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は
じ
め
に

　

二
〇
一
三
年
七
月
二
〇
日
の
『
週
刊
東
洋
経

済
』
の
誌
面
に
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
行
わ
れ

て
い
る
ア
ジ
ア
歴
史
問
題
に
関
す
る
試
み
が
紹

介
さ
れ
〉
1
〈

た
。
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
「
分
断

さ
れ
た
記
憶
と
和
解
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
目
的

は
、
誰
も
が
同
意
す
る
共
通
の
歴
史
見
解
を
生

み
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
同
じ
出
来
事
で
も
国

に
よ
っ
て
見
方
が
異
な
る
理
由
や
経
緯
を
理
解

す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
同
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
は
中
国
・
日
本
・
韓
国
な
ど
で
最

も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
教
科
書
を
比
較
し
た
書

籍
を
発
行
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア

地
域
の
歴
史
教
科
書
に
関
す
る
検
討
作
業
は
、

こ
れ
ま
で
に
も
各
国
に
わ
た
り
、
い
く
つ
か
行

わ
れ
、
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
書
物
が
出
版
さ

れ
て
い
る
。
本
書
も
、
そ
の
中
の
一
冊
で
あ

り
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
教
科
書
問
題
に
関
す
る

最
新
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

　

本
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
学
界
か
ら
評
価

が
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
は
、
歴
史
学

の
立
場
か
ら
歴
史
教
育
の
あ
り
方
を
照
射
し
、

両
者
の
離
間
状
況
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
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り
、
ま
た
、
今
後
の
東
ア
ジ
ア
共
通
歴
史
教
科

書
の
創
造
に
向
け
た
新
た
な
地
平
を
切
り
拓
こ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
〉
2
〈

る
。

本
稿
で
は
、ま
ず
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
、全
体

の
目
的
と
著
者
の
問
題
意
識
を
簡
単
に
ま
と
め

る
。
そ
し
て
、
各
章
の
内
容
を
具
体
的
に
紹
介

し
た
う
え
で
、主
な
特
色
を
述
べ
る
。
最
後
に
、

本
書
に
対
す
る
批
判
的
な
検
討
を
述
べ
る
。

　

本
書
の
構
成
は
次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い

る
。

　

ま
え
が
き

　

第
一
章　

歴
史
教
科
書
を
巡
る
歴
史
と
共
通

教
科
書
│
│
日
本
・
中
国
・
韓
国
、
そ
し

て
欧
州

　

第
二
章　

日
本
・
中
国
・
台
湾
の
高
校
歴
史

教
科
書
の
比
較
検
討

　

第
三
章　

歴
史
教
科
書
の
中
の
台
湾
│
│
日

本
植
民
地
時
代
と
関
連
さ
せ
て

　

第
四
章　

歴
史
教
科
書
の
中
の
韓
国
・
朝
鮮

│
│
日
本
植
民
地
時
代
と
関
連
さ
せ
て

　

第
五
章　
「
氷
点
事
件
」
と
上
海
版
の
歴
史

教
科
書
問
題

　

第
六
章　
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』（
扶
桑

社
）
と
戦
時
期
日
本
の
歴
史
教
科
書
│
│

そ
の
比
較
検
討

　

総
括
と
展
望

　

主
要
参
考
文
献

　

あ
と
が
き

　

索
引

本
書
の
目
的
と
問
題
意
識

　

本
書
の
目
的
お
よ
び
問
題
意
識
に
つ
い
て

は
、「
ま
え
が
き
」
と
「
総
括
と
展
望
」
の
な
か

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
あ
と
が
き
」

で
も
、
本
書
の
執
筆
に
至
る
著
者
の
思
い
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
東
ア
ジ
ア

諸
国
の
「
各
国
政
府
が
自
ら
都
合
の
よ
い
教
科

書
を
流
布
し
、
そ
れ
が
各
国
民
の
歴
史
認
識
を

形
成
す
る
一
つ
の
大
き
な
要
因
と
な
り
、
各
国

間
の
無
用
な
対
立
を
誘
発
す
る
」（
ⅰ
頁
）
と

い
う
現
状
に
対
し
て
懸
念
を
示
し
、
そ
の
打
開

策
と
し
て
三
つ
の
案
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
⑴
各
国
が
出
し
て
い
る
教
科
書
の
客
観

的
な
相
互
認
識
、
⑵
各
教
科
書
に
対
す
る
考
証

と
相
互
批
判
、
⑶
対
立
す
る
記
述
を
検
討
し
、

二
極
か
ら
の
立
体
的
、
か
つ
構
造
的
な
共
通
教

科
書
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
（
ⅱ
頁
）。
著

者
は
、
近
年
に
お
い
て
以
上
の
よ
う
な
方
向
性

を
示
し
た
「
国
境
を
越
え
た
研
究
や
共
通
歴
史

教
科
書
」
は
極
め
て
重
要
な
試
み
で
あ
り
、
新

た
な
動
向
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
ま
だ
不
十

分
で
、
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
と
分
析
し

て
い
る
（
ⅲ
頁
）。
著
者
は
歴
史
学
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
し
直
す
こ
と
で
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
教

科
書
問
題
の
深
化
を
目
指
し
て
い
る
。
ま
た
、

歴
史
研
究
者
と
し
て
大
学
勤
務
の
傍
ら
、
長
期

に
わ
た
り
現
職
の
歴
史
科
教
員
と
の
交
流
、
各

学
校
の
実
習
参
観
お
よ
び
現
場
の
教
師
と
の
討

論
も
行
っ
て
き
た
（
三
五
六
頁
）。
つ
ま
り
、

「
歴
史
教
育
専
門
家
」
で
は
な
い
が
、
教
育
現

場
に
も
目
配
り
す
る
「
歴
史
専
門
家
」
の
立
場

か
ら
歴
史
教
科
書
問
題
を
見
続
け
て
き
た
わ
け

で
あ
る
。
本
書
の
執
筆
・
出
版
に
は
、
こ
の
よ

う
な
経
緯
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

以
下
、
各
章
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
な
が

ら
、本
書
全
体
の
様
相
を
概
観
し
て
い
き
た
い
。

各
章
の
内
容

　

第
一
章
で
は
ま
ず
、
中
国
清
末
か
ら
現
在
ま

で
の
日
中
教
科
書
問
題
の
歴
史
を
概
観
し
た
う

え
、
日
本
国
内
の
教
科
書
内
容
を
巡
る
対
立
の
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歴
史
と
検
定
制
度
、
お
よ
び
家
永
教
科
書
裁
判

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
次
に
、
日
本
・
中

国
・
韓
国
の
各
国
政
府
レ
ベ
ル
で
の
歴
史
研
究

へ
の
取
り
組
み
の
現
状
と
歴
史
認
識
問
題
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
と
フ
ラ

ン
ス
の
共
通
教
科
書
に
も
触
れ
、
日
・
中
・
韓

共
通
歴
史
教
科
書
の
模
索
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
こ
の
章
の
最
後
に
は
、
日
・
中
・
韓
共
通

歴
史
教
科
書
作
り
の
現
場
の
様
子
を
著
し
た
斎

藤
一
晴
氏
の
著
作
に
つ
い
て
の
著
者
に
よ
る
書

評
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
、
日
本
・
中
国
・
台
湾
の
高
校

歴
史
教
科
書
を
取
り
上
げ
、
そ
の
比
較
分
析
を

行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
満
洲
事
変
か
ら
日
中
戦

争
、
太
平
洋
戦
争
ま
で
の
時
期
に
焦
点
を
絞

り
、
満
洲
事
変
・
第
一
次
上
海
事
変
・
西
安
事

変
・
盧
溝
橋
事
変
、
日
本
戦
敗
な
ど
を
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
、
各
歴
史
教
科
書
が
こ
れ
ら
を
い

か
な
る
形
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
か
を
考
察

し
、
そ
の
共
通
性
と
差
異
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
さ
ら
に
、「
重
要
問
題
」
と
し
て
、「
南
京

大
虐
殺
」・
毒
ガ
ス
・
強
制
連
行
・「
従
軍
慰
安

婦
」・
東
京
裁
判
な
ど
に
つ
い
て
比
較
し
、
各

政
府
の
姿
勢
を
描
き
出
し
て
い
る
。
一
例
を
挙

げ
る
と
、
日
本
と
韓
国
の
歴
史
教
科
書
の
差
が

際
だ
っ
て
い
る
「
従
軍
慰
安
婦
」
が
あ
る
。
日

本
の
『
詳
説
世
界
史
』
は
、「
創
氏
改
名
」・
強

制
連
行
・
徴
兵
制
を
羅
列
す
る
だ
け
で
、「
従

軍
慰
安
婦
」
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。『
詳
説

日
本
史
』
は
そ
れ
よ
り
も
具
体
的
に
強
制
連
行

に
つ
い
て
記
述
し
て
お
り
、
徴
兵
制
・
志
願
兵

に
つ
い
て
の
脚
注
も
あ
る
が
、
十
分
な
も
の
と

は
い
え
な
い
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
韓
国
の
高

校
の
教
科
書
で
は
、
日
本
兵
の
「
強
姦
行
為
や

性
病
の
防
止
」
な
ど
の
口
実
に
ま
で
踏
み
込
ん

で
記
述
し
、
被
害
者
で
あ
っ
た
「
従
軍
慰
安

婦
」
の
戦
後
の
精
神
的
苦
し
さ
、
貧
困
、
病
気

な
ど
に
つ
い
て
も
記
述
し
て
い
る
（
一
二
〇

頁
）
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

　

第
三
章
で
は
、
台
湾
に
特
化
し
た
議
論
を
展

開
し
て
い
る
。
ま
ず
、
日
本
と
中
国
の
歴
史
教

科
書
の
中
に
あ
る
台
湾
に
関
す
る
記
述
を
取
り

上
げ
、
そ
の
共
通
性
と
差
異
を
述
べ
て
い
る
。

次
に
、
台
湾
の
教
科
書
に
目
を
向
け
、
台
湾
の

教
科
書
検
定
制
度
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、

従
来
の
歴
史
教
科
書
と
台
湾
史
に
踏
み
込
み
始

め
た
現
在
の
歴
史
教
科
書
を
比
較
し
、
そ
の
目

的
・
主
張
・
内
容
・
特
色
な
ど
を
具
体
的
に
述

べ
て
い
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
後
者
に
関
し
て

は
、
国
民
政
府
に
よ
る
台
湾
回
復
後
の
最
大
の

問
題
点
で
あ
り
、
政
治
の
汚
点
の
一
つ
と
も
い

う
べ
き
で
あ
る
二
・
二
八
事
件
と
、
そ
れ
に
続

く
「
白
色
テ
ロ
」
な
ど
も
客
観
視
し
、
そ
れ
ら

を
教
科
書
に
取
り
入
れ
た
こ
と
は
特
に
評
価
す

べ
き
点
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
一
七
六
頁
）。

　

第
四
章
で
は
、
韓
国
・
朝
鮮
と
日
本
を
巡
る

関
係
が
日
本
・
中
国
・
台
湾
の
歴
史
教
科
書
、

そ
し
て
、
韓
国
・
在
日
朝
鮮
人
学
校
の
歴
史
教

科
書
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る

か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
章
で
、
こ

れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
在

日
朝
鮮
人
学
校
の
歴
史
教
科
書
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
点
は
特
筆
す
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
北
朝
鮮
の
歴
史
認
識
を
反
映
す
る
『
朝
鮮

歴
史
』
と
韓
国
の
歴
史
教
科
書
の
比
較
か
ら
、

前
者
は
北
朝
鮮
に
つ
な
が
る
社
会
主
義
者
、
共

産
主
義
者
、
お
よ
び
そ
の
諸
党
派
が
充
実
し
た

記
述
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
民
主
主
義
、

抵
抗
的
な
改
良
主
義
者
、
お
よ
び
そ
の
諸
党

派
・
団
体
に
関
す
る
記
述
が
充
実
し
て
い
る
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
二
四
八
頁
）。
た
だ

し
、
双
方
の
教
科
書
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
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た
人
物
・
事
件
な
ど
に
驚
く
ほ
ど
共
通
性
が
多

い
こ
と
も
、
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
五
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
章
と
や
や
異
な

り
、「
氷
点
事
件
」
と
上
海
版
の
歴
史
教
科
書

を
巡
る
問
題
を
取
り
上
げ
、
中
国
に
お
け
る
教

科
書
作
り
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
氷
点
事
件
」
と
は
、
二
〇
〇
六
年
一
月
、
袁

偉
時
論
文
「
近
代
化
と
中
国
の
歴
史
教
科
書
問

題
」
の
掲
載
に
よ
っ
て
停
刊
処
分
と
な
っ
た

『
中
国
青
年
報
』
の
副
刊
「
氷
点
週
刊
」
を
め

ぐ
る
一
連
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
袁
の
論
文

に
対
し
て
、
著
者
は
い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
提

示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
時
代
も
背
景
も
異

な
る
文
革
と
義
和
団
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結
び
つ

け
ら
れ
る
も
の
か
（
二
八
八
頁
）
疑
問
だ
と
し

て
、「
類
似
し
た
現
象
で
あ
っ
て
も
歴
史
学
的

に
は
同
一
視
で
き
な
い
」（
二
八
九
頁
）
と
指

摘
す
る
。
ま
た
、
上
海
版
歴
史
教
科
書
の
内
容

に
対
す
る
分
析
を
加
え
、
中
国
の
歴
史
教
科
書

作
り
は
試
行
錯
誤
の
段
階
に
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。

　

第
六
章
で
は
、
扶
桑
社
に
よ
る
『
新
し
い
歴

史
教
科
書
』
と
戦
時
期
の
教
科
書
を
取
り
上

げ
、
そ
の
共
通
性
と
差
異
を
導
き
出
し
、
こ
れ

ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
新
し
い
歴
史
教

科
書
』
の
復
古
性
に
つ
い
て
再
考
し
、
そ
の
本

質
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
著
者
は
扶
桑

社
版
の
教
科
書
出
現
の
背
景
と
し
て
、
日
本
政

府
の
経
済
政
策
の
失
敗
に
よ
る
長
期
構
造
不
況

を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
不
安
か

ら
誘
発
さ
れ
た
日
本
人
の
自
信
喪
失
と
の
関
連

性
で
あ
る
（
三
三
七
頁
）。
ま
た
、
著
者
は
、

神
話
を
含
め
、
文
部
省
（
現
在
の
文
部
科
学

省
）
の
『
指
導
要
領
』
が
扶
桑
社
版
と
同
一
の

方
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
と
警

鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

本
書
の
特
色

　

以
上
の
各
章
の
内
容
の
ま
と
め
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
本
書
は
複
数
の
角
度
か
ら
、
膨
大

な
歴
史
教
科
書
の
原
資
料
に
基
づ
く
実
証
的
分

析
に
よ
っ
て
、
日
本
・
中
国
・
韓
国
・
台
湾
・

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
諸
国
の
歴
史
教

科
書
の
共
通
点
・
差
異
を
明
ら
か
し
た
大
作
で

あ
る
。
本
書
の
特
徴
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
以

下
の
二
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
は
、
主
に
日
本
・
中
国
・
韓
国
の
三

者
を
巡
る
議
論
や
検
討
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え

て
、
こ
れ
ま
で
の
「
東
ア
ジ
ア
歴
史
教
科
書
問

題
」
に
新
た
に
台
湾
と
い
う
柱
を
加
え
た
点
で

あ
る
。
著
者
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東
ア
ジ

ア
の
近
代
史
に
お
い
て
、
台
湾
自
体
の
状
況
は

無
論
、
中
国
大
陸
（
中
華
民
国
時
代
・
中
華
人

民
共
和
国
時
代
）
と
の
関
係
、
日
本
統
治
時
代

に
お
い
て
宗
主
国
で
あ
っ
た
日
本
と
の
関
係
、

植
民
地
関
連
で
は
朝
鮮
や
満
洲
国
と
の
関
係
な

ど
、
い
ず
れ
も
多
様
で
複
雑
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
「
東
ア
ジ
ア
歴
史
教

科
書
問
題
」
を
論
じ
る
際
、
台
湾
の
歴
史
教
科

書
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
時
代
背
景
な
ど
は

看
過
さ
れ
て
き
た
。
本
書
の
第
三
章
に
お
け
る

検
討
に
よ
っ
て
、
台
湾
を
一
つ
の
軸
と
し
た
東

ア
ジ
ア
地
域
の
間
の
歴
史
関
係
が
ど
の
よ
う
に

歴
史
教
科
書
に
記
述
さ
れ
て
き
た
の
か
、
ま

た
、
戦
後
の
台
湾
に
お
い
て
そ
の
記
述
に
ど
の

よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
章
で
は
、
台
湾
の
歴
史

教
科
書
の
検
定
機
関
で
あ
る
「
国
立
編
訳
館
」

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
教
科
書
の
検
定
制
度
に
つ

い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
台
湾
の
教
科
書
検

定
制
度
は
日
本
の
そ
れ
を
参
考
に
し
た
（
一
四

〇
頁
）
と
い
う
現
地
調
査
結
果
は
、
評
者
に
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と
っ
て
あ
る
程
度
の
必
然
性
を
感
じ
さ
せ
る
も

の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
新
鮮
味
を
覚
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
今
年（
二
〇
一
三
年
）の
夏
、台
湾

の
歴
史
教
科
書
の
な
か
で
日
本
統
治
時
代
を
ど

う
呼
ぶ
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
台
湾
で
論
争
が
起

き
た
と
報
道
さ
れ
て
い
〉
3
〈

る
。
今
後
も
、
台
湾
の

歴
史
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
る
状
況
に
引
き
続
き

注
目
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
評
者
は
思

う
。

　

第
二
に
は
、「
東
ア
ジ
ア
歴
史
教
科
書
の
問

題
」
か
ら
「
東
ア
ジ
ア
歴
史
教
科
書
問
題
の
構

図
」
へ
と
深
化
さ
せ
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
研
究
や
議
論
の
多
く
は
、
や
は
り
東
ア
ジ
ア

諸
国
の
歴
史
教
科
書
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が

あ
っ
た
の
か
／
な
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
注

目
し
た
も
の
だ
っ
た
。
本
書
で
は
、
勿
論
教
科

書
自
体
の
抱
え
る
問
題
の
有
無
に
つ
い
て
も
具

体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
が
も
っ
と

も
重
視
し
て
い
る
の
は
、
比
較
検
証
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
教
科
書
の
長
所
を

如
何
に
組
み
合
わ
せ
、
欠
点
を
如
何
に
補
い
、

如
何
に
新
た
な
歴
史
教
科
書
を
立
体
的
、
構
造

的
に
作
成
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
問
題
を
考
え
る
際
、
著
者
が
前
提
と
し

て
提
起
し
た
「
三
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
」（
三
四

六
頁
）
が
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と

評
者
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
⑴
東
ア
ジ
ア
近

現
代
史
に
お
い
て
日
本
は
侵
略
し
た
加
害
国
で

あ
り
、
中
国
は
そ
の
侵
略
を
受
け
た
被
害
国
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
、
台
湾
や
朝
鮮
は
そ
れ
ぞ
れ

約
五
〇
年
間
も
し
く
は
約
三
五
年
間
、
日
本
の

植
民
地
体
制
下
に
置
か
れ
た
と
い
う
事
実
、
⑵

今
日
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
政
治
体
制
と
し
て
、

日
本
・
台
湾
・
韓
国
は
資
本
主
義
国
家
で
あ

り
、
中
国
と
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
は
社

会
主
義
国
家
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
前
に
し

て
、「
民
主
」
か
「
独
裁
」
か
と
い
っ
た
よ
う

な
価
値
観
な
ど
に
関
す
る
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ

と
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
、
⑶
東
ア
ジ
ア
の
諸

国
の
多
く
は
儒
教
道
徳
・
礼
節
な
ど
基
底
的
な

価
値
観
や
考
え
方
に
共
通
性
を
持
ち
、
謂
わ
ば

東
洋
文
化
圏
、
漢
字
文
化
圏
に
属
す
こ
と
で
あ

る
。
著
者
は
上
記
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
き
、

若
者
へ
歴
史
を
教
え
る
と
き
、
東
ア
ジ
ア
近
現

代
史
に
お
け
る
「
抗
戦
／
反
戦
／
非
戦
」
と
い

う
諸
概
念
の
意
味
を
再
認
識
す
べ
き
だ
と
主
張

し
て
い
る
。

批
判
的
検
討

　

以
下
は
、
本
書
に
関
し
て
若
干
の
批
判
的
検

討
を
述
べ
た
い
。

　

第
一
に
は
、
教
科
書
の
検
定
制
度
に
関
す
る

点
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
歴
史
教
科
書
問
題
を

論
じ
る
と
き
避
け
て
は
通
れ
な
い
要
素
で
あ
る

教
科
書
検
定
に
つ
い
て
、
非
常
に
具
体
的
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
教
科
書

検
定
制
度
に
つ
い
て
は
七

－

一
一
頁
、
台
湾
の

教
科
書
検
定
制
度
に
つ
い
て
は
一
三
八

－

一
四

七
頁
、
中
国
の
教
科
書
検
定
制
度
に
つ
い
て
は

二
六
七

－

二
七
〇
頁
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
あ
る
い
は
取
り

上
げ
方
は
、
地
域（
章
）
ご
と
に
配
置
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
教
科
書
事
象
と
合
わ
せ
て
い

る
た
め
、
個
別
の
ケ
ー
ス
と
し
て
わ
か
り
易

い
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科

書
検
定
制
度
の
共
通
性
や
差
異
に
関
す
る
記
述

が
分
散
す
る
こ
と
に
な
り
、
読
者
に
は
、
著
者

が
意
図
し
て
い
る
「
構
図
の
解
明
」
が
若
干
不

足
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
。
教
科
書

検
定
制
度
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
各
国
の
動
き

は
、
歴
史
教
科
書
問
題
を
論
じ
る
際
に
極
め
て
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重
要
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
書
の
最
初
に
独

立
し
た
一
章
を
設
け
て
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お

け
る
教
科
書
検
定
制
度
お
よ
び
問
題
点
な
ど
を

ま
と
め
て
紹
介
し
、
比
較
す
る
よ
う
な
手
法
も

可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

第
二
に
は
、「
氷
点
事
件
」
と
上
海
版
歴
史

教
科
書
問
題
に
関
す
る
点
で
あ
る
。「
氷
点
事

件
」
の
経
緯
に
つ
い
て
、
第
五
章
で
は
具
体
的

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
評
者
は
こ
こ
で

「
義
和
団
」
に
関
す
る
歴
史
的
評
価
に
つ
い
て

触
れ
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
第
五

章
は
や
は
り
ほ
か
の
章
と
は
異
な
り
、
ユ
ニ
ー

ク
な
対
象
で
は
あ
る
が
、「（
諸
国
の
歴
史
教
科

書
の
）
比
較
」
と
い
う
側
面
が
見
ら
れ
な
い
た

め
、
本
書
全
体
の
中
で
は
少
し
違
和
感
を
覚
え

る
。
ま
た
、「
氷
点
事
件
」
の
当
事
者
で
あ
っ

た
袁
偉
時
は
、
事
件
の
前
後
に
つ
い
て
書
い
た

論
文
や
中
国
国
内
外
の
メ
デ
ィ
ア
に
語
っ
た
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
そ
の
後
一
冊
の
著
書
に
ま

と
め
て
出
版
し
て
い
〉
4
〈

る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き

た
い
。
上
海
版
歴
史
教
科
書
の
ケ
ー
ス
を
通
し

て
、
今
日
の
中
国
国
内
に
お
け
る
動
向
（
教
科

書
作
り
の
試
行
錯
誤
の
段
階
）
が
非
常
に
洗
練

さ
れ
た
形
で
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
や
は
り
も
う

少
し
包
括
的
な
分
析
を
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、中
国
国
内
に
お
い
て
、歴
史
教
科
書

作
り
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
意
見
が
分
か
れ
て

い
る
の
か
。
ま
た
、
上
海
の
ケ
ー
ス
は
他
の
地

域
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
。
中

国
の
歴
史
教
科
書
作
り
は
試
行
錯
誤
の
段
階
に

あ
る
こ
と
を
示
し
た
第
五
章
で
あ
る
が
、
二
〇

〇
六
年
以
降
の
動
向
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
、是
非
本
書
が
再
版
さ
れ
る
と
き
、あ
る
い
は

続
編
が
刊
行
さ
れ
る
と
き
知
り
た
い
と
思
う
。

結
び
に

　

以
上
の
よ
う
に
本
書
に
対
し
て
若
干
の
疑
問

点
を
提
起
し
た
が
、
全
体
を
見
渡
せ
ば
、
本
書

は
こ
れ
ま
で
に
な
い
東
ア
ジ
ア
歴
史
教
科
書
問

題
を
「
構
図
」
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
た
大
作

と
し
て
、
歴
史
研
究
者
や
歴
史
教
育
者
だ
け
で

な
く
、
一
般
読
者
に
と
っ
て
も
、
き
わ
め
て
刺

激
的
で
読
み
応
え
の
あ
る
一
冊
で
あ
る
。
最
後

に
、
最
近
日
本
国
内
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、

評
者
の
感
想
を
述
べ
て
、
本
稿
の
結
び
と
し
た

い
。

　

本
書
の
第
六
章
で
は
、
扶
桑
社
に
よ
る
『
新

し
い
歴
史
教
科
書
』
と
戦
時
期
の
教
科
書
が
取

り
上
げ
ら
れ
、
比
較
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
今
日
の
日
本
人
の
自
信
喪
失
と
の

関
連
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
加

藤
周
一
は
歴
史
教
科
書
問
題
に
つ
い
て
、「
ほ

ん
と
う
の
意
味
で
の
鋭
い
歴
史
認
識
、
誇
り
に

す
べ
き
歴
史
意
識
と
い
う
の
は
、
自
己
批
判
以

外
に
は
あ
り
ま
せ
〉
5
〈
ん
」
と
述
べ
た
。
本
稿
脱
稿

後
の
今
年（
二
〇
一
三
年
）一
一
月
、
下
村
文

部
科
学
相
は
小
中
高
学
校
向
け
教
科
書
の
検
定

基
準
を
改
め
る
方
針
を
表
明
し
た
。
そ
し
て
、

そ
こ
に
は
、「
愛
国
心
」
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ

教
育
基
本
法
の
目
標
に
照
ら
し
て
「
欠
陥
」
が

あ
る
と
判
断
さ
れ
た
教
科
書
を
（
政
府
の
干
渉

に
よ
っ
て
）
不
合
格
に
さ
せ
る
と
い
う
方
向
性

が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
教
科
書
検
定
基
準
改
正

に
対
し
て
懸
念
の
声
も
出
て
い
る
よ
う
だ
が
、

改
正
を
擁
護
す
る
社
会
風
潮
の
方
が
む
し
ろ
強

い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
い
う
時
こ
そ
、
加
藤

周
一
が
提
起
し
た
「
自
国
へ
の
誇
り
と
は
何

か
」
と
い
う
日
本
人
の
歴
史
認
識
に
係
わ
る
根

本
的
な
問
題
を
念
頭
に
お
き
、
本
書
の
著
者
が

指
摘
す
る
「
三
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
」
の
重
要
性

を
改
め
て
認
識
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。
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注
〈
1
〉 
リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
ッ
ツ
「
ス
タ
ン
フ
ォ
ー

ド
大
の
ア
ジ
ア
歴
史
問
題
解
決
策
」『
週
刊
東

洋
経
済
』
第
六
四
七
三
号
（
二
〇
一
三
年
七
月

二
〇
日
）。

〈
2
〉 

堀
井
弘
一
郎
「
東
ア
ジ
ア
の
五
極
か
ら
構

想
す
る
共
通
歴
史
教
科
書
へ
の
野
心
的
な
試

み
」『
東
方
』
第
三
九
三
号
（
二
〇
一
三
年
一

一
月
）。

〈
3
〉 

「「
親
日
」
台
湾
の
今 

歴
史
教
科
書
問
題

か
ら（
上
）│
│
「
日
治
」
な
の
か
「
日
拠
」
な

の
か
」『
西
日
本
新
聞
』
二
〇
一
三
年
九
月
一

日
、「「
親
日
」
台
湾
の
今 

歴
史
教
科
書
問
題

か
ら（
中
）│
│
「
中
国
の
一
部
」
か
「
台
湾
」

か
」『
西
日
本
新
聞
』
二
〇
一
三
年
九
月
二

日
、「「
親
日
」
台
湾
の
今 

歴
史
教
科
書
問
題

か
ら（
下
）│
│
「
日
拠
」
は
再
び
根
付
く
か
」

『
西
日
本
新
聞
』
二
〇
一
三
年
九
月
三
日
。

〈
4
〉 

袁
偉
時
『
中
国
の
歴
史
教
科
書
問
題
│
│

『
氷
点
』
事
件
の
記
録
と
反
省
』
武
吉
次
郎

訳
、
日
本
僑
報
社
、
二
〇
〇
六
年
。

〈
5
〉 

加
藤
周
一
「
自
国
へ
の
誇
り
と
は
何
か
」

小
森
陽
一
・
坂
本
義
和
・
安
丸
良
夫
編
『
歴

史
教
科
書 

何
が
問
題
か
│
│
徹
底
検
証
Ｑ
＆

Ａ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。


