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福
建
子
に
寄
す
―
―
つ
と
め
て
辛
辣
に
『
南
宋
道
学
の
展
開
』
を
評
す

早
川

太
基

は
じ
め
に

福
谷
彬
氏
の
学
生
時
代
の
あ
だ
名
は
「
福

建
」
で
あ
る
。
福
建
人
で
あ
る

ふ
っ
け
ん

朱
子
の
こ
と
し
か
頭
に
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
つ
け
ら
れ
た
ら
し
い
が
、
ど

う
し
て
も
王
安
石
が
呂
恵
卿
を
罵
っ
た
言
葉
で
あ
る
「
福
建
子
」
が
連
想
さ
れ

ふ
っ
け
ん
し

て
し
ま
い
、
筆
者
な
ど
は
そ
う
呼
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。
筐
底
を
さ
ぐ
る
と
「
寄

福
建
子
〔
福
建
子
に
寄
す
〕
」
と
題
す
る
五
言
絶
句
が
出
て
く
る
。

展
卷
夜
沉
沉

卷
を
展
け
ば
夜

沉
沉
た
り

書
窗
燈
影
深

書
窗

燈
影

深
し

海
東
學
人
眼

海
東

學
人
の
眼

夢
見
晦
庵
心

夢
に
見
る

晦
庵
の
心

こ
の
詩
は
、
『
南
宋
道
学
の
展
開
』
第
一
章
の
も
と
に
な
っ
た
論
文
「
孔
孟

一
致
論
の
展
開
と
朱
子
の
位
置
―
―
性
論
を
中
心
と
し
て
」(

『
日
本
中
国
学

会
報
』
第
六
五
号
、
二
〇
一
三
年)

の
抜
刷
を
も
ら
っ
た
と
き
に
詠
ん
だ
五
絶

で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
福
谷
氏
と
と
も
に
北
京
大
学
に
留
学
し
て
い
た
こ
ろ
で
あ

り
、
夜
の
宿
舎
の
窓
辺
に
坐
り
な
が
ら
、
霧
霾
の
な
か
に
幻
想
的
に
か
が
や
く

街
灯
の
光
を
横
目
に
見
つ
つ
、
句
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。

今
、
一
冊
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
『
南
宋
道
学
の
展
開
』
を
読
ん
で
も
、

抜
き
刷
り
を
読
み
、
詩
を
賦
し
た
と
き
の
記
憶
が
よ
み
が
え
る
。
福
谷
氏
は
、

南
宋
道
学
の
な
か
で
も
先
行
研
究
の
蓄
積
が
た
だ
な
ら
な
い
朱
子
と
い
う
巨
大

な
対
象
に
取
り
く
み
、
か
つ
て
孔
子
が
周
公
を
夢
み
た
よ
う
に
、
そ
の
眼
の
な

か
に
朱
子
の
姿
を
見
た
。
本
書
は
、
し
ん
み
り
と
し
た
夜
気
の
な
か
で
、
隅
々

ま
で
張
り
め
ぐ
ら
せ
た
理
性
の
糸
を
、
一
本
一
本
解
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
ペ
ー
ジ

を
め
く
っ
て
ゆ
く
の
に
相
応
し
い
一
冊
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
い
つ
ま
で
も
友
人
ど
う
し
で
褒
め
合
っ
て
い
て
も
仕
方
な
い
。

以
下
で
は
令
和
四
年
十
月
八
日
に
行
わ
れ
た
日
本
中
国
学
会
に
お
け
る
、
『
南

宋
道
学
の
展
開
』
に
つ
い
て
の
座
談
会
（
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
で
の
や
り
と

り
に
依
拠
し
な
が
ら
、
日
ご
ろ
の
研
究
領
域
で
あ
る
文
学
の
立
場
か
ら
敢
え
て
、

つ
と
め
て
辛
辣
に
批
評
し
て
ゆ
こ
う
。

一
、
研
究
方
法
の
総
評

ま
ず
は
本
書
に
お
け
る
福
谷
氏
の
研
究
方
法
を
、
十
文
字
で
批
評
し
て
み

よ
う
。

福建子に寄す（早川）
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以
史
解
道
學
、
以
道
學
解
史

史
を
以
て
道
學
を
解
き
、
道
學
を
以
て
史
を
解
く

先
行
研
究
で
は
内
省
的
な
面
ば
か
り
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
が
ち
な
道
学

は
、
じ
つ
は
現
実
社
会
の
政
治
を
も
含
め
た
生
な
ま
し
い
人
的
交
流
の
な
か
で

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
全
体
の
中
心
線
と
し
て
、
分
析
を
展
開
し
て
い

る
。
つ
ま
り
哲
学
と
は
、
何
か
雲
の
上
に
あ
る
純
粋
無
垢
な
も
の
で
は
な
く
、

社
会
的
な
存
在
で
あ
る
人
間
の
生
み
だ
し
た
血
の
通
っ
た
生
き
物
で
あ
る
と
言

う
の
だ
ろ
う
。
逆
の
方
向
か
ら
見
れ
ば
、
南
宋
政
治
史
の
ど
す
黒
い
闇
の
底
に

う
ず
ま
い
て
い
る
感
情
を
多
分
に
含
ん
だ
哲
学
思
想
の
綾
模
様
が
浮
か
び
あ
が

っ
た
わ
け
で
あ
り
、
い
か
に
「
哲
史
」
一
体
の
研
究
方
法
が
有
効
に
機
能
し
う

る
か
の
見
事
な
証
明
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
長
所
は
、
思
想
の
解
明
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
同
時
に

短
所
を
示
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
批
判
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
「
哲
」

は
「
史
」
の
比
重
を
増
や
せ
ば
増
や
す
ほ
ど
、
あ
る
意
味
で
は
扱
い
や
す
く
な

る
。
本
書
で
は
、
扱
い
や
す
い
形
而
下
の
問
題
に
よ
っ
て
論
が
組
み
立
て
ら
れ
、

形
而
上
の
思
想
的
課
題
に
つ
い
て
は
散
発
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
道

学
の
「
用
」
に
つ
い
て
は
極
め
て
よ
く
わ
か
り
、
朱
子
・
陸
象
山
・
陳
亮
・
胡

宏
た
ち
が
交
流
し
て
論
争
す
る
姿
は
彷
彿
と
し
て
眼
に
映
り
、
臨
場
感
を
も
覚

え
る
ほ
ど
な
の
だ
が
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
著
者
に
お
け
る
「
体
」
の
提
示
の

さ
れ
か
た
が
片
鱗
の
み
で
あ
り
、
体
系
あ
る
も
の
と
し
て
浮
彫
に
な
ら
な
い
。

南
宋
人
に
お
け
る
議
論
へ
の
内
な
る
衝
動
の
原
因
が
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
見

え
て
こ
な
い
。

同
時
に
、
本
書
に
お
け
る
朱
子
の
取
り
扱
い
は
、
き
わ
め
て
客
観
的
で
あ

る
。
著
者
は
終
章
に
お
い
て
「
本
書
が
一
貫
し
て
『
朱
子
』
で
は
な
く
『
朱
熹
』

と
記
し
て
き
た
の
も
、
『
道
学
諸
派
』
と
い
う
観
点
を
示
す
な
か
で
、
朱
熹
を

絶
対
視
せ
ず
、
で
き
る
限
り
相
対
化
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
」(

三

五
三
頁)

と
書
い
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
え
て
距
離
を
置
こ
う
と

努
力
し
て
い
る
。
そ
こ
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
朱
子
は
、
南
宋
の
政
界
を
か

き
乱
し
、
論
争
し
て
相
手
か
ら
一
本
と
る
の
が
大
好
き
で
あ
り
、
皇
帝
に
私
説

を
吹
き
こ
も
う
と
す
る
危
険
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
著
者
の
意
図
す

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
時
代
人
の
見
る
と
こ
ろ
の
等
身
大
の
朱
子
で
あ
っ
た
。

し
か
し
現
実
問
題
と
し
て
朱
子
と
い
う
人
物
像
は
、
等
身
大
に
は
収
ま
り

き
ら
な
い
。
朱
子
学
に
は
、
東
ア
ジ
ア
に
時
代
を
超
越
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た

だ
け
の
普
遍
性
が
あ
り
、
事
実
と
し
て
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
著
者
で
あ
る
福

谷
氏
を
ふ
く
め
た
数
多
く
の
人
を
魅
了
し
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、
本
書
を
読

む
限
り
で
は
、
な
ぜ
数
あ
る
道
学
の
な
か
で
も
朱
子
学
が
も
っ
と
も
大
き
な
影

響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
の
理
由
は
、
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。

き
わ
め
て
穿
っ
た
見
か
た
を
す
れ
ば
福
谷
氏
は
、
朱
子
学
を
公
平
に
評
価

し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
に
、
か
え
っ
て
自
ら
の
朱
子
へ
の
主
観
的
感
覚
に
お
け

る
プ
ラ
ス
の
部
分
を
押
し
殺
し
、
そ
こ
に
逆
に
歪
み
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
著
者
が
終
章
・
第
四
節
「
残
さ
れ
た
課
題
」
に
お
い
て
取
り
あ
げ
た
「
正

統
論
」
の
問
題
は
、
も
ち
ろ
ん
大
い
に
突
き
つ
め
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
が
、

こ
れ
は
著
者
の
手
腕
で
あ
れ
ば
、
さ
ほ
ど
長
い
歳
月
を
か
け
ず
に
著
述
を
も
の

せ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
と
考
え
る
。
真
に
残
さ
れ
た
課
題
は
、
別
に
あ
る
。

福
谷
氏
は
言
う
な
れ
ば
、
そ
の
青
春
時
代
を
朱
子
と
と
も
に
過
ご
し
た
。

読
者
と
し
て
期
待
し
て
し
ま
う
の
は
、
著
者
自
身
に
よ
る
朱
子
た
ち
と
の
対
話

あ
る
い
は
議
論
で
あ
り
、
そ
の
生
な
ま
し
い
や
り
取
り
を
是
非
と
も
聴
か
せ
て

ほ
し
い
。
す
で
に
、
こ
れ
だ
け
の
客
観
的
に
と
ら
え
る
目
を
獲
得
し
た
作
者
で

あ
れ
ば
こ
そ
、
敢
え
て
全
て
の
武
装
を
脱
ぎ
捨
て
て
、
そ
の
ま
ま
直
截
に
道
学

福建子に寄す（早川）
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者
た
ち
の
方
寸
の
「
虚
霊
不
昧
」
の
な
か
に
飛
び
込
ん
で
ゆ
く
よ
う
な
探
求
が

可
能
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
こ
こ
ま
で
の
著
述
を
成
し
た
か
ら
こ
そ
、
今
や
研

究
態
度
お
よ
び
方
向
性
の
さ
ら
な
る
展
開
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と

え
ば
今
こ
そ
改
め
て
静
坐
の
工
夫
か
ら
始
め
て
み
て
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

二
、
研
究
の
展
開
へ
の
期
待
―
―
朱
子
と
の
対
話

今
後
に
お
け
る
、
「
哲
史
」
の
研
究
手
法
の
限
界
を
打
ち
破
る
よ
う
な
更
な

る
展
開
の
た
め
に
は
、
「
文
」
つ
ま
り
は
言
葉
そ
の
も
の
へ
の
重
視
が
必
要
に

な
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
座
談
会
に
お
い
て
は
筆
者
は
「
朱
子

に
お
け
る
言
葉
は
な
に
を
表
し
て
い
る
の
か
。
言
葉
は
ど
こ
ま
で
何
を
表
せ
る

の
か
」
と
問
い
か
け
た
。
福
谷
氏
は
こ
の
よ
う
に
答
え
て
く
れ
た
。

朱
熹
は
言
葉
に
よ
っ
て
人
間
の
内
面
の
奥
底
、
道
理
の
精
微
を
表
現
す
る

こ
と
に
精
力
を
傾
け
た
。
他
方
、
太
極
図
に
代
表
さ
れ
る
概
念
図
を
多
く

使
用
し
て
い
た
の
は
、
言
葉
も
ま
た
考
え
を
表
現
す
る
た
め
の
媒
体
の
一

つ
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
対
話
は
、
「
文
」
と
「
哲
」
と
の
感
覚
の
違
い
を
如
実
に
表
わ
し
て
い

て
面
白
か
っ
た
。
文
学
の
立
場
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
概
念
図
も
ま
た
一
種
の
言

語
で
あ
り
、
そ
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
文
字
に
は
で
き
な
い
何

を
表
現
す
る
た
め
の
役
目
を
担
う
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
重
ね
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
言
語
こ
そ
が
本
質
で
あ
り
、
そ
れ
が
生
ま
れ
、
そ

こ
か
ら
生
ま
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
何
か
代
替
の
き
く
意
味
で
の
「
媒
体
」
で
は

な
い
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
朱
子
の
言
葉
づ
か
い
を
考
え
て
み
よ
う
。
古
来
の
宿
儒
に
よ
る

「
仁
」
の
訓
詁
・
解
釈
は
多
い
が
、
し
か
し
嘗
て
「
仁
者
、
愛
之
理
、
心
之
德

也
〔
仁
は
、
愛
の
理
、
心
の
德
な
り
〕
」
と
い
う
一
句
ほ
ど
簡
潔
に
し
て
エ
レ

ガ
ン
ト
な
数
式
を
も
思
わ
せ
る
「
仁
」
の
定
義
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
朱
子
の

注
釈
は
、
す
ぱ
っ
と
切
り
口
す
る
ど
く
、
も
っ
と
も
美
し
き
言
葉
で
語
ら
れ
た

孔
孟
の
教
え
と
い
え
る
。

朱
子
の
文
学
的
感
性
の
鋭
さ
に
つ
い
て
は
、
『
毛
詩
』
『
楚
辞
』
へ
の
注
釈

は
も
と
よ
り
、
南
宋
名
家
の
な
か
で
も
優
に
一
頭
地
を
抜
く
で
あ
ろ
う
詩
文
の

水
準
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
吉
川
幸
次
郎
は
「
『
五
経
・
論
語
』

解
説
」
二(

『
全
集
』
第
二
一
巻)

に
お
い
て
「
五
経
」
が
他
の
諸
子
百
家
を
圧

倒
し
て
中
国
思
想
と
実
践
の
規
範
と
な
っ
た
の
は
、
思
想
内
容
は
勿
論
の
こ
と

な
が
ら
、
そ
の
「
名
文
性
」
が
一
因
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
朱
子
が
両
宋

の
数
多
あ
る
道
学
者
の
な
か
で
も
卓
越
し
た
存
在
た
り
え
た
の
に
も
、
同
じ
こ

と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ゆ
え
に
朱
子
と
い
う
存
在
は
、
本
質
的
に
「
文

史
哲
」
一
体
の
研
究
方
法
を
追
求
で
き
る
対
象
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
筆
者
の
専
門
と
す
る
と
こ
ろ
の
宋
代
詩
学
の
特
色
は
、
言
語
に
よ

る
人
間
の
内
面
へ
の
探
求
で
あ
る
。
北
宋
後
期
以
降
、
黄
山
谷
・
陳
後
山
・
陳

簡
斎
た
ち
は
人
の
精
神
の
微
妙
な
動
き
の
言
語
化
に
挑
戦
し
、
表
現
の
世
界
を

大
い
に
掘
り
さ
げ
た
。
こ
の
よ
う
な
形
な
き
も
の
を
言
葉
に
す
る
と
い
う
図
式

に
注
目
す
れ
ば
、
じ
つ
は
道
学
諸
派
も
同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
精
神
構
造
の
言

語
化
あ
る
い
は
図
式
化
に
取
り
く
ん
だ
と
い
う
見
方
が
可
能
で
あ
る
。
従
来
の

学
界
で
は
、
蘇
東
坡
と
程
伊
川
と
の
逸
話
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
宋
代
に
お

け
る
「
文
」
と
「
哲
」
と
の
相
性
の
悪
さ
に
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
た
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
し
か
し
今
後
も
し
、
言
葉
の
使
い
か
た
と
い
う
点
に
注
目
す
れ
ば
、

福建子に寄す（早川）
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「
文
」
と
「
哲
」
と
を
融
合
さ
せ
、
さ
ら
に
は
「
史
」
も
含
め
て
「
文
史
哲
」

を
一
体
化
さ
せ
た
か
た
ち
で
大
き
く
宋
代
の
精
神
史
を
論
じ
ら
れ
る
可
能
性
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

じ
つ
は
福
谷
氏
も
、
す
で
に
気
づ
い
て
い
る
。
座
談
会
に
お
い
て
は
、
第

五
章
の
「
説
得
術
」
の
分
析
を
通
し
て
「
朱
熹
の
経
書
解
釈
な
ど
に
よ
く
表
れ

る
『
言
葉
』
の
選
び
方
に
対
す
る
思
索
の
深
さ
や
入
念
さ
は
、
そ
れ
自
体
が
研

究
に
値
す
る
と
感
じ
た
」
と
語
っ
て
く
れ
た
。
同
じ
感
覚
を
、
道
学
に
お
け
る

言
葉
づ
か
い
へ
と
拡
充
し
て
ゆ
け
ば
、
福
谷
氏
と
朱
子
と
の
対
話
は
、
よ
り
厚

み
を
増
す
だ
ろ
う
。

三
、
研
究
の
展
開
へ
の
期
待
―
―
朱
子
学
の
社
会
的

意
義

本
書
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
の
道
学
の
特
色
と
は
、
す
で
に
多
く
論
じ
ら
れ

る
自
己
の
修
養
で
あ
る
「
修
己
」
以
外
に
、
他
者
へ
の
働
き
か
け
で
あ
る
「
治

人
」
に
重
点
を
置
く
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
当
時
の
問
題
意
識
に
即
し
て
い
え

ば
、
聖
人
は
学
ん
で
至
れ
る
の
か
、
そ
し
て
学
ば
せ
て
至
ら
し
め
る
こ
と
が
出

来
る
か
で
あ
る
。

筆
者
は
い
さ
さ
か
意
地
悪
に
「
福
谷
彬
は
『
聖
人
』
に
な
れ
る
の
か
。
な

り
た
い
か
。
福
谷
彬
は
、
早
川
太
基
を
『
聖
人
』
に
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ

ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
た
。
こ
れ
は
客
観
に
徹
し
て
研
究
を
進
め

る
こ
と
が
基
礎
と
な
る
近
代
学
術
的
方
法
論
に
対
し
て
、
思
想
の
実
践
と
い
う

き
わ
め
て
古
典
的
か
つ
主
観
的
な
意
識
を
ほ
う
り
こ
む
と
、
一
体
ど
の
よ
う
な

化
学
反
応
が
生
ま
れ
る
か
見
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
福
谷
氏
は
、
次
の
よ
う

に
答
え
て
く
れ
た
。

道
学
の
聖
人
可
学
論
の
重
要
な
特
徴
は
「
学
問
に
よ
っ
て
」
「
誰
も
が
」

「
理
想
的
な
人
格
」
へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
点
。
言
い
換
え

れ
ば
、
人
間
理
性
に
対
す
る
信
頼
の
思
想
で
あ
る
こ
と
。
他
者
と
共
有
可

能
な
理
想
を
持
ち
、
そ
れ
を
目
指
し
て
学
問
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
皆
「
す

で
に
」
聖
人
を
志
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
は
な
か
な
か
上
手
い
返
答
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
は
常
に
門
戸
は
そ
こ

に
開
か
れ
て
お
り
、
あ
と
は
福
谷
彬
が
、
早
川
太
基
が
、
自
分
自
身
の
問
題
と

し
て
学
問
に
志
せ
る
か
否
か
、
で
し
か
な
い
。
こ
ち
ら
が
難
問
を
発
し
た
つ
も

り
が
、
逆
に
喉
元
ま
で
突
き
つ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
福
谷
氏
の
返
答
は
、
道
学
の
「
操
存
」
の
意
識
に
も
直
結
す
る
だ
ろ

う
。
第
二
章
「
経
書
解
釈
か
ら
見
た
胡
宏
の
位
置
―
―
『
未
発
・
已
発
』
を
め

ぐ
っ
て
」
に
お
け
る
「
心
性
」
の
捉
え
か
た
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
、
「
自
己

に
内
在
す
る
理
想
状
態
は
人
間
生
活
の
い
か
な
る
局
面
に
存
在
す
る
の
か
、
‥

‥
‥
朱
熹
は
本
心
を
把
持
し
て
主
体
を
確
立
し
て
い
る
状
態
に
そ
れ
を
見
出
し

た
」(

一
一
六
頁)

と
述
べ
て
い
る
。
朱
子
は
内
な
る
理
性
の
こ
ま
や
か
な
動
き

に
敏
感
で
あ
り
、
こ
の
瞬
間
的
に
発
動
し
て
持
続
し
て
ゆ
く
感
覚
の
な
か
に
、

そ
の
ま
ま
聖
賢
の
心
に
通
ず
る
も
の
を
発
見
し
た
。

朱
子
の
道
学
は
理
論
と
し
て
美
し
い
。
し
か
し
、
け
っ
き
ょ
く
道
学
者
た

ち
は
自
分
は
聖
人
に
な
れ
ず
、
そ
し
て
他
人
を
聖
人
に
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
よ

う
に
、
現
実
社
会
で
の
直
接
的
効
果
と
い
う
面
で
は
成
功
を
収
め
た
と
は
言
い

が
た
い
。
『
南
宋
道
学
の
展
開
』
で
は
第
六
章
に
あ
た
る
孝
宗
へ
の
三
度
の
封

事
や
、
寧
宗
へ
の
進
講
に
よ
っ
て
南
宋
社
会
に
何
か
変
革
は
あ
っ
た
の
か
。
理
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学
を
好
ん
だ
理
宗
の
国
家
経
営
は
、
は
た
し
て
理
想
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

極
論
す
る
な
ら
ば
朱
子
の
理
論
で
は
、
誰
一
人
と
し
て
成
功
し
な
か
っ
た
と
も

い
え
る
。

不
思
議
な
の
は
、
こ
の
当
座
の
役
に
は
立
た
な
か
っ
た
敗
者
の
哲
学
は
、

な
ぜ
か
長
い
時
間
軸
で
捉
え
る
と
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う
規
模
で
大
成
功
を
収
め

た
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
孔
子
と
の
近
似
性
を
指
摘
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
お

そ
ら
く
は
「
失
敗
原
因
＝
成
功
原
因
」
と
い
う
奇
妙
な
図
式
が
成
り
た
つ
。
朱

子
の
道
学
に
お
け
る
社
会
性
・
政
治
性
と
い
う
問
題
は
、
南
宋
だ
け
に
止
ま
ら

ず
、
そ
の
あ
と
の
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
長
い
ス
パ
ン
の
な
か
で
把
握
す
る
必

要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
ゆ
え
に
本
書
の
続
編
と
し
て
の
『
南
宋
以
降
の
道
学

の
展
開
』
を
期
待
す
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
る
と
、
著
者
に
む
か
っ
て
問
い
か
け
て
み
た
く
な

る
の
は
社
会
性
・
政
治
性
の
究
極
と
し
て
の
朱
子
学
の
現
代
的
意
義
で
あ
る
。

果
た
し
て
我
等
が
生
き
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
二
十
一
世
紀
の
思
想
の
糧

と
し
て
、
朱
子
学
は
機
能
し
う
る
の
か
。
こ
の
難
問
に
つ
い
て
も
福
谷
氏
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
た
。

朱
子
学
に
お
け
る
「
政
治
主
体
意
識
」
の
確
立
は
、
民
主
主
義
の
問
題
に

直
結
す
る
。
そ
し
て
物
事
に
お
け
る
「
天
理
」
「
人
欲
」
の
見
極
め
は
、

ま
さ
に
官
僚
モ
ラ
ル
・
企
業
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
で
あ
る
。「
社
倉
法
」

は
、
国
に
依
存
し
な
い
地
域
に
根
差
し
た
相
互
扶
助
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形

成
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
現
代
に
必
要
な
思
想
の
糧
ば
か
り
で
は
な
い

か
。

ぜ
ひ
と
も
福
谷
氏
に
、
こ
の
問
題
を
ま
と
め
て
書
い
て
ほ
し
い
。
そ
し
て

掛
け
値
な
し
に
混
迷
の
時
代
へ
と
突
進
し
て
ゆ
く
今
日
の
世
界
に
お
い
て
、
朱

子
学
に
代
表
さ
れ
る
道
学
の
叡
智
を
実
践
で
き
る
道
す
じ
を
示
し
て
ほ
し
い
。

四
、
個
別
の
問
題
点

最
後
に
気
に
な
っ
た
個
別
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
本
書
で
は
、
道
学
の
聖
人
可
学
論
に
お
け
る
重
要
な
側
面
と
し
て
、

他
者
を
聖
人
へ
と
教
え
導
こ
う
と
す
る
「
治
人
」
の
思
想
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
発
想
自
体
は
孟
子
以
降
、
道
学
以
前
の
時
代
に
も
多
く
見
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
杜
詩
「
奉
贈
韋
左
丞
丈
二
十
二
韻
」
に
「
自
謂
頗
挺
出
、
立
登

要
路
津
、
致
君
堯
舜
上
、
再
使
風
俗
淳
〔
自
ら
謂
く
頗
る
挺
出
し
、
立
ろ
に
要

路
の
津
に
登
り
、
君
を
堯
舜
の
上
に
致
し
、
再
び
風
俗
を
し
て
淳
な
ら
し
め
ん

と
〕
」
と
あ
り
、
ほ
か
に
も
柳
宗
元
「
為
裴
令
公
舉
裴
冕
表
」
に
「
必
能
協
和

萬
邦
、
致
君
堯
舜
〔
必
ず
能
く
萬
邦
を
協
和
し
、
君
を
堯
舜
に
致
さ
ん
〕
」
な

ど
枚
挙
に
遑
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
他
者
を
聖
人
に
す
る
思
想
は
、
系
譜

的
に
追
え
る
わ
け
で
あ
り
、
宋
の
道
学
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
本
書
の
よ
う

に
道
学
の
特
徴
と
し
て
説
得
力
あ
ら
し
め
る
に
は
、
こ
の
発
想
の
前
史
に
つ
い

て
整
理
し
、
さ
ら
に
道
学
と
の
継
承
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

第
一
章
「
孔
孟
一
致
論
の
展
開
と
朱
熹
の
位
置
―
―
性
論
を
中
心
と
し
て
」

で
は
、
王
安
石
の
尊
孟
論
に
つ
い
て
詳
述
す
る
が
、
な
ぜ
か
一
対
と
も
い
う
べ

き
司
馬
光
の
毀
孟
論
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
司
馬
光
の
著
で
あ
る

所
謂
「
温
公
疑
孟
」
に
つ
い
て
余
允
文
が
反
駁
し
て
「
尊
孟
辨
」
を
書
き
、
さ

ら
に
朱
子
は
付
随
す
る
か
た
ち
で
「
讀
余
隱
之
尊
孟
辨
」
を
著
し
た
。
こ
の
系

統
の
資
料
は
「
性
論
」
に
関
す
る
部
分
は
少
な
い
も
の
の
、
北
宋
か
ら
の
孟
子

福建子に寄す（早川）
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論
の
流
れ
が
追
え
る
の
み
な
ら
ず
、
朱
子
の
見
解
を
探
る
た
め
に
も
重
要
で
あ

ろ
う
。

第
四
章
「
淳
煕
の
党
争
下
で
の
陸
九
淵
の
政
治
的
立
場
―
―
『
荊
國
王
文

公
祠
堂
記
』
」
を
め
ぐ
っ
て
」
の
朱
子
の
捉
え
か
た
は
面
白
い
。
現
在
で
も
各

所
に
あ
り
が
ち
な
、
よ
り
攻
撃
的
な
ト
ラ
ブ
ル
メ
ー
カ
ー
こ
そ
が
、
か
え
っ
て

注
目
を
集
め
て
フ
ァ
ン
を
得
や
す
い
と
い
う
図
式
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、

陸
象
山
の
原
文
は
あ
く
ま
で
不
特
定
多
数
の
「
近
世
學
者
」(

一
八
〇
頁
）
に

そ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
批
判
で
あ
り
、
別
に
誰
か
を
名
指
し
に

し
て
は
い
な
い
。
ゆ
え
に
本
書
の
よ
う
に
、
陸
象
山
に
と
っ
て
の
朱
子
は
「
悪

夢
の
よ
う
な
党
争
を
引
き
起
こ
し
た
北
宋
に
お
け
る
王
安
石
の
再
来
だ
っ
た
の

で
あ
る
」
（
一
九
九
頁
）
と
結
論
づ
け
る
の
は
、
恣
意
的
に
挙
げ
た
と
こ
ろ
の

状
況
証
拠
に
よ
っ
て
必
要
以
上
に
朱
子
一
人
に
責
任
を
負
わ
し
め
て
い
る
懸
念

を
抱
か
せ
る
。
論
を
成
り
た
た
せ
る
た
め
に
は
、
よ
り
詳
細
な
考
証
が
必
要
で

あ
る
。

第
五
章
「
説
得
術
と
し
て
の
陸
九
淵
の
『
本
心
』
論
」
は
全
体
的
に
、
第

一
義
的
に
は
哲
学
思
想
の
問
題
で
あ
る
の
を
、
果
た
し
て
「
説
得
術
」
と
い
う

技
術
的
な
と
ら
え
か
た
の
範
疇
に
お
い
て
取
り
あ
つ
か
う
の
が
効
果
的
な
分
析

方
法
で
あ
る
か
否
か
に
疑
念
が
残
る
。
「
説
得
術
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
自
体

は
、
む
し
ろ
第
六
章
「
消
え
た
『
格
物
致
知
』
の
行
方
」
に
お
け
る
朱
子
の
皇

帝
へ
の
進
言
を
「
説
得
術
」
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
用
い
る
の
が
相
応
し
い
か

も
し
れ
な
い
。
か
り
に
朱
陸
両
者
の
言
葉
を
「
説
得
術
」
の
角
度
か
ら
分
析
す

る
に
し
て
も
、
福
谷
氏
の
挙
げ
た
事
例
の
な
か
で
は
、
か
な
ら
ず
し
も
社
会
的

な
意
味
に
お
い
て
成
功
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。
こ
の
ま
ま
の
叙
述
で
は
、
技

術
的
な
有
効
性
に
は
、
む
し
ろ
疑
問
符
が
つ
く
。

第
五
章
に
話
を
も
ど
せ
ば
、
仏
法
に
つ
い
て
の
議
論
や
「
無
極
・
太
極
論

争
」
は
、
朱
陸
両
者
の
個
性
的
な
視
野
に
お
け
る
、
も
の
の
見
え
か
た
の
違
い

を
大
い
に
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
よ
り
本
質
的
と
も
い
え
る
純
粋
な
思

想
的
切
口
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
も
し
敢
え
て
陸
象
山
の
よ

う
な
視
野
の
と
り
か
た
を
「
術
」
と
称
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
本
章
の
「
本

心
論
」
と
い
う
材
料
の
み
で
は
捉
え
き
れ
ず
、
平
生
の
論
法
そ
の
も
の
を
全
体

的
に
論
ず
る
必
要
が
あ
る
。

お
わ
り
に

福
谷
彬
『
南
宋
道
学
の
展
開
』
は
、
「
道
学
」
の
社
会
の
な
か
に
息
づ
く
姿

を
明
ら
か
に
し
た
。
日
常
生
活
に
食
い
こ
ん
だ
哲
学
思
想
と
い
う
関
係
性
よ
り

も
、
む
し
ろ
哲
学
思
想
こ
そ
が
波
乱
万
丈
の
日
常
生
活
を
造
り
だ
す
火
種
と
も

い
え
る
構
造
を
描
き
だ
し
て
み
せ
た
。
本
書
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
得
ら
れ
た

視
点
は
、
筆
者
に
お
い
て
は
「
哲
学
思
想
」
を
そ
の
ま
ま
「
文
学
」
に
置
き
換

え
る
か
た
ち
で
研
究
に
生
か
せ
る
と
思
わ
れ
る
。

福
谷
氏
は
今
や
、
学
術
の
展
望
台
の
う
え
に
立
ち
、
次
に
ど
の
山
に
登
る

か
計
画
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
一
読
者
と
し
て
は
、
福
谷

氏
の
今
後
の
研
究
の
展
開
と
し
て
、
学
術
書
と
し
て
「
著
者
と
朱
子
と
の
哲
学

的
対
話
の
総
括
」
「
道
学
の
社
会
性
・
政
治
性
の
南
宋
以
後
の
展
開
」
を
、
一

般
書
と
し
て
「
朱
子
学
の
現
代
的
意
義
」
を
期
待
す
る
。
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