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「
説
得
」
の
時
代

―
―
明
代
史
か
ら
見
た
福
谷
彬
著
『
南
宋
道
学
の
展
開
』

岩
本

真
利
絵

は
じ
め
に

二
〇
二
二
年
一
〇
月
八
日
に
開
催
さ
れ
た
第
七
十
四
回
日
本
中
国
学
会
・
書

評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
パ
ネ
ル
Ⅰ
「
福
谷
彬
著
『
南
宋
道
学
の
展
開
』
」
に
お
い
て
、

筆
者
は
評
者
の
一
人
と
し
て
登
壇
し
た
。
本
稿
の
一
～
三
の
部
分
は
筆
者
が
福

谷
氏
に
対
し
て
提
出
し
た
質
問
（
口
頭
・
レ
ジ
ュ
メ
）
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
本
稿
の
四
の
部
分
に
は
筆
者
の
質
問
に
対
す
る
福
谷
氏
の
回
答
お

よ
び
会
場
か
ら
の
反
応
、
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
て
改
め
て
考
え
た
こ
と
な
ど
を

記
し
た
。

一
、
総
評

筆
者
は
明
代
後
期
の
政
治
史
、
具
体
的
に
は
嘉
靖
帝
と
管
志
道
の
政
治
に
関

す
る
思
考
を
研
究
し
て
き

た

。
つ
ま
り
、
福
谷
氏
の
研
究
内
容
と
は
時
代
も
分

（
一
）

野
も
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
福
谷
氏
の
著
書
『
南
宋
道
学
の
展
開
』（
京
都

大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
九
。
以
下
、
福
谷
書
と
略
す
）
は
筆
者
の
よ
う
な

門
外
漢
に
と
っ
て
も
非
常
に
読
み
や
す
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
思
想

に
関
す
る
専
門
用
語
や
抽
象
的
な
議
論
の
説
明
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
、
さ

ら
に
時
系
列
や
政
治
的
背
景
を
明
確
に
意
識
し
て
叙
述
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
抽
象
的
な
哲
学
議
論
よ
り
も
具
体
的
な
事
実
の
経
緯
に
関
心
を
も
ち

や
す
い
歴
史
研
究
者
と
も
対
話
が
可
能
な
著
作
と
い
え
る
。

福
谷
書
の
な
か
で
も
っ
と
も
印
象
に
残
っ
た
の
は
、「
説
得
術
」
と
い
う
視
点

で
あ
る
。
福
谷
書
に
よ
れ
ば
、「
聖
人
学
ん
で
至
る
べ
し
」
と
い
う
宋
代
の
議
論

は
、
自
分
だ
け
が
聖
人
に
な
る
の
で
は
な
く
、
他
者
に
対
し
て
理
想
を
提
示
し

て
自
分
が
望
む
方
向
へ
と
他
者
を
誘
導
す
る
と
い
う
政
治
的
な
意
味
が
あ
り

（
二
一
頁
）
、
そ
こ
で
「
他
者
を
ど
の
よ
う
に
し
て
説
得
す
る
か
と
い
う
説
得
術
」

（
三
〇
頁
）
に
着
目
し
た
と
い
う
。
筆
者
は
明
代
の
政
治
史
を
研
究
す
る
う
え

で
、
今
ま
で
に
上
奏
や
上
諭
を
読
ん
で
そ
れ
を
「
説
得
術
」
と
考
え
る
視
点
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
切
り
口
が
目
か
ら
鱗
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
同
時
に
「
説
得
術
」
に
つ
い
て
、
二
点
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

一
つ
目
は
「
説
得
術
」
と
い
う
視
点
の
着
想
の
由
来
で
あ
る
。
福
谷
書
を
読
ん

だ
後
に
、
改
め
て
余
英
時
『
朱
熹
的
歴
史
世
界
：
宋
代
士
大
夫
政
治
文
化
的
研

究
』
（
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
一

一

。
以
下
、
余
英
時
書
と
略

（
二
）

「説得」の時代―明代史から見た福谷著（岩本）
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す
）
を
読
み
直
し
た
と
こ
ろ
、
「
説
服
」
、
つ
ま
り
説
得
と
い
う
言
葉
が
頻
出
す

る
こ
と
に
気
づ
い

た

。
こ
こ
か
ら
、
「
説
得
」
と
い
う
視
点
は
、
余
英
時
氏
に

（
三
）

よ
る
啓
発
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
。

二
つ
目
は
、「
説
得
術
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筆
者
は
な
ぜ
明
代
政

治
史
を
研
究
す
る
な
か
で
「
説
得
」
と
い
う
視
点
を
持
て
な
か
っ
た
の
か
。
そ

れ
は
明
代
政
治
に
お
い
て
は
言
論
に
よ
っ
て
皇
帝
あ
る
い
は
敵
対
勢
力
を
「
説

得
」
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
史
料
を
読
ん
で
も
「
説
得
」

と
い
う
観
点
は
浮
か
び
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
福
谷
書
に
は
「
も

っ
と
も
陸
九
淵
に
と
っ
て
こ
の
書
簡
は
、
単
に
仏
教
を
批
判
す
る
こ
と
だ
け
が

目
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
自
分
と
異
な
る
思
想
を
信
じ
る
者
に
対
し
て
、
い

か
に
説
得
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
を
示
す
こ
と
が
こ
の
書
簡
の
も
う
一
つ
の
テ
ー

マ
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
が
あ
る
（
二
二
〇
～
二
二
一
頁
）
。
つ
ま
り
、

福
谷
書
で
は
実
際
に
相
手
を
説
得
で
き
る
か
ど
う
か
は
二
の
次
と
い
う
前
提
で

「
説
得
術
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
説
得
を
主
目
的
と
し
て
い
な
い
言
説
を
「
説
得
術
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
少
し

引
っ
か
か
る
。
福
谷
書
の
結
論
部
に
は
、『
孟
子
』
か
ら
陸
九
淵
・
陳
亮
が
「
議

論
法
」
（
三
四
六
頁
）
や
「
説
得
術
」
、
「
弁
論
術
」
（
三
四
九
頁
）
を
学
ん
だ
と

あ
る
。
相
手
の
「
説
得
」
を
度
外
視
し
て
い
る
言
論
の
名
称
は
「
議
論
法
」
や

「
弁
論
術
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
あ
え
て
「
説
得
」
と
し

て
い
る
の
は
何
か
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

二
、「
説
得
」
―
―
朱
熹
「
戊
申
封
事
」
の
「
説
得
術
」

を
め
ぐ
っ
て

「
説
得
」
の
例
と
し
て
、
福
谷
書
第
六
章
「
消
え
た
「
格
物
致
知
」
の
行
方

―
―
朱
熹
「
戊
申
封
事
」
と
「
十
六
字
心
法
」
を
め
ぐ
っ
て
」
の
な
か
で
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
「
戊
申
封
事
」
を
焦
点
と
し
た
い
。「
戊
申
封
事
」
に
関
す
る

先
行
研
究
と
し
て
は
余
英
時
書
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
「
戊
申
封

事
」
が
書
か
れ
た
淳
煕
十
五
年
（
一
一
八
八
）
前
後
は
、
そ
れ
ま
で
は
高
宗
か

ら
改
革
志
向
を
抑
圧
さ
れ
て
い
た
孝
宗
が
、
高
宗
の
死
に
よ
っ
て
自
身
の
改
革

志
向
を
露
に
し
、
協
力
者
と
し
て
道
学
人
士
を
登
用
し
て
い
っ
た
時
期
に
あ
た

る
。
そ
し
て
、
朱
熹
は
数
か
月
前
の
入
対
で
孝
宗
の
意
向
を
知
り
、
そ
の
意
向

に
沿
っ
て
「
戊
申
封
事
」
を
執
筆
し
た
と
い
う
（
五
二
五
～
五
二
七
頁
）
。
余
英

時
氏
は
「
戊
申
封
事
」
を
孝
宗
晩
年
の
改
革
に
賛
同
す
る
上
奏
だ
と
と
ら
え
て

い
る
が
、
福
谷
氏
の
「
戊
申
封
事
」
の
位
置
づ
け
方
は
少
し
違
う
と
こ
ろ
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

福
谷
書
に
よ
れ
ば
、「
戊
申
封
事
」
は
、
孝
宗
の
「
私
心
」
に
よ
る
側
近
政
治

を
批
判
し
、「
私
心
」
を
矯
正
す
る
た
め
に
「
賢
臣
」
を
登
用
す
る
必
要
が
あ
る
、

そ
し
て
「
賢
臣
」
と
は
道
学
一
般
で
は
な
く
閩
学
の
学
徒
で
あ
る
、
と
い
う
主

張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
時
代
背
景
と
し
て
、
孝
宗
の
側

近
政
治
と
宰
相
王
淮
失
脚
に
よ
る
道
学
躍
進
の
空
気
の
な
か
で
、
朱
熹
は
道
学

一
般
で
は
な
く
閩
学
を
重
用
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
二
七
七
～
二
九
〇
頁
）
。
そ
し
て
、
福
谷
氏
は
「
戊
申
封
事
」
に
つ
い
て
、「
あ

く
ま
で
皇
帝
こ
そ
が
現
実
政
治
の
根
幹
で
あ
っ
て
、
皇
帝
の
政
治
的
主
体
性
を

求
め
て
い
る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
に
な
っ
て
い
る
点
に
こ
そ
、「
戊
申
封
事
」
の
巧

妙
な
点
が
あ
る
と
言
え
る
」
と
評
価
す
る
（
二
九
二
頁
）
。
疑
問
に
思
っ
た
の
は
、

「
「
戊
申
封
事
」
の
巧
妙
な
点
」
と
さ
れ
て
い
る
朱
熹
の
「
説
得
術
」
は
本
当
に

巧
妙
だ
っ
た
の
か
、
つ
ま
り
当
時
の
時
代
背
景
の
な
か
で
効
果
的
だ
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
故
意
ま
た
は
無
意
識
に
「
皇
帝
の
政
治
的
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主
体
性
を
求
め
て
い
る
」
と
皇
帝
が
誤
読
す
る
可
能
性
は
な
い
の
か
、
ま
た
当

時
に
お
い
て
実
現
可
能
性
は
ど
れ
く
ら
い
で
、
そ
の
後
実
現
し
た
の
か
否
か
な

ど
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
朱
熹
は
「
戊
申
封
事
」
を
通
し
て
具
体

的
に
誰
を
ど
の
よ
う
な
官
職
に
登
用
す
る
べ
き
だ
と
「
説
得
」
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

福
谷
書
に
よ
れ
ば
皇
帝
は
な
る
べ
く
「
政
治
的
主
体
性
」
を
発
揮
す
る
べ
き

で
な
い
と
い
う
の
が
朱
熹
の
主
張
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
事
に

関
し
て
も
宰
相
に
「
賢
臣
」
を
登
用
し
て
、「
賢
臣
」
に
人
材
登
用
を
任
せ
て
皇

帝
は
そ
れ
に
従
う
形
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
調
べ
た
限
り
、
当
時

は
「
賢
臣
」
＝
「
閩
学
の
学
徒
」
は
通
常
手
段
で
宰
相
・
執
政
に
な
れ
る
よ
う

な
地
位
に
は
ま
だ
就
任
し
て
い
な
い
。
宰
相
周
必
大
や
そ
の
他
の
道
学
人
士
は
、

道
学
一
般
を
満
遍
な
く
登
用
す
る
方
針
で
あ
り
、「
閩
学
の
学
徒
」
の
み
重
用
す

る
よ
う
に
は
動
い
て
く
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
登
用
さ
れ
て
い
な
い

「
賢
臣
」
を
皇
帝
の
一
存
で
登
用
し
た

り

、
下
位
の
官
僚
の
登
用
も
宰
相
任
せ

（
四
）

で
は
な
く
皇
帝
が
関
与
し
て
「
賢
臣
」
を
登
用
し
た
り
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
人
材
登
用
す
な
わ
ち
「
用
人
」
は
ど
の
立
場
の
役
割
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
、
余
英
時
書
に
は
、
王
淮
が
か
つ
て
「
用
人
を
も
っ
て
己
の
任

と
為
す
」
と
し
て
い
た
と
い
う
一
節
が
あ
る
（
三
六
一
頁
）
。
ま
た
、
朱
熹
が
執

筆
し
た
乾
道
年
間
の
宰
相
陳
俊
卿
の
行
状
で
も
「
用
人
を
も
っ
て
己
の
任
と
為

す
」
が
陳
俊
卿
の
業
績
を
表
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る

。
こ
こ
か
ら
朱
熹

（
五
）

を
含
む
当
時
の
人
々
の
思
考
で
は
「
用
人
」
は
宰
相
の
職
責
と
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
が
、
一
方
で
孝
宗
は
「
用
人
」
を
重
要
視
し
、
非
常
に
こ
だ
わ
っ
て

い
た
人
物
で
あ

る

。
朱
熹
の
主
張
す
る
「
賢
臣
」
＝
「
閩
学
の
学
徒
」
の
登
用

（
六
）

実
現
に
は
、
孝
宗
が
「
用
人
」
の
主
導
権
を
握
り
、
下
位
の
「
用
人
」
ま
で
関

与
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
朱
熹
の
考
え
は
「
用

人
」
の
部
分
で
は
「
皇
帝
の
政
治
的
主
体
性
」
を
許
さ
ざ
る
を
え
な
い
構
造
に

な
っ
て
い
た
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、「
戊
申
封
事
」
は
、
当
時
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
に
作
用
し

え
な
い
か
ら
こ
そ
の
言
説
、
す
な
わ
ち
当
時
の
政
局
の
流
れ
や
常
識
、
さ
ら
に

朱
熹
の
孝
宗
へ
の
評
価
か
ら
、
孝
宗
が
皇
帝
の
「
政
治
的
主
体
性
」
を
発
揮
す

る
方
向
に
誤
読
し
な
い
と
確
信
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
言
説
な
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
な
る
と
、「
戊
申
封
事
」
は
普
遍
的
な
政
治
の
理
想
像
を
提
示
し
た
言

説
と
見
る
よ
り
、
当
時
の
政
治
の
文
脈
の
な
か
で
は
効
果
的
だ
と
朱
熹
が
思
っ

て
い
た
一
時
的
な
政
治
言
説
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
時
的
な
政
治
言
説
で
あ

る
と
す
る
な
ら
、
論
理
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
具
体
的
な
時
代
背
景
や
そ
こ
に

込
め
ら
れ
た
具
体
的
な
意
図
、
そ
し
て
実
際
の
効
果
の
解
明
も
重
要
だ
と
思
わ

れ
る
。

三
、
「
聖
人
可
学
」
―
―
明
代
の
皇
帝
と
「
聖
人
」
を

め
ぐ
っ
て

明
代
に
は
皇
帝
も
朱
子
学
の
価
値
観
を
内
面
化
し
た
結
果
な
の
か
、
明
朝
皇

帝
が
「
堯
舜
授
受
」
を
現
実
に
継
承
し
た
と
い
う
言
説
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
例
え
ば
、
永
楽
帝
の
勅
撰
書
『
聖
学
心
法
』
は
、
朱
熹
の
『
中
庸
章

句
』
序
を
盗
作
・
改
竄
し
た
よ
う
な
部
分
が
あ
り
、
皇
帝
は
「
堯
舜
禹
之
授
受
」

に
連
な
り
、
歴
代
儒
者
の
学
問
内
容
も
引
き
継
ぐ
「
君
師
」
で
あ
る
と
主
張
す

る

。
ま
た
、
嘉
靖
二
十
六
年
（
一
五
四
七
）
の
殿
試
の
策
題
に
は
道
統
論
が
出

（
七
）

題
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
は
洪
武
帝
は
「
堯
舜
授
受
之
要
」
を
体
現
し
て
い
て
、

そ
れ
を
永
楽
帝
が
継
承
し
た
と
言
っ
て
い
る
部
分
が
あ

る

。
そ
し
て
、
こ
の
時

（
八
）
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の
状
元
の
李
春
芳
は
、
二
帝
三
王
の
心
と
は
洪
武
帝
・
永
楽
帝
の
心
で
あ
り
、

さ
ら
に
嘉
靖
帝
の
心
で
も
あ
る
と
い
う
答
案
を
提
出
し

た

。
聖
人
で
な
け
れ
ば

（
九
）

「
堯
舜
授
受
」
に
連
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
永
楽
帝
の
『
聖

学
心
法
』
は
皇
帝
が
聖
人
で
あ
る
と
い
う
理
念
を
示
し
、
嘉
靖
年
間
に
至
っ
て

は
歴
史
と
し
て
洪
武
帝
・
永
楽
帝
は
聖
人
だ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
言
説
の
起
源
ま
た
は
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
李
焯
然
氏
や
陳

時
龍
氏
な
ど
明
代
史
側
か
ら
の
道
統
論
に
関
す
る
議
論
が
提
出
さ
れ
て
い

る

。

（
十
）

し
か
し
、
明
代
史
研
究
者
は
明
代
か
ら
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
明
代
の
言
説

の
形
成
に
関
係
す
る
内
容
し
か
考
察
の
対
象
と
し
な
い
。
宋
代
の
視
点
か
ら
見

た
場
合
、
皇
帝
が
「
堯
舜
授
受
」
に
連
な
る
と
い
う
言
説
は
い
つ
か
ら
ど
の
よ

う
に
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

四
、
当
日
の
議
論
と
そ
の
後

上
記
の
筆
者
か
ら
の
大
量
の
質
問
に
対
し
、
福
谷
氏
か
ら
丁
寧
な
回
答
を
頂

戴
し
た
。
ま
ず
、「
説
得
術
」
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
は
、
余
英
時
氏
が
朱
熹
・

陸
九
淵
な
ど
道
学
人
士
の
政
治
的
連
帯
を
強
調
し
た
の
に
対
し
、
福
谷
氏
は
連

帯
時
期
に
む
し
ろ
二
人
が
論
争
し
て
い
た
事
実
か
ら
説
得
の
方
法
に
違
い
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
着
想
を
導
き
出
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
福
谷
書
に

お
け
る
「
説
得
」
と
は
「
相
手
の
考
え
を
改
め
よ
う
と
、
相
手
に
自
分
の
考
え

を
伝
え
る
こ
と
」
を
意
味
し
、
朱
熹
に
と
っ
て
は
「
反
論
の
余
地
の
な
い
形
で

天
下
に
道
理
（
と
自
分
が
考
え
る
も
の
）
を
示
す
こ
と
が
最
も
重
要
で
、
実
際

に
相
手
を
承
服
さ
せ
ら
れ
る
か
は
、
必
ず
し
も
最
優
先
で
は
な
か
っ
た
」
と
い

う
。
ま
た
、「
説
得
」
の
対
象
は
皇
帝
一
人
や
論
争
の
ラ
イ
バ
ル
個
人
で
は
な
く
、

後
世
の
人
々
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
次
に
、「
戊
申
封
事
」
で
想
定
さ
れ
た

登
用
す
べ
き
人
材
と
官
職
に
関
し
て
は
、
朱
熹
自
身
を
皇
帝
ま
た
は
皇
太
子
の

侍
講
に
登
用
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ

た
。
ま
た
、「
皇
帝
の
政
治
的
主
体
性
」
に
関
し
て
補
足
が
あ
り
、
朱
熹
は
基
本

的
に
皇
帝
は
宰
相
に
政
治
を
任
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
、
朱
熹
が
提
言
し
た
「
主

体
性
」
と
は
宰
相
の
制
御
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
主
体
的
で
あ
れ
と
い
う
こ
と

だ
と
い
う
。
ま
た
、「
戊
申
封
事
」
前
後
の
政
界
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
福

谷
氏
と
余
英
時
氏
で
大
き
な
違
い
は
な
い
と
い
う
補
足
も
あ
っ
た
。
最
後
に
、

「
聖
人
可
学
」
に
つ
い
て
、
南
宋
の
皇
帝
で
「
堯
舜
授
受
」
に
連
な
る
と
自
任

し
て
い
た
人
物
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
唐
の
太
宗
以
下
だ
と
自
己
認
識
し
て
い
た

と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
福
谷
氏
は
配
布
レ
ジ
ュ
メ
で
「
説
得
行
為
の

ど
こ
に
「
聖
人
」
性
が
現
れ
る
か
」
と
い
う
モ
デ
ル
図
を
作
成
し
、「
理
念
上
の

聖
王
」
が
「
天
理
の
体
得
者
と
し
て
の
道
学
者
」
を
通
し
て
「
現
実
の
皇
帝
」

を
「
教
化
」
す
る
と
い
う
朱
熹
の
考
え
方
を
図
示
し
た
。

筆
者
を
含
め
た
評
者
三
人
と
福
谷
氏
の
議
論
が
終
了
し
た
後
、
来
場
し
た
中

国
哲
学
研
究
者
の
先
生
方
か
ら
コ
メ
ン
ト
・
質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
な
か

で
複
数
の
先
生
方
か
ら
筆
者
の
発
言
内
容
に
つ
い
て
、「
政
治
の
在
り
方
と
誰
を

登
用
す
べ
き
か
は
別
問
題
で
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
」
、
「
宋
と
明
の
時
代
の
空

気
は
余
英
時
が
示
し
た
よ
う
に
全
く
違
う
」
と
い
う
厳
し
い
指
摘
を
い
た
だ
い

た
。
筆
者
が
宋
代
政
治
史
を
よ
く
知
ら
な
い
ま
ま
政
策
論
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と

や
安
易
に
明
代
の
話
に
言
及
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
宋
代
の
士
大
夫
と
明
代

の
士
大
夫
の
置
か
れ
た
環
境
が
全
く
違
う
と
い
う
余
英
時
氏
の
議

論

す
ら
知
ら

（
十
一
）

な
い
と
誤
解
さ
れ
た
こ
と
が
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。

だ
が
、
本
稿
を
執
筆
す
る
た
め
に
改
め
て
自
分
の
発
言
内
容
や
福
谷
書
の
内
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容
お
よ
び
福
谷
氏
の
回
答
を
整
理
す
る
と
、
自
分
の
理
解
が
間
違
っ
て
い
る
部

分
に
気
づ
い
た
。「
説
得
」
部
分
に
お
い
て
、
筆
者
は
ま
だ
登
用
さ
れ
て
い
な
い

「
賢
臣
」
を
登
用
す
る
た
め
に
は
「
皇
帝
の
政
治
的
主
体
性
」
の
発
揮
を
避
け

ら
れ
な
い
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
廷
臣

が
共
同
で
行
う
「
会
推
」
や
く
じ
引
き
の
よ
う
な
人
事
こ
そ
公
平
性
を
保
て
る

と
す
る
明
代
後
期
の
官
僚
士
大
夫
的
な
発
想
な
の
だ
ろ
う
。
福
谷
氏
が
示
し
た

朱
熹
の
思
考
モ
デ
ル
を
敷
衍
さ
せ
れ
ば
、
誰
が
「
賢
臣
」
な
の
か
を
判
断
す
る

の
は
「
理
念
上
の
聖
王
」
で
あ
り
、
現
実
世
界
で
は
「
天
理
の
体
得
者
と
し
て

の
道
学
者
」
で
あ
る
。
聖
王
の
代
言
人
で
あ
る
「
道
学
者
」
の
建
議
を
受
け
入

れ
た
皇
帝
に
よ
る
人
事
に
は
、
皇
帝
個
人
の
「
政
治
的
主
体
性
」
な
ど
介
在
す

る
余
地
は
な
く
、
歴
史
研
究
者
が
気
に
す
る
手
続
き
論
は
関
係
が
な
い
。
そ
の

よ
う
に
考
え
る
と
、
朱
熹
に
と
っ
て
は
「
戊
申
封
事
」
は
む
し
ろ
普
遍
の
理
想

の
提
示
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
後
世
か
ら
評
価
す
れ
ば
普
遍
の
理
想
に

は
な
り
え
な
か
っ
た
。
聖
王
の
代
言
人
を
自
任
し
た
官
僚
が
皇
帝
に
対
し
て
「
教

化
」
を
行
う
、
こ
の
よ
う
な
人
物
が
も
し
明
代
に
存
在
し
た
ら
妄
言
と
し
て
免

職
、
あ
る
い
は
逮
捕
さ
れ
て
命
を
落
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
際
は
宋
代
と
明
代
の
こ
の
落
差
に
ま
で
思
考
が
た
ど
り
着
い
て
い
な
か
っ

た
。
そ
の
点
で
会
場
の
先
生
方
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
り
、
指
摘
を
い
た
だ
い
た

か
ら
こ
そ
気
づ
け
た
の
で
感
謝
し
た
い
。

ま
た
、「
聖
人
可
学
」
に
関
し
て
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
内
で
時
間
が
な
く
、
質
問

で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
南
宋
の
高
宗
の
尊
号
が
「
光
堯
」
で
あ

っ
た
こ
と
、
高
宗
の
死
後
に
廟
号
を
定
め
る
際
に
孝
宗
が
「
世
祖
光
堯
」
や
「
堯

宗
」
と
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
こ
と
で
あ

る

。「
光
堯
」
や
「
堯
宗
」
の
「
堯
」

（
十
二
）

は
、
聖
人
の
名
で
は
な
く
形
容
詞
の
「
堯
」
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う

か

。
こ

（
十
三
）

の
点
に
つ
い
て
は
、
後
日
改
め
て
福
谷
氏
に
教
え
を
乞
い
た
い
。

お
わ
り
に

書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
準
備
と
議
論
を
通
し
て
、
朱
熹
の
時
代
と
明
代
後
期

の
異
同
に
関
し
て
、
自
分
が
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
て
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
痛
感
し
た
。
南
宋
政
治
史
や
思
想
史
の
先
行
研
究
を
読
み
直
す
中
で
、

皇
帝
が
「
天
理
の
体
得
者
」
に
従
う
と
い
う
理
想
を
抱
い
て
主
張
で
き
た
朱
熹

の
時
代
と
、「
天
理
の
体
得
者
」
も
そ
れ
に
従
う
皇
帝
の
存
在
も
想
定
で
き
ず
君

臣
の
相
互
不
信
の
う
え
に
シ
ス
テ
ム
化
し
た
政
治
を
作
り
あ
げ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
明
代
の
明
確
な
差
異
を
体
感
で
き
た
こ
と
は
、
今
後
の
自
分
の
研
究
に
非

常
に
有
益
だ
っ
た
。
学
際
交
流
に
よ
り
思
考
を
深
め
る
機
会
を
い
た
だ
け
た
の

は
大
変
な
幸
運
で
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
呼
び
か
け
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
福

谷
彬
氏
、
準
備
段
階
か
ら
当
日
に
至
る
ま
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
だ
さ
っ
た
司
会

の
三
浦
秀
一
先
生
、
筆
者
と
は
別
角
度
か
ら
み
た
福
谷
書
の
読
み
方
を
提
示
し

て
く
だ
さ
っ
た
陳
佑
真
氏
・
早
川
太
基
氏
、
ま
た
会
場
・
オ
ン
ラ
イ
ン
で
議
論

を
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
た
い
。

《

注

》

（
一
）
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
拙
著
『
明
代
の
専
制
政
治
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版

会
、
二
〇
一
九
）
参
照
。

（
二
）
福
谷
書
で
は
允
晨
文
化
に
よ
り
二
〇
〇
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
上
下
二
冊
本
を
使

用
し
て
い
る
。
本
来
な
ら
福
谷
書
と
同
一
の
版
本
を
使
用
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
允

晨
文
化
本
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
た
め
本
稿
で
は
手
持
ち
の
版
本
を
使
用
し
た
。

（
三
）
た
と
え
ば
余
英
時
書
二
七
頁
に
は
「
他
們
都
企
図
説
服
皇
帝
…
…
以
増
強
論
証

的
説
服
力
。
」
と
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
他
們
」
と
は
朱
熹
と
陸
九
淵
を
指
す
。

「説得」の時代―明代史から見た福谷著（岩本）
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（
四
）
皇
帝
が
「
賢
臣
」
を
登
用
す
る
た
め
に
は
通
常
手
段
で
は
難
し
い
こ
と
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
皇
帝
の
政
治
的
主
体
性
」
に
固
執
し
た
明
の
嘉
靖
帝
は
「
賢
良
方
正

之
臣
」
（
『
明
倫
大
典
』
巻
首
「
御
製
明
倫
大
典
序
」
）
で
あ
る
張
璁
に
対
し
て
破
格

の
登
用
を
行
っ
た
。

（
五
）
朱
熹
『
晦
庵
集
』
巻
九
六
「
少
師
観
文
殿
大
学
士
致
仕
魏
国
公
贈
太
師
諡
正
献

陳
公
行
状
」
。

（
六
）
青
木
敦
「
淳
煕
臧
否
と
そ
の
失
敗
―
宋
の
地
方
官
監
察
制
度
に
見
ら
れ
る
二
つ

の
型

(

一)

―
」（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
三
二
、
一
九
九
七
）
参
照
。
ま
た
、

孝
宗
に
は
「
用
人
論
」
と
い
う
著
作
も
あ
る
。

（
七
）
『
聖
学
心
法
』
巻
二
「
君
道
・
学
問
」
。

（
八
）
『
世
宗
実
録
』
巻
三
二
一
、
嘉
靖
二
十
六
年
三
月
丙
寅
条
参
照
。

（
九
）
李
春
芳
『
李
文
定
公
貽
安
堂
集
』
巻
一
「
廷
試
策
」
。

（
十
）
李
焯
然
「
治
国
之
道
―
明
成
祖
及
其
「
聖
学
心
法
」
」
（
『
漢
学
研
究
』
九-

一
、

一
九
九
一
）
、
陳
時
龍
「
師
道
的
終
結
―
論
羅
汝
芳
対
明
太
祖
《
六
諭
》
的
推
崇
」（
『
明

史
研
究
論
叢
』
一
〇
、
二
〇
一
一
）
参
照
。

（
十
一
）
余
英
時
『
宋
明
理
学
与
政
治
文
化
』
（
允
晨
文
化
実
業
股
份
有
限
公
司
、
二
〇

〇
四
）
参
照
。

（
十
二
）
高
宗
の
廟
号
選
定
に
関
し
て
は
周
必
大
『
思
陵
録
』
に
詳
細
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。

（
十
三
）
南
宋
皇
帝
が
堯
舜
の
系
譜
に
連
な
り
道
統
の
継
承
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う

見
解
を
主
張
す
る
宋
代
史
研
究
者
も
い
る
。
た
と
え
ば
、C

h
a
r
l
e
s
H
a
r
t
m
a
n
,
T
h
e

M
ak
i
n
g
o
f
S
o
n
g
Dy
n
a
s
t
y
Hi
s
t
o
r
y
:
S
o
u
r
c
e
s
a
n
d
N
ar
r
a
t
i
v
es
,
9
6
0
-
12
7

9
CE
,
C
a
m
b
r
i
d
g
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
s
s
,
2
0
2
1
,
p
p
.
2
8
1
-
2
8
2

、
楊
宇
勛
「
宋
高

宗
的
政
治
縁
飾
：
従
中
興
復
国
到
製
造
堯
舜
」
（
『
嘉
大
中
文
学
報
』
一
四
、
二
〇
二

一
）
参
照
。
た
だ
し
、
当
時
の
皇
帝
が
意
識
し
た
道
統
と
朱
子
学
定
着
後
に
明
代
皇

帝
が
主
張
し
た
道
統
で
は
内
実
が
違
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。


