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著
者
は
漢
代
思
想
史
の
専
門
家
で
あ
る
。
本
著
は
、
『
「
慰
鍛
論
」
の
思
想
的

研
究
』『
王
符
の
法
思
怨
』
『
一旬
悦
の
規
範
意
識
に
つ
い
て
』
な
ど
法
思
想
の
研

究
か
ら
出
援
し
、

『
春
秩
公
羊
民
干
の
漢
代
的
展
開
』
『
漢
代
の
刑
罰
に
お
け
る
主

観
主
義
』
『
白
虎
通
義
研
究
緒
論
』
『
白
虎
観
論
議
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
』
な

ど
、
漢
代
公
羊
田
学の
研
究
を
経
て
、
春
秋
公
羊
停
そ
の
も
の
に
遡
っ
て
得
に
成

果
を
ま
と
め
た
も
の
で
、

著
者
の
大
阪
大
間
半
に
提
出
し
た
博
士
論
文
で
あ
る
。

以
上
、
著
者
の
研
究
墜
を
見
る
な
ら
ば
、
著
者
が
春
秋
公
羊
停
に
辿
り
つ
く
の

は
必
然
の

コ
l
ス
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
本
者
は
成
る
べ
く
し
て
成
っ
た
書
記

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
著
者
の
関
心
は
一

貫
し
て
政

治
思
想
に
あ
り
、
そ
れ
は
漢
代
に
あ
っ
て
は
経
書
解
穫
を
通
じ
て
表
明
さ
れ
、

そ
し
て
漢
代
経
撃
の
中
心
は
春
秋
公
羊
皐
に
他
な
ら
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
て
て
加
え
て
、
著
者
は
京
都
支
那
撃
の
停
統
を
受
け
つ
ぎ
経
由
学
的
素
養
塑
か

な
人
で
あ
る
か
ら
、
著
者
と
公
羊
停
の
出
曾
い
は
、
僻
主
方
に
と
り
極
め
て
幸
運

だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
あ
と
が
き
に
は
、
著
者
の
ひ
そ
か
な
自
信
ぞ
う
か
が
う

と
と
が
で
き
る
。

き
て
ま
ず
初
め
に
、
本
者
の
目
次
に
よ
ヮ
て
全
慢
の
構
成
を
示
し
、

各
章
の

内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
す
る
ζ

と
に
し
た
い
。

一

春
秋
撃
の
成
立

一

春
秋
お
よ
び
春
秋
皐

二

公

羊
停
の
成
立
と
附
伸
文
の
特
異
性

二

侠
気
と
復
笹

一
侠
須
の
髄
質
|
|
所
引
の
説
話
を
め
ぐ
っ
て
|

|

二
復
讐
の
是
認

三

心
意
の
偏
重
|
|
行
局
の
許
債
に
つ
い
て
||

四

人

倫

道
徳

一

君
臣
の
義

二
親
親
の
道

三

親
親
と
君
臣
の
交
叉

五

経
と
権
|
|
原
則
と
例
外
|
|

一

大
夫
の
地
位

二

遂

事
の
是
非

三

経
と
地

六

特

異
な
夷
秋
論

一

筆
夷
の
相
互
将
位

二

夷
秋
の
設
定

三

受
容
の
拒
否

四
織
烈
な
鍍
夷

五

夷
秋
存
在
の
意
義

七

文

と

賓
|
|
理
念
と
現
貫
||

一

王
道
の
強
調
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二

問

者
の
肯
定

第
一
章
で
は
、

孔
子
の
著
作
で
微
言
大
義
が
寓
さ
れ
て
い
る
と
の
、
問
問
初
に

定
説
化
し
た
春
秋
制
の
成
立
過
程
を
先
奈
の
諸
文
献
に
採
り
、
春
秋
を
縦
書
と

し
微
言
大
義
の
存
在
ぞ
品
同
定
し
た
、
最
古
の
信
慾
す
べ
き
文
隊
と
し
て
萄
子
を

あ
げ
る
。
そ
し
て
、
孔
子
著
作
訟
は
韓
非
子
で
初
め
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
た
と

し
、
孔
子
と
春
秋
の
関
わ
り
が
、

一旬
子
か
ら
韓
非
子
の
聞
に
定
着
し
た
乙
と
を

明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
春
駄
に
微
言
大
義
の
存
在
ぞ
認
め
、
且
つ
孔
子
著

作
読
を
最
初
に
説
い
た
の
は
孟
子
ど
と
す
る
従
来
の
定
設
に
反
論
し、

勝
文
公

トお

ζ

下
の

「
孔
子
刷
版
作
春
秋
」
の
「
作
」
は

「
作
興
す
」
と
訓
じ
て

「
講
読
し
た
」

と
取
る
べ
き
で
あ
り
、
従

っ
て
孔
子
に
よ
り
徽
言
大
義
が
寓
さ
れ
た
な
と
説
い

て
い
な
い
の
だ
と
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
孔
子
は
春
私
と
無
関
係
で
あ
り
、
孟

子
以
下
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
c

ま
に
、
周
代
の
史
官
の
記

録
に
針
す
る
使
命
感
、
及
び
そ
れ
を
支
え
る
強
烈
な
規
範
意
識
と
記
録
の
品口ω
味

や
似
飽
に
制
到
す
る
十
分
な
認
識
が
、
史
資
か
ら
理
念
。
ぞ
殻
み
取
る
春
秋
同
学
的
思

J

イ
ト
，
B
ル

惟
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
し
、
そ
れ
が
無
記
中
性
的
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
主
観

的
解
税
が
白
山
に
な
り
、
職
閣
末
と
い
う
後
動
則
に
お
い
て
諸
多
の
主
張
を
も

り
ζ

む
に
恰
好
の
は
叩
件
e

守
備
え
て
い
た
乙
と
を
指
摘
す
る
。
ま
に
、

公
羊
の
停

義
が
長
期
に
わ
た
り
累
層
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
ζ

と
、
部
門
の
方
言
の
使
用
が

多
い
乙
と
、
肺
門
文
に
字
句
の
訓
詰
製
的
解
穫
が
多
い
ζ

と
な
ど
を
指
摘
し
、

詩

・
室
田
区
比
べ
春
秋
が
経
醤
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
が
遅
い
乙
と
、
ま
た
経
師
に

よ
る
口
授
と
い
う
特
殊
な
仰
承
形
式
に
、
そ
れ
が
由
る
と
推
測
し
て
い
る
。

第
二
掌
で
は
、
公
羊
仰
の
底
に
流
れ
る
情
念
に
限
を
す
え
る
。
著
者
は
、
公

羊
憾
の
ロ

ジ
カ
ル

な
乾
い
た
問
答
慌
の
文
飽
を
突
破
り
物
語
性
の
盟
か
な
箇
成

に、

時
と
し
て
溢
れ
出
る
好
勇
任
侠
の
須
に
注
目
し
、
侠
の
観
念
が
勇

・
信

・

義
の
三
つ
の
徳
目
を
内
容
と
す
る
乙
と
を
指
摘
し
、
そ
ζ

に
史
記
瀞
侠
列
肺
悼
の

任
侠
の
論
理
と
行
動
の
原
裂
を
見
出
し
、
司
馬
蓬
の
公
羊
即
時
に
針
す
る
感
性
的

シ
ン
パ
シ
ー
を
筑
み
取
る
の
で
あ
る
。
ま
に

春
秋

・
戦
図
か
ら
漢
代
に
か
け

て
、
任
侠
と
並
ん
で
枇
曾
の
紹
賛
を
回
附
し
た
復
讐
を
あ
げ、

公
羊
仰
の
復
附町長
酬

の
ユ

ニ
ー
ク
な
貼
を
、
君
主
で
あ
る
父
が
他
国
の
君
主
に
殺
さ
れ
た
場
合
、
父

が
君
主
に
諒
さ
れ
た
場
合
、
以
上
二
つ
の
ケ

1
ス
に
見
出
す
。
前
者
に
つ

い

て、

公
羊
停
は
百
世
と
雄
も
復
讐
を
是
認
す
る
乙
と
を
あ
げ
、
こ
う
し
た
強
烈

な
復
讐
論
の
根
底
に
は
健
面
へ

の
異
常
な
ま
で
の
執
着
が
あ
る
と
し
、
ま
に
長

時
間
を
経
て
も
許
さ
れ
る
の
は
、
家
族
主
義
の
停
統
に
よ
る
と
す
る。

後
者
に

つ
い
て
は
伍
子
奇
を
例
に
と
り
、

「
父
、
誌
を
受
け
ざ
れ
ば
、
子
、
復
讐
す
る

ζ

と
可
な
り
」
の
伸
文
を
、
適
法
的
な
訣
殺
で
も
、
そ
れ
が
道
義
に
も
と
る
と

き
は
復
鵬
首
を
是
認
す
る
も
の
と
解
穫
し
、

孟
子
の
放
伐
思
想
と
の
共
通
性
を
指

摘
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
任
侠
の
賛
美
と
復
讐
の
強
調
と
い
う
情
念
の
愈
重

が
、
公
羊
停
の
心
情
を
重
税
す
る
倫
理
思
想
と
密
接
に
か
か
わ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
、

次
の
章
に
っ

ぽ
げ
て
い
る
。

第
三
掌
で
は、

公
羊
仰
は
、
春
秋
が
行
信
同
省
の
意
志
の
普
惑
に
よ
り
書
法
を

具
に
す
る
、
道
徳
的
論
断
の
主
だ
と
す
る
見
解
を
と
る
と
と
を
指
摘
す
る
。
そ

れ
ゆ
え
、

春
秋
に
お
い
て
は
、
意
志
の

善
惑
が
そ
の
ま
ま
行
局
の
善
悪
で
あ

り
、
事
の
中
断
や
未
設
な
い
し
不
能
に
よ
り
善
き
意
志
が
埋
浸
す
る
の
を
恐
れ

る
が
ゆ
え
に
、
文
章
に
お
い
て
善
き
意
志
を
達
成
ま
た
は
完
遂
せ
し
め
、

以
て

そ
の
償
値
性
を
明
奮
し
よ
う
と
し
、

他
方
悪
し
き
意
志
に
つ
い
て
も
、
未
然
の

前
に
回
収
紹
し
て
珠
防
す
べ
き
を
教
戒
し
た
り
、

ま
た
文
章
に
お
い
て
筆
款
を
加

え
て
そ
の
反
償
値
性
を
明
地混
し
よ
う
と
す
る
の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
と
り
わ
け

ま
さ
に
せ
ん
と

君
殺
の
紙
殺
に
際
し
て
の
、
「

柏付

す
れ
ば
必
ず
訣
す
」
の
原
則
乙
そ
、
行
馬

事
質
ぞ
超
え
て
内
部
心
意
の
み
守
重
視
す
る
、

公
羊
間
悼
の
論
断
の
究
極
だ
と

し
、
漢
代
に
こ
れ
が
一

面
的
に
強
大
さ
れ
て
支
配
権
力
に
針
立
す
る
勢
力
の
調
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墜
に
紹
妙
な
放
果
を
あ
げ
た
ζ

と
を
指
摘
す
る
。
著
者
は
、
公
羊
俸
の
心
意
偏

重
の
道
徳
的
論
断
に
は
、
戦
園
末
の
時
代
の
影
が
落
さ
れ
て
お
り
、
善
き
意
士ゆ

が
無
力
な
現
質
だ
か
ら
こ
そ
、
理
念
(
春
私
の
文
章
)
に
お
い
て
そ
の
穎
彰
を

執
幼
な
ま
で
に
試
み
る
と
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
推
測
す
る
。
と
同
時
に

心
意
の
重
酬
を
徹
底
化
し
え
た
の
は
、
公
羊
停
の
作
者
が
権
力
の
座
か
ら
隔
紹

し
た
位
置
に
あ
り
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
政
治
と
鰻
制
を
批
剣
し
て
い
た

か
ら
に
と
し
、
そ
の
鮎
で
前
漢
の
最
盛
期
に
形
成
さ
れ
た
穀
梁
侍
の
責
任
倫
理

と
は
異
な
る
と
言
う
。

第
四
章
で
は
、

若
芭
閥
係
ぞ
紹
針
観
す
る
左
停
に
針
し
、
公
羊
停
は
同
じ
く

臣
の
君
に
削
到
す
る
献
身
を
要
求
す
る
に
し
て
も
、
君
命
の
安
嘗
性
を
問
い
、
臣

の
主
健
的
な
判
断
を
重
腕
す
る
と
し
、
そ
れ
が
時
と
し
て
苧
む

「
道
に
従
っ
て

君
に
従
わ
ず
」
の
危
険
性
に
針
し
、
公
羊
俸
は
も
う
一
方
に

「
公
の
意
を
途

ぐ
」
の
書
法
を
用
意
し
、
君
命
の
放
棄
ぞ
防
ぐ
ζ

と
を
明
ら
か
に
す
る
。
以
上

君
臣
の
義
の
重
腕
と
並
び
、
公
羊
俸
は
「
子
の
親
に
事
う
る
能
わ
ざ
る
」
を
非

難
し
、
父
親
の
紙
殺
を
憎
む
と
と
も
に
、
父
子
の
相
殺
、
兄
弟
の
相
克
を
嫌
い
、

ま
た
父
母
と
娘
の
閥
係
に
お
い
て
は
自
然
な
愛
情
の
護
露
を
肯
定
す
る
な
ど
、

親
親
の
道
を
も
重一
脱
す
る
乙
と
を
指
摘
す
る
。
と
こ
ろ
で
君
臣
の
義
と
親
親
の

道
と
が
並
存
不
可
能
な
時
、
公
羊
停
は
雨
者
の
緊
張
閥
係
に
お
い
て
い
か
な
る

解
決
の
道
を
志
向
し
た
か
に
つ
い
て
、
著
者
は
筆
を
進
め
る
。
そ
し
て
、
孔

子

・
孟
子
の
段
階
で
は
、
家
族
道
徳
を
一
方
的
に
優
先
さ
せ
、
雨
者
の
乳
雌
怖
を

解
消
し
う
る
よ
う
な
高
次
の
原
理
に
閥
心
を
一ホ
さ
な
か
っ
た
と
し
、
孔
孟
の
時

代
か
ら
進
ん
だ
公
羊
停
の
作
者
の
段
階
で
は
、

ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
批
判
か
ら

脱
し
て
、
来
た
る
べ
き
統
一
図
家
に
そ
な
え
て
「
一
王
の
法
」
を
準
備
す
る
使

命
感
を
も
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
雨
者
の
調
和

・
解
決
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
す

る
。
著
者
は
公
羊
停
の
解
決
の
方
法
を
、
魯
の
班
公
死
後
の
公
子
牙
・
公
子
慶

S37 

父
に
射
す
る
季
子
の
態
度
、
及
び
衡
の
刺
績

・
鯛
父
子
の
公
位
綴
承
挙
い
の
二

つ
の
例
に
探
ろ
う
と
す
る
。
前
者
の
場
合
、

「
未
然
の
前
」
と
「
既
に
し
て
及

ぶ
べ
か
ら
ず
」
と
の
、
行
震
の
段
階
に
卸
し
て
違
い
が
あ
る
と
し
、

師
M
K
紙
殺

を
完
了
し
た
公
子
慶
父
に
つ
い
て
は
、

不
聞
に
付
す
、
な
い
し
は
閣
外
に
亡
命

さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
で
、
「
親
親
の
道」

を
全
う
し
、
ま
さ
に
せ
ん
と
し
て

防
止
可
能
な
公
子
牙
に
つ
い
て
は
、
肉
親
の
兄
で
あ
ろ
う
と

「
君
臣
の
義
」

が

優
先
さ
せ
ら
れ
る
と
言
う
。
だ
が
公
子
牙
の
問
罪
に
際
し
て
は
、
司
直
の
手
に

引
渡
し
て
罪
を
公
け
に
す
る
や
り
方
を
避
け
、
病
死
を
装
っ
て
自
殺
さ
せ
る
ζ

と
に
よ
り
、

「
親
親
の
道
」
を
も
貫
い
た
乙
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
後
者
の
場

合
、
公
羊
停
は

「玉
父
の
命
を
以
て
父
の
命
を
辞
す
」
「
王
事
を
以
て
家
事
を

辞
す
」
の
二

つ
の
理
由
を
あ
げ
て
、

術師
側
が

父
制
服
を
拒
む
乙
と
を
是
認
す

る
。
著
者
は
ζ

の
二
つ
の
理
由
を
、
と
も
に

「
待
毎
」
H
H

「
君
臣
の
義
L

を
一示

す
と
し
、
公
羊
即時
が

一
方
で
は
「
親
親
の
道
」
を
強
調
し
つ
つ
も
、
他
方
に
は

秩
序
へ
の
強
い
志
向
を
も
っ
乙
と
の
反
映
だ
と
す
る
。
勿
論
、
そ
ζ

に
は
君
位

を
不
可
侵
と
す
る
よ
り
は
、
「
批
判佼
よ
り
聴
い
君
主
」
の
た
め
に
図
家
の
秩
序

と
安
定
を
飢
さ
れ
た
く
な
い
と
の
剣
断
が
は
た
ら
い
て
い
る
と

見
る
わ
け
だ

が
、
「
玉
事
」

の
た
め
「
父
子
の
道
」
を
犠
牲
に
す
る
と
の
筒
曲
胞が
、
左
停
撃

波
を
は
じ
め
公
羊
停
の
注
醐
伴
者
何
休
ま
で
も
か
ら
、
批
判
や
不
批判が
寄
せ
ら
れ

て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
と
ま
れ
若
者
は
、
衛
網
の
例
を
通
じ
て
、

公
羊
停

に
内
在
す
る
秩
序
へ
の
強
烈
な
志
向
を
確
認
で
き
た
と
い
え
る。

第
五
章
で
は
、

公
羊
間
悼
の
性
卿
否
認
を
あ
げ
て
、
そ
れ
が
崇
賢
主
義
と
表
哀

を
な
す
と
言
う
。
ピ
が
世
般
の
大
夫
が
質
権
を
握
り
公
室
が
有
名
無
質
と
化
し

た
現
質
の
中
で
、
「

一
統
を
大
ぶ
」

春
秋
が
、

大
夫
の
機
限
を
い
か
に
規
定
し

そ
の
主
健
的
判
断
を
ど
ζ

ま
で
許
す
か
、

八ム羊
停
の
主
張
と
そ
れ
を
支
え
る
論

理
と
に
註
目
し
つ
つ
、
著
者
は
検
討
を
進
め
る
。
「
大
夫
に
遂
事
な
し
L

と
し

- 177ー



538 

て
そ
の
濁
断
専
行
に
反
針
す
る
公
羊
仰
は
、
髄
へ
の
譲
歩
な
い
し
は
協
調
の
場

り、

夷
欽
が
華
夏
に
漸
進
す
る
と
同
時
に
、

撃
夏
が
爽
秋
に
炉
、
降
さ
れ
る
、
雨

合
、
図
家
の
利
害
に
か
か
わ
る
場
合
の
、
二
つ
の
例
外
伝
認
め
る
と
言
う
。
前
者
の
相
互
純
位
の
悶
式
を
提
出
し
て
い
る
と
言
う
。
次
に
弱
者
は、

公
羊
停
が

者
は
、

「
大
夫
、
君
命
を
以
て
出
づ
れ
ば
、

進
退
は
大
夫
に
在
り
」
の
論
法
を
一
爽
秋
と
す
る
魯
の
近
郊
の
祁
婆
や
牟
、
宋

・
紀

・
曹
の
三
園
に
は
さ
ま
れ
に
葛

使
う
が
、

ζ

れ
は
、
「
躍
」

と

「
君
命
」

の
二
者
探

一
的
な
義
務
の
衝
突
を
避

が
果
し
て
中
園
と
文
化
的
に
差
違
が
あ
っ
た
か
を
疑
問
と
し
、

祁
婁
を
例
に
と

け、

商
者
の
聞
に
留
保
ま
た
は
緩
衝
を
設
け
る
適
宜
の
論
理
化
と
す
る
。

後

者

り

検

討

し
た
結
果
、
そ
れ
が
公
平
仰
に
よ
る
作
銘
の
波
厚
な
ζ

と
を
明
ら
か
に

は
、
「
出
党
以
て
批
判伎
を
安
ん
じ
図
家
を
利
す
べ
き
者
ゐ
ら
ば
、

ζ

れ
を
専
ら

す
る
。
そ
乙
か
ら
悲
哀
と
英
仏伐
の
相
互
利
位
の
凶
式
を
再
検
討
し
、
あ
く
ま
で

に
し
て
可
な
り
」
の
論
法
を
用
い
る
が
、
乙
れ
は
お
の
ず
か
ら
「
君
主
」
と

そ
れ
は
タ
テ
マ

エ
で
、
ホ
ン
ネ
は
爽
秋
の
段
階
的
進
化
の
原
則
を
歯
止
め
に
使

「
閤
家
」
の
閥
係
に
つ
い
て
決
断
を
迫
る
ζ

と
に
な
る
と
し
、

君
主
個
人
の
利

い、

爽
秋
の
悲
哀

へ
の
刺
入
を
執
劾
に
拒
-九日
す
る
乙
と
を
指
制
す
る
。
そ
し
て

官
官
と
図
家
の
利
害
が
背
反
す
る
と
い
う
不
幸
な
極
限
吠
況
で
、
い
ず
れ
を
優
先

夷
秋
の
場
合
に
限
り
、
戟
字
を
憎
む
公
羊
侍
が
先
制
攻
撃
を
是
認
し
て
、
夷
秋

さ
せ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
公
羊
仰
の
論
理
を
探
る
。
著
者
は
桓
公
十

一

年

の

へ

の
敵
怠
を
ひ
き
出
し
に
す
る
乙
と
を
指
摘
す
る
。
以
上
の
爽
秋
へ
の
拒
否
的

「
祭
仲
の
地
」
を
あ
げ、

公
羊
仰
が
君
主
の
股
立
を
容
認
す
る
た
め
、
「
経
に
態
度
告
通
じ
、

著
者
は
公
羊
仰
に
お
け
る
爽
秋
存
在
の
意
義
を
追
究
し
て
、
そ

反
し
て
然
る
後
に
善
ゐ
る
者
」

H

「
楢
」
の
論
理
を
用
意
し
て
い
る
乙
と
を
指

れ
が
自
滅
の
危
機
に
あ
る
華
夏
の
よ
り
一
層
の
下
落
を
く
い
止
め
る
規
制
力
と

・制
す
る
。
経
が
固
定
し
た
規
範
や
法
則
に
と
す
る
と
、
植
は
綬
に
は
外
れ
て
い

し

て

必

要

で

あ
っ

た
と
言
う
。
漢
代
公
羊
翠
で
活
隠
す
る
災
異
訟
は
ま
に
出
現

て
も
、

善
と
か
道
と
か
呼
ば
れ
る
質
質
的
正
義
に
は
合
致
し
た
、
時
・

践
の
多

せ
ず
、
ま
た

人
格
紳
と
し
て
の

天
の
槻
念
は
稀
越
化
し
た
公
羊
停
の
段
階
で

際
性
に
印
し
た
具
倒
的
安
笛
性
、
即
ち
衡
平
の
原
理
に
と
す
る
。
勿
論
、
そ
の

t

は、

夷
秋
へ
の
側
諸
の
屈
辱
感
を
あ
お
る
ζ

と
に
よ
り
、
悲
夏
の
白
川
%
を
喚
起

行
使
の
状
況

・
精
一仰
は
般
絡
に
規
制
さ
れ
、
園
家
の
存
亡
の
大
事
の
際
に
限
ら

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り、

爽
秋
の
存
在
は
肇
夏
の
秩
序
回
復
の
促
進
剤
と
し

れ
て
い
る
と
一言
う
。
に
が
摘
の
承
認
は
、

一
方
で
は
獄
君
を
非
難
し
な
が
ら
、

て
意
義
を
も
っ
と
一マ一口
う
。
爽
秋
は
い
わ
ば

。一
例
ク
の
代
用
品
と
し
て
不
可
紋
花

園
家
の
安
危
に
か
か
わ
る
と
き
は
、
君
主
を
逐
い
も
し
、
見
殺
し
に
も
し
、

紙

っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。

殺
ま
で
も
許
す
乙
と
を
認
め
た
の
に
他
な
ら
ず
、
倍
公
十
一
年
、
文
公
十
八
年
第
七
掌
で
は
、
天
下
の
一
統
を
理
想
と
す
る
公
羊
仰
は
、
周
王
室
に
到
す
る

の
公
羊
仰
は
そ
の
様
例
だ
と
言
・
コ
。
乙
の
貼
で
、
若
者
は
孟
子
よ
り

一
段
と
ラ
鯨
崇
ぞ
説
く
と
と
も
に
そ
の
衰
微
を
嘆
く
が
、
も
は
や
そ
の
復
興
を
期
待
せ

ジ
カ
ル
だ
と
し
、

憾
の
論
理
が
、
現
貨
を
大
胞
に
承
認
し
、
ひ
い
て
は
眼
前

の

ず

、

道

徳
の
健
現
者
た
る
べ
き
周
王
室
へ
の
批
剣
に
託
し
て
、
あ
る
べ
き
明
天

大
製
作
小
を
も
示
認
し
て
い
く
た
め
の
、
一
つ
の
突
破
口
を
き
り
聞
い
た
ζ

と

を

子

像

を

提

示
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
う
。
そ
し
て
あ
く
ま
で
王
迫
を
強
調
す

指
摘
す
る
。

る
一
方
で
、

公
羊
停
は
、
孟
子
の
王
道
を
力
説
し
覇
者
を
攻
撃
す
る
王
覇
峻
別

第
六
章
で
は、

公
羊
仰
は
華
夷
の
匿
別
を
根
源
的
な
血
液
の
違
い
と
せ
ず
、
と
、

有
子
及
び
漢
代
の
、
王
朝
を
等
質
税
し
て
程
度
の
差
と
み
る
考
え
方
と

道
義
の
有
無
、
習
俗
や
制
度
の
遠
い
と
す
る
、
文
化
の
差
迭
と
す
る
見
方
を
と
の
、
中
間
に
あ
っ
て
媒
介
項
を
な
す
べ
き
税
者
翻
そ
提
出
し
た
と
す
る
。
著
者
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に
よ
れ
ば
、
公
羊
停
は
一
方
で
は
耳
目
文
公
K
託
し
て
税
者
の
マ
イ
ナ

ス
面
を
摘

出
し
、
諸
侯
に
反
面
数
師
と
し
て
提
示
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
湾
桓
公
に

託
し
て
覇
者
容
認
を
示
す
と
い
う
。
湾
桓
公
が

「
繕
紹
存
亡
の
功
」
と

「
嬢
夷

の
功
」
と
に
よ
り
、
華
夏
文
化
の
保
持
を
自
ら
に
課
し
た
乙
と
を
稽
揚
し
、
力

の
優
越
を
調
者
の
必
須
脇
陣
件
と
す
る
と
同
時
に
、
力
の
行
使
に
お
け
る
厳
し
い

倫
理
性
の
裏
付
け
を
求
め
、
王
者
に
次
ぐ
債
値
的
存
在
と
し
て
覇
者
を
上
昇
さ

せ
る
ζ

と
に
な
っ
た
と
言
う
。
以
上
、
王
道
の
強
調
と
、
現
貨
に
王
者
の
代
行

者
と
し
て
力
を
も
っ
羽
者
の
是
認
と
の
、

雨
者
を
並
存
さ
せ
る
論
理
と
し
て
、

ゆ

る

ゆ

る

公
羊
仰
は
「
質
興
し
て
、
文
興
さ
ず
」
を
用
意
し
て
い
た
と
言
う
。
そ
し
て
、

乙
の
文
(
理
念
)
と
質
(
現
賀
〉

は
劉
等
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
比
重

は
よ
り
多
く
「
質
問
央
す
」
に
か
か
り
、
「
上
に
天
子
無
く
、
下
に
方
伯
無
き
」

ア
ナ
ー
キ
ー
吠
況
の
中
で
、
覇
者
の

「
一
専
討
」
に
道
を
開
く
も
の
だ
と
す
る
。

理
念
の
世
界
K
王
道
を
高
く
掲
げ
つ
つ
、
現
質
の
世
界
で
は
王
者
に
次
ぐ
償
値

的
存
在
と
し
て

願
者
を
認
め
る
、
公
羊
停
の
乙
の

〈
文
・

賞
〉
の
二
元
論
ζ

そ、

統

一
図
家
を
視
野
に
入
れ
て
の
公
羊
停
の
新
た
な
王
者
の
待
望
で
あ
り
、

務
革
の
志
向
の
表
明
だ
っ
た
と
言
う
。

以
上
が
拙
い
要
約
で
あ
る
。
ま
ず
初
め
に
木
者
会
健
に
つ
い
て
感
想
を
述
べ

よ
v

コ。
+牛
若
の
豚
一
谷
と
も
言
う
べ
き
は
、
壮
麗
な
鰻
系
を
も
っ
公
羊
停
の
世
界
像

を
、
六
つ
の
角
度
か
ら
光
を
あ
て
て
徐
す
と
と
ろ
な
く
浮
び
上
が
ら
せ
る
に
成

功
し
た
と
同
時
に
、
そ
れ
を
通
じ
公
羊
停
の
内
部
に
ひ
そ
む
二
重
構
造
性
を
扶

り
出
し
た
、
そ
の
構
成
の
見
事
さ
に
あ
る
。
経
に
射
す
る
様
、

〈
文

・
質
〉

の

二
元
論
の
指
摘
は
、
一
面
で
は
純
度
の
高
い
儒
数
理
念
を
高
唱
し
つ
つ
も
、
他

面
で
は
統

一
へ
の
胎
動
を
敏
感
に
感
じ
と
り
、
新
た
な
事
態
に
柔
軟
に
針
態
で

き
る
道
を
き
り
開
い
た
、
公
羊
停
の
思
想
史
的
意
義
を
自
ら
に
語
ら
し
め
た
も

の
と
し
て
、
心
に
く
い
ば
か
り
で
あ
る
。
公
羊
仰
の
乙
う
し
に
思
想
の
振
幅
の

大
き
き
乙
そ
、

漢
代
総
撃
の
花
形
と
し
て
の
活
躍
を
保
透
す
る
も
の
で
あ
り
、

穀
梁
停

・
左
氏
停
と
の
宇
い
に
最
後
の
勝
利
を
全
う
で
き
た
秘
密
に
っ
た
と
い

え
よ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

公
羊
停
の
作
者
を
、
第
三
章
の
如
く
槌
カ
の
座
か
ら
隔
絶
し

た
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
す
る
よ
り
も
、

第
四
章
の
記
述
の
如
く、

統

一
闘
家
の

た
め
支
配
の
原
理
を
提
供
せ
ん
と
す
る
積
極
的
な
意
欲
を
も

っ
た
人
々
と
取
る

べ
き
だ
ろ
う
。

ま
に
、

孟
子
と
の
針
比
ば
か
り
で
な
く
、
第
一
章
の
萄
子
の
ク
ロ

ー
ス
・
ア

ッ
プ
か
ら
す
れ
ば
、
一
旬
子
の
思
想
と
の
比
較
封
照
を
も
っ
と
積
筏
的
に
や
っ

て

も
よ
い
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
孟
子
と
旬
子
、
処
方
か
ら
の
距
離
の
測
定

に
よ
り
、
公
羊
停
の
世
界
の
特
質
が
よ
り
明
確
に
把
え
ら
れ
る
と
思
う
。

欲
を
言
え
ば
、
最
後
に
総
括
的
な
一
章
を
設
け、

著
者
が
ζ

れ
ま
で
手
が
け

て
き
た
漢
代
公
羊
皐
へ
の
展
望
を
示
し
て
も
ら
い
た
か

っ
た
と
思
う
。
そ
の
中

で
、
六
つ
の

角
度
を
設
定
し
た

意
味
も
開
示
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ

う。

著
者
は
公
羊
停
を
、
自
己
完
結
鰻
と
し
て
で
は
な
く
、

矛
盾
を
字
ん
ピ
運

動
鰻
と
し
て
、
漠
代
公
羊
翠
へ
の
創
造
的
設
展
の
出
後
貼
と
す
る
観
貼
を
、

も

っ
と
積
極
的
に
う
ち
出
し
て
も
よ
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味

で
、
公
羊
俸
の
内
部
矛
盾
、

論
理
的
破
綻
を
っ
き
放
し
て
見
る
ζ

と
も
、

必
要

に
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
も
す
れ
ば
思
想
史
家
は
、
我
々
近
代
人
の
心
情

・
論
理
を
刑
判
象
に
投
影
さ

せ
て
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を
閑
却
す
る
と
い
う
陥
奔
に
は
ま
り
易
い
。
そ
れ
を

避
け
る
に
は
、

封
象
の
表
層
の
論
理
的
連
闘
を
把
え
る
乙
と
に
終
ら
ず
、
そ
う

し
た
世
界
像
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
現
質
に
ま
で
下
り
て
ゆ
き
、
時
代
の
子

で
あ
る
思
想
家
が
、
そ
の
時
代
の
現
質
を
い
か
に
把
ぇ
、
い
か
な
る
課
題
音
V
誠
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に
つ
き
動
か
さ
れ
て
自
ら
の
レ
ン
、
ス
に
像
。ぞ
結
ん
だ
か
、
そ
乙
ぞ
凝
脱
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
が
不
可
紋
だ
ろ
う
。
そ
し
て
も
は
や
そ
の
時
、
回
心
怨
史
観
は
名
器

あ
る
孤
立
令
脱
し
、
他
の
川
柳
桜
諸
科
目
半
の
成
来
と
方
法
を
意
欲
的
に
慰
び
、
取

入
れ
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
に
ろ
う
。

と
り
わ
け

中
園
の

古
代
思
想
史
研
究
者

は
、
そ
う
し
た
交
流
に
臆
病
で
あ
っ

て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。
思
想
史
を
蒸
溜
さ

れ
た
字
面
を
の
み
針
象
と
す
る
こ
と
か
ら
解
放
し
、
説
明
の
テ
ク

一
Y

ク
に
堕

す
る
危
険
性
か
ら
守
る
乙
と
が
重
要
に
と
思
う
。
著
者
が
公
羊
仰
の
内
に
指
摘

す
る
新
し
い
思
想
的
胎
動
も
、
こ
う
し
た
親
鮎
か
ら
、

今

一
歩
笑
込
ん
で
ほ
し

か
っ
た
と
思
う
。

次
に
各
章
に
つ
い
て
、

気
づ
い
た
ζ

と
を
述
べ
よ
う
。

第
一
章
に
つ
い
て
は
、
春
秋
槻
の
成
立
過
程
に
関
す
る
文
献
与
的
研
究
は
、

も
は
や
限
界
に
米
て
い
る
と
言
う
べ
き
に
ろ
う
。
む
し
ろ
思
想
自
身
の
分
析
か

ら
、
そ
の
成
立
時
期
に
迫
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
本
者
の
終
り
で
、

あ
ら
た
め
て
第
一
章
を
見
直
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
孟
子
に
つ
い
て
の
定

説
批
判
に
は
、

勝
文
公
下
の
「
孔
子
成
春
秋
」
の
「
成
」
が
「
作
」
と
同
じ
く

「
抑
制
説
し
た
」
と
取
る
乙
と
が
、
訓
話
息
子的
に
可
能
か
否
か
の
吟
味
を
飲
く
ζ

と
、
及
び
木
若
十

一
頁
の
著
者
の
疑
問
鮎

ωω
に
十
分
納
得
い
か
な
か
っ
た
ζ

と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
著
者
の
経
由学
的
な
道
統
意
識
を
打
破
し
よ
う
と
す
る

意
欲
は
貴
重
に
思
う
。
ど
が
、
古
典
の
前
み
直
し
は
、
新
た
な
事
貨
の
夜
見
、

思
想
史
の
書
き
か
え
に
連
な
っ
て
ζ

そ
意
味
が
あ
ろ
う
。
乙
の
場
合
、
結
局
、

春
秋
接
的
思
惟
の
起
鮎
が
孟
子
に
あ
り
と
す
る
説
自
慢
は
搭
が
な
か
っ
た
わ
け

だ
か
ら
、
と
う
し
た
作
業
を
す
る
必
然
性
が
ど
乙
に
あ
っ
た
の
か
、
稗
然
と
し

な
い
も
の
が
残
ら
、き
る
を
え
な
い
。

第
二
章
に

つ
い
て
は
、

吐
禽
の
袋
化
と
政
治
的
統
制
力
の
弛
緩
の
中
で
、
個

性
盟
か
な
人
々
が
歴
史
の
舞
聖
に
登
場
し
て
き
七
さ
ま
が
う
か
が
え
る
。
史
記

と
の
閥
述
な
ど
、

示
唆
に
富
む
指
仰
で
あ
る
。
佼
州
一
叶
も
あ
く
ま
で
人
間
自
身
の

カ
で
裁
く
乙
と
の
是
認
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
古
代
に
お
け
る
人
間
の
滋
見
、
個

の
解
放
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
新
し
い
人
間
附
係
の
端
緒
と
し
て
、
叫相川川

龍
夫
氏
な
と
の
研
究
の
成
果
と
闘
辿
さ
せ
て
見
れ
ば
、
ま
た
前
白
い
内
径
が
ゐ

る
か
も
知
れ
な
い
。

ま
き
ょ
せ
ん
と

第
三
掌
に
つ
い
て
は
、

「
君
胡
棋
に
は
将
す
る
な
し
、
将
す
れ
ば
流
す
」
の

例
の
解
糠
に、

若
干
の
疑
義
が
ゐ
る
。

一
つ
は
、
荘
公
三
十
二
年
の
公
子
牙
の

訣
殺
の
場
合
で
あ
る
。
若
者
は
ζ

れ
を
「
内
的
意
志
が
動
い
に
に
け
の」

ζ

と

と
見
る
が
、

伸
文
に
は
「
俄
に
し
て
-
牙
の
紙
械
成
る
」
と
あ
り
、
公
羊
仰
は
そ

れ
を
受
け
て

「
公
子
牙
、
今
将
す
る
の
み
」
と
し
た
の
で
ゐ
り
、

品回回
世
流
に
言

え
ば
兇
烈
川
中
川
集
合
罪
と
言
う
べ
き
か
、
珠
山
川
行
筋
と
見
る
べ
き
に
ろ
う
。
他

の
一
つ
は
、

昭
公
元
年
の
公
子
仰
刊
の
川
氏
紹
の
場
合
で
あ
る
。
昭
公
八
年
に
公
子

招
が
陳
の
住
子
岡
山
師
を
殺
害
し
た
乙
と
を
、
公
羊
仰
は
「
絡
に
乙
れ
よ
り
君
を

紋
せ
ん
と
す
」
、
つ
ま
り
、
陳
の
亥
公
の
獄
殺
に
必
然
的
に
到
達
す
る
橡
備
行

局
と
認
定
し
た
の
だ
と
思
う
。

以
上
か
ら
見
て
、
仁
井
田
陸
氏
の

「
『
将
而
必

訣
』
と
は
激
的

・
陰
謀
を
罰
す
る
乙
と
で
、

そ
れ
は
若
手
以
前
と
は
い
え
、
そ

れ
自
傑
す
で
に
行
局
で
あ
り
、
そ
の
若
手
以
前
の
行
局
に
し
て
す
で
に
必
誌
を

ま
ぬ
か
れ
な
い
と
す
る
の
が

『
将
而
必
株
』
の
意
味
で
あ
る
」
と
の
、

著
者
に

制
到
す
る
批
判
K
む
し
ろ
加
的
し
に
い
と
思
う
。
公
羊
仰
が
確
か
に
心
意
を
偏
重

す
る
に
し
て
も
、

「
行
骨
同
事
貨
を
超
え
て
内
部
心
意
の
み
」
と
す
る
の
に
は
、

や
は
り
抵
抗
を
感
ず
る
。

そ
の
道
徳
的
論
断
は
道
徳
主
義
的
論
断
で
な
く
、

行

筋
事
質
を
踏
ま
え
つ
つ
も
行
矯
者
の
心
意
に
わ
け
入
り
、
そ
の
行
筋
の
も
つ
意

味
を
周
到
に
明
ら
め
よ
う
と
の
配
慮
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
著
者
は

や
は
り

「
原
心
定
罪
」

と
い
っ
た
漠
代
公
羊
撃
の
論
断
を
、
公
羊
仰
に
投
影
さ

せ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
に
ろ
う
か
。
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第
四
章
に
つ
い
て
は
、
君
臣
の
義
、
親
親
の
道
の
二
つ
を
柱
と
す
る
人
倫
道

徳
は
中
園
歴
代
の
思
想
家
の
最
大
の
閥
心
事
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、

公
羊
停
に
つ
い
て
そ
れ
を
絵
す
と
乙
ろ
な
く
描
き
出
し
た
の
は
、

著
者
な
ら

で
は
の
功
績
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
一
つ
だ
け
納
得
で
き
な
い
筒
庭
が
あ

る
。
記
し
て
数
え
を
乙
い
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
亥
公
三
年
の
衛
網
に
閥
し
て

で
あ
る
。
街
純
が
父
制
輸
を
拒
ん
だ
理
由
は
、
「
王
父
の
ム
叩
を
以
て
父
の
命
を

僻
す
」
「
王
事
告
以
て
家
事
を
僻
す
」
の
二
つ
で
あ
っ
た
。
著
者
は
前
者
を
、

「
何
休
も

『
本
を
重
ん
じ
て
統
を
鯵
ぶ
の
義
な
り
』
と
注
し
て
い
る

通
り、

『崎将縛』

の
裁
と
見
ら
れ
る
L

と
し
、
後
者
と
同
じ
く
君
臣
の
義
の
重
税
と
解

し
て
い
る
。
公
羊
仰
は
後
者
の
下
に
、
「
是
れ
上
の
下
に
行
な
わ
る
る
な
り
」

と
綴
げ
る
と
乙
ろ
か
ら
見
て
、

そ
れ
が
君
臨
の
義
を
述
べ

た
と
す
る
こ
と
に
異

論
は
な
い
。
そ
し
て
前
者
の
下
に
、
公
羊
停
は

「是
れ
父
の
子
に
行
な
わ
る
る

な
り
」
と
紛
け
る
の
で
あ
り
、

親
殺
の
道
玉
、
述
べ
た
と
解
す
る
方
が
自
然
で
は

あ
る
ま
い
か
。
「
王
父
の
命
を
以
て
父
の
命
を
辞
す
」
と
は
、
王
父
の
方
が
父

よ
り
家
族
内
の
序
列
で
は
上
位
に
あ
る
乙
と
を
根
擦
と
し
て
、

父
の
命
令
に
逆

ら
う
乙
と
を
正
骨固
化
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
父

|
子
の
閥
係
を
、
父
(
祖
父

)
l子
(
父
)
|
孫
(子
)
の
闘
係
に
援
大
さ
せ

そ
れ
に
よ
り
術
開
が
親
親
の
道
に
か
な
う
と
言
い
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

術
輔
の
場
合
に
限
り、

公
羊
仙
怖
が
君
臣
の
義
を

一
方
的
に
強
調
し、

親
親
の
道

を
ね
じ
伏
せ
た
と
取
る
の
は
、
い
さ
さ
か
無
理
な
感
が
す
る
。
公
羊
停
と
し
て

は
、
あ
く
ま
で
-州
者
を
成
り
立
た
し
め
る
論
理
の
構
築
に
腐
心
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
乙
の
場
合
も、

父
よ
り
も
父
の
父
で
あ
る
王
父
を
毅
見
す
る
乙
と
に

よ
り
、
雨
者
の
深
刻
な
二
律
背
反
を
避
け
る
乙
と
が
で
き
た
と
見
ら
れ
な
い
に

ろ
う
か
。

第
五
章
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
と
も
闘
速
す
る
が
、
園
君
あ

っ
て
の
園
家
で

は
な
く
、

園
家
あ
つ
て
の
鹿
君
と
い
う
、
医
家
の
秩
序
と
安
定
を
決
定
的
に
重

税
す
る
新
し
い
図
家
観
の
指
摘
に
注
目
す
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
笛

然
図
家
の
支
配
原
理
そ
の
も
の
の
愛
更
と
し
て
表
わ
れ
、
「
園
を
稽
し
て
以
て

君
を
獄
す
る
は
、
衆
、
君
を
紙
す
る
の
辞
な
り
ー」

(
文
公
十
八
年
公
羊
侍
)
と

百
姓
の
生
活
の
安
定
を
重
視
し、

君
主
の
存
在
理
由
が
問
わ
れ
る
ζ

と
に
な
っ

て
い
る
。
君
主
、
人
民
、
領
土
の
図
家
構
成
要
件
の
う
ち
、
公
羊
停
に
お
い
て

は
君
主
の
比
重
が
相
封
的
に
低
下
し
た
と
見
ら
れ
よ
う
e

中
江
丑
吉
は
領
土
の

重
現
に
つ
い
て
、
「
部
族
組
織
を
支
配
し
て
い
る
属
人
主
義
が
完
全
に
打
破
さ

れ
」
た
乙
と
の
表
明
と
言
う
(
『
公
羊
侍
及
公
羊
皐
に
就
い
て
』
中
園
古
代
政

治
思
想
所
収
)
。
著
者
は
人
民
の

護
観
の
方
を
取
り
上
げ
、

孟
子
の
放
伐
思
想

と
閥
連
づ
け
る
わ
け
で
あ
る
。
第
七
章
の
覇
者
槻
を
も
考
え
合
わ
せ
、
公
羊
侍

の
理
想
の
園
家
像
を
探
る
上
で
、

若
者
に
よ
り
堅
固
な
足
場
が
す
え
ら
れ
た
と

言
え
る
だ
ろ
'コ
。

第
六
章
に
つ
い
て
は
、

夷
秋
を
筆
夏
の
秩
序
回
復
の
た
め

。榊
9

の
代
用
品

と
し
て
設
定
さ
れ
た
と
す
る
著
者
の
論
理
の
展
開
は、

鈴
り
に
魅
惑
的
す
さ
て

抗
し
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
正
否
を
判
定
す
る
に
は
力
不
足
な
の
が
残

念
だ
が
、
し
か
し
徐
り
に
近
代
的
な
解
醐
押
す
ぎ
て
、
そ
の
ま
ま
信
じ
ζ

む
に
は

い
さ
さ
か
の
た
め
ら
い
か
あ
る
。
目
下
の
と
と
ろ
は
、
公
羊
山
内
の
爽
秋
論
が
夷

秋
自
身
の
賀
カ
の
伸
長
を
背
景
に
成
立
し
て
い
る
乙
と
、
及
び
、
輩
夏
が
軍
事

的
に
劣
勢
な
時
は
文
化
的
優
越
に
す
が
り
敗
北
感
を
慰
め
る
心
理
的
ハ
ラ
ン
ス

回
復
袋
盤
と
し
て
作
用
し
、
ひ
と
た
び
優
勢
に
帥
判
ず
る
や
、

葦
夏
の
歓
如
態
と

し
て
爽
秋
の
包
郵
を
正
笛
化
す
る
機
能
を
果
す
乙
と
、
そ
れ
ゆ
え
、

夷
秋
の
侵

略
に
針
す
る
隠
忍
自
重
の
心
の
支
え
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
華
膨
脹
主
義
の
論

擦
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、

素
朴
な
意
見
の
段
階
に
低
迷
し
て
い
る

と
乙
ろ
で
あ
る
。
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以
上
、
誤
解
、
市
出
門
学
に
よ
り
、
著
者
の
国
民
意
を
十
分
理
解
し
き
れ
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
倶
れ
て
い
る
。
そ
の
貼
御
海
容
を
願
う
と
と
も
に
、

御
叱
正

を
乙
う
次
第
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
戦
後
初
め
て
の
、
本
格
的
な
公
羊
仰
の
思
怨

史
的
研
究
で
ゐ
り
、
そ
の
意
味
で
著
者
の
苦
品
目
を
思
う
と
と
も
に
、

後
進
の

一

人
と
し
て
そ
の
公
刊
を
心
か
ら
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
。

ζ

の
金
字
塔
と
も
言
う
べ

き
卓
れ
に
者
作
を
足
場
に
、
八
ム
羊
仰
の
研
究
が
、
ひ
い
て
は
中
間
古
代
田
心
細
心
の

解
明
が
一
層
前
進
す
る
ζ

と
を
、
著
者
と
と
も
に
願

っ
て
や
ま
な
い
。
た
だ
最

後
に
一
言
だ
け
言
わ
せ
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
中
閤
哲
事

・
思
想
の

研
究
者
の
著
作
・

論
文
に
通
有
の
こ
と
だ
が
、

注
は
主
と
し
て
史
料
閣
で
の
補

充
に
あ
て
ら
れ
、
従
来
の
研
究
史
に
つ
い
て
の
言
及
が
徐
り
に
少
な
い
こ
と
で

あ
る
。
研
究
が
先
与
の
業
績
の
上
に
積
重
ね
ら
れ
進
歩
し
て
い
く
も
の
で
あ
る

以
上
、
自
ら
の
研
究
を
時
と
し
て
陥
り
や
す
い
濁
善
性
か
ら
救
い
、
ま
に
専
門

外
の
人
々
と
の
交
流
の
窓
口
を
開
く
た
め
に
も
、
そ
う
し
た
貼
の
配
慮
が
必
要

な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
思
う
が
、
自
ら
の
見

解
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
次
第
で
あ
る
。

(
後
藤

延
子
)

均

田

制

の

研

究

|
|
中
園
古
代
闘
家
の
土
地
政
策
と
土
地
所
有
制
|
-

掘

著

敏

一
九
七
五
年
九
月

波
書
庖

A
5
剣

東
京

岩

四
八
五
頁

本
書
は
、
第

一
篇

均
田
制
の
成
立
過
程
、
第
二
篇
均
田
制
の
展
開
、
第

三

街

中

図
古
代
の
身
分
制
と
土
地
所
有
制
の
三
篇
八
章
か
ら
成
る
。
要
す
る

に
、
漢
代
の
限
田
制

・
玉
田
制
か
ら
西
耳目
の
占
田
課
田
制
を
へ
て
、
均
田
制

の
成
立

・
樹
綴
へ
と
展
開
す
る
、

中
園

「
古
代
」
の
土
地
政
策
、
及
び
そ
れ
と

不
可
分
の
閥
係
に
あ
る
身
分
制
度

・
土
地
所
有
制
を
主
題
に
し
た
も
の
が
、
本

書
で
あ
る
。

六

0
年
代
前
半
に
あ
い
つ
き
公
刊
さ
れ
た
、
西
嶋
定
生

・
増
淵
龍
夫

・
木
村

正
雄
氏
等
の
論
若
が
、
五

0
年
代
の
古
代
史
研
究
の
そ
れ
ぞ
れ
の
鋪
結
を
意
味

す
る
と
す
れ
ば
、
本
書
は
、
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
初
頭
に
い
た
る
そ
の
後

の
研
究
の
総
括
を
成
す
も
の
と
言
え
る
。
出
甘
末
に
附
さ
れ
た
泡
大
な

「
参
考
文

献
目
録
」
や
そ
の
行
論
に
お
い
て
紹
介

・
批
判
さ
れ
て
い
る
先
行
諸
事
設
の
盟

富
き
が
、
そ
れ
を
最
も
よ
く
象
徴
し
て
い
る
。
乙
の
時
期
を
抜
か
っ
た
一専
若
と

し
て
も
、

本
書
が
現
在
望
み
う
る
最
高
の
水
準
を
行
く
も
の
の

一
つ
で
あ
る
乙

と
は
、
乙
の

一
鮎
か
ら
も
窺
い
得
る
。

本
書
の
成
果
は
、
ど
く
大
ま
か
に
言

っ
て
二
つ
あ
る
と
言
え
る
。
第

一
は、
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