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孫

文

の

民

生

主

義

(
一)

･†＼.-
ー
‥
･
.･･･章

･

[
･
●

主

一
t

｢

出

口

勇

蔵

'

前

言

濃
都
帝
国
大
韓
人
文
科
学
研
究
所
よ
-
憎
論

せ
ら
れ
て
{
孫
文
華
説
の
-
も
三
民
主
山.輔
､
Jと

-
に
Jr
の
第
三
部

3
氏
姓
生
兼
に
つ
い
て
研
兜
を
,行

な
っ
て
ゐ
た
わ
だ
-
L
は
'

昨
年
十
月
r
｢
孫
文
Sl
民
鐘
主
義

-
と
艶
す
る
軸
常
.ど
同
駅
発
所

に
提
出
し
た
｡

･.l･れ
以
前
･.
同
桝
死
所
の
機
関
雑
誌

『
射
活
人
史
学
粗
nL
欝
一
惑

郷

一
朗
Li
i
原
娃
諸
式

の
棚
秋

山
と
.三
･Ji歩
Eu#
L,L
iEAl表
し
了
や
.J
H

上
記
の
搬
出
｡
の
肺
牛
e
骨
す
じ
で
あ
-
､

限
吉

I
.-
F
I
pL･1
=
-

1｣
･1JI-
=
T7T
い
.卜Vil
'r.
.
L
..,-.
,

の
研
究
よ
-

も

狂

に
旗
し

こ
属
主
売

S
･J
全

憶
と
し
て
.研
先
す
る
こ
と
を
準
悠
せ
ら
れ
た
.
民
族
主
義
や
民
偲
主
義
の
研
究
と
云
へ
は
わ
た
-
L
S
l

喜
攻
撃
科
の
脇
国
を
出
た
問
題
に
直
:LEE
す
る
わ
け
で
あ
っ
て
､
視
野
の

1
暦
の
増
大
が
要
求
せ
ら
れ
る
O
こ
の
要
求
に
封
し
て
姓
へ
-
る
だ
け
の
力

畳
を
わ
た
-
L
が
有
も
令
は
ぜ
て
ゐ
る
と
は
思

へ
ず
'
研
究
所
長
の
高
安
教
授
の
お
靭
め
を
受
け
i1
時
に
は
た
め
ら
は
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

っ
た
か
'

一
つ
に
は
'
大
束
毘
建
設
に
輿
か
る
思
想
建
設
の
重
大
使
命
.{q･,負
っ
て
ゐ
る
わ
れ
わ
れ
に
は
二

二
民
主
竜
に
封
す
る
封
決
が
貴
腐
的
に
重

要
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
し
'
ま
た
二
つ
に
は
.
わ
た
-
し
の
悪
政
し
て
ゐ
る
押
野
聾
の
基
礎
理
論
の
娯
閥
の
た
め
に
は
'
博
続
的
な
こ
の
科
撃
の

硯
野
の
狭
さ
を
打
開
す
る
こ
と
が
緊
要
ヴ

)
と
が
ら
で
あ
か
.
と
信
じ
て
ゐ
る
た
め
に
'
三
民
生
朝
の
姐
緒
的
な
研
究
は
理
論
的
に
ま
っ
で
も
徒
事

で
は
な
い
t
と
思

へ
た
の
で
'
高
坂
先
生
の
お
勧
め
を
引
受
け
さ
せ
て
い
た
ゞ
い
た
0
本
講
よ
-
寄
稿
を
求
め
ら
れ
た
時
'
先
に
人
文
科
挙
研
究
所

に
撞
出
し
た
穀
廿
の
中
か
ら
'
い
圭
J∴
賛
表
さ
れ
て
ゐ
な
い
後
年
の
部
分
を
鴇
鼓
し
て
､
こ
こ
に
芳
信
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
主
局
坂
尭
生
に

厚
-
御
槽
を
申
上
げ
t-b-
で
は
な
ら

ぬ
O
事
の
次
第
を
粧
し
て
'
本
誌
の
冠
者
の
諒
解
を
傍
だ
求
め
よ
う
と
思
ふ
.
(昭
和
十
八
年
八
月
し
ろ
す
)

孫
文

の民
生
主
義

第
三
啓

三
〇五

璽

lL噸

1〇五



孫
文
の
民
生
主
薬

第
三
番

三
()
六

第
≡

耽

1〇
六

杜
骨
思
想
を
襲
展
史
的
に
且
つ
思
想
家
の
賛
鏡
的
意
慾
の
知
的
結
晶
と
し
て
把

へ
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
ほ
､
孫
文

ttilLBi畳
､rn
義
墜

ち

の
時
期
に
分
け
て
考
へ
る
E
iU
め
て
き
る
と
恩
は
れ
る
o
そ
の
前
期
は
千
九
百
五
年
か
ら
千
九
-p
二
十
二
年
ま

､L
L
r一
｢･IJ
l･t
k･W
.
1く
lノ
｢ノ
L.∫
n
1
L
,rh
TT=q
uii
｢ノ
)
ナトロ
JJTT
,
一],r二
I
T,lり
L''
I

1

L
ノヽ
′EpJq
L
E′
,/L

)
､一}
一.i/
.＼J
T亡
E7那一

て

TEn
克

1=
ウ
t
L
LLEI
Pj
爪痛･
｣
1月
lq
α
.ES
カ
t11.TT

[匡
僻
Sf什
ti
勿附
薪
咋
ヨ
ー/｡m陀
て
謹
･り

TY
¢

彰
英
托
,ノ
ウ
.ノ
コ
ー
¢
爪
.∃
′･.･Jb
Iト調
邦

が
深
ま
り
は
じ
め
た
千
九
百
二
十
三
年
以
後
で
あ
る
O
こ
の
や
う
な
時
代
憧
分
を
行
ふ
根
接
と
.
こ
こ
竺
茶
ふ
前
期
に
お

け
る
民
生

真
義
の
内
容
に
つ
い
て
は
'

わ
た
-
L
は
先
に
そ
の
大
約
を
述
べ
て
お
い
た

(前
記
拙
稿

｢民
生
主
義
の
解
明
｣)o

こ
れ
か
ら
取
上
げ

よ
う
と
す
る
の
は
'
こ
こ
に
云
ふ
後
期
に
お
け
る
民
生
主
義
の
内
容
の
検
討
と
'
仝
時
期
を
通
じ
て
の
民
年
王
義
思
想
の
特
徴
づ
け

と
で
あ
る
｡

孫
文
の
民
生
麦
藁
は
'
駄
洲
大
鼓
お
よ
び
そ
の
後
の
国
際
的
政
治
情
勢
と
中
国
園
内
に
お
小
て
悼
性
的
と
な
っ
た
軍
閥
の
出
展

･

闘
季
'
そ
の
結
果
と
し
て
の
圏
内
の
分
裂
等
の
た
め
に
､
若
干
の
撃
容
を
生
じ
た
や
う
に
屠
え
る
｡

1
方
で
は
ロ
シ
ャ
の
共
産
主
棄

革
命
の
成
功
'

ロ
シ
ャ
の
新
建
設
'
新

ロ
シ
ャ
の
外
交
政
策
の
韓
換
は
､
共
寧
王
義
思
想
の
中
国

へ
の
停
釆

･
波
及
と
と
も
に
､
申

圃
革
命
に
新
し
い
要
素
を
附
け
加
へ
た
こ
と
が
見
逃
せ
な
い
.
他
方
で
は
中
国
円
部
の
軍
閥
の
割
臆
は
'
孫
文
の
革
命
運
動
を
し
ば

し
ば
危
機
に
瀬
せ
し
め
る
と
と
も
に
.
帝
国
主
義
的
諾
列
強
の
動
向
は
､
彼
が
前
期
に
お
い
て
甘
く
期
待
を
か
け
た
や
う
に
は
進
ん

で
こ
な
か
っ
た
｡
却
っ
て
そ
れ
ら
は
中
国
の
分
裂
的
契
機
と
結
び
つ
い
た
-
'
分
裂
そ
の
も
の
を
利
用
し
た
-
す
る
と
と
に
よ
っ
て
､

革
命
戦
線
の
統

1
や
敬
展
を
妨
げ
つ
つ
､
各
自
の
利
爺
の
追
求
を
こ
と
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
孫
文
は
こ
の
や
う
な
事
態
の
推
移



を
見
て
何
を
な
し
え
た
で
あ
ら
う
か
完

に
は
革
雷

的
そ
の
も
の
は
蕨
乎
と
し
て
動
か
な
か
つ
宗

･
そ
町
仇
鄭
郎

馨
蕃

義

一
電

一
遍

電

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

策
は
､
事
態
に
麿
じ

て横
倉
主
義
的
に壁へ
ら
れ
.
『
物
質
建
設
』
の
甘
美
な
夢
か
ら
冷
水
を
か
け
ら
れ
て
tZE
醒
め
た
後
の
絶
望
の

底
か
ら
･
彼
に
積
極
的
な
援
助
を
輿
へ
る
や
う
に
見
え
た
も
の
に
槌
-
つ
か
う
と
レ
,
そ
の
た
め
に
民
生
主
菜
に
若
干
の
受
容
が
見

え
は
じ
め
る
の
で
あ
る
o
け
れ
ど
も
こ
の
整
容
が
果
た
し
て
民
生
主
義
の
本
質
の
質
的
壁
化
と
云
哲
フ
渇
で
あ
ら
う
か
ど
う
か
'
之

が
わ
れ
わ
れ
の
以
下
の
問
題
で
あ
る
｡

民
生
主
菜
思
想
の
後
期
が
ソ
ブ
イ
エ
ト
と
の
接
渦
の
深
ま
-
と
と
も
に
は
じ
ま
る
'
と
わ
れ
わ
れ
は
考
へ
為
｡
し
か
し
な
が
ら
'

雨
期
に
屠
す
る
時
に
お
い
て
も
'
千
九
百
十
二
年
に
お
い
て
カ
を
適
し
て
卓

課
さ
れ
て
ゐ
允
や
う
な
臥
想
円
容
は
'
昧
洲
地
率
の
勃

馨
と
と
屯
に
.A
既
に
廻
容
の
小朋芽
毅
見
せ
て
ゐ
た
の

で

あ
っ
た
O
充
づ
こ
の
事
茸
に
着
目
す
る
こ
と
が
必
嬰
で
あ
る
｡

『
甲
田
存

亡
閃
謂
』

ハ千
九

r

卜ij
空

り
L
IA｡
ま
中
頭
韓
披
E
.翰
際
的
地
位
に
珊
す
る
鋭
い
洞
察
教
舎
ん
で
ゐ
る
.
yu
r･つ
し
て
.LJ
か

洞
察

は

邑
想

上
に
も
影

饗
を

輿
へ
す

に

は
み
な
か
づ
ね
の
dfJ
か
r㌔

只
ir.･lJ蒜
知は
H

H

ツ
パ

r紺

地
結

締

拘

eĵJL#
,.I-I
.拭

慣

爪

下

t
j.FkB

め
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
､
そ
の
思
想
す
ら
も
'
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

仝

腰

が
而
し
て
そ
れ
に
引
き

づ
-
込

ま

れ

て

全
世
界

が
戦
乱
状
態
に
格
-
.
無
宴
の
民
衆
を
故
等
の
惨
具
に
よ
っ
て
苦
し
め
る
こ
と
を
､
防
止
し
得
な
い
と
云
ふ
奉
賛
を
目
の
あ
た
-
に

見
た
時
'
孫
文
は
ヨ
ー
ワ
ッ夫

人
の
闘
等
的
な
性
格
に
深
い
失
望
を
感
じ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
れ
に
比
べ
る
と
'
中
圃
人

は
古
木
､
干
和
愛
好
的
な
根
本
性
格
を
有
ち
､そ
の
社
脅
邑
憩
に
は
こ
の
根
本
悼
格
が
港
み
で
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
O
之
が

彼
の
懐
い
た
懐
疑
で
あ
っ
た
｡
さ
う
し
て
と
の
懐
疑
は
尭
づ
次
の
や
う
な
新
し
い
要
素
を
鶴
の
思
想
に
生
み
だ
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡

千
九
盲
十
二
年
'
臨
時
大
根
銃
の
柴
職
を
郡
し
て
の
ち
に
民
年
貢
藁
の
宣
侍
に
大
童
に
な
っ
て
ゐ
た
時
'
民
生
主
義
は
中
国
の
民

孫
文
の
民
生
主
義

第
二
で懸

三
〇
七

第

三
戟

l
〇
七



孫
文
の
民
生
主
菜

罪
三
春

二

1
(

J

八

第
三
戟

I
O
八

衆
か
ら
は
云
ふ
ま
で
も
た
-
､
中
匪
民
族
の

指導
官
に
あ
る
人
苧
か
ら
も
､
い
な
更
に
板
に
従
っ
て
ゐ
た
革

命
定
点
か
ら
さ

(
ち
.

｢
理
想
の
挙
)"n｣
と
し
て
迎

へ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
が
'

孫
文
み
づ
か
ら
は
革
命
意
慾
を
迄
げ
る
た
め
に
不
可
枚
の
奮
膜
理
論
で
あ

る
と
信
じ
て
ゐ
た
｡
け
れ
ど
も
献
洲
t
Jf戦
の
一芸

㍑
は
'
孤
の
こ
の
信
念
に
封
#
を
其

へ
ず
に
は
ゐ
た
か
っ
た
O
以
前
の
筏
は
.
民
生

主
穀
の
骨
壷

は
寮
ら

ヨ
ー

ロ

ッ

パ
O
TE=酔
七
恋
に
新
形
紅
求
め
て
､
そ
如
.Iを
院
し
て
生
す
べ
%･J物
質
的
建
設
忙
保

つ
の
で

ある
と
信

じ
.
モ
LT
雛
形
か
出
陳
で

あ
る
人
目
の
,j
郡

に
r
J

い
.tJ
は

ー
潔
い
,.tu
潜
む
拭
つ
.rJ
わ
な
か
′ノL
J.J
と
,こ
ろ
が
今
や
TiJCl
物質
的
墜
投

に
み
托
･il
/
一
て
ほ
敢
膏

問

題
･i=
表
作
瀬
7A
確
u
lb
･づ

VAN
rTi
SI
aUn
オ

LV

T
lu
-
昆

¢
･J
Fi,
.
･i
･

備
丑

セ
カ

i"
-
ii

い
ノ

ノ

ノ

よ

夢

乃

/
メ

た
も
の
と
し
て
ー
確
立

せ
ら
れ
た
く
て
は
な
ら
ぬ
[)
と
に
気
付
か
し
め

ら

れ
た

の
で
あ
る
G
す
な
は
ち

hT心
Eh
建
設
』

が

b.物

質

建

設
』
と
な
ら
ん
で
必
要
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
痛
感
し
た
.
こ

れ

'
千
九
首
十
八
年
に
至
っ
て

F.心
班
建
設
』
の
名
に
お
い
て
敦
表
せ

ら
れ
る
に
至
っ
た

｢
知
難
行
易
｣
詮
の
生
じ
た
所
以
で
あ
る

o

｢
知
難
行
易
｣
誼
は
'

孫
文
が
理
解
す
る
限
り
で
の
儒
教
思
想
と
の
封
決
を
通
し
て
'

新
し
い
賢
提
警
察
的
思
想
と
し
て
主
張
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
FJ
の
主
張
は
'

孫
文
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
倫
理
性
に
封
す
る
懐
疑
が
根
の
反
省
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
と
は

猫
立
に
自
観
の
俸
続
の
上
に
泳
が
せ
た
結
果
.
生
じ
た
も
の
で
た
-
て
は
な
ら
な
い
0
倍
し
な
が
ら
､
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
際
彼
が
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
の
根
鑑
を
批
判
し
て
ゐ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
'
吟
味
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
｡

こ
の
日
的
の
た
め
に
'
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
説
を
'
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
師
係
が
あ
る
隈
ITl
に
お
い
て
論
じ
て
お
か
う
と
恩
ふ
o
こ
の
詮
が
孫
文
に
L
i
つ
て
は
じ
め

て
公
け
忙
ロ
に
さ
れ
た
の
は
'
千
九
百
十
七
年
七
月
の

冒
盲

行
ふ
は
乾
き
に
あ
ら
ず
之
を
知
る
を
難
し
三

豊

と
云
ふ
講
演
に
お

い
て
で
あ
つ
た
と
甥

へ
ら
れ
る
o

言

に
お
い
て
彼
は
'
｢
往
苦

国
の
霊

に
豊

し
遠

位
竺

の
つ
た
是

が

諸

賢

昏

艶
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H

J

叩
け
j

絹

貞
義

曇

一

I

｢
知
易
行
難
｣
の
誰
に
閥
さ
れ
て
ゐ
る
に
射
し
て
'
日
本
人
が
王
陽
明
の
｢
知
行
合

こ

の
説
に
従
っ
て
｢
冥
行
直
途
'
展

一
文
字
に

旺
進
｣
し
た
か
ら
で
あ
る
t
と
答

へ
'
し
か
し
孫
文
が
い
ま
中
国
人
に
期
待
す
る
も
の
は
'
日
本
人
が
信
孝
し
た

｢
知
行
合

一
止
の

誼
で
は
な
-
し
て
'
更
に
徹
底
し
て

｢
知
難
行
易
｣
の
説
で
あ
る
､
と
述
べ
る
の
で
あ
る
.
し
か
も
こ
の
新
説
は
支
郡
上
古
の
教

へ

が
既
に
述
べ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
-
､
た
だ
そ
れ
を
諒
明
し
た
者
が
未
だ
な
か
っ
た
と
云
ふ
に
す
ぎ
ぬ
'
と
孫
文
は
考

へ
て
ゐ
た
.
礼

子
の

｢
民
は
由
ら
し
む
べ
-
知
ら
し
む
べ
か
ら
す
｣
や
孟
子
の

｢
之
を
行
ふ
て
著
れ
す
'
習
ふ
て
療
せ
ず
'
終
身
之
に
由
っ
て
其
の

迫
を
知
ら
ざ
る
者
は
窮
で
あ
る
｣
や
商
枚
の

｢
民
は
輿
に
戊
を
溌
し
む
可
-
し
て
､
輿
に
始
を
圃
り
難
し
｣
な
ど
の
言
葉
は
み
な
'

慮
民
政
措
思
想
で
は
な
-
し
て
'
却
っ
て

｢
知
難
行
易
｣
を
説
か
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
虞
慾
が
あ
っ
た
の
で
あ
る

.議

文
Au
準

解
T

Jti
論
祉
順
.
措

]L(篠
へ
]石
Tに
11Tn
rュ
1L
J0

こ

の

蒙

昧

哲

堺

的
立
瑞
は
'
翌
年
の
千
九
百
十
八
年
に
譜
表
せ
ら
れ
た

U.心
珊
建
設
』
に
お
い
て
.
衆
も
明
瞭
で
あ
る
ト
r
u
う

し

て
そ
こ
で
の
主
張
は
あ
ら
ま
し
次
の
や
う
払
も
の
で
あ
る
｡

～

中
国
文
明
の
蓉
達
は
'
草
昧
時
代
よ
-
間
に
至
る
ま
で
の
進
歩
の

L

樽
代
と
周
以
後
の
退
歩
の
時
代
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
前
者
は

｢
知
ら
ず
し
て
之
を
行
ふ
の
時
期
｣
す
な
は
ち

｢
知
難
行

易
｣
が
行
ほ
れ
た
緯
代
で
あ
-
'
後
者
は

｢
知
易
行
姓
｣
の
謬
詮
が
中
国
人
に
深
く
浸
潤
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た

｢
先
づ
知
る

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

を
通
し
て
了
解
し
た
や
う
に
.
之
は
碑
文
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
骨
思
想
か
ら
獲
得
し
た
中
心
的
な
顧
変
哲
埠
的
思
想
で
あ
る
-･
･I

中

国
の
褒
史
が
､
喝
以
後
'
こ
の
法
則
に
背
い
て
退
歩
を
つ
づ
け
て
ゐ
る
の
は
'
専
ら
上
の
謬
詮
が
中
国
人
の
心
性
を
蝕
ん
で
釆
た
た

孫
文
の
民
生
主
義

第
三
番

三

〇
九

第

三
部

1
0
九



lヽ､､→

孫
文
の
民
生
主
義

第
三
啓

三
l
O

第
三
戟

1
1
0

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

め
で
あ
る
O
こ
の
悪
し
き
中
歯
の
倖
枕
か
ら
自
由
に
な
っ
た
現
代
人

･
孫
文
の
眼
光
を
以
て
す
れ
ば
'
世
県
人
難
の
進
化
は
'
葺
昧

時
代
す
な
は
ち

｢
知
ら
す
し
て
之
を
行
ふ
｣
時
斯
.
文
明
時
代
す
な
は
ち

｢
行
ふ
て
後
之
を
知
る
｣
時
斯
､
お
よ
び
酔
夢
時
代
す
な

は
も

i
知
-
て
後
之
を
行
ふ
｣
時
好
聖

lフ
ノ
til時
代

協
会
を
季
/J
bl
で
直
之
V
さ
う
し
て
村
井
讃
匪
は
と
にl巡
れ
に
漣
帯
を

I
封
易

爺
剰
｣
に
讃
茄
を
茸
東
海
カ

/一穴
力
煎
把
に

順

序

を

光

ノ
一

て
迎
′
一

て
葬
六

blて透
る

(前
列

鄭
二
準

オ

･f

買
上
｢
r

カ

-

T
地

.(

て
'
孫
文
は
こ
こ
か
ら
綾
の
人
間
笹
1

･人
間
を

｢

先
知
先

覚
者
｣

と

｢
後

知
後
覚
者
｣
と

｢
不
知
不
覚
者

｣
の
三
つ

の
範
境

に

分

け
る
人
間
学
を
展
開
し
て
.
｢
知
難
行
易
｣
詮
を
完
成
す
る
の
で
あ
る
が
､

わ
れ
わ
れ
に
JJ
つ
て
は
'

こ
の
人
間
尊
t
と
の
賓
懐
管

皐
的
思
想
そ
の
も
の
が
こ
こ
で
探
-
究
明
さ
る
べ
き
で
あ
る
の
で
は
な
い
.
た
だ
孫
文
の
思
想
が
ー
隣
洲
大
我
の
末
期
に
お
い
て
'

周
以
前
の
古
典
的
な
支
那
思
想
に
擦
り
所
を
求
め
は
じ
め
た
と
云
ふ
JJ
と
に
注
意
す
る
と
と
も
に
'
し
か
も
そ
の
掠
り
所
は
そ
の
純

粋
性
に
.お
い
て
櫨
-
朗
と
た
っ
た
の
で
は
な
く
し
て
'
孫
文
が
以
前
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
思
想
か
ら
得
た
近
世
の
進
歩
思
想
か
ら
見
直

さ
れ
た
の
で
あ
る
t
と
云
ふ
こ
と
に

一
層
深
い
注
意
を
珠
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

し
か
る
に
､
『
物
質
建
設
』
の
中
軸
語
韓
に
附
し
た
孫
文
の
序
文
(千
九
百
二
十

1
年
十
月
)
は
'
彼
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
思
想
と
の
離
反
'

中
国
の
古
典
思
想

へ
の
接
近
を
､

一
骨
よ
-
示
し
て
ゐ
る
か
に
見
え
る
o
な
ぜ
な
ら
'
そ
JJ
で
は
中
国
の
国
際
的
閑
教
案
が
.
弘
と

-
中
圃
の
利
茶
に
な
る
の
み
で
な
く

ま
た
列
強
の
戦
後
の
生
産
力
の
維
持
の
た
め
に
必
要
で
あ
-
.
そ
れ
ら
の
利
益
と
も

l
敦
す

る
だ
け
で
も
な
く
'
鷺
に
中
開
が

｢
臨
模
庶
琴

能
く
今
日
の
世
界
経
済
場
裡
忙
馳
贋
し
'

彼
の
族

(歓
米
諸
民
族
1
-
･引
用
者
)
の

歳
事
の
性
を
化
し
て
我
が
大
同
の
治
に
達
せ
し
め
得
る
で
あ
ら
う
｣
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
(第
二
番
'
]
九
七
頁
)C

民
生
主
義
政
策
が
世
界
平
和
堂
見
離
す
る
と
云
ふ
と
の
視
野
の
携
大
は
'
古
典
的
支
部
思
想
を
探
-
所
と
し
'

ヨ
ー
ロ
ッ
｡ハ
の
文
明



思
想
を
批
判
し
'
濁
m
の
境
地
に
要

り痩

た
人
の
言
葉
と
受
取
れ
る
で
あ
ら
う
か
｡
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
そ
う
に
は
考

へ
得
な
い
b
な

ぜ
な
ら
.
｢
大
同
の
治
｣
と
か

｢
大
同
世
界
｣
と
か
は
'

そ
の
時
ま
で
の
孫
文
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
は
な
く

た

と
へ
ば
千
九
百
十
二
年
の

『
臨
時
大
漁
統
就
任
茎

亘

や

『
五
族
聯
合
の
故
カ
.q
に
も
兄
い
だ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て

宗

田
準

二
二

頁
0
第
六
巻
'
八
三
頁
).
そ
こ
で
は
革
に
中
園
民
族
が

一
民
族
国
家
と
し
て
国
際
場
裡
竺
且
つ
こ
と
に
よ
っ
て
へ
世
界
が
干
和
状
態
に

赴
-
こ
と
が
で
き
る
と
云
ふ
だ
け
の
意
味
が
寓
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
O
ま
た
上
記
の
序
文
に
し
て
も
､

)̂
の
二
つ
の
書
き
物

に
し
て
も
'
何
れ
も
中
国
人
の
EEj
想
的
傍
流
に
封
す
る
感
覚
に
滴
れ
て
.
自
説
の
啓
蒙
的
な
教
典
を
ね
ら
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
云

は
ぎ
る
社
格
な
い
か
ら
で
あ
る
リ

ボ
て
r
LrT)二
､
･.I:
H
J
､ノ
h.I}
=
t
二.｣.
liLL'
-
,,I-甘

､
て

.

ん<
-JH
tjト宅
)
･E～
LJLJ

,Ert｢
=
/-
い
清

美

b

Lu
′
T
J
IIm
毒

U
i
･K

ぺ

･P
l

tA
沙
プ
叩男
空
等
葛
t
.りY
b
l･Er
回
は
歩

ハ
カ
貴
等
よ
に
i<
h
1
.～b
重
朝
を
Fk
L
は
zJ
乾
漆

時
に
お
い
で

も

､

孫
文

は
中

園
の
古

典

邑

怨

を
全
-
治
極
的
忙
し
か
把

へ
て
ゐ
な
か
つ
た
と
云
は
な
-
て
は
な
ら
ぬ
.
本
質
的
に
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
的
居
辛
王
義
的
な
思
想
が
､
従
っ
て
経
済
的
に
は
資
本
主
義
的
な
Hi壷

が
'
そ
の
横
板
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
o

中
国
に
+rS
け
る
共
革
ま
義
層
想
の
偉
木
は
.
千
九
百
十
九
年
の

｢
五

･
四
蓮
副
｣
に
お
い
て
'
最
初
の
社
骨
主
義
連
動
を
起
さ
し

め
た
｡
そ
れ
は
里
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
I
の
杜
禽
運
動
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
O
孫
文
は
こ
の
動
向
に
封
し
て
い
か
な

る
凄
慶
を
敢
つ
た
で
あ
ら
う
か
o
後
期
に
お
け
る
民
生
主
義
の
饗
容
を
述
べ
る
に
昔
っ
て
'
こ
の
間
題
を
も
諌
め
解
決
し
て
き
か
な

-
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
O

こ
の
間
題
に
解
答
を
提
供
し
て
ゐ
る
も
の
に
'
『
戴
季
陶
氏
と
の
敢
倉
問
題
に
閲
す
る
談
声
q
が
あ
る
o
之
は

｢
五

･
四
運
動
｣
が

上
海
に
波
及
し
て
同
地
に
穏
罷
業
が
勃
覆
し
た
時
､
同
地
に
お
い
て
戴
季
閥
の
質
問
に
答

へ
て
'
孫
文
が
共
産
主
義
思
想
や
そ
の
蓮

孫
文
の
民
生
主
義

第
三
番

三
二

第
三
競

1
二



孫
文
の
長
生
主
菜

第
三
番

≡

1
二

第
三
筋

二

二

勤

に
封
し
て
有

っ
て
ゐ
る
見
解
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
｡
鼓
天
仇
は
上
海
の
絶
罷
業
を
見
て

｢
塔
働
者
が
直
接
仁
政
指
や
社
食
蓮
動

に
参
加
す
る
こ
IiJ
は
既
に
幕
を
切

っ
て
落
さ
れ
た
｣
と
思

払.
中
国
の
有
識
者
が
之
に
封
し
て

｢
温
和
た
敢
骨
思
想
｣
を
以
て
'
民

衆
を

指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ら
う
t
と
述
べ
た
o
之
に
封
し
て
孫
文
は
'
≡
足
主
義
こ
そ
正
に
そ
の
思
想
な
の
で
あ
る
t
と
答

へ
七

ゐ
迄
｡

T.J
う
し
て
英
軍

≡
轟
的
革
命
造
勤
に
封
し
て
は
'

｢
か
か
る
不
健
全
た
恩
怨
は
た
し
か
に
危
険
で
あ
る
｣
が

｢
11
も

ま

た
過
渡
期
に
お
い
て
自
然
に
畿
生
す
る
事
賓
に
過
ぎ
な
い
｣
｢
か
や
う
た
経
路
は

概
ね
思
想
混
乱
時
代
の
必
然
性
で
｣富

Tn
です

あ
る

ド

.吋

(
r

L
･N
-

-tph

･-
-
ィ
.什
ー
･T
.jill-
ill
-
が

l
-
･｡
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L
L
･1J
.コ

r
-
判り山.1
日

･R

r
7叫･八
LLu

"

Cl･.二
Llt､TT7
宗
:
半

｣
r71
/
n
L朋

輩

か

≡

.｢

‥

.

)

I
I
.
ー
ゝ

＼｢,
.

1〔登

り=
1.,H
で
も

1
J
l..
ノ
ー
=

ノ
て
7
才
ro
7
ノ
亡
-
レノ二
等
≡
苧

l=
1
LJ=㌢
｢

〔謹
〕

詩
文
の
｢
五

･

匹
運
動
｣
の

許

慣
は
､
そ
れ
.か
契
機
と
..-.
つ
L,･
中
国
山
原
朔
心界
に
.l･dZ斎
i=
･.完
了奉
か
抵
-
､
q
'族
宣
命
の
た
め
に
必
要
な

思
想
運
動
が
勃
賛
し
た
-
云
ふ
鮎
で
'
倍
他
JeJ有
つ
rJJ
lh'
ふ
に
あ
っ
た
o
そ
し
て
共
産
圭
売
思
村
山が
中
国
に
お
い
て
常
娼
し
て
ゆ
-
か
ど
う
か
-
云

ふ
や
-
な
こ
と
は
'
そ
の
際
間
借
と
き
れ
..A.tか
つ
た
の
で
あ
る
0
こ
の
許
信
は
'
彼
が
革
命
運
動
の
た
め
に
英
文
桜
闘
新
聞
と
印
刷
機
械
と
を
有
つ

必
要
を
訊
い
て
'
そ
れ
へ
の
物
的
援
助
を
海
外
の
同
志
に
向
っ
て
懇
請
L
lJ
ゐ
る
手
紙
に
お
い
て
税
れ
て
9
0
(uJ梅
列
周
長
某
同
志
へ
』j

I
千
九

百
二
十
年

l
月
･
-･-
第
七
懸
'
四
三
九
lrn'以
下
)O

中
国
革
命

の
方

法
と
し
て
は
云
ふ
ま
で
も
な
-
'
三
民
主
轟
と
の
論
冊
的
な
関
係
に
お
い
て
す
ら
'
共
革

三
菱
が
認
識
さ
れ
て
ゐ

な
か
っ
た
こ
と
を
､

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
明
瞭

に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
.
ヰ
亮

椛
認
し
て
お
か
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
前
期

〓

孫
文
が
千
九
雪

1+

l
年
七
月
に
葛
三
イ
ン
タ
ー

丁
シ
ーコ
ナ
ル
の
代
表

マ
ー
リ
ン
･

t
L脅
見
し
'

攻
い
で
ヨ
ツ
フ

エ
'
ポ

ロ
デ

ィ

ン



.･
･

J
･･惑

.tP

喜

F'

遜

貰
托書
直
蓉

筏
の
共
産
主
義
と
の
接
鳩
は
漸
琴
に
濃
厚
ru
を
加

へ
'

ポ

ロ
テ
ィ
ン

を
国

民
真
顧
問
に
推
畢
し
た
彼
は
'
千

九

百
二
十
三
年
の
終
り
に
は
観
良
寛
改
組
に
煎
り
出
し
'
翌
年

一
月
'
国
民
晃
第

1
回
全
国
代
表
大
骨
に
お
い
て
聯
俄
容
共
政
策
を
決

議
す
る
に
至
っ
て
'
彼
の
革
命
意
慾
は

二
{
碑
堕

k
f速
げ
た
か
に
見
え
る
.
そ
の
禽
議
の
開
催
中
'
レ
ー
ニ
ン
の
計
報
に
接
し
て
'

ソ
ブ
イ
ニ
ト
･
ロ
シ
ャ
に
弔
電
を
造
り
､

弔
意
を
表
す
る
た
め
に
三
日
間
を
休
合
と

L
.
ポ

ロ
ヂ
イ
ン
か
ら
レ
ー

ニ
ン
の
革
命
事
業

を
胎
教

す
る
と
云
ふ
偶
費
的
な
問
劇
を
旦

父
へ

て
､
t二
民
主
藁
は
劃
期
的
考

云
は
ゆ
る

｢発
展
｣
を
途
げ
た
か
に
見
え
る
o
具
た

T

し
て
こ

の
国
民
真
の
改
組
は
二

二
民
主
義
こ

と

に
民
牛
主
義
の
大
緒
換
皇

恩
味
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
｡
わ
れ
わ
れ
の
注
意
は
暮
ら

＼･J'√
も
_'J_
:I-.TJ]-_
∵.;

孫
文
は

ロ
ン
ド

ン
に
滞
在
中
t

P
シ
ャ
の
革
命
家
と
遷
中
頑
固
の
革
命
の
帰
寮
を
論
じ
て
.
中
圃
革
命
が

ロ
シ
ャ
革
命
よ
り
も
速

.､

.T
∵
..
=

p.

)
/-東

か
..,･"
∵
･:
･tJ.:･
-:
'∴
J
･'.
i:lJr
･:I
;I
:･7
⊥

∵
∴
い､
日
.+
∴
.f∴

1.:

p
シ
ャ
革
命
が
君
,.d
政
鱒
を
街
筏
す
る
政
治
革
命
で
あ
る
と
云
ひ
(『中
国
民
生
革
命
の
重
要
性
』
第
六
啓
.
五
九
頁
以
下
),.
市
制

ロ
シ
ャ

に
封
す
る
反
感
は

『
中
国
存
亡
問
題
』
(千
九
百
十
七
年
)
に
お
け
る

ロ
シ
ャ
観
に
も
極
め
て
明
白
で
あ
る
｡
牧
が
千
九
百
十
七
年
五

月
の
ロ
シ
ャ
革
命
に
は
じ
め
て
言
及
し
た
の
は
.
先
に
も
引
用
を
試
み
た

｢
知
難
行
易
｣
詮
を
最
初
に
の
べ
た

｢
之
を
行
ふ
は
難
き

LJ
.hノ
.n
Ji
^
l
′
lmH
L⊃
^
l臣

/
=
L

l
=
1]Jt
一
二
L
]1.
]
′1
]二
ノヽ
畠
丁.rd
)
rT
L
l
th
ヽ
(
]FT,.
′ヽL)
やゝ
ヽ

t.
:
',..■L
r
LL]I
I_
rL
H
りTu･引
Ytt/
Ll_

折
.Td
JLiL一tV.
lペ
一旬
′タ
.tp.匂
菜
t
∠
Jj
L
2
1H
j
TT.■ノ
TtLIT
It.占う
ttJTT南
.澄
b
l.日
托
ま
>
｢
て
iblfY
カ

PY
と
て
.ir
L
LHE
E
lqr稚
EEa
一頭
カ

かシ

し
露
園
が
現
在
共
和
に
撃
じ
た
如
き
等
茸
も
以
て
時
代
の
潮
流
を
窺
ふ
に
足
る
で
あ
ら
う
｡
時
に
順
す
れ
ば
興
る
｡
帝
制
は
今
や
重

く
永
く
存
在
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
｣
と
云
つ
て
ゐ
る
｡
之
は
中
国
よ
り
遅
れ
て
起
り
肩
制
を
廃
し
た

ロ
シ
ャ
を
以
て
中
園
の
後
撰

者
と
見
徹
し
'

そ
れ
に
慶
賀
の
意
を
表
明
し
空

一一口実
で
あ
っ
て
'

井
草
王
義
に
関
し
て
賜
れ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い

(塁

ハ
巷
'

孫
文
の
長
生
主
義

第
三
番

三

二
二

第
三
.就

二

三



孫
文
の
民
生
主
義

第
三
啓

三
1
四

第
三
銭

こ

E
l

二
四
九
頁
)｡
と
こ
ろ
で
'
十

1
月
革
命
以
後
の
P
JJh
ヤ
の
国
情
は
孫
文
に
新
し
い
窒

息
を
呼
ん
だ
に
ち
が
ひ
な
い
｡
し
か
し
'

わ
れ

わ
れ
は
彼
か
ら

ロ
シ
ャ
旺
つ
い
て
新
し
い
種
類
の
見
解
を
直
ぐ
に
は
譜
-
こ
と
が
で
き
な
い
.
千
九
HIt二
十

l
年
六
月
に
至
っ
て
は

じ
め
て
,
彼
は

『
〓
哀

主
薮
の
異
鰭
的
方
策
』
の
中
で
共
産
主
務
観
象

ロ
シ
ャ

忙C･1
3
,
で
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
0
日
-

｢
最
近
の

露
観
革
命
の
如
き
も
の
に
つ
い
て
は
'

ソ
ヴ
イ
エ
･-
政
府
は
民
生
,重
義
に
重
き
を
置
き
､
民
族
主
義
に
つ
い
て
は
大
い
な
る
意
味
は

F

II
r-.㌍
ii:ljil･
･lL,-.つ
.J
ili
Li
LT=
,)
打
払
如
Lj
T
IF
n
-
¶jih
･j
r
b
{5
､
-
在

-
＼
･J
ド

b
T;
r

a

-J
れ
祁

親

某
と
輿
れ
る
鮎

で
あ

山′
､
(

｢｢√
ト刊
〓
〓El部
レn
J7こ
T
･.
-
I
TL･iノH
′U
h‥P
hh托ハ年

レー､,九,NくV㍑
亡
LL

(
1,
;

T

~
り小
`
.
ノ

る
｣
と
O
こ
の
時
に
お
い
て
も
'
磯
は
ロ
シ
ャ

の民
等
王
義
中
心
の
革
命
に
封

し
て
.
三

民
主
義
と
五
椿
憲

法

と
の
中
国
革
命
が
1

暦
具
鱈
的
で
あ
る
と
云
ふ
口
吻
を
洩
ら
し
て
'
自
ら
の
民
族
主
義
が
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
民
族
自
決
論
の
主
張
と
T
致
す
る
所
以
を
説
い

て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
.
ソ
ゲ
イ
ニ
ト
に
封
す
る
深
い
関
心
が
ま
だ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る

(第
三
者
.
1元

三
賞
以
下
)o

し
か
る
に
そ
の
翌
月
'
す
な
は
ち
千
九
lp
二
十

一
年
七
月
に
､
孫
文
は
第
三
イ
ン
ク
rI
ナ
シ
討
ナ
ル
の
代
衆
'

マ

-
p
･ン
と
坤
圃

共
産
真
の
領
袖
'
李
大
別
と
に
梓
林
に
お
い
て
骨
見
し
た
C
さ
う
し
て
こ
の
時
か
ら
漸
-

ロ
シ
ャ
革
命
に
封
す
る
許
静
が
襲
化
を
見

せ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
O
だ
が
そ
の
堅
化
も
急
速
土

石
ふ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
同
年
十
二
月
の
演
説

『
三
民
主
蓑
は
新
世
界
建
設

の
工
具
で
あ
る
』
に
お
い
て
ロ
シ
ャ
忙
関
し
て
云
ふ
と
こ
ろ
を
引
け
ば
'｢
露
国
は
近
爽
政
治
革
命
と
同
時
に
経
済
革
命
を
苦
行
L
t

l
面
に
は
皇
帝
と
貴
族
と
を
打
倒
し
'
同
時
に
ま
た
資
本
家
を
倒
し
た
.
現
在
露
国
民
が
受
け
て
ゐ
る
苦
痛
は
非
常
な
も
の
で
'
革

命
の
結
果
如
何
は
今
日
之
を
濠
想
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｣
と
あ
る
の
を
見
る
(第
六
番
'
11T
l
六
頁
).
マ

ー
リ
ン
の
宜
債
や
李
大
別

の
諭
得
に
も
拘
ら
ず
'
孫
文
は
リ
グ

エ
イ
ト
に
射
し
て
ま
だ
積
極
的
な
認
識
に
進
ま
う
と
し
て
は
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

ソ
ゲ
イ
ニ
ト
に
封
す
る
積
極
的
な
認
識
は
'
そ
の
翌
年
の
千
九
百
二
十
二
年
の

1
月
以
後
に
見
え
る
O
桂
林
に
お
け
る
筆

筒
･
帯

Jヽ
L.▲▼､･LrI..もJ･JI‥
√l書

rt一寸.1･､.
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東

･
江
西
各
軍
に
封
す
る
演
説

『
軍
人
の
精
神
彰
育
』
が
之
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
軍
人
に
封
す
る
精
銅
教
育
､
す
な
は
ち
革
命
軍
の

精
神
敬
青
の
必
要
を
感
じ
た
と
云
ふ
こ
と
白
硬
が
'
ソ
ゲ
イ
エ
ト
の
革
命
軍
の
先
粧
な
し
に
は
考

へ
ら
れ
ず
'
以
前
の
孫
文
は
革
命

軍
と
云
ふ
も
の
に
積
極
的
窒

息
義
真

相
め
よ
う
と
は
し
な
か
つ
攻
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
今
や
軍
人
に
封
し
て
革
命
意
慾
を
鼓
吹
し

よ
う
と
し
は
じ
め
た
O
之
ソ
ゲ
イ
エ
ト
に
封
す
る
認
識
の
深
ま
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
3,.
そ
れ
ゆ
ゑ
'
わ

れ
わ
れ
は
こ
の
講
演
の
内
容
に
若
干
梱
れ
て
お
か
う
.
孫
文
は
軍
人
の
精
神
紗
青
の
雪
鮎
を
智

･
仁

･
男
の
三
鮎
に
分
か
っ
て
詮
明

し
て
ゐ
る
が
'
そ
の
仁
に
つ
い
で
日
ふ
'
軍
人
の
仁
と
は

｢
救
国
の
仁
｣
で
な
-
で
は
な
ら
な
い
t

と
｡

｢
救
国
の
仁
｣
で
あ
る
た

め
に
は
F
幽
寂
の
政
策
を
知
悉
し
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
ず
¶
中
園
の
革
命
に
た
づ
さ
は
訂
た
め
に
は
ご

〓
民
主
義
を
5
.解
す
る
と
こ

l
.iL
.､
)
.,
ヽ
O

tLJ.L]/
〉
ト
｣
JEI,.rTT:
trTr].
L
｢ノ
ヽ
1
.Pr?
L
l
..JEhl'
L′nL
LJ.こ
'＼
〉
｢｣

二ヽ

ヽ
O
r

Lh
を
n
引
一コTtj
LiJ
ノヽ
LH｣JTJ
I.r
/ヽ
】H
JL..L1

-
'
農
･

エ
･
兵
を
以
て
組

織
成
立

し
た
政
府
で
あ
る
.
こ
の
新
政
府
は
弼
り
君
主
専
制
を
顕
覆
せ
る
の
み
な
ら
ず
'
同

時
に
資
本

家
専
制
の
打
破
を
も
蛮
行
し
た
o
こ
れ
い
は
ゆ
る
杜
禽
革
命
で
あ
-
'
ま
た
い
は
ゆ
る
民
生
問
題
で
も
あ
る
O
各
園
は
此
主
義
が
園

内
に
傍
播
し
て
'
人
民
が
そ
の
影
響
を
受
け
て
'
起
っ
て
之
に
徴
は
ん
と
す
る
の
を
探
-
恐
れ
て
ゐ
る
｡
故
に
聯
合
し
て
露
圃
と
哉

ひ
'
今
日
四
ヶ
年
に
及
ぶ
が
'
霞
国
に
勝
つ
を
得
な
い
o
i之
は
貰
園
の
主
義
が
勝
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｣
と
(第
五
馨
'
七
五
頁
)

0

欧
米
資
本
主
義
諸
国
の
確
論
よ
り
も
共
革
王
義
の
理
論
が
優
れ
て
ゐ
る
と
云
っ
た
こ
の
講
演
は
'
孫
文
の
民
生
主
義
思
想
の
重
要

な
韓
枚
を
示
し
て
ゐ
る
.
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
｡
章
際
こ
の
時
以
後
'
共
産
主
義
へ
の
接
近
は
急
角
度
を
以
て
密
接
と
な
る
の
で

あ
る
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
複
に
述
べ
る
と
し
て
'
こ
の
講
演
に
つ
い
て
二
つ
の
理
論
上
注
意
し
て
よ
5
問
題
が
あ
る
｡
確
の
]

孫
文
⑰
民
生
主
菜

第
三
啓

三
1
五

第
≡
戟

二

五



孫
文
の
民
生
主
義

第
三
巷

三

二
(

第
三
既

･〓

六

つ
は
'
孫
文
が
従
釆
民
生
主
義
に
お
い
て
直
擢
問
題
と
し
な
か
つ
た
勢
働
者
が
'
中
隊
革
命
戦
線

の
中
に
加

へ
ら
れ
て

考
へ
ら
れ
'

し
か
も
労
働
者
が
革
命
軍
と
の
聯
関
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
ゐ
る
JJ
云
ふ
鮎
で
あ
る
｡
前
期
の
曜
#
.虫
講
で
は
'
｢
平
均
稚
椎
｣
に

し
ろ

｢
節
制
資
本
｣
に
し
て
も
'
努
働
力
の
問
題
に
封
し
て
は

1
願
さ
('
ii,れ
て
ゐ
な
か
つ
た
と
云
つ
て
よ
い
｡
中
国
民
族
の
尤
大

な
人
口
か
ら
は
.
巻
本
主
義
的
濯
常
に
必
要
な
塀
働
力
が
極
め
て
容
易
に
造
出
さ
れ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
が
如
′-JLP
.め
っ
た
｡
LS

み

な

ilnlず

､
軍
隊
そ
の
も
の
も
､
革
命
岬
満
と
は
佃
緑
の
存
在
で
あ
っ
た
-ユ
rl
へ
る
o
L

か
為

に

､J
の

埼

k
r
挙

っ

て

.
描
佃
講
と

碓

陳

と
の
問
題
が
相
聞
断
す
る
も
の
と
し
て
t
niij生
主
義
に
も
考

(
加
へ
ら
れ
･L6う
と

し
は
じ
め

たの
で

あ
る
｡
従

っ
て
軍
人
が
民
生

主
義
に
関
し
て
知
る
べ
き
は
､
努
働
力
と
兵
力
と
の
供
給
蛎
と
し
て
の
農
村
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
'
と
さ
れ
た
か
に
見
え
る
.

な
ぜ
な
ら
t
と
の
講
演
で
説
か
れ
て
ゐ
る
民
竿
王
兼
は
専
ら

｢
平
均
軸
椎
｣
論
で
あ
っ
て
､
｢
節
制
資
本
｣
論
に
鯛
れ
ら
れ
て
ゐ
る

と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
.で
あ
る
.
攻
に
第
二
に
注
意
す
べ
き
問
題
は
'
革
命
と
軍
陣
と
が
結
び

つ

い
て
考

へ
は
じ
め
ら
れ
た
菅
燕
の
結

果
と
し
て
､
革
命
が
成
功
し
た
匠
に
お
け
る
軍
陳
の
問
題
お
よ
び
そ
の
時
に
お
け
る
世
界
の
情
勢
に
つ
い
て
竣
想
で
あ
る
C
こ
の
中
'

)Eq.f
め
の
問
題
は
直
ぐ
後
で
論
ず
Td
と
し
て
'
接
の
問
題
に
つ
い
て
孫
女
は

｢
孔
子
の
可
想
杜
骨
が
匿
に
賛
現
し
う
れ
ぽ
･
欲
す
べ
き

も
の
な
-
､従
っ
て
民
は
争
は
ず
へ
軍
隊
も
亦
不
必
要
と
な
ら
う
｡
今
日
露
鱗
の
創
設
せ
る
新
政
府
は
貼
る
之
と
酷
似
し
て
ゐ
る
｣
と

書
い
て
.ゐ
る
､(同
書
､
九
一
頁
).
と
こ
に
云
ふ
孔
子
の
硬
想
社
骨
と
は
'
云
ふ
ま
で
も
な
-
+J
同
世
親
の
こ
と
で
あ
る
｡
大
同
世
界
と

共
産
主
護
的
世
界
社
命
と
を
酷
似
せ
る
も
の
と
見
る
こ
の
吉
葉
の
中
に
'
わ
れ
わ
れ
は
ソ
ヴ
イ
ニ

ト
の
宣
侍
が
孫
文
の
年
雑
の
世
界

像
に
共
鳴
を
呼
ぶ
に
至
っ
た
経
過
を
麻
然
と
講
み
取
り
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

さ
て
'
残
さ
れ
た
濁

1
の
問
題
に
つ
い
て
並
べ
よ
う
｡
革
命
と
塔
働
者
と
軍
陳
と
を
聯
関
す
る
も
の
と
し
て
考

へ
ら
れ
た
官
然
の

亨

rJV

..F
､一
l一一
･
._
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さ
.

締
結
が
'
千
九
雪

芋

二
年
六
月
以
後
'
孫
文
が
宣
侍
に
刀
を
志
し
た

｢
裁
兵
｣
違
動
で
あ
っ
た
｡

F'工
兵
計
量
宣
言
j](千
九
軍

手

二
年
六
月
)

『
和
平
統

1
の
通
電
』
(千
九
百
二
十
三
年
一
月
)
『
兵
を
化
し
て
労
働
者
と
せ
よ
』
(
同
年
同
月
三

裁
兵
苦
行
の
茎

畠

(
同
年
二

月
)
『
裁
兵
の
重
要
性
と
そ
の
廃
置
方
法
』
(
同
年
三
月
)
な
ど
は
'
こ
の
道
動

の
た
め
に
宝
し
た
孫
文
の
活
動
を
如
菅
に
侍

へ
て
ゐ
る
｡

〔註
〕

｢
裁
兵
｣
と
は
革
命
の
破
壊
的
側
面
に
従
事
す
る
兵
士
を
国
民
経
済
建
設
の
た
め
の
産
業
戦
士
と
な
す
こ
と
を
意
味
す
る
｡
故
が
｢
裁

兵
｣
に
よ
っ
て
期
待
し
た
教
具
は
二
つ
あ
っ
た
o

l
つ
は

｢
裁
兵
｣
に
よ
っ
て
中
観
経
済
の
資
本
主
義
化
の
た
め
の
組
織
さ
れ
た
労

働
後
備
軍
を

追
附
す
る
と
と
も
に
'
革
命
後
の
兵
士
の
民
生
問
題
の
解
決
を
固
る
と
こ
ろ
に
あ
-
'
二
つ
は
軍
閥
の
割
球
5

開
守
敵

不
可
能
な
ら
し
め
て
.

申
鞘
の
政
治
的
統

1L
を
創
-

且
つ
繕
描
す
る
･u
lHr
ふ
こ
と
で
あ
る
O

孫
文
が

千
九
甘
二
十
二
年
の
八
月
に

ヨ

ツ
7
千

二
Jぎ
nJ

/
.
7〓
)
蔓
巨
)
E
TTT,
二
｢

土

､TT=
･rlm
=
一1]二

.u
萱

/
U
.∋
7r)
L
一L
t土
引
粥
つ
拝
巨
eJ
b
.rhI1.

ヒ
己
)

｢
売
主
､
l-
｢t
翁

､し

.hJ
『
帥
干

統
一
ntl由
LAd
11
が
^
,
.:
二

光(
司

1.
1TLlt
.訂

.

ノ
】
iL

を
.lF･じ

N
.
,･1
し
て
営

･iJ
iili
ー

た

,･,Dと
.こ
主

導
崇

は

.
三
か
.詫
凱

そ

れ
.
も

n.

が

ソ
ゲ
イ

エ

ー
の
息

骨
に
基
-

と
考

へ
ら

れ
る

時

.

決

し

て偶
然の

1
敦

と

は

云
へ
な
い

で
あ

ら
う

｡

〔註
∪

｢
鼓
兵
｣
の
意
義
と
そ
の
方
法
と
は
以
下
の
言
葉
が
明
か
に
す
る
で
あ
ら
-
.
｢
学
端
費
し
て
以
来
'
異
数
は
従
前
と
比
べ
て
倍
加
す
る
に

至
れ
-
｡
而
し
て
此
等
の
兵
士
は
民
間
よ
-
苑
た
る
者
に
し
て
'
不
法
武
力
の
た
め
に
脂
使
さ
る
る
は
そ
の
本
吉
に
あ
ら
ず
｡
而
も

7
旦
裁
徹
さ
れ

ん
か
'
吸
か
に
巣
と
す
る
所
を
失
ひ
て
安
ん
ず
る
能
は
ざ
ち
,D
の
L･t-
o
故
に
次
を
迫
ふ
て
之
も
改
め
て
工
兵
と
な
し
.
統
率
編
制
等
は
1
切
背
の

如
-
し
､
其
の
武
器
を
回
収
し
て
典
ふ
る
に
工
具
を
以
T
L
.
毎
日
六
時
間
乃
至
八
時
間
の
作
業
に
脂
ぜ
し
め
､
先
づ
道
路
の
閲
兵
よ
り
始
め
て
吹

第

に
他
の
工
事
に
及
ぼ
し
'
月
給
は
現
時
に
倍
加
し
'
月
俸
百
元
以
上
の
も
の
に
は
五
割
を
加
給
し
'
百
元
以
下
の
者
に
は
倍
散
を
給
典
す
る
こ
と

と
し
'
此
の
外
作
業
に
よ
っ
て
生
じ
Li
る
純
利
は
'

1
年
は
国
家
の
有
と
し
､

7
年
は
工
兵
にこ
蹄
せ
し
め
'
人
数
に
按
ん
r
T
均
分
し
て
差
等
な
か

ら
し
む
る
も
の
と
せ
ば
､

一
輪
移
の
間
に
照
事
を
工
事
に
易

へ
'
兵
は
業
を
失
は
ず
'
月
を
斑
ん
で
て
除
に
走
る
の
霜
わ
な
m
Jを
得
べ
し
｡
而
し
て

H
事
日
に
整
-
生
産
費
達
の
象
裾
る
に
至
れ
ば
､
書
-
外
資
を
収
め
て
之
を
窯
業
に
投
じ
'
以
て
積
年
の
疲
弊
を
過
し
て
社
食
の
繁
典
を
謀
ら
tf
t

孫
文
の
民
生
主
義

第
三
者

三
一
七

第
三
光

二

七



孫
文
の
民
生
主
義

第
三
啓

三
1
八

第
三
流

二

八

危
な
樽
じ
て
安
と
矯
す
を
得
べ
し
｣
(『
工
兵
計
量
宣
言
』
第
四
巻
､
五
三
二
五
四
頁
).
之
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
や
う
に
.
孫
文
の
嘩
怨
に
お
い
て

は
､
工
兵
生
雇
傭
す
る
も
の
は
国
家
社
食
主
義
を
施
行
す
る
政
庁
だ
っ
た
の
で
あ
る
O
す
な
は
十｡
｢
節
制
資
本
｣
は
そ
れ
に
従
磨
す
べ
き
勢
働
者
を

兵
士
に
兄
い
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
'
国
民
押
野
の
開
常
と
内
乱
の
絡
塩
と
民
生
間
額
の
解
決
と
の
7
石
三
島
の
策
と
な
-
う
る
と
考
へ
ら
れ
た
の
で

あ
る
G

ソ
ゲ
イ
エ
Il
と
の
按
鰯
は
更

に進
む
O

千
九
官
二
十
三
年
の
十
月
..
ポ
ロ
ヂ
イ
ン
が
国
民
薫
の
顧
問
に
就
任
す
る
や
'
ソ
ゲ
イ
エ

ト
の
力
は
即

に
邦
文
の
郡
悩
l
.中
則
夫
髭
其
の
捕
躍
を
諭
し
て

中
酎
社
命
に
影
響
を
瀕
憎
す
に
止
ま
ら
ず
し
て
.
園
韓
巣
の
紐
渦
そ

の
も
の
に

T
if輪
換
を
憩
さ
し
め
た
O

そ
の
年
の
十
月
の
孫
文
の
獅
子
孔

『
主
義
宣
侍
は
基
を
以
の
園
を
治
む
る
の
第

1
歩
』
は
'
中
国
革
命
が
ロ
シ
ャ
に
倣
っ
て

一
国

一
業
を
以
て
そ
の
日
篠
と
す
る
と
云
ふ
最
初
の
宣
言
で
あ
る
と
と
も
に
'
三
民
主
義
の
宣
侍
に
よ
る
啓
蒙
運
動
を
ば
彼
が
千
九
百
十

＼

二
年
以
後

ふ
た
た
び
熱
烈
に
始
め
た

l
連
の
講
演
の
努
頭
を
締
る
も
の
で
あ
る
｡

彼
の
垂

命
運
勤
の
こ
の
新
し
い
動
向
の
具
鰻
化

が
'
国
民
賞
の
改
組
で
あ
-
'
軍
官
拳
校
の
設
立
で
あ
-
'
叉

『
三
民
主
義
講
演
』
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
詳
し
く
述
べ
る
必
要
は
な

＼

い
で
あ
ら
う
0
膏
際
そ
の
時
以
界
の
孫
文
の
リ
グ
ィ
エ
ト
観

は
以
前
と
仝
-
襲
っ
て
ゐ
る
か
に
見
え
る
｡
辛
亥
革
命
に
虫
く
る
る
こ

と
六
年
に
し
て
漸
く
革
命
に
成
功
し
た
ソ
ゲ
イ
エ
ト

.
ロ
シ
ャ
を
'

孫
文
は
は
じ
め
は
同
じ
革
命
意
慾
を
遂
げ
た
後
輩
と
し
て
過
し

て
ゐ
た
が
'
今
や
そ
の
後
輩
を
師
と
仰
ぐ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
o
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
時
向
の
心
境
を
示
す
彼
の
言
葉
の
過
剰
に
苦
し

む
の
で
あ
る
が
ー
こ
こ
に
そ
の

1
つ
を
奉
げ
て
お
か
う
0

｢
露
国
の
革
命
は
六
年
に
し
て
成
功
し
L
!が
'
吾
園
の
革
命
は
十
二
年
を
群
で
今
億
は
成
功
し
な
い
o
之
は
何
が
故
で
あ
る
か
と
云
ふ
i1
.
我
貴

の
租
織
方
桂
が
良
く
な
い
た
め
に
'
何
等
の
効
果
を
･0
番
げ
え
な
い
の
で
あ
る
0
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
は
八
十
年
に
L
T
歳
功
し
'
米
圃
は
八
年
の
血
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f
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職
を
経
て
始
め
て
濁
｣Ij.す
る
を
得
た
O
此
等
は
必
ず
成
功
す
る
と
云
主
早
舟
の
方
法
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
.か
.
現
今
昂
国
の
み
は
此
方
淀
を
有

っ
て
ゐ
る
O
我
濃
は
是
非
こ
の
方
接
を
嬰
ば
ね
は
(†
っ
な
い
o
即
ち
叢
人
各
個
が
土
毒
の
た
め
の
奮
園
を
蟹
行
し
､
軍
機
の
掌
鐘
に
汲
々
LL!る
こ
と

七
㌔

軍
機
は
之
を
監
督
し
て
胃
己
の
た
め
に
利
用
す
る
程
度
に
止
ひ
る
の
で
あ
る
.
露
圃
革
命
の
成
功
は
'
そ
の
全
部
を
兵
力
に
よ
っ
L1
も
の
で

は
な
-
T
､
茸
に
宣
博
の
カ
に
よ
っ
ナ
lも
G
Lで
あ
る
｣
(
千
九
百
二
十
三
年
十
二
月
､
『
鴬
貞
は
腰
に
軍
隊
と
協
同
し
て
奮
園
す
べ
し
』
第
五
番
.
二

四
二
頁
)0

わ
れ
わ
れ
は
孫
文
と
ソ
ヴ
イ
エ
ト
と
の
接
渦
の
深
ま
-
と
共
産
主
義
の
中
囲
革
命

の
理
論

に
及
ぼ
し
た
影
響
と
を
辿

っ
て
充
た
.

喜

二

役
が
前
期
に
お
け
る
と
異

つ
て
'
太
平
天
国

の
思
想
を
共
産
主
義
と
同
質

の
も
の
±

石
仏
'
ま
た
支
那
古
代

の
井
田
法
や
隠
田
淫
を

｢訟
ニ
u

〔註
三
〕

ぱ
共
産
制
慶
と
同

1
硯
し
ほ
じ
た
塾
賢
'
更

に
は
等
勤
者
や
農
民
と
封
民
藁
と

〃
連

繋

に
力
を
売
し
た
事
資
な
ど
は
､
賛
際
､
革
命

温
勤

上
の
著
し
い
相
違
を

耕
し
て
ゐ
る
と
云
は
な
-
て
ほ
な
ら
な

い
で
あ
ら
う

G
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
､

こ
の
著
し
い
相
違

と
見
え

る
も

の
が
果
た
し
て
民
生
,H
讃
思
想

の
奉

賀
を
ば
レ
部
期
に
患
け
N
と
卓
然
異
A
IL
社
て
Tbo署
G
.YJ
宏
之
カ

レ
海
か
と
云
ふ
こ
･Llを

究
明
す
る
こ
と
に
あ
る
o
L

か
ら
ぽ
こ
の
究
明
に
昔

つ
て
､
手
が
か
･り
は
何
度
に

求
む
べ
き
で
あ
ら
う
か
.

〔註

1
]

前
期
の
民
生
主
義
の
立
場
か
ら
は
､
太
平
天
国
の
乱
は
結
局
中
国
民
族
社
倉

内
部
の
種
族
闘
争
に
す
ぎ
ず
'
近
代
的
な
民
族
革
命
で
は

な
い
'
と
云
ふ
許
贋
が
典
へ
ら
れ
て
ゐ
た
o
し
か
る
に
後
期
に
お
い
で
は
'
こ
の
LJk
項
は
次
の
や
う
に
撃
へ
ら
れ
た
o
洪
秀
全
の
革
命
が
成
功
し
な

か
っ
た
の
は
､
外
交
上
の
失
敗

す
な
は
ち
外
国
の
援
助
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
土
石
は
れ

(千
九
百
二
十
三
年
二
月
､
『
兵
を
催
し
て
潜
働
者

と
せ
よ
』
第
五
番
'

1
二
二
頁
)
'
ま
た
洪
芳
全
は
民
生
圭
貴
の
先
脂
者
と
仰
が
れ
る
に
至
っ
て
ゐ
る
｡
孫
文
は
語
る

｢
長
生
主
義
は
革
丁
年
前
に

お
い
て
既
に
之
を
苦
行
し
た
人
が
あ
る
｡
英
人
と
は
誰
で
あ
ら
う
か
｡
す
L･tは
ち
洪
芳
仝
そ
の
人
で
あ
る
O
洪
秀
全
は
太
平
天
国
を
建
設
し
た
が
'

そ
の
賓
施
し
た
制
度
は
.
常
時
の
所
謂
'
工
人
が
国
家
を
管
理
し
貨
物
は
国
家
の
所
有
と
な
す
も
の
で
'
莞
全
に
凝
滞
革
命
主
義
で
あ
-
.
今
日
の

蕗
国
の
共
産
主
義
で
あ
る
｣
と

(千
九
百
二
十
四
年

1
月
'
『
三
良
主
義
の
賓
行
と
新
国
家
の
改
造
』
同
巻
'

一
五
某
).

〔註
二
〕

｢
諸
君
'
属
生
主
義
と
は
ど
ん
な
も
の
か
'

あ
る
ひ
は
倫
ほ
お
わ
か
-
に
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
｡
知
ら
ず
'

中
国
澄
千
年
前
'
奴
に
早

-
も
此
の
主
義
を
苦
行
し
た
こ
と
の
あ
る
こ
と
を
O
周
朝
の
と
き
茸
行
L
L
'井
田
制
度
'
漢
朝
王
葬
の
考
某
せ
る
井
田
方
法
'
宋
朝
王
安
石
の
茸
施

孫
文
の
屈
生
主
義

第
Ll11孝

三
1
九

第
三
筋

二

九



孫
文
の
民
生
主
義

第
三
番

三
二
〇

第

三
筋

三

〇

せ
る
新
法
の
如
き
は
'
み
た
民
生
主
義
の
事
賓
で
あ
る
云
々
｣
(千
九
百
二
十
三
年
十
二
月
､
『
三
尾
主
義
は
奮
思
想
打
破
の
主
義
』
第
五
懸
･
三

七
頁
)｡

〔註
三
〕

こ
の
方
面
の
孫
文
の
努
力
に
つ
い
て
は
攻
の
語
演
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
O

千
九
百
二
十
E
I年
の
メ
イ
･
デ
ー
･
労
働
組
合
農
に
射
し
て

行
っ
た

『
不
平
等
催
約
と
中
圃
労
働
者
』'
同
年
八
月
'
農
民
と
周
長
紫
と
の
懇
談
骨
に
お
け
る

『
農
民
大
聯
dE
j･
同
年
同
月
･
竪
属
蓮
軌
港
習
倉

に
お
け
る

『耕
作
者
は
田
を
有
i1
な
-
T
は
ほ
ら
聖

(第
三
*
.
二
二

八
頁
以
f･.
二
六
七
尾
以
下
'
ニ
空

転

以
下
)0

T
J

〓
l

問
題
の
解
決
の
鋲
が
孫
文
の
晩
年
の
記
念
す
べ
き

m
11民
主
蓑
講
塗

(
千
九
百
二
十
EZ年
貢

よ
-
八
月
に
蔓
る
)
で
あ
る
こ
と
は
､

詳
し
く
述
べ
る
書

も
な
い
で
あ
ら
う
.
し
か
し
こ
の
未
完
の
i<
講
演
は
'
民
生
主
義
に
関
す
る
限
｡
･
後
に
明
か
等

孟

意

想
的
混
乱
を
含
ん
で
ゐ
て
･-

こ

の
混
乱
は
賓
は
孫
文
の
立
場
に
特
有
の
も
の
で
あ
っ

て
こ
の
こ
と
も
我
1
･の
結
論
が
明
か
に
す
る

で
あ
ら
う
ー

読
む
に
警
戒
を
誓

言

の
で
あ
る
.
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
講
情
の
分
析
に
た
づ
さ
は
る
前
に
,
孫
文
が
後
期
の

民
生
主
義
思
想
を
'
雲

量

義
の
諸
沢
と
の
比
較
に
お
い
て
'
極
め
て
牢
直
監

琶

て
ゐ
る

1
つ
の
講
演
か
ら
,
分
析
の
筆
を
起
き

ぅ
と
息
ふ
.
そ
れ
は
第

l
回
仝
国
代
表
i
t
骨
の
席
上
で
行
な
っ
た

言

生
主
義
の
設
明
』
で
あ
る
｡

孫
女
の
ソ
ゲ
イ
エ
ト
心
酔

へ
の
急
角
度
の
時
向
が
'
菅
き
国
民
賞
の
同
志
に
著
し
い
危
供
の
念
を
生
ぜ
し
め
た
こ
と
は
･
怪
し
む

に
足

,a
な
い
o
ま
し
て
や
'
賞

の
改
組
に
あ
た
っ
て
､
情
人
の
資
格
に
お
い
て
に
せ
よ
･
中
国
共
産
薫
員
の
国
民
貫
入
嘉
を
ゆ
る
す

に
至
っ
て
は
'
こ
の
危
供
は
疑
心
暗
鬼
を
生
ぜ
し
め
る
に
十
分
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
O
本
葬
国
民
某
の
強
化
を
計
っ
た
は
ず
で
あ
る

改
組
が
'
却
っ
て
そ
の
分
裂

･
弱
化
の
危
険
を
学
ん
だ
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
｡
JJ
こ
に
お
い
て
･
孫
文
は
あ
ら
ゆ
る
誤
解
空

清
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
'
民
生
､完

の
本
藁
と
信
す
る
と
こ
ろ
を
･
こ
の
講
演
に
お
い
て
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
雪

O
｡
彼
は



-

尊

号
発頂
普
-
義

請
-
は
じ
め
る
O

｢我
罷
多
数
の
同
志
は
こ

の主
義
に
封
し
て
は
､
徒
死
さ
し
て
心
に
留
め
て
研
究
し
た
こ
と
が
な
い
｡
故
に
狂
死
こ
の
主
義
に
つ
い
て
訣
解
を
生

み
'
誤
解
は
凝
ひ
を
生
み
'
懐
疑
は
帝
流
を
生
ん
だ
.
硯
今
晩
に
か
か
る
現
象
を
生
じ
て
静
苑
分
裂
の
非
が
あ
り
､
面
白
か
ら
ぬ
若
具
を
菅
生
す
る

こ
と
を
お
そ
れ
を
.
故
に
本
紙
理
は
'
こ
の
主
義
に
封
し
て
再
び
分
解
祝
胆
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
巽
-
ば
我
菜
の
同
志
諸
君
'
此
の
主
義
か
ら
賛

生
す
る
と
こ
ろ
の
誤
解
･
懐
疑
･
暗
流
･kb
完
全
に
打
破
し
て
'
最
も
有
力
な
る
国
民
煮
た
ら
し
め
ん
こ
と
を
｣(第
五
啓
'
二
九
〇
頁
).

国
民
賞
内
部
の
誤
解
は

｢
老
同
志
の
穏
健
な
思
想
｣
と

｢
新
同
志
の
急
進
思
想
｣
と
の
相
魁
よ
り
起
る
｡
さ
う
し
て
こ
れ
は

｢
民

生
主
義
の
虞
蹄
を
双
方
共
に
誤
解
す
る
｣
こ
と
に
基
い
て
ゐ
る
9
急
準
王
墓
者
は
､

三
民
主
義
が
ソ
ヴ
イ
エ
ー

･
ロ
シ
ャ
で
賞
揚
さ

れ
て
ゐ
H.Sと
云
ふ
苛
政

で
医
用
頴
に
加
盟
し
ょ
う
と
し
て
た
る
打
て
麿
-

準
同
志
遼
力
八
つ
-
頚
偶
は
確
陸
珪
讃
列
砧
に
t]tEi僧

に
毒
せ
ら
れ
て
こ
の
主
義
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
か
う
述
べ
て
'
孫
文
は

｢
聯
俄
容
共
｣
の
利
害
と
是
非
と
に

1
Jば.]
悼
.'三
fJ･...'i
:.(::
:
P.‥リ
.･'三
･.]
･:
r.
∵
:-.H∴
･.･･
7･/
.廿
∵
t
j.
..(
∵
=
T.
I..I..A:.-.
1
‥
[･た
.-1
"十
㌦∴
､･r:
.川
･.]
九.J
;.いけ

｢1.p!∵･霊
､7.

-
I-

にじ
ノ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

偲所
謂
社
や

重
義
'

共
革
ま義
お
よ
び
柴
革
ま蓑
を
こ
と
ご
と-
そ
の中
に
包
含
し
て
ゐ
る｣も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

(朋
8
.
二

九
三
賞
).

孫
文
は
こ
の
こ
と
を
上
の
園
を
描
い
て
示
し
て
ゐ
る
O
彼
は
つ

づ
い
て
云
ふ
'
｢
民
生
の
二

孫
文
の
民
生
主
義

字
は
数
千
年
前
か
ら
虻
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
が
'
之
を
政
治
経
済
に
使
用
し
た
の
は
本
紙
坤
に
始
ま
り

猫
-
中
電LiALに
お
い
て
.LJ
の
こ
と
あ
る
近
間
か
ぬ
の
み
か
'
外
囲
で
も
殆
ん
ど
見
潜
ら
な
い
｣･
lJ(
同
所
)｡

ゆ
ゑ
に
'
理
論
的
に
云
つ
て
も
.
民
生
主
義
は
孫
文
精
白
の
思
想

で
あ
.る
か
ら
'
共
産
主
義
に
塵
倒
さ

れ
る
供
れ
は
な
い
.
ま
た
章
践
的
に
云
つ
て
も
'
既
に
見
た
や
う
に
'
共
産
主
義
の
賓
行
は
ロ
シ
ャ
で

は
じ
め
て
行
は
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
'

｢
我
国
で
は
数
十
年
前
洪
秀
金
の
太
平
天
国
に
お
い
て
既
に

第
三
馨

三
二
1

第
三
戟

一
二
一



孫
文
の
民
生
士
碁

空

番

≡

二

第
=
転

〓

三

貴
行
さ
れ
'
且
つ
そ
の
-

雷

に
此
較
し
て
-

で
あ
つ
た
が
･
英
国
の
ゴ
ル
ド
ン
-

-

し
ま
っ
た
産

今
日

蓋

す
べ
き
蓋

-

雷

の
今
-

し
て
ゐ
孟

策
の
如
き
は
茸
は
純
粋
の
-

雫

は
-

･
民
生
賢

解

;

I
.
.

'
'
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.

.
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署
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こ
こ
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共
雲

警

-

-

は
竜
品

苧

-

の
で
-

壷

に
-

る
の
み
で
あ
る
…

孟

さ

〝
､.亡
.
.Td
iY

一
手
山盛
b
liiEI語

れ
る
で
あ
ら
う
.
者
r
hm
た
た
:

･-.
=
ヨ

1
=
付
し
代

よ

く
.LE
i
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･諸
表
CtBiI.ir貯
い綻
rk
!順
当
こ
写
L
u
)
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〉

ノ
P
ノー

宗

宗

祇
聖
/

)げ
を

r
h-･qa,≡

.)
)
..
)
.､
A
L"

呈

i
Jく享

等
実

力
ら

軍

書

の
望

心
は
葦

憤
響

け

､

L･

･･
-･

･･

.

.･

..

･

:
I.･
.
.
:

･J
I
-y
J
JL
J

と
か
ら
伺
を
聾
見

せ
ぬ
ば
な
ら
#
1
で
あ
ら
う
か
｡

南
朝
の
民
蓋

の
規
定
で
は
･
そ
れ
は
図
-

-

-

ら
-

い
も
の
で
あ
-
･
囲
-

嘉

害

毒

の
中
苦

れ
る
概
念
で
あ
っ
-

芋

二
年
の
『-

義
-

と
其
の
方
-

ハ巻
,
】
】
九
異
字

震

)二

憾
蒜

文
の

董

義
諸
況
-

義

-

め
て
不
明
確
と
許
す
る
外
は
-

そ
れ
は
囲
-

-

集
雲

誓

言

念
の
中
に

入
れ
'
雷

裏

革
-

警

あ
る
と
す
る
程
度
の
-

め
る
に
す
ぎ
-

C
と
こ
ろ
で
･
前
期
に
芸

は
･
集

塵
蓋

の
牽

-

へ
ら
れ
て
よ
か
つ
-

-

三

は
そ
の
警

雷

-

て
高

の
萱

義
の
誓

内

箕

そ
れ
ら
の
上
位
笠

つ
概
念
で
あ
-
羞

恥
か
㌢

の
分
誓

-

-

的
-

で
あ
る
,
と
曇

れ
る
に

至
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
之
は
民
-

の
-

琵

-

歪

-

ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
か
｡
或
は
逆
に
･

衰

象
的
竺

殻
的
規
定
へ
の
蓋

芸

は
-

て
は
-

-

で
あ
ら
う
か
O

ゎ
た
-
L
は
そ
の
警

以
て
答

へ
る
｡
民
-

が
-

義
の

-

ら

-

-

-

掌

る
も
の
,
蓋

文



･号

ユ･一trI
.
-1
･

-i
⊥r
･

の

言
葉
に
よ
る
と
更
に
大
飛
躍
し
て

〓

切
の
経
済
主
義
を
包
括
し
て
ゐ
る
｣
も
の
と
さ
れ
る
と
き
'
そ

の
概
念
の
内
包
は
著
し

-

抽
象
的
に
'
基
虚
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
.
こ
の
規
定
は
民
葬
主
義
を
経
癖
政
策
の
原
理

l
殻
と
云
ふ
忙
等
し
く

之
で
以
て
民
坐

主
義
を
そ
の
誤
解

･
懐
疑

･
時
流
か
ら
救
は
う
と
す
る
が
如
き
は
'
木
に
偏
っ
て
魚
を
求
む
rC
の
類
弘
で
あ
る
.
も
し
も
民
生
主
護

が
虞
茸
に
共
産
主
義
そ
の
他
の
思
想
か
ら
明
確
に
置
別
さ
る
べ
き
豊
富
な
内
容
を
有
ち
､
そ
れ
ら
を
所
謂
止
揚
し
う
る
具
膿
的
な
虞

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

理
で
あ
る
こ
と
が
誇
明
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
.
こ
の
や
う
な

抽
象
的
一般
化
への後
退､
逃
避
によ
っ
て
認
置
さ

れ
す

る
の
で
は
な
-
'
他
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
内
容
に
這
入
-
JJ
み
.
経
め
ぐ
-
.
そ
れ
ら
と
の
前
額
な
る
封
質
を
通
し
て
そ
れ
ら
を

突
破
し
'
そ
れ
ぞ
れ
の
抽
象
性
を
jE
確
に
指
摘
し
'
逆
に
そ
れ
ら
の
思
想
を
ぼ
自
己
の
抽
象
画
に
宿
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
か
に
さ
れ
窄
1･
1rrは
な
ら
な
い
は
す
で
あ
る
｡
T･U
う
は
せ
ず
し
て
.
上
記
の
や
う
な
抽
象
的

一
般
化

へ
の
後
退
に
よ
っ
て
は
.
秤

ん七
つ
夏
山到
し

.I王
ゝ
ヒ
.､J姓
こ
.
Tl]L)LL1..≡
.小.uこ
L
IL1)
Lid/令
r

l貴
右亡

.r･JrT
ざし
′‥｢
.
･ト･7'-
口
.

-

:

`

コ
Li
E

亡

と
ーノ.I-/.･Jh

L

LLLIJJ二
二
TqR.i=
,ノr･tS
l諾
貸

･
類
題

.
朽
満
を
LLPJt
t
屑
li2
カ
ウ
三
に
づ
単
為
レ
こ
と
に
為
る
て
謹
Ailう
.
陸

艮
賞
改
軸
以
頚
今
日
に
至
る
ま
で
..
民
等
重
義
の
辿
り
つ
つ
あ
る
分
裂
は
'
1r#
に
こ
の
期
よ
-
理
論
的
に
了
解
さ
れ
る
と
云
は
な
-

て
は
な
ら
ぬ
｡

し
か
し
な
が
ら
'
上
の
講
演
よ
-
し
て
'
も
し
も
民
生
主
義
の
本
質
が
孫
文
の
期
待
し
た
ヤ
う
に
明
か
に
な
っ
た
と
云
ふ
側
面
が

あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
'
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
で
あ
ら
う
か
｡
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
間
に
答
へ
る
こ
主
に
よ
っ
て
､
中
開
に
お
い
て
民

生
主
義
が
有
ち
え
た
'
き
た
有
ち
え
て
ゐ
る
革
命
租
論
と
し
て
の
意
義
を
.

一
骨
具
牒
的
に
認
識
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
｡

わ
れ
わ
れ
は
民
生
主
義
の
理
静
の
内
容
か
ら

一
度
び
離
れ
る
｡
さ
う
し
て
そ
の
中
圃
民
族
に
封
す
る
章
際
的
な
印
象
な
り
中
国
人

の
了
解
の
仕
方
な
-
に
移
っ
て
ゆ
-
O
問
題
は
中
国
民
族
の
知
性
に
係
っ
て
ゐ
る
o
中
国
人
が
分
析
的
思
考
に
乏
し
い
こ
と
は
'
例

孫
文
の
民
生
主
義

l
-第
三
琴

三1111
1
第
三
朝

二

二二



雲

の
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至
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四
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義
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四

へ
ば
林
悟
堂
も
讐

て
ゐ
孟

豊

あ
る
が

(1
1n
Y

qtang
･
M
y

C
oun-r1
2
n
d

M
y

Pe

oplep
8
3
)･
孫
文
も
差

･

民
蓋

警

明
か
に
す
る
芸

析
的
方
掛
を
以
て
す
る
…

は
で
き
震

っ
た

o
わ
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-
L
を
し
て
警
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し
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れ
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I

と
は

哲

す
べ
量

雲

あ
る
(こ
の
鮎
に
つ
い

て
は
高
空

等

士

｢
-

人
の
震

-

･蛮

人
毒

#
JT
竺

第

四
戟
･
二
三
君

下

蛋

)｡
中
国
人
の
知
性
は
､
量

の
内
雷

で
は
-

し
て
是

の
名
宝

す
こ
と
に
よ
っ
て
･
そ
れ
亨

解
す
る
傾
向
が
あ
る
｡

し
か
も

｢
名
ヲ
雪

｣
は
し
ば
し
ば
名
墓

間
的

に
配
列
す
る
こ
と
に
去

て
途
げ
ら
れ
る
r-
iR
に
管

て
お
い
窒

う
な
農

が

中
国
人
の
雷

的
思
惟
の
典
型
的
為

栗

し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
.
従
っ
て
,
孫
文
の
志

芸

い
て
は
,
上
の
浩

は
民
生
蓋

の
本
質
悪

露

思
惟
に
よ
っ
て
明
か
に
し
え
た
の
で
あ
-
･
-

そ
の
講
嘗

讐

た
国
民
苦

も
･
民
生
嘉

が
共
産
嘉

よ

孟

夏
に
具
琵

患

警

あ
る
こ
と
-

解
し
え
た
意

つ
た
に
相
碧

い
o

の
み
-

チ
,
孫
菖

身
が
票

し
た
や
う
に
･

民
芸

の
概
念
が
孫
吉

身
の
警

か
か
る
も
の
で
あ
三

園
人
筈

の
思
想
蒼

で
ゐ
る
芸

ふ
先
入
見
離

憲

憩
と
結
び
つ
い
て
'
民
生
蓋

の
塞

が
明
か
に
さ
れ
た
･
と
警

的
に
孫
文
に
も
票

に
息

ほ
れ
た
の
で
あ
っ
た
ら

う

｡

〔
託
〕

望

み
づ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
解
警

蛋

づ
け
る
か
の
や
う
に
云
つ
て
-

o
｢
こ
の
昔

砦

こ
そ
は
す
語

も
今
晶

か
ん
与

る

雲

量

な
の
で
葺

余
は
昔

何
が
故
に
直
接
外
囲
-

ん
で
富

豪

と
云
は
ず
･
塁

-

古
い
名
雷

管

賢

つ
て
音

量

に
菅

へ
よ
う
と
す
る
の
で
-

か
O
之
は
-

に
蓋

の
-

三

で
･
わ
れ
等
は
こ
の
鮎
大
い
に
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
o

･
･

音

義

の
霊

は

鉄
に
苧

年
前
の
こ
と
1,苧

る
O
け
れ
ど
-

宗

十
年
の
間
･
票

雷

-

等

量

に
警

乗
=

つ
の
鮮
碧

法
も
霊

す
き

菅



ず
.
今
も
倍
は
別
烈
字

心
風
事
の
中
に
あ
る
O
此
の
碩
単
説
と
思
想
は
現
在
中
国
に
も
流
入
し
禿
た
-
､
中
開
の

一
部
の
新
聾
者
亦
之
を
研
究
し
つ

つ
あ
る
O

･

中
国
の
聾
満
は
社
昏
主
義
と
共
産
主
義
と
を
併
せ
研
究
し
て
山
つ
の
解
決
方
韓
を
賛
見
せ
ん
と
し
て
み
る
が
'
之
ま
た
非
常
に
困

難
写

しと

で
あ
ら
う
0

･
･･
･杜
骨
学
の
範
囲
は
赦
骨
の
情
状
.
社
骨
の
進
化
お
よ
び
群
集
結
合
の
現
象
の
研
究
に
あ
-
'
赦
骨
主
義
の
範
囲
は
社

食
常
滑
お
よ
び
人
類
生
措
間
壇
の
研
究

す
な
は
ち
人
屈
の
生
計
問
題
の
研
究
に
あ
ら
.

故
に
余
は
属
生
主
義
を
以
て
社
骨
主
義
に
夏
へ
た
の
で
あ

る
0
そ
の
本
来
の
目
的
は
紀
か3T問
題
の
本
を
正
し
準
豊
旧
め
'
ま
た
こ
の
間
題
の
最
性
質
を
明
か
に
表
明
し
'
そ
し
て

1
綬
人
が
此
の
名
詞
を
聴
い

て
直
ち
に
了
解
す
る
や
う
に
す
る
に
あ
る
｣
(『
三
民
主
養
講
演
』
第
三
等
'
第

1
詩
'
第

1
懸
'
三
四
〇
'
三
四

1
頁
)｡

四

わ
れ
わ
れ
は

E

獲
朋

の
屈
草

三
溝

の
讐

谷
と
健
し
き
も

の
が
'
共
準

王
滝

へ
の
悼
向
で
あ
る
の
で
は
決
し
て
な
′＼

資
は
前
期
の

潔

漣
･

.Lil譲

?
空

u
tjtぁ
つ
か
っ
港
や
う
な
湖
畔
町
田

の
中
頭
人
的
な
筒
中
の
仕
方
を
ば

山
間
叫
臓
に
し
溌
滞
日
に

消
B
Jな

い
と
.llfi

､ヽ

r-
Jっ
)

一
∴
1ヽ
ノ
▼-
l
l.レし
り

=
=
ヽ
こ

一l
11TU
(
｢ノ
)･tL[tL1.
L
P

J
と
･U
カ

ム
J
L～.
ま

>
て
iJ
岸

T

Uか
ヌ
孟

よ

琶
よ

石
其

｡
Lin当
ヨ
蔀
忙

ユ即
菟
bLrY
オ
b
.u
"
[
対
韓
-呈
/
牢
∃
孝
′
b
第

･7PilJ

に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
-

し

て

'
却
っ
て
欧

米
の
政
治
的
思
想

的
混

乱
に

直
面

し
て
'

雨
期
に

お
け
る
思
想
の
オ
リ

ヂ

ナ
ル
へ
の
失
望
か
ら
∵
さ
う
し
て
ソ
ゲ
イ
ニ
ト
の
ブ

ル
ヂ

ョ
ワ
思
想

の
批
判
と
自

己
宜
倖
と
に
乗
ぜ
ら
れ

つ
つ
､

み
づ
か
ら

の
掠

る
べ
き
根
旗
を
失
ひ
.
速
に
欧
米
思
想
か
ら
難
別
し
て
'
中
間
の
古
典
思
想

に
最
後

の
根
鑑
を
､
い
な

t
盾
正
確
に
は
避
難
所
を
求

め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'

こ
の
こ
と
は
孫
文
が
古
典
的
支
邦
思
想

の
深
き
教
善
を
育
ち
'
そ
れ
を
根
損
と
し
て
欧
米
思
想
を
包
み
取
-
'

虞

に
思
想

の
偉
流
を
生
か
さ
う

と
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
O
孫
文
の
民
生
主
義
の
成
立
に
輿
か

つ
た
の

は
'
飽
ぐ
ま
で
も
欧
米
思
想

で
あ
っ
た
o
そ
の
献
米
思
想

に
･LJ
つ
て
は
蓮
に
彼
の
革
命
意
慾
が
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
を
見
た
時
'
破

孫
文
の
民
生
主
義

J第
三
奄

三
二
五

第

三
朝

1
二
五



孫
文
の
民
生
主
義

竺

一巻

三
二
六

第
三
戟

三

六

の
失
望
は
そ
れ
だ
け
に

l
屠
大
き
か
つ
た
に
ち
が
払
な
い
.
け
れ
ど
も
･
青
年
時
代
に
近
代
の
欧
米
思
想
に
心
博
し
･
古
典
的
な
支

部
思
想
を
探
-
究
め
る
こ
去

で
き
な
か
っ
た
彼
の
詔

は
二

万
で
偲
失
禁

ソ欧
米
思
想
に
自
ら
の
友
毒

見
し
ょ
う
と
す
る
努

力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
し
'
他
方
で
は
そ
れ
と
な
ら
ん
で
､
常
織
的
な
古
典
巴
放

り
印
軌
即
ト
.O
乾
麦
り
宗
り
好
.u
R
う
.1.寸ど

..〉
=

L
ILL..,(1
ノ
ln軒
LL
IT
｢ノ
M
へノ
1',)
/I
Lノ
O

山弔
蛾
刑
内
.i
A十コ
伽
､つ
川
社
町
㌢
相席
IJ
こ
つ
へ
∪

旨

萄
卜
.,,二

二

.

】
＼/UHF.L,.I

)
.,"

,ノ

l)
.
∫

と
云

ふ

と

と
も

で

き

よ

う

く

そ

れ

ゆ

ゑ

､

更
に

改

め

て
翰
す
る
こ

と

を

止

め

よ

う
.
た

だ

欣

誉

巌

を

駄
別
す
る
必
要
を
痛
感
し
っ

っ
車
間
笠

の
中
か
ら
友
義

兄
し
よ
う
と
し
た
彼
の
努
力
に
つ
い
て

毒

し
て
亨

必
票

あ
る
O
そ
れ
は
･
孫
文
の
晩
年
の
思

想
に

三

の
論
鳩
を
捷
供
し
空

も
見
ら
れ
る

モ
ー
リ
ス
･
ウ
イ
リ
ア
ム
の
思
想
と
墓

主
雪

の
関
係
で
あ
る
.
ア
メ
ワ
カ
人
･

モ
ー
リ
ス
･
ウ
イ
リ
ア
ム
の
『
杜
脅
史
観
-

マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
の
論
駁
』
(M

aurlCe
W
illiam
,1
h
e
S
oc
ia
〓
n
te
r,,eta..cn

of
fristo
r
y
A
R
efu
【a
〔io
n
o
=
h
e
M
arl
la
n
E
co
n
o
m
lC
In
lerp
re
Iation
o
f
H
is
-
oTl
･
1921
)
に
関
し
て
孫
文
が
ほ

じ
掌

解
れ

て
ゐ

湯

は
､
あ
た
か
も

蓋

の

｢
民
年

表

の
説
明
｣

と
云
ふ
講

演

に
お
い

て
で
あ

っ
た
o
彼

は
民
年
三
貴
が
舷
の
猫
創
に
成
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
'
そ
れ
に
つ
づ
け
て
云
ふ
｡

｢警

前
マ
ル
ク
ス
名

等

る
若

が
審

問
誓

研
究
し
て
･
雷

の
生
計
間
警

マ
ル
ク
ス
撃
警

待
合
せ
ぬ
警

覧

し
た
｡
言

で

慧

墨

出
し
で
漂

例
菅

'
審

憲
に
解
答
-

-

が
･

l
年
の
久
し
-

警

な
は

7
1
と
し
て
求
め
に
質

量

が
な
か
っ
た
O
よ
っ

て
著
作
怠

け
に
し
て
冊
に
間
ひ
'
考
つ
け
て
『-

姦

』
-
去
っ
た
O
そ
の
芸

の
大
意
は
･
今
農

霊

北
の
中
に
在
っ
て
,
そ
の
筈

間

警

る
墓

妄

腎

は
竿

-

に
民
生
問
感
の
芸

を
等

質

警

-

べ
き
で
-

雷

･
と
-

.
之
に
よ
っ
て
本
霊

の
創
意
し
た

霊

嘉

誉

急

は
､
今
日
に
至
っ
て
は
･
-

聾
者
が
雷

し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
-
･
ま
去

生
の
二
手
が
茸
に
一
切
の
芸

意

名

指
し

て
み
る
こ
と
を
知
-
-
る
｣(第
五
撃

二
九
三
'
二
九
四
頁
)｡
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l
1
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t..I..

-1

袈

嘗

膚
鼻
選
収
量

と
こ
ろ
言

こ
に
云
ふ
畢
考
と
は
ウ
イ
リ
ア
ム
の
こ
と
で
あ
も

前
記
の
著
書
の
序
文
に
よ
れ
ば
,
彼
は
四
年
世
紀
の
霊

だ
ア

メ
㌢
カ
の

蒜

脅
真
｣
の

1
,q
と
し
て
社
食
問
題
に
関
心
を
寄
せ
･

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
研
究
に
従
っ
て
ゐ
た
が
･
数
多
-
の
疑
問
を

懐
か
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
'
蕗
に
千
九
百
二
十
年
豊
剛
記
の
著
述
を
私
費
で
出
版
､
之
を
社
命
真
の
静
部
に
送
っ
て
批
判
を
請
ふ

た
の
で
あ
る
が
'

1
年
を
経
て
も
満
足
す
べ
き
解
答
に
接
し
え
な
か
っ
た
の
で
'
翌
年
之
を
公
刊
に
附
し
た
の
で
あ
る
｡
孫
文
が
こ

の
書
物
を
既
に
讃
破
し
て
ゐ
た
と
云
ふ
.#
茸
は
'
彼
の
旺
盛
室
翌

昌

と
'
リ
グ
イ
ニ
ト
の
宣
偉
に
も
拘
ら
ず
'
唯
物
史
観
に
封
す

る
自
主
的
な
検
討
の
意
志
を
有
っ
て
ゐ
た
こ
と
と
を
不
す
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
雷
膏
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
.

さ
LTJ.
ウ
イ
リ
ア
ム
の
思
想
の
影
響
が
騒
然
と
し
て
ゐ
る
の
は
.
≡

11n
ii}主
義
講
演
』
に
お
い
て
で
あ
る
o

L
か
も
と
の
影
響
に
つ

い
て
は
'
ウ
イ
リ
ア
ム
み
づ
か
ら
が
後
に

U.孫
文
封
共
窪
主
毒
-

-
苧
王
主
義
槻
家
椀
種
に
封
す
る
友
邦

の輝
利
紅
確
辞
す
_Q
新
L

N

a

t山草S

･

1
9
3
2
)

主

I

Hr
ふ
一
書

を
物

し

て
.

日

誌
の

宣
借

的

赦
田不
を
ね

ら

っ
て
､
煩
研
な
ま
で
に
執
瑚
な
説
明
を
繰
返
し
て
ゐ
る
の

で
あ
っ
て
.

後
期
の
民
苧
王
墓
を
論
ず
る
場
合
に
は
'
こ
の
影
響
は
見
逃
し
て
ほ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
攻
に
こ
れ
に
つ

い
て
簡
単
に
記
し
て
お
か
う
.

/

『
三
民
主
義
講
演
』
に

お

い

て
'

孫
文
が
T,
ル
ク
ス
を
ば

一
方
で
は

｢
社
食

某

の
聖
人
｣
と
し
て
碓
慈
し
な
が
ら
F.
他
方
で
は

●

｢
社
食
の
病
理
畢
者
｣
で

あ

るけ

れ
ど
も

｢
社
食
の
生
理
尊
者
｣
で
は
な
い
と
云
つ
て
批
判
し
て

をS(

前
後
重
合
を
炊
い
て
ゐ
る
こ

と
は
'
こ
の
講
演
の
読
者
の
直
ち
に
気
付
き
且
つ
怪
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
に
ち
が
ひ
な
い
.
さ
う
し
て
こ
の
批
判
的
部
分
は
悉
く
ウ

孫
文
の
民
生
主
茸

第

三
奄

三
二
七

第

二義

1
二
七



孫
文
の
民
生
主
義

は
ち
が
つ
て
､
ウ
イ
リ
ア
ム

(威
廉
氏
)
の
名
を
馨
げ
て
書
い
て
ゐ
る
｡

第
二
義

三
二
八

第
二
義

1
二
八

｢
近
来
米
国
の
7
人
の
マ
ル
ク
ス
信
徒
威
廉
氏
は
'
振
-
マ
ル
ク
ス
主
義
を
研
碇
L
t
自
己
同
門
相
互
の
紛
争
I
は
確
か
に
マ
ル
ク
ス
撃
訳
に
不

十
分
な
新
が
J9
O
に
相
違
な
い
と
の
結
論
に
到
達
し
た
.
彼
は
意
見
を
際
表
し
三
一三

'
て
ル
ク
ス
は
物
軍
:･Ju
r,J解
放
の
丑
心
と
し
た
が
こ
れ
は

間
逸
f)で
･rtaQ
る
'
社
骨
問
題
こ
そ
麻
史
の
垂
心
で
な
け
れ
ば
字

っな
'>
O
TL.,･L
T
文
政
督
間
好
の
申
T･.J
生
存
を
山
で
重
心
と
す
る
F
と
U
生
存
を

赴
骨
間
尾
と
し
て
こ
そ
令
確
約
で

あ
る
0
長
生
問
越
は
即
も
生
存
問
題
で
あ
る
O
二
の
光
昭
噂
清
の
虎
近
鮮
明
廿
や
聖
の
こ
〉〆
は
､
液
々
就
慾
の
安

弘
に
符
節
を
令
.J
卜
甘

の
し
｣.吉
ふ
べ
･T-
で
あ
る
｣
(邦

i
希
.
JH
hH
r二
頁
)｡

ウ
イ
リ
ア
ム
の
社
命
史
観
の
要
期
は
'
燕
兜
の
推
進
力
が
生
存
問
題

(pro.b.Iem
o
f
exIStenCe)
を
解
か
う
と
す
る
人
間
の
努
力
で

あ
る
･
と
云
ふ
に
墨
き
る
｡
さ
う
し
て
こ
の
史
観
は
社
骨
進
化
論
を
奉
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

｡
孫
文
は
こ
の
p
ro
h
lem
oi
existence

を
ば
民
生
問
題
と
解
し
て
自
説
の
援
用
に
賛
さ
う
と
し
た
の
み
な
ら
ず
'
彼

1
穂
の
｢
知
的
正
直
さ
｣
と
｢
機
禽
主
義
｣
と
を
以
て
'

こ
の
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ル
ヂ
冒
り
民
主
主
義
者
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
目
論
の
如
-
比
視
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
社
脅
史
観
は
､

マ
ル
ク
ス
の
史
観

に
封
し
て
封
抗
で
き
る
だ
け
の
思
想
内
容
を
備

へ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
.
孫

文
に
封
す
る
と
の
史
観
の
影
響
を
立
入
っ
て
指
摘
す
る
こ
と
は
'
わ
れ
わ
れ
に
は
必
要
で
は
な
い
.
必
要
と
あ
れ
ば

『
孫
文
封
共
産

主
義
』
を
播
け
ば
よ
い
.
だ
が
此
著
述
に
よ
っ
て
後
期
の
民
生
主
義
に
つ
い
て
誤
解
を
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

T
つ
の
こ
と
に
つ
い

て
と
こ
に
述
べ
て
お
か
な
-

て
は
な
ら
な
い
｡

ウ
イ
リ
ア
ム
の
主
張
の
カ
鮎
は
'
『
三
民
主
),義
講
演
』

の
中
'
｢
民
族
主
義
｣
と

｢
民

権
葦

準
｣
と
が
千
九
雪

1十
四
年
の

7
月
下
旬
か
ら
四
片
下
旬
ま
で
の
間
に
'
原
則
と
し
て
毎
週
開
講

せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
封
し
て
'

｢
民
字

王
義

｣
の
開
講
は
八
月
上
旬
以
後
で
あ
ゎ
'
そ
の
間
三
ケ
月
以
上
の
間
隔
が
あ
る
こ
JJ
に
着
目
さ
れ
て
ゐ
る
｡
孫
文
は
不
健
康

の
ゆ
ゑ
に
こ
の
中
断
を
僚
儀
な
-
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
が
'

ウ
イ
リ
ア
ム
は
そ
れ
を
ば
'
四
月
ま
で
の
孫
文
は
マ
ル
ク

ス

の
信
奉
者

ー

･

･
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､
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p･
･
/

.

.,･
･



で
あ
り
'
八
月
以
後
そ
の
批
判
者
に
韓
向
し
た
の
で
あ
-
'
そ
れ
は
そ
の
間
に
彼
が
ウ
イ
リ
ア
ム
の
著
書
を
播
い
て
翻
然
と
し
て
四

月
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
信
奉
の
迷
夢
か
ら
醒
め
た
の
で
あ
る
t
と
解
い
て
ゐ
る
(M
a
uric
e
W
illiam
.S
u
n
Y
at･sen
V
elSrS
C
o
rnrn
u
Tt･

is
m

p
･

3
2fこ
o
た
し
か
に

｢
民
族
主
義
｣
の
中
に
は
マ
ル
ク
ス
に
封
す
る
批
判
的
言
即
は
兄
い
だ
せ
ず

'
そ
れ
は
｢
民
隼
王
兼
｣
に

至
っ
て
は
じ
め
て
現
れ
て
ゐ
る
O
け
れ
ど
も
と
の
こ
と
は
孫
文
の
立
場
の
的
確
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
は
決
し
て
な
い
o
わ
れ
わ
れ
が

既
に
見
た
や
う
に
'
そ
の
前
年
の
末
ま
で
に
孫
文
は
ウ
イ
リ
ア
ム
の
著
書
を
よ
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
.

『
三
尾
主
義
講
演
』
の
英

碍
本
の
み
か
ら
三
民
主
講
を
解
か
う
と
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
こ

の
誤
解
を
し
た
の
も
細
蓮

か
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
｡
け
れ
ど
も
.LJ
の

誤
解
が
民
生
ま
義
の
木
質
を
歪
曲
す
る
結
果
を
招
く
限
り
に
お
い
て
は
'
わ
れ
わ
れ
は
断
乎
と
し
て
批
判
を
行
は
な
く
て
は
な
ら
な

(
.
系
と
王
､
^
イ
-
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げ
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卜
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-
こ
.
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つ
こ
)
L'･-丈
u
は
つ

I
7

.しュ

l'.

ノ･｡r

t
′
ー
■ノ
1
.イ
八

7■7-L.1r
)
.〆.
J
一
レI

T
lノ
….I+

■

】

"
HUト..j
tU
Hりトー
N｡
1
.
ノ
ノ/
=
〃1止れhLTn]
lrIT
U~
.♂
メ
Jr.｡〃
｢
かい,P1.J八
㌦一

年

L
か
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八
円
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.A
L･1.･tij
ム許
鼓
細

m

LU
(.hj封
･円

.i-Uを
itT
山田
J
,.な.rリ

.LTh
イ
リ
フ
ム
L
一dT
礼ノ
.1ju
マ
E.
ク
､ノ
hI
～-
r
一日H
.ZL
LW
ユ
..
-て
qm

場
し
た
の
で
も
な
か

っ

た
の
で
あ
る
｡

た
だ
従
頻
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
食
思
想
の
中
国
革
命
に
封
す
る
無
力
に
つ
い
て
失
望
し
た
孫

文
が
'
退
い
て
古
典
的
支
那
思
想
を
以
て
民
生
主
義
を
再
編
成
し
よ
う
と
は
し
た
も
の
の
'
そ
の
能
力
も
な
く
.
ま
た
マ
ル
ク
シ
ズ

ム
に
封
し
て
は
蓮
に
共
鳴
す
る
こ
と
も
で
き
ず
'
た
ま
た
ま
自
ら
も
そ
の
信
徒
で
あ
る
社
食
進
化
論
を
奉
す
る
ウ
イ
リ
ア
ム
の
著
書

に
避
難
所
を
兄
い
だ
L
t
知
的
正
直
と
云
ふ
生
乗
の
性
格
か
ら
横
合
主
義
者
流
に
､
そ
れ
を
援
用
し
組
述
し
た
と
云
ふ
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
.N'.

ウ
イ
リ
ア
ム
の
憶
測
は
.
碑
が
三
ケ
月
以
上
の
病
床
生
活
中
､
恐
ら
く
は
中
歯
共
産
真
の
枕
居
に
封
す
る
老
同
志
の
危

供
や
忠
告
の
た
め
に
'

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
封
し
て
積
極
的
な
批
評
を
ぽ
行
な
ふ
必
要
を
感
じ
て
､
ウ
イ
リ
ア
ム
の
著
書
を
読
み
返
し

て
巷
考
に
賓
し
た
と
考

へ
ら
れ
る
限
-
に
お
い
て
は
､
h;
し
い
で
あ
ら
う
｡
け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
を
以
て
民
生
主
義
の
]#
質
が
1E
マ



孫
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ル
.ク
ス
的
に
撃
化
し
た
と
な
す
の
は
･
ウ
イ
㌢

ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
が
孫
文
の
晩
年
の
宿

動
を

目
し
て
･

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
噴
煙
に
到
達

し
た
と
す
る
の
Iu
重
く
逆
な
'
し
か
し
同
じ
く
抽
象
的
な
把
捉
な
の
で
あ
っ
て
､
ウ
イ
リ
ア
ム
の
自
己
宜
侍
と
ア
メ
リ
カ
の
帝
囲
主

義
の
低
値
と
な
ら
う
IU
す
る
意
慾
と
乾

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
観
破
す
る
の
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
.
千
九
百

二
十
二
年
の
ァ
メ
リ
カ

紘
.
i(
税
額
7
1
バ
I
の
f
･
に
､
中
国
に
封
す
る
積
瞳
的
な
帝
観
主
菜
的
政
策
を
廻
灯
し
潅
の
で
あ
り
'
常
滑
ii
中
開
が
プ
ル
ヂ
;V

/

ワ
民
主
主
義
的
な
国
家
で
あ
る
こ
と
を
澄
明
し
て
'
ア
,<
リ
カ
の
華
不
の
中
間

へ
の
姐
的
il-妄

りで
-
山IJ
,TI21o
LJ
-L
K
J
P
.)J
>
-It

s
.

政
策
に
思
想
的
援
助
を
輿
へ
よ
う
と
し
た
と
考

へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
e

わ
れ
わ
れ
は
ウ
イ
リ
ア
ム
に
つ
い
て
静
か
に
多
-
語
っ
た
か
も
知
れ
な
い
o
し
か
し
後
期
の
孫
文
の
心
境
を
う
か
が
ふ
た
め
に
､

ウ
イ
リ
ア
ム
は

一
つ
の
好
筒
の
賛
料
を
提
供
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
要
す
る
に
'
後
期
の
民
生
主
義
の
饗
容
と
麗
し
き
も
の
は
'
賓

は
決
し
て
本
質
的
な
立
場
の
墜
化
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く

前
期
に
お
け
る
と
同
じ
革
命
意
慾
に
燃
え
る
孫
文
が
そ
の
中
に
立

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.
そ
の

乱
味
で塁
嘉
は
1佃
同
1の蛮
差
し
てゐ
た
と云
は
亨

て
は
監

な
い
這

)
･
孫
文
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

意
慾
の
前
に
展
開
さ
れ
た
政
治
的
思
想
的
諸
保
件
は
'
前
期
に
比
し
て
著
し
-
尖
銃
化
し
た
｡
酸
洲
大
数
後
の
帝
園
主
義
列
強
は
'

武
共
を
新
た
に
し
て
'
あ
る
ひ
は
共
々
に
'
あ
る
弘
は
相
敵
勤
し
合

っ

て
'･
近
代
国
家
た
ら
ん
と
す
る
中
国
を
ば
好
個
の
獲
物
と
挑

み
か
か
つ
て
衆
た
｡

孫
文
は
前
期
に
お
け
る
列
強
へ
の
大
き
な
期
待
を
裏
切
ら
れ
､

東
洋
人
的
自
覚
の
必
要
を
痛
感
し
た
け
れ
ど

も
'
そ
れ
に
基
い
て
新
し
い
理
論
を
構
成
す
る
だ
け
の
能
力
を
嶺
は
有
つ
て
は
ゐ
な
か
っ
た
｡
他
方
'
欺
洲
大
戦
の
結
果
の
1
つ
は

ロ
シ
ャ
の
革
命
で
あ
っ
た
O
新
し
い
紅
倉
の
曙
光
が
そ
こ
か
ら
射
し
そ
め
る
か
に
彼
に
は
息
は
れ
た
o
資
本
主
義
的
列
強
か
ら
掠
り

勿
ら
れ
､
自
ら
の
魂
を
し
か
と
振
り
そ
れ
を
贋
み
上
げ
え
な
か
っ
た
手
を
ば
ソ
ヴ
イ
ニ
ト
に
伸
ば
し
つ
つ
､
孫
文
は
逝
っ
た
の
で
あ
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つ
た

｡
わ
れ
わ
れ
は

『
三
民
主
義
講
演
』
の
中
の
民
生
主
護
そ
の
も
の
の
内
容
竺

止
入
る
こ
と
を
し
な
か
つ
た
｡
そ
れ
は
前
期
の
民
生
主

義
を
分
析
し
'
後
期
に
お
け
る
そ
れ
の
轡
容
と
覚
し
き
も
の
の
本
質
を
ば
解
明
し
き
た
つ
た
わ
れ
わ
れ
に
は
'
そ
の
必
要
は
最
早
な

い
と
信
ぜ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
.
最
後
に
た
だ

1
つ
の
こ
と
を
記
し
て
お
か
う
｡
そ
れ
は

『
物
質
建
設
』
が
前
期
の
民
生
主
義
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
云
ふ
意
義
を
有
つ
に
封
し
て
.
こ
の
講
演
に
収
め
ら
れ
る
民
生
主
義
が
'
後
期
の
そ
れ
の
ク
.ブ
ィ
マ
ッ
ク
ス
を
形

づ
-
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
.
さ
う
し
て
'
前
者
が
中
尉
に
お
け
る
国
民
経
済
建
設
の
具
視
的
方
闇
を
示
す
な
ら
ば
'
後
者
は
そ
の

建
設
の
基
本
方
策
と
と
も
に
､
国
民
経
済
成
立
後
の
中
国
民
族
に
期
待
し
う
べ
き
経
済
生
唐
を
､
衣

Q
食

･
僅

･
行
の
季
歯
に
五
つ

L.説
き
明
か
ru
う
と
し
た
も
Ee
で
あ
る
｡
柄
々
相
ま
っ
て
孫
文
の
民
生
主
義
の
了
解
に
脅
す
べ
き
文
献
で
あ
る
と
し
な
く
て
ほ
な
ら

Jj
,
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