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味
か
ら
だ
と
も
い
え
ま
し
ょ
う 。
た
だ
し 、
そ
の
た
め
に
は 、

各
学
界
の
権
威
か
ら
成
る
学術
審議
会
の
何
段
階
も
の
審
査

を
受
け
る
わ
け
で
す 。

E
うい
う
審
査
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
か
と
い
う
と 、

私
E

も
の
場
合 、
ま
ず
昨
年度に
お
い
て 、
重
点
領
域
研
究
と
し

て
「

東
ア
ジ
ア
比
較
研
究」
が
必
要
で
あ
る
t
い
う

題
目
決

定
が
あ
り
ま
し
た 。
題
目
を
決
定
す
る
た
め
に 、
書
類
審
査

や
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
E
い
ろ
ん
な
審
査
を
受
け
ま
し
た 。
そ
の

結
果
「

東
ア
ジ
ア
比
較
研
究L
が
社
会
的ニ
l

ズ
に
合い 、

し
か
も

学
際
的
な
研
究
を
必
要
’と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

評
価
を
得
ま
し
た 。

文
部
省
の
科
学
研
究
費
は 、
日
本
の
科
学
研
究
活
動

（
R
＆
D）
を
公
的
に
支
え
て
い
る
研
究
費で
す 。
そ
の
額

は
五
百
億
円
ぐ
らい
で
す 。
そ
の
中
で
今
年
度か
ら
発
足
し

そ
うい
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
う
え
で 、
当
該
学
界
の
専
門

た
重
点
領
域
研
究
の
総
額
は
四
十
六
億
円
で
す 。
こ
れ
は 、

家
の
中
で
私
が
代
表
に
な
り
ま
し
て 、
こ
の
分
野
の
優
れ
た

社
会
的ニ
l

ズ
の
高い
も
の 、
学
際
的
な
共
同
研
究
を
推
進

研
究
者
を
あ
らか
じ
め
組
織
し
ま
し
た 。
そ
れ
を
「

計
画
研

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の 、
そ
うい
う
も
の
に
対
し
て
重

究」
と

言い 、
重
点
領
域
研
究
の
中
心
に
な
る
も
の
で
す 。

点
的
に
研
究
費
そ
配
分
す
る
と
い
う
の
が 、
そ
も
そ
も
の
趣

こ
れ
だ
け
だ
と

公
平
を
欠
く
こ
と
も
あ
る
の
で 、
そ
れ
に
対

旨
で
す 。
従っ
て 、
わ
が
国
の
科
学
研
究
政
策
の一
つ
の
反‘

し
て
公
募
を
す
る
わ
け
で
す 。
課
題
は
も
ち
ろ
ん
「

東
ア
ジ

映
で
も
あ
る
わ
け
で
す 。
そ
れ
だ
け
の
費
用
を
重
点
的
に
投

一
ア
比
較
研
究」
で
す 。
そ
れ
に
は 、
か
な
り

の
件
数
の
審存

与
す
る
の
は 、
個
別
的
に
少
し
ずつ
お
金
が
パ
ラ
ま
か
れ
る

が
あ
り
ま
し
た 。
そ
の
中か
ら
「

計
画
研
究」
と
の
関
連
で

け
れ
ど
も 、
あ
ま
り

重
要
な
研
究
成
果が
出
な
い 、
あ
る
い

重
要
な
も
の 、
「

計
画
研
究」
で
は
抜
け
て
い
る
も
の 、
あ
る

は 、
全
国
の
国
立
大
学
や
公
立
の
研
究
機
関
や
私
学
が
み
ん

い
は
非
常
に
優
れ
た
研
究
で
ぜ
ひ
こ
の
研
究
を
採
択
し
た
い

な
で
少
し
ず
つ
文
房
具
や
備
品
を
買
う 、
し
か
し
そ
の
総
額

い
う
よ
う
な
も
の
が
ま
た
審
査
を
し
て
決
め
ら
れ
ま
し
十

は
膨
大
で
あ
る
と
い
う
。

巨
大
な
無
駄
使い。
を
避
け
る
意

そ
こ
で
「

計
画
研
究」
t
「

公
募
研
究」
が一
つ
に
なっ

九F
震
が勺一時
総w
誠一
p
qE
b

司
、
「東
ア
ジ
ア
出
較
研
究」

4
a

v
v
のス
タ
ー
ト

h
‘

ーーム寸
年度か
ら
文
部
省
の
科
学
研
究
費
補
助
金
の
重
点
領

域
研
究が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た 。
そ
の
人
文・
祉
会
科
学
分

野 、て
中
嶋
さ
ん
が
研
究
代
表
者
を
な
さっ
て
い
る
「

東
ア
ジ

ア
の
経
済
的・
社
会
的
発
展
と

近
代
化
に
関
す
る
比
較
研
究」

（
略
称
「

東
ア
ジ
ア
比
較
研
究」
）が
採
択
さ
れ
た
そ
う
で
す

ね 。

φ〈シ

盗品怯忠彦

て
「

東
ア
ジ
ア
比
較
研
究」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
始
ま

る
こ
と
に
なっ
た
わ
け
で
す 。
こ
れ
は 、
年
間
五
千
七
百
万

円
ぐ
らい
の
予
算
で
す
け
れ
E
も 、
人
文・
社
会
分
野 、で
は

唯一
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ん
で
す 。

と
い
う
こ
と
は 、
逆
に
い
う
と 、
日
本
の
研
究
開
発
費 、

科
学
研
究
費
の
配
分
が
い
か
に
自
然
科
学中
心
に
なっ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と

で
す 。
四
十
六
億
円
の
予
算
の
う
ち 、
四

十
四
億
四
千
三
百
万
円
は
全
部 、
人
文・
社
会
科
学
以
外
の

分
野
な
ん
で
す 。

ほ
か
に
E
うい
う
研
究が
あ
る
か
と
い
う
と 、

例
え
ば 、

癌
研
究 、
宇
宙
工
学 、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

な
E
で
す 。

そ
うい
う
も
の
も

確か
に
社
会
的ニ
l

ズ
の
多い
研
究
で
あ

っ
て 、
そ
れ
ら
の
研
究
は
すご
くお

金
が
か
か
る
の
で
そ
ち

ら
の
方
に
費
用
が
多
く

投
与
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
し 、
人
文・
社
会
科
学
は
お
金
が
か
か
ら
な
い
と
い

え
ば
そ
れ
去
て
で
す
が 、
例
え
ば
国
際
学術
交
流
や
海
外
調

査
も

大い
に
必
要
な
わ
け
で 、
こ
の
点
は
わ
が
国
の
科
学
行

政
の
大
き
な
問
題
点
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う 。

そ
れ
だ
け
に 、
人
文・
社
会
科
学
の
中
で 、
わ
れ
わ
れ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
唯一
の
も
の
と
し
て
採
択
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
は 、
あ
る
意
味 、て
は
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持つ
で
し

ょ
う
し 、
そ
れ
だ
け
に
世
間
の
注
目
を
浴
び
ざ
る
を
得
な
い

わ
け
で
す 。
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「東アジア比較研究J第l回全体会議（大磯プリンスホテル）の参加者

φφ。φφ�シφφφφφφφφ�

‘可
世
界
経
済
の
中
心
を
狙
う
da

vF
東
ア
ジ
ア

h
‘

｜｜
「

東
ア
ジ
ア
比
較
研
究」
の
第一
回
全
体
会
議が
七
月

十
日
か
ら
十
二
日
ま
で
大
磯
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
で
聞か
れ
ま

し
た 。
こ
こ
で
中
嶋さ
ん
は
萎
調
報
告
を
な
さ
い
ま
し
た 。

題
名
は
「

東
ア
ジ
ア
比
較
研
究
の
諜
題
t

展

望丁｜い
ま
な

ぜ
〈
儒
教
文
化
圏V
か」
で
すが 、
こ
れ
は 、
今
後
の
研
究

の一
つ
の
方
向
づ
け
に
なっ
た
わ
け
で
す
か 。

中
嶋
研
究
代
表
者
と
し
て 、
「
ま
ず
他
よ
り

始
め
よ」
で
問

題
を
提
示
し
た
の
で
す 。js
－‘

 

省、昔、ー】 巴
Jt’J’’at、
ま
だ
研
究
が
始
まっ
た

ば
か
り

で 、
こ
れ
か
ら
三
年
間
か
か
っ
て
研
究
を
や
る
わ
け

、で
す
か
ら 、
私
の
問
題
提
起
は一
つ
の
方
向
づ
け
て
は
あ
り

ま
す
が 、
そ
れ
で
結
論
の
方
向
を
既に
決
め
て
い
る
とい
う

’」
t

で
は
あ
り
ま
せ
ん 。

｜｜
「

東
ア
ジ
ア
比
較
研
究」
を
研
究
テ
！？

に
選
ば
れ
た

の
は ．ど
ん
な
理
由か
ら
で
す
か 。

中
嶋
今
や
国
際
社
会
の
中 ．て 、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
東

ア
ジ
ア
（
ア
ジ
ア
N
I
C
S
な
ど）
が
経
済
的
に
も 、

社
会

的
に
も

非
常
に
活
力
を
秘
め
て
い
て 、
今
後
も

成
長
す
る
地

域
で
あ
る
とい
う
こ
と
は
内
外
か
らい
わ
れ
て
い
ま
す 。
世

界
経
済
の
重
心
は
明
ら
か
に
こ
の
地
域
に
移っ
て
い
ま
す 。

ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
て
欧
米
先
進
国が
世
界
経
済
の
重
心

で
あ
る
t
い
う
時
代で
は
な
く
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す 。
八
三

年
ぐ
らい
を
境
と
し
て
そ
う
な
り
ま
し
た 。、で
す
か
ら 、
私

は 、
こ
の
地
域
が
今
後二
十一
世
紀に
か
け
て
世
界
の
経
済

の
中
心
を
担っ
て
い
く

だ
ろ
う
と

思い
ま
す 。

そ
う
な
り
ま
す
と 、
な
ぜ
こ
の
地
域
が
こ
ん
な
に
成
長
を

続
け
る
の
か
とい
う
こ
と
は
大
き
な
研
究
課
題
だ
と

思い
ま

す 。
そ
れ
に
こ
た
え
よ
う
といP

Z気
持
ち
が
あっ
た
と

思い

ま
す 。も

う一
つ
は 、
こ
の
地
域
に
は
山・
国
tい
う
巨
大
な
存
在

が
あ
る
わ
け
で
す
が 、
こ
の
中国が一
体
E
う
な
る
の
か 、

つ
ま
り 、
は
た
し
て
中
国
の
近
代
化
は
う
ま
くい
く
の
か
ど

う
か
tい
う
問
題
が
あ
り
ま
す 。
私
が
見
る
と
こ
ろ 、

の
将
来
は
か
な
り

難
し
い
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す 。
他
の
東

ア
ジ
ア
地
域
と

比
較
す
る
と
そ
の、」
と
が
歴
然
と
し
ま
す 。

日
本
は一
人
当
た
り
G
N
P
が
今
世
紀
末に
は
二
万
ド
ル
ぐ

らい
に
な
り 、

世
界
の
ト
ッ

プ
に
立
つ
わ
け 、で
す
け
れ
ど
も 、

台
湾、
韓
国、
香
港 、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
い
ず
れ
も一

万
ド
ル

前
後に
な
る
だ
ろ
う 、
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
て
現
在
の
日

本 、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
な
る
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
ま
す 。

そ
う
す
る
と 、
こ
れ
は
大
変
な
問
題
に
な
り
ま
す 。
つ
ま

り 、
同
じ
東
ア
ジ
ア
で
も

大
陸
中
国
を
中
心
t
す
る
社
会
主

義
閣
と 、

資
本
主
義
聞
と
の
聞に
も
の
すご
い
ギ
ャ
ッ

プ
が

て
き
ま
す 。
日
本 、
台
湾 、
韓
国
は
今
世
紀
末に
は
恐
ら
く

長店主主eb今巳

世
界
の
G
N
P
の
二
O
%
ぐ
らい
を
占め
る 、で
し
ょ
う 。
人

口
も

二
億
ぐ
らい
に
な
る 、で
し
ょ
う 。、で
す
か
ら 、
こ
の
三

国
だ
け
で
も 、

今
の
ア
メ
リ
カ
が
世
界
で
占め
て
い
る
地
住

t
ほ
ほ
同
じ
寸
らい
に
な
り
ま
す 。
とい
う
こ
と
に
な
る
と 、

こ
こ
が
ま
す
ま
す
重
要に
な
り
ま
す 。

ーーし
か
し 、
東
ア
ジ
ア
の
資
本
主
義
国が
は
た
し
て
こ
れ

か
ら
も

順
調に
経
済
成
長
を
続
け
る、」
t
が
で
き
る
か
ど
う

か 。
最
近 、
世
界不U
慌が
来る
ん
じ
ゃ
ない
か
と
よ
くい
わ

れ
て
い
ま
す 。

最
近
の
狂
乱
的
なスペ
キュ
レ
ー

シ
ョ

ン
な
ん
か
を

見
て
い
る
と 、

世
界
恐
慌に
なっ
て
もお
か
し
く
ない 、
し

か
も
ア
メ
リ
カ
は
経
済が
ガ
タ
ガ
タ
し
て 、
世
界
最
大
の
債

務
国に
なっ
て
い
る
とい
う
よ
う
な
こ
と
か
ら 、
ひ
ょ
っ
と

す
る
と

世
界
恐
慌が
再
来
す
る
ん
じ
ゃ
ない
か
とい
う

議
論

は
あ
り

得る
と

思い
ま
す 。
し
か
し

私
は
そ
う
で
は
ない
と

い
う
意
見
で
す 。
そ
の
理
由
の一
つ
に 、
第一
次
大
戦
後
の

よ
うに 、
ア
メ
リ
カ
が
勃
興
期
に
あっ
て
ア
メ
リ
カ
経
済が

中
心
に
なっ
て
い
た
時
代
じ
ゃ
な
く
て 、
今
や 、
世
界
経
済
の

中
心
が
日
本
で
あ
り
台
湾
で
あ
り

韓
聞で
あ
る
とい
う

状
況

で
す
か
ら 、
そ
こ
が
しっ
か
り
し
て
い
る
限
り 、

世
界
恐
慌
は

避
け
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
ない
か
とい
う
気
も
す
る
わ
け
で
す 。

そ
うい
う
こ
と
を
含
め
て
考
え
て
み
て
も 、

中
嶋

こ
の
地
域
の－

持っ
て
い
る
歴
史
的 、
社
会
的
な
共
通
性
を
も
う一
遍
照
ら

し
出
し
て
み
る
必
要が
あ
り
ま
す 。
そ
うい
う
ふ
うに
考
え

ま
す
と 、
こ
の
地
域
は 、
シ
ナ
文
化
圏 、で
も
あ
る
し 、
同
時

に
漢
字
文
化
圏
で
も
あ
り
ま
す 。
もっ
と
文
明
論
的
に
い
え

ば 、
儒
教
文
化
圏 、で
す 。

門

儒教
の
読
み
か
え

u

｜｜儒
教
文
化
圏
t
い
っ
て
も 、

現
在
で
は 、
儒
教
の
社
会

や
政
治
に
及
ぼ
す
影
響
力
は
昔に
比べ
る
t

格
段に
弱
く
な

っ
て
い
る
の
で
は
ない
で
す
か 。
そ
れ
が
経
済
的
発
展に
は
φφφφφ。
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緯国の現代自動車が生産した小型自動車rポ二一」の積み出し

た
し
て
E
の
程
度
寄
与
し
て
い
る
の
か 。

中
嶋
マ
ッ
ク
ス・
ウェ
lパ
！

の
理
論
に
従
え
ば 、
儒
教

は 、
近
代
資
本
主
義
の
発
展
を
む
し
ろ
阻
害
す
る
も
の
で
あ

っ
て 、
古い
封
建
的
な
形
式
的
な
束
縛
を
も
た
ら
す
とい
う 。

逆
に
プロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
が 、
ヨ
ーロ
ッ

パ
の
近
代
資

本
主
義
を
支
え
た
と
い
う 。
つ
ま
り 、
そ
れ
は一
種
の
禁
欲

主
義
で
あ
り 、

同
時に
現
実
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け

ない
t
い
う
責
任
倫
理
で
あっ
て 、
現
実に
対
し
て
批
判
的

に
な
る
精
神が
資
本
主
義
と
い
う
新
し
い
時
代
を
導い
て
い

っ
た
と
い
う

議
論
で
す 。

儒
教
は 、
そ
うい
う
ウェ
1パ
！

の
理
論
と
は
非
常
に
対

照
的
な
理
論
に
な
る
わ
け
で
す 。
ウェ
lパ
l

は
儒
教に
つ

い
て
も

非
常仁
造
詣
が
深い
わ
け
で
す
け
れ
E
も 、
結
局
彼

は 、
儒
教
の
現
状
肯
定
的
な
精
神
で
は
資
本
主
義
は
発
達
し

ない
と
い
う
結
論
を
下
し
て
い
ま
す 。

と
こ
ろ
が
逆
仁 、
儒
教
的
な
倫
理
な
り

規
範が 、
E
う
も

経
済
の
発
達
と
か
近
代
化に
非
常
に
役
立っ
て
き
た
ん
じ
ゃ

ない
か
とい
う

議
論
が
出
て
き
て
い
ま
す 。
ど
う
し
て
そ
う

い
う

議
論
が
出
て
き
た
か
とい
う
と 、
こ
の
地
域
が
な
ん
と

い
っ
て
も

経
済
的に
活
力
を
持っ
て
い
る
か
ら
で
す 。
も
し

こ
の
地
域
が
だ
め
な
ら
そ
ん
な
議
論
は
出
な
か
っ
た
と

思い

ま
す
り
れ
ど
も 、
こ
の
地
域
は
こ
れ
か
ら
ま
さ
に
世
界
の
中

心
に
なっ
て
い
く
と
い
う
こ
と

で 、
気
が
つ
い
て
み
た
ら
そ

こ
が
儒
教
文
化
圏
で
あ
る
と
い
う、」
と
な
の
で
す 。

と
い
う
こ
と
は 、
何か
そ
こ
に
儒
教
文
化
の
伝統
と
の
関

連
性が
あ
る
の
で
は
ない
か
とい
うこ
と
を 、
ア
メ
リ
カ 、

フ
ラ
ン
ス 、

韓国 、
台
湾
な
E
で
も
注
目
し
て
い
ま
す 、
例

え
ば 、
最
近
出
た
本
で
は 、
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
のレ
オ

ン・パ
ン
デ
ル
メ
i

ル
シュ
教
授
の
『

新
し
い
シ
ナ
的
世
界』

（
日
本
で
は
『

ア
ジ
ア
文
化
閣
の
時
代』
と

訳
さ
れ
て
い
ま

す）
や 、
韓
国
の
金
日
坤教
授
の
『

儒
教
文
化
圏
の
秩
序
と

経
済』
t
か 、
ア
メ
リ
カ
のコ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ドパ
リ
i

教
授
の
『

朱
子
学
と
自
由
の
伝統』
が
出
て
い
ま
す 。

ドパ
リ
1

教
授
は
こ
の
本
で 、
儒
教
の
読
み
か
え
を
行っ

て
い
ま
す 。
例
え
ば 、
朱
子
学
と
い
う
と 、
い
わ
ば
江
戸
時

代
の
体
制
の
学
問
で
あっ
て 、
む
し
ろ
陽
明
学が
革
命
の
学

問
で
あ
り 、

儒
教
の
新
し
い
流
派
で
あ
る
か
ら 、

朱
子
学
は 、

束
縛
や
拘
束
や
形
式
や
国
家
的
な
権
威
に
つ
な
が
っ
て
い
く

と
い
う
従
米
の
議
論
に
対
し
て 、
い
や 、
朱
子
学
の
中に
む

し
ろ
非
常
に
自
由
な
精
神が
あっ
た
と
い
う
意
見 、で
す 。

こ
うい
う
意
見
は
日
本
の
近
代
実
業
思
想 、
例
え
ば
そ
の

代
表
で
あ
る
渋
沢
栄一
の
思
想
に
も
見
ら
れ
ま
す 。
彼
は『
論

語
t

算般ご
とい
う
本
の
中
て 、
営
利
t 、

儒
教
で
い
う「

仁」

と
か
「

義L
は
両
立
す
る
と
い
う
立
場か
ら
儒
教
を
読
み
か

え
て
い
ま
す 。

唱
、

新
し
い
産
業
社
会
の
形
成
d

a

v

に
メ
リ
ッ
ト

h‘

そ
う

思っ
て
見
る
と 、

例
え
ば
こ
れ
ら
の
国々
は 、
よ
く

み
ん
な
勉
強
す
る
聞で
す
ね 。
日
本 、
台
湾 、
韓
国
は
文
盲

率
が
ゼ
ロ
な
ん
で
す
よ 。
そ
の
か
わ
り

受
験
競
争
も

激
し
い 。

．、
そ
の
弊
害
も
語
ら
れ
る
反
面 、
そ
れ
が
社
会
全
体
の
知
的
水

準
を
非
常
に
高
め
て
い
ま
す 。
そ
し
て 、
教
育
熱
心
で
す 。

私
は
そ
うい
う
国
を 、

ぷチ
習
国
家。
と

言っ
て
い
ま
す 。
そ

うい
う
こ
t
が
近
代ピ
ジ、汗
ス
の
発
達
に
つ
な
が
っ
て
い
ま

す 。そ
れ
か
ら 、
こ
れ
ら
の
国々
は一
種
の
家
族
集
団
主
義
て

日
本
や
韓
国
の
財
闘
が
形
成
さ
れ
る
プロ
セ

ス
を
見
て
も
そ
う
だ
け
れ
E
も 、

儒教
的
な
倫
理
か
ら
く
る

わ
け
で
す 。
そ
うい
う
と
こ
ろ
に
も

非
常
に
企
業
活
動
の
メ

リ
ッ
ト

が
あ
り
ま
す 。

そ
の
ほ
か 、
い
ろ
い
ろ
な
要
素が
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
考え

ら
れ
る
と

思い
ま
す 。
例
え
ば 、
実
学
的
な
精
神 、
経
験
主

義
も
そ
う
で
す 。
日
本
人
は
あ
ま
り
そ
うい
う
こ
と
を
言
わ

ない
ん
で
す
け
ど 、
外
周て
は
期
せ
ず
し
て
そ
れ
に
つ
い
て

の
か
な
り

高
度
な
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
議
論
が
出
て
き
て
い
ま

す 。、で
す
か
ら 、
外
困で
さ
え
も
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
が

あ
る
わ
け
で
す
か
ら 、
当
の
日
本
人
も
こ
の
問
題
を
ど
う
考

え
る
か
とい
う
こ
と
を 、
学
問
の
う
え
で
も
追
究
し
て
み
る

必
要が
あ
る
ん
じ
ゃ
ない
か
と
い
う
こ
と

で
す 。

例
え
ば 、
「

中庸」
の
精
神
t
か
「

和」
の
精
神
も

企
業
活

動
の
大
き
な
力に
なっ
て
い
る
ん
じ
ゃ
ない
か
と
か 、
い
ろ

い
ろ
の
解
き
方が
で
き
る
わ
け
で
す 。
こ
れ
か
ら
の
時
代
は 、

非
常
に
知
識
集
約
的
な
産
業
の
時
代に
なっ
て
い
く
わ
け
で

す
か
ら 、
儒
教
的
な
伝統が 、
新
し
い
産
業
社
会
の
形
成
に

生
き
て
い
く
ん
じ
ゃ
ない
か
t
い
う
見
方が
で
き
る
わ
け
で

す 。 す 。
こ
れ
は 、

し
か
も 、
そ
こ
で
根
本
的に
重
要
な
こ
と
は 、
儒
教
は
非

常
に
寛
容
な
ド
ク
ト
リ
ン
だ
と、い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね 。
イ

ス
ラ
ム
教
と
か
カ
ト
リ
ッ
ク
は
排
他
的
な一

神教
で 、
ほ
か

の
ド
ク
ト
リ
ン
と

絶
対に
相
容
れ
ない
わ
け
で
す
け
れ
E
も 、

儒
教
の
場
合 、
日
本
で
は
仏
様
と

神様
と一

緒
に
共
存
で
き ，

る
し 、
中
園て
は
道
教
t

表
裏一
体 、で
あっ
た 。
し
か
も

儒

教
は
厳
密
な
意
味 、て
の
宗
教
じ
ゃ
ない
ん
で
す 。
こ
れ
は一

種
の
倫
理
規
範
な
ん
で
す
ね 。

私
の
家
で
は 、
イ
ン
ド、不シ
ア
か
ら
来
た
留
学
生
を一
年

間ホ
！

ム
ス
テ
イ
で
お
世
話
し
た
ん
で
す
け
E 、
非
常
に
敬

慶
な
イ
ス
ラム
教
徒 、で
す
か
ら 、
一
日
の
中
で
イ
ス
ラ
ム
教

の
神
の
子
と
し
て
仕
え
る
時
聞が
極
め
て
多い
わ
け
で
す 。

そ
うい
う
と
こ
ろ
を
見
て
い
る
と 、

儒
教
圏
の
人
た
ち
は 、

48 
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宗
教
上
の
束
縛が
少
ない
と

思い
ま
す 。
こ
の
よ
う
な
現
実

は
近
代的
な
シ
ス
テム
の
中に
う
ま
く

適
応
で
き
る
し 、
同

時に 、
社
会
的
な
規
範 、
ル
ー

ル 、
秩
序
を
う
ま
く

保つ
こ

と
に
役
立
ち
ま
す1
自
分
は
論
語
ぞ
ろ
く
に
読
ん
だ
こ
と
が

ない 、
あ
る
い
は
儒
教
を
学
ん
だ
こ
と
も
ない
と

言
う
人
が

多い
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
そ
れ
ら
の
国
民
もお
の
ず
と 、

儒

教
的
な
倫
理
ない
し
そ
うい
う

精
神
風
土
の
中に
生
き
て
い

る、』
t
は
事
実
だ
t

思い
ま
す 。

儒
教
は
ヨ
ーロ
ッ

パ
の
個
人
主
義
と
も
ずい
ぶ
ん
違
う
し 、

ヨ
ーロ
ッ

パ
の
合
理
主
義
と
も

違い
ま
す 。、で
す
か
ら 、
こ

うい
う
よ
う
な
問
題
を
通
し
て 、
儒
教
文
化
固
と
い
う
よ
う

な
カ
テゴ
リ
ー

を
設
定
す
る、」
t
が
妥
当
で
あ
る
か
E
う
か

と
い
う
こ
と
を
こ
れ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
研
究
し
た
い
わ
け
で

す 。

〈シ�00φ0<少。。φφ〈シ�ぐシ�，φ�シ0<シ�

も
ち
ろ
ん 、
わ
れ
わ
れ
は
儒
教
の
研
究
を
や
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん 。
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
を
い
ろい
ろ
比
較
す
る

過
程
で
儒
教
文
化
固
と
い
う
よ
う
な
枠
組
み
が
可
能
か
E
う

か
とい
う
こ
と
を
探っ
て
い
き
た
い
t
い
う、」
pと

で
す 。

私
自
身
は 、
今
の
と
こ
ろ
儒
教
文
化
圏
だ
か
ら
必
ず
経
済

発
展
に
成
功
す
る
t
は吾－

ぱ 、
中
国
大
陸
は
い
ま
だ
に
社
会
主
義
の
シ
ス
テム
の
桂桔

か
ら
逃
れ
ら
れ
ない
が
ゆ
え
に
経
済が
う
ま
くい
か
ない
わ

け
で
す 。－E、

44F十八
日
本が
発
展
し
た
の
は 、
そ
れ
な
り
の
時
代
環
境

日
本
自
身
の
固
有
の
歴
史
的 、
社
会
的
背
景

が
あっ
た
り 、

が
あっ
た
か
ら
だ
と

思い
ま
す 。
そ
うい
う
も
の
を
全
部
総

合
し
て
検
討
す
る
必
要が
あ
る
わ
け
で
す 。

J、十；”－ 、

fli

 
こ
の
地
域
が
将
来 、
非
常
に
大
き
く
ク
ロ
ー

ズ

アッ
プ
さ
れ
て
く
る
？と
い
う
こ
と
に
な
る
と 、

東
ア
ジ
ア
と

は
何
か
t
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ

ケ
l

シ
ョ

ン
が
必
要に

そ
の
時に
気
が
つ
い
て
み
る
と 、

な
る
と

思い
ま
す 。

ぞ
れ

は一
つ
の
儒
教
的
な
文
化
で
あ
り

伝統 、で
あっ
た
と
い
う
こ

t
が
もっ
t

積
極
的
に
言
え
る
か
も
し
れ
ない
と
い
う
気
が

ーν
ヰa
A9 。‘可

日
本
だ
け
が
罪
で
あ
る

da

，F
時
代
は
終
わっ
た

h‘a

l－－儒
教
固
と
い
う
こ
と

で
共
通
性が
あ
る
と
い
う、』
と

で

すが 、
そ
の
ほ
か
ア
ジ
ア
の
場
合
は
稲
作
と
か
食
事
の
時に

箸
を
使
う
とい
う
共
通
性
も
あ
る
と

思い
ま
す 。
米
作
り
は 、

丹
念
さ 、
九
帳
面
さ 、
勤
勉
性
を
育
て
る
が 、
こ
うい
う

性

格
は
品
質
管
理
の
向
上
に
向
く
の
で
は
ない
か
と
い
う
見
方

が
あ
り
ま
す 。
と
こ
ろ
で
こ
うい
う
同
じ
文
化
を
持
ち
な
が

ら 、
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
国
の
発
展
が
遅
れ
て
い
る
とい
i

現
実が
あ
り
ま
す 。
そ
うい
う
体
制
の
違い
は 、
同
じ
風
土

や
文
化
の
中
で
も

決
定
的
な
要
因
を
持っ
て
く
る
と
い
う‘』

と
で
し
ょ
う
力 。

中
嶋
そ
う
だ
と

思い
ま
す
ね 0．で
す
か
ら
社
会
主
義 、て
は

う
ま
くい
か
ない
t
い
う
こ
と
も 、
ほ
ぼ
結
論
が
出
て
き
て

い
る
と

思い
ま
す
ね 。
そ
れ
と
同
時に 、
従
来
の
い
ろい
ろ

な
近
代
化モ
デ
ル
が
み
ん
な
挫
折
し
ま
し
た 。
社
会
主
義
も

大
き
な
意
味
で
は一
つ
の
近
代
化
の
モ
デ
ル
だっ
た
と

思い

ま
す 。
そ
れ
も
結
局
だ
め
だ 、
マ
ッ
ク
ス・
ウェ
lパ
l

の

理
論
も
だ
め
だ 、
ア
メ
リ
カ
的
な
近
代
化
論
もい
ろい
ろ
問

題
が
出
て
当
の
ア
メ
リ
カ
も
ガ
タ
ガ
タ
し
て
い
る
とい
う、一

t
に
な
る
t 、
ア
ジ
ア
的
な
近
代
化
の
モ
デ
ル
を
つ
くっ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ない
ん
じ
ゃ
ない
か 、
そ
うい
う
立
場

か
ら
新
し
い
理
論
的
な
構
築が
必
要
な
ん
じ
ゃ
ない
か
t

思

い
ま
す 。

近
代
化
とい
う
と 、

従
来 、
日
本
だ
り
は
例
外
だ
と

思
わ

れ
て
い
た
ん
で
す
ね 。
と
こ
ろ
が
今
や 、
台
湾
も

韓
国
も

且

本
を
こ
こ
ま
で
追い
上
げ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す 。
日
本
だ

け
が
ア
ジ
ア
の
中
で
例
外
だ 、
日
本
はヨ
ーロ
ッ

パ
の
文
化

を
明
治
維
新
以
来
う
ま
く

吸
収
し
て
き
た
とい
う
の
が
従
来

の
近
代
化
論
だっ
た
と

思い
ま
す
け
ど 、
は
た
し
て
そ
う
か

とい
う
と 、
台
湾 、
韓
国 、
香
港 、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
な
ど
ア

.，吻
毛丞 d

』E

ジ
ア
の
国々
は 、
日
本
を
見
習っ
て
日
本に
追い
つ
き
追い

越
せ
み
た
い
な
感
じ
で
す
か
ら 、
日
本
だ
け
が
例
外
で
あ
る

時
代
は
終
わっ
た
t
ぃ，
フ気
が
し
ま
す
ね 。

私
は 、
儒
教
文
化
固
と
い
う

伝統
的
な
精
神
風
土
が
あっ

て 、
そ
れ
プ
ラ
ス 、
J一
ツ

ポ
ン
文
化
園。
が
で
き
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す 。
台
湾 、
韓
国 、
香
港 、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル

に
対
し
て
も 、
中
国に
対
し
て
も 、
今 、
日
本
の
影
響
は
も

の
す
ご
く

大
きい 。

伝統
的
な
シ
ナ
文
化
圏
ない
し
文
明
圏

と 、
現
代
的
な
砂ニ

ッ
ポ
ン
文
化
圏々
が
ミ
ッ
ク
ス
し
た
う

え
で
今
の
東
ア
ジ
ア
の
成
功が
あ
る
ん
じ
ゃ
ない
か
とい
う

気
も
し
て
い
ま
す 。
そ
のへ
ん
も
今
後
追
究
し
て
み
た
い
と

思い
ま
す 。

ll宰
を
使
う
文
化
とい
う、」
と

て
も

儒
教
文
化
圏
は
あ
る

程
度
の
共
通
性が
あ
る
わ
け
で
すが 、
特に
箸
を
使
う
と
い

う
こ
と
は
手
先
の
器
用
さ
に
通
じ
て 、
こ
れ
か
ら
のハ
イ
テ

ク
化
社
会
と
か
情報
化
社
会
に
対
し
て
適
応
が
ス
ム
ー

ズ
に

い
く
と
い
う
こ
と
が
考え
ら
れ
ま
す 。
特に
日
本
人
の
場
合 、

小
さ
い
も
の
主
か
細
か
い
も
の
を
扱
う
t

非
常
に
優
秀
性
を

発
揮
す
る
t
い
わ
れ
て
い
ま
す 。
そ
うい
う
点
を
考え
ま
す

と 、
二
十一
世
紀
の
国
際
社
会
の
中
で
東
ア
ジ
ア
で
も

特に

日
本 、
そ
れ
に
追い
つ
こ
う
と
し
て
い
る
台
湾 、
韓
国
の
存

在
は
非
常
に
大
きい
t関心い
ま
す
ね 。

中
嶋
現に 、
日

米
貿
易
摩
擦
t
さ
ん
ざ
ん
言
わ
れ
て
い
る

け
ど 、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
と

だ
け
摩
擦
を
起
こ
し
て
い
る
ん

じ
ゃ
ない
ん
で
す
よ 。
ア
メ
リ
カ
は
台
湾
や
韓
国に
対
し
て

も
大
幅
な
貿
易
赤
字
を
出
し
て
い
る
ん
で
す
ね 。
し
か
も 、

こ
れ
ら
の
国々
は
何
を
ア
メ
リ
カ
に
輸
出
し
て
い
る
か
t
い

う
と 、
マ
イ
ク
ロ
エ
レ
ク
トロ

ニ
ク
ス
で
あ
り 、

バ
イ
オ
製

品
で
す 。
あ
る
い
はコ
ン
ピュ
ー

タ
ー 、
自
動
車
ま
で
出
し

は
じ
め
て
い
る
わ
け
で
す 。．で
す
か
ら 、
ア
メ
リ
カ
と
ア
ジ

ア
の
関
係
は
逆
転
し
ち
ゃ
っ
た
と

思い
ま
す 。
そ
うい
う

状

況
の
中
て 、
今
後 、
知
識
集
約刑宍
あ
る
い
は 、
マ
イ
ク
ロ

エ
レ
ク
トロ

ニ
ク
ス
の
時
代が
来
る
と
い
う
よ
う
な
こ
t
を

。。
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考
え
ま
す
と 、
手
先
が
器
用
で 、
し
か
も
知
識
水
準
が
非
常

に
高い
こ
れ
ら
の
国々
の
国
民
性
が 、
今
の
時
代に
非
常
に

フ
ィ
ッ
ト
し
て
い
る
と
い
う

感
じ
は
し
ま
す
ね 。

も
ち
ろ
ん 、
そ
こ
に
日
本
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
も
あ
り
ま

す 。
私
は 、
日
本
人
は 、
儒
教
文
化
圏 、

。ニ
ッ
ポ
ン
文
化
園。

て
大い
に
発
展
し
て
い
る
か
らお
ご
り

高ぶ
っ
て
い
い
と
い

うつ
も
り
は
全
く
な
に
ま
た 、
同
時に 、
一
種
の
時
代
錯

誤
的
な
ア
ジ
ア
主
義に
回
帰
し
て
欧
米
を
見
下
す
こ
と
も
よ

く
な
い
と

思
い
ま
す 。

日
本
は
こ
れ
か
ら
自
分
た
ち
が
例
外
で
な
く
なっ
た
時
代

に 、
自
分
た
ち
の
あ
り

方
は
何
か
t
い
う
こ
と 、
あ
る
い
は 、

今
日
の
豊か
さ
の
中
身
を
精
神
的
に
追
求
し
て
い
か
な
け
れ

ば
い
り
な
い
と

思い
ま
す 。
し
か
し 、
今お
っ
し
ゃ
っ
た
よ

う
に 、
日
本
人
は
と
に
か
く

器
用
で
あっ
て 、
き
ち
ん
と

物

事
を
や
り
ま
す 。
ア
メ
リ
カ
の
月
曜
日
に
つ
くっ
た
自
動
車

は
買
う
な
と
い
わ
れ
ま
す 。
こ
れ
は 、
休
暇
を
とっ
た
あ
と

で 、
あ
ち
こ
ち
の
ネ
ジ
も

緩
みっ
ぱ
な
し
だ
と
い
う
こ
と
が

よ
く
あ
る
と
い
う
意
味で
す
が 、
日
本
的
な
技
術
集
約
型 、

知
識
集
約
型
の
構
造
の
中
で
は
そ
うい
う
こ
と
は
考
え
ら
れ

な
い
で
す
よ
ね 。

も
ち
ろ
ん
箸
を
持
つ
文
化
で
も 、
中
国
の
長
い
竹
の
答 、

日
本
の
木
の
割
り

箸 、
韓
国
の
細い
銀
の
箸 、
そ
れ
ぞ
れ
個

性
は
あ
る
し 、
文
化
的
な
遠
い
も
あ
り
ま
す 。
に
も
か
か
わ

ら
ず 、
箸
を
持つ
と
い
う
こ
と

で
共
通
し
た
技
術
の
高
さ
t

い
う
点
に
つ
な
が
る
と

思い
ま
す 。

梅梓
忠夫
さ
ん
流
に
い
う
と 、

鍛
冶
屋
に
し
て
も
江
戸
時

代
の
技
術
が
非
常
に
高か
っ
た
け
E 、
そ
れ
は
縄
文
時
代
以

来
そ
う
だつ
た
t
い
う

議
論
も
あ
り

得
る
と

思い
ま
す 。
そ

こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
く
て
も 、

戦
後
だ
け
を
見
て
も 、
こ

の
地
域
の
ビ
ジ
ネ
ス
な
り

経
済
な
り

が
相
対
的
に
非
常
に
う

ま
く
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
し

ょ
う
ね 。ll出自

国
人
を
は
じ
め
東
ア
ジ
ア
の
人
た
ち
が
ア
メ
リ
カ

と
か
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
に
移
住
し
て
い
ま
す
が 、
彼
ら
は
そ

こ
で
も
民
族
性
を
発
揮
し
て 、
そ
の
地
域
を
あ
る
程
度
活
性

化
す
る
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
ま
す 。

中
嶋
そ
う
で
す
ね 。
そ
れ
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
t

思い

ま
す 。
つ
ま
り 、
中
国
人
は
優
秀
だ
と
い
う
こ
と 。
だ
け
E 、

じ
ゃ
あ
ど
う
し
て
大
陸
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
か
と
い
う

と 、
社
会
主
義
の
制
度
の
桂
袷が
あ
る
か
ら
で
す 。
し
か
も 、

東
南
ア
ジ
ア
の
華
僑
社
会
も
そ
う
で
す
が 、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ

ア 、
ア
メ
リ
カ 、
そ
れ
も

特に
カ
リ
フ
ォ

ルニ
ア
の
よ
う
な

中
国
人
t
か
ア
ジ
ア
人
が
多い
と
こ
ろ
が 、
同
じ
ア
メ
リ
カ

で
も
こ
れ
か
ら
の
経
済
の
活
力
を
担っ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う気
が
し
ま
す
ね 。
そ
の
点
て
はマ
レ
ー

シ
ア
も
人

口
の
半
分
近
く
は
チ
ャ
イニ
l cス 、で

すか
ら 、
そ
うい
う
国

も
A
S
E
A
N
の
中
で
は
か
な
り

発
展
の
可
能
性
が
あ
る
t

い
え
な
い
わ
け
で
は
な
い 。

い
ず
れ
に
し
て
も 、
今お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
ア
ジ
ア
人

が
そ
うい
う
意
味
て
見
直
さ
れ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

P「ノふU 。
門
文
化
宿
重摘
を
排
す

M

ll市
究
グ
ル
ー

プ
の
中に
は 、
儒
教
文
化
聞
を
強
調
し
す

ざ
る
と 、

東
ア
ジ
ア
民
族
の
優
秀
性
を
過
度に
フ
レ
ー

ム
ア

ッ
プ
す
る
結
果
に
な
り 、

排
他
的
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム
を
生
む

の
で
は
な
い
か
と

心
配
す
る
人
も
い
る
よ
う
で
す
が：：・ 。

中
嶋
儒
教
文
化
閣
と
い
う
発
想
は 、
慎
重
に
使
わ
れ
な
い

と 、
文
化
宿
命
論
み
た
い
に
なっ
て 、
か
つ
て
の
ナ
チ
ス
ド

イ
ツ
が
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
優
越
性
を
誇っ
た
よ
う
に
なっ
ち

ゃ
う
危
険
性
が
あ
り
ま
す 。
そ
の
点
は 、
今
の
聞
か
れ
た
知

的
文
脈
で
考
え
て
い
る
の
で 、
そ
うい
う
方
向
づ
け
に
な
る

と
は
全
く

思
わ
な
い
し 、
第一
そ
ん
な
発
想
は
こ
れ
か
ら
の

国
際
社
会
に
役
に
立
た
な
い
t

思い
ま
す 。
だ
け
ど 、
国
際

社
会
の
中 、て
も 、
台
湾に
し
て
も

韓
国に
し
て
も
こ
こ
ま
で

伸
び
て
く
る
と
い
う
予
想
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と

思い
ま

す 。
そ
れ
が
こ
ん
な
に
伸
び
て
き
ま
し
た 。
特に
台
湾
は 、

公
式
に
国
家
と
し
て
認
知
さ
れ
な
い
よ
う
な
状
況
な
ん
で
す

け
ど 、
ま
さ
に
民
間
の
時
代
の
国
際
版
と
し
て 、
民
間
の
チ

ャ
ネ
ル
で
も
の
すご
く

成
功
し
て
い
る
わ
け ．で
し
ょ
う 。
こ

の
問
題
も

無
視
で
き
な
い
で
す
ね 。
た
だ 、
台
湾 、
韓
国
も

ま
だ
ま
だ
大
人
に
は
なっ
て
い
ない
わ
け
で 、
特に
韓
国
な

ど
は
克
日
と
い
うム
l
ド
が
非
常
に
強
い 。
私
の
『

別
世
紀

は
日
本・
台
湾・
韓
国
だ』
と
い
う
本
（
第一
企
画
出
版）

も 、
台
湾
と

韓
困て
た
ち
ま
ち
海
賊
版
が
出
て
お
り 、
た
ま

た
ま
四
種
類が
私
の
目
に
つ
き
ま
し
た
が 、
筆
者
で
あ
る
私

に
な
ん
の
連
絡
も
ない 。
し
か
も 、
韓
国
の
場
合
は
－
n
世

紀
は
韓
国・
日
本・
台
湾
の
時
代
だ」
と

韓
国
を
先
に
持っ

て
き
て
い
ま
す 。
台
湾
の
場
合
も
「

幻
世
紀
は
中・
日・
韓

の
時
代
だ」
と
なっ
て
い
ま
す 。
こ
うい
う
こ
と

で
日
本
と

競
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
限
り 、
ま
だ

ま
だ
大
人
に
は
なっ
て
い
な
い
な
あ
と
い
う
気
も
し
ま
す 。

｜｜ラ
イバ
ル
意
識
U
き
出
し
と
い
う
感
じ
で
す
ね 。

中
嶋
一
種
の
勃
興
期
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
で
す 。
そ
れ
は

よ
く

分
か
る
ん
だ
け
E
ね 。
た
だ 、
今
世
紀
末
ぐ
らい
に
な

る
と 、

韓
国
も
台
湾
も
そ
の
点 、て
も

随
分
落
ち
着い
て
く
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね 。

｜｜韓
困て
も
台
湾
で
も

経
済
発
展
に
伴っ
て
中
産
階
級
が

E
ん
E
ん
増
え
て
い
ま
す 。
当
然
民
主
化
意
識
が
強
まっ
て

き
ま
ず
か
ら 、
時
聞
を
か
け
れ
ば 、
わ
り
と

妥
当
な
と
こ
ろ

へ
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
うか 。

中
嶋
そ
う
思い
ま
す
ね 。

〔
中
嶋
嶺
雄
氏〕

昭
和
U
年
松
本
市
生
ま
れ
。

東
京
外
国
語
大
学
中

国
科
卒。

東
京
大
学
大
学
院
国
際
関
係
論
課
程
卒。

現
在、

東
京
外
国
語
大
学
教
団間
（
国
際
関
係
論
・

現
代
中
国
学
・

ア
ジ
ア

地
織
研
究）
。

社
会
学
惇

士
。

こ
の
間
外
務
省
特
別
研
究
員
（
在
香
港）、

オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大、

パ

リ
政
治
学
院
の

客
員

教
授
を
歴
任。
『
北
京
烈
烈
』
で
サ
ン

ト
リ
ー
学
芸

賞
を
受
賞。
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