称
で
書
く
物
で
、
一
人
称
で
書
く
物
で
は
な
か
っ

た
。
中
国
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
魯
迅
の
r
狂
人
日
記
」
ま
で
は
、
一
人
称
主
人

公
の
小
説
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
魯
迅
は
西
洋
の
近
代
小
説
か
ら
一
人
称
を

借
り
て
、
儒
教
を
批
判
す
る
狂
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
て
い
る
。
一

人
称
は
作
者
自
身
の
主
張
を
よ
く
表
現
で
き
る
か
ら
、
自
国
の
現
状
に
不
満
や

危
櫻
感
を
感
じ
、
そ
れ
を
改
造
し
よ
う
と
し
た
魯
迅
と
漱
石
は
ま
ず
こ
の
様
式

を
借
り
た
。
し
か
し
、
漱
石
の
初
期
の
小
説
を
考
察
し
て
み
る
と
、
「
文
明
開

化
」
の
批
判
を
目
的
と
し
た
こ
の
「
一
人
称
」
を
除
い
て
、
ほ
か
に
近
代
小
説

の
様
式
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

初
期
骨
上
述
の
よ
う
で
あ
る
が
、
中
期
に
入
る
と
、
変
化
し
た
。
「
三
四
郎
」

「
そ
れ
か
ら
L
 
r
こ
こ
ろ
」
の
よ
う
な
小
説
は
、
す
で
に
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
異

な
っ
て
い
る
。
r
三
四
郎
」
な
ど
は
、
西
洋
近
代
小
説
の
心
理
描
写
を
借
り
て

創
作
し
た
、
非
常
に
西
洋
的
な
小
説
な
の
で
あ
る
。

様
式
が
変
わ
る
と
、
漱
石
自
身
の
主
張
も
変
わ
っ
た
。
中
期
の
主
人
公
た
ち

は
ま
ず
r
坑
夫
」
r
三
四
郎
j
あ
た
り
か
ら
迷
い
始
め
た
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
ど
初

期
の
主
人
公
た
ち
は
み
な
自
分
の
立
場
が
あ
っ
て
、
自
分
の
立
場
、
自
分
の
主

張
を
最
後
ま
で
貫
い
て
い
る
。
し
か
し
、
中
期
の
主
人
公
た
ち
は
迷
い
始
め

て
、
自
分
ら
し
い
主
張
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
r
そ
れ
か
ら
j
の
主
人
公
代
助

は
最
後
に
、
自
分
の
立
場
を
失
っ
て
激
し
く
動
揺
し
て
い
る
。
r
こ
こ
ろ
」
　
の

主
人
公
「
先
生
」
は
動
揺
し
て
い
る
う
ち
に
追
い
つ
め
ら
れ
、
「
私
の
活
動
を

あ
ら
ゆ
る
方
面
で
食
ひ
留
め
な
が
ら
、
死
の
道
丈
を
自
由
に
私
の
た
め
に
開
け

て
置
く
の
で
す
」
　
（
F
こ
こ
ろ
」
下
篇
第
五
十
五
重
）
と
い
っ
て
自
殺
し
て
し
ま

っ
た
。漱

石
は
な
ぜ
動
揺
し
た
り
、
自
殺
し
た
り
す
る
主
人
公
を
描
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
こ
れ
は
当
然
漱
石
自
身
の
失
望
や
絶
望
、
あ
る
い

は
漱
石
自
身
の
心
理
的
動
揺
に
関
わ
っ
て
い
る
。
中
期
の
漱
石
は
、
す
で
に
初

期
の
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
の
よ
う
に
自
分
の
主
張
を
貫
き
通
す
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
、
あ
る
程
度
硯
実
社
会
と
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

喜
ん
で
妥
協
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
妥
協
し
な
け
れ
ば
、
死
ぬ
よ
り

外
に
道
が
な
い
。
漱
石
の
中
期
の
小
説
は
こ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て

い
る
。
だ
か
ら
、
漱
石
の
中
期
は
暗
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
晩
期
に
入
る
と
、
明
る
さ
が
も
ど
っ
て
き
た
。
「
明
暗
」
が
そ
の

例
で
あ
る
。
r
明
暗
」
が
未
完
の
作
品
で
あ
る
。
も
し
漱
石
は
そ
の
時
点
で
亡

く
な
ら
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
ま
で
と
全
く
違
う
小
説
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
と
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思
う
。
r
明
暗
」
の
主
人
公
津
田
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
。
r
明
暗
」
を
除
い

て
、
漱
石
の
小
説
に
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
人
公
が
い
な
い
。
プ
ラ
イ
ド
の
高

い
イ
ン
テ
リ
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
後
の
小
説
「
明
暗
J
は
異
な
っ
て

い
る
。津

田
は
全
然
絶
望
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
r
明
暗
」
は
中
期
の
小
説
よ
り

ず
っ
と
明
る
い
。
も
ち
ろ
ん
、
心
理
的
な
ド
ラ
マ
で
あ
る
か
ら
、
ど
ろ
ど
ろ
の

部
分
は
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
的
に
は
明
る
さ
が
回
復
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
変

化
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
漱
石
は
も
う
少
し
生
き
て
い
た
ら
、
や
は
り
近
代
化
の

方
向
へ
と
近
づ
い
て
行
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
初
期
で
は
「
文
明
開
化
」
を
断
固

と
し
て
拒
否
し
て
い
た
が
、
晩
期
に
入
る
と
、
や
は
り
「
文
明
開
化
」
と
妥
協

し
て
、
「
文
明
開
化
」
　
の
現
実
を
認
め
た
上
で
日
本
人
の
主
体
性
を
追
求
す
る

傾
向
が
現
れ
た
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
は
、
漱
石
は
r
明
暗
」
を
書
く
途
中
、

突
然
亡
く
な
っ
た
。

以
上
は
漱
石
文
学
の
変
遷
の
軌
跡
で
あ
る
が
、
こ
の
変
遷
軌
跡
は
、
日
本
の

近
代
化
の
過
程
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
漱
石
の
主
張
の
時
代
的
論
理
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
日
本
の

近
代
化
の
過
程
は
中
国
と
似
て
い
る
。
最
初
は
ペ
リ
ー
艦
隊
を
拒
否
し
ょ
う
と

し
た
。
近
代
化
さ
れ
た
く
な
い
、
西
洋
化
さ
れ
た
く
な
い
と
拒
否
し
よ
う
と
し

た
。
中
国
で
い
う
と
、
ア
ヘ
ン
戦
争
の
段
階
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く

す
る
と
、
そ
れ
が
拒
否
で
き
な
い
と
悟
っ
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
、
「
明
治
維

新
」
を
成
し
遂
げ
た
。
「
明
治
維
新
」
は
中
国
の
「
洋
務
運
動
」
と
違
っ
て
、

全
面
的
に
西
洋
に
学
ん
で
い
た
。
中
国
の
よ
う
に
物
質
文
明
と
精
神
文
明
に
分

け
て
物
事
を
考
え
る
と
い
う
拘
り
が
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
日
本
は
一
気
に
全

面
的
西
洋
化
の
方
向
へ
と
進
ん
で
い
っ
て
、
速
や
か
に
近
代
国
家
を
作
り
上
げ

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
全
面
的
西
洋
化
の
方
向
へ
と
社
会
全
体
が
動
き
出
し
た

時
、
上
滑
り
と
い
っ
た
よ
う
な
弊
害
も
現
れ
た
。
実
は
、
漱
石
は
年
齢
的
に
は

ち
ょ
う
ど
「
文
明
開
化
」
の
弊
害
が
噴
出
し
た
時
に
成
人
し
て
、
そ
の
弊
害
を

は
っ
き
り
と
見
た
。
す
る
と
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
日
本
は
滅
ぶ
の
で
は
な
い
か

と
心
配
し
て
、
「
文
明
開
化
」
の
批
判
を
始
め
た
。
も
っ
と
も
、
漱
石
に
は
「
文

明
開
化
」
を
批
判
す
る
理
由
が
も
う
一
つ
あ
っ
た
。
漱
石
は
イ
ギ
リ
ス
へ
留
学

し
た
時
、
イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
ば
か
に
さ
れ
て
い
た
。
当
時
、
ア
ジ
ア
の
人
は
西

洋
の
最
も
近
代
的
な
国
へ
行
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
も
虐
め
を
受
け
て
し
ま
う
。

イ
ギ
リ
ス
人
に
虐
め
ら
れ
る
と
、
漱
石
は
「
私
は
一
個
の
独
立
し
た
日
本
人
で

あ
っ
て
、
決
し
て
英
国
人
の
奴
脾
で
な
い
」
　
（
「
私
の
個
人
主
義
」
）
と
反
発
し

た
。
彼
の
プ
ラ
イ
ド
は
随
分
傷
つ
け
ら
れ
た
と
推
察
で
き
る
。
だ
か
ら
、
イ
ギ

リ
ス
か
ら
帰
る
と
、
ど
う
し
て
も
「
文
明
開
化
」
を
批
判
し
た
く
な
り
、
「
自

己
本
位
」
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
漱
石
は
つ
ま
り
「
自
己
本
位
」
の
立

場
に
立
っ
て
小
説
を
創
作
し
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
た
だ
創
作
し
て
い
る
う
ち

に
、
漱
石
の
立
場
は
「
自
己
本
位
」
か
ら
「
則
天
去
私
」
　
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ

た
。
「
則
天
去
私
」
の
本
質
は
、
「
文
明
開
化
」
と
の
妥
協
だ
と
私
は
思
う
。
も

ち
ろ
ん
、
「
自
己
本
位
」
は
理
想
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
文
明
開
化
」
の
時
代
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に
「
自
己
本
位
」
を
堅
持
す
る
の
は
と
て
も
困
難
で
あ
っ
た
。
私
の
考
え
で

は
、
「
自
己
本
位
」
の
小
説
は
初
期
ま
で
で
あ
る
。
r
虞
美
人
草
し
ま
で
は
一
応

「
自
己
本
位
」
　
の
小
説
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
中
期
に
入
る
と
、
小
説
は
動

揺
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
晩
期
に
は
、
さ
ら
に
妥
協
的
な
「
則
天
去

私
」
に
変
化
し
た
。
要
す
る
に
、
漱
石
の
主
張
が
こ
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
る

の
は
、
H
本
の
近
代
化
の
急
激
さ
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
変
遷
に
は
、
時
代
的

な
論
理
性
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
点
目
は
、
日
本
の
近
代
化
の
問
題
点
、
つ
ま
り
「
自
己
本
位
」
の
実
現
が

非
常
に
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
日
本
の
主
体
性
の
な
さ

を
批
判
す
る
文
化
人
は
漱
石
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
い

る
。
今
日
も
い
る
。
日
本
は
独
立
し
て
い
な
い
、
完
全
に
ア
メ
リ
カ
の
属
国

だ
、
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
に
は
ノ
ー
と
い
え
な
い
の
か
な
ど
と
、
多
く
の
文
化
人
は

指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
現
象
と
し
て
、
漱
石
以
来
ず
っ
と
続
い
て
い

る
。
し
か
し
、
日
本
の
政
治
的
、
経
済
的
、
地
理
的
諸
条
件
か
ら
考
え
る
と
、

漱
石
た
ち
が
考
え
た
「
自
己
本
位
」
の
実
現
は
非
常
に
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
私
は
不
可
能
だ
と
思
う
。

こ
れ
は
、
日
本
の
文
化
伝
統
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
日
本
人
は
遣
隋
使
、
遣

唐
使
の
時
代
か
ら
ず
っ
と
積
極
進
取
の
精
神
を
持
っ
て
い
る
。
日
本
に
は
、
外

国
に
い
い
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
導
入
す
る
と
い
う
文
化
伝
統
が

あ
る
。
こ
の
文
化
伝
統
を
考
え
て
、
さ
ら
に
現
在
の
諸
条
件
と
結
び
つ
け
て
推

測
す
る
と
、
こ
れ
か
ら
も
、
日
本
国
は
漱
石
た
ち
が
考
え
た
よ
う
な
「
自
己
本

位
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
漱
石
文
学
の
「
自
己
本
位
」
か

ら
妥
協
的
な
「
則
天
去
私
」
　
へ
の
変
遷
軌
跡
は
、
す
で
に
「
自
己
本
位
」
の
実

現
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
魯
迅
と
漱
石
は
そ
れ
ぞ
れ
高
い
見
地
か
ら
自
国
の
近
代
化
の
問

題
点
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
が
指
摘
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点

は
、
今
日
で
も
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。
魯
迅
文
学
と
漱
石
文
学
の
変
遷
軌
跡

か
ら
見
る
と
、
彼
ら
は
晩
年
自
国
の
未
来
に
相
当
失
望
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
彼
ら
の
文
学
作
品
は
彼
ら
の
失
望
以
上
に
、
彼
ら
の
祖
国
の
現
在
や
未

来
に
対
す
る
憂
慮
と
使
命
感
を
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ

は
そ
れ
を
確
認
す
る
過
程
に
お
い
て
自
国
の
近
代
の
本
質
を
認
識
し
、
自
分
自
一

身
の
責
任
を
自
覚
す
る
。
こ
こ
に
は
、
魯
迅
文
学
と
漱
石
文
学
の
最
大
の
意
義
　
2
6

が

あ

る

の

で

あ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

付
記
‥

魯
迅
の
小
説
の
引
用
は
、
い
ず
れ
も
「
魯
迅
全
集
」
　
（
学
習
研
究
社
、
一
九

八
四
年
十
一
月
～
一
九
八
六
年
八
月
）
　
に
よ
る
。

漱
石
の
小
説
の
引
用
は
、
い
ず
れ
も
r
漱
石
全
集
」
　
（
岩
波
昏
店
、
一
九
九

三
年
十
二
月
～
一
九
九
七
年
十
二
月
）
　
に
よ
る
。

－
り
・
こ
く
と
う
、
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
外
国
人
教
師
－




