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熊
十
力
（
一
八
八
五―
一
九
六
八
）
は
、
二
十

世
紀
の
中
国
を
代
表
す
る
哲
学
者
で
あ
る
が
、

必
ず
し
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
正
統
な
評
価
を

受
け
て
き
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
吾
妻
氏
が
適

切
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
つ
い
二
十
年
ほ
ど

前
ま
で
は
ま
さ
に
�忘
れ
ら
れ
た
哲
学
者
�で
し

か
な
か
っ
た
」（
本
書
解
説
、
二
七
九
頁
）。
一
九

八
〇
年
代
に
「
新
儒
家
」
が
注
目
さ
れ
、
再
評

価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
日
本
で
は
い
ま

だ
に
「
忘
れ
ら
れ
た
」（
と
い
う
か
無
視
さ
れ
た
）

状
態
が
続
い
て
い
る
。

　

そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
恐
ら
く
、
日
本
の
現

代
中
国
研
究
者
が
、
多
く
共
産
革
命
以
後
の

新
中
国
の
体
制
へ
の
共
感
か
ら
研
究
に
入
っ
て

お
り
、
そ
の
価
値
観
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
と
い

う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た

が
っ
て
、思
想
史
的
に
見
れ
ば
、新
文
化
運
動
、

五
・
四
運
動
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
と
い
う
流
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熊
十
力
哲
学
の
再
評
価
へ
向
け
て

末
木
文
美
士

れ
が
正
統
視
さ
れ
、
そ
れ
に
反
し
た
り
、
あ
る

い
は
異
な
る
方
向
へ
向
か
う
動
向
は
、
簡
単
に

反
動
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
、
十
分
な
評
価
を

受
け
て
こ
な
か
っ
た
。と
り
わ
け「
新
儒
家
」は
、

中
国
で
無
視
さ
れ
て
い
た
間
に
台
湾
で
継
承
さ

れ
、
ま
た
、
中
国
で
の
再
評
価
が
大
中
国
主
義

的
な
民
族
主
義
の
動
向
と
結
び
つ
く
と
こ
ろ
か

ら
、
警
戒
を
持
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
そ
の
象
徴
的
な
例
が
、
日
本
の

現
代
中
国
研
究
の
水
準
を
示
す
『
岩
波
現
代
中

国
事
典
』（
一
九
九
九
年
）
に
熊
十
力
の
項
目
が

な
い
こ
と
で
、
わ
ず
か
に
吾
妻
氏
執
筆
の
「
新

儒
家
」の
項
目
に
そ
の
名
前
が
見
え
る
も
の
の
、

索
引
に
も
採
録
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
ほ
ど
徹

底
し
た
無
視
ぶ
り
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
つ
こ
つ
と
地
道
な
努

力
に
よ
り
、
主
著
『
新
唯
識
論
』
全
巻
の
和
訳

を
成
し
と
げ
た
吾
妻
氏
の
努
力
は
特
筆
に
価
す

る
。『
新
唯
識
論
』
は
一
九
三
二
年
に
発
表
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
語
体
（
文
言
文
）
で

書
か
れ
、
後
に
著
者
自
身
の
手
で
口
語
体
（
語

体
文
）
に
直
さ
れ
る
と
と
も
に
、
大
幅
に
増
補

が
な
さ
れ
た
（
一
九
四
四
年
）。
前
者
は
文
言
文

本
、
後
者
は
語
体
文
本
と
呼
ば
れ
る
。
熊
十
力

の
独
創
性
は
す
で
に
文
言
文
本
に
十
二
分
に
発

揮
さ
れ
て
い
る
の
で
、
文
言
文
本
を
も
と
に
し

て
、
語
体
文
本
は
注
釈
的
に
参
照
す
る
と
こ
ろ

か
ら
出
発
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
本
訳
書
も

そ
の
方
式
に
よ
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
『
新
唯
識
論
』
は

分
か
り
や
す
い
テ
キ
ス
ト
で
は
な
い
。
本
書
が

十
分
な
評
価
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
最
大
の
理
由

は
、
上
述
の
よ
う
な
複
雑
な
背
景
よ
り
も
、
ま

ず
本
書
の
難
解
さ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
か
も
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し
れ
な
い
。
吾
妻
氏
が
、「『
新
唯
識
論
』
の
凝

縮
さ
れ
た
簡
潔
な
文
章
は
、
仏
教
・
儒
教
哲
学

の
深
い
学
殖
と
あ
い
ま
っ
て
或
る
種
の
�む
ず

か
し
さ
�を
含
ん
で
お
り
、
今
な
お
人
々
の
十

全
な
理
解
を
は
ば
ん
で
い
る
」（
本
書
解
説
、
二

八
〇
頁
）
と
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

　

氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
そ
の
難
解
さ
に
は
二

つ
の
側
面
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、き
わ
め
て「
凝

縮
さ
れ
た
簡
潔
な
文
章
」
と
い
う
文
体
上
の
問

題
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
熊
十
力
自
身
自
覚
的

に
相
当
な
工
夫
を
し
て
お
り
、
本
文
を
可
能
な

限
り
簡
潔
に
切
り
詰
め
る
と
と
も
に
、
小
字
の

自
注
を
付
し
て
補
う
と
い
う
独
特
の
ス
タ
イ
ル

を
と
っ
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
仏
教
・
儒

教
哲
学
の
深
い
学
殖
」
と
い
う
内
容
上
の
問
題

で
あ
る
。
こ
れ
は
単
純
に
「
学
殖
」
だ
け
の
問

題
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の

と
し
た
上
で
、
自
ら
の
思
索
に
よ
っ
て
徹
底
的

に
考
え
抜
き
、
古
い
術
語
に
新
し
い
意
味
を
与

え
た
り
、
ま
っ
た
く
新
し
い
術
語
を
使
用
し
て

い
る
。
そ
の
点
で
は
、
日
本
の
西
田
哲
学
の
難

解
さ
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
う
し
た
難
解

さ
ゆ
え
に
、
正
直
に
告
白
す
れ
ば
、
私
自
身
、

何
度
も
原
文
に
挑
戦
し
な
が
ら
挫
折
し
、今
回
、
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本
訳
書
を
頼
り
と
し
な
が
ら
、
ど
う
に
か
全
体

像
が
お
ぼ
ろ
げ
に
分
か
っ
て
き
た
と
い
う
段
階

で
あ
る
。
本
訳
書
の
価
値
は
き
わ
め
て
大
き
な

も
の
が
あ
る
。

　

本
訳
書
は
、
文
章
表
現
的
な
面
に
関
し
て
い

え
ば
、
原
文
の
「
凝
縮
さ
れ
た
簡
潔
な
文
章
」

を
で
き
る
限
り
生
か
そ
う
と
工
夫
し
て
い
る
。

中
国
の
文
言
文
を
読
む
日
本
の
工
夫
に
い
わ
ゆ

る
漢
文
訓
読
が
あ
り
、
そ
の
乱
用
は
批
判
さ
れ

る
も
の
の
、
原
文
の
語
彙
を
最
大
限
生
か
し
て

日
本
語
の
文
脈
に
置
き
換
え
る
と
い
う
利
点
は

無
視
で
き
な
い
。
吾
妻
氏
の
訳
は
、
い
わ
ば
漢

文
訓
読
を
ま
ね
て
、
基
本
的
な
術
語
は
そ
の
ま

ま
原
文
の
語
彙
を
用
い
、
簡
潔
か
つ
格
調
の
高

い
硬
質
の
文
体
を
日
本
語
に
移
す
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
最
初
の
「
明
宗
」
章
の

冒
頭
は
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
こ
の
論
を
造
る
の
は
、
実
体
（
真
実
の

本
体
）
は
自
心
を
離
れ
た
外
在
の
境
界
で
は

な
く
、
ま
た
知
識
の
及
ぶ
領
域
に
あ
る
の
で

も
な
く
、
た
だ
反
求
実
証
に
よ
っ
て
の
み
と

ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
玄
学

の
探
求
者
た
ち
に
悟
っ
て
も
ら
う
た
め
で
あ

る
。　
　
　
　
　
　
　

  

（
本
書
、
一
五
頁)
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こ
の
う
ち
、「
実
体
」
の
後
の
括
弧
内
は
訳

者
が
意
味
を
注
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

「
玄
学
」
の
独
自
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
訳
注
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。「
実
証
」
に
つ
い
て
は
、
著

者
の
自
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
工
夫
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
も
こ
の

文
を
読
ん
で
、
必
ず
し
も
す
ん
な
り
分
か
る
わ

け
で
は
な
い
。「
境
界
」
と
か
「
反
求
実
証
」

と
か
い
う
言
葉
に
は
や
は
り
引
っ
か
か
る
。
そ

れ
で
も
、
で
き
る
だ
け
原
文
の
語
彙
を
生
か
し

た
の
は
ひ
と
つ
の
見
識
で
あ
り
、
訳
だ
け
読
ん

で
も
あ
る
程
度
は
原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
術
語

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

内
容
面
に
関
し
て
い
え
ば
、
か
な
り
詳
し

い
訳
注
や
分
か
り
や
す
い
巻
末
の
解
説
は
、
本

書
に
未
知
の
読
者
に
と
っ
て
、
何
よ
り
の
手
引

き
で
あ
る
。
も
と
も
と
宋
学
を
専
門
と
す
る
訳

者
は
、
他
方
で
『
大
乗
起
信
論
』
や
禅
語
録
の

共
同
研
究
な
ど
を
通
し
て
仏
典
に
も
通
じ
て
お

り
、
本
書
の
よ
う
に
中
国
古
典
と
仏
典
の
両
方

の
知
識
を
要
求
す
る
著
作
の
訳
者
と
し
て
最
適

で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
書
評
は
訳
書
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
原
著
自
体
が
十
分
知
ら
れ
て
い
な
い

状
況
に
鑑
み
、
以
下
、
少
し
視
点
を
変
え
て
、

仏
教
の
観
点
か
ら
本
書
の
位
置
づ
け
を
考
え
て

み
た
い
。
本
書
が
『
新
唯
識
論
』
を
名
乗
る
以

上
、『
旧
唯
識
論
』
な
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
『
成
唯
識
論
』
の
教
学
で
あ

る
。『
成
唯
識
論
』
は
世
親
の
『
唯
識
三
十
頌
』

に
対
す
る
注
釈
で
、
玄
奘
訳
と
さ
れ
る
が
、
大

き
な
問
題
が
あ
る
。
も
と
も
と
『
成
唯
識
論
』

と
し
て
纏
ま
っ
た
も
の
は
な
か
っ
た
の
に
、
玄

奘
が
弟
子
の
慈
恩
基（
窺
基
）の
要
求
を
容
れ
、

護
法（
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
）の
注
釈
を
正
統
と
し
て
、

そ
れ
を
中
心
に
訳
出
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
成
唯
識
論
』
に
基
づ
く
唯
識
学
（
法
相
学
）

は
早
く
衰
え
た
が
、
清
末
に
楊
文
会
が
日
本

か
ら
注
釈
書
を
逆
輸
入
し
て
盛
ん
に
な
り
、
章

炳
麟
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
と
り

わ
け
、
楊
文
会
の
後
継
者
欧
陽
漸
は
法
相
学
を

中
心
と
し
て
お
り
、
熊
十
力
も
彼
の
支
那
内
学

院
に
学
ん
で
い
る
。
一
九
二
一
年
に
熊
は
蔡
元

培
に
請
わ
れ
て
北
京
大
学
で
唯
識
学
を
講
ず
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
ま
も
な
く
唯
識
の
教
義
に

疑
問
を
感
ず
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
講

義
録
を
破
棄
し
て
、
自
ら
の
体
系
の
構
築
に
向

か
っ
た
。
こ
れ
が
『
新
唯
識
論
』
と
し
て
結
実

し
た
の
で
あ
る
。

　
『
新
唯
識
論
』
は
発
表
さ
れ
る
や
、
仏
教
側

か
ら
激
し
い
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。

特
に
欧
陽
漸
一
派
は
、
唯
識
を
曲
解
す
る
も
の

と
し
て
徹
底
的
な
批
判
を
加
え
、
そ
れ
に
対
し

て
熊
の
ほ
う
も
反
論
を
展
開
し
た
。
欧
陽
漸
の

序
を
有
す
る
劉
定
権
の
「
破
新
唯
識
論
」
と
、

熊
の
反
論
「
破
破
新
唯
識
論
」
は
有
名
で
あ
る

が
、
そ
の
後
も
欧
陽
漸
の
弟
子
呂
澂
と
熊
の
間

で
や
り
取
り
が
続
い
た
（
江
燦
騰
『
中
国
近
代
仏

教
思
想
的
諍
辯
与
発
展
』
台
北
・
南
天
書
局
、
一
九

九
八
、
第
一
五
章
参
照
）。

　

確
か
に
熊
十
力
は
護
法
の
唯
識
説
を
徹
底

的
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
お
り
、
そ
の
中
心
と
な

る
八
識
説
や
識
転
変
説
を
採
用
し
な
い
。
唯
識

説
が
個
別
意
識
の
分
析
か
ら
阿
頼
耶
識
説
に
達

し
、そ
こ
か
ら
識
論
を
展
開
す
る
の
に
対
し
て
、

熊
は
宇
宙
全
体
の
変
転
し
て
留
ま
る
こ
と
の
な

い
運
動
こ
そ
真
実
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
宇
宙

的
な
運
動
と
我
々
の
心
の
合
一
す
る
と
こ
ろ
か

ら
、
新
た
な
心
の
哲
学
を
展
開
し
て
い
る
。
そ

の
点
で
は
、
護
法
唯
識
説
を
完
全
に
離
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
で
は
仏
教
か
ら
離
れ
て
い
る
か
と

言
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
も
言
え
な
い
。
熊
十
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力
研
究
の
第
一
人
者
郭
斉
勇
氏
が
適
切
に
も
指

摘
す
る
よ
う
に
、
天
台
・
華
厳
・
禅
宗
な
ど
の
真

如
説
を
中
心
と
し
た
系
統
の
仏
教
に
近
づ
い
て

い
る
（
郭
斉
勇
『
熊
十
力
思
想
研
究
』、
天
津
人
民

出
版
社
、
一
九
九
三
、
第
四
章
）。
熊
の
思
想
は

一
種
の
真
如
縁
起
説
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
今
日
、
護
法
の
説
は

イ
ン
ド
唯
識
学
派
の
中
で
も
き
わ
め
て
特
殊
で

あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
る
。
そ
も
そ
も

識
転
変
説
自
体
が
世
親
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
識
転
変
と
は
、
も
と
も
と
「
�識
の
流

れ
�に
お
い
て
、
あ
る
瞬
間
の
識
が
直
前
の
瞬

間
と
は
別
の
も
の
と
し
て
発
生
す
る
こ
と
」（
服

部
正
明
・
上
山
春
平
『
認
識
と
超
越
〈
唯
識
〉』、
角

川
文
庫
、
一
九
九
七
、
一
三
七
頁
）
で
あ
り
、
護

法
の
解
釈
は
必
ず
し
も
適
切
と
言
え
な
い
。
熊

が
自
ら
の
思
索
に
基
づ
い
て
護
法
の
唯
識
説
に

疑
問
を
呈
し
た
の
は
、
あ
る
面
で
は
今
日
の
梵

本
に
基
づ
く
文
献
学
的
な
研
究
を
先
取
り
す
る

と
こ
ろ
さ
え
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
る
が
、
本
書
の
説

を
完
全
に
仏
教
の
枠
内
で
解
し
う
る
か
と
い
う

と
、そ
う
は
言
え
な
い
。だ
か
ら
と
言
っ
て
、「
新

儒
家
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
に
騙
さ
れ
て
、
単
純

に
儒
家
に
還
元
す
る
の
も
適
切
で
は
な
い
。
あ

く
ま
で
西
欧
の
衝
撃
を
受
け
止
め
な
が
ら
、
伝

統
思
想
を
も
と
に
し
て
新
た
な
現
代
哲
学
の
体

系
を
構
築
し
て
ゆ
く
作
業
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
の
際
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、

転
変
を
「
翕
」（
収
斂
）
と
「
闢
」（
拡
散
）
の
二

方
向
の
運
動
と
見
、
前
者
か
ら
物
質
、
後
者
か

ら
心
が
展
開
す
る
と
見
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
前

者
か
ら
後
者
へ
の
媒
介
を
な
す
も
の
と
し
て
身

体
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
身
体

を
媒
介
と
し
て
、
我
々
の
心
は
宇
宙
的
な
運
動

と
合
一
す
る
の
で
あ
る
。

　

個
と
全
体
の
運
動
の
合
一
と
い
う
思
想
は
、

西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
純
粋

経
験
論
と
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
る
が
、『
善

の
研
究
』
の
場
合
、
身
体
的
な
要
因
は
十
分

に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
西
田
で
は
個

の
意
識
的
努
力
が
一
気
に
無
意
識
化
し
て
全
体

と
合
一
す
る
と
こ
ろ
に
理
想
が
見
ら
れ
る
が
、

熊
の
場
合
、
修
学
が
重
ん
じ
ら
れ
、
あ
く
ま
で

主
体
の
努
力
を
重
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
の
徹
底
し
た
努
力
と

い
う
発
想
は
日
本
の
近
代
哲
学
で
十
分
に
展
開

さ
れ
な
か
っ
た
弱
点
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
個

の
責
任
が
曖
昧
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

点
の
反
省
の
た
め
に
も
、
今
日
、
熊
十
力
の
哲

学
は
改
め
て
読
み
直
す
べ
き
魅
力
に
満
ち
て
お

り
、
決
し
て
過
去
の
骨
董
品
的
な
遺
物
で
は
な

い
。
本
訳
書
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
熊
十
力

哲
学
再
評
価
の
基
礎
が
よ
う
や
く
築
か
れ
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　

(

東
京
大
学)
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