
二
十
一
世
純
に
東
ア
ジ
ア
の
新
儒
教
を
如
何
に
研
究
す
る
の
か
と

い
う
の
が
、
発
表
者
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
論

議
す
る
際
に
、
新
儒
教
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
き
た
い
。
儒
教

の
歴
史
は
原
始
儒
教
・
新
儒
教
・
新
儒
家
の
三
期
に
区
分
で
き
る
。

通
時
代
的
に
儒
教
は
、
仙
経
学
、
②
形
而
上
学
、
③
心
性
論
、
側
宗

教
儀
礼
、
⑤
政
治
思
想
を
内
容
と
す
る
。
新
儒
教
を
集
大
成
し
た
朱

子
学
は
性
善
説
を
中
核
と
す
る
心
性
論
と
政
治
思
想
を
二
焦
点
と
す

る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
が
、
経
学
・
形
而
上
学
・
宗
教
儀
礼
に
つ

い
て
も
ま
と
ま
っ
た
言
説
を
遣
し
て
い
る
。
も
と
も
と
こ
の
朱
子
学

は
、
在
野
の
時
代
批
判
の
哲
学
思
想
で
あ
っ
た
が
、
明
代
以
降
に
科

挙
の
正
統
教
学
に
な
り
狭
院
な
解
釈
が
流
通
す
る
と
、
性
善
説
の
再

生
を
意
図
し
て
陽
明
学
が
登
場
す
る
。
陽
明
学
は
心
性
論
を
中
心
に

［
平
成
十
二
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
東
ア
ジ
ア
の
儒
教
’
二
十
一
世
紀
の
思
想
史
研
究

二
十
一
世
紀
に
お
け
る
新
儒
教
研
究

朱
子
学
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の
儒
教
理
解
は
多
く
を
朱
子
学
に

依
存
し
て
い
る
。
新
儒
教
思
想
運
動
の
周
辺
に
は
、
朱
子
学
・
陽
明

学
に
包
摂
し
き
れ
な
い
儒
教
徒
群
が
い
る
が
、
今
は
朱
子
学
・
陽
明

学
を
新
儒
教
の
双
壁
と
し
て
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
新
儒
教
は
中
国
の
宋
代
に
仏
教
・
道
教
に
対
抗
し
て
、
展
開

さ
れ
た
復
古
運
動
の
成
果
で
あ
る
。
こ
の
新
儒
教
思
想
は
渭
代
末
期

に
科
挙
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
公
許
の
教
学
で
あ
っ
た
か
ら
、
旧

中
国
の
知
識
人
の
思
考
様
式
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
。
朝
鮮
半
島

の
李
氏
朝
鮮
で
は
科
挙
の
教
学
と
し
て
排
他
的
に
活
用
さ
れ
生
活
の

思
想
と
し
て
実
践
さ
れ
た
。
日
本
で
は
本
格
的
に
受
容
さ
れ
た
の
は

江
戸
時
代
以
降
で
あ
る
。
但
し
、
武
士
が
文
官
の
役
職
を
世
襲
し
た

日
本
で
は
科
挙
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
中
国
や
朝
鮮
の
よ
う

吉
田
公
平
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二
十
世
紀
最
後
の
大
会
に
お
い
て
、
二
十
一
世
紀
の
思
想
史
研
究

が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
新
儒
教
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
て
み
よ
う

と
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。

に
、
朱
子
学
が
教
学
思
想
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

中
国
・
朝
鮮
・
日
本
に
お
け
る
新
儒
教
に
つ
い
て
は
、
陳
来
氏
・

池
明
観
氏
・
前
田
勉
氏
の
発
表
に
あ
る
の
で
、
わ
た
し
は
、
日
本
に

お
け
る
新
儒
教
研
究
史
の
特
色
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
、
私
見
を
述

べ
た
い
。

日
本
に
お
け
る
新
儒
教
の
研
究
史
は
、
三
期
に
区
分
さ
れ
る
。

第
一
期
ｌ
江
戸
時
代
。
中
国
・
明
代
後
期
の
出
版
物
や
朱
陸
論
争

の
影
響
下
に
先
進
的
思
想
と
し
て
受
容
し
新
儒
教
思
想
が
思
索
す
る

際
の
中
心
的
滋
養
源
と
さ
れ
た
。

第
二
期
ｌ
明
治
・
大
正
・
昭
和
前
期
。
時
代
思
潮
の
主
役
の
座
を

洋
学
思
想
に
譲
り
な
が
ら
も
、
国
民
を
臣
民
化
す
る
教
育
制
度
の
中

で
新
儒
教
が
国
体
論
が
ら
み
で
浸
透
し
た
。

第
三
期
ｌ
昭
和
後
期
以
後
。
儒
教
思
想
が
旧
封
建
社
会
を
支
え
た

思
想
の
一
つ
で
あ
る
と
糾
弾
さ
れ
て
、
公
教
育
の
場
か
ら
も
「
進
歩

的
」
思
想
界
か
ら
も
追
放
さ
れ
た
。
個
人
的
に
教
養
と
し
て
学
ば
れ
た
。

二
十
一
世
紀
の
課
題
。
①
二
十
世
紀
の
研
究
が
等
閑
視
し
て
き
た

こ
と
を
再
検
討
し
て
研
究
の
基
礎
を
固
め
る
こ
と
。
②
哲
学
資
源
と

し
て
活
用
で
き
る
も
の
が
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
。

第
一
に
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
に
お
い
て
は
新
儒
教
こ
そ
が
国
家

や
民
族
を
越
え
て
当
該
社
会
を
領
導
す
る
指
導
理
念
と
し
て
、
こ
の

二
十
世
紀
半
ば
ま
で
機
能
し
て
い
た
。
市
民
社
会
の
理
念
と
し
て
民

主
主
義
が
制
度
の
思
想
と
し
て
建
言
さ
れ
た
の
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お

い
て
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
半
世
紀
と

い
う
時
間
は
、
新
儒
教
を
歴
史
的
に
総
括
す
る
に
は
必
要
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
半
世
紀
は
、
少
年
期
に
国
民
教
育
の
場
で
新
儒
教

の
思
想
の
洗
礼
を
臣
民
教
育
と
し
て
受
け
た
世
代
が
、
戦
後
の
民
主

主
義
を
指
導
し
た
時
代
で
も
あ
る
。
臣
民
と
し
て
の
国
民
か
ら
市
民

と
し
て
の
国
民
に
脱
皮
し
き
れ
な
い
も
の
を
引
き
ず
っ
た
世
代
と
も

言
え
る
。
二
十
一
世
紀
は
、
最
初
か
ら
民
主
主
義
教
育
を
受
け
た
世

代
が
主
役
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
中
国
や
韓
国
は
日
本
と
事
情
は
同

じ
で
は
な
い
が
、
時
勢
の
変
化
と
世
代
交
代
と
い
う
点
は
共
通
し
て

い
る
。

第
二
に
、
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
と
は
い
え
、
文
化
の
交
流
を
阻

害
す
る
国
家
の
障
壁
が
高
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
性
を
強
く
持
っ
て

い
る
。
今
後
、
文
化
交
流
が
進
む
中
で
相
互
に
異
文
化
と
し
て
理
解

し
な
が
ら
共
通
の
部
分
を
も
発
見
し
、
平
静
に
相
互
理
解
を
進
め
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
新
儒
教
の
過
去
と
現
在
に
つ

い
て
考
察
す
る
こ
と
が
鍵
に
な
る
と
思
う
。

第
三
に
、
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
に
お
い
て
、
嘗
て
は
、
「
普
遍

的
価
値
」
と
理
解
さ
れ
た
新
儒
教
が
、
今
や
全
く
の
歴
史
的
な
遺
物
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日
本
に
お
け
る
新
儒
教
の
研
究
史
を
三
期
に
区
分
し
て
、
考
え
て

み
た
い
と
思
う
。

第
一
期
ｌ
江
戸
時
代
。
新
儒
教
が
文
字
通
り
「
新
思
潮
」
と
し
て

受
容
さ
れ
て
思
索
の
世
界
を
拡
大
し
新
世
界
を
開
い
た
。

①
も
と
武
官
で
あ
っ
た
武
士
が
文
官
の
役
職
を
世
襲
し
た
た
め
に

兵
学
と
共
に
儒
学
を
文
治
の
学
と
し
て
兼
学
し
た
。
戦
争
の
時

代
か
ら
平
和
の
時
代
に
転
換
し
た
こ
と
に
よ
り
、
指
導
者
階
層

で
あ
っ
た
武
士
に
要
請
さ
れ
た
学
芸
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

文
治
政
治
の
統
治
理
念
を
力
説
し
、
文
官
と
し
て
の
武
士
に
為

政
者
と
し
て
の
責
任
を
担
う
こ
と
を
要
請
す
る
政
治
思
想
が

「
新
思
潮
」
と
し
て
受
容
さ
れ
た
。

で
し
か
な
い
の
か
否
か
を
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
は
、
欧
米
の
原

理
が
国
際
的
基
準
と
し
て
声
高
に
力
説
さ
れ
て
浮
き
足
立
っ
て
い
る

現
在
、
意
義
あ
る
こ
と
と
思
う
。
国
際
化
と
は
自
前
の
価
値
あ
る
情

報
を
世
界
に
発
信
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
価
値
の
多
元
化
を

図
り
思
索
す
る
時
の
資
源
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
貢
献
す
る
こ
と
が
、

国
際
化
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
こ
と
は
儒
教
を
丸
ご
と
再
生
す
る
こ

と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。
旧
思
想
を
再
生
し
た
と
こ
ろ
で
、

現
実
の
課
題
に
対
す
る
有
効
な
処
方
菱
は
提
示
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

哲
学
の
資
源
と
し
て
使
え
る
も
の
が
果
た
し
て
な
い
の
か
と
い
う
こ

と
を
問
い
た
い
の
で
あ
る
。

第
二
期
ｌ
明
治
・
大
正
・
昭
和
前
期
。
近
代
国
家
の
建
設
を
目
指

し
新
運
を
打
開
す
る
主
座
を
西
洋
学
に
譲
っ
た
も
の
の
、
天
皇
制
国

家
・
家
族
制
度
の
維
持
の
た
め
に
国
民
を
臣
民
と
し
て
教
育
す
る
手

段
と
し
て
儒
教
の
教
理
が
活
用
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
儒
教
が
国
民

レ
ベ
ル
に
ま
で
浸
透
普
及
し
た
。
朱
子
学
・
陽
明
学
・
心
学
を
基
本

②
性
善
説
が
自
力
救
済
論
・
自
己
実
現
論
と
し
て
受
容
さ
れ
た
。

現
世
に
お
い
て
自
助
努
力
し
て
本
来
の
自
己
を
実
現
し
自
己
を

「
悪
」
か
ら
解
放
し
、
他
者
に
も
自
力
で
自
己
解
放
す
る
こ
と

を
呼
び
か
け
る
と
い
う
主
張
は
、
性
善
説
を
人
間
観
の
中
核
に

置
く
新
儒
教
に
よ
っ
て
始
め
て
知
り
得
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

広
義
の
「
心
学
」
が
江
戸
時
代
の
思
潮
の
基
盤
を
形
成
す
る
。

③
明
代
後
期
の
心
学
の
影
響
下
に
江
戸
時
代
の
新
儒
教
の
受
容
が

開
始
さ
れ
た
。
明
代
後
期
の
主
要
な
論
争
で
あ
っ
た
朱
陸
論
争

の
影
響
を
も
ろ
に
受
け
、
更
に
李
氏
朝
鮮
の
朱
子
学
一
尊
の
情

報
に
煽
ら
れ
て
、
朱
陸
論
争
の
枠
組
み
に
強
く
拘
束
さ
れ
て
新

儒
教
理
解
を
受
容
し
た
た
め
に
、
新
儒
教
の
形
成
過
程
や
陽
明

学
が
登
場
す
る
経
緯
な
ど
に
対
す
る
理
解
が
不
十
分
な
ま
ま
に
、

朱
陸
の
是
非
を
性
急
に
論
議
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
江
戸
期

の
儒
教
史
は
受
容
当
初
の
新
儒
教
理
解
の
ゆ
が
み
を
是
正
す
る

歴
史
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
見
失
わ
れ
た
も
の
を
回
復
す
る

成
果
が
成
熟
す
る
の
は
幕
末
期
で
あ
る
。
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理
念
と
す
る
民
間
の
結
社
が
思
想
運
動
を
展
開
す
る
が
、
そ
れ
は
臣

民
と
し
て
の
自
覚
を
酒
養
し
て
世
俗
的
成
功
を
収
め
る
こ
と
を
目
指

し
た
も
の
で
あ
る
。

①
西
洋
学
を
受
容
し
た
人
た
ち
の
そ
の
基
盤
に
は
儒
教
に
よ
っ
て

高
度
に
訓
練
さ
れ
た
知
的
世
界
が
あ
っ
た
。
和
魂
洋
才
と
い
わ

れ
る
が
こ
の
和
魂
は
実
は
漢
学
薪
儒
教
）
の
「
修
己
治
人
」

論
に
培
わ
れ
た
側
面
が
あ
る
。

③
西
洋
哲
学
の
影
響
下
に
新
儒
教
を
強
い
て
哲
学
的
に
解
釈
す
る

こ
と
が
流
行
す
る
が
、
原
理
が
異
な
る
こ
と
を
無
視
し
て
解
釈

し
が
ち
な
た
め
原
姿
を
取
り
損
ね
る
こ
と
が
み
ら
れ
た
。
新
儒

教
の
理
解
そ
の
も
の
の
レ
ベ
ル
は
、
幕
末
期
に
比
べ
て
む
し
ろ

低
下
し
た
。

③
西
田
哲
学
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
禅
の
思
想
が
哲
学
の
資
源
と

し
て
活
用
さ
れ
て
特
色
あ
る
近
代
哲
学
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

る
が
、
新
儒
教
の
政
治
哲
学
が
活
用
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
京

都
学
派
に
は
政
治
哲
学
は
成
熟
し
な
か
っ
た
。
東
洋
哲
学
薪

儒
教
）
は
国
体
論
に
絡
め
取
ら
れ
て
政
治
哲
学
と
し
て
は
豊
か

な
成
果
を
生
ま
な
か
っ
た
。

側
『
日
本
倫
理
彙
編
』
『
日
本
儒
林
叢
書
』
『
日
本
芸
林
叢
書
』
『
四

書
注
釈
全
書
』
『
経
学
大
綱
』
『
先
哲
国
字
解
全
書
』
『
日
本
経

済
叢
書
』
『
日
本
闘
争
思
想
資
料
』
の
刊
行
。
個
々
の
儒
者
の

全
集
。

第
三
期
ｌ
昭
和
後
期
以
降
。
儒
教
思
想
が
旧
体
制
を
支
え
た
思
想

で
あ
る
と
糾
弾
さ
れ
て
、
公
教
育
の
場
か
ら
は
完
全
に
閉
め
出
さ
れ
、

論
壇
・
学
界
な
ど
に
お
い
て
も
「
反
儒
教
で
あ
る
こ
と
」
あ
る
い
は

「
反
朱
子
学
」
で
あ
る
こ
と
が
「
進
歩
的
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
が

ち
で
あ
っ
た
。

①
朱
子
学
は
封
建
思
想
（
前
近
代
思
想
）
で
あ
る
と
決
め
つ
け
ら
れ

た
た
め
に
、
朱
子
学
そ
の
も
の
の
原
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
試
み
が
等
閑
視
さ
れ
た
（
丸
山
真
男
な
ど
）
。

②
陽
明
学
に
自
由
・
欲
望
等
の
肯
定
を
み
て
近
代
思
惟
の
萌
芽
と

評
価
す
る
研
究
が
登
場
す
る
が
（
島
田
度
次
）
、
政
治
思
想
の
視

点
か
ら
の
研
究
が
主
流
を
占
め
た
。

③
仏
教
と
儒
教
を
貫
通
す
る
思
考
方
法
を
追
求
し
た
研
究
が
な
さ

れ
、
教
派
の
枠
か
ら
自
由
に
な
っ
た
哲
学
的
研
究
が
生
ま
れ
た

（
荒
木
見
悟
）
・

以
上
の
三
つ
が
こ
の
時
期
の
研
究
動
向
を
代
表
す
る
。

側
こ
れ
と
は
趣
を
異
に
す
る
が
、
こ
の
時
期
に
に
ぎ
や
か
に
論
議

さ
れ
た
こ
と
の
一
つ
に
、
い
か
な
る
立
場
で
何
を
ど
の
よ
う
に

評
価
す
る
の
か
と
い
う
、
研
究
方
法
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
る
。

進
歩
的
か
保
守
的
か
、
唯
物
的
か
唯
心
論
的
か
、
人
民
の
味
方

か
資
本
家
の
味
方
か
、
学
問
が
革
命
に
貢
献
す
る
の
か
現
体
制

を
擁
護
す
る
の
か
、
等
と
性
急
に
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
が
あ
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次
に
、
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
新
儒
教
研
究
に
期
待
さ
れ
る
課
題

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
こ
の
学
会
は
日
本
思

想
史
学
会
で
あ
る
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
新
儒
教
研
究
に
焦
点
を
当

て
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
新
儒
教
は
中
国
の
宋
代
に
成
立
し
明
渭
の
科
挙
の
正
統
教
学
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
李
氏
朝
鮮
朝
に
伝
わ
り
、
更
に
日
本
に
伝
わ

っ
た
。
中
国
に
お
け
る
成
立
と
展
開
、
朝
鮮
に
お
け
る
受
容
と

展
開
、
日
本
に
お
け
る
受
容
と
展
開
を
、
相
互
の
関
係
を
考
盧

し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
を
個
別
的
に
研
究
し
、
独
自
性
と
共
通

性
を
見
き
わ
め
て
、
異
文
化
理
解
を
深
め
る
こ
と
。
そ
の
た
め

っ
た
。
日
本
思
想
史
研
究
が
若
い
学
問
で
あ
っ
た
こ
と
と
内
外

の
政
治
情
勢
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
基
因
で
あ
る
。

⑤
『
日
本
の
思
想
』
（
筑
摩
書
房
）
、
『
日
本
の
名
著
』
（
中
央
公
論
社
）
、

『
日
本
思
想
大
系
』
（
岩
波
書
店
）
等
の
註
釈
書
、
『
和
刻
影
印
近

世
漢
籍
叢
刊
』
（
中
文
出
版
社
）
、
『
和
刻
本
漢
籍
文
集
』
『
和
刻

本
諸
子
大
成
』
『
和
刻
本
漢
詩
集
』
（
汲
古
書
院
）
、
『
近
世
儒
家

文
集
集
成
』
（
ぺ
り
か
ん
社
）
等
の
基
礎
資
料
が
刊
行
さ
れ
た
。

こ
の
他
に
、
個
々
に
刊
行
さ
れ
た
思
想
家
の
全
集
、
研
究
害
に

つ
い
て
は
省
略
す
る
。

近
年
、
戦
後
期
の
研
究
動
向
の
後
遺
症
か
ら
自
由
に
な
っ
た
研
究

成
果
が
誕
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

に
情
報
の
交
換
、
研
究
者
の
直
接
交
流
を
計
る
と
共
に
、
同
時

に
研
究
成
果
を
共
有
で
き
る
よ
う
に
、
相
互
に
翻
訳
を
推
進
す

る
こ
と
。
研
究
の
成
果
を
研
究
者
の
世
界
に
閉
じ
こ
め
な
い
た

め
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
と
て
も
重
要
で
あ
る
。

②
新
儒
教
が
誕
生
し
た
中
国
と
そ
れ
を
受
容
し
た
朝
鮮
・
日
本
の

三
国
は
、
社
会
の
構
造
・
文
化
の
伝
統
が
異
な
る
の
で
あ
る
か

ら
、
三
国
に
お
け
る
新
儒
教
の
展
開
は
お
の
ず
と
異
な
る
の
で
、

む
や
み
に
独
自
性
を
強
調
し
た
り
皮
相
な
優
劣
論
や
純
粋
不
純

粋
の
論
に
陥
ら
な
い
こ
と
。

③
中
国
に
お
け
る
新
儒
教
の
成
立
過
程
及
び
そ
の
原
理
を
把
握
す

る
こ
と
。
「
新
儒
教
徒
」
と
称
さ
れ
る
思
想
家
の
思
想
と
行
動

と
を
安
易
に
「
新
儒
教
的
」
と
烙
印
を
押
さ
な
い
こ
と
（
例
一
・

朱
子
の
思
想
と
行
動
が
新
儒
教
の
原
理
に
背
く
こ
と
が
あ
る
。
例
二
・
林

羅
山
を
朱
子
学
者
と
い
う
の
は
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
）
。

側
伝
記
・
書
誌
・
校
勘
・
注
釈
・
現
代
語
訳
な
ど
の
基
礎
作
業
を

行
う
こ
と
。
議
論
が
空
論
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
信
頼
で
き

る
基
礎
作
業
の
成
果
に
立
脚
し
て
行
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

隣
接
分
野
の
研
究
者
や
異
分
野
の
読
者
・
非
専
門
家
が
思
索
す

る
際
の
資
源
と
し
て
使
え
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
専
門

研
究
者
の
重
要
な
責
務
で
あ
る
。

⑤
未
刊
行
資
料
の
調
査
・
刊
行
（
日
本
に
お
け
る
新
儒
教
関
係
の
資
料

の
う
ち
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
千
分
の
一
ぐ
ら
い
）
。
既
刊
分
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二
十
一
世
紀
を
迎
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
格
別
に
異
な
っ
た
方
法

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ
て
、
み
ず
か
ら
理
想
と
す
る
社
会
を

実
現
す
る
た
め
に
、
直
接
貢
献
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
研
究
が
排
他

的
に
標
楴
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
何
の
た
め
の
学
問
か
。
そ
れ
は

研
究
者
個
人
が
主
体
的
に
覚
悟
す
べ
き
課
題
で
は
あ
る
。
そ
の
課
題

の
中
に
、
我
々
が
今
抱
え
て
い
る
課
題
に
立
ち
向
か
い
、
そ
の
処
方

菱
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
新
儒
教
の
遺
産
は
有
効
な
の
か
否

か
。
ま
た
、
か
っ
て
新
儒
教
を
有
効
に
活
用
し
た
も
の
が
残
し
た
遣

の
資
料
に
依
存
す
る
ば
か
り
で
は
「
痩
せ
た
思
想
史
」
し
か
描

け
な
い
恐
れ
が
あ
る
。
豊
か
な
遺
産
を
眠
ら
せ
た
ま
ま
に
し
て

お
く
の
は
勿
体
な
い
。
各
地
域
の
教
育
委
員
会
、
図
書
館
、
文

化
財
保
存
会
、
歴
史
博
物
館
、
顕
彰
会
な
ど
と
協
力
し
な
が
ら
、

基
礎
調
査
が
行
わ
れ
未
刊
行
資
料
が
活
字
化
さ
れ
て
、
共
有
財

産
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

⑥
思
想
内
容
を
先
見
・
偏
見
・
通
俗
的
理
解
か
ら
自
由
に
な
っ
て

「
原
意
」
を
理
解
す
る
こ
と
・
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、

語
学
・
歴
史
学
の
成
果
を
利
用
し
て
、
同
時
代
に
返
し
て
理
解

す
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
。
今
風
な
問
題
意
識
を
安
易
に
適
用

し
な
い
こ
と
。

側
現
代
的
な
課
題
か
ら
考
察
す
る
と
き
に
、
哲
学
的
資
源
と
し
て

使
え
る
か
否
か
を
考
察
す
る
こ
と
。

以
上
、
箇
条
書
き
に
整
理
し
て
み
た
が
、
中
国
・
韓
国
に
お
け
る

新
儒
教
の
研
究
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
日
本
と
は
異
な
る
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
課
題
が
あ
り
、
研
究
の
仕
方
に
も
我
々
日
本
の

新
儒
教
の
研
究
者
と
は
異
な
っ
た
も
の
が
有
る
も
の
と
は
思
う
。
し

か
し
、
今
は
と
も
に
「
国
際
化
」
の
波
浪
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
固

有
の
文
化
に
根
ざ
し
た
「
国
際
化
」
の
試
練
の
時
で
あ
ろ
う
。

中
国
大
陸
・
朝
鮮
半
島
・
日
本
列
島
の
三
文
化
は
、
漢
字
を
国
際

共
通
文
字
と
し
、
新
儒
教
を
共
有
し
た
歴
史
を
持
つ
。
今
後
、
新
儒

産
は
、
今
日
で
は
全
く
無
意
味
な
の
か
否
か
。
儒
教
を
反
近
代
・
前

近
代
の
も
の
と
決
め
て
か
か
り
、
ま
る
ご
と
否
定
し
て
、
持
っ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
豊
か
さ
を
み
す
て
る
こ
と
は
、
惜
し
み
て
余
り
あ
る
。

し
か
し
、
儒
教
思
想
が
基
本
的
人
権
の
思
想
を
育
ま
な
か
っ
た
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
哲
学
的
資
源
と
し
て
の
有
効
性
を
考

え
よ
と
い
う
提
言
は
、
新
儒
教
を
丸
ご
と
復
活
せ
よ
と
い
う
の
で
は

な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
り
な
が
ら
、
新
儒
教
思
想
が
時

運
を
推
進
し
た
社
会
の
延
長
に
、
今
の
我
々
の
社
会
は
あ
る
。
我
々

が
無
自
覚
な
だ
け
で
、
か
っ
て
新
儒
教
に
培
わ
れ
た
伝
統
文
化
が
形

を
変
え
て
根
強
く
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
旧
習
を
弁
え

る
た
め
に
も
、
そ
し
て
そ
の
事
実
を
確
認
し
て
新
た
な
模
索
を
す
る

た
め
に
も
、
資
源
と
し
て
の
可
能
性
の
有
無
を
考
察
の
中
に
入
れ
て

研
究
す
る
こ
と
が
、
我
々
の
課
題
の
一
つ
で
は
な
い
の
か
。
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教
の
研
究
を
介
し
て
相
互
理
解
が
深
ま
る
こ
と
を
祈
念
し
た
い
。

（
東
洋
大
学
教
授
）
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