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多
様
な
角
度
か
ら
の
宋
代
思
想
史
研
究
へ
向
け
て

陳

佑
真

は
じ
め
に

二
〇
二
二
年
一
〇
月
八
日
、
早
稲
田
大
学
大
隈
記
念
講
堂
で
開
催
さ
れ
た
日

本
中
国
学
会
第
七
四
回
大
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
て
、

筆
者
は
福
谷
彬
著
『
南
宋
道
学
の
展
開
』
を
題
材
と
し
て
福
谷
氏
や
来
場
乃
至

オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加
さ
れ
た
諸
氏
と
意
見
交
換
を
行
う
機
会
を
得
た
。
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
は
三
浦
秀
一
氏
が
全
体
の
進
行
を
務
め
、
岩
本
真
利
絵
氏
が
主
と
し

て
歴
史
学
の
、
早
川
太
基
氏
が
文
学
の
、
そ
し
て
筆
者
が
思
想
史
の
角
度
か
ら

問
題
提
起
を
行
っ
た
。
筆
者
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
上
で
提
起
し
た
問
題
は
大

き
く
三
つ
に
分
か
れ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
提
起
の
内
容
や
、
そ
れ
に
対
し
て
寄

せ
ら
れ
た
意
見
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

一
、
「
古
典
解
釈
」
と
「
思
想
形
成
」
と
の
問
題

第
一
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
福
谷
氏
に
お
け
る
「
思
想
形
成
」
と
「
古
典
解

釈
」
と
の
関
係
の
理
解
の
問
題
で
あ
る
。
福
谷
氏
は
著
書
の
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
」
及
び
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
」
を
第
一
部

と
し
、
「
思
想
形
成
と
し
て
の
古
典
解
釈
」
と
名
付
け
て
い
る
。
両
章
の
内
容

を
振
り
返
る
に
、
第
一
章
で
は
王
安
石
や
朱
熹
と
い
っ
た
思
想
家
が
『
論
語
』

や
『
孟
子
』
の
、
と
り
わ
け
「
性
」
に
か
か
わ
る
部
分
に
つ
い
て
解
釈
す
る
こ

と
を
通
し
て
そ
の
思
想
を
形
成
し
た
点
に
、
ま
た
、
第
二
章
で
は
胡
宏
が
そ
の

『
孟
子
』
解
釈
の
中
で
「
未
発
」
・
「
已
発
」
に
つ
い
て
、
そ
の
師
匠
筋
に
当

た
る
程
頤
ら
と
異
な
る
見
解
に
到
達
し
た
点
に
着
目
し
た
。

両
章
に
於
け
る
福
谷
氏
の
個
別
の
分
析
は
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一

方
で
、
そ
の
分
析
が
「
古
典
解
釈
」
か
ら
「
思
想
形
成
」
へ
と
向
か
う
単
方
向

的
側
面
に
留
ま
る
こ
と
、
ま
た
、
福
谷
氏
の
挙
げ
る
「
古
典
」
が
儒
家
の
範
疇

に
留
ま
る
こ
と
に
つ
い
て
筆
者
は
さ
ら
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
科
挙
制
度
が
人
材
選
抜
方
法
の
主
要
な
位
置
を
占
め
る
に
至
っ

た
宋
代
社
会
に
於
い
て
は
士
大
夫
を
目
指
す
人
々
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
儒
家
の
古

典
を
幼
少
よ
り
学
習
し
て
い
る
た
め
、
そ
う
し
た
儒
家
経
典
を
学
習
す
る
こ
と

が
そ
の
思
想
の
形
成
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
、
福
谷
氏
自
身
も
注
意
を
向
け
て
い
る
よ
う
に
、
道
学
の
形
成
に

華
厳
学
が
濃
厚
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
荒
木
見
悟
氏
ら
先
学
の
指
摘
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る

し

、
と
り
わ
け
詩
文
創
作
の
分
野
に
於
い
て
老
荘
思
想
よ

（
一
）

り
啓
発
を
受
け
た
と
お
ぼ
し
き
表
現
が
宋
代
士
大
夫
に
於
い
て
も
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
、
詩
文
の
表
現
と
思
想
と
を
短
絡
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と

は
戒
め
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
や
は
り
軽
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
う
し
た
多
様
な
思
想
の
来
源
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
考
え
て
み
る
に
、
必

ず
し
も
儒
家
経
典
に
限
定
さ
れ
な
い
「
古
典
」
乃
至
日
常
生
活
か
ら
得
ら
れ
る

想
念
に
よ
っ
て
既
に
形
成
さ
れ
た
思
想
を
表
現
せ
ん
が
た
め
に
、
聖
人
の
口
を

借
り
て
経
書
解
釈
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
方
向
の
知
的
活
動
に
つ
い
て
も
目
配

り
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

宋
代
士
大
夫
の
経
書
解
釈
か
ら
一
例
を
挙
げ
て
示
せ
ば
、
蘇
軾
が
『
論
語
』

為
政
篇
「
詩
三
百
」
章
に
施
し
た
注
釈
で
は
、
「
凡
有
思
者
、
皆
邪
也
。
而
無

思
、
則
土
木

也

（
凡
そ
思
ふ
こ
と
有
る
者
、
皆
邪
な
り
。
而
れ
ど
も
思
ふ
こ

（
二
）

と
無
け
れ
ば
、
則
ち
土
木
な
り
）
」
な
ど
の
表
現
に
当
時
広
く
読
ま
れ
た
『
首

楞
厳
経
』
の
影
響
が
見
ら
れ

る

。
蘇
軾
は
思
想
史
上
や
や
特
殊
か
も
し
れ
な

（
三
）

い
が
、
福
谷
氏
が
取
り
上
げ
る
朱
熹
や
胡
宏
と
い
っ
た
人
々
の
思
想
に
つ
い
て

も
や
は
り
、
彼
ら
が
儒
家
経
典
に
限
定
さ
れ
な
い
様
々
な
要
素
か
ら
形
成
さ
れ

た
思
想
を
経
書
解
釈
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
表
明
し
て
い
る
、
と
い
う
見
方
に

よ
っ
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
福
谷
氏
は
、
著
書
で
は
「
古
典
解
釈
」
か
ら
「
思
想
形

成
」
へ
、
と
い
う
方
向
に
限
定
し
て
論
述
を
進
め
た
が
、
確
か
に
形
成
さ
れ
た

思
想
が
古
典
へ
の
解
釈
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
と
い
う
方
向
性
も
存
在
す
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
ち
ら
の
方
面
の
論
述
を
欠
き
な
が
ら
「
思

想
形
成
と
し
て
の
古
典
解
釈
」
と
い
う
標
題
を
附
し
た
こ
と
は
不
用
意
だ
っ
た
、

と
述
べ
た
。
福
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
個
別
の
思
想
家
の
内
面
に
即
し
、
既
に
形
成

さ
れ
た
そ
の
思
想
が
ど
う
表
現
さ
れ
た
か
、
と
い
う
方
向
の
分
析
に
至
ら
な
か

っ
た
の
は
、
一
書
を
通
じ
て
の
福
谷
氏
の
目
的
は
個
々
の
人
物
に
焦
点
を
当
て

た
思
想
研
究
を
行
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
古
典
」
、
と
り
わ
け
『
孟
子
』

に
含
ま
れ
る
種
々
の
思
想
上
の
要
素
が
秘
め
て
い
た
そ
の
内
在
的
な
可
能
性
の

自
己
発
展
を
探
る
こ
と
に
あ
っ
た
た
め
だ
と
い
う
。

こ
の
質
疑
は
あ
る
意
味
で
は
、
著
書
の
構
成
を
定
め
る
上
で
の
部
立
て
に
ま

つ
わ
る
瑣
末
な
問
題
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
古
典
解
釈
」
か
ら
「
思
想

形
成
」
へ
、
と
福
谷
氏
は
述
べ
る
け
れ
ど
も
、
じ
ゃ
あ
逆
は
な
い
の
か
、
と
い

う
、
筆
者
が
感
じ
た
小
さ
な
引
っ
か
か
り
に
対
し
て
、
確
か
に
逆
も
あ
る
ね
、

と
答
え
た
、
と
い
う
話
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
筆
者
が
考
え

る
に
、
こ
の
部
分
の
議
論
で
最
も
重
要
だ
っ
た
の
は
、
福
谷
氏
が
示
し
た
、『
孟

子
』
に
含
ま
れ
る
思
想
上
の
要
素
が
秘
め
る
内
在
的
な
可
能
性
の
自
己
発
展
、

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

改
め
て
見
て
み
る
に
、
確
か
に
た
と
え
ば
著
書
第
二
章
の
内
容
に
即
し
て

述
べ
れ
ば
、
胡
宏
が
「
已
発
」
の
「
心
」
を
対
象
と
し
た
「
察
識
」
を
重
視
す

る
工
夫
論
を
唱
え
た
こ
と
も
、
朱
熹
が
そ
れ
を
批
判
し
て
「
未
発
」
の
段
階
へ

の
「
涵
養
」
を
重
視
し
た
こ
と
も
、
共
に
『
孟
子
』
の
主
に
牛
山
章
・
四
端
章

に
登
場
す
る
諸
概
念
の
関
係
へ
の
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、『
孟
子
』

の
内
在
的
可
能
性
の
自
己
発
展
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
福
谷
氏

の
著
書
を
再
読
す
る
に
当
た
っ
て
、
内
在
的
な
可
能
性
の
自
己
発
展
、
と
い
う

の
は
意
識
す
べ
き
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
胡
宏
や
朱
熹
が
『
孟
子
』
の
も
つ
要
素
が
発
展
し
た
形
と
し
て
の

互
い
に
異
な
る
見
解
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
す
れ
ば
、
両
者
の
理
解
の
違
い
は

ど
う
い
っ
た
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
き
上

が
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
時
間
の
限
ら
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
場
で
は
十

分
に
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
憾
み
と
す
る
が
、
著
書
の

記
述
に
そ
の
糸
口
を
求
め
る
に
、
胡
宏
と
朱
熹
と
の
工
夫
論
の
違
い
を
論
じ
た

次
の
一
節
が
注
目
さ
れ
る
。
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こ
れ
ら
の
学
説
は
い
ず
れ
も
経
書
解
釈
に
基
づ
く
が
、
日
常
生
活
の
中

で
体
験
で
き
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道
学
者
が
「
未
発
」

の
語
を
め
ぐ
っ
て
議
論
し
て
い
た
の
は
、
人
間
の
理
想
的
な
心
性
を
日

常
生
活
の
い
か
な
る
局
面
に
見
出
す
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ

る

。

（
四
）

福
谷
氏
は
思
想
家
た
ち
が
『
孟
子
』
が
も
つ
異
な
る
自
己
発
展
を
選
び
取

っ
た
背
景
を
探
る
糸
口
と
し
て
、
道
学
に
携
わ
る
人
士
の
理
論
と
実
践
と
の
結

び
つ
き
の
強
さ
に
着
目
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

古
典
解
釈
と
実
践
と
の
関
係
は
宋
代
に
限
っ
た
論
点
で
は
な
い
が
、
宋
代

士
大
夫
の
特
質
と
し
て
理
論
の
実
践
者
と
い
う
側
面
を
見
出
す
限
り
に
於
い
て

そ
の
重
要
性
は
際
立
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
最

初
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
今
後
よ
り
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
行
い
た
い
。

二
、
陸
九
淵
に
於
け
る
「
心
」
の
問
題

第
四
章
「
淳
熙
の
党
争
下
で
の
陸
九
淵
の
政
治
的
立
場
―
―
「
荊
国
王
文
公

祠
堂
記
」
を
め
ぐ
っ
て
」
及
び
第
五
章
「
説
得
術
と
し
て
の
陸
九
淵
の
「
本
心
」

論
―
―
仏
教
批
判
と
朱
陸
論
争
を
め
ぐ
っ
て
」
に
於
い
て
、
福
谷
氏
は
陸
九
淵

の
思
想
を
「
説
得
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
た
。
そ
の
う
ち
、
筆
者
が
特
に
興

味
を
も
っ
た
の
は
、
第
四
章
に
見
え
る
陸
九
淵
の
王
安
石
評
価
で
あ
る
。

福
谷
氏
は
、
朱
陸
の
政
治
的
共
闘
関
係
と
い
う
余
英
時
氏
に
よ
る
指
摘
を
承

け
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
両
者
の
関
係
を
分
析
し
た
。
陸
九
淵
は
、
自

ら
の
説
の
妥
当
性
を
主
張
し
て
他
者
に
同
意
を
迫
る
朱
熹
の
態
度
は
王
安
石
が

と
っ
た
の
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
示
し
た
が
、
そ
れ
に
留
ま

ら
ず
、
そ
う
し
た
態
度
は
そ
の
王
安
石
を
非
難
し
た
旧
法
党
人
士
に
も
見
ら
れ

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
、
と
福
谷
氏
は
指
摘
す
る
。
何
が
正
し
い
の
か
、
と
い

う
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
正
し
さ
を
他
者
に
押
し
つ
け
る
姿
勢
そ
の
も

の
が
終
わ
ら
な
い
争
い
を
生
む
、
と
い
う
陸
九
淵
の
見
方
は
、
塘
耕
次
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
蘇
軾
の
経
学
に
も
見
ら
れ
る
姿
勢
で
あ

り

、
蘇
軾
を
中
心

（
五
）

と
し
た
蜀
学
の
研
究
を
し
て
い
る
筆
者
と
し
て
は
蜀
学
と
陸
学
と
の
関
係
な
ど

に
つ
い
て
も
今
後
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
た
。

党
争
に
関
し
て
、
あ
る
党
派
の
主
張
が
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
自
身
の
心
を
他
人
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に
問
題
を
見
出
す
の
が
陸
九
淵

の
姿
勢
で
あ
り
、
現
実
的
な
解
決
策
と
し
て
相
手
の
主
張
に
耳
を
傾
け
る
こ
と

が
主
張
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
第
四
章
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
広
く
も
た
れ
て
き
た
印
象
と
や
や
異
な
る
陸
九
淵
の

側
面
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

「
心
学
」
と
も
称
せ
ら
れ
る
陸
九
淵
思
想
は
、
「
宇
宙
便
是
吾
心
、
吾
心
即

是
宇

宙

（
宇
宙
は
便
ち
是
れ
吾
が
心
、
吾
が
心
は
即
ち
是
れ
宇
宙
）
」
と
い

（
六
）

う
あ
ま
り
に
有
名
な
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宇
宙
万
物
の
理
が
備
わ

っ
て
い
る
自
身
の
心
の
完
全
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
共
有

さ
れ
る
認
識
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
心
は
陸
九
淵
の
み
な
ら
ず
、

す
べ
て
の
人
に
共
通
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
同
じ
人
類
と
し
て
自
身
の
心
と

他
者
の
心
と
に
共
通
性
を
認
め
る
、
と
い
う
こ
と
も
陸
九
淵
の
基
本
的
な
考
え

方
で
あ
る
。

従
来
の
陸
九
淵
研
究
が
自
身
の
心
と
の
向
き
合
い
方
に
関
心
が
偏
在
し
て
い

る
、
と
い
う
認
識
の
も
と
、
福
谷
氏
の
論
考
で
は
陸
九
淵
の
他
者
の
心
へ
の
向

き
合
い
方
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
自
身
の
心
へ
の
向
き
合
い
方
と
他
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者
の
心
へ
の
向
き
合
い
方
と
を
分
離
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
だ

ろ
う
か
。
陸
九
淵
に
と
っ
て
自
分
自
身
の
心
と
他
者
の
心
と
の
間
に
は
如
何
な

る
関
係
が
成
り
立
つ
の
か
、
ま
た
、
そ
こ
に
一
貫
性
は
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
筆
者
は
福
谷
氏
の
見
解
を
尋
ね
た
。

福
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
陸
九
淵
に
於
い
て
は
や
は
り
自
身
の
心
と
他
者
の
心
と

の
共
通
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
本
当
に
正
し
い
考
え
で
あ
れ

ば
、
自
然
に
他
者
か
ら
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
自
分
だ
け
の
考
え
に
は
な
ら
な
い

は
ず
だ
、
と
い
う
前
提
で
陸
九
淵
の
議
論
が
成
立
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
。

こ
の
こ
と
に
よ
れ
ば
、
陸
九
淵
が
考
え
た
自
身
の
心
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
自

分
だ
け
の
心
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
他
者
と
共
鳴
す
る
、

も
し
く
は
他
者
の
共
鳴
を
得
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
福
谷
氏
は
述
べ

る

。

（
七
）

こ
の
話
題
に
関
し
て
会
場
よ
り
、
陸
九
淵
の
い
う
「
本
心
」
を
他
者
と
共
有

で
き
る
心
と
捉
え
る
場
合
、
そ
れ
と
対
応
す
る
「
人
欲
」
を
ど
う
見
る
か
、
と

い
う
観
点
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
ご
指
摘
が
あ
っ
た
。
筆
者
が
思
う
に
、
こ

の
こ
と
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
と
し
て
中
嶋
諒
氏
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
嶋
氏
は
陸
九
淵
が
心
の
中
に
「
理
」
に
当
た
る
部
分

と
「
私
」
に
当
た
る
部
分
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

理
た
る
部
分
に
対
し
て
は
自
立
し
存
養
し
続
け
る
こ
と
が
、
私
た
る
部

分
に
対
し
て
は
他
者
と
の
修
養
を
介
し
て
剥
落
し
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
わ
け
で
あ

る

。

（
八
）

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
陸
九
淵
の
「
修
養
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
性
質
を
も
ち
、
朱
熹
ら
と
ど
の
よ
う
な
共
通
点
・
相
違
点
を
も
つ
の
か
、
と

い
う
こ
と
な
ど
、
さ
ら
な
る
研
究
が
俟
た
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
、
「
道
学
」
の
定
義
の
問
題

序
章
に
お
い
て
、
書
名
に
も
含
ま
れ
る
「
道
学
」
の
定
義
に
つ
い
て
福
谷

氏
は
、
吾
妻
重
二
氏
の
以
下
の
説
を
引
い
て
、
「
聖
人
可
学
」
を
支
持
し
、
孟

子
を
尚
ぶ
こ
と
を
挙
げ
る
。

「
学
ん
で
聖
人
た
り
う
る
」
と
い
う
聖
人
可
学
論
は
、
道
学
者
す
べ
て

に
共
通
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
「
す
べ
て
に
」
と
い
う
の
は
誇
張

で
は
な
い
。
…
…
こ
れ
に
対
し
て
、
宋
代
の
非
道
学
系
の
士
人
に
、
こ

の
よ
う
な
聖
人
可
学
の
思
想
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ

る

。

（
九
）

筆
者
が
考
え
る
に
、
「
聖
人
可
学
」
は
道
学
へ
の
反
対
者
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
人
々
が
と
り
わ
け
注
意
を
向
け
た
論
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
道
学
を

特
徴
づ
け
る
要
素
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
程

頤
と
激
し
く
対
立
し
た
蘇
軾
は
性
善
説
に
批
判
的
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
聖

人
可
学
」
の
押
し
つ
け
へ
の
反
発
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
土

田
健
次
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
蘇
軾
の
意
見
を
敷
衍
し
て
い
る
。

子
思
も
孟
子
も
人
間
が
聖
人
の
道
を
行
な
え
る
可
能
性
を
説
く
点
は
同

じ
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
万
人
に
要
請
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
し
て
し
ま
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っ
た
の
が
孟
子
の
過
失
な
の
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
提
示

は
、
そ
れ
に
反
対
す
る
立
場
を
予
想
し
、
本
来
議
論
の
対
象
と
し
て
は

不
適
当
で
あ
っ
た
も
の
を
、
強
引
に
議
論
の
場
に
牽
き
据
え
、
無
用
の

混
乱
を
助
長
し
て
い
く
も
の
で
あ

る

。

（
十
）

し
か
し
な
が
ら
、
道
学
士
人
の
中
で
も
代
表
的
な
人
物
の
一
人
に
数
え
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
陳
亮
の
思
想
を
考
え
た
時
、
彼
に
「
聖
人
可
学
」
を
認
め
る
考

え
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
い
さ
さ
か
疑
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
思
想
全
体

に
つ
い
て
網
羅
的
に
研
究
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
断
定
は
し
難
い
が
、
管
見

の
限
り
、
陳
亮
の
著
述
の
中
に
は
、
「
聖
人
可
学
」
を
正
面
か
ら
否
定
し
た
箇

所
こ
そ
な
い
も
の
の
、
か
と
い
っ
て
そ
れ
を
明
確
に
肯
定
す
る
箇
所
も
見
当
た

ら
な
い
。

「
聖
人
可
学
」
へ
の
言
及
で
は
な
い
が
、
中
嶋
諒
氏
は
陳
亮
の
聖
人
観
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

聖
人
と
の
差
異
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
れ
（
引
用
注
：
聖
人
と
の
一

貫
性
）
を
限
定
的
に
言
う
こ
と
す
ら
拒
ん
だ
の
が
朱
熹
で
あ
り
、
限
定

的
に
言
う
が
故
に
、
か
え
っ
て
全
体
と
し
て
の
聖
人
と
の
差
異
を
明
ら

か
に
さ
せ
た
の
が
陸
九
淵
や
陳
亮
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で

あ
ろ

う

。

（
十
一
）

陳
亮
の
こ
の
態
度
は
、
彼
が
朱
熹
ほ
ど
聖
人
に
強
い
執
着
を
も
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
福
谷
氏
も
述
べ
て
い
る

よ
う

に

、
朱
陳
論
争
に
お
い
て
、
三
代
よ
り
後
の
時
代
を
人
欲
の
世
と
し
て

（
十
二
）

否
定
す
る
の
に
対
し
て
、
陳
亮
が
漢
唐
の
君
主
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
、
と

主
張
し
た
こ
と
も
ま
た
、
陳
亮
に
は
三
代
の
聖
人
を
継
ぐ
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り

が
薄
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

陳
亮
の
思
想
に
お
け
る
「
聖
人
可
学
」
の
問
題
は
「
道
学
」
の
定
義
に
再
考

を
せ
ま
る
こ
と
と
も
な
り
得
る
重
要
な
問
題
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い

て
筆
者
は
問
題
提
起
を
行
っ
た
。

福
谷
氏
は
陳
亮
に
つ
い
て
、
朱
熹
ら
同
時
代
の
人
々
が
ど
れ
だ
け
厳
密
な
意

味
で
の
道
学
者
と
認
識
し
て
い
た
か
は
疑
わ
し
く
、
た
と
え
彼
を
道
学
者
と
呼

ん
だ
と
し
て
も
か
な
り
異
端
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し

た
。
一
方
で
、
陳
亮
に
於
い
て
も
「
聖
人
可
学
」
に
類
似
す
る
思
想
は
見
ら
れ

る
、
と
し
、
そ
れ
を
示
す
史
料
と
し
て
陳
亮
の
「
廷
対
」
の
以
下
の
記
述
を
挙

げ
る
。臣

対
、
臣
聞
人
主
以
厚
処
其
身
、
而
未
嘗
以
薄
待
天
下
之
人
、
故
人
皆
可

以
為
堯

舜

（
臣
対
ふ
、
臣
聞
く
な
ら
く
人
主
は
厚
を
以
て
其
の
身
を
処

（
十
三
）

し
、
未
だ
嘗
て
薄
を
以
て
天
下
の
人
を
待
た
ず
、
故
に
人
皆
以
て
尭
舜
と

為
る
可
し
）
。

た
だ
し
、
福
谷
氏
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
天
子
に
よ
る
教
化
を

前
提
と
す
る
「
聖
人
可
学
」
で
あ
り
、
知
識
人
が
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
聖
人

を
目
指
す
、
と
い
う
一
般
的
な
道
学
の
「
聖
人
可
学
」
と
は
大
き
く
異
な
る
性

質
を
も
つ
、
い
わ
ば
異
端
の
「
聖
人
可
学
」
説
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

陳
亮
を
道
学
に
於
け
る
異
端
者
と
見
る
場
合
、
そ
の
異
端
た
る
所
以
の
う
ち
の

大
き
な
要
素
と
し
て
彼
の
「
聖
人
可
学
」
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。
で
あ
る
か
ら
に
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は
、
あ
る
人
物
の
「
聖
人
可
学
」
説
に
対
す
る
観
点
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
物

の
道
学
を
軸
と
し
た
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
有
効
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
見
通
し
が
示
さ
れ
た
。

お
わ
り
に

今
回
の
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
専
門
分
野
を
異
に
す
る
研
究
者
か
ら
見
た

道
学
の
諸
問
題
、
と
い
う
角
度
で
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
筆
者
は
宋
代
を
中
心

と
し
た
思
想
史
の
研
究
に
従
事
す
る
関
係
上
、
福
谷
氏
と
か
な
り
近
い
方
法
論

や
資
料
を
用
い
て
研
究
を
行
う
機
会
が
多
い
が
、
古
典
の
内
在
的
可
能
性
の
自

己
発
展
、
と
い
う
考
え
方
は
こ
れ
ま
で
言
葉
と
し
て
自
身
の
中
で
明
確
化
し
た

こ
と
が
な
く
、
今
後
の
自
身
の
研
究
の
中
で
積
極
的
に
意
識
し
て
ゆ
き
た
く
感

じ
た
。
ま
た
、
歴
史
学
や
文
学
を
専
門
と
す
る
研
究
者
が
道
学
に
つ
い
て
提
起

し
た
問
題
は
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
新
鮮
で
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
。

道
学
に
於
け
る
「
聖
人
可
学
」
や
、
陸
九
淵
の
「
心
即
理
」
と
い
っ
た
概
念

は
、
宋
代
の
研
究
を
し
て
い
る
筆
者
に
と
っ
て
も
、
や
や
も
す
れ
ば
通
り
一
遍

の
解
釈
で
理
解
し
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
、
つ
い
自
身
が
授
業
で
解
説
す
る

に
際
し
て
も
、
宋
代
の
士
大
夫
政
治
を
反
映
し
た
思
想
で
す
ね
、
な
ど
と
わ
か

っ
た
よ
う
な
口
を
き
い
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
。
も
と
よ
り
そ
の
最
大
の
要
因

は
筆
者
の
日
頃
の
不
勉
強
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
日
頃
つ
い
近
い

問
題
意
識
や
研
究
手
法
を
共
有
す
る
仲
間
同
士
の
繫
が
り
に
安
住
し
て
し
ま
う

こ
と
も
無
関
係
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
反
省
す
る
こ
と
が
あ
る
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
問
わ
れ
た
、
で
は
朱
熹
は
政
権
担
当
者
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
る
な
ら
ば
誰
が
的
確
だ
と
思
っ
て
い
た
の
か
、
名
状
し
が
た
い
も
の

ま
で
言
語
化
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
文
学
者
た
ち
を
道
学
者
は
ど
う
考
え
て
い

た
の
か
、
と
い
っ
た
観
点
は
い
ず
れ
も
筆
者
自
身
で
は
な
か
な
か
思
い
至
ら
な

い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
福
谷
氏
も
知
的
興
奮
を
も
た
ら
す
新
鮮
な
課
題
と
受

け
止
め
議
論
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
先
端
的
な
取

り
組
み
に
加
わ
り
、
学
習
す
る
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
三
浦
氏
を
は
じ
め
、

企
画
・
運
営
、
そ
し
て
ご
参
会
い
た
だ
い
た
す
べ
て
の
方
々
に
心
よ
り
お
礼
を

申
し
上
げ
た
い
。

《

注

》

（
一
）
荒
木
見
悟
『
仏
教
と
儒
教
』
（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
三
年
）
。
福
谷
氏
に
よ
る

言
及
は
『
南
宋
道
学
の
展
開
』
序
章
・
注
（
一
〇
）
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二

〇
一
九
年
、
三
七
頁
）
に
見
え
る
。

（
二
）
王
若
虚
『
滹
南
遺
老
集
』
巻
四
・
論
語
弁
惑
一
所
引
。

（
三
）
拙
稿
「
蘇
軾
兄
弟
に
よ
る
「
思
無
邪
」
解
釈
の
特
徴
と
そ
の
背
景
」
（
東
英
寿
編

著
『
唐
宋
八
大
家
の
諸
相
』
（
花
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
所
収
）
に
参
照
。

（
四
）
福
谷
氏
前
掲
書
一
一
六
頁
。

（
五
）
塘
耕
次
『
蘇
東
坡
の
易
』
蘇
軾
の
『
易
』
注
に
見
る
思
想
（
明
徳
出
版
社
、
二

〇
一
〇
年
）
、
ま
た
、
拙
稿
「
蘇
軾
の
『
周
易
』
解
釈
に
於
け
る
爻
位
及
び
爻
間
関

係
の
重
視
―
注
疏
と
の
比
較
を
中
心
に
―
」（
東
英
寿
編
著
『
唐
宋
八
大
家
の
探
究
』

（
花
書
院
、
二
〇
二
一
年
）
所
収
）
参
照
。

（
六
）
『
象
山
先
生
全
集
』
巻
二
二
・
雑
説
。

（
七
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
福
谷
氏
前
掲
書
二
一
五
頁
に
も
、
「
心
の
完
全
性
と
は
、

自
己
完
結
的
な
意
味
で
自
分
の
心
が
完
全
だ
と
説
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
己
と

他
者
を
広
く
含
む
万
人
に
共
通
す
る
心
に
完
全
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。
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（
八
）
中
嶋
諒
『
陸
九
淵
と
陳
亮
―
朱
熹
論
敵
の
思
想
研
究
―
』
第
一
章
・
陸
九
淵
の

思
想
に
お
け
る
自
立
と
他
者
と
の
修
養
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
四
年
、
二

二
頁
）
。

（
九
）
吾
妻
重
二
『
朱
子
学
の
新
研
究
』
第
二
部
・
一
篇
・
一
章
・
道
学
の
聖
人
概
念

（
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
五
一
～
一
五
二
頁
）
。
ま
た
、
福
谷
氏
前
掲
書
一
七

頁
。

（
十
）
土
田
健
次
郎
『
道
学
の
形
成
』
第
六
章
・
第
二
節
・
二
・
性
（
創
文
社
、
二
〇

〇
二
年
、
三
六
六
頁
）
。

（
十
一
）
中
嶋
氏
前
掲
書
一
二
〇
頁
。

（
十
二
）
福
谷
氏
前
掲
書
第
三
章
・
陳
亮
の
「
事
功
思
想
」
と
孟
子
解
釈
参
照
。

（
十
三
）
『
龍
川
集
』
巻
一
一
。
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