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は
じ
め
に

　

満
州
事
変
勃
発
か
ら
敗
戦
ま
で
の
激
動
の
昭
和
戦
前
期
に
お
い
て
、
山
崎
闇

斎
（
一
六
一
八
～
八
二
）
に
関
す
る
研
究
が
俄
か
に
隆
盛
を
極
め
た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
十
五
年
戦
争
期
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
当
該
期
は

お
そ
ら
く
、
日
本
史
上
闇
斎
が
最
も
脚
光
を
浴
び
た
、
空
前
絶
後
の
時
期
で
あ

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
で
は
な
に
ゆ
え
、
当
該
期
に
闇
斎
研
究
は
隆

盛
を
極
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
は
従
来
、
時
局
と
の
共
振
関
係

が
取
沙
汰
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
夙
に
丸
山
眞
男
は
、
当
該
期
の
研
究
が
「
戦

前
の
「
国
体
論
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
緊
密
な
協
奏
を
か
な
で
た
」
の
だ
と
主
張

し
て
い
た

（
１
）

。
ま
た
近
年
で
も
、
「
こ
の
時
期
の
研
究
は
、
皇
国
史
観
の
影
響
を

受
け
…
現
実
の
政
治
に
要
請
さ
れ
た
皇
国
主
義
に
応
じ
る
か
た
ち
で
」
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
２
）

。
昭
和
戦
前
期
の
闇
斎
研
究
が
、
そ
の
当
時

の
時
局
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
そ
も
そ
も
、
な
ぜ

当
時
、
闇
斎
研
究
は
時
局
と
結
び
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
い
換
え
れ
ば
、
戦

時
下
に
あ
っ
た
昭
和
戦
前
期
の
日
本
は
な
に
ゆ
え
、
近
世
を
生
き
た
朱
子
学
者

で
あ
る
と
と
も
に
垂
加
神
道
の
提
唱
者
で
も
あ
る
闇
斎
を
、
わ
ざ
わ
ざ
要
請
し

た
の
だ
ろ
う
か
。こ
れ
ま
で
時
局
と
の
共
振
関
係
が
い
わ
れ
て
は
き
た
も
の
の
、

意
外
に
も
こ
の
こ
と
に
深
く
立
ち
入
っ
た
具
体
的
検
証
は
、
未
だ
十
全
に
は
行

わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
闇
斎
の
存
在
を
不
可
欠
と
し
た
昭
和
戦
前

期
の
日
本
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年

代
前
半
に
か
け
て
闇
斎
研
究
に
従
事
し
た
中
国
哲
学
者
・
阿
部
吉
雄
（
一
九
〇
五

～
七
八
）
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
か
か
る
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。

な
ぜ
阿
部
な
の
か
。
そ
れ
は
以
下
二
つ
の
理
由
に
よ
る
。

　

一
つ
は
、
平
泉
澄
（
一
八
九
五
～
一
九
八
四
）
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
と

は
異
な
る
、
昭
和
戦
前
期
の
闇
斎
研
究
の
動
向
を
把
握
し
た
い
が
た
め
で
あ

る
。
当
該
期
の
闇
斎
研
究
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
際
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
言
及
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
学
者
・
平
泉
澄
の
存
在
だ
ろ
う

（
３
）

。
彼
は
、
海
軍
大

将
・
有
馬
良
橘
（
一
八
六
一
～
一
九
四
四
）
を
会
長
に
立
て
る
形
で
一
九
三
二

年
夏
に
崎
門
会
を
結
成
、
同
年
十
月
に
は
同
会
主
催
で
自
ら
が
勤
め
る
東
京
帝

大
の
大
講
堂
（
通
称
安
田
講
堂
）
に
お
い
て
山
崎
闇
斎
先
生
二
百
五
十
年
祭
を

盛
大
に
挙
行
し
て
お
り
、
ま
た
弟
子
達
に
も
積
極
的
に
闇
斎
な
い
し
そ
の
学
派

に
関
す
る
研
究
を
勧
め
て
い
た
。
平
泉
が
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
闇
斎
研
究
を

昭和戦前期の山崎闇斎研究と植民地朝鮮―阿部吉雄をめぐって

　
　
　

昭
和
戦
前
期
の
山
崎
闇
斎
研
究
と
植
民
地
朝
鮮

　
　
　
　

　

―
阿
部
吉
雄
を
め
ぐ
っ
て　
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牽
引
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
う
し
た
認
識
は
既
に
同
時
代
よ
り
存

在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
六
年
に
発
表
さ
れ
た
、
当
時
の
日
本
思
想
史

研
究
の
動
向
に
関
す
る
あ
る
総
説
論
文
に
は
、
「
山
崎
闇
斎
の
研
究
」
が
「
日

本
主
義
者
に
よ
つ
て
回
顧
せ
ら
る
べ
き
…
近
時
の
儒
学
史
研
究
を
代
表
す
る
も

の
」
で
あ
る
こ
と
や
、
平
泉
澄
と
そ
の
門
下
に
よ
っ
て
「
山
崎
闇
斎
に
つ
い
て

の
知
識
は
非
常
な
る
進
歩
を
遂
げ
た
」
こ
と
が
確
か
に
記
さ
れ
て
い
る

（
４
）

。
と
は

い
え
、
当
該
期
の
闇
斎
研
究
が
平
泉
ら
に
よ
っ
て
の
み
担
わ
れ
て
い
た
の
か
と

い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
ほ
か
の
潮
流
も
が
合
わ
さ
る
形
で
、

結
果
的
に
闇
斎
研
究
の
隆
盛
が
生
じ
て
い
た
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
し
て

み
れ
ば
、
平
泉
の
外
延
に
も
目
を
向
け
て
当
時
の
闇
斎
研
究
の
動
向
を
追
わ
ね

ば
な
る
ま
い
。
阿
部
の
闇
斎
研
究
は
ま
さ
に
、
そ
う
し
た
外
延
に
位
置
づ
く
も

の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
泉
を
相
対
化
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
阿

部
は
重
要
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

阿
部
に
着
目
す
る
二
つ
目
の
理
由
は
、
植
民
地
朝
鮮
と
の
関
わ
り
に
お
い
て

闇
斎
研
究
が
当
該
期
に
も
っ
た
意
味
を
考
え
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
敗
戦
前
の
日
本
は
植
民
地
を
保
有
す
る
帝
国
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
し
て
昭
和
戦
前
期
、
と
り
わ
け
一
九
四
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
そ
う
し

た
植
民
地
の
人
々
ま
で
も
が
戦
時
動
員
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
そ
う
し

た
な
か
に
あ
っ
て
阿
部
は
、
ま
さ
に
日
米
開
戦
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争

が
本
格
化
す
る
一
九
四
一
年
に
、
植
民
地
帝
国
大
学
と
し
て
の
京
城
帝
大
に
赴

任
し
、
以
後
敗
戦
に
至
る
ま
で
そ
こ
で
法
文
学
部
支
那
哲
学
講
座
の
教
員
を
務

め
て
い
る
。
彼
の
闇
斎
研
究
に
は
、
戦
時
下
の
植
民
地
朝
鮮
と
い
う
地
場
が
直

接
・
間
接
に
様
々
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
推
し
て
測
ら
れ

る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
京
城
帝
大
時
代
の
阿
部
を
め
ぐ
っ
て
は
既
に
い

く
つ
か
の
優
れ
た
研
究

（
５
）

が
存
在
し
、
本
稿
も
こ
れ
ら
に
多
く
を
学
ん
で
い
る
。

し
か
し
他
方
で
、
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
阿
部
の
朝
鮮
儒
教
研
究
に
関
す
る
も
の

で
あ
り
、
彼
の
闇
斎
研
究
に
関
し
て
は
未
だ
殆
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
後
述

す
る
よ
う
に
、
阿
部
の
朝
鮮
儒
教
研
究
は
闇
斎
研
究
の
成
果
を
素
地
と
す
る
こ

と
で
成
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
闇
斎
研
究
は
実
の
と
こ
ろ
、
彼
が
京
城
帝

大
に
赴
任
す
る
以
前
か
ら
夙
に
な
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
京

城
帝
大
に
お
け
る
阿
部
の
営
為
を
真
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
行

す
る
時
期
、
具
体
的
に
は
一
九
三
〇
年
代
前
半
に
ま
で
遡
っ
た
考
察
が
不
可

欠
と
な
る
。
第
一
章
で
ま
ず
こ
の
時
期
に
充
分
な
紙
幅
を
割
く
所
以
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
代
か
ら
の
流
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
植
民
地
朝
鮮
と
の
関
わ
り
に
お

い
て
阿
部
の
闇
斎
研
究
が
も
っ
た
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
、
以
下
で
は
早
速
、
京
城
帝
大
赴
任
以
前
の

阿
部
の
闇
斎
研
究
か
ら
論
を
説
き
起
こ
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　
　
　
　

一
、
純
然
た
る
朱
子
学
者
・
闇
斎
―
―
京
城
帝
大
以
前

　

１
．
「
純
粋
化
」
「
簡
易
化
」
「
内
面
化
」
そ
し
て
「
日
本
化
」

　

阿
部
吉
雄
は
、
一
九
二
八
年
に
東
京
帝
大
の
文
学
部
支
那
哲
学
科
を
卒
業

後
、
上
智
大
学
予
科
教
授
を
経
て
、
一
九
三
〇
年
に
設
立
後
間
も
な
い
東
方
文

化
学
院
に
就
職
し
て
お
り
、
以
後
一
九
四
一
年
に
京
城
帝
大
に
赴
任
す
る
ま

で
、
こ
こ
を
主
な
活
動
拠
点
と
し
て
い
た

（
６
）

。
阿
部
が
東
京
帝
大
に
提
出
し
た
卒

業
論
文
の
題
名
は
「
荀
子
の
研
究
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
卒
業
後
直
ち
に
彼

が
と
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
の
は
山
崎
闇
斎
研
究
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

一
九
二
九
年
よ
り
二
年
間
、
阿
部
は
宇
野
哲
人
（
一
八
四
五
～
一
九
七
四
）
の

助
手
と
し
て
、
文
部
省
の
助
成
を
得
た
研
究
課
題
「
山
崎
闇
斎
の
研
究
」
に
従

事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
成
果
は
一
九
三
三
年
に
成
っ
た
三
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本
の
論
攷
、
「
闇
斎
学
の
成
立
過
程
（
上
）
（
下
）
」
「
山
崎
闇
斎
の
著
書
に
就
い

て
（
一
）
（
二
）
」
「
近
世
儒
学
史
上
に
於
け
る
闇
斎
学
の
地
位
」
に
結
実
し
て

い
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
論
攷
に
お
い
て
阿
部
は
闇
斎
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

論
じ
て
い
た
の
か
。

　

中
世
ま
で
公
家
や
五
山
僧
ら
の
間
で
ご
く
限
定
的
に
摂
取
さ
れ
て
い
た
朱

子
学
が
近
世
以
降
、
本
格
的
な
展
開
を
遂
げ
た
こ
と
、
そ
れ
を
最
初
に
牽
引

し
た
の
が
藤
原
惺
窩
（
一
五
六
一
～
一
六
一
九
）
・
林
羅
山
（
一
五
八
三
～

一
六
五
七
）
ら
の
所
謂
京
学
派
の
儒
者
達
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
贅
言
を
要
す
ま

い
。
阿
部
は
「
闇
斎
が
初
年
常
に
京
学
の
否
定
を
目
標
と
し
て
そ
の
学
を
形
成

し
て
行
つ
た
一
面
が
あ
る
事
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
７
）

」と
い
う
よ
う
に
、

寛
永
一
九
（
一
六
四
二
）
年
に
還
俗
し
て
帰
京
し
、
儒
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア

形
成
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
頃
の
闇
斎
が
、
ま
ず
も
っ
て
強
く
意
識
し
て
い
た
存

在
こ
そ
、
そ
う
し
た
京
学
派
の
儒
者
達
だ
っ
た
の
だ
と
見
る
。
す
な
わ
ち
阿
部

は
、
闇
斎
の
思
想
形
成
過
程
を
「
創
成
時
代
の
前
期
」
と
「
創
成
時
代
の
後
期
」

の
大
き
く
二
期
に
わ
け
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
「
前
期
」

に
お
い
て
は
京
学
派
批
判
が
重
要
な
柱
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
な

ぜ
闇
斎
は
京
学
派
批
判
に
拘
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
闇
斎
の
眼
に
は
朱
熹
本
来

の
思
想
か
ら
は
乖
離
し
た
も
の
と
し
て
京
学
派
朱
子
学
が
映
っ
て
お
り
、
従
っ

て
こ
れ
に
代
わ
る
純
然
た
る
朱
子
学
の
確
立
を
彼
は
望
ん
で
い
た
か
ら
だ
と
い

う
。
阿
部
が
「
創
成
時
代
の
前
期
」
を
「
純
朱
子
学
の
研
究
と
体
験
に
熱
中
し

た
時
代

（
８
）

」
と
定
義
づ
け
る
所
以
で
あ
る
。
で
は
具
体
的
に
、
い
か
な
る
面
に
お

い
て
闇
斎
は
京
学
派
批
判
を
行
い
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う

に
し
て
朱
熹
本
来
の
純
然
た
る
朱
子
学
を
確
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う

の
だ
ろ
う
か
。
阿
部
は
こ
の
こ
と
を
、
「
純
粋
化
」
「
簡
易
化
」
「
内
面
化
」
と

い
う
術
語
を
用
い
て
説
明
す
る
。
一
つ
ず
つ
見
て
い
こ
う
。

　

ま
ず
「
純
粋
化
」
と
は
文
字
通
り
、
「
京
学
一
般
の
不
純

（
９
）

」
を
衝
く
こ
と
で
、

よ
り
純
化
さ
れ
た
朱
子
学
の
確
立
を
志
向
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
阿

部
に
よ
れ
ば
、
惺
窩
・
羅
山
は
朱
子
学
者
を
自
認
し
な
が
ら
も
、
以
下
の
よ
う

な
点
で
依
然
と
し
て
夾
雑
物
を
混
じ
て
い
た
の
だ
と
さ
れ
る
。

猶
ほ
惺
窩
の
如
き
は
陰
に
陸
王
学
を
信
じ
た
も
の
で
あ
り
、
其
の
学
説
は

一
面
包
擁
力
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
は
云
へ
、
未
だ
微
温
的
・
折
衷
的

な
る
を
免
れ
な
か
つ
た
。
之
に
反
し
て
惺
窩
門
下
の
四
天
王
の
一
人
で
あ

つ
た
羅
山
は
、
仏
教
を
初
め
と
し
て
陸
王
学
や
天
主
教
を
も
激
烈
に
排
斥

し
て
、
純
粋
に
程
朱
を
宗
と
せ
ん
事
を
志
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
猶
ほ

五
山
の
因
襲
を
踏
襲
し
て
剃
髪
縫
腋
し
、
其
形
体
に
仏
教
的
臭
味
を
残
存

し
、
法
印
と
云
ふ
僧
職
を
幕
府
よ
り
授
け
ら
れ
て
満
足
し
て
ゐ
た
…

）
（1
（

。

　

惺
窩
は
概
し
て
朱
陸
折
衷
的
で
あ
り
、
羅
山
の
場
合
に
は
確
か
に
「
純
粋
に

程
朱
を
宗
と
せ
ん
事
を
志
し
た
」
も
の
の
、
結
果
的
に
は
幕
府
の
「
僧
職
」
に

甘
ん
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て

阿
部
は
、
闇
斎
が
ま
さ
に
京
学
派
儒
者
の
こ
う
し
た
態
度
を
批
判
し
て
い
た
の

だ
と
説
く
。
例
え
ば
、
還
俗
後
の
闇
斎
が
三
〇
歳
の
頃
に
初
め
て
成
し
た
著
作

『
闢
異
』
は
、
表
面
的
に
は
排
仏
書
の
体
裁
を
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の

隠
さ
れ
た
意
図
は
「
仏
教
が
伝
統
的
な
勢
力
を
持
し
て
社
会
に
瀰
漫
し
て
居
る

の
は
要
す
る
に
儒
者
が
儒
教
の
精
神
を
語
る
こ
と
な
く
徒
ら
に
訓
詁
詞
章
を
事

と
し
姑
息
に
流
れ
自
ら
道
に
任
ず
る
の
気
概
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
道
破

）
（（
（

」
す

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
当
然
、
こ
れ
は
僧
体
を
な
し
た
羅
山
に
対

す
る
批
判
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
『
闢
異
』
が
批
判
を
向
け
た

矛
先
は
、
仏
教
そ
の
も
の
で
あ
る
以
上
に
、
そ
う
し
た
仏
教
を
正
し
く
批
判
し

昭和戦前期の山崎闇斎研究と植民地朝鮮―阿部吉雄をめぐって
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得
ず
に
そ
れ
を
追
認
す
る
同
時
代
の
儒
者
、
わ
け
て
も
京
学
派
の
羅
山
で
あ
っ

た
の
だ
と
阿
部
は
見
た
。
「
そ
の
裏
面
に
於
て
林
家
の
学
若
し
く
は
当
代
儒
学

一
般
の
否
定
を
な
し
た
も
の

）
（1
（

」
こ
そ
が
『
闢
異
』
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
陸
王
学
批
判
を
企
図
し
て
闇
斎
に
よ
っ
て
編
述
さ
れ
た
『
大
家

商
量
集
』
か
ら
も
「
京
学
林
家
の
学
に
対
す
る
挑
戦
の
態
度
」
、
具
体
的
に
は
「
従

来
の
朱
子
学
は
仏
を
混
ぜ
ざ
れ
ば
陸
を
信
ず
る
如
き
状
態
で
純
粋
に
朱
子
学
を

尊
信
す
る
者
が
な
か
つ
た
と
嘆
じ
て
惺
窩
を
譏
つ
て
居
る
一
節
」
が
窺
え
る
の

だ
と
い
う

）
（1
（

。
こ
の
よ
う
に
阿
部
は
、
「
純
粋
化
」
と
い
う
術
語
を
用
い
る
こ
と

に
よ
り
、
夾
雑
な
京
学
派
朱
子
学
を
批
判
し
て
か
か
る
純
化
を
目
指
し
た
人
物

と
し
て
闇
斎
を
描
い
た
。

　

次
の
「
簡
易
化
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
阿
部
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

羅
山
の
学
問
と
教
育
は
博
く
経
史
子
集
に
わ
た
り
朱
子
学
に
醇
な
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
れ
博
雑
と
譏
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
之
に
対
し
て
簡
易
化

を
唱
へ
た
闇
斎
の
精
神
は
彼
の
経
説
と
著
述
の
形
式
に
最
も
よ
く
表
は
れ

て
居
る
。
蓋
し
彼
の
経
説
の
根
本
基
調
は
「
朱
子
の
旧
に
帰
れ
」
と
云
ふ

事
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か

）
（1
（

。

　

羅
山
の
学
は
総
じ
て
「
博
雑
」
ゆ
え
に
「
朱
子
学
に
醇
」
で
は
な
い
。
そ
の

た
め
闇
斎
は
、
そ
う
し
た
「
博
雑
」
た
る
羅
山
の
学
を
批
判
し
、
こ
れ
に
「
簡

易
化
」
を
対
置
さ
せ
る
こ
と
で
、
も
っ
て
「
朱
子
の
旧
に
帰
」
る
こ
と
を
希
求

し
て
い
た
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
ま
た
、こ
う
し
た
「
簡

易
化
」
の
主
張
は
、
羅
山
に
代
表
さ
れ
る
京
学
派
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、

よ
り
大
局
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
存
し
た
「
元
明
以
来
の
朱
子
学
」
に
対

す
る
批
判
を
も
含
意
し
て
い
た
の
だ
と
説
か
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
阿
部
に
よ

れ
ば
「
元
明
以
来
の
朱
子
学
は
益
々
煩
瑣
に
流
れ
…
而
も
末
疏
の
類
は
非
常
に

多
く
な
つ
て
、
愈
々
朱
子
の
真
意
を
失
は
ん
と
す
る
傾
向
に
あ
つ
た
。
我
が
国

の
京
学
も
た
ゞ
そ
の
弊
風
を
踏
襲
し
て
来
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
つ
た

）
（1
（

」
。
そ
う

し
た
な
か
で
闇
斎
は
、
京
学
派
も
そ
の
影
響
下
に
あ
る
、
煩
瑣
化
さ
れ
た
「
元

明
以
来
の
朱
子
学
」
と
い
う
末
疏
を
斥
け
、
も
っ
て
「
朱
子
の
真
意
」
に
回
帰

す
べ
く
、
「
簡
易
化
」
を
掲
げ
た
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
闇
斎

が
行
っ
た
種
々
の
朱
子
学
関
連
書
の
校
訂
出
版
は
、
ま
さ
に
そ
の
証
左
と
捉

え
得
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
闇
斎
は
、
「
夙
に
大
全
蒙
引
は
翻
刻
さ
れ
、
一
般
人

士
の
間
に
愛
誦
さ
れ
て
ゐ
た
」
状
況
下
に
あ
っ
て
、
「
苟
く
も
其
本
を
探
ら
ず

し
て
末
に
趨
る
如
き
事
あ
れ
ば
遂
に
昏
塞
支
離
収
拾
し
能
は
ざ
る
に
至
る
と
な

し
、
諸
家
の
注
解
書
を
歴
詆
し
て
直
ち
に
朱
子
に
帰
宿
せ
む
事
」
を
目
指
し
て
、

そ
の
た
め
に
「
自
ら
朱
子
の
定
本
を
選
定
し
て
之
を
梓
に
附
し
た
」
か
ら
で
あ

る
）
（1
（

。
阿
部
は
、
「
簡
易
化
」
を
志
向
す
る
闇
斎
が
そ
の
た
め
の
具
体
的
方
途
と

し
て
、
い
わ
ば
善
本
を
見
定
め
る
と
い
う
一
種
の
校
勘
学
に
依
拠
し
て
い
た
の

だ
と
見
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
殊
に
論
攷
「
山
崎
闇
斎
の
著
書
に
就
い
て
（
一
）

（
二
）
」
に
お
い
て
、
所
謂
嘉
点
本
を
逐
一
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
実
証
し
て
い

た
）
（1
（

。
か
く
し
て
阿
部
は
、
「
簡
易
化
」
を
行
う
こ
と
で
朱
熹
本
来
の
思
想
へ
と

回
帰
せ
ん
と
し
た
人
物
と
し
て
、
闇
斎
を
捉
え
る
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
簡
易
化
」
を
通
じ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
こ
そ
、

「
内
面
化
」
だ
っ
た
の
だ
と
阿
部
は
論
じ
る
。
以
下
に
見
る
ご
と
く
、「
簡
易
化
」

に
よ
っ
て
闇
斎
は
「
修
養
を
主
」
と
す
る
「
義
理
道
徳
の
学
」
の
確
立
を
試
み

た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

惺
窩
・
羅
山
・
順
庵
等
京
学
一
派
の
学
問
や
教
育
が
博
学
を
第
一
と
し
、

文
章
訓
詁
を
重
ん
じ
る
風
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
博
学
を
ば
雑
学
と
云
つ
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て
之
れ
を
嫌
ひ
、
詩
文
の
朗
吟
を
禁
じ
、
ひ
た
す
ら
修
養
を
主
と
し
て
義

理
道
徳
の
学
を
以
て
進
む
べ
き
こ
と
を
唱
へ
…
簡
易
直
截
な
る
実
学
と
し

た
…

）
（1
（

。

　

闇
斎
は
、
「
博
学
を
第
一
と
し
、
文
章
訓
詁
を
重
ん
ず
る
」
京
学
派
が
決
定

的
に
欠
く
、
「
修
養
」
を
重
要
視
し
て
い
た
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
阿
部
は
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
闇
斎
が
「
内
面
化
の
精
神
を
確
立
し

た
）
（1
（

」
の
だ
と
見
た
。
無
論
、
そ
う
し
た
「
修
養
」
重
視
の
「
内
面
化
」
の
試
み

は
朱
熹
本
来
の
思
想
（
具
体
的
に
は
「
敬
」
）
へ
の
回
帰
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

少
な
く
と
も
阿
部
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
闇
斎
は
「
内
面
化
」
に
よ
り
、

「
修
養
」
と
い
う
京
学
派
朱
子
学
が
等
閑
視
し
て
い
た
朱
熹
思
想
を
復
活
さ
せ

た
の
だ
と
彼
は
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
阿
部
は
、
「
純
粋
化
」
「
簡
易
化
」
「
内
面
化
」
と
い
う
術
語

を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
京
学
派
儒
者
達
が
活
躍
し
た
近
世
前
期
の
状
況
下
に

あ
っ
て
、
闇
斎
が
一
貫
し
て
朱
熹
本
来
の
思
想
を
追
求
し
続
け
て
い
た
の
だ
と

論
じ
て
い
た
。
阿
部
は
、
闇
斎
を
純
然
た
る
朱
子
学
者
と
し
て
捉
え
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
「
朱
子
学
本
来

の
精
神
を
完
全
に
消
化
し
た
彼
〔
闇
斎
―
引
用
者
注
、
以
下
同
〕
は
之
を
以
て

祖
国
の
精
神
と
同
化
し
て
行
か
う
と
云
ふ
自
覚
に
到
達
し
た
の
で
あ
る

）
11
（

」
と
、

そ
う
し
た
朱
熹
本
来
の
思
想
の
追
求
こ
そ
が
、
朱
子
学
と
「
祖
国
の
精
神
」
と

の
同
化
を
齎
し
た
の
だ
と
述
べ
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
阿
部
は
こ
れ
を
「
朱
子
学

の
日
本
化
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
明
暦
元
（
一
六
五
五
）
年
以
降
に
相
当
す
る

「
創
成
時
代
の
後
期
」
に
は
、
か
か
る
「
日
本
化
」
が
進
行
し
、
そ
れ
に
よ
り

「
朱
子
学
と
神
道
と
を
結
合
せ
む
と
す
る

）
1（
（

」
志
向
も
生
じ
た
の
だ
と
す
る
。
と

は
い
え
、
あ
く
ま
で
も
「
朱
子
学
純
化
の
精
神
は
没
年
に
至
る
ま
で
変
ら
な
い

）
11
（

」
。

神
道
へ
の
関
心
と
朱
熹
本
来
の
思
想
の
追
求
と
は
、
決
し
て
矛
盾
・
対
立
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
阿
部
は
、
京
学
派
を
批

判
し
つ
つ
な
さ
れ
た
闇
斎
に
よ
る
朱
子
学
の
「
純
粋
化
」「
簡
易
化
」「
内
面
化
」

の
延
長
線
上
に
、
そ
の
「
日
本
化
」
が
成
っ
た
も
の
と
見
て
い
た
。
従
っ
て
、「
朱

子
学
を
深
く
研
究
す
れ
ば
自
ら
国
体
論
南
朝
正
統
論
等
が
必
然
的
に
生
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

）
11
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
阿
部
か
ら
す
れ
ば
闇
斎
に
よ
る
「
国
体
論
」

「
南
朝
正
統
論
」
の
提
唱
も
、
純
然
た
る
朱
子
学
を
志
向
し
続
け
た
が
ゆ
え
の

必
然
的
帰
結
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
以
下
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
闇

斎
に
よ
る
「
朱
子
学
の
日
本
化
」
こ
そ
が
、
後
に
起
る
明
治
維
新
を
準
備
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
彼
は
主
張
す
る
。

闇
斎
の
朱
子
学
日
本
化
の
精
神
は
四
十
歳
前
後
に
確
立
せ
ら
れ
て
居
る
事

は
疑
ひ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
精
神
が
発
展
せ
ら
れ
る
時
尊
王
倒
幕
の
主
張

と
な
る
。
…
彼
の
門
下
に
浅
見
絅
斎
の
如
き
勤
王
家
を
出
し
、
そ
の
門
流

に
多
数
の
勤
王
家
を
出
し
た
の
も
故
あ
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い

）
11
（

。

　

闇
斎
に
尊
王
倒
幕
思
想
を
看
取
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
彼
を

明
治
維
新
の
源
流
と
位
置
づ
け
る
理
解
は
夙
に
明
治
期
よ
り
存
在
し
た

）
11
（

。
当
然
、

上
引
も
そ
れ
を
承
け
て
い
る
。
戦
前
を
通
じ
て
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
闇
斎
論
は
、

明
治
維
新
の
源
流
論
だ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
阿
部
と

同
時
代
に
こ
の
こ
と
を
力
説
し
た
影
響
力
の
あ
る
人
物
と
し
て
、
我
々
が
直
ち

に
想
起
す
る
の
は
お
そ
ら
く
平
泉
澄
だ
ろ
う
。
既
述
し
た
一
九
三
二
年
の
山
崎

闇
斎
先
生
二
百
五
十
年
祭
に
際
し
、
平
泉
が
記
念
図
書
『
闇
斎
先
生
と
日
本
精

神
』
を
刊
行
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
該
書
に
お
い
て
平
泉
は
、「
崎

門
が
幾
多
の
犠
牲
を
出
だ
し
、
幾
多
の
肉
弾
を
発
し
て
、
明
治
維
新
の
鴻
業
を
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翼
賛
し
た

）
11
（

」
の
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
し
て
タ
イ
ト
ル
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
平
泉
は
そ
う
し
た
原
動
力
に
な
っ
た
も
の
こ
そ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
闇

斎
の
「
日
本
精
神
」
で
あ
る
と
断
じ
て
い
た
。
平
泉
に
よ
れ
ば
「
日
本
精
神
は
、

日
本
国
家
の
依
つ
て
立
ち
、
日
本
歴
史
の
依
つ
て
成
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の

本
質
は
日
本
国
家
を
護
持
せ
ん
と
す
る
「
忠
義
の
精
神
と
尚
武
の
気
象
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
日
本
精
神
」
の
存
在
こ
そ
が
革
命
を
幾

度
と
な
く
生
じ
て
き
た
「
支
那
と
明
暗
相
異
な
り
」
、
ま
た
「
西
洋
と
雲
泥
相

違
す
る
所
以
」
な
の
だ
と
さ
れ
る

）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
、
日
本
に
の
み
存
在
し
日
本

国
家
を
強
固
に
支
え
続
け
て
き
た
「
日
本
精
神
」
こ
そ
が
、
明
治
維
新
を
導
出

し
た
の
だ
と
し
て
、
平
泉
は
か
か
る
淵
源
に
闇
斎
を
据
え
て
い
た
。
「
明
治
維

新
は
日
本
精
神
の
、
建
国
以
来
不
易
不
磨
の
精
神
の
顕
現

）
11
（

」
に
ほ
か
な
ら
な
い

が
、
そ
の
「
明
治
維
新
に
一
番
強
い
力
を
与
へ
た
の
は
山
崎
闇
斎

）
11
（

」
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

思
う
に
阿
部
は
、
同
時
代
に
影
響
力
を
も
っ
た
こ
う
し
た
平
泉
の
主
張
を
意

識
し
た
う
え
で
、
そ
れ
と
の
差
異
化
を
図
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
嘉
点
本
の
網
羅
的
検
討
を
行
っ
た
上
述
の
論
攷
「
山
崎
闇
斎
の
著
書

に
就
い
て
（
一
）
」
に
お
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
闇
斎
学
の

生
命
は
彼
の
特
色
多
い
人
格
を
通
し
て
発
現
さ
れ
た
日
本
精
神
に
あ
り
、
国
体

論
大
義
名
分
論
に
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
学
術
研
究
の
宏

博
と
深
遠
に
本
づ
い
て
ゐ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

）
11
（

」
。
闇
斎
に
「
日
本

精
神
」
や
「
国
体
論
大
義
名
分
論
」
を
見
出
せ
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
に
せ
よ
、

そ
れ
は
校
勘
を
も
可
能
に
す
る
、
堅
実
な
朱
子
学
研
究
と
い
う
基
盤
が
あ
っ
て

こ
そ
成
立
し
得
る
の
だ
と
い
う
の
が
阿
部
の
理
解
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
阿
部
に

と
っ
て
み
れ
ば
、
闇
斎
の
営
為
の
本
質
は
朱
熹
本
来
の
純
然
た
る
朱
子
学
を
確

立
す
る
こ
と
に
あ
り
、
「
日
本
精
神
」
や
「
国
体
論
大
義
名
分
論
」
、
そ
し
て
そ

れ
ら
に
基
づ
く
尊
王
倒
幕
思
想
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結

果
（
「
日
本
化
」
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
「
日
本
化
」
の
帰
結
と
し
て
闇
斎
に
生

じ
た
「
日
本
精
神
」
は
確
か
に
日
本
固
有
の
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

平
泉
と
は
違
い
、
阿
部
は
そ
の
基
底
に
朱
子
学
と
い
う
東
ア
ジ
ア
の
普
遍
思
想

が
あ
る
こ
と
を
看
取
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く

れ
ば
、
一
九
三
三
年
時
点
で
の
阿
部
は
三
本
の
論
攷
を
通
じ
て
、
一
貫
し
て
純

然
た
る
朱
子
学
者
と
し
て
闇
斎
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　

２
．
日
中
戦
争
下
の
儒
教
認
識

そ
の
後
の
阿
部
は
、
一
九
三
九
年
に
論
攷
「
山
崎
闇
斎
と
其
の
教
育
」
を
著
し

て
い
る
。
京
城
帝
大
に
赴
任
す
る
以
前
の
闇
斎
に
関
す
る
専
論
と
し
て
は
、
こ

れ
が
最
後
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
闇
斎
は
純
然
た
る
朱
子
学
者

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
垂
加
神
道
に
つ
い
て
説
き
お
よ
ぶ
際
に
も
、

「
垂
加
神
道
は
宋
儒
の
理
気
説
を
以
て
神
道
を
解
釈
し
た
も
の
で
こ
の
点
は
如

何
に
強
弁
す
る
と
も
蔽
ふ
事
が
出
来
な
い

）
1（
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
朱
子

学
と
い
う
強
固
な
基
盤
の
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
「
儒
教
の
中
に
重
大

な
過
の
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
」
「
そ
こ
で
闇
斎
先
生
は

転
じ
て
日
本
の
神
道
に
入
つ
て
来
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
は
、
ほ
ぼ
同
時

期
の
平
泉
澄
の
発
言
だ
が

）
11
（

、
阿
部
が
そ
う
し
た
主
張
に
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。

　

こ
の
論
攷
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
「
闇
斎
学
は
元
明
以
後
益
々
煩
瑣
に

流
れ
た
朱
子
学
と
そ
れ
を
う
け
つ
い
だ
京
学
一
派
の
朱
子
学
を
、
純
粋
化
し
簡

易
化
し
内
面
化
し
又
日
本
化
し
」
た
と
す
る
従
前
の
見
解
を
繰
返
し
な
が
ら

も
、
そ
の
こ
と
を
約
言
し
て
「
要
す
る
に
直
ち
に
朱
子
の
精
髄
を
と
つ
て
之
を

日本儒教学会報 六
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身
に
験
す
る
と
云
ふ
風
」
と
形
容
し
て
い
る
点

）
11
（

、
そ
し
て
何
よ
り
、
論
攷
全
体

が
「
か
く
て
我
々
は
崎
門
の
人
々
の
言
行
を
通
じ
、
儒
教
の
真
精
神
の
一
端
に

ふ
れ
日
本
儒
教
の
進
む
べ
き
道
に
就
い
て
暗
示
を
得
る

）
11
（

」
と
い
う
一
文
を
も
っ

て
結
ば
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
朱
子
の
精
髄
」
や
「
儒
教
の
真
精
神
」
と
い
っ

た
形
で
新
た
に
闇
斎
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
と
い

う
の
も
、
翌
一
九
四
〇
年
に
は
東
方
文
化
学
院
創
立
十
周
年
を
記
念
し
た
イ
ベ

ン
ト
に
お
い
て
、
阿
部
は
「
日
支
の
教
育
史
上
に
於
け
る
朱
子
の
小
学
」
と
題

し
た
講
演
を
行
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
彼
は
「
我
国
に
於
い
て
は
、
支
那

に
滅
ん
だ
小
学
書
の
原
型
を
復
元
し
、
又
日
本
的
な
大
義
名
分
の
思
想
を
以
て

之
に
注
釈
し
た
も
の
が
あ
ら
は
れ
…

）
11
（

」
と
、
中
国
で
早
々
に
滅
び
た
朱
熹
『
小

学
』
の
理
念
が
む
し
ろ
日
本
に
お
い
て
こ
そ
「
日
本
的
な
大
義
名
分
の
思
想
」

と
符
合
す
る
形
で
生
き
残
り
、
発
展
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
三
九
年
以
降
、
阿
部
は
明
ら
か
に
、
中
国
で
滅
び
た
〈
真
の
儒
教
〉
が
日

本
に
こ
そ
存
在
す
る
と
い
っ
た
趣
旨
の
理
解
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

も
っ
と
も
、
「
大
義
名
分
論
」
と
絡
め
て
日
本
儒
教
を
〈
真
の
儒
教
〉
と
見

な
す
理
解
は
、
服
部
宇
之
吉
（
一
八
六
七
～
一
九
三
九
）
・
宇
野
哲
人
ら
の
、

東
京
帝
大
の
教
員
で
あ
る
と
と
も
に
斯
文
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
学

者
達
に
よ
っ
て
、
所
謂
孔
子
教
論
の
展
開
と
揆
を
一
に
し
つ
つ
、
夙
に
大
正
期

よ
り
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た

）
11
（

。
阿
部
が
そ
う
し
た
影
響
下
に
上
記
の
理

解
を
も
つ
に
至
っ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
師
弟
関
係
に
鑑
み
て
も
容
易
に
推

察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
疑
問
は
残
る
。
な
ぜ
一
九
三
九
年
以
降
だ
っ

た
の
か
で
あ
る
。
阿
部
自
身
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
明
言
し
て
は
い
な
い
。
だ

が
察
す
る
に
、
か
か
る
遠
因
に
は
日
中
戦
争
の
開
戦
と
い
う
同
時
代
状
況
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
九
三
七
年
七
月
七
日
の
盧
溝
橋
事
件
に
端
を
発
す
る
日
中
戦
争
（
日
本
政

府
は
当
初
「
北
支
事
変
」
、
次
い
で
「
支
那
事
変
」
と
呼
ん
だ
）
は
、
日
本
の

儒
教
研
究
者
な
い
し
漢
学
者
に
も
強
い
衝
撃
を
与
え
た
。
事
実
、
斯
文
会
発
行

の
雑
誌
『
斯
文
』
に
は
一
九
三
七
年
秋
以
降
、
日
中
戦
争
関
係
の
論
説
が
数
多

く
載
る
。
ま
さ
に
時
局
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
日
本
儒
教
の
と
る
べ
き
対
応
如

何
が
論
じ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
あ
え
て
ま
と
め
る
と
す
れ
ば
、

そ
こ
で
説
か
れ
た
の
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
三

民
主
義
」
を
掲
げ
抗
日
運
動
を
展
開
す
る
国
民
党
政
府
が
既
に
儒
教
を
棄
て

去
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
に
「
事
変
」
発
生
の
根
本
要
因
が
あ
る
こ
と
、
対
し

て
日
本
側
に
は
正
し
い
儒
教
が
温
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
そ
れ
を
も
っ

て
日
本
を
盟
主
と
す
る
「
日
満
支
」
の
新
た
な
提
携
関
係
を
構
築
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
三
七
年
十
月
に
書
か
れ
た
以
下

の
塩
谷
温
（
一
八
七
八
～
一
九
六
二
）
の
文
章
が
わ
か
り
や
す
か
ろ
う
。

今
次
事
変
の
禍
根
は
実
に
三
民
主
義
と
排
日
教
育
に
在
る
。
然
ら
ば
則
ち

之
を
救
ふ
の
術
如
何
。
…
端
的
に
謂
ふ
な
ら
ば
孔
子
の
教
を
復
興
す
る
こ

と
で
あ
る
。
…
孔
子
の
道
は
夙
に
我
が
国
に
伝
へ
ら
れ
、
惟
神
の
道
と
渾

然
融
化
し
て
、
よ
く
万
邦
無
比
の
国
体
を
擁
護
し
来
つ
た
。
孔
子
の
道
は

三
民
主
義
の
支
那
本
国
に
亡
び
て
、
日
本
の
国
体
の
精
華
の
中
に
保
存
さ

れ
て
居
る
と
申
し
て
、
少
し
も
差
支
な
い
の
で
あ
る
。
之
を
今
支
那
に
復

興
す
る
こ
と
は
、
前
に
与
へ
ら
れ
た
も
の
を
返
す
に
過
ぎ
な
い
。
…
孔
子

の
道
が
支
那
に
行
は
れ
る
様
に
な
れ
ば
、
同
文
同
道
の
日
本
及
び
満
州
と

親
し
む
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
…
日
満
支
三
国
親
善
の
鑰
は
実
に
孔
子

の
教
に
在
る

）
11
（

。

　

「
支
那
本
国
に
亡
び
て
、
日
本
の
国
体
の
精
華
の
中
に
保
存
」
さ
れ
て
い
る

昭和戦前期の山崎闇斎研究と植民地朝鮮―阿部吉雄をめぐって
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「
孔
子
の
道
」
を
も
ち
出
す
こ
と
で
、
「
三
民
主
義
」
を
掲
げ
る
国
民
党
政
府
を

批
判
し
つ
つ
、
日
本
の
大
陸
侵
出
を
正
当
化
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。も
っ

と
も
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
時
局
の
な
か
、
『
斯
文
』
誌
上
に
お
い
て
も

様
々
な
論
説
が
出
さ
れ
た
し
、
着
眼
点
も
論
者
に
よ
っ
て
各
々
異
な
っ
て
い
た
。

と
は
い
え
、
上
引
の
ご
と
き
主
張
が
日
中
戦
争
開
戦
以
降
の
『
斯
文
』
に
概
ね

通
底
し
て
い
た
こ
と
は
、
疑
い
得
な
い

）
11
（

。
そ
し
て
こ
の
時
期
、
中
国
に
滅
び
た

儒
教
が
日
本
に
お
い
て
こ
そ
存
在
す
る
と
い
っ
た
主
張
は
、
『
斯
文
』
誌
上
に

お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
外
側
に
も
一
定
の
拡
が
り
を
見
せ
て
い
た
。
闇
斎

研
究
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
例
え
ば
一
九
三
九
年
に
は
、
闇
斎
の
高
弟
だ
っ

た
浅
見
絅
斎
（
一
六
五
二
～
一
七
一
一
）
の
主
著
『
靖
献
遺
言
』
が
岩
波
文
庫

か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
冒
頭
の
「
序
説
」
に
は
「
殊
に
昨
年
以

来
、
暴
支
膺
懲
の
聖
戦
が
起
つ
て
、
皇
軍
は
到
る
処
に
連
戦
連
捷
を
博
し
て
居

る
」
と
い
っ
た
事
実
認
識
の
も
と
、
「
今
や
儒
教
国
に
儒
教
亡
び
て
、
儒
教
は

我
が
邦
に
存
し
て
居
る
。
そ
れ
は
我
が
神
聖
な
る
国
体
に
よ
り
て
、
儒
教
が
美

化
せ
ら
れ
醇
化
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
闇
斎
絅
斎
の
二
先
生
の
如
き
は
師
弟
共
に

尤
も
其
の
点
に
力
を
注
が
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た

）
11
（

。
さ
ら
に
は
、
狭
義
の

儒
教
研
究
に
携
わ
ら
な
い
著
名
人
の
な
か
か
ら
も
、
同
様
の
理
解
を
示
す
者
が

現
れ
た
。
例
え
ば
、
ア
ジ
ア
主
義
者
・
大
川
周
明
（
一
八
八
六
～
一
九
五
七
）

は
そ
の
一
人
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
彼
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
日

本
二
千
六
百
年
史
』
を
一
読
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
以
下
の
文
章
の
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

支
那
思
想
の
清
華
、
従
つ
て
支
那
文
明
の
根
底
は
、
孔
孟
の
教
で
な
い
か
。

而
し
て
其
の
教
が
日
本
に
活
き
て
支
那
に
死
ん
だ
の
だ
。
修
身
治
人
の
学

問
と
し
て
の
儒
教
は
、
つ
ひ
に
道
徳
的
に
支
那
民
族
を
向
上
せ
し
む
る
こ

と
も
出
来
ず
、
ま
た
政
治
的
に
も
之
を
発
達
せ
し
む
る
こ
と
も
出
来
な
か

つ
た
。
…
儒
教
が
、
秦
漢
以
後
の
統
一
帝
国
に
於
て
よ
り
も
、
日
本
に
於

て
一
層
適
切
に
理
解
せ
ら
れ
、
一
層
見
事
に
其
の
精
神
を
実
現
せ
ら
れ
し

所
以
で
あ
る

）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
日
中
戦
争
開
戦
以
降
、
対
中
国
と
い
う
問
題
が
そ
れ
ま
で
以
上

に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
な
か
、
中
国
に
滅
び
た
儒
教
が
日
本
に
こ
そ
存

在
す
る
と
い
っ
た
主
張
が
一
定
の
拡
が
り
を
も
つ
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
斯
文

会
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
儒
教
に
依
拠
す
る
形
で
の
、
日
本
の
大
陸
侵
出
の
論

理
的
正
当
化
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
阿
部
の
真
意
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も

日
本
儒
教
を
〈
真
の
儒
教
〉
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
一
九
三
九
年
以
降
の
彼

の
理
解
が
、
そ
う
し
た
同
時
代
状
況
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

そ
し
て
一
九
四
一
年
六
月
以
降
、
阿
部
は
京
城
帝
大
法
文
学
部
に
支
那
哲
学
講

座
の
教
員
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
で
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
闇
斎
研
究
を
基

盤
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
日
本
儒
教
を
〈
真
の
儒
教
〉
と
見
な
す
理
解
を
、
朝

鮮
儒
教
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
さ
ら
に
具
体
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。で
は
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
章
を
改
め
て
見
て
い
こ
う
。

　
　
　
　

二
、
「
皇
道
儒
学
」
の
建
設
者
・
闇
斎
―
―
京
城
帝
大
時
代

　

１
．
朝
鮮
儒
道
連
合
会
と
「
皇
道
儒
学
」

　

京
城
帝
大
に
赴
任
後
、
す
ぐ
さ
ま
阿
部
が
と
り
組
ん
だ
の
は
、
朝
鮮
儒
者
・

李
退
渓
（
一
五
〇
一
～
七
〇
）
が
闇
斎
な
い
し
そ
の
学
派
に
与
え
た
思
想
的
影

響
に
関
す
る
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
は
、
主
と
し
て
朝
鮮
儒
道
連
合
会
が

発
行
す
る
雑
誌
『
儒
道
』
に
逐
次
発
表
さ
れ
る
と
と
も
に
、
最
終
的
に
は
単

日本儒教学会報 六
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著
『
李
退
渓
』
（
日
本
教
育
先
哲
叢
書
の
一
つ
と
し
て
一
九
四
四
年
四
月
に
刊

行
）
に
結
実
し
て
い
る
。
足
掛
け
三
年
と
い
う
短
期
間
で
単
著
を
成
す
に
ま
で

至
れ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
身
の
闇
斎
研
究
の
蓄
積
に
加
え
、
当
時
既
に
日

本
人
学
者
の
手
に
成
る
李
退
渓
研
究
が
あ
る
程
度
蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
多

き
か
ろ
う

）
1（
（

。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
う
し
た
自
他
双
方
に
わ
た
る
蓄
積
を
活
か
し

つ
つ
、
阿
部
が
李
退
渓
と
闇
斎
と
の
「
密
接
不
離
な
思
想
的
関
連
」
を
「
皇
道

儒
学
建
設
途
上
に
あ
る
半
島
に
於
い
て
注
目
す
べ
き
事
柄
」
と
捉
え
て
い
た
点

で
あ
る

）
11
（

。
京
城
帝
大
赴
任
以
降
、
阿
部
は
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
「
皇
道
儒
学
」

の
「
建
設
」
と
い
う
問
題
関
心
に
即
し
な
が
ら
、
研
究
活
動
を
行
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

「
皇
道
儒
学
」
と
は
何
か
。
最
新
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
用
語
自
体
の
出

所
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
頃
の
大
東
文
化
学
院
周
辺
に
お
い
て
用
い
ら
れ
は

じ
め
た
「
皇
道
国
体
ニ
醇
化
セ
ル
儒
教
」
と
い
っ
た
言
辞
に
あ
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る

）
11
（

。
た
だ
、
阿
部
自
身
は
お
そ
ら
く
、
自
ら
が
数
本
の
論
攷
を
寄
せ
た

雑
誌
『
儒
道
』
の
刊
行
元
で
あ
る
、
朝
鮮
儒
道
連
合
会
の
動
向
を
意
識
し
つ

つ
、
こ
の
用
語
を
用
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
鮮
儒
道
連
合
会
と
は

一
九
三
九
年
十
月
、
前
年
よ
り
植
民
地
朝
鮮
で
は
じ
ま
っ
た
国
民
精
神
総
動
員

運
動
を
受
け
、
「
朝
鮮
全
道
の
儒
林
を
戦
時
動
員
体
制
と
し
て
再
編

）
11
（

」
す
る
こ

と
を
目
的
に
、
政
務
総
監
・
大
野
緑
一
郎
（
一
八
八
七
～
一
九
八
五
）
を
総
裁

に
立
て
る
形
で
発
足
し
た
団
体
で
あ
る
。
同
会
は
、
発
足
時
の
綱
領
に
「
皇
道

精
神
に
基
く
皇
道
儒
学
を
確
立
す
る
こ
と

）
11
（

」
と
記
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
通
り
、
自
ら
の
理
念
に
「
皇
道
儒
学
」
を
据
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
と
り
わ

け
日
米
開
戦
以
降
に
は
、
こ
の
「
皇
道
儒
学
」
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
植
民
地
朝

鮮
の
儒
林
が
「
皇
国
臣
民
」
と
し
て
戦
争
協
力
す
べ
き
こ
と
を
大
々
的
に
唱
え

て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
四
二
年
三
月
か
ら
刊
行
を
開
始
し
た
『
儒
道
』
の

第
一
号
に
は
、
時
局
を
睨
み
な
が
ら
そ
の
創
刊
を
言
祝
ぐ
、
以
下
の
よ
う
な
文

章
が
並
ぶ
。

我
が
国
は
目
下
未
曾
有
の
大
戦
争
を
為
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
…
今
日
と

な
つ
て
は
半
島
人
は
皇
国
臣
民
と
し
て
大
東
亜
戦
争
の
完
遂
に
精
進
し
て

居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
儒
道
人
は
宜
敷
旧
套
を
脱
し
て
日
本
精
神
に
立
脚

し
た
儒
教
、
即
ち
皇
道
儒
教
に
依
つ
て
充
分
皇
道
精
神
を
発
揮
し
て
此
の

大
戦
争
の
目
的
達
成
の
為
め
に
衆
庶
の
儀
表
と
為
つ
て
尽
力
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
事
と
思
ふ
の
で
あ
る

）
11
（

。

我
が
半
島
は
朝
鮮
儒
道
連
合
会
結
成
以
来
、
官
民
一
致
し
て
皇
道
儒
学
の

振
興
に
着
々
力
を
尽
し
て
居
る
は
、
欣
幸
に
堪
え
な
い
所
で
あ
る
が
、
儒

林
た
る
人
は
、
先
づ
我
が
国
体
の
尊
敬マ

マ

と
現
代
重
大
時
局
を
認
識
し
、
従

来
習
得
し
た
儒
教
精
神
を
、
皇
道
精
神
に
合
致
せ
し
め
皇
国
臣
民
と
し
て

の
道
を
実
践
躬
行
し
以
て
、
国
家
大
事
業
に
貢
献
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
切
望

し
て
止
ま
な
い
次
第
で
あ
る

）
11
（

。

　

上
引
は
そ
れ
ぞ
れ
、
朝
鮮
儒
道
連
合
会
の
副
会
長
と
常
任
理
事
の
文
章
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
「
皇
道
儒
学
（
教
）
」
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
戦
争
協
力
を
呼

び
掛
け
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
戦
時
下
の
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
「
皇
道

儒
学
」
と
い
う
言
葉
は
、
儒
林
に
戦
争
協
力
を
強
い
る
際
の
一
種
の
標
語
と
し

て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
唱
え
ら
れ
た
「
皇
道
儒

学
」
の
内
実
が
当
時
、
厳
密
か
つ
体
系
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
は
思
わ

れ
な
い
。
確
か
に
、
朝
鮮
儒
道
連
合
会
発
足
を
受
け
て
高
橋
亨
（
一
八
七
八
～

一
九
六
七
）
が
一
九
三
九
年
十
二
月
に
発
表
し
た
有
名
な
論
攷
「
王
道
儒
道
よ

昭和戦前期の山崎闇斎研究と植民地朝鮮―阿部吉雄をめぐって
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り
皇
道
儒
道
へ
」
に
は
、
易
姓
革
命
を
認
め
る
中
国
の
「
王
道
儒
道
」
と
は
異

な
る
、
「
大
義
名
分
を
以
て
政
治
思
想
の
本
」
と
す
る
「
皇
道
儒
道
」
の
特
質
、

並
び
に
そ
れ
に
基
づ
く
「
内
鮮
一
体
」
の
必
要
性
が
概
括
的
に
論
じ
ら
れ
て
は

い
た

）
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
お
そ
ら
く
、
同
会
内
部
に
お
い
て
は
、
概
ね
「
忠
孝
一

本
至
誠
本
位
の
国
民
道
徳
こ
そ
皇
道
儒
学
の
真
髄
」
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
（
中

国
が
早
々
に
失
っ
た
）
儒
教
の
「
純
乎
た
る
も
の
」
で
あ
る

）
11
（

、
と
い
っ
た
緩
や

か
な
認
識
共
有
が
な
さ
れ
て
い
た
程
度
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
思
う
に
阿
部

は
、
李
退
渓
と
の
関
係
性
に
お
い
て
闇
斎
を
新
た
に
捉
え
直
す
こ
と
で
、
こ
う

し
た
朝
鮮
儒
道
連
合
会
の
意
向
に
沿
う
と
と
も
に
、
か
か
る
「
皇
道
儒
学
」
に

対
し
て
も
、
そ
こ
に
歴
史
的
・
具
体
的
内
実
を
付
与
せ
ん
と
し
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
上
述
し
た
日
本
儒
教
を
〈
真
の
儒
教
〉
と

見
な
す
理
解
も
関
わ
っ
て
く
る
。

　

２
．
李
退
渓
を
「
止
揚
発
展
」
し
た
闇
斎
の
「
皇
道
儒
学
」

　

阿
部
の
李
退
渓
に
対
す
る
評
価
は
、
以
下
の
文
章
よ
り
端
的
に
窺
う
こ
と
が

で
き
る
。

由
来
、
元
明
以
後
の
朱
子
学
は
、
概
し
て
言
へ
ば
科
挙
の
学
、
詞
章
の
学

に
堕
し
、
直
ち
に
朱
子
の
真
精
神
を
把
握
し
、
そ
の
真
髄
を
発
揮
す
る
と

云
ふ
方
面
に
欠
く
る
所
が
あ
つ
た
。
又
朱
陸
兼
取
の
風
潮
も
あ
つ
て
純
粋

に
朱
子
を
尊
び
、
そ
の
立
場
を
闡
明
す
る
者
も
極
め
て
稀
で
あ
つ
た
。
…

東
亜
に
於
け
る
朱
子
学
の
発
達
を
大
観
し
て
み
る
に
、
退
渓
先
生
は
旧
来

の
朱
子
学
を
純
化
し
、
簡
易
化
し
、
内
面
化
し
、
生
活
化
し
、
而
も
自
主

的
態
度
を
執
つ
た
所
に
、
其
の
地
位
が
認
め
ら
れ
る
と
思
ふ

）
11
（

。

　

阿
部
に
よ
れ
ば
、
「
元
明
以
後
の
朱
子
学
」
が
「
詞
章
の
学
に
堕
し
」
、
「
朱

陸
兼
取
の
風
潮
」
が
支
配
的
と
な
っ
て
い
た
な
か
、
李
退
渓
は
そ
う
し
た
朱
子

学
を
「
純
化
」
「
簡
易
化
」
「
内
面
化
」
「
生
活
化
」
し
た
。
ゆ
え
に
李
退
渓
は
、

「
東
亜
の
朱
子
学
思
想
史
上
よ
り
見
れ
ば
朱
子
以
後
の
第
一
流
の
人
物
」
「
か
の

王
陽
明
の
出
現
以
後
に
於
け
る
最
初
の
最
も
純
粋
な
る
朱
子
学
者
」
と
位
置
づ

け
得
る
の
だ
と
さ
れ
る

）
1（
（

。
こ
う
し
た
李
退
渓
評
価
が
、
使
用
さ
れ
る
術
語
と
併

せ
、
一
九
三
〇
年
代
の
闇
斎
研
究
の
引
き
写
し
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。

阿
部
は
、
純
然
た
る
朱
子
学
者
と
い
う
か
つ
て
の
闇
斎
理
解
を
、
そ
の
ま
ま
李

退
渓
に
あ
て
は
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
阿
部
の
李
退
渓
研
究
は
実
の
と

こ
ろ
、
一
九
三
〇
年
代
の
闇
斎
研
究
が
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
闇
斎
も
ま
た
、
こ
う
し
た
李
退
渓
と
の
関
係
性
に
お
い

て
新
た
に
論
じ
直
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い
う
の
も
、
「
創
成

時
代
の
前
期
」
の
闇
斎
が
京
学
派
を
批
判
し
な
が
ら
成
し
た
朱
子
学
の
「
純
粋

化
」
「
簡
易
化
」
「
内
面
化
」
も
ま
た
、
既
に
朝
鮮
に
お
い
て
こ
れ
を
実
現
し
得

て
い
た
李
退
渓
か
ら
の
影
響
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
阿
部
は
、
「
闇
斎
が
…
所
謂
京
学
諸
派
の
朱
子
学
に
比
し
て
一
層
純
粋
に

朱
子
の
立
場
に
徹
し
そ
の
精
髄
を
把
握
し
た
学
問
を
建
設
し
、
天
下
に
赤
幟
を

た
て
得
た
の
は
、
陰
に
陽
に
李
退
渓
の
力
に
因
る
所
が
少
な
く
な
か
つ
た

）
11
（

」
も

の
と
見
た
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
闇
斎
が
李
退
渓
か
ら
影
響
を
受
け
て
い

た
の
だ
と
す
る
か
か
る
事
実
を
も
っ
て
、
「
内
鮮
一
体
は
此
の
時
既
に
立
派
に

完
成
さ
れ
た

）
11
（

」
と
説
か
れ
て
い
く
点
で
あ
る
。
日
中
戦
争
開
戦
以
降
、
植
民
地

朝
鮮
に
お
け
る
戦
時
動
員
体
制
を
構
築
す
べ
く
「
最
高
支
配
目
標
と
し
て
「
内

鮮
一
体
」
が
提
唱
さ
れ
」
た
こ
と

）
11
（

、
そ
の
具
体
的
施
策
と
し
て
一
九
三
八
年
の

陸
軍
特
別
志
願
兵
制
度
、
お
よ
び
四
二
年
の
徴
兵
制
公
示
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
阿
部
は
、
そ
う
し
た
「
内
鮮
一
体
は
近
世
思
想
史
上

日本儒教学会報 六



- 93 -

よ
り
見
る
限
り
、
夙
に
闇
斎
先
生
に
よ
つ
て
成
就
さ
れ
て
ゐ
る

）
11
（

」
の
だ
と
し
た
。

つ
ま
り
、
闇
斎
に
よ
る
李
退
渓
思
想
の
摂
取
と
い
う
近
世
思
想
史
上
の
事
実
に

着
目
す
る
こ
と
で
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
戦
時
動
員
体
制
構
築
の
た
め
に
掲

げ
ら
れ
て
い
た
「
内
鮮
一
体
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
、
歴
史
的
見
地
か
ら
弁

証
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
内
鮮
一
体
」
の
実
態

が
「
内
鮮
平
等
」
で
は
な
か
っ
た
の
と
同
様

）
11
（

、
以
下
に
見
る
ご
と
く
、
阿
部
に

あ
っ
て
も
李
退
渓
と
闇
斎
の
関
係
性
は
決
し
て
等
位
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

普
通
に
先
生
〔
闇
斎
〕
は
晩
年
に
は
神
道
の
み
に
没
入
し
た
か
の
如
く
伝

へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
俗
説
に
過
ぎ
な
い
。
先
生
は
神
道
の
研
究
を

始
め
て
か
ら
も
愈
々
深
く
朱
子
や
退
渓
先
生
等
の
思
想
を
研
究
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
我
国
体
に
本
づ
い
て
こ
れ
を
醇
化
し
、
又
単
に
醇

化
せ
し
め
た
だ
け
で
な
く
高
く
こ
れ
を
止
揚
発
展
せ
し
め
立
派
な
皇
道
儒

学
を
建
設
し
た
の
で
あ
る

）
11
（

。

　

一
九
三
〇
年
代
と
同
じ
く
、
「
晩
年
に
は
神
道
の
み
に
没
入
し
た
」
と
い
う

よ
う
な
平
泉
澄
ら
に
代
表
さ
れ
る
学
説
を
排
し
て
、
闇
斎
を
終
始
一
貫
し
た
朱

子
学
者
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
が
、
そ
の
こ
と
以
上
に

注
目
す
べ
き
は
、
晩
年
の
闇
斎
が
「
朱
子
や
退
渓
先
生
等
の
思
想
」
を
「
止
揚

発
展
」
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
そ
の
帰
結
が
（
従
前
の
「
日
本
化
」

か
ら
転
じ
て
）「
皇
道
儒
学
」で
あ
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
闇
斎
は
、

単
に
李
退
渓
か
ら
影
響
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
「
止
揚
発
展
」
す
る

こ
と
で
「
皇
道
儒
学
」
を
築
い
た
。
「
退
渓
先
生
の
学
が
、
そ
の
ま
ゝ
闇
斎
先

生
の
学
で
は
な
」
く
、
従
っ
て
「
皇
道
に
よ
つ
て
止
揚
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
最
も

重
大
な
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

）
11
（

」
の
だ
と
阿
部
は
繰
返
し
強
調
す
る
。
こ
の

こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
闇
斎
お
よ
び
彼
の
築
い
た
「
皇
道
儒
学
」
が
李
退

渓
の
上
位
に
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
当
該
期
の
「
内
鮮
」
間
に
お
け
る
上
下
関
係
な
い
し
権
力
関
係
と

も
符
合
す
る
。
こ
の
よ
う
に
一
九
四
〇
年
代
前
半
の
阿
部
は
、
純
然
た
る
朱
子

学
を
志
向
し
て
い
た
闇
斎
が
実
は
李
退
渓
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
と
説
く
こ

と
で
、
「
内
鮮
一
体
」
を
歴
史
的
に
弁
証
す
る
と
と
も
に
、
闇
斎
に
よ
る
「
止

揚
発
展
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
、（
「
平
等
」
た
り
得
な
か
っ
た
実
際
の
「
内
鮮
」

関
係
と
同
様
）
彼
の
築
い
た
「
皇
道
儒
学
」
が
李
退
渓
の
上
位
に
位
置
す
る
こ

と
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
闇
斎
は
い
か
な
る
点
に
お
い
て
李
退
渓
を
「
止
揚
発
展
」
し
、
そ
し

て
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
皇
道
儒
学
」
を
築
い
た
と
い
う
の
か
。
結
論
か

ら
い
う
と
、
阿
部
は
そ
の
具
体
的
相
貌
を
「
敬
」
説
に
見
た
。
阿
部
に
よ
れ
ば
、

李
退
渓
は
「
修
養
錬
成
の
要
訣
は
本
心
を
存
す
る
こ
と
即
ち
敬
に
あ
る
と
し
、

教
学
の
始
終
、
核
心
を
敬
に
帰
一
せ
し
め
」
「
日
常
生
活
の
実
地
に
就
い
て
敬

の
工
夫
を
な
す
べ
し
と
し
た

）
11
（

」
。
朱
子
学
の
「
内
面
化
」
「
生
活
化
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
こ
れ
が
や
が
て
山
崎
闇
斎
の
共
鳴
す
る
所
と
な
り
こ
の
説
は
一
層

の
発
展
を
見
る
に
至

）
11
（

」
っ
た
の
だ
と
し
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
を
導

き
出
す
。

退
渓
の
敬
の
説
に
は
頗
る
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
半
島
に
於
い
て
は

敬
の
理
論
的
方
面
即
ち
四
端
七
情
の
論
争
が
一
般
的
興
味
の
中
心
と
な

り
、
遂
に
政
争
に
ま
で
結
び
付
く
に
至
つ
た
が
、
我
が
国
に
於
い
て
は
却

つ
て
敬
の
実
践
的
方
面
即
ち
敬
の
生
活
化
が
一
層
発
展
せ
ら
れ
た
と
見
得

る
様
に
も
思
ふ
。
…
而
も
天
皇
に
対
し
奉
る
忠
敬
を
以
て
道
徳
の
枢
紐
始

昭和戦前期の山崎闇斎研究と植民地朝鮮―阿部吉雄をめぐって
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終
と
さ
れ
る
に
至
つ
て
ゐ
る
。
山
崎
闇
斎
は
明
瞭
に
そ
の
こ
と
を
唱
へ
て

ゐ
る

）
1（
（

。

　

李
退
渓
の
重
視
し
た
「
敬
」
が
闇
斎
に
お
い
て
「
実
践
的
方
面
」
に
発
展
し

て
い
き
、
も
っ
て
「
天
皇
に
対
し
奉
る
忠
敬
」
へ
と
昇
華
さ
れ
た
の
だ
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
要
す
る
に
阿
部
は
、
闇
斎
が
李
退
渓
を
「
止

揚
発
展
」
す
る
こ
と
で
築
い
た
「
皇
道
儒
学
」
の
内
実
を
、
天
皇
に
対
す
る
実

践
的
忠
義
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
当
時
、
朝
鮮
儒
道

連
合
会
が
儒
林
に
対
し
て
要
求
し
て
い
た
、
「
皇
国
臣
民
」
と
し
て
の
戦
争
協

力
に
と
っ
て
、
不
可
欠
な
道
徳
規
範
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う

し
た
意
味
で
も
阿
部
は
、
同
会
の
掲
げ
た
「
皇
道
儒
学
」
に
歴
史
的
・
具
体
的

内
実
を
付
与
し
た
も
の
と
看
取
し
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。

　

ま
た
、
上
引
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
李
退
渓
の
「
敬
」
説
が
朝
鮮
に
あ
っ

て
は
後
に
「
政
争
」
に
結
び
つ
い
た
と
説
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
「
元
明
以
後
の
朱
子
学
」
と
対
峙
し
な
が
ら
朱
熹
本
来
の
朱
子
学
へ
の
回

帰
を
志
向
し
た
李
退
渓
の
思
想
を
、
そ
の
後
の
朝
鮮
儒
教
界
が
正
し
く
継
承
し

得
な
か
っ
た
と
す
る
理
解
を
阿
部
が
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て

さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
理
解
は
「
皇
道
儒
学
」
こ
そ
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
唯
一
の
正
し
い
儒
教
だ
と
す
る
主
張
を
、
導
出
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
ど
う

い
う
こ
と
か
。
こ
の
こ
と
に
関
わ
る
以
下
の
阿
部
の
文
章
を
見
ら
れ
た
い
。

我
国
で
は
以
上
の
様
に
そ
の
価
値
を
認
め
ら
れ
た
李
退
渓
も
、
一
方
支
那

大
陸
に
於
い
て
は
殆
ど
そ
の
真
価
が
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
と
云
つ
て
も
よ

い
。
…
か
の
乾
隆
帝
の
「
四
庫
全
書
提
要
」
を
見
る
と
…
李
退
渓
、
李
栗

谷
と
云
ふ
様
な
真
の
碩
儒
に
就
い
て
は
一
も
言
及
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
又
往

時
の
朝
鮮
に
於
い
て
も
何
程
退
渓
の
学
問
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
た
で
あ
ら

う
か
、
頗
る
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
退
渓
や
栗
谷
の
学
は
徒
ら
に
政

争
の
具
に
利
用
さ
れ
惨
烈
な
る
党
禍
を
繰
返
し
た
こ
と
が
余
り
に
も
顕
著

な
史
実
と
し
て
眼
に
映
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
兎
も
あ
れ
、
李
退
渓
の
価
値

は
儒
教
の
発
生
地
で
あ
る
支
那
に
於
い
て
は
遂
に
認
め
ら
れ
ず
、
独
り
我

国
に
於
い
て
の
み
認
め
ら
れ
た
と
云
ふ
こ
と
は
…
儒
教
の
精
髄
、
真
に
価

値
あ
る
思
想
な
ど
は
特
に
我
国
に
於
い
て
の
み
そ
の
価
値
を
認
め
ら
れ
、

そ
の
価
値
が
発
揮
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
11
（

。

　

李
退
渓
は
中
国
で
も
朝
鮮
で
も
正
当
に
評
価
さ
れ
ず
、
日
本
に
お
い
て
の
み

そ
の
真
価
が
認
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
「
儒

教
の
精
髄
」
が
日
本
に
の
み
存
在
す
る
の
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
勿
論
、
こ
の
主
張
を
支
え
る
論
拠
は
、
本
来
あ
る
べ
き
朱
子
学
が
中
国
で

は
元
明
期
に
、
朝
鮮
で
は
李
退
渓
以
後
に
そ
れ
ぞ
れ
滅
び
、
日
本
の
闇
斎
だ
け

が
そ
れ
を
「
皇
道
儒
学
」
と
し
て
「
止
揚
発
展
」
し
得
た
す
る
事
実
認
識
に
あ

る
。
李
退
渓
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
闇
斎
が
捉
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本

儒
教
を
〈
真
の
儒
教
〉
と
す
る
一
九
三
九
年
以
来
の
阿
部
の
理
解
は
、
文
字
通

り
の
東
ア
ジ
ア
的
視
座
の
も
と
、
こ
こ
に
完
成
を
見
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

加
え
て
、
上
引
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
そ
も
そ
も
四
庫
全
書
に
収
録

さ
れ
な
か
っ
た
中
国
の
場
合
は
さ
て
お
き
、
出
身
国
た
る
朝
鮮
に
お
い
て
さ

え
、
李
退
渓
は
正
し
く
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
だ
ろ
う
。

そ
の
要
因
と
し
て
阿
部
は
、
李
退
渓
の
学
が
「
政
争
の
具
」
に
利
用
さ
れ
て
し

ま
っ
た
点
を
あ
げ
る
。
こ
れ
が
先
ほ
ど
の
「
敬
」
説
の
問
題
と
対
応
し
て
い
る

こ
と
は
言
を
俟
つ
ま
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
朝
鮮
儒
学
史
を
「
政
争
」
の
繰
返

し
と
卑
下
す
る
所
謂
「
党
争
」
史
観
は
、
植
民
地
期
の
日
本
人
学
者
に
よ
っ
て

日本儒教学会報 六
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数
多
く
唱
え
ら
れ
て
い
た

）
11
（

。
そ
の
代
表
的
論
者
の
一
人
に
、
京
城
帝
大
で
長
く

教
鞭
を
と
っ
た
高
橋
亨
が
い
る
。
高
橋
は
、
李
退
渓
・
李
栗
谷
（
一
五
三
六
～

八
四
）
を
朝
鮮
儒
学
史
上
に
お
け
る
思
想
的
到
達
点
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
以
降

は
「
党
争
」
の
頻
発
に
よ
り
急
速
な
衰
退
を
辿
っ
た
の
だ
と
す
る
持
論
を
展
開

し
て
い
た

）
11
（

。
上
引
の
阿
部
の
主
張
は
、
こ
の
高
橋
説
を
承
け
る
形
で
成
っ
て
い

た
）
11
（

。
か
く
し
て
阿
部
は
、
朝
鮮
で
は
「
政
争
の
具
」
と
し
て
利
用
さ
れ
る
に
止

ま
っ
た
李
退
渓
の
思
想
を
、
日
本
だ
け
が
正
し
く
継
承
し
て
「
止
揚
発
展
」
し

た
の
だ
と
し
、
そ
こ
に
こ
そ
「
儒
教
の
精
髄
は
実
に
我
国
に
於
い
て
発
揮
さ
れ

て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
の
生
き
た
実
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る

）
11
（

」
の
だ
と
す
る

結
論
に
辿
り
着
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
「
敬
」
説
を
は
じ
め
と
す
る
李
退
渓
の
思
想
は
出
身
国
た

る
朝
鮮
に
お
い
て
正
し
く
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、（
高
橋
亨
の
「
党

争
」
史
観
を
承
け
た
）
阿
部
の
理
解
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
朝
鮮
は
も
は
や

阿
部
の
与
り
知
ら
な
い
他
国
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
李
退
渓
を
正
当
に

評
価
し
得
な
か
っ
た
朝
鮮
は
、
阿
部
が
い
た
頃
に
は
既
に
帝
国
日
本
の
版
図
の

一
部
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
け
だ
し
、
日
本
側
で
「
止
揚

発
展
」
さ
れ
た
「
皇
道
儒
学
」
と
い
う
形
で
、
現
下
の
植
民
地
朝
鮮
に
向
け
、

（
彼
ら
が
正
し
く
見
出
せ
な
か
っ
た
）
李
退
渓
の
思
想
を
逆
輸
出
し
得
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
う
主
張
す
る
こ

と
に
よ
り
、
戦
時
下
の
植
民
地
朝
鮮
で
「
皇
道
儒
学
」
を
掲
げ
る
こ
と
の
歴
史

的
必
然
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
単
著
『
李
退
渓
』

の
冒
頭
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
阿
部
に
は
、
も
し
か
す
る
と
そ
う
し
た
考
え

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

半
島
の
社
会
は
其
の
教
学
〔
李
退
渓
の
教
学
〕
を
必
ず
し
も
素
直
に
は
受

容
し
な
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
今
や
半
島
は
皇
国
日
本
の
一
環
と
し
て
、
国

体
の
本
義
に
透
徹
し
道
義
を
確
立
す
る
こ
と
を
以
て
基
本
的
な
命
題
と
し

逞
し
い
躍
進
を
な
し
て
ゐ
る
。
…
李
退
渓
教
学
の
現
代
的
意
義
を
考
へ
る

こ
と
は
重
要
な
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
11
（

。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
京
城
帝
大
赴
任
後
の
阿
部
が
一
九
三
〇
年
代
以
来
の
闇

斎
研
究
に
基
づ
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
李
退
渓
と
の
関
係
性
に
お
い
て
深
化
さ

せ
る
こ
と
で
、
朝
鮮
儒
道
連
合
会
が
主
唱
し
た
「
皇
道
儒
学
」
の
理
念
を
歴

史
的
見
地
か
ら
補
完
し
て
い
た
こ
と
は
、
（
彼
自
身
の
積
極
的
意
志
だ
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
立
場
上
や
む
を
得
な
か
っ
た
の
か
は
別
と
し
て
）
間
違
い
な
い
。

一
九
四
〇
年
代
前
半
の
時
局
は
、
山
崎
闇
斎
研
究
と
植
民
地
に
お
け
る
戦
時
動

員
の
論
理
と
を
結
合
さ
せ
る
事
態
を
も
生
ぜ
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

昭
和
戦
前
期
の
日
本
は
な
ぜ
山
崎
闇
斎
を
要
請
し
た
の
か
。
闇
斎
の
存
在
を

不
可
欠
と
し
た
昭
和
戦
前
期
の
日
本
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
冒
頭
に
掲

げ
た
こ
の
問
い
に
対
し
、
阿
部
吉
雄
の
営
為
に
即
し
な
が
ら
答
え
る
と
す
れ
ば
、

ひ
と
ま
ず
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
戦
前
期
の

日
本
と
は
植
民
地
を
保
有
す
る
帝
国
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
日
本
が
「
内

地
」
の
み
に
止
ま
ら
な
い
帝
国
全
土
を
射
程
に
収
め
た
戦
時
動
員
体
制
構
築
に

迫
ら
れ
た
際
、
尊
王
思
想
や
君
臣
道
徳
重
視
の
姿
勢
を
見
出
し
得
る
だ
け
で
な

く
、
植
民
地
朝
鮮
と
も
歴
史
的
に
深
い
関
わ
り
を
も
つ
と
見
ら
れ
た
闇
斎
が
、

不
可
欠
の
存
在
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
、
と
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
解
答
の
ご

く
一
端
で
し
か
な
い
。
当
時
の
闇
斎
研
究
が
阿
部
に
よ
っ
て
の
み
担
わ
れ
て
い

昭和戦前期の山崎闇斎研究と植民地朝鮮―阿部吉雄をめぐって
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た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
平
泉
澄
が
こ
れ
を
主
導
し
て
い
る

と
す
る
認
識
が
既
に
同
時
代
よ
り
存
在
し
て
い
た
点
に
鑑
み
る
な
ら
、
阿
部
の

営
為
は
傍
流
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は

い
え
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
戦
時
動
員
の
論
理
と
し
て
闇
斎
研
究
が
利
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
自
体
は
確
か
な
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
如
上
に
論
じ

て
き
た
通
り
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
仮
令
傍
流
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

点
に
こ
そ
、
植
民
地
帝
国
大
学
に
勤
め
た
阿
部
の
闇
斎
研
究
に
固
有
の
役
割
が

あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

敗
戦
後
、
阿
部
は
郷
里
の
山
形
に
引
揚
げ
た
後
、
第
一
高
等
学
校
講
師
を
経

て
東
京
大
学
教
養
学
部
教
授
と
な
る
。
そ
の
後
の
活
躍
は
周
知
の
通
り
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
ま
た
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
六
五
年
に
は
博
士
論
文
に
基
づ
く
単

著
『
日
本
朱
子
学
と
朝
鮮
』
が
成
る
。
「
引
揚
以
後
一
切
の
史
料
と
図
書
を
失
」

う
な
か
で
の
著
述
だ
っ
た
ら
し
い

）
11
（

。
日
本
朱
子
学
研
究
に
朝
鮮
と
い
う
視
角
を

と
り
入
れ
て
影
響
関
係
を
仔
細
に
実
証
し
た
同
書
の
画
期
性
は
、
お
そ
ら
く
未

だ
な
お
減
じ
て
は
い
ま
い
。
筆
者
も
同
書
か
ら
多
く
を
学
ん
で
き
た
。
た
だ
同

時
に
我
々
は
、
い
か
に
時
局
に
翻
弄
さ
れ
た
結
果
だ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
前

史
に
は
帝
国
日
本
と
し
て
の
戦
争
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
正
し
く
知
っ
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

注

（
１
）　

「
闇
斎
学
と
闇
斎
学
派
」（
『
日
本
思
想
大
系
三
一　

山
崎
闇
斎
学
派
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
〇
年
）
六
〇
七
頁
。

（
２
）　

綱
川
歩
美
『
日
本
近
世
に
お
け
る
「
闇
斎
学
」
の
受
容
と
展
開
』
一
橋
大
学
博

士
論
文
、
二
〇
一
二
年
、
七
頁
。

（
３
）　

平
泉
に
関
す
る
研
究
は
数
多
い
が
、
闇
斎
研
究
を
と
り
あ
げ
た
も
の
と
し
て
は
、

近
藤
啓
吾
「
平
泉
博
士
と
崎
門
学
」（
『
神
道
史
研
究
』
三
三
―
一
、
一
九
八
五
年
）
、
田

尻
祐
一
郎
「
村
岡
典
嗣
と
平
泉
澄
」（
『
東
海
大
学
文
学
部
紀
要
』
七
四
、
二
〇
〇
一
年
）

が
あ
る
。

（
４
）　

吉
田
三
郎
「
思
想
史
」
（
『
歴
史
教
育
講
座
第
二
部
資
料
篇　

輓
近
国
史
学
動
向
』

四
海
書
房
、
一
九
三
六
年
）
五
七
～
五
九
頁
。

（
５
）　

権
純
哲
「
退
渓
哲
学
研
究
の
植
民
地
近
代
性
」
（
『
日
本
ア
ジ
ア
研
究
』
三
、

二
〇
〇
六
年
）
、
井
上
厚
史
「
近
代
日
本
に
お
け
る
李
退
渓
研
究
の
系
譜
学
」
（
『
総

合
政
策
論
叢
』
一
八
、
二
〇
一
〇
年
）
、
李
暁
辰
『
京
城
帝
国
大
学
の
韓
国
儒
教
研
究
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
等
。

（
６
）　

阿
部
の
経
歴
は
す
べ
て
『
阿
部
吉
雄
遺
文
』
（
冨
山
房
、
一
九
八
四
年
）
に
拠
る
。

（
７
）　

「
闇
斎
学
の
成
立
過
程
（
上
）
」
（
『
斯
文
』
一
五
―
一
、
一
九
三
三
年
）
八
頁
。

（
８
）　

同
前
、
一
三
頁
。

（
９
）　

同
前
、
一
七
頁
。

（
（1
）　

「
近
世
儒
学
史
上
に
於
け
る
闇
斎
学
の
地
位
」
（
『
漢
文
学
講
座　

漢
文
学
研
究
導

言
』
共
立
社
、
一
九
三
三
年
）
四
頁
。

（
（（
）　

前
掲
「
闇
斎
学
の
成
立
過
程
（
上
）
」
一
四
頁
。

（
（1
）　

同
前
、
一
五
頁
。

（
（1
）　

同
前
、
一
六
頁
。

（
（1
）　

同
前
、
二
〇
頁
。

（
（1
）　

同
前
、
二
〇
頁
。

（
（1
）　

「
山
崎
闇
斎
の
著
書
に
就
い
て
（
一
）
」（
『
漢
学
会
雑
誌
』
一
―
一
、
一
九
三
三
年
）

五
四
～
五
五
頁
。

（
（1
）　

一
九
三
二
年
に
内
藤
湖
南
は
、
「
闇
斎
先
生
を
、
誰
も
校
勘
学
者
と
し
て
考
え
た

人
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
今
日
闇
斎
先
生
の
著
述
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
闇

斎
先
生
が
、
朱
子
学
の
範
囲
に
お
け
る
校
勘
学
を
十
分
に
や
っ
て
お
ら
れ
る
」
と

発
言
し
て
い
る
（
『
先
哲
の
学
問
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
頁
）
。
ほ
ぼ

同
時
期
に
阿
部
も
嘉
点
本
の
網
羅
的
検
討
に
よ
り
、
こ
れ
と
同
様
の
理
解
を
も
つ
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に
至
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（1
）　

前
掲
「
近
世
儒
学
史
上
に
於
け
る
闇
斎
学
の
地
位
」
九
頁
。

（
（1
）　

前
掲
「
闇
斎
学
の
成
立
過
程
（
上
）
」
二
〇
頁
。

（
11
）　

「
闇
斎
学
の
成
立
過
程
（
下
）
」
（
『
斯
文
』
一
五
―
二
、
一
九
三
三
年
）
二
四
頁
。

（
1（
）　

前
掲
「
闇
斎
学
の
成
立
過
程
（
上
）
」
一
三
頁
。

（
11
）　

前
掲
「
闇
斎
学
の
成
立
過
程
（
下
）
」
二
三
頁
。

（
11
）　

同
前
、
二
四
頁
。

（
11
）　

同
前
、
二
八
頁
。

（
11
）　

徳
富
蘇
峰
『
吉
田
松
陰
』
（
民
友
社
、
一
八
九
三
年
）
、
井
上
哲
次
郎
『
日
本
朱

子
学
派
之
哲
学
』
（
冨
山
房
、
一
九
〇
五
年
）
、
内
田
周
平
「
山
崎
闇
斎
先
生
及
び

其
の
学
派
の
尊
王
論
（
一
）
～
（
七
）
」（
『
國
學
院
雑
誌
』
一
四
―
二
～
五
・
七
・
九
・

一
一
、
一
九
〇
八
年
）
等
。

（
11
）　

『
闇
斎
先
生
と
日
本
精
神
』
至
文
堂
、
一
九
三
二
年
、
三
五
頁
。

（
11
）　

以
上
、
「
日
本
精
神
」
（
『
国
史
学
の
骨
髄
』
至
文
堂
、
一
九
三
二
年
、
初
出

一
九
三
〇
年
）
二
六
〇
頁
。

（
11
）　

「
日
本
史
上
よ
り
観
た
る
明
治
維
新
」
（
『
平
泉
博
士
史
論
抄
』
青
々
企
画
、

一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
二
九
年
）
一
三
二
頁
。

（
11
）　

「
国
史
の
概
要
」
（
同
前
、
初
出
一
九
三
〇
年
）
一
六
三
頁
。

（
11
）　

前
掲
「
山
崎
闇
斎
の
著
書
に
就
い
て
（
一
）
」
四
七
頁
。

（
1（
）　

「
山
崎
闇
斎
と
其
の
教
育
」
（
『
近
世
日
本
の
儒
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
）

三
三
九
頁
。

（
11
）　

「
国
史
の
眼
目
」（
『
天
兵
に
敵
な
し
』
至
文
堂
、
一
九
四
三
年
、
初
出
一
九
三
八
年
）

三
一
六
頁
・
三
二
九
頁
。

（
11
）　

前
掲
「
山
崎
闇
斎
と
其
の
教
育
」
三
四
二
～
三
四
三
頁
。

（
11
）　

同
前
、
三
五
六
頁
。

（
11
）　

『
東
方
学
報
』
一
一
―
二
、
一
九
四
〇
年
、
七
一
〇
頁
。

（
11
）　

坂
出
祥
伸
『
東
西
シ
ノ
ロ
ジ
ー
事
情
』
東
方
書
店
、
一
九
九
四
年
、
四
六
～
六
七
頁
。

（
11
）　

「
孔
教
と
三
民
主
義
」
（
『
斯
文
』
一
九
―
一
〇
、
一
九
三
七
年
）
八
～
九
頁
。

（
11
）　

実
際
、
井
上
哲
次
郎
「
儒
教
よ
り
観
た
る
支
那
事
変
」
（
『
斯
文
』
二
〇
―
一
、

一
九
三
八
年
一
月
）
か
ら
、
高
田
眞
治
「
大
東
亜
戦
争
と
斯
文
」
（
『
斯
文
』
二
四

―
一
〇
、
一
九
四
二
年
十
月
）
に
至
る
ま
で
、
概
ね
類
似
の
主
張
が
散
見
さ
れ
る
。

（
11
）　

五
弓
安
二
郎
訳
注
『
靖
献
遺
言
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
、
一
一
頁
。

（
11
）　

『
日
本
二
千
六
百
年
史
』
第
一
書
房
、
一
九
三
九
年
、
二
五
頁
。

（
1（
）　

阿
部
以
前
の
李
退
渓
研
究
の
系
譜
に
関
し
て
は
、
前
掲
権
「
退
渓
哲
学
研
究
の

植
民
地
近
代
性
」
、
前
掲
井
上
「
近
代
日
本
に
お
け
る
李
退
渓
研
究
の
系
譜
学
」
に

詳
し
い
。

（
11
）　

「
李
退
渓
と
山
崎
闇
斎
」
（
『
儒
道
』
二
、
一
九
四
二
年
）
二
五
頁
。

（
11
）　

姜
海
守
「
「
皇
道
に
醇
化
融
合
し
た
る
儒
教
」
と
し
て
の
「
皇
道
儒
学
（
教
）
」
言
説
」

（
『
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
四
七
、
二
〇
二
一
年
）
。

（
11
）　

前
掲
李
『
京
城
帝
国
大
学
の
韓
国
儒
教
研
究
』
九
一
頁
。

（
11
）　

『
日
本
植
民
地
教
育
政
策
史
料
集
成　

朝
鮮
篇
』
五
一
下
、
龍
渓
書
舎
、
一
九
八
九

年
、
七
七
頁
。

（
11
）　

副
会
長
・
林
茂
樹
「
儒
道
創
刊
に
寄
せ
て
」
（
『
儒
道
』
一
、
一
九
四
二
年
）
三
頁
。

（
11
）　

常
任
理
事
・
春
山
明
世
「
東
亜
共
栄
圏
と
儒
教
の
役
割
」
（
同
前
）
四
一
頁
。

（
11
）　

『
朝
鮮
』
二
九
五
、
一
九
三
九
年
、
二
七
～
二
八
頁
。

（
11
）　

経
学
院
顧
問
・
渡
邊
豊
日
子
「
建
設
の
基
礎
」
（
前
掲
『
儒
道
』
一
）
一
一
頁
。

（
11
）　

前
掲
「
李
退
渓
と
山
崎
闇
斎
」
二
七
頁
。

（
1（
）　

『
李
退
渓
』
文
教
書
院
、
一
九
四
四
年
、
五
〇
頁
・
五
一
頁
。

（
11
）　

同
前
、
六
四
～
六
五
頁
。

（
11
）　

「
我
文
教
史
上
に
於
け
る
李
退
渓
」
（
『
儒
道
』
六
、
一
九
四
四
年
）
三
六
頁
。

（
11
）　

宮
田
節
子
『
朝
鮮
民
衆
と
「
皇
民
化
」
政
策
』
未
来
社
、
一
九
八
五
年
、
一
五
一
頁
。

（
11
）　

前
掲
「
我
文
教
史
上
に
於
け
る
李
退
渓
」
四
〇
頁
。

（
11
）　

駒
込
武
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
文
化
統
合
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
二
二
四
頁
。

（
11
）　

前
掲
「
我
文
教
史
上
に
於
け
る
李
退
渓
」
三
九
頁
。
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（
11
）　

同
前
、
四
〇
頁
。

（
11
）　

前
掲
『
李
退
渓
』
一
〇
四
頁
・
一
一
二
頁
。

（
11
）　

同
前
、
一
一
二
頁
。

（
1（
）　

同
前
、
一
一
六
頁
。

（
11
）　

同
前
、
八
一
～
八
二
頁
。

（
11
）　

李
泰
鎮
『
朝
鮮
王
朝
社
会
と
儒
教
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
五
九

～
一
六
七
頁
。

（
11
）　

代
表
的
に
は
、
「
李
退
渓
」
（
『
斯
文
』
二
一
―
一
一
・
一
二
、
二
二
―
一
～
三
、

一
九
三
九
～
一
九
四
〇
年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
11
）　

前
掲
『
李
退
渓
』
六
頁
。

（
11
）　

前
掲
「
我
文
教
史
上
に
於
け
る
李
退
渓
」
四
一
頁
。

（
11
）　

前
掲
『
李
退
渓
』
二
頁
。

（
11
）　

『
日
本
朱
子
学
と
朝
鮮
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
、
六
頁
。
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