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※

　

共
同
体
社
会
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
個
」
の
超
出
性
を
文
学
的
に
形
象
化
す

る
手
段
と
し
て
、
仏
教
語
彙
を
有
効
利
用
し
た
露
伴
（『
風
流
仏
』）
だ
が
、

旧
社
会
の
倫
理
・
道
徳
か
ら
自
由
に
な
っ
た
「
個
」
は
、
理
の
当
然
と
し
て
、

他
者
と
繋
が
る
た
め
の
手
立
て
を
今
度
は
自
前
で
、
新
た
に
創
造
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
際
、
仏
教
語
彙
は
、『
風
流
仏
』
の
時
の
よ
う

な
利
便
性
を
発
揮
し
て
は
く
れ
な
か
っ
た
（『
対
髑
髏
』）。『
般
若
心
経
第
二

義
注
』の
第
二
の
ヤ
マ（
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
）、「
六
根
」と
対
峙
す
る「
六

塵
」を
め
ぐ
る
一
節
に
お
い
て
露
伴
は
、煩
悩
の
根
源
で
あ
る「
六
根
」を「
般

若
の
宝
剣
」
で
斬
っ
て
捨
て
よ
、
と
云
い
な
が
ら
、
斬
っ
て
捨
て
た
暁
に
達

す
る
で
あ
ろ
う
「
金
剛
不
壊
の
悲
し
み
」
よ
り
も
、「
金
剛
不
壊
の
恋
」
に

期
待
を
か
け
る
の
で
あ
っ
た
。
俗
世
か
ら
超
出
し
た
「
個
」
の
、
宗
教
的
な

安
心
立
命
で
は
な
く
、「
個
」
と
「
個
」
の
新
た
な
共
存
原
理
の
追
究
こ
そ
が
、

当
時
の
露
伴
の
課
題
で
あ
っ
た
か
ら
、
重
要
な
の
は
「
恋
」
で
あ
っ
て
、「
悲

し
み
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
し
か
し
、
新
た
な
秩
序
構
成
原
理
と
し

て
の
「
恋
」
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て

『
風
流
魔
』『
風
流
悟
』
の
二
作
品
で
検
証
さ
れ
、
否
定
的
結
論
に
至
っ
た
と

思
わ
れ
る
～
こ
の
間
の
分
析
は
、拙
著
『
幸
田
露
伴
論
』（
平
18
・３
）
の
「
第

七
章　
『
封
じ
文
』
と
そ
の
前
後
」
参
照
）。

　

人
と
人
を
繋
ぐ
新
た
な
絆
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
共
同
体
社
会
か

ら
人
が
脱
落
す
る
具
体
的
な
様
態
（
そ
の
必
然
性
、
脱
落
し
た
後
、
彼
が
何

を
真
に
希
求
す
る
か
等
）
を
丁
寧
に
描
い
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
始
め
て
、
そ
の

彼
が
被
る
運
命
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
現
実
的
に
見
す
え
続
け
て
ゆ
く
し
か
な

い
。
そ
の
よ
う
に
見
定
め
た
こ
と
で
、
露
伴
は
よ
う
や
く
自
己
の
文
学
を
現

実
的
・
歴
史
的
な
世
界
に
解
放
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
結
果
、『
辻

浄
瑠
璃
』
と
『
寝
耳
鉄
砲
』、『
い
さ
な
と
り
』、そ
し
て
『
五
重
塔
』
と
い
う
、

露
伴
文
学
最
初
の
頂
点
的
作
品
群
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
過
程
に
お
い
て
も
、仏
教
語
彙
は
な
お
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、

か
つ
て
の
よ
う
に
「
個
」
の
社
会
か
ら
の
脱
落
・
超
出
を
飾
り
立
て
た
り
特

権
化
し
た
り
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
例

え
ば
『
五
重
塔
』
に
お
い
て
、
主
人
公
・
十
兵
衛
の
鬱
屈
し
た
自
我
か
ら
の

解
放
は
、
塔
の
完
成
と
い
う
か
た
ち
で
成
就
し
、
同
時
に
共
同
体
も
新
た
な

社
会
構
成
原
理
を
受
け
入
れ
た
。
こ
の
時
、
作
品
世
界
は
確
か
に
仏
法
の
守

護
神
た
ち
の
跳
梁
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
。
だ
が
、
彼
ら
は
神
仏
を
呪
詛
す

学
人
露
伴
（
三
）
―
仏
教
・
そ
の
二
―

関
　
谷
　
　
博
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る
狂
っ
た
殺
人
集
団
と
し
て
登
場
し
た
の
だ
っ
た
。
自
我
の
解
放
も
、
新
た

な
社
会
秩
序
構
成
原
理
も
、
仏
教
の
教
義
と
は
無
縁
な
仕
方
で
、
共
に
肯
定

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

逆
に
言
え
ば
、
露
伴
文
学
に
お
い
て
仏
教
は
、
新
し
い
社
会
の
た
め
の
秩

序
回
復
と
い
う
課
題
か
ら
、
こ
の
時
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
、
と
見
做
す
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

５　

　
『
辻
浄
瑠
璃
』
か
ら
『
五
重
塔
』
ま
で
の
、連
作
的
長
・
中
篇
群
の
執
筆
中
、

明
治
二
十
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
間
に
、
露
伴
は
大
蔵
経
を
購
入
し
た

と
い
う
。
購
入
に
際
し
て「
国
会
」新
聞
社
社
長
・
村
山
竜
平
か
ら
七
十
円（
ま

た
は
七
十
五
円
）
を
借
り
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
露
伴
の
大
蔵
経

購
入
時
期
は
、「
国
会
」
入
社
（
明
治
二
十
三
年
十
一
月
）
以
前
に
は
遡
ら

な
い
。

　

こ
の
時
に
購
入
さ
れ
た
大
蔵
経
と
は
、
弘
教
書
院
か
ら
出
た
『
大
日
本
校

訂
大
蔵
経
』で
あ
る
。
日
本
で
最
初
に
金
属
活
字
を
用
い
た
漢
訳
大
蔵
経
で
、

活
字
・
書
物
と
も
に
小
型
で
あ
っ
た
の
で『
縮
刷
大
蔵
経
』（
略
し
て『
縮
蔵
』）

と
も
呼
ば
れ
る（
１
）。
明
治
十
四
年
八
月
刊
行
開
始
、
同
十
七
年
十
二
月
本
編
刊

行
終
了
、
翌
十
八
年
十
二
月
『
目
録
』
が
出
さ
れ
、
完
結
し
た
。
弘
教
書
院

で
は
、
こ
の
大
規
模
な
事
業
が
経
済
的
事
情
で
途
絶
す
る
の
を
避
け
る
必
要

か
ら
、
当
時
珍
し
か
っ
た
予
約
出
版
を
計
画
し
、
そ
の
為
は
じ
め
は
反
応
が

芳
し
く
な
か
っ
た
が
、
東
・
西
の
本
願
寺
が
各
々
五
〇
〇
部
（
一
説
に
各
々

一
〇
〇
〇
部
）
を
引
受
け
た
こ
と
を
契
機
に
、
事
業
は
軌
道
に
乗
っ
た
と
い

う
。
一
セ
ッ
ト
の
予
価
は
百
二
十
円
。
露
伴
が
村
山
竜
平
か
ら
用
立
て
て
も

ら
っ
た
と
い
う
七
十
円
（
な
い
し
は
七
十
五
円
）
は
、
古
本
価
格
の
こ
と
な

の
か
、そ
れ
と
も
手
持
ち
の
資
金
に
足
り
な
い
分
を
借
り
た
も
の
な
の
か
は
、

わ
か
ら
な
い
。

　

こ
の
『
縮
蔵
』
と
露
伴
の
付
き
合
い
方
は
、
い
か
に
も
好
ま
し
い
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
当
世
文
反
故
』（
明
25
・
１
）
の
「
其
一
」
に
、「
元
旦
に
は
じ
め
て
摩

訶
僧
祇
律
を
読
み
て
／
若
水
を
む
す
べ
ば
黒
し
爪
の
垢
」
の
語
が
見
え
る
。

小
説
の
一
節
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、『
辻
浄
瑠
璃
』
冒
頭
で
も
、
作
者
露

伴
と
等
身
大
と
思
し
い
語
り
手
の
読
書
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
勘

案
す
れ
ば
、『
当
世
文
反
故
』
の
右
の
一
節
も
、
こ
の
時
期
の
露
伴
の
読
書

傾
向
を
な
に
が
し
か
伝
え
て
い
る
と
見
做
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

も
し
も
こ
の
推
測
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
頃
露
伴
が
初
め
て

読
ん
だ
（
か
も
し
れ
な
い
？
）「
摩
訶
僧
祇
律
」
と
は
、「
十
誦
律
」・「
四
分

律
」・「
五
分
律
」・「
根
本
説
一
切
有
部
律
」
と
並
ぶ
、『
律
蔵
』
の
内
の
ひ

と
つ
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
後
ま
も
な
く
発
表
さ
れ
る
、
書
下
ろ
し
の
単
行

本
『
宝
の
蔵
』（
明
25
・
７
）
全
十
五
話
の
う
ち
の
六
話
が
、
右
の
『
律
蔵
』

か
ら
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
大
蔵
経
を
手
に
入
れ
た
露
伴
は
、『
律
蔵
』
収

蔵
の
諸
律
経
を
一
気
に
読
み
始
め
、
大
い
に
触
発
さ
れ
て
、
そ
し
て
『
宝
の
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蔵
』が
書
か
れ
て
い
っ
た------

。
そ
ん
な
光
景
が
浮
か
ん
で
き
そ
う
で
あ
る
。

『
宝
の
蔵
』
の
「
緒
言
」
か
ら
、当
時
の
露
伴
と
仏
教
の
付
き
合
い
方
を
窺
っ

て
お
こ
う
。

一
、
余
浪み
だ

り
に
経
論
を
読
誦
す
る
の
次つ
い
で、
譬
喩
の
説
因
縁
の
談
、
甘
き
こ
と

　

醍
醐
の
如
く
、
而
し
て
雋せ
ん
み味
津
々
と
し
て
出
で
ゝ
尽
き
ざ
る
も
の
に
遇
ふ

　

と
き
は
、
牢
記
復ま
た

忘
る
ゝ
あ
た
は
ず
、
飯
後
茶
間
に
妹
等
と
談
笑
す
る
に

　

及
ん
で
は
、
機
に
触
れ
興
に
乗
じ
て
、
百
喩
百
縁
の
類
、
胸
臆
に
浮
ぶ
も

　

の
一
則
或
は
二
則
を
と
つ
て
語
る
こ
と
を
免
か
れ
ざ
り
し
が
、------

こ
こ
に
は
、露
伴
の
当
時
の
読
書
生
活
の
一
端
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

求
道
的
と
い
う
よ
り
も
、
開
放
的
で
、
穏
や
か
で
、
読
書
の
喜
び
を
周
囲
の

親
し
い
、
特
に
若
年
の
人
々
と
共
に
分
か
ち
合
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
ぬ
、
と

い
っ
た
類
の
、
充
実
し
た
時
間
で
あ
る
。
露
伴
は
、
自
我
の
探
究
、
或
い
は

社
会
秩
序
形
成
原
理
の
模
索
、
と
い
っ
た
喫
緊
の
主
題
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な

く
経
典
に
臨
ん
で
い
る
。
そ
し
て
広
々
と
し
た
説
話
的
世
界
の
沃
野
を
、
そ

こ
に
見
出
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

人
生
を
苦
と
捉
え
、そ
こ
か
ら
の
脱
却
を
は
か
る
仏
教
（
の
ち
の
露
伴
は
、

端
的
に
仏
教
を
「
捨
の
道
」
と
呼
び
習
わ
し
て
い
る
）
の
こ
と
ば
た
ち
を
、

露
伴
は
、
現
世
脱
却
の
工
夫
と
し
て
読
む
、
と
い
う
よ
り
は
、
苦
な
る
人
生

を
送
る
凡
愚
ら
の
、
生
き
生
き
と
し
た
記
録
と
し
て
読
ん
で
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
若
い
人
に
向
け
て
の
教
訓
を
引
き
出
し
、
彼
等
に

語
り
聞
か
せ
る
こ
と
に
、
彼
は
深
い
満
足
を
感
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

６　

　
『
宝
の
蔵
』
と
同
趣
の
、
や
は
り
少
年
文
学
で
あ
る
『
印
度
の
古
話
』（
明

26
・
６
、７
）
の
前
書
き
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
　

印
度
は
諸
子
が
父
上
母
上
の
頃
に
は
天
竺
と
呼
び
た
る
最
速
く
よ
り
開

　
　

け
進
み
し
国
に
て
、
今
日
よ
り
し
て
評
す
る
も
世
界
の
文
明
の
母
と
も

　
　

云
ふ
べ
き
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
従
つ
て
趣
味
あ
る
古
話
に
も
富
み
た
り
。

印
象
的
な
の
は
、
こ
こ
に
見
え
る
「
文
明
」
が
、
当
時
の
明
治
社
会
の
知
識

階
級
の
間
で
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
、〈
文
明
国
・
半
開
国
・
野
蛮
国
〉
と

い
う
問
題
系
に
お
け
る
〈
文
明
〉
と
は
、ま
っ
た
く
趣
が
違
う
こ
と
で
あ
る
。

　

永
ら
く
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
は
、
華
夷
秩
序
＝
中
華
の
国
が
宗
主
国
と

し
て
世
界
の
中
心
に
君
臨
し
、
そ
の
周
囲
を
取
り
囲
む
藩
属
国
は
、
宗
主
国

に
「
朝
貢
」
す
る
こ
と
で
「
冊
封
」
関
係
を
結
ん
で
自
国
の
支
配
権
を
保
証

す
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
徳
川
政
権
は
、
こ
の
国
際
秩
序

の
中
で
ダ
ン
マ
リ
を
決
め
込
ん
だ
が
、
別
に
異
を
唱
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
一
部
の
知
識
人
の
中
に
、
革
命
の
度
に
王
朝
が
交
代
す
る
中
国
よ
り
も

万
世
一
系
の
天
皇
を
頂
く
日
本
の
方
が
偉
い
、
と
ば
か
り
に
日
本
型
華
夷
秩

序
を
夢
見
る
者
も
い
た
。
が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
中
華
の
文
明
に
対
す
る
羨
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望
と
嫉
妬
の
裏
返
し
に
す
ぎ
ず
、
華
夷
秩
序
に
逆
ら
う
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ

そ
の
原
理
を
模
倣
・
反
復
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
西
欧
由
来
の
近
代
国
家
間
秩
序
は
、
国
家
と
国
家
と
の
対
等
を
前

提
と
す
る
「
万
国
公
法
」
の
世
界
と
い
う
、
ま
っ
た
く
目
新
し
い
原
理
を
東

ア
ジ
ア
に
も
た
ら
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
近
代
国
家
間
秩

序
に
お
い
て
西
欧
諸
国
は
、
非
・
西
欧
諸
国
を
〈
文
明
国
・
半
開
国
・
野
蛮

国
〉
に
分
け
、
自
分
た
ち
西
欧
諸
国
＝
文
明
国
は
、
半
開
国
に
は
不
平
等
条

約
を
押
し
付
け
て
よ
い
、
野
蛮
国
（
た
と
え
現
実
に
共
同
体
を
形
成
し
て
い

て
も
、
そ
れ
が
部
族
集
団
な
い
し
そ
れ
ら
の
寄
せ
集
め
で
、
統
一
さ
れ
た
政

府
を
持
た
な
い
）
な
ら
ば
、
無
主
地
と
見
做
し
、
先
占
に
よ
る
領
域
取
得
の

対
象
と
な
る
、
こ
ん
な
理
屈
を
展
開
し
た
。
こ
の
典
型
的
に
西
欧
中
心
主
義

的
な
「
無
主
地
先
占
」
の
法
理
が
、
欧
米
列
強
に
よ
る
世
界
的
規
模
で
の
植

民
地
獲
得
競
争
を
法
的
に
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
近
代
国
家
間
秩
序
体
制
は
、
国
家
間
が
対
等
で
あ
る
と
い
う
原

則
と
、〈
文
明
国
・
半
開
国
・
野
蛮
国
〉
に
分
類
さ
れ
る
原
則
と
い
う
、
二

段
構
え
の
原
理
に
則
っ
て
回
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
前
者
の

原
則
は
、
日
本
の
知
識
人
の
多
く
に
は
、
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
、な
い
し
は
単
な
る
タ
テ
マ
エ
と
し
て
受
け
流
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
後
者
の
原
則
の
方
は
、
す
ぐ
さ
ま
正
確
に
理
解
さ
れ
、
そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
（
日
本
が
西
欧
か
ら
〈
半
開
国
〉
と
見
做
さ
れ
た
ま
ま
で
は
大

変
だ
！
）
へ
の
対
応
策
を
、
彼
等
は
具
体
的
に
練
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く

華
夷
秩
序
に
慣
れ
、
ま
た
武
家
文
化
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
た
日
本
の
知
識
人

階
級
に
と
っ
て
は
、
国
家
は
元
々
対
等
で
な
い
、
上
下
の
差
別
が
あ
る
の
だ
、

強
い
方
が
上
だ
、
と
す
る
発
想
の
方
が
理
解
し
や
す
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

黒
船
来
航
の
衝
撃
に
対
し
、「
武
威
」
を
も
っ
ぱ
ら
権
力
正
統
性
の
根
拠

に
し
て
い
た
徳
川
政
権
は
、
黒
船
の
脅
威
に
屈
し
た
姿
を
諸
藩
に
見
ら
れ
て

し
ま
っ
た
の
を
機
に
一
挙
に
ガ
タ
ガ
タ
に
な
り
、わ
ず
か
十
数
年（
一
八
五
三

年
の
ペ
リ
ー
来
航
か
ら
大
政
奉
還
に
到
る
一
八
六
七
年
）
で
倒
壊
し
た
。
徳

川
政
権
を
打
倒
し
た
明
治
新
政
府
は
、
当
然
の
よ
う
に
「
こ
れ
か
ら
は
西
洋

文
明
を
範
と
せ
よ
、
文
明
開
化
だ
、
富
国
強
兵
だ
」、
と
社
会
全
体
の
大
変

革
を
開
始
し
た
。

　

今
ま
で
中
華
文
明
を
信
奉
し
て
い
た
自
分
自
身
を
無
知
蒙
昧
で
あ
っ
た
と

公
言
し
て
、
い
と
も
簡
単
に
西
欧
文
明
に
乗
り
換
え
る
。
世
界
の
勢
力
図
を

目
ざ
と
く
理
解
し
て
、
勢
い
の
あ
る
側
の
作
法
を
模
倣
す
る
こ
と
を
躊
躇
わ

な
い
。
～
「
文
明
開
化
」
と
い
い
な
が
ら
、否
、「
文
明
開
化
」
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン（
２
）の
存
在
そ
の
も
の
が
、
日
本
と
い
う
国
は
文
明
と
い
う
も
の
の
価
値
に

そ
う
重
き
を
置
い
て
い
な
い
社
会
で
あ
る
、と
い
う
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
の
風
潮
の
中
の〈
文
明
〉と
、『
印
度
の
古
話
』に
い
う「
文

明
」
の
違
い
は
歴
然
で
あ
る
。
世
界
は
、
強
者
と
弱
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
不
平
等
原
理
に
貫
か
れ
、
そ
こ
で
は
西
欧
文
明
と
い
う
チ
ケ
ッ
ト
を
手
に

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヨ
リ
優
位
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
だ
か
ら
、

早
く
チ
ケ
ッ
ト
を
手
に
入
れ
よ
う
。
～
要
す
る
に
「
文
明
開
化
」
の
〈
文
明
〉

と
は
、弱
い
国
が
強
い
国
に
成
り
上
が
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
『
印
度
の
古
話
』
で
、
印
度
の
こ
と
を
「
趣
味
あ
る
古
話
」
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に
富
む
「
世
界
の
文
明
の
母
と
も
云
ふ
べ
き
と
こ
ろ
」、
と
露
伴
が
い
う
時

の
「
文
明
」
と
は
、
―
『
印
度
の
古
話
』
の
五
年
後
に
書
か
れ
た
大
作
『
文

明
の
庫
』（
明
31
・
１
―
９
）
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
―
そ
れ
は
、「
人
間
の

幸
福
」
を
も
た
ら
す
工
夫
の
総
体
を
指
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
集
め
ら

れ
た
古
話
は
「
趣
味
あ
る
古
話
」
な
の
で
あ
り
、
是
非
と
も
若
い
人
々
に
語

り
伝
え
た
い
古
物
語
と
観
念
さ
れ
る
の
で
あ
る
（『
文
明
の
庫
』
に
は
、〈
文

明
―
未
開
〉
の
語
も
見
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
内
実
は
「
人
の
世
の
幸
福

多
く
し
て
厚
き
世
を
文
明
の
世
と
い
ひ
、
幸
福
乏
し
く
し
て
薄
き
世
を
未
開

の
世
と
い
ふ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
強
い
か
、
弱
い
か
、
戦
い
に
勝
て
る

か
、
負
け
る
か
、
と
は
関
係
が
な
い
）。

　

露
伴
に
よ
れ
ば
、「
文
明
史
は
即
ち
幸
福
の
歴
史
」
で
あ
る
。
こ
れ
と
正

反
対
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
戦
史
」
で
あ
っ
た
。「
戦
史
」
に

つ
い
て
、『
文
明
の
庫
』
で
は
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。「
戦
史
」
に
登
場
す
る

人
の
多
く
は
、「
火
を
放
ち
、城
を
屠
り
、人
を
殺
し
、地
を
掠
め
た
り
し
人
々
」

で
あ
る
。
今
の
人
に
対
し
て「
い
た
づ
ら
に
人
の
眼
を
惹
く
墳
墓
を
遺
せ
る
」

に
す
ぎ
な
い
の
が
、
彼
等
の
せ
い
ぜ
い
の
功
績
だ
。「
戦
史
の
上
に
は
今
も

我
等
に
影
響
を
与
へ
ざ
る
人
多
し
」、
と
。「
武
威
」
を
貴
ぶ
日
本
社
会
の
伝

統
に
対
す
る
知
的
挑
戦
、
の
よ
う
に
も
読
め
る
。

　
　
　
　
　

７

　

露
伴
文
学
と
仏
教
の
関
係
を
、『
五
重
塔
』
以
後
に
絞
っ
て
考
え
た
時
、

今
見
た
よ
う
に
、『
宝
の
蔵
』、『
印
度
の
古
話
』、『
文
明
の
庫
』
と
い
っ
た
、

露
伴
の
少
年
文
学
が
お
の
ず
と
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
以
前
、『
幸
田
露
伴
の
非
戦
思
想
』（
平
23
・
２
）
を
上
梓
し
た
が
、

そ
の
際
Ｂ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論（
３
）を
下
敷
き
に
し
つ
つ
、

彼
の
少
年
文
学
を
露
伴
の
〈
国
民
〉
創
造
の
試
み
と
し
て
捉
え
た
。

　

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
新
し
い
共
同
体
は
、
次
の
三
つ
の

仕
方
で
想
像
さ
れ
る
と
い
う
。

　

一
、「
限
ら
れ
た
も
の
」
―
国
境
に
よ
っ
て
他
国
民
か
ら
隔
て
ら
れ
た
も

　
　

の
と
し
て
。

　

二
、「
主
権
的
な
も
の
」
―
国
際
的
に
対
等
か
つ
自
由
な
存
在
と
し
て
。

　

三
、「
一
つ
の
共
同
体
」
―
水
平
的
な
深
い
同
士
愛
で
結
ば
れ
た
も
の
と

　
　

し
て
。

周
知
の
よ
う
に
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
は
主
に
南
米
に
お
け

る
、
植
民
地
人
民
の
宗
主
国
に
対
す
る
独
立
運
動
に
着
目
し
て
構
築
さ
れ
て

い
る
か
ら
、右
の
、一
お
よ
び
二
の
契
機
、す
な
わ
ち
対
外
関
係
が
重
視
さ
れ
、

そ
れ
と
の
関
連
で
三
、
国
内
の
人
民
の
関
係
性
（
例
え
ば
、
宗
主
国
人
の
血

を
享
け
な
が
ら
植
民
地
生
れ
ゆ
え
に
下
級
官
吏
に
一
生
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
支
配
者
側
知
識
人
と
、
共
通
言
語
も
持
た
な
い
被
支
配
者
側
の
諸
部

族
民
と
が
、
宗
主
国
の
言
語
を
通
じ
て
―
こ
こ
に
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
「
出

版
語
」
を
重
要
視
す
る
理
由
が
あ
る
―
共
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
目
覚
め
て

ゆ
く
過
程
）
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

筆
者
は
右
の
う
ち
、
ま
ず
三
の
「
一
つ
の
共
同
体
」
の
想
像
、
す
な
わ
ち
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水
平
的
同
士
愛
性
の
観
点
か
ら
、
露
伴
の
『
鉄
之
鍛
』（
明
23
・
１
）
と
『
二

宮
尊
徳
翁
』（
明
24
・
10
）
を
取
り
上
げ
、
次
い
で
一
の
「
限
ら
れ
た
も
の
」

（
国
境
性
）
お
よ
び
二
の
「
主
権
的
な
も
の
」（
国
家
間
の
対
等
性
）
の
想
像

と
い
う
観
点
と
緩
や
か
に
関
わ
ら
せ
つ
つ
（
日
清
戦
争
前
夜
と
い
う
状
況
を

踏
ま
え
）、『
問
ふ
こ
と
の
価
値
』『
憤
る
こ
と
の
価
値
』（
明
26
・
２
）、
そ

し
て
『
真
西
遊
記
』（
明
26
・３
）『
宝
の
蔵
』
を
論
じ
た
。
た
だ
そ
の
時
は
、

そ
れ
ら
作
品
の
思
想
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
た
儒
教
や
仏
教
の
役
割

に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意
し
な
か
っ
た
。
本
稿
は
以
下
で
、
そ
の
欠
落

を
い
さ
さ
か
補
お
う
と
思
う
。

　
『
鉄
之
鍛
』『
二
宮
尊
徳
翁
』、
す
な
わ
ち
「
一
つ
の
共
同
体
」
想
像
の
試

み
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
、
儒
教
で
あ

る
。

　

病
気
の
父
親
の
た
め
に「
乞
食
」に
な
る
こ
と
ま
で
思
い
詰
め
た『
鉄
之
鍛
』

の
主
人
公
・
鉄
造
少
年
は
、
学
友
に
見
咎
め
ら
れ
た
こ
と
で
一
念
発
起
し
、

「
労は
た
ら働
か
う
よ
労
働
か
う
よ
」
と
叫
び
つ
つ
街
頭
を
さ
ま
よ
う
。
そ
の
声
を

聞
き
つ
け
た
「
学
者
」
が
事
情
を
知
り
、「
今
の
歳
に
て
汝
の
労
働
べ
き
事

は
学
問
な
り
」
と
教
え
、『
報
徳
記
』
に
金
を
添
え
て
鉄
造
に
手
渡
す
。
こ

の
『
鉄
之
鍛
』
の
終
り
は
「
鉄
造
涙
に
咽
び
て
家
に
帰
り
け
る
が
其
年
快
く

暮
れ
て
初
日
の
出
麗
は
し
く
、
今
年
十
三
天
晴
一
匹
の
男
の
列
に
入
り
け
る

め
で
た
し
め
で
た
し
。」
と
結
ば
れ
る
。

　
〝
た
ま
た
ま
そ
こ
の
居
合
わ
せ
た
だ
け
の
お
前
！

　
　

私
の
〈
声
〉
を
聞
い
て
く
れ
！

　
　

貧
し
い
私
に
仕
事
を
与
え
よ
、

　
　

私
と
病
の
父
を
、
共
に
救
え
！
〟

こ
の
よ
う
な
類
の
訴
え
を
内
包
し
た
〈
声
〉
を
聴
き
届
け
る
こ
と
が
で
き
る

者
こ
そ
が
、
新
た
な
共
同
体
の
民
＝
「
国
民
」
で
あ
る
、
と
露
伴
は
主
張
し

て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
範
を
示
す
の
が
、
谷
中
に
住
む
「
学
者
」
と
、
彼

に
『
報
徳
記
』
を
手
渡
さ
れ
て
立
派
に
自
立
す
る
鉄
造
少
年
の
麗
し
い
関
係

だ
っ
た
。

　

こ
の
谷
中
に
住
む
「
学
者
」
は
、
中
村
正
直
が
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
の
ひ
と
つ
が
、鉄
造
に
手
渡
さ
れ
た『
報
徳
記
』が
、

後
に
（『
露
伴
叢
書
』［
明
35
・
６
］
に
収
録
さ
れ
た
時
）、『
自
助
論
』
に
差

し
替
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。『
自
助
論
』
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ス
マ

イ
ル
ズ
著
『
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
』
を
中
村
正
直
が
翻
訳
し
た
『
西
国
立
志
編
』

の
別
称
。
ま
た
『
報
徳
記
』
は
、
二
宮
尊
徳
の
言
行
を
弟
子
の
富
田
高
慶
が

師
の
没
後
に
ま
と
め
た
書
で
、
一
般
向
け
に
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
明

治
十
八
年
で
あ
る
。

　

初
出
『
鉄
之
鍛
』
に
『
報
徳
記
』
の
名
を
出
し
た
の
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど

知
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
二
宮
尊
徳
の
言
行
を
世
に
広
め
た
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
露
伴
は
、
そ
の
翌
年
み
ず
か
ら
『
二
宮
尊
徳
翁
』
を
書
い
て

顕
彰
に
努
め
、
か
つ
『
鉄
之
鍛
』
と
『
二
宮
尊
徳
翁
』
の
二
著
を
共
に
『
露

伴
叢
書
』
に
収
め
た
か
ら
、
そ
の
時
点
（
明
35
）
で
、
わ
ざ
わ
ざ
『
鉄
之
鍛
』

文
中
に
『
報
徳
記
』
の
宣
伝
文
を
挿
入
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、



27

鉄
造
少
年
が
手
渡
さ
れ
た
書
を
、『
報
徳
記
』
か
ら
『
自
助
論
』
に
差
し
替

え
る
こ
と
で
、
谷
中
の
「
学
者
」
像
を
中
村
正
直
の
そ
れ
に
ヨ
リ
近
づ
け
た

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、こ
の
改
稿
に
よ
っ
て
露
伴
の
描
い
た「
国
民
」の
姿
に
、

何
か
新
た
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
わ
け
で
は
な
い
。
露
伴

に
と
っ
て
『
報
徳
記
』
と
『
自
助
論
』
は
、
共
に
個
人
の
自
立
心
の
尊
さ
を

説
く
書
物
で
あ
る
。

　
『
報
徳
記
』
で
、
二
宮
金
次
郎
少
年
は
、
薪
採
り
の
行
き
帰
り
に
「
大
学
」

の
書
を
声
高
に
「
誦
読
す
る
が
故
に
人
々
怪
み
狂
児
を
以
て
之
を
目
す
る
も

の
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
『
鉄
之
鍛
』
で
「
労
働
か
う
よ
労
働

か
う
よ
」
と
叫
び
ま
わ
る
鉄
造
が
「
あ
の
襤
褸
着
た
る
小
僧
は
発
狂
な
る
べ

し
」
と
評
さ
れ
て
い
た
シ
ー
ン
と
重
な
り
合
う
。
そ
の
鉄
造
に
、
儒
者
・
中

村
正
直
を
モ
デ
ル
と
す
る
谷
中
の
「
学
者
」
が
救
い
の
手
を
伸
ば
す
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
露
伴
が
思
い
描
い
て
い
る
、
理
想
の
国
民
像
は
、
世
間

の
常
識
に
囚
わ
れ
ず
に
自
ら
信
ず
る
行
為
を
な
す
勇
気
を
持
つ
少
年
、
と
い

う
か
た
ち
に
具
現
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
信
ず
る
と

こ
ろ
の
核
心
に
、「
大
学
」、
あ
る
い
は
中
村
正
直
の
影
、
つ
ま
り
儒
教
的
な

教
え
・
導
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
教
条

的
に
信
奉
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。『
二
宮
尊
徳
翁
』
末
尾
で
、

尊
徳
を
讃
え
て
「
先
生
は
博
学
多
才
の
人
に
あ
ら
ず
」「
聞
く
こ
と
少
き
も

思
ふ
こ
と
多
く
思
ふ
こ
と
少
き
も
修
め
ら
れ
し
こ
と
多
く
修
め
ら
れ
し
こ
と

多
か
り
し
が
故
に
得
ら
れ
し
こ
と
極
め
て
多
く
、
遂
に
万
人
を
動
か
す
の
人

と
な
ら
れ
し
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
、
個
人
と
共
同
体
を
め
ぐ
る
新

た
な
倫
理
の
構
築
に
お
い
て
、
そ
の
骨
格
を
儒
教
的
徳
目
に
据
え
つ
つ
も
、

そ
れ
を
知
識
的
・
教
条
的
に
で
は
な
く
、
各
々
の
工
夫
努
力
で
実
践
的
に
応

用
せ
よ
、
と
露
伴
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
先
に
参
照
し
た
末
木
文
美
士
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
儒
教

は
前
近
代
の
封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
の
連
続
性
が
あ
ま
り
に
強
い
」。
否
、

そ
れ
以
上
に
、
儒
教
は
水
戸
学
的
ゆ
が
み
を
経
由
し
つ
つ
、
明
治
の
天
皇
主

義
体
制
を
形
作
る
上
で
大
い
に
思
想
的
素
材
を
提
供
し
た
点
で
、
あ
ま
り
に

近
代
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
の
連
続
性
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
露
伴
が
模

索
し
た
新
た
な「
国
民
」想
像
の
試
み
は
、明
治
政
府
の
教
育
勅
語
的「
臣
民
」

創
造
の
実
践
と
、
近
似
し
、
混
じ
り
合
う
危
険
に
常
に
さ
ら
さ
れ
た
。
そ
の

典
型
的
な
例
が
、「
負
薪
読
書
の
金
次
郎
」
像
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ

る
。
薪
の
象
徴
す
る
村
落
共
同
体
と
、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
書
物
片
手
に
刻

苦
勉
励
・
立
身
出
世
に
励
む
姿
に
よ
っ
て
具
現
化
し
て
み
せ
た
金
次
郎
少
年
・

「
負
薪
読
書
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
国
定
修
身
教
科
書
で
常
連
的
に
採
用
さ

れ
、
昭
和
期
に
は
そ
れ
が
銅
像
、
石
像
と
し
て
、
全
国
の
小
学
校
校
舎
に
奉

安
殿
と
向
い
合
う
位
置
に
建
て
ら
れ
た
。
最
も
著
名
な
教
育
勅
語
的
イ
コ
ン

と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
露
伴
の
『
二
宮
尊
徳
翁
』
中
に
挟
ま
れ
た
挿

絵
と
ど
う
や
ら
無
関
係
で
な
い
の
だ
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
詳
細
な
説
明
は

拙
著（
４
）に
譲
る
が
、
儒
教
を
根
底
に
据
え
た
露
伴
の
「
国
民
」
想
像
は
、
こ
う

し
た
困
難
、
い
わ
ゆ
る
不
自
由
さ
と
常
に
隣
り
あ
わ
せ
だ
っ
た
、
と
い
う
事

情
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
『
問
ふ
こ
と
の
価
値
』
と
並
ぶ
少
年
向
け
評
論
『
憤
る
こ
と
の
価
値
』
は
、
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こ
の
不
自
由
さ
が
極
限
近
く
に
ま
で
達
し
た
作
品
で
あ
る
。

　
『
問
ふ
こ
と
の
価
値
』
で
、
頭
を
垂
れ
て
「
他
に
問
ふ
」
こ
と
が
「
人
の

価
値
」
だ
、
と
「
明
治
天
皇
の
臣
民
」
に
対
し
て
説
い
た
後
、
続
く
『
憤
る

こ
と
の
価
値
』
で
、露
伴
は
、「
大
丈
夫
」
た
る
者
は
然
る
べ
き
時
に
「
憤
り
」

を
発
す
べ
し
、
と
主
張
す
る
。

　

そ
の
主
張
は
、
次
の
よ
う
な
理
路
に
従
っ
て
い
る
。

１　

人
間
は
「
相
愛
し
、
相
済た
す

く
る
」
存
在
で
あ
る
。

　
（
ａ
）「
相
愛
」
す
な
わ
ち
互
い
に
愛
し
合
う
こ
と
を
「
仁
」
と
い
う
（「
朱

　
　

子
の
云
へ
る
愛
の
理
心
の
徳
な
る
語
は
、
ま
さ
に
此
仁
の
妙
處
を
説
破

　
　

せ
る
も
の
」）。

　
（
ｂ
）「
相
済
」
す
な
わ
ち
互
い
に
助
け
合
う
こ
と
を
「
義
」
と
い
う
（「
葉

　
　

氏
の
義
と
は
当
然
の
理
、
利
と
は
義
の
和
な
り
と
い
へ
る
語
は
ま
さ
に

　
　

此
義
の
要
所
を
説
破
せ
る
も
の
」）。

２　
「
此
仁
あ
り
此
義
あ
り
て
」、
人
類
は
今
日
の
文
明
の
世
と
な
っ
た
。
文

　
　

明
を
支
え
、進
め
て
ゆ
く
営
み
に
、た
と
え
僅
か
で
も
携
わ
る
事
が
「
人

　
　

に
し
て
人
た
る
」
あ
り
方
で
あ
る
。

３　

ゆ
え
に
逆
に
「
人
に
し
て
人
た
る
能
は
ざ
ら
ん
」
あ
り
方
と
は
、
文
明

　
　

の
破
壊
に
関
与
、
或
い
は
黙
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
～
文
明
破
壊
の
最

　
　

た
る
も
の
が
、
戦
争
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

４　
「
人
に
し
て
人
た
る
能
は
ざ
ら
ん
」
こ
と
は
人
間
と
し
て
「
恥
辱
」
で

　
　

あ
る
。
こ
の
「
恥
辱
」
に
際
し
て
「
大
丈
夫
」
は
、
真
に
「
憤
り
」
を

　
　

発
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
論
文
は
こ
う
締
め
括
ら
れ
る
。

　
　

我
等
は
既
に
愛
せ
ら
れ
た
り
、
我
等
は
既
に
愛
し
た
り
し
乎
、
我
等
は

　
　

既
に
済
け
ら
れ
た
り
、
我
等
は
既
に
済
け
た
り
し
乎
。
我
等
が
四
囲
を

　
　

周
視
す
る
に
、我
等
は
実
に
六
千
年
来
の
人
類
に
愛
せ
ら
れ
済
け
ら
れ
、

　
　

ま
た
今
日
共
棲
の
人
類
に
愛
せ
ら
れ
済
け
ら
れ
、
以
て
幸
福
に
生
活
し

　
　

居
る
に
あ
ら
ず
や
。
而
し
て
我
等
何
千
年
の
来
者
に
対
し
て
愛
を
垂
れ

　
　

し
か
済
け
を
な
せ
し
乎
、
ま
た
今
日
共
棲
の
人
類
を
能
く
愛
し
済
け
し

　
　

乎
、
若
し
然
ら
ず
ん
ば
我
等
ま
さ
に
人
に
し
て
人
た
ら
ざ
ら
ん
と
す
。

　
　

是
我
等
が
大
恥
辱
な
り
、
須
臾
も
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
の
大
恥
辱
な
り
。

　
　

こ
れ
を
し
も
憤
ら
ず
ん
ば
何
を
か
憤
ら
む
。

「
我
等
」
が
日
本
人
を
指
す
と
す
れ
ば
、
日
本
の
「
四
囲
」
を
ぐ
る
り
と
眺

め
て
発
見
す
る
「
六
千
年
来
の
人
類
」
と
は
、
朝
鮮
人
と
中
国
人
以
外
に
は

い
な
い
。
つ
ま
り
右
の
一
節
は
、「
日
本
人
は
、
朝
鮮
中
国
の
人
々
に
、
愛

さ
れ
、
済
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
愛
し
て
き
た
か
？
済
け
て
き
た
か
？

―
も
し
、
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
は
日
本
の
「
大
恥
辱
」
で
あ
り
、
大

丈
夫
な
ら
絶
対
に
憤
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ぞ
！
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
翌
年
始
ま
る
日
清
戦
争
を
、
日
本
の
大
恥
辱
と
見
做
す
で
あ

ろ
う
論
理
で
あ
る
。「
朱
子
」（
一
一
三
〇
―
一
二
〇
〇
）、「
葉
氏
（
＝
葉
適
）」

（
一
一
五
〇
―
一
二
二
三
）は
共
に
南
宋
の
学
者
で
あ
る
か
ら
、露
伴
は
漢
学
、

特
に
宋
学
的
立
場
（
葉
適
は
朱
子
か
ら
「
功
利
の
学
」
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
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れ
た
永
嘉
学
派
の
一
人
）
か
ら
、近
代
日
本
最
初
の
本
格
的
な
対
外
戦
争
を
、

そ
れ
が
始
ま
る
直
前
に
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
「
仁
義
」
に
基
づ
く
論
理
展
開
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
仁
義
」

を
「
愛
し
合
い
、
済
け
合
う
」
行
為
と
言
い
換
え
、『
文
明
の
庫
』
と
同
様

な
文
明
観
と
繋
げ
て
ゆ
く
右
の
論
法
は
、「
君
君
た
ら
ず
と
も
臣
臣
た
ら
ざ

る
べ
か
ら
ず
」
式
の
「
忠
義
」、「
大
義
名
分
」、「
国
体
護
持
」、
と
い
っ
た

水
戸
学
化
さ
れ
た
儒
学
イ
メ
ー
ジ
に
ど
っ
ぷ
り
浸
っ
た
日
本
の
読
者
に
は
、

い
ま
ひ
と
つ
頭
に
入
り
に
く
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
過
去
に
中
華
文
明
の
恩
恵

に
浴
し
て
き
た
（
愛
さ
れ
、
済
け
ら
れ
て
き
た
）
の
だ
か
ら
、
今
度
は
そ
の

恩
返
し
を
す
べ
き
だ
ろ
う
、
と
い
う
『
憤
る
こ
と
の
価
値
』
の
論
理
的
筋
立

て
は
、
華
夷
秩
序
原
理
の
影
響
圏
を
脱
し
得
て
い
る
、
と
も
ち
ょ
っ
と
言
い

難
い
。

　

要
す
る
に
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
新
し
い
共
同
体
の
想
像
の
試
み
に
お
い

て
、
儒
教
語
彙
は
露
伴
に
と
っ
て
こ
の
上
な
く
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
揺
る

が
な
い
。
だ
が
、
明
治
政
府
の
施
策
と
の
差
異
化
が
難
し
く
、
特
に
対
外
関

係
を
論
ず
る
時
に
は
、
あ
ま
り
使
い
勝
手
の
よ
い
ア
イ
テ
ム
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

８

　

一
方
、
仏
教
語
彙
は
、
元
来
が
強
く
出
世
間
的
で
あ
る
か
ら
、
共
同
体
社

会
か
ら
の
個
の
析
出
と
い
う
課
題
に
は
う
ま
く
適
合
し
た
が
、
新
た
な
社
会

秩
序
形
成
と
い
う
課
題
に
は
向
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
の

う
ち
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
い
う
「
主
権
的
な
も
の
」
―
国
際
的
な
対
等
性
と

自
由
、
と
い
う
課
題
の
追
究
に
は
、
こ
れ
ま
た
大
い
に
適
合
的
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　
『
真
西
遊
記
』
は
そ
の
「
発
端
」
で
、「
荒
唐
無
稽
の
小
説
の
西
遊
記
」
で

は
な
く
、
玄
奘
三
蔵
の
よ
う
な
偉
大
な
人
物
の
事
績
を
記
し
た
書
を
読
む
こ

と
に
よ
っ
て
、「
我
が
国
の
た
め
我
が
皇
の
た
め
我
が
父
母
の
た
め
我
が
兄

弟
の
た
め
姉
妹
の
た
め
乃
至
世
界
の
人
の
た
め
」
に
尽
く
す
人
生
を
送
っ
て

欲
し
い
、
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
書

か
れ
て
い
る
。
玄
奘
三
蔵
の
事
績
が
割
合
知
ら
れ
て
い
な
い
の
は
「
皆
釈
氏

の
道
に
属
せ
る
た
め
、
公
平
な
ら
ざ
る
支
那
の
歴
史
家
等
の
毫
も
称
揚
せ
ざ

り
し
」
ゆ
え
で
あ
る
。「
教
義
を
論
ず
る
」
な
ら
、
仏
教
を
廃
し
、
儒
教
を

浅
薄
と
い
い
、
キ
リ
ス
ト
教
を
馬
鹿
々
々
し
い
と
評
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。

し
か
し
「
人
を
論
ず
る
に
当
り
て
直
ち
に
其
人
の
信
ず
る
と
こ
ろ
の
道
に
よ

り
て
取
捨
せ
ん
と
な
し
、
又
或
は
其
事
実
を
も
斥
け
ん
と
す
る
は
実
に
誤
れ

り
」。
人
を
見
る
に
は
、
宗
教
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
国
籍
に
囚
わ
れ
て
は
い

け
な
い
、
云
々
と
。

　

露
伴
が
作
品
の
冒
頭
で
、
こ
れ
だ
け
力
説
・
弁
護
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の

は
、
事
績
を
顕
彰
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
や
は
り
仏
教
者
の
功
業
だ
か
ら
で

あ
る
。「
出
家
者
は
、
兄
弟
、
家
族
を
捨
て
、
王
権
を
捨
て
、
国
家
を
捨
て
て
、

仏
の
道
に
入
っ
た
者
の
は
ず
で
は
な
い
か
？
」
～
こ
の
疑
問
を
あ
ら
か
じ
め

想
定
し
、
そ
の
上
で
彼
は
、「
否
、
教
義
で
は
な
く
、
人
の
事
績
そ
の
も
の
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を
見
よ
、そ
こ
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
を
学
べ
」、と
述
べ
る
。
露
伴
は
こ
の
時
、

要
す
る
に
、
特
定
の
社
会
や
国
家
と
の
関
わ
り
で
、
見
る
、
評
価
す
る
、
批

判
す
る
こ
と
を
一
旦
停
止
し
て
、
人
物
の
言
動
そ
の
も
の
を
見
よ
、
い
わ
ば

人
類
と
世
界
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
人
の
言
動
を
考
え
よ
、
と
主
張
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
家
と
国
家
の
関
係
を
考
え
る
時
、
重
要
な
態

度
だ
ろ
う
。
自
分
の
属
す
る
国
家
・
共
同
体
の
利
害
か
ら
一
旦
離
脱
し
て
、

自
由
に
な
っ
た
時
に
、
は
じ
め
て
国
家
と
国
家
の
理
想
的
な
関
係
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
？
と
い
う
問
題
が
考
察
の
対
象
に
な
り
う
る
は
ず
だ

か
ら
で
あ
る
。

　
「
我
が
国
の
た
め
我
が
皇
の
た
め
我
が
父
母
の
た
め
我
が
兄
弟
の
た
め
姉

妹
の
た
め
乃
至
世
界
の
人
の
た
め
」
に
尽
く
す
人
生
を
送
っ
て
欲
し
い
。
そ

の
た
め
に
は
、
ま
ず
「
世
界
の
人
の
た
め
」
と
い
う
視
点
を
獲
得
し
、
そ
の

視
野
の
下
で
、
国
家
間
問
題
を
考
え
、
そ
れ
か
ら
特
定
の
国
家
や
、
王
権
や
、

地
域
共
同
体
や
、
親
・
兄
弟
・
姉
妹
の
た
め
に
な
る
こ
と
に
、
思
い
を
致
せ
。

「
主
権
的
な
も
の
」
―
国
際
的
な
対
等
性
と
自
由
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
理
路
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
な
の
で
あ

り
、
そ
の
時
、
仏
教
語
彙
、
仏
教
説
話
は
適
切
な
素
材
の
多
く
を
露
伴
に
提

供
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

露
伴
の
仏
教
説
話
を
利
用
す
る
態
度
に
お
い
て
、
教
義
的
な
も
の
と
の
距

離
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か
を
考
え
る
例
と
し
て
、『
宝
の
蔵
』
の
「
第
三　

毒
箭
に
当
り
た
る
愚
人
の
話
」
を
見
よ
う
。
流
れ
矢
に
当
っ
た
男
が
、
自
分

の
体
の
療
治
よ
り
も
、
毒
矢
の
形
状
や
ら
、
誰
が
射
た
の
か
、
や
ら
を
気
に

し
て
い
る
う
ち
に
、
毒
が
ま
わ
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

「
よ
み
じ
ま
ひ
」
で
は
、「
彼
の
物
語
で
は
、
直
に
為
す
べ
き
こ
と
を
な
さ
で

無
益
の
想
像
に
耽
け
る
こ
と
の
愚
な
る
こ
と
を
示
し
た
る
な
ら
ん
」
と
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
拙
著
で
筆
者
は
、矢
を
放
っ
た
人
物
の
悪
意
を
想
定
し
て
、

戦
争
は
ど
の
よ
う
に
起
こ
る
か
、
と
い
う
世
俗
問
題
に
及
ん
だ
。
い
わ
ば
、

説
話
の
中
の
男
以
上
の
愚
人
ぶ
り
を
筆
者
は
発
揮
し
た
わ
け
だ
。

　

こ
の
原
話
は
、
中
阿
含
経
・
巻
六
十
、
漢
訳
名
「
箭
喩
経
」
で
あ
る
。
尊

者
鬘
童
子
（
尊
者
マ
ー
ル
ン
キ
ヤ
の
子
）
が
、
十
種
の
形
而
上
学
的
問
題
に

関
し
て
、
釈
尊
が
明
確
な
解
答
を
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
還
俗
す
る
と
申
し
出

た
の
に
対
し
、
釈
尊
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
無
記
を
貫
い
た
。
い
わ
ゆ
る
十
無

記
（
北
伝
仏
教
で
は
十
四
無
記
）
と
し
て
有
名
で
、
教
義
的
に
は
思
弁
と
実

践
を
め
ぐ
る
仏
教
の
立
場
を
示
す
重
要
な
経
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
宝
の
蔵
』

で
は
、
み
ご
と
に
世
俗
的
教
訓
と
し
て
（
の
み
）
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
教
義
と
し
て
の
仏
教
で
は
な
く
、
人
の
な
り
わ
い

に
役
に
立
つ
教
え
、
と
し
て
仏
教
説
話
は
読
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
宝
の
蔵
』
は
全
十
五
話
中
、
律
経
か
ら
六
話

が
取
ら
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
律
経
に
多
く
含
ま
れ
る
、
仏
伝
、
本
生
譚

（
ジ
ャ
ー
タ
カ
）、
過
去
世
物
語
（
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
）
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
。

律
経
以
外
の
『
仏
本
行
集
経
』、『
六
度
集
経
』、『
生
経
』
か
ら
も
、
同
様
の

基
準
で
選
択
さ
れ
て
い
る
（「
第
九　

梟
と
烏
と
の
話
」
は
『
雑
宝
蔵
経
』

巻
八
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
が
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

［SAT
］
の
検
索
で
は
巻
十
に
同
話
が
見
え
る
）。
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教
義
と
し
て
の
仏
教
で
は
な
く
、
人
の
な
り
わ
い
に
役
に
立
つ
教
え
、
と

し
て
「
仏
教
説
話
」
は
読
ま
れ
て
い
る
、
と
述
べ
た
。
そ
の
た
め
、
私
は
拙

著
『
幸
田
露
伴
の
非
戦
思
想
』
を
書
く
に
当
っ
て
、「
仏
教
説
話
」
と
い
っ

て
も
、「
説
話
」
で
あ
る
こ
と
の
方
が
重
要
な
だ
け
で
、「
仏
教
」
の
方
に
つ

い
て
は
実
は
大
し
た
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
態
度
が
原
因
と

な
っ
て
、
私
は
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
『
露
伴
夜
話
』（
明
30
・
４
―
６
）
に
つ
い
て
、

　
　
『
宝
の
蔵
』
同
様
の
仏
説
に
基
づ
く
作
品
に
み
せ
か
け
て
、
実
は
典
拠

　
　

と
さ
れ
た
仏
典
皆
、
露
伴
が
捏
ち
上
げ
た
ニ
セ
モ
ノ
で
あ
る
。『
宝
の

　
　

蔵
』
と
い
う
自
作
の
パ
ロ
デ
ィ
、
一
種
の
お
遊
び
と
い
っ
て
よ
い
。

（
47
頁
）

調
査
不
足
に
基
づ
く
、
と
ん
で
も
な
い
妄
言
で
あ
っ
た
。『
露
伴
夜
話
』
全

三
話
、
す
な
わ
ち
「
第
一　

お
ろ
か
な
る
烏
」（「
仏
説
雑
讃
経
」）、「
第
二

　

あ
や
し
き
国
の
使
い
」（「
仏
説
腹
使
経
」）、「
第
三　

我
が
物
鳥
」（「
仏

説
是
我
所
経
」）
の
、（　

）
内
に
記
さ
れ
た
経
名
は
い
ず
れ
も
『
生
経
』
五

巻
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
巻
五
の
第
四
十
九
、
巻
三
の
第
二
十
八
、
巻
一
の
第

五
が
、
そ
れ
で
あ
っ
た
。

　
「
一
日
無
事
」（
明
25
・
３
）
の
中
で
、
帯
上
げ
を
買
っ
て
と
い
う
妹
の
お

ね
だ
り
を
封
じ
る
た
め
に
、
露
伴
が
「
禁
一
切
請
求
経
」
と
い
う
も
の
が
あ

る
、と
出
ま
か
せ
を
言
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
ひ
っ
ぱ
ら
れ
、ま
た『
露
伴
夜
話
』

が
仏
説
再
話
形
式
の
少
年
文
学
の
ほ
ぼ
最
後
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
つ
い

口
走
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
露
伴
は
経
典
で
軽
々
し
い
冗
談
を
い
う
人

で
は
な
か
っ
た
。
猛
省
。
訂
正
し
ま
す
。

　

仏
説
再
話
形
式
の
少
年
文
学
は
『
露
伴
夜
話
』
が
お
お
よ
そ
最
後
だ
が
、

婦
人
向
け
雑
誌
に
は
そ
の
後
も
同
趣
の
作
品
を
、
露
伴
は
幾
つ
か
書
い
て
い

る
。
次
回
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

注（
１
）
京
都
仏
教
各
宗
学
校
連
合
会
編
『
新
編　

大
蔵
経
』（
令
２
・
12
）
参
照
。

（
２
）
佐
藤
慎
一
『
近
代
中
国
の
知
識
人
と
文
明
』（
平
８
・
12
）
に
「
日
本

　
　

に
あ
っ
て
中
国
に
欠
け
て
い
た
の
は
「
文
明
開
化
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ

　
　

ン
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
（
14
頁
）。

（
３
）
Ｂ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
定
本　

想
像
の
共
同
体
』（
平
19
・
７
）。

（
４
）『
幸
田
露
伴
の
非
戦
思
想
』
の
、
特
に
77
―
89
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
せ
き
や 

ひ
ろ
し
／
本
学
教
授
〉


