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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
罪
刑
法
定
主
義
で
あ
れ
、
中
国
流
の
罪
刑
法
定
主
義
で
あ
れ
、
罪
刑
法
定
主
義
の
目
的
の
一
つ
は
、
犯
罪
と
そ
れ
に

対
す
る
刑
罰
と
を
定
め
た
法
律
を
人
民
に
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
民
が
刑
罰
を
恐
れ
て
罪
を
犯
さ
な
く
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。
最
も
重
大
な
罪
を
犯
さ
な
く
な
る
ほ
ど
人
民
が
恐
れ
る
刑
罰
が
死
刑
以
外
に
は
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
最
も
重
大
な
罪
を
犯
し

た
者
に
対
し
て
死
刑
を
科
す
る
と
法
律
に
定
め
て
お
く
こ
と
は
罪
刑
法
定
主
義
の
目
的
に
か
な
う
。
そ
こ
で
、
罪
刑
法
定
主
義
の
目
的
の

実
現
を
め
ざ
す
者
に
と
っ
て
は
、
最
も
重
大
な
罪
を
犯
さ
な
く
な
る
ほ
ど
人
民
が
恐
れ
る
刑
罰
は
本
当
に
死
刑
以
外
に
は
存
在
し
な
い
の
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か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
罪
刑
法
定
主
義
の
創
始
者
の
一
人
で
あ
る
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
は
『
犯
罪
と
刑
罰
』（
一
七
六
六
年
・
一
七
七
四
年
。
風

早
八
十
二
・
五
十
嵐
二
葉
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
九
年
改
版
）
第
十
六
章
「
死
刑
に
つ
い
て
」
で
、
終
身
隷
役
刑
を
死
刑
と
置
き
か
え

て
、
死
刑
を
廃
止
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
間
の
精
神
に
も
っ
と
も
大
き
な
効
果
を
与
え
る
の
は
刑
罰
の

強
度
で
は
な
く
て
そ
の
継
続
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
感
性
が
、
は
げ
し
い
が
一
時
的
な
衝
動
に
よ
っ
て
よ
り
、
よ
わ
い
が
持
続

的
な
印
象
に
よ
っ
て
ず
っ
と
た
や
す
く
ま
た
永
続
的
な
影
響
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
道
理
で
い
け
ば
、
犯
罪
へ
の
ク
ツ

ワ
と
し
て
は
、
一
人
の
悪
人
の
死
は
力
よ
わ
い
も
の
で
し
か
な
く
、
強
く
な
が
つ
づ
き
の
す
る
印
象
を
与
え
る
の
は
自
由
を
拘
束
さ
れ
た

人
間
が
家
畜
と
な
り
さ
が
り
、
彼
が
か
つ
て
社
会
に
与
え
た
損
害
を
身
を
も
っ
て
つ
ぐ
な
っ
て
い
る
そ
の
姿
で
あ
る
。」（
九
十
三
頁
）

「
人
は
し
ば
し
ば
、
平
静
な
断
乎
と
し
た
表
情
で
死
に
向
う
。
あ
る
者
は
狂
熱
の
た
め
、
あ
る
者
は
墓
の
む
こ
う
が
わ
ま
で
わ
れ
わ
れ
に

つ
い
て
ま
わ
る
あ
の
虚
栄
心
の
た
め
に
。（
中
略
）
だ
が
、
こ
の
狂
熱
も
虚
栄
も
、
鉄
格
子
の
中
、
お
う
打
の
下
、
く
さ
り
の
間
で
は
罪

人
ど
も
を
見
す
て
て
行
っ
て
し
ま
う
。」（
九
十
五
頁
）

罪
刑
法
定
主
義
の
先
進
国
で
あ
る
中
国
で
は
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
こ
の
よ
う
な
意
見
と
よ
く
似
た
意
見
が
早
く
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
し
、
死
刑
と
置
き
か
え
る
刑
は
足
切
り
の
刑
で
あ
り
、
ま
た
、
死
刑
を
廃
止
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
は
い
な
い
。
足
切
り
の
刑
は
、

鼻
そ
ぎ
の
刑
と
と
も
に
漢
の
文
帝
の
十
三
年
（
前
一
六
七
）
に
廃
止
さ
れ
て
以
来
、
唐
の
太
宗
の
時
に
短
期
間
復
活
し
た
他
は
行
わ
れ
な

か
っ
た
。『
張
子
全
書
』
巻
四
、
周
礼
に
、
張
載
（
一
〇
二
〇
～
一
〇
七
七
）
の
次
の
よ
う
な
意
見
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
張
子
全
書
』
は

『
国
学
基
本
叢
書
』（
商
務
印
書
館
）
所
収
本
を
見
た
。
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【和
訳
】

肉
刑
（
足
切
り
、
鼻
そ
ぎ
な
ど
肉
体
を
傷
つ
け
る
刑
）
は
死
刑
よ
り
も
役
に
立
つ
よ
う
で
す
。
現
在
、
死
刑
に
当
た
る
罪
は
例
え
ば
、

賤
民
で
あ
る
部
曲
・
奴
婢
で
あ
っ
た
者
が
自
分
を
解
放
し
て
良
民
に
し
て
く
れ
た
も
と
の
主
人
を
傷
害
し
た
と
き
は
死
刑
を
科
し
ま
す
し
、

軍
人
が
逃
走
の
罪
を
犯
し
た
と
き
も
ま
た
死
刑
を
科
し
ま
す
。
今
仮
り
に
こ
れ
ら
の
罪
に
死
刑
の
代
わ
り
に
足
切
り
の
刑
を
当
て
る
こ
と

に
す
れ
ば
、
罪
人
は
幸
い
に
も
死
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
人
々
は
足
切
り
の
刑
を
受
け
た
者
を
見
て
、
罪
を
犯
そ
う
と
は
思
わ

な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
今
時
の
無
分
別
な
人
は
往
々
に
し
て
自
分
の
死
を
軽
視
し
ま
す
。
し
か
し
、
罪
に
対
し
て
足
切
り
の
刑
を
当
て
る

こ
と
に
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
て
も
必
ず
恐
れ
て
罪
を
避
け
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
ま
た
仁
術
で
す
。

【原
文
】

肉
刑
猶
可
用
於
死
刑
。
今
、
大
辟
之
罪
、
且
如
傷
旧
主
者
死
、
軍
人
犯
逃
走
亦
死
。
今
且
以
此
比
刖
足
、
彼
亦
自
幸
得
免
死
。
人
観
之
、

更
不
敢
犯
。
今
之
妄
人
、
往
往
軽
視
其
死
。
使
之
刖
足
、
亦
必
懼
矣
。
此
亦
仁
術
。

【訓
読
】

肉
刑
は
猶
お
死
刑
よ
り
も
用
い
る
可
き
が
ご
と
し
。
今
、
大
辟
の
罪
は
、
且
如
（
た
と
え
ば
）
旧
主
を
傷
つ
く
る
者
は
死
た
り
。
軍
人

の
逃
走
を
犯
す
も
亦
た
死
た
り
。
今
且
（
も
）
し
此
れ
を
以
て
刖
足
に
比
せ
ば
、
彼
も
亦
た
自

お
の
ず
から

幸
い
に
死
を
免
る
る
を
得
。
人
こ
れ
を

観
て
、
更
に
敢
え
て
犯
さ
ず
。
今
の
妄
人
、
往
々
に
し
て
其
の
死
を
軽
視
す
。
之
れ
を
し
て
刖
足
せ
し
め
ば
、
亦
た
必
ず
懼
れ
ん
。
此
れ

も
亦
た
仁
術
な
り
。

一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
足
切
り
の
刑
を
受
け
た
者
が
不
自
由
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
を
見
る
、
と
い
う
継
続
す
る
刺
激
が
人
々
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に
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
、
と
す
る
点
、
及
び
死
刑
を
恐
れ
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
足
切
り
の
刑
を
受
け
て
一
生
不
自
由
な
生
活

を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
恐
れ
る
、
と
す
る
点
で
、
張
載
の
意
見
は
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
意
見
と
似
て
い
る
。

｢旧
主
を
傷
つ
く
る
者
は
死
た
り
。」
と
あ
る
の
は
、『
宋
刑
統
』
巻
二
十
三
、
闘
訟
律
、
奴
婢
詈
旧
主
并
殺
傷
条
の
「
部
曲
・
奴
婢
、

旧
主
を
（
中
略
）
傷
つ
く
る
者
は
絞
。」
と
い
う
規
定
を
指
す
。「
旧
主
」
は
同
書
巻
十
七
、
賊
盗
律
、
妻
妾
謀
殺
故
夫
祖
父
母
条
の
注
に

「
旧
主
と
は
主
、
放
ち
て
良
と
為
す
者
を
謂
う
。」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。「
軍
人
、
逃
走
を
犯
す
も
亦
た
死
た
り
。」
と
あ
る
の
は
、『
宋

刑
統
』
巻
二
十
八
、
捕
亡
律
、
征
人
逃
亡
条
の
「
征
名
す
で
に
定
ま
り
、
及
び
軍
に
従
い
征
討
し
て
亡に

ぐ
る
者
は
、
一
日
に
て
徒
一
年
。

一
日
ご
と
に
一
等
を
加
え
、
十
五
日
に
て
絞
。」
と
い
う
規
定
を
指
す
。

肉
刑
を
受
け
た
者
の
有
り
様
を
見
る
、
と
い
う
継
続
す
る
刺
激
が
人
々
を
恐
れ
さ
せ
、
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
、
と
い
う
意
見

は
古
く
か
ら
存
在
す
る
。『
晋
書
』
巻
三
十
、
刑
法
志
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
晋
の
武
帝
（
在
位
二
六
五
～
二
九
〇
）
に
廷
尉
の
劉
頌
が

奉
っ
た
意
見
書
に
「
身
体
を
傷
つ
け
て
辱
し
め
と
な
し
、
生
涯
そ
れ
を
戒
め
と
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
、
人
々
は
そ
の
痛
ま
し
さ
を

見
て
、
お
そ
れ
て
罪
を
犯
さ
な
く
な
る
こ
と
は
、
必
ず
今
の
数
倍
に
な
る
で
あ
ろ
う
。」（
内
田
智
雄
他
訳
。『
訳
注
中
国
歴
代
刑
法
志
』

（
創
文
社
、
昭
和
三
十
九
年
）
一
四
六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
『
晋
書
』
刑
法
志
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
東
晋
の
元

帝
（
在
位
三
一
八
～
三
二
二
）
に
王
導
ら
が
奉
っ
た
意
見
書
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
民
は
至
っ
て
愚
か
な
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
罪
人
に
斬
刑
を
加
え
て
も
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
灰
土
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
死
者
の
こ
と
は
日
々
過
去
の
こ
と
と
な
り
、
生
け
る

身
の
慾
望
は
日
々
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
民
は
行
な
い
を
改
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
も
し
、
罪
人
を
市
場
や
朝
廷

で
肉
刑
に
処
し
て
、
朝
夕
の
い
ま
し
め
と
す
る
な
ら
ば
、
刑
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
悪
い
こ
と
を
し
て
受
け
た
永
久
の
苦
痛
に
呻
吟
し
、
姦

悪
な
も
の
は
、
か
ら
だ
に
傷
つ
け
ら
れ
刖

あ
し
ぎ
りさ

れ
て
一
生
不
具
に
な
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
民
を
恐
れ
さ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
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る
。」（
内
田
智
雄
他
訳
を
少
し
変
え
た
。
同
上
一
七
三
頁
）

罪
刑
法
定
主
義
の
も
う
一
つ
の
目
的
は
、
官
吏
の
横
暴
な
処
分
か
ら
人
民
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
は
死
刑

制
度
は
な
い
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
死
刑
制
度
が
な
い
と
、
官
吏
か
ら
ど
れ
ほ
ど
横
暴
な
処
分
を
受
け
た
と
し
て
も
、

人
民
が
不
当
に
死
刑
を
受
け
て
命
を
失
う
危
険
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
刑
を
受
け
る
の
を
恐
れ
て
、
官
吏
が
人
民
を
拷

問
し
て
殺
す
こ
と
を
避
け
る
と
す
れ
ば
、
死
刑
制
度
は
あ
る
方
が
よ
い
。
け
れ
ど
も
、
人
民
を
拷
問
し
て
殺
す
こ
と
を
思
い
止
ま
る
ほ
ど

官
吏
が
恐
れ
る
刑
罰
が
死
刑
以
外
に
も
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
死
刑
制
度
は
必
要
で
は
な
い
、
即
ち
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

す
る
と
、
罪
刑
法
定
主
義
の
二
つ
の
目
的
の
ど
ち
ら
か
ら
見
て
も
、
最
も
重
大
な
罪
を
犯
さ
な
く
な
る
ほ
ど
人
民
や
官
吏
が
恐
れ
る
刑
罰

が
死
刑
以
外
に
も
存
在
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
罪
刑
法
定
主
義
は
死
刑
制
度
を
維
持
す
る
た
め
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

死
刑
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
は
別
の
主
義
が
根
拠
と
し
て
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
応
報
刑
主
義
で
あ
る
。
カ
ン
ト
『
人
倫
の
形
而
上

学
』（
一
七
九
七
年
。
樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
訳
。『
カ
ン
ト
全
集
』
11
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
法
論
の
第
二
部
、
公
法
、
第
一
章
、

国
家
法
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
人
を
殺
害
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
死
な
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
正
義
を
満
足
さ
せ

る
ど
の
よ
う
な
代
替
物
も
な
い
。
苦
痛
に
満
ち
て
い
よ
う
と
も
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
と
の
あ
い
だ
に
同
等
と
い
え
る
と
こ
ろ
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
、
犯
人
に
対
し
裁
判
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
死
刑
以
外
に
、
犯
罪
と
報
復
と
が
同
等
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
そ
の
死

刑
は
、
処
刑
さ
れ
る
人
格
に
お
け
る
人
間
性
に
残
忍
と
な
り
か
ね
な
い
方
法
で
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」（
一
八
〇
頁
か
ら
一
頁
）

応
報
刑
主
義
は
、
国
家
が
犯
罪
被
害
者
に
代
わ
っ
て
加
害
者
に
復
讐
す
る
と
い
う
刑
罰
思
想
で
あ
る
か
ら
、
被
害
者
の
身
に
な
っ
て
被

害
者
を
思
い
遣
る
刑
罰
思
想
で
あ
る
。
被
害
者
の
立
場
に
立
っ
て
死
刑
制
度
を
肯
定
し
た
思
想
家
と
し
て
、
旧
中
国
か
ら
は
朱
子
（
朱
熹
。

一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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二

朱
子
の
死
刑
論

『書
経
』
舜
典
に
「
象
（
あ
ら
わ
）
す
に
典
刑
を
以
て
し
、
流
も
て
五
刑
を
宥
（
ゆ
る
）
し
、
鞭
も
て
官
刑
を
作
（
な
）
し
、
扑
も
て

教
刑
を
作
し
、
金
も
て
贖
刑
を
作
し
、
眚
災
な
れ
ば
肆
赦
し
、
怙
終
す
れ
ば
賊
刑
す
。
欽
（
つ
つ
し
）
め
よ
、
欽
め
よ
、
惟
（
た
）
だ
刑

を
之
れ
恤
（
う
れ
）
え
よ
。」（
原
文
。
象
以
典
刑
、
流
宥
五
刑
、
鞭
作
官
刑
、
扑
作
教
刑
、
金
作
贖
刑
、
眚
災
肆
赦
、
怙
終
賊
刑
。
欽
哉

欽
哉
、
惟
刑
之
恤
哉
。）（
和
訳
。
舜
は
、
入
れ
墨
・
鼻
削
ぎ
・
足
切
り
・
宮
刑
・
死
刑
の
五
つ
の
法
定
刑
を
公
示
し
、
五
刑
に
処
す
る
の

を
免
除
す
る
べ
き
と
き
は
流
刑
を
用
い
、
鞭
刑
を
官
吏
に
対
す
る
刑
と
し
、
扑
刑
を
学
生
に
対
す
る
刑
と
し
、
鞭
扑
刑
を
贖
う
べ
き
と
き

は
黄
金
を
納
め
さ
せ
、
過
失
や
天
災
が
原
因
で
罪
を
犯
し
た
人
は
赦
し
て
釈
放
し
、
権
勢
を
怙た

の

ん
で
罪
を
犯
し
た
人
や
反
省
す
る
こ
と
な

く
何
度
も
罪
を
犯
し
た
人
は
、
死
刑
を
含
む
実
刑
に
処
し
た
。「
慎
重
に
し
な
さ
い
。
慎
重
に
し
な
さ
い
。
刑
を
科
す
る
こ
と
は
慎
重
に

し
な
さ
い
。」
と
裁
判
官
を
戒
め
た
。）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

朱
子
は
『
書
経
』
舜
典
の
こ
の
文
章
に
つ
い
て
、「
答
鄭
景
望
（
鄭
景
望
に
答
う
）」（『
晦
庵
集
』
巻
三
十
七
所
収
。
景
印
四
庫
全
書
本

を
見
た
。）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【和
訳
】

舜
は
刑
を
軽
く
し
た
だ
け
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
ま
た
舜
は
罪
を
ゆ
る
す
だ
け
で
罪
人
を
刑
に
処
さ
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
学
者
は
必
ず
、
堯
舜
の
時
代
に
は
罪
を
ゆ
る
す
こ
と
は
あ
っ
た
が
罪
人
を
刑
に
処

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
主
張
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
を
殺
し
た
者
が
死
刑
に
な
ら
ず
、
人
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を
傷
害
し
た
者
が
刑
に
処
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
（
原
文
。
則
是
殺
人
者
不
死
、
而
傷
人
者
不
刑
也
。『
荀
子
』
正
論
篇
の

文
。）。
そ
れ
は
堯
や
舜
と
い
う
聖
人
の
心
が
、
大
悪
人
が
刑
を
受
け
る
こ
と
に
平
気
で
い
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
、
損
害
を
被
り
苦
痛
を
抱

い
て
い
る
善
良
な
民
の
恨
み
が
晴
ら
さ
れ
な
い
こ
と
に
平
気
で
い
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。（
中
略
）
そ
ん
な
は
ず
が
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
す
。

【原
文
】

夫
豈
一
於
軽
而
已
哉
。（
中
略
）
又
豈
一
於
宥
而
無
刑
哉
。
今
必
曰
堯
舜
之
世
有
宥
而
無
刑
、
則
是
殺
人
者
不
死
而
傷
人
者
不
刑
也
。

是
聖
人
之
心
、
不
忍
於
元
（「
元
」
は
も
と
「
心
」
に
作
る
。『
書
経
』
康
誥
に
従
っ
て
改
め
た
。）
悪
大
憝
、
而
反
忍
於
銜
寃
抱
痛
之
良

民
也
。（
中
略
）
其
必
不
然
也
亦
明
矣
。

【訓
読
】

夫
れ
豈
に
軽
き
に
一
な
る
の
み
な
ら
ん
や
。（
中
略
）
又
た
豈
に
宥ゆ

る

す
に
一
に
し
て
刑
無
か
ら
ん
や
。
今
、
必
ず
、
堯
舜
の
世
は
宥
す

有
り
て
刑
無
し
と
曰
う
。
則
ち
是
れ
人
を
殺
す
者
の
死
せ
ず
し
て
、
人
を
傷
つ
く
る
者
の
刑
せ
ら
れ
ざ
る
な
り
。
是
れ
聖
人
の
心
、
元
悪

大
憝
に
忍
び
ず
し
て
、
反
っ
て
寃
を
銜ふ

く

み
痛
み
を
抱
く
の
良
民
に
忍
ぶ
な
り
。（
中
略
）
其
の
必
ず
然
ら
ざ
る
や
亦
た
明
ら
か
な
り
。

朱
子
が
こ
の
文
章
を
書
い
た
相
手
の
鄭
景
望
は
、
名
は
伯
熊
、
景
望
は
字
、
紹
興
十
五
年
（
一
一
四
五
）
の
進
士
で
あ
る
。
宗
正
少

、
知
寧
国
府
等
を
歴
任
し
た
。『
書
経
』
を
講
義
し
た
『
鄭
敷
文
書
説
』
を
著
し
た
（
以
上
、『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
十
一
に
拠
る
。）。

朱
子
の
右
の
文
章
は
、『
五
経
四
書
大
全
』
の
一
つ
で
あ
る
『
書
経
大
全
』
の
巻
一
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。『
五
経
四
書
大
全
』
は
、
明

の
成
祖
が
永
楽
十
二
年
（
一
四
一
四
）
に
翰
林
院
学
士
の
胡
広
ら
に
編
纂
を
命
じ
て
翌
年
に
完
成
し
、
礼
部
か
ら
天
下
に
刊
行
さ
れ
、
科
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挙
の
受
験
勉
強
用
の
テ
キ
ス
ト
に
指
定
さ
れ
た
（『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
五
、
経
部
、
易
類
、
周
易
大
全
の
項
、『
明
史
』
巻
七
十
、
選
挙

志
）。
よ
っ
て
、
朱
子
の
右
の
意
見
は
こ
の
時
に
明
朝
公
認
の
刑
罰
思
想
と
な
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

『書
経
』
舜
典
の
「
象
（
あ
ら
わ
）
す
に
典
刑
を
以
て
す
。」「
怙
終
す
れ
ば
賊
刑
す
。」
の
文
に
つ
い
て
、「
舜
典
象
刑
説
」（『
晦
庵
集
』

巻
六
十
七
所
収
。
景
印
四
庫
全
書
本
を
見
た
。）
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

【和
訳
】

重
い
罪
を
犯
し
た
者
は
、
死
刑
に
な
っ
た
り
肉
刑
に
処
さ
れ
た
り
し
て
少
し
も
ゆ
る
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
が
こ

の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
原
因
に
遡
り
ま
す
と
、
彼
が
被
害
者
に
加
え
た
仕
打
ち
も
ま
た
必
ず
当
時
こ
の
よ
う
に
残
酷
で
あ
っ
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
聖
人
は
、
残
酷
な
仕
打
ち
を
受
け
た
人
が
恨
み
を
抱
き
、
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
こ
と
に
平
気
で
い
ら
れ
ず
に
、
罪
人
を
死
刑
や

肉
刑
に
処
し
て
、
被
害
者
の
た
め
に
報
復
す
る
の
で
す
。
大
変
残
酷
で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
受
刑
者
が
過
去
に
犯
し
た
罪

の
内
容
を
見
て
言
え
ば
、
ま
さ
し
く
ふ
さ
わ
し
い
結
果
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
聖
人
が
、
人
の
不
幸
に
平
気
で
は
い
ら
れ
な

い
心
を
持
ち
、
刑
を
大
変
慎
重
に
用
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
赦
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

【原
文
】

雖
其
重
者
或
至
於
誅
斬
断
割
而
不
少
貸
、
然
本
其
所
以
至
此
、
則
其
所
以
施
於
人
者
、
亦
必
嘗
（「
嘗
」
は
も
と
「
當
」
に
作
る
。
景

印
四
庫
全
書
本
『
書
経
大
全
』
巻
一
に
従
っ
て
改
め
た
。）
有
如
是
之
酷
矣
。
是
以
聖
人
不
忍
其
被
酷
者
之
衘
寃
負
痛
、
而
為
是
以
報
之
。

雖
若
甚
惨
、
而
語
其
実
、
則
為
適
得
其
宜
。
雖
以
不
忍
之
心
畏
刑
之
甚
、
而
不
得
赦
也
。
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【訓
読
】

其
の
重
き
者
は
或
い
は
誅
斬
断
割
に
至
り
て
少
し
も
貸
（
ゆ
る
）
さ
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
其
の
此
に
至
る
所
以
を
本
（
た
ず
）
ぬ
れ

ば
、
則
ち
其
の
、
人
に
施
す
所
以
の
者
も
亦
た
必
ず
嘗
て
是
く
の
如
き
の
酷
有
り
。
是
を
以
て
聖
人
は
、
其
の
、
酷
を
被
る
者
の
、
寃
を

衘
（
ふ
く
）
み
痛
み
を
負
う
に
忍
び
ず
し
て
、
是
れ
が
為
め
に
以
て
之
れ
に
報
ゆ
。
甚
だ
惨
な
る
が
若
し
と
雖
も
、
其
の
実
を
語
れ
ば
則

ち
適
（
ま
さ
）
に
其
の
宜
し
き
を
得
る
も
の
と
為
す
。
忍
び
ざ
る
の
心
、
刑
を
畏
る
る
の
甚
し
き
を
以
て
す
と
雖
も
、
赦
す
を
得
ざ
る
な

り
。右

の
文
章
も
『
書
経
大
全
』
巻
一
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

『書
経
』
舜
典
の
「
欽
哉
欽
哉
、
惟
刑
之
恤
哉
。」
の
文
に
つ
い
て
、『
朱
子
語
類
』
巻
七
十
八
、
尚
書
、
舜
典
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
い
る
。『
朱
子
語
類
』
は
中
華
書
局
の
理
学
叢
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
点
校
本
を
見
た
。

【和
訳
】

あ
る
人
が
「
欽
め
よ
、
欽
め
よ
、
惟
だ
刑
を
之
れ
恤
え
よ
。」
の
文
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
答
え
ま
す
。
多
く
の
人
が
こ

の
「
恤
」
を
「
寛
恤
（
ゆ
る
め
あ
わ
れ
む
）」
の
「
恤
」
で
あ
る
と
読
解
し
て
い
ま
す
。
私
の
考
え
で
は
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も

し
、
こ
の
「
恤
」
が
「
寛
恤
」
の
意
味
で
あ
る
と
し
ま
す
と
、
殺
さ
れ
た
人
が
犯
人
に
命
を
償
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
何

の
落
ち
度
も
な
く
殺
さ
れ
ま
し
た
の
に
。
お
お
む
ね
こ
の
文
は
、
刑
は
民
の
命
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
慎
重
に
行
わ
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
、
と
説
い
て
い
ま
す
。「
肉
刑
を
受
け
た
者
は
体
を
元
通
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」（『
漢
書
』
刑
法
志
）
と
言
う
の
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と
同
じ
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
「
恤
」
は
「
矜
恤
（
つ
つ
し
み
う
れ
う
）」
の
「
恤
」
な
の
で
す
。

【原
文
】

或
問
欽
哉
欽
哉
、
惟
刑
之
恤
哉
。
曰
、
多
有
人
解
書
做
寛
恤
之
恤
。
某
之
意
不
然
。
若
做
寛
恤
、
如
被
殺
者
不
令
償
命
。
死
者
何
辜
。

大
率
是
説
刑
者
民
之
司
命
、
不
可
不
謹
。
如
断
者
不
可
続
。
乃
矜
恤
之
恤
耳
。

【訓
読
】

あ
る
ひ
と
欽
め
よ
欽
め
よ
惟
だ
刑
を
之
れ
恤
え
よ
を
問
う
。
曰
く
、
多
く
人
の
、
書
を
解
し
て
寛
恤
の
恤
と
做
（
な
）
す
有
り
。
某
の

意
は
然
ら
ず
。
若
し
寛
恤
と
做
さ
ば
、
殺
さ
る
る
者
、
命
を
償
わ
し
め
ざ
る
が
如
し
。
死
す
る
者
に
何
の
辜
（
つ
み
）
あ
ら
ん
や
。
大
率

（
お
お
む
ね
）
是
れ
、
刑
な
る
者
は
民
の
司
命
な
れ
ば
謹
ま
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
を
説
く
。
断
た
る
る
者
は
続
（
つ
）
ぐ
可
か
ら
ざ
る
が
如

し
。
乃
ち
矜
恤
の
恤
な
る
の
み
。

右
の
文
章
も
『
書
経
大
全
』
巻
一
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
〇
、
朱
子
、
論
刑
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

【和
訳
】

今
の
人
で
刑
を
軽
く
す
る
こ
と
を
説
く
者
は
、
た
だ
罪
を
犯
し
た
人
の
同
情
す
る
べ
き
所
だ
け
を
見
て
、
損
害
を
受
け
た
人
を
と
り
わ

け
思
い
遣
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
強
盗
し
て
人
を
殺
し
た
者
の
た
め
に
は
、
人
は
多
く
の
場
合
、
死
刑

を
科
さ
ず
に
生
命
を
助
け
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。
殺
さ
れ
た
人
に
何
の
落
ち
度
も
な
か
っ
た
こ
と
が
全
く
念
頭
に
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
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盗
賊
の
た
め
に
計
ら
う
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
善
良
な
民
の
立
場
に
は
立
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

【原
文
】

今
人
説
軽
刑
者
、
只
見
所
犯
之
人
為
可
憫
、
而
不
知
被
傷
之
人
尤
可
念
也
。
如
劫
盗
殺
人
者
、
人
多
為
之
求
生
、
殊
不
念
死
者
之
為
無

辜
。
是
知
為
盗
賊
計
、
而
不
為
良
民
地
也
。

【訓
読
】

今
の
人
の
、
刑
を
軽
く
す
る
を
説
く
者
は
、
只
だ
犯
す
と
こ
ろ
の
人
を
見
て
憫
む
可
し
と
為
す
の
み
に
し
て
、
傷
つ
け
ら
る
る
の
人
を

尤
も
念
う
可
き
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
劫
盗
し
て
人
を
殺
す
者
の
如
き
は
、
人
は
多
く
之
れ
が
為
め
に
生
を
求
め
、
殊
に
死
す
る
者
の
無
辜

た
る
を
念
わ
ず
。
是
れ
盗
賊
の
為
め
に
計
る
を
知
り
て
、
良
民
の
地
と
為
ら
ざ
る
な
り
。

｢劫
盗
殺
人
」
の
罪
は
、『
宋
刑
統
』
巻
十
九
、
賊
盗
律
、
強
盗
条
に
「
強
盗
し
て
（
中
略
）
人
を
殺
す
者
は
斬
。」
と
定
め
ら
れ
て
い

る
。｢人

、
多
く
之
れ
が
為
め
に
生
を
求
む
。」
と
い
う
の
は
、
同
じ
『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
〇
、
朱
子
、
論
刑
で
「
今
の
律
令
（
中
略
）
謂

う
、
法
の
決
す
る
能
わ
ざ
る
と
こ
ろ
の
者
は
則
ち
奏
裁
を
俟
（
ま
）
つ
、
と
。
今
乃
ち
明
ら
か
に
其
の
罪
の
死
に
当
た
る
を
知
り
て
、
亦

た
生
か
す
可
き
の
塗
（
み
ち
）
を
為
（
つ
く
）
り
て
以
て
之
れ
を
上
（
の
ぼ
）
さ
ざ
る
は
莫
し
。」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
意
味
で

あ
ろ
う
。
宋
朝
の
制
度
で
は
、
州
の
裁
判
官
が
犯
人
の
罪
は
死
刑
に
当
た
る
と
判
断
し
て
、
犯
罪
事
実
が
明
白
で
法
律
と
問
題
な
く
対
応

す
る
と
き
は
、
州
県
の
裁
判
を
監
督
す
る
た
め
に
各
路
に
置
か
れ
た
提
点
刑
獄
司
が
州
の
判
断
を
審
査
し
た
後
、
州
が
死
刑
を
執
行
す
る
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こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
死
刑
に
当
た
る
と
判
断
し
た
も
の
の
、
犯
罪
事
実
が
明
白
で
は
な
い
と
き
、
法
律
の
適
用
に
疑
問
が
あ

る
と
き
、
犯
人
の
情
状
に
あ
わ
れ
む
べ
き
点
が
あ
る
と
き
は
、
州
の
裁
判
官
は
上
奏
し
て
、
犯
人
を
死
刑
に
処
す
る
か
否
か
の
判
断
を
皇

帝
に
仰
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
上
奏
し
て
皇
帝
の
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
は
「
奏
裁
」
と
呼
ば
れ
た
（
以
上
、
川
村
康
「
宋
代
死
刑
奏
裁

考
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
百
二
十
四
冊
掲
載
、
東
京
大
学
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
し
た
。）。
犯
罪
事
実
が
明
白
で
あ
り
、
死

刑
に
当
た
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
官
が
犯
人
の
あ
わ
れ
む
べ
き
情
状
を
ひ
ね
り
出
し
て
奏
裁
し
、
皇
帝

が
死
刑
を
回
避
し
て
く
れ
る
の
を
期
待
し
て
い
る
、
と
朱
子
は
こ
こ
で
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
じ
く
『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
〇
、
朱
子
、
論
刑
で
は
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。

【和
訳
】

人
命
は
こ
の
上
な
く
貴
重
で
す
。
そ
れ
な
の
に
官
司
は
何
故
に
罪
人
を
市
場
で
斬
刑
に
処
し
て
そ
の
生
命
を
奪
う
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
は
つ
ま
り
、
こ
の
人
は
か
つ
て
か
の
人
を
殺
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
人
を
斬
刑
に
処
さ
な
け
れ
ば
、
か
の
人
の
恨
み
が
晴
ら
さ
れ
な
い

か
ら
で
す
。
こ
の
場
合
、
人
命
を
大
切
に
す
る
心
は
殺
さ
れ
た
人
の
方
に
寄
り
添
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
古
人
が
「
罪
が
疑
わ
し
け

れ
ば
軽
い
方
を
取
る
。」「
罪
の
無
い
人
を
間
違
え
て
死
刑
に
処
す
る
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
、
尋
常
で
は
な
い
大
罪
を
犯
し
た
者
を
間
違
え
て

釈
放
し
た
り
、
そ
の
刑
を
軽
く
し
た
り
す
る
方
が
ま
し
だ
。」（『
書
経
』
大
禹
謨
）
と
言
う
時
は
、
人
命
を
大
切
に
す
る
心
は
相
変
わ
ら

ず
殺
さ
れ
た
人
の
方
に
寄
り
添
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
さ
ら
に
ま
た
犯
罪
者
の
方
に
も
少
し
溢
れ
出
し
て
い
る
の
で
す
。

【原
文
】

人
命
至
重
。
官
司
何
故
斬
之
於
市
。
蓋
為
此
人
曽
殺
那
人
、
不
斬
他
、
則
那
人
之
寃
無
以
伸
。
這
愛
心
便
帰
在
被
殺
者
一
辺
了
。
然
古
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人
罪
疑
惟
軽
、
与
其
殺
不
辜
、
寧
失
不
経
、
雖
愛
心
只
在
被
殺
者
一
辺
、
却
又
溢
出
這
一
辺
些
子
。

【訓
読
】

人
命
は
至
り
て
重
し
。
官
司
は
何
故
に
之
れ
を
市
に
斬
す
る
か
。
蓋
し
此
の
人
は
曽
て
那
（
か
）
の
人
を
殺
す
、
他
を
斬
せ
ざ
れ
ば
則

ち
那
の
人
の
寃
、
以
て
伸
ぶ
る
無
き
が
為
め
な
り
。
這
（
こ
）
れ
愛
心
、
便
（
す
な
わ
）
ち
帰
し
て
殺
さ
る
る
者
の
一
辺
に
在
り
了
（
お

わ
）
る
。
然
れ
ど
も
古
人
、
罪
の
疑
わ
し
き
は
惟
（
こ
）
れ
軽
く
す
、
其
の
不
辜
を
殺
さ
ん
よ
り
は
寧
ろ
不
経
を
失
せ
ん
、
と
い
う
は
、

愛
心
、
只
だ
殺
さ
る
る
者
の
一
辺
に
在
り
と
雖
も
、
却
り
て
又
た
這
の
一
辺
に
溢
れ
出
づ
る
こ
と
些
子
（
い
さ
さ
か
）
な
る
な
り
。

ま
た
、『
朱
子
語
類
』
巻
三
、
鬼
神
で
は
、
朱
子
自
身
が
扱
っ
た
殺
人
事
件
で
起
き
た
出
来
事
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
垣
内
景
子
・
恩
田
裕
正
編
『『
朱
子
語
類
』
訳
注
、
巻
一
～
三
』（
汲
古
書
院
、
平
成
十
九
年
。
三
一
九
頁
か
ら
二

〇
頁
）
を
参
照
し
た
。

【和
訳
】

漳
州
（
福
建
路
に
属
す
る
。
治
所
は
現
在
の
福
建
省
漳
州
市
。）
で
裁
判
に
な
っ
た
あ
る
殺
人
事
件
で
は
、
婦
人
が
夫
を
殺
し
て
、
密

か
に
死
体
を
埋
め
ま
し
た
。
後
で
被
害
者
の
た
た
り
が
生
じ
ま
し
た
。
婦
人
の
夫
殺
し
が
よ
う
や
く
発
覚
し
、
そ
の
時
は
じ
め
て
た
た
り

が
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
夫
殺
し
の
裁
判
案
件
に
つ
い
て
は
、
奏
裁
さ
れ
て
犯
人
が
死
刑
を
免
れ
る
こ
と
が
心
配
で
し
た
の
で
、
提
点

刑
獄
司
等
の
路
の
諸
監
司
に
対
し
て
、
こ
の
事
件
の
犯
人
が
死
刑
に
当
た
る
こ
と
を
報
告
す
る
上
申
状
の
中
で
、
こ
の
案
件
を
奏
裁
し
な

い
よ
う
特
に
つ
け
加
え
て
お
き
ま
し
た
。
後
に
婦
人
は
斬
刑
に
処
さ
れ
、
婦
人
と
姦
通
し
て
い
た
者
は
絞
刑
に
処
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
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と
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
殺
人
事
件
の
裁
判
で
は
、
も
し
殺
人
犯
を
死
刑
に
処
し
て
命
を
償
わ
せ
な
け
れ
ば
、
殺

さ
れ
た
人
の
恨
み
は
決
し
て
晴
ら
さ
れ
な
い
の
で
す
。

【原
文
】

如
漳
州
一
件
公
事
、
婦
殺
夫
、
密
埋
之
。
後
為
祟
、
事
才
発
覚
、
当
時
便
不
為
祟
。
此
事
恐
奏
裁
免
死
、
遂
於
申
諸
司
状
上
、
特
批
了
。

後
婦
人
斬
、
与
婦
人
通
者
絞
。
以
是
知
、
刑
獄
裏
面
這
般
事
、
若
不
与
決
罪
償
命
、
則
死
者
之
寃
必
不
解
。

【訓
読
】

漳
州
の
一
件
の
公
事
の
如
き
は
、
婦
、
夫
を
殺
し
、
密
か
に
之
れ
を
埋
む
。
後
に
祟
り
を
為
す
。
事
、
才
（
わ
ず
）
か
に
発
覚
し
、
当

時
、
便
ち
祟
り
を
為
さ
ず
。
此
の
事
、
奏
裁
せ
ら
れ
て
死
を
免
ぜ
ら
る
る
を
恐
れ
て
、
遂
に
諸
司
に
申
す
る
状
の
上
に
於
い
て
特
に
批
し

了
（
お
わ
）
る
。
後
に
婦
人
は
斬
せ
ら
れ
、
婦
人
と
通
ず
る
者
は
絞
せ
ら
る
。
是
れ
を
以
て
知
る
、
刑
獄
の
裏
面
の
這
般
の
事
、
若
し
罪

を
決
し
命
を
償
う
を
与
（
ゆ
る
）
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
死
す
る
者
の
寃
、
必
ず
解
け
ざ
る
を
。

『朱
子
語
類
』
巻
一
〇
六
、
朱
子
、
外
任
、
漳
州
に
拠
れ
ば
、
朱
子
は
紹
熙
元
年
（
一
一
九
〇
）
四
月
に
漳
州
に
知
事
と
し
て
着
任
し
、

翌
年
の
四
月
二
十
九
日
に
離
任
し
た
（
田
中
謙
二
『
朱
子
語
類
外
任
篇
訳
註
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
四
年
。
一
四
五
頁
）。

妻
が
夫
を
殺
す
罪
は
、『
宋
刑
統
』
巻
十
七
、
賊
盗
律
、
謀
殺
周
親
尊
長
条
に
「
夫
（
中
略
）
を
殺
さ
ん
と
謀
る
者
は
皆
斬
。」
と
定
め

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
妻
が
夫
を
殺
そ
う
と
謀
っ
て
実
際
に
殺
し
て
し
ま
え
ば
、
当
然
斬
刑
に
当
た
る
。
一
方
、
妻
の
姦
通
相
手
で
あ
る
共

犯
者
は
、
姦
通
相
手
で
あ
る
婦
人
の
夫
は
自
分
に
と
っ
て
は
赤
の
他
人
で
あ
る
か
ら
、
赤
の
他
人
を
殺
す
罪
の
共
犯
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

赤
の
他
人
を
殺
す
罪
は
、
同
じ
く
賊
盗
律
の
謀
殺
人
条
に
「
人
を
殺
さ
ん
と
謀
る
者
は
徒
三
年
。（
中
略
）
已
に
殺
す
者
は
斬
。
従
い
て
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功
を
加
う
る
者
は
絞
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
婦
人
と
姦
通
し
て
い
た
共
犯
者
は
「
従
い
て
功
を
加
う
る
者
（
殺
人
の
実
現
の
た
め
に

必
要
な
手
助
け
を
し
た
従
犯
）」
に
当
て
は
め
ら
れ
て
、
絞
刑
を
科
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三

死
刑
廃
止
論
者
に
対
す
る
戒
め

前
節
で
紹
介
し
た
朱
子
の
文
章
や
言
葉
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
朱
子
は
、
罪
人
が
死
刑
に
処
さ
れ
る
の
は
残
酷
で
あ
る
よ
う
に
見
え

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
罪
人
が
過
去
に
被
害
者
に
対
し
て
行
っ
た
残
酷
な
犯
罪
行
為
に
対
す
る
報
い
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
は
被
害
者
の
恨

み
を
晴
ら
す
た
め
に
も
、
法
律
上
死
刑
に
当
た
る
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
は
法
律
通
り
に
死
刑
を
科
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え

て
い
た
。
死
刑
廃
止
を
主
張
す
る
あ
る
東
ア
ジ
ア
思
想
史
研
究
者
の
著
作
に
、「
朱
子
の
、
す
べ
て
の
人
間
の
輝
か
し
い
側
面
を
認
め
る

態
度
か
ら
は
、
仮
に
悪
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
間
を
罰
し
場
合
に
よ
っ
て
は
死
刑
に
す
る
論
理
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」

「
朱
子
学
の
論
理
の
中
に
、
積
極
的
な
死
刑
存
置
論
は
な
い
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
全
く
の
誤
解
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
が
「
輝

か
し
い
」
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
何
の
落
ち
度
も
な
い
一
人
の
人
間
の
貴
重
な
生
命
を
自
分
勝
手
な
理
由
で
奪
っ
た
人
間
は
、
死
刑
に

処
さ
れ
て
自
分
の
貴
重
な
生
命
を
失
う
と
い
う
報
い
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
朱
子
の
考
え
で
あ
っ
た
。
死
刑
廃
止
を

主
張
す
る
の
は
自
由
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
を
朱
子
学
の
中
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
最
後
に
一
話
の
怪
談
を
紹
介
し
て
、
加
害
者
の
人
権
だ
け
を
大
切
に
し
て
被
害
者
の
人
権
を
忘
れ
て
い
る
一
部
の
死
刑
廃
止

論
者
に
対
す
る
戒
め
と
し
た
い
。
清
の
紀
昀
（
一
七
二
四
～
一
八
〇
五
）
が
著
し
た
短
篇
怪
奇
小
説
集
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
の
巻
九
、
如

是
我
聞
に
次
の
よ
う
な
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
閲
微
草
堂
筆
記
』
は
『
筆
記
小
説
大
観
』
第
二
十
八
編
所
収
本
を
見
た
。
和
訳
に
当

た
っ
て
は
、
前
野
直
彬
訳
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
上
（
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
。
一
二
二
「
温
厚
の
害
」）
を
参
考
に
し
た
。『
閲
微
草
堂
筆
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記
』
の
巻
七
か
ら
巻
十
ま
で
の
「
如
是
我
聞
」
の
部
分
は
乾
隆
五
十
六
年
（
一
七
九
一
）
に
成
っ
た
（「
如
是
我
聞
」
の
序
文
の
日
付
に

拠
る
。）。

【和
訳
】

余
某
（
な
に
が
し
）
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
地
方
長
官
の
私
設
秘
書
を
老
年
ま
で
勤
め
、
地
方
長
官
の
た
め
に
裁
判
の
判
決
文
を
起

草
す
る
仕
事
を
四
十
年
余
り
に
渡
っ
て
担
当
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
病
に
臥
せ
り
、
危
篤
に
な
り
ま
し
た
。
月
明
か
り
の
下
、
ぼ
ん
や
り

と
幽
霊
が
現
れ
て
、
た
た
り
を
行
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
余
某
は
反
発
し
て
言
い
ま
し
た
。「
私
は
思
い
遣
り
を
心
が
け
て
い
た
の
で
、

誓
っ
て
一
人
も
妄
り
に
死
刑
を
科
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
幽
霊
は
ど
う
し
て
こ
こ
に
来
た
の
か
。」

夜
、
夢
の
中
で
数
人
の
者
が
血
を
浴
び
て
泣
き
な
が
ら
言
い
ま
し
た
。「
あ
な
た
は
重
す
ぎ
る
刑
を
科
す
る
こ
と
が
恨
み
を
積
む
こ
と

は
知
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
罪
人
を
思
い
遣
っ
て
軽
す
ぎ
る
刑
を
科
す
る
こ
と
も
ま
た
恨
み
を
積
む
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
を
御
存
じ
で

は
な
い
の
で
す
。
そ
も
そ
も
一
人
ぼ
っ
ち
で
誰
に
も
助
け
て
も
ら
え
ず
に
無
惨
に
も
他
人
の
手
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
ま
す
と
、
死
に
至
る

ま
で
に
無
限
の
苦
痛
を
受
け
ま
す
。
孤
独
な
魂
は
涙
を
飲
み
、
地
下
で
恨
み
を
嚙
み
し
め
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
、
凶
悪
な
犯
人
が
死
刑
に

処
さ
れ
、
積
も
る
恨
み
を
一
気
に
晴
ら
す
こ
と
だ
け
を
望
み
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
あ
な
た
は
た
だ
、
生
き
て
い
る
罪
人
の
同
情
す
る
べ
き

点
だ
け
を
見
て
、
死
ん
だ
被
害
者
の
悲
し
み
を
見
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。
無
理
な
法
律
解
釈
を
し
て
、
曲
げ
て
罪
を
軽
く
し
て
、
そ
の
結
果
、

凶
悪
犯
を
法
の
網
か
ら
逃
が
れ
さ
せ
、
被
害
者
の
白
骨
を
恨
み
が
晴
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
に
し
ま
す
。
あ
な
た
は
試
み
に
被
害
者
の
立
場
に

立
っ
て
み
て
下
さ
い
。
も
し
あ
な
た
が
何
の
落
ち
度
も
な
い
の
に
他
人
の
手
に
か
か
っ
て
割
き
殺
さ
れ
、
魂
に
知
覚
が
あ
っ
て
、
自
分
が

殺
さ
れ
た
事
件
を
裁
く
者
の
傍
ら
で
、
そ
の
者
が
重
傷
を
変
え
て
軽
傷
と
書
き
、
多
い
傷
を
変
え
て
少
な
い
傷
と
書
き
、
理
不
尽
を
変
え
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て
理
が
有
る
と
書
き
、
故
意
を
変
え
て
過
失
と
書
き
、
あ
な
た
が
歯
が
み
し
て
憎
む
か
た
き
が
す
ま
し
顔
で
械
を
は
ず
さ
れ
て
、
こ
れ
ま

で
通
り
に
世
間
で
自
由
に
ふ
る
ま
う
よ
う
に
さ
せ
る
の
を
見
た
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
感
謝
し
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
恨
み
ま
す
か
。
こ
の
こ

と
を
思
い
も
せ
ず
に
、
あ
な
た
は
誇
ら
し
げ
に
、
悪
人
の
刑
を
軽
く
す
る
こ
と
が
陰
徳
を
積
む
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
理

由
も
な
く
殺
さ
れ
た
人
は
、
あ
な
た
を
か
た
き
と
し
な
い
で
、
誰
を
か
た
き
と
す
る
の
で
す
か
。」

余
某
は
恐
怖
に
ふ
る
え
て
目
が
さ
め
ま
し
た
。
夢
の
内
容
を
全
て
息
子
に
伝
え
、
手
を
振
り
回
し
て
自
分
で
自
分
を
な
ぐ
っ
て
、「
私

の
考
え
は
間
違
っ
て
い
た
、
私
の
考
え
は
間
違
っ
て
い
た
。」
と
叫
び
ま
し
た
。
枕
に
就
き
ま
し
た
が
安
ら
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
亡

く
な
り
ま
し
た
。

【原
文
】

余
某
者
、
老
於
幕
府
、
司
刑
名
四
十
餘
年
。
後
臥
病
瀕
危
。
燈
月
下
、
恍
惚
似
有
鬼
為
厲
者
。
余
某
慨
然
曰
、
吾
存
心
忠
厚
、
誓
不
敢

妄
殺
一
人
。
此
鬼
胡
為
乎
来
耶
。
夜
夢
数
人
浴
血
泣
曰
、
君
知
刻
酷
之
積
怨
、
不
知
忠
厚
亦
能
積
怨
也
。
夫
煢
煢
孱
弱
、
惨
被
人
戕
。
就

死
之
時
、
楚
毒
萬
状
。
孤
魂
飲
泣
、
銜
恨
九
泉
。
惟
望
強
暴
就
誅
、
一
申
積
憤
。
而
君
但
見
生
者
之
可
憫
、
不
見
死
者
之
可
悲
。
刀
筆
舞

文
、
曲
相
開
脱
、
遂
使
凶
残
漏
網
、
白
骨
沈
寃
。
君
試
設
身
處
地
。
如
君
無
罪
無
辜
、
受
人

割
、
魂
魄
有
知
、
旁
観
讞
是
獄
者
、
改
重

傷
為
軽
、
改
多
傷
為
少
、
改
理
曲
為
理
直
、
改
有
心
為
無
心
、
使
君
切
歯
之
讐
、
従
容
脱
械
、
仍
縦
横
於
人
世
、
君
感
乎
怨
乎
。
不
是
之

思
、
而
詡
詡
以
縦
悪
為
陰
功
。
被
枉
死
者
不
讐
君
、
而
讐
誰
乎
。
余
某
惶
怖
而
寤
、
以
所
夢
備
告
其
子
、
回
手
自
撾
曰
、
吾
所
見
左
矣
、

吾
所
見
左
矣
。
就
枕
未
安
而
歿
。

【訓
読
】

余
某
な
る
者
、
幕
府
に
老
い
た
り
。
刑
名
を
司
る
こ
と
四
十
餘
年
な
り
。
後
、
病
に
臥
し
危
き
に
瀕
す
。
燈
月
の
下
、
恍
惚
と
し
て
鬼
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の
厲
（
た
た
り
）
を
為
す
者
有
る
に
似
た
り
。
余
某
慨
然
と
し
て
曰
く
、
吾
れ
心
を
忠
厚
に
存
し
、
誓
い
て
敢
え
て
妄
り
に
一
人
も
殺
さ

ず
。
此
の
鬼
、
胡
為
（
な
ん
す
）
れ
ぞ
来
た
る
か
。
と
。
夜
、
夢
に
数
人
、
血
を
浴
び
て
泣
き
て
曰
く
、
君
は
刻
酷
の
怨
み
を
積
む
を
知

る
も
、
忠
厚
も
亦
た
能
く
怨
み
を
積
む
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
煢
煢
孱
弱
に
し
て
惨
（
い
た
）
ま
し
く
人
に
戕
（
そ
こ
）
な
わ
れ
、
死

に
就
か
ん
と
す
る
の
時
、
楚
毒
万
状
な
り
。
孤
魂
、
泣
（
な
み
だ
）
を
飲
み
、
恨
み
を
九
泉
に
銜
（
ふ
く
）
む
。
惟
だ
強
暴
、
誅
に
就
き
、

積
憤
を
一
申
す
る
を
望
む
の
み
。
而
る
に
君
は
但
だ
生
者
の
憫
れ
む
可
き
を
見
る
の
み
に
し
て
、
死
者
の
悲
し
む
可
き
を
見
ず
。
刀
筆
も

て
舞
文
し
て
、
曲
げ
て
相
い
開
脱
し
、
遂
に
凶
残
を
し
て
漏
網
せ
し
め
、
白
骨
を
し
て
沈
寃
せ
し
む
。
君
、
試
み
に
設
身
処
地
せ
よ
。
如

し
君
、
罪
無
く
辜
無
く
し
て
、
人
の
屠
割
を
受
け
、
魂
魄
知
る
有
り
、
旁
ら
よ
り
、
是
の
獄
を
讞
す
る
者
、
重
傷
を
改
め
て
軽
と
為
し
、

多
傷
を
改
め
て
少
と
為
し
、
理
曲
を
改
め
て
理
直
と
為
し
、
有
心
を
改
め
て
無
心
と
為
し
、
君
の
切
歯
の
讐
を
し
て
従
容
と
し
て
械
を
脱

せ
し
め
、
仍
お
人
世
に
縦
横
せ
し
む
る
を
観
ば
、
君
、
感
ず
る
か
、
怨
む
か
。
是
れ
を
之
れ
思
わ
ず
し
て
、
詡
詡
と
し
て
、
悪
を
縦
（
ゆ

る
）
す
を
以
て
陰
功
と
為
す
。
枉
死
を
被
る
者
、
君
を
讐
と
せ
ず
し
て
誰
を
讐
と
せ
ん
や
。
と
。
余
某
、
惶
怖
し
て
寤
む
。
夢
み
る
と
こ

ろ
を
以
て
備
（
つ
ぶ
さ
）
に
其
の
子
に
告
ぐ
。
手
を
回
し
て
自
ら
を
撾
（
う
）
ち
て
曰
く
、
吾
れ
の
見
る
と
こ
ろ
左
な
り
、
吾
れ
の
見
る

と
こ
ろ
左
な
り
、
と
。
枕
に
就
き
て
未
だ
安
ん
ぜ
ず
し
て
歿
す
。

刑
罰
の
本
質
は
被
害
者
に
代
わ
っ
て
国
家
が
犯
罪
者
に
対
し
て
行
う
復
讐
で
あ
る
、
と
い
う
応
報
刑
主
義
は
、
原
始
的
な
思
想
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
応
報
刑
主
義
を
死
刑
の
存
在
根
拠
に
置
く
な
ら
ば
、
た
と
え
国
家
を
転
覆
す
る
計
画
を
立
て
た
者
で
あ
っ
て
も
、
現

実
に
死
者
が
出
な
い
限
り
、
そ
の
者
に
対
し
て
死
刑
を
科
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
応
報
刑
主
義
は
、

死
刑
に
当
た
る
犯
罪
の
範
囲
を
、
何
の
落
ち
度
も
な
い
人
を
自
分
勝
手
な
理
由
で
殺
す
罪
に
限
定
す
る
効
果
が
あ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
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朱
子
も
、
謀
反
罪
の
死
刑
に
反
対
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、「
刑
が
重
す
ぎ
る
犯
罪
と
し
て
、
死
刑
に
当
た
る
ほ
ど
で

は
な
い
の
に
死
刑
に
当
て
ら
れ
て
い
る
強
盗
贓
満
の
罪
な
ど
が
あ
り
ま
す
。」（『
晦
庵
集
』
巻
三
十
七
、
答
鄭
景
望
。
原
文
。
其
過
於
重

者
、
則
又
有
不
当
死
而
死
如
彊
暴
贓
満
之
類
者
。）
と
述
べ
て
、
強
盗
し
て
得
た
財
貨
が
一
定
の
金
額
に
達
す
る
と
、
人
を
殺
傷
し
て
い

な
く
て
も
、
犯
人
に
死
刑
を
科
す
る
、
と
定
め
て
い
た
当
時
の
刑
法
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

朱
子
の
死
刑
論

一
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