
尾
藤

一
一洲

の
思
想
世
界

明
末
清
初
思
想
と
武
家
社
会
の
朱
子
学
の
は
ざ
ま

清

水

教

好

は
じ
め
に

近
世
社
会
の
成
立
と
と
も
に
、
気

の
思
想
世
界
で
あ
る
東
ア
ジ
ア

儒
教
文
化
圏
に
朱
子
学
、
陽
明
学
が
成
立
す
る
。
日
本
に
お
い
て
は

神
儒
仏

三
教

一
致
の
思
想
世
界
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
で
外
来
思
想
で

あ

っ
た
儒
教
、
朱
子
学

・
陽
明
学
が
多
様
な
展
開
を
み
せ
、
儒
学
思

想
史
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

西
に
伊
藤
仁
斎
の
古
義
学
、
東
に
荻
生
但
侠
の
古
文
辞
学
と
古
学

が
成
立

し
、
徊
陳
学
以
後
は
現
実

へ
の
実
践
的
関
心
を
思
想
的
動
機

と
し
て
、

日
本
儒
教
の
気

の
思
想
世
界
の
中
か
ら
、
折
衷
学
や
懐
徳

堂
学
派
、
重
商
主
義
的
経
世
論
が
登
場
す
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
朱
子
学
は
寛
政
正
学
派
に
よ
っ
て

「経
世
済

　
　

　

民
の
学
」

と
し
て
再
生
す
る
。

「異
学
の
禁
」
以
降
、朱
子
学
は

酬修
己
治
人
」
の
学
と
し
て

一武

家
社
会
」
に
お
け
る
教
化

・
教
育
を
担

っ
て

い
く
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。

と
は
い
え
、
儒
教

・
儒
学
思
想
は
総
じ
て
道
徳
学
に
限
定
さ
れ
大

衆
化
し
、
諸
思
想
を
折
衷
し
つ
つ
も
社
会
思
想
と
し
て
拡
が
り
を
み

せ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ

っ
た
。

近
世
日
本

の
儒
学
思
想
史
の
展
開
を
以
上

の
よ
う
に
と
ら
え
た
う

え
で
、
こ
こ
で
は
寛
政
正
学
派
の

一
人
尾
藤

二
洲
の
思
想
を
と
り
あ

　
と

　

げ
、
そ
の
思
想
世
界
を
論
じ
て
い
き
た
い
。
本
稿
は
、
晩
年
に
記
し

　
ヨ

　

た
と
さ
れ
る

『択
言
』
を
通
し
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
た
理
と
気

の
世

界
を
論
じ
る
唯

一
の
長
文
を
軸
に
そ
れ
を
検
討
し
た
研
究
ノ
ー
ト
で

あ
る
。

択
言
と
は
善
悪
を
選
び
取
ら
ね
ば
な
ら
な

い
言
葉
を
い
う
が
、
『択

105

ら



言
」
は

「感
有
れ
ば
轍
ち
記
す
。
初
め
は
素
餐
と
日
い
、
次
は
択
言

と
日
う
。
初
め
の
言
は
、
な
お
考
証
す
る
所
有
り
。
次
は
則
ち
直

ち
に
意

の
趣
く
所
を
写
し
、
修
め
ず
飾
ら
ず
、
語
次
倫
無
し
。
択

び
而
し

て
之
を
取
る
は
、
覧
る
者
に
在
り
。
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、

二
洲
の
意
の
赴
く
ま
ま
に
修
飾
を
加
え
る
こ
と
な
く
展
開
さ
れ
た

百
二
十

二
条
の
語
録
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
理
気
体
用
そ

の
他
修
養
上
の
説
が
、
日
本
社
会

へ
適
応
す
る
た
め
の
旦
ハ体
的
姿
を

交
え
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
尾
藤
二
洲
は
伊
予
川
之
江
の
商
家
に
生
ま
れ
る
も
、
幼
少

時
の
川
之
江
時
代
を

へ
て
大
坂

へ
遊
学
、
そ
の
時
代
に
思
想
を
形
成

す
る
。
陽
明
学
↓
但
侠
学
↓
朱
子
学
と
諸
学
の
選
択
と
い
う
思
想
遍

歴
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
寛
政
期
に
成
立
し
た

「
口
本

朱
子
学
」
は
い
か
な
る
特
色
を
持

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
国
に
お
け
る
清
代
の
朱
子
学
の
展
開
が
朱
子
学
そ
の
も
の
の
単

な
る
再
生
産
で
は
な
か

っ
た
よ
う
に
、
無
視
で
き
な
い
の
は
、
明
末

　
　

　

　
ら

　

清
初
の
中
国
朱
子
学
の
動
向
で
あ
り
、
そ
の
西
学
に
よ
る
変
容
、
そ

し
て
そ
れ
が
口
本
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
い
う
思
想
史
上
の
問
題
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
従
来
よ
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
特
に
な
か

っ
た

　
　

　

　
ア

　

方
以
智

『物
理
小
識
」
、
游
藝

『天
経
或
問
』

の
思
想
史
上

へ
の
影

　
　

　
響
に
留
意

し
た
い
。

二
洲
を
含
め
寛
政
期
の
朱
子
学
思
想
は
、
従
来

「異
学
の
禁
」
に

お
け
る
朱
子
学
に
よ
る
思
想
統
制
の
み
が
注
目
さ
れ
、
統
制
を
担

っ

た
寛
政
正
学
派

の
思
想
自
体
は
朱
子
学
の
単
な
る
再
生
と
捉
え
ら

れ
、
特
に
そ
の
思
想
自
体
が
問
題
に
さ
れ
る

こ
と
は
な
か

っ
た
。

し
か
し
、
寛
政
正
学
派
の
朱
子
学
は
、
但
侠
学
を
否
定
的
媒
介
と

し
て
成
立
し
た
朱
子
学
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
現
実
を
対
象
と
し
、
現

実
を
反
映
し
て
形
成
さ
れ
た
朱
子
学
を
意

味
す
る
。
[
異
学
の
禁
」

後
の

[修
己
治
人
」
、
そ
の
学
問

・
思
想
教
化
の
対
象
は
、
寛
政
期

の
武
家
社
会
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

三
才

一
貫

-

朱
子
学
像
の
展
開

尾
藤
二
洲
が
学
び
つ
つ
懐
い
た

を
も

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「朱
子
学
」
は
、

い
か
な
る
特
色

或

ひ

と

曰
く

、

一
動

一
静

、

万
古

此

の
如

し
。

都

て

は
是

れ

気

か

そ
う

な
ん
し

の
屈
伸
往
来
な
り
。
何
曾
所
謂
理
な
る
も

の
有
ら
ん
や
。
今
乃
は

気

の
上
に
、
更
に

一
物
を
立
つ
。
是
れ
何
を
か
説
か
ん
や
、
と
。
【京

儒
の
言
】
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日
う
。
屈
伸
往
来
す
る
は
気
な
り
。
屈
伸
往
来
す
る
所
以
の
も

の
は
理
な
り
。
試
み
に
人
事
を
以
て
こ
れ
を
明
ら
む
れ
ば
、
坐
す

る
者
立

つ
る
者
は
、
是
れ
気
な
り
。
坐
す
る
所
以
立

つ
る
所
以
は
、

是
れ
理
な
り
。
天
下
理
無
き
の
気
無
く
、
気
無
き
の
理
無
し
。
故

に
理
は
気
の
理
、
気
は
理
の
気
、
二
者
は
必
ず
相
無
き
こ
と
能
わ

ざ
る
な
り
。

天
も
し
此
の
理
無
く
ん
ば
、
す
な
は
ち
日
月
は
度
を
失
い
、
寒

暑
は
錯
置
す
。
而
し
て
日
月
の
運
行
、

一
寒

一
暑
は
、
未
だ
嘗
て

相
喩
え
ず
。
此
の
理
の
在
る
こ
と
有
れ
ば
な
り
。
地
も
し
此
の
理

無
く
ん
ば
、
す
な
は
ち
火
も
ま
た
以
て
潤
す
べ
く
、
水
も
ま
た
以

て
焼
く
べ
し
。
而
し
て
水
火
の
用
は
、
未
だ
嘗
て
相
侵
さ
ず
。
此

の
理

の
在
る
こ
と
有
れ
ば
な
り
。
人
も
し
此
の
理
無
く
ん
ば
、
す

な
は
ち

目
も
ま
た
以
て
聴
く
べ
く
、
耳
も
ま
た
以
て
視
る
べ
し
。

而
し
て
聴
明
の
徳
は
、
未
だ
嘗
て
相
乱
れ
ず
。
此
の
理
の
在
る
こ

と
有
れ
ば
な
り
。

唯
だ

理
は
虚
而
し
て
見
難
く
、
気
は
実
而
し
て
見
易
し
。
甘
ハの

見
易
き
に
就
い
て
、
以
て
其
の
見
難
き
を
観
る
。
坐
す
る
に
就
い

て
こ
れ
を
観
る
。
坐
す
る
の
理
を
見

つ
べ
し
。
立

つ
る
に
就
い
て

こ
れ
を
観
る
。
立
つ
る
の
理
を
見

つ
べ
し
。
父
子
に
就
き
而
し
て

こ
れ
を
観
る
。
以
て
其
の
父
子
を
為
す
所
以
の
理
を
見
る
。
君
臣

に
就
き
而
し
て
こ
れ
を
観
る
。
以
て
其
の
君
臣
を
為
す
所
以
の
理

を
見
る
。
苛
く
も
能
く
此
に
於
い
て
こ
れ
を
察
す
れ
ば
、
す
な
は

ち
理
気
の
説
は
、
其
れ
謬
ら
ざ
る
に
庶
し
。
然
ら
ば
見
る
所
深
く

ん
ば
、
す
な
は
ち
理
の
字
重
く
、
見
る
所
浅
く
ん
ば
、
す
な
は
ち

理
の
字
軽
し
。
こ
れ
を
要
ぶ
る
は
神
而
し
て

こ
れ
を
明
ら
む
る
は
、

其
れ
人
に
存
す
る
の
み
。

た
だ

も
し
徒
気
を
言

い
、
而
し
て
理
を
言
わ
ざ
る
者
は
、
す
な
は
ち

器
を
知
り
而
し
て
道
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
是
れ
其
の
謬
り
は
、

理
の
字
を
看
る
に
な
お
気
の
字
の
ご
と
く
、
必
ず

一
物
の
指
す
べ

き
も
の
を
得
、
而
し
て
こ
れ
に
充
て
ん
と
欲
す
る
よ
り
起
こ
る
。

殊
に
知
ら
ず
、
理
は
気
の
理
、
道
は
器
の
道
、
則
は
物
の
則
、
義

は
事
の
義
。
気
や
、
器
や
、
物
や
、
事
や
、
皆
形
象
の
指
す
べ
き

も
の
有
り
。
理
や
、
道
や
、
則
や
、
義
や
、
皆
形
象
の
指
す
べ
き

も
の
無
し
。
唯
だ
甘
ハの
指
す
べ
き
も
の
無

し
。
故
に
聖
賢
は
こ
れ

を
為
し
名
を
立
て
以
て
人
に
示
す
。
曰
く
、
仁
義
礼
智
。
曰
く
、

孝
弟
忠
怒
。
大
小
精
粗
。
詳
ら
か
に
備
わ
ら
ざ
る
も
の
莫
し
。

今
乃
は
形
象
の
指
す
べ
き
も
の
無
き
を

以
て
而
し
て
こ
れ
を
疑

う
。
是
れ
衆
庶
の
見
に
し
て
、
ま
た
何
ぞ
利
を
知
り
而
し
て
義
を

知
ら
ざ
る
者
に
異
な
ら
ん
か
。
此
の
是
れ
学
問
の
大
関
鍵
に
し
て
、

最
も
当
に
思
い
を
致
す
べ
き
所
な
り
。

(
一
三
条
)
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万
物
を
構
成
す
る
気
に
対
し
て
、
理
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
は

じ
め
に
理

の
存
在
す
る
意
味
が
問
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
理
と
は
気
の

然
る
所
以
、
気
の
存
在
根
拠
で
あ
り
、
「理
は
気
の
理
」
[気
は
理
の

気
」
と
理
と
気
の
不
可
分
な
関
係
が
、
人
間
社
会
の
事
柄
に
即
し
て

問
わ
れ
説
か
れ
て
い
く
。

天
の
世
界
で
は
、
日
月
の
運
行
、

一
寒

一
暑
と
い
っ
た
自
然
の
秩

序
が
、
地

の
世
界
で
は
、
水
と
火
の
果
た
す
作
用
が
、
人
の
世
界
で

は
、
目
、
耳
の
正
常
な
機
能
と
対
す
る
恩
恵
が
、
と
天
地
人
三
才
の

気
の
世
界
が
、
理
の
存
在
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
人
の
世
界
に
お
け
る
理
に
よ
る
気

の
作
用
の
制
御
が
、
そ

の
気
か
ら
見
た
理
気
の
説
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
。
行
動
の
理
、
人

間
関
係
上

の
所
以
の
理
が
個
人
か
ら
父
子
、
君
臣

へ
と
及
ん
で
い
く

の
で
あ
る
。
気
の
世
界
の
人
が
、
理
を
認
識
す
る
こ
と
の
重
要
性
を

再
認
識
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。

元
来
、
修
己
治
人
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
儒
教
の
思
想
世
界
と
は
、

気
に
よ

っ
て
万
物
が
成
立
す
る
天

・
地

・
人
三
才
の
世
界
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
、
天
の
地

・
人
と
の

一
体
感
が
、
天
人
合

一
思
想
に
よ

っ

て
あ
ら
わ
さ
れ
た
。

し
か
し
、
朱
子
学
で
は
儒
教
の
天

・
地

・
人
の
気
の
世
界
が
、
理

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
理
気
二
元
の
世
界
観
が
説
か
れ
る
。
そ
こ
で

理
は
、
そ
れ
自
身
で
は
決
し
て
具
体
的
現
実
的
な
存
在
と
し
て
は
現

象
す
る
こ
と
な
く
、
気
と
結
合
し
て
、
気
に
内
在
す
る
。
世
界
の

一

切
は
理
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
万
物
は
す
べ
て
形

而
上
の
理
と
形
而
下
の
気
の
結
合
に
よ

っ
て
成
立
し
、
理
は
物
の
性

を
決
定
し
、
気
は
物
の
形
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

二

気
の
世
界

三
才
の
う
ち
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「水
火

の
用
」
が
あ
げ
ら
れ
た

地
の
世
界
で
あ
る
。
寛
政

一
二

(
一
八
〇
〇

)
年
に
著
さ
れ
た

『冬
　
　

　

読
書
余
』
巻
之

一
に
は
、
地
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
論
が
み
ら
れ
た
。

一
書
は
云
う
。
地
は
既
に
円
か
な
る
形
な
れ
ば
、
す
な
は
ち
処

は
中
に
非
ざ
る
は
無
し
。
所
謂
東
西
南
北

の
分
は
、
人
の
居
る
所

に
就

い
て
名
を
立

つ
る
に
過
ぎ
ず
。
初
め
は
定
準
無
し
、
と
。
余

云
う
。
東
西
南
北
は
、
固
よ
り
人
の
居
る
所
に
就

い
て
名
を
立

つ
。

然
れ
ど
も
処
は
中
に
非
ざ
る
こ
と
無
く
ん
ば
、
す
な
は
ち
処
は
、

東
西
南
北
無
き
こ
と
無
し
。
初
め
は
定
準
無
き
者
の
如
く
、
而
し

て
随
処
定
準
有
り
。
是
れ
自
然
の
理
に
し

て
、
易
う
可
ら
ざ
る
者

な
り
、
と
。

(三
五
条
)

108



こ
こ
で
の
地
は
、
地
球
を
さ
し
て
い
る
。
地
球
体
説
は
日
本
に

一
六
世

紀
に
は
受
容
さ
れ
、
近
世
に
お
い
て
は

「鎖
国
」
以
前
か
ら

　　
　

知
ら
れ
て
お
り
、
寛
政
期
に
は
天
動
説
で
は
な
く
地
動
説
が
み
ら
れ

た
。
地
が
球
体
で
あ
る
こ
と
は
天
動
説
に
た

つ

『
天
経
或
問
』
が
そ

う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
儒
学
者
の
す
る
議
論
の

「地
」
に
地
球
が
登

場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
地
球
上
の
東
西
南
北
の
方
位

の
名
は
人

の
定
め
た
も
の
だ
が
、
地
球
上
の
場
所
に
方
位
は
必
ず
存

在
す
る
。

そ
れ
は

一
定

の
標
準
、
地
の

「定
準
」
で
あ
る
が
、
そ
れ

が

「自
然

の
理
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(後
述
)
。

地
が
地
球
で
あ
る
こ
と
は
、
儒
学
者
尾
藤
二
洲
の
思
想
上
に
あ
る

大
き
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

儒
学
で
い
う
華
夷
思
想
に
お
け
る
華
夷
の
相
違
が
絶
対
の
も
の
で
は

な
く
、
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
問
題
で
あ

っ
た
。

文
士
、
漢
を
謂
い
て
中
国
と
為
す
者
有
り
。
謂
い
て
華
夏
と
為

す
者
有
り
。
謂
い
て
西
夷
と
為
す
者
有
り
。
其
の
説
如
何
。
曰
く
、

彼
れ
を
以
て
中
と
為
す
者
は
、
す
な
は
ち
我
れ
を
以
て
外
と
為
す

者
な
り
。
我
れ
建
国
よ
り
彼
れ
の
封
を
仮
り
ず
。
自
ら
紀
号
有
り

て
、
彼
れ
の
正
朔
を
奉
ぜ
ず
。
安
く
ん
ぞ
彼
れ
を
謂
い
て
中
と
為

す
の
理
有
ら
ん
や
。
其
の
大
な
る
を
以
て
こ
れ
を
夏
と
謂
い
、
其

の
文
な
る
を
以
て
こ
れ
を
華
と
謂
う
は
、
是
れ
彼
れ
の
建
な
り
。

我
れ
因
り
て
呼
ん
で
華
と
日
い
夏
と
日
う
は
、固
よ
り
不
可
無
し
。

自
ら
国
体
を
存
し
て
、
其
の
臣
属
を
為
さ
ず
ん
ば
可
な
り
。
人
を

称
し
て
其
の
官疋
を
没
す
れ
ば
、
す
な
は
ち
公
平
の
道
に
非
ざ
る
な

り
。
謂
い
て
西
夷
と
為
す
者
に
至
り
て
は
、是
れ
神
学
者
流
の
言
、

井
蛙

の
唯
だ
井
を
知
る
の
み
。
必
ず
し
も
弁
ぜ
ず
し
て
可
な
り
。

(
三
〇
条
)

我
れ
よ
り
こ
れ
を
言
う
。
我
れ
は
中
に
し
て
、
彼
れ
は
外
と
。

彼
れ
よ
り
こ
れ
を
言
う
。
彼
れ
は
中
に
し
て
、
我
れ
は
外
と
。
各
々

居
る
と
こ
ろ
に
従
い
て
言
を
為
す
は
、
不
可
無
き
な
り
。
中
は
定

体
無
し
。
大
小
の
分
は
易
う
可
ら
ざ
る
が
ご
と
き
に
非
ず
。
【中

外
は
猶
お
中
偏
の
ご
と
し
。
偏
は
す
な
は
ち
外
。】

(
一一二

条
)

華
夏
は
す
な
は
ち
可
、
中
は
す
な
は
ち
不
可
と
は
、
何
を
か
謂

わ
ん
。
曰
く
、
華
夏
は
彼
れ
の
専
ら
と
す
る
と
こ
ろ
、
中
は
す
な

は
ち
天
地

の
公
に
し
て
、
彼
れ
の
得
て
専

ら
と
す
る
と
こ
ろ
に
非

ず
。
彼
れ
を
以
て
華
と
為
せ
ば
、
す
な
は
ち
我
れ
を
以
て
夷
と
為

さ
ん
か
。
曰
く
、
我
れ
自
ら
中
と
為
し
、
諸
国
は
外
と
為
す
。
ま

た
天
地
の
公
な
り
。
漢
は
既
に
外
に
し
て
。
外
は
す
な
は
ち
夷
な

り
。
但
し
、
漢
の
国
を
為
す
は
、
本
よ
り
諸
国
と
同
じ
か
ら
ず
。
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こ
れ
を
称
し
て
こ
れ
を
呼
ぶ
こ
と
、
宜
し
く
圃
酌
有
る
べ
し
。
概

ね
夷
蛮

と
は
日
う
べ
か
ら
ず
。

(三
二
条
)

新
羅

・
高
麗
の
ご
と
き
は
、
漢
の
属
国
な
り
。
故
に
彼
れ
を
以

て
中
と
為
す
。
契
丹

・
女
直
の
ご
と
き
は
、
自
ら
国
を
建

つ
。
故

に
呼
び

て
南
朝
と
為
す
。
而
し
て
中
と
は
謂
わ
ず
。

(三
三
条
)

我
れ
を
謂
い
て
東
華
と
為
し
、
彼
れ
を
謂
い
て
西
夷
と
為
す
者

有
り
。
華
夏
の
目
は
、
是
れ
彼
れ
の
立

つ
る
と
こ
ろ
。
今
は
す
な

は
ち
此
れ
を
以
て
反
り
て
こ
れ
を
呼
び
、
以
て
国
体
を
得
ん
と
為

す
。
何
其
の
心
を
設
く
る
の
公
平
な
ら
ざ
ら
ん
や
。

(三
四
条
)

以
上

に
み
ら
れ
る

[彼
れ
」
と

圃我
れ
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
議

論
は
、
「彼
れ
」
漢
の
示
す
華
夷
思
想
の
論
理
に
は
の
ら
ず
、
[我
れ
」

独
立
国
家

の
立
場
か
ら
す
る

「公
平
の
道
」
を
基
軸
に
し
て
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
西
洋
に
対
す
る
地
球
上
に
お
け
る

一我
れ
」

の
意
識
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り

「我
れ
」

の
意
識

に
、
中
華
思
想
の
否
定

(11
中
国
と
の
差
異
)
を
通
し
て
の
、

「国
体
」
の
読
み
出
し

(11
西
洋
と
の
差
異
)
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

中
華
思
想

の
否
定

こ
そ
が
自
国

「国
体
」
を
、
さ
ら
に
は

「
日
本
朱

子
学
」
を
成
立
さ
せ
る
最
も
重
要
な
契
…機
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
か
ら
地
球
規
模

へ
の
世
界
の
拡
が

り
の
下
で
、
地
の
作
用
と
し
て

『択
言
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が

「水
火
の
用
」
で
あ

っ
た
。
地
の
世
界
、
つ
ま
り
は
地
球
上
で
の
物

の
生
成

・
変
化
は
水
と
火
に
よ
る
、
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
思
想
形
成
初
期
の
安
永
六

(
一
七
七
七
)
年
に
刊
行

さ
れ
た

『素
餐
録
』
に
お
い
て
は

[万
物
は
是
れ
五
行
の
生
成
。
五

　ロ
　

行
は
是
れ
陰
陽
の
変
合
。
陰
陽
は
是
れ

一
気

の
動
静
」
と
、
万
物
生

成
は
陰
陽
五
行
に
基
づ
く
気

・
質
論
で
説
か
れ
て
い
た
。

こ
こ
に
は
、
万
物
を
生
成
す
る

「質
」
が
五
行
か
ら
水
火
二
行

へ

と
、
生
成
場
所
も
天
地
人
三
才
か
ら
地

へ
と
変
化
が
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
水
と
火
の
機
能
を

噛水
火
二
行
」
と
し
て
説
い

た
の
は
、
方
以
智
の

『物
理
小
識
』
で
あ
り
、
游
藝
の

『
天
経
或
問
」

で
あ

っ
た
。
方
以
智
は
、
[中
国

ハ
五
行
ヲ
言
イ
、
太
西

ハ
四
行
ヲ

言
ウ
。
将

二
何
レ
ヲ
カ
決
セ
ン
ヤ
。
」
と
問

い
、

虚
ナ
ル

ハ
固
ヨ
リ
是
レ
気
、
実
ナ
ル
形

モ
マ
タ
気
、
凝
リ
テ
成

ル
所
ノ
者

ハ
、タ
ダ
是
レ

一
気
ニ
シ
テ
両
行
交
モ
ゴ
モ
済
ス
ノ
ミ
。

気
ヲ
以
テ
言
エ
バ
、
気
凝
リ
テ
形
ヲ
為

ス
。
纏
、
発
シ
光
ヲ
為

シ
、
籔
、
激
シ
声
ヲ
為
ス
パ
、
皆
気
ナ
リ
。
而
シ
テ
未
ダ
凝
ラ
ズ
、

未
ダ
発
セ
ズ
、
未
ダ
激
セ
ザ
ル
ノ
気

ハ
尚
多
シ
。
故

二
概
ネ
気

・
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形

・
光

・
声

ヲ
挙

ゲ

テ

四
幾

ト
為

ス

。

と

、

　セ
　

形
と
気
の
作
用
を
説
き
、
同
様
に
游
藝
は
、

五
行
、
世
間
見
ル
ベ
キ
ノ
五
材

二
因
リ
テ
、
隠
カ
ニ
其
ノ
五
気

ノ
行
ヲ
表
シ
テ
以
テ
コ
レ
ヲ
五
ト
謂
ウ
ナ
リ
。
然
シ
テ
気
、
其
ノ

気

ヲ
分
ケ
テ
以
テ
凝
リ
テ
形
ヲ
為
ス
。
而
シ
テ
形
ト
気
ト
対
待
ト

為
ス
。
是
レ
コ
レ
ヲ

一
ニ
シ
テ
ニ
ヲ
用
イ
ル
ナ
リ
。
±
ノ
形

ハ
中

二
居
テ
水
火
二
行

ハ
実

二
燥
湿
ノ
ニ
気
ト
為
ス
。
金
木
ノ
形

ハ
地

二
因
リ

テ
出
ヅ
。
金

ハ
ス
ナ
ハ
チ
地
中
ノ
堅
気
。
木

ハ
ス
ナ

ハ
チ

地
外
ノ
生
気
。
然
シ
テ
其
ノ
気
為
ル
ヤ
、
東
西
二
列
シ
テ
以
テ
生

殺
ヲ
為

ス
。
故

二
南
北
ノ
水
火
ヲ
挙
ゲ
テ
東
西
ノ
木
金
寓
ス
。
以

テ
水
火

ノ
対
待
ヲ
為
ス
ニ
ア
ラ
ズ
。
是
レ
天
地
ノ
気

ハ
必
ズ
コ
レ

ヲ
水
火

二
原
ヅ
ク
。
水
ノ
用
ハ
実

二
重
ク
シ
テ
火
ノ
用

ハ
最
モ
神

ナ
リ
。

【細
註
略
】
而
シ
テ
気
、
火
ヲ
緬
メ
テ
転
動
ス
ル
ト
キ

ハ

ス
ナ

ハ
チ
風
ト
為
リ
、
吹
キ
急
グ
ト
キ

ハ
ス
ナ

ハ
チ
声
ト
為
リ
、

聚
発
ス
ル
ト
キ

ハ
則
チ
光
ト
為
リ
、
合
シ
テ
凝
ル
ト
キ

ハ
ス
ナ

ハ

チ
形
ト
為
ル
。
是
レ
風

・
声

・
光

・
形

ハ
、
総
テ
気
ノ
用
為
リ
。

気

ニ
ア
ラ
ザ
ル
コ
ト
無
シ
。
故

二
西
国

ハ
金
木
ヲ
捨
テ
テ
専
ラ
気

ヲ
言
イ

テ
水
火
±
ト
並
ビ
挙
ゲ
ル
者

ハ
、
其
ノ
イ
マ
ダ
凝
形
セ
ザ

ル
ノ
気
ヲ
指
シ
テ
、
以
テ
天
地
万
物
ノ
生
成
ノ
機
ト
為
ス
。
ス
ナ

ハ
チ
五
材
ノ
形
ナ
リ
。
五
行
ノ
気
、
顧
ウ

ニ
生
剋
ヲ
以
テ
至
理
ト

為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
(中
略
)
水
火

ハ

一
ナ
リ
。
其
ノ
質
ヲ
論
ズ
レ

バ
ス
ナ

ハ
チ
相
剋

シ
、
其
ノ
気
ヲ
論
ズ
レ
バ
ス
ナ

ハ
チ
相
生
ズ
。

其
ノ
形
気
ノ
交
ヲ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
ス
ナ
ハ
チ
又
相
入
ル
。
火

ハ
水

ヲ
見
テ
死
ス
レ
ド
モ
而
シ
テ
温
泉
ノ
沸
湯

ハ
ス
ナ

ハ
チ
火
ノ
気
、

能
ク
水
ノ
形

二
入
ル
。
水

ハ
火
ヲ
見
テ
散
ズ
レ
ド
モ
而
シ
テ
燈
脂

塒
蝋
ス
、
ス
ナ

ハ
チ
水
ノ
気
、
能
ク
火
ノ
形

二
入
ル
。
夫
レ
水

ハ

気

二
化
シ
テ
火
ト
為
リ
、
火
ハ
気

二
化
シ
テ
水
ト
為
ル
ト
キ

ハ
ス

ナ

ハ
チ
水
火
互
イ
ニ
相
生
ジ
変
化
シ
テ
以
テ
道
為
ル
ナ
リ
。
是
レ

ニ
ニ
シ
テ
、

コ
レ
ニ
居
ル
コ
ト

一
ナ
リ
。
然
シ
テ
気

二
就
イ
テ
以

テ
物
ノ
質
理
二
格
リ
、
其
ノ
気
ヲ
為
ス
所

以
ノ
者
ヲ
挙
ゲ
テ
、
以

テ
物
ノ
通
理
二
格
レ
バ
、
マ
タ
ニ
ニ
シ
テ

一
ナ
リ
。
費

ニ
シ
テ
象

数
ア
リ
、
隠

ニ
シ
テ
条
理
ア
リ
。
マ
タ
ニ

ニ
シ
テ

一
ナ
リ
。
若
シ

ニ
ノ

一
ノ
中

二
在
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
バ
ス
ナ

ハ
チ
錯
綜
変
化
シ
テ
為

ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
無

シ
。
神
明
ニ
ア
ラ
ザ

ル
ヨ
リ
至
理
ヲ
析
キ
難

シ
。

(
「四
行
五
行
」
)

　ロ
　

と
、

気

の
効

用

を
述

べ

て

い
た

。

そ

れ

が

、
生

成

・
変

化

を

扁
ニ

ニ

シ

テ

一
」

コ

ニ
シ

テ

ニ
」

と

説

く

「
水

火

の

用
」
、

気

態

の

「
気

」
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と
固
態
の

「形
」
に
よ
る
作
用
で
あ

っ
た
。

水
火
二
行
説
は
、
儒
教
の
陰
陽
五
行
と
西
学
の
火

・
土

・
水

・
気

四
元
素
説

に
よ
る
四
行
論
を
気
の
世
界
に
お
い
て
融
合
さ
せ
て
説
か

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
四
元
素
四
行
は
利
礪
竃
に
よ
る
『
四
行
論
略
』

　け
　

で
説
か
れ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
方
以
智
、
游
藝
ら
に
よ
っ
て
、
地
の

世
界
の
五
行
が
水
火

(と
土
)
あ
る
い
は
水

・
金
と
火

・
木
に
分
割

さ
れ
、
形
と
気
に
よ
る
水
火
二
行
説
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
『
物
理
小
識
」
『天
経
或
問
」
に
お
い
て
、
地
に
お
け
る
物
の

変
化

・
生
成
が
説
か
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

尾
藤

二
洲
の
思
想
世
界
で
は
、
地
の
世
界
で
あ
る
地
球
は
水
火
二

行
の
質
の
作
用
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
世
界
で
あ

っ
た
が
、
天
は
日

月
自
然

の
、地
は

「水
火
の
用
」
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
世
界
で
あ
っ

た
。
天
地

の
世
界
と
は
自
然
の
世
界
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で

は
天
人
合

一
思
想

の
三
才
が
、
《
天
と
地
人
》
か
ら

《
天
地
と
人
》

の
構
成
へ
、
自
然
と
人
間
と
は

一
体
の
構
成

へ
と
変
容
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
水
火
二
行
の

「
日
本
朱
子
学
」
の
思
想
世
界
の
成

立
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『物
理
小
識
」
は
儒
教
と
仏
教
と
西
学
を
融
合
し
た

明
末
清
初

の
思
想
世
界
の
な
か
に
あ
り
、
『天
経
或
問
』
は
儒
教
と

西
学
を
融
合
さ
せ
た
思
想
世
界
に
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
尾
藤
二

洲
を
は
じ
め
水
火
二
行
説
を
説
い
た
寛
政
期

以
降
の
「
日
本
朱
子
学
」

は
、
同
じ
く
朱
子
学
に
西
学
を
融
合
し
た
思
想
世
界
に
あ
る
と
位
置

づ
け
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
『物
理
小
識
』
『天
経
或
問
」
は
大

量
に
舶
載
さ
れ
流
布
し

て
は

い
た
。
天
文
暦
算
家
で
あ

っ
た
西
川
如
見
は
、
『
天
文
義
論
』

に
お
い
て

「命
理
の
天
」
と

「形
気
の
天
」

を

「戎
蛮
ノ
天
学
」
と

　め
　

と
も
に
紹
介
し
て
い
る
。
西
川
正
休
の

『天
経
或
問
」
の
仮
名
交
じ

り
の
解
説
書

『大
略
天
学
名
目
紗
』
で
は
、
五
行
説
と
四
元
論
の
比

　ハ
　

較
が
み
ら
れ
た
。

し
か
し
、
水
火
二
行
説
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味

で
、
水
火
二
行
説
が
日
本
の
儒
学
者
に
与
え
た
思
想
史
上
の
意
味
に

つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
幕
末
に
は
朱
子
学
者
大
橋
訥
庵

が

『關
邪
小
言
』
に
お
い
て
、
形
気
論
と
水

と
火
が
洋
学
批
判
の
基

ヘ
ロ

ロ

準
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

西
洋
ノ
学
ト
云
モ
ノ

(中
略
)
火

ハ
尖

ナ
ル
ガ
故

二
炎
上

シ
、

水

ハ
圓
ナ
ル
ガ
故
二
下
二
就
ク
ナ
ド
、新
關
ノ
説
ヲ
衝
擢
ス
ル
斥
、

燃
ル
物

ハ
火

二
限
リ
、
流
ル

＼
物

ハ
水

二
限
リ
テ
、
万
古

一
ナ
ル

所
以
二
於
テ

ハ
、
個
乎
ト
シ
テ
悟
レ
ル
コ
ナ
シ
、

コ
ハ
唯
目
力

二

拘
局
シ
テ
、
心
ノ
妙
用
ヲ
端
ス
可
ナ
ク
、

顕
微
鏡

ニ
テ
見

ユ
ル
所
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ヲ
、
極
致
ト
思
フ
ヲ
以
テ
ノ
ミ
。

故

二
、
彼
レ
ラ
ガ
論
ス
ル
所

ハ
、
慧
綜
牛
毛
ヲ
剖

二
似
タ
ル
モ
、

畢
寛
形
気
ノ
末
ノ
ミ
ニ
テ
、
絶

エ
テ
理
ニ
ハ
干
渉
セ
ズ

(後
略
)。

三

理
の
世
界

朱
子
学
者
尾
藤
二
洲
の
懐
い
た
気

の
世
界
は
、
《
天
地
と
人
》
と

い
う
天
人
合

一
思
想
の
世
界
で
あ

っ
た
。
で
は
、
そ
の
気
の
世
界
と

結
合
し
内
在
し
た
理
は
い
か
に
捉
え
ら
れ
、
形
成
さ
れ
た
世
界
は
い

か
な
る
世

界
で
あ

っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
、
い
か
な
る
特
色
を
も
っ

た
世
界
が
構
想
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

未
だ

天
地
有
ら
ざ
る
の
先
、
畢
立見
是
れ
此
の
理
有
り
。
所
謂
理

と
は
只
是
れ
天
地
万
物
の
理
、
物
有
り
て
混
成
し
天
地
に
先
ん
ず

る
の
謂

に
非
ず
。

(
一
条
)

此
の
理
有
れ
ば
、
す
な
は
ち
此
の
気
有
り
。
理
は
只
是
れ
此
の

気
の
然

る
所
以
な
り
。

(
二
条
)

一
動

一
静
、
皆
其
の
然
る
所
以
の
理
有
り
。
此
れ
即
ち
太
極
な

り
。
壁
口え
ば
起
坐
の
如
し
。
必
ず
先
ず
起
き
る
所
以
の
理
有
り
て

後
起
き

る
。
必
ず
先
ず
坐
す
る
所
以
の
理
有
り
て
後
坐
す
。
理
は

只
是
れ
此
の
然
る
所
以
を
指
す
。
是
れ
此

の
平
常
茶
飯
の
語
、
衆

人
は
皆
暁
得
す
べ
く
、
学
ぶ
者
は
却
り
て
通
ぜ
ず
。
乃
ち
必
ず

一

物
を
認
め
以
て
理
と
為
す
。
何
ぞ
や
。

(三
条
)

太
極
は
陰
陽
の
理
。
太
極
は
是
れ
陰
陽

の
先
に
在
ら
ず
。
然
れ

ど
も
気
の
動
静
は
、
未
だ
其
の
然
る
所
以
無
く
し
て
然
る
者
有
ら

ず
。
此
れ
其
の
前
後
を
言
わ
ざ
る
を
得
ざ
る
所
以
な
り
。
(
四
条
)

「
理
」
は
、
気
の
世
界
を
理
気
不
可
分
な
、
あ
る
べ
き
よ
う
に
あ

ら
し
め
て
い
る
規
範
、
個
物
を
個
物
た
ら
し
め
る
原
理
、
「所
当
然

の
理
」
で
あ

っ
た
が
、
さ
ら
に
、
何
よ
り
も

用太
極
」
、
宇
宙
、
万

物
の
根
拠
で
あ
る

「所
以
然
の
理
」
の
深
み

で
捉
え
ら
れ
る
存
在
で

あ
っ
た
。
理
先
気
後
の
形
而
下
の
世
界
の
成
立
根
拠
を
な
す
存
在
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
洲
に
お
い
て
は

何
よ
り
も

「太
極
」
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

異
学
の
盛
行
す
る
気
の
世
界
が
理
の
世
界
を
圧
倒
し
、
気
の
み
が

横
溢
す
る
社
会
と
人
間
は
二
洲
に
、
二
洲
の
朱
子
学
思
想
に
深
刻
な

危
機
意
識
を
懐
か
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が

「太
極
」

の
理
に
裏
付
け
ら
れ
た
経
世
済
民
の
朱
子
学
を
生
み
、
正
学
化
の
実

現
後
は
さ
ら
な
る

「日
本
朱
子
学
」
の
実
践

へ
向
か
わ
せ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

113



と
こ
ろ

で
、
そ
の
際
二
洲
に
注
目
さ
れ
た
の
が
、
清
朝
の
体
制
教

学
朱
子
学

で
あ
ろ
う
。
朱
子
学
正
学
化
後
の
思
想
世
界

へ
向
け
た
ま

な
ざ
し
を
、
二
洲
は

『択
言
』
の
最
後
に
か
く
述
べ
て
い
る
。

余
少

き
時
頗
る
博
古
を
喜
ぶ
。
既
に
又
虚
遠
の
説
を
喜
ぶ
。
老

後
は
や
や
平
実
の
説
に
響
か
う
。
近
年
、
張
楊
園
文
集
な
る
も
の

を
読
む
。
益
々
往
日
の
非
を
覚
う
。
楊
園
の
説
を
為
す
。
平
々
実
々
、

絶
え
て
浮
虚
の
習
無
し
。
真
に
是
れ
聖
門
の
学
な
り
。(

一
二
二
条
)

張
楊
園
と
は
、
明
末
清
初
の
在
野
の
地
方
⊥
人
で
あ
る
。
張
楊
園

は

『楊
園
先
生
全
集
』
に
お
さ
め
た

「備
忘
録
」
に
お
い
て

吾
人

口
用
力
を
致
す
に
、
只
だ
物
の
理
を
窮
め
致
し
、
事
に
精

察
し
、
而
し
て
こ
れ
を
力
行
す
る
を
要
す
。
即
ひ
必
ず
し
も
未
発

の
中
を
言
は
ざ
る
も
、
而
れ
ど
も
未
発
の
中
在
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。

世
儒
好
ん
で
本
体
を
説
け
ど
も
、
山豆
に
知
ら
ん
や
、
本
体
は
修
為

に
仮
ら
ず
し
て
、
人
人
旦
ハ有
す
。
説
き
得
て
精
微
広
大
な
ら
し
む

と
錐
も
、
何
ぞ
口
用
に
益
あ
ら
ん
。

と
述
べ
、
「未
発
の
中
」
を
重
視
し
て
口
用
の
益
を
求
め
た
経
世
済

　
ゆ
　

民
の
朱
子
学
の
姿
を
説

い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
二
洲
の

「浮
虚
の
習
」

に
対
す
る

[聖
門
の
学
」
と
の
評
に
繋
が
る
。

異
学
批
判
以
来
の
二
洲
の
明
末
清
初
思
想

へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
[今

を
距
て
る
こ
と
十
余
歳
、
書
騨
偶
三
魚
堂
集
な
る
者

一
秩
を
携
え
来

た
り
て
余
に
示
す
。
余
取
り
て
こ
れ
を
覧
る
。
清
の
人
陸
稼
書
の
文

な
り
。
其
の
学
は
醇
正
に
し
て
、絶
え
て
近
世

の
浮
虚
の
習
に
似
ず
。

　バ
　

後
挙
げ

て
以
て
こ
れ
を
諸
友
に
語
る
。」
(【学
術
弁
序
」)
と
陸
稼
書

に
も
及
ぶ
。
[学
術
弁
」
の
王
学
批
判
へ
の
評
だ
が
、
陸
稼
書
は
天
文
・

暦
学
に
通
じ
、
西
学
に
通
じ
た
天
文

・
数
学
者
梅
文
鼎
ら
と
の
交
友

で
も
知
ら
れ
る
。

理
の
世
界
に
お
け
る
朱
子
学
防
衛
、
そ
し
て
気
の
世
界
に
お
け
る

水
火
二
行
の
受
容
と
い
う
明
末
清
初
思
想
に
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し

は
、
寛
政
期
の
朱
子
学
者
に
西
洋

へ
の
関
心
を
も
も
た
ら
し
た
か
も

知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
の
、気
の
世
界
に
お
け
る

「国
体
」

の
読
み
出
し
に
も
連
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
理
の
世
界
の
三
才

一
貫
の
理
は
い
か
な
る
特
色
を
も
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
天
と
人
の
世
界
の
理
は
、

い
か
に
捉
え
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
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天
は
自
然
の
理
を
有
し
而
し
て
違
う
こ
と
能
は
ず
。
故
に
春
の

或

い
は
寒
、
暖
終
に
こ
れ
に
勝

つ
。
秋
の
或
い
は
熱
、
涼
終
に
こ

れ
に
勝

つ
。
人
は
自
然

の
理
を
有
し
而
し
て
違
う
こ
と
能
は
ず
。

聖
人

の
政
も
ま
た
自
然
の
理
に
従
う
に
過
ぎ
ず
。
故
に
子
而
し
て

不
孝
な
れ
ば
、刑
は
必
ず

こ
れ
に
従
う
。
臣
而
し
て
不
忠
な
れ
ば
、

珠
は
必
ず

こ
れ
に
従
う
。
是
れ
理
な
り
。
古
今
に
亘
り
而
し
て
変

し
き

ぜ
ざ
る
も
の
な
り
。

華
夷
に
通
じ
而
し
て
局
ら
ざ
る
も
の
な
り
。

此
れ
に
由
り
こ
れ
を
推
す
。
物
は
こ
れ
皆
天
理
有
り
。
而
し
て
得

て
し
て
違
う
べ
か
ら
ず
。
知
る
べ
き
な
り
。
夫
子
は
嘗
て
蒸
民
の

詩
を
釈
し
て
曰
く
、
物
有
れ
ば
必
ず
則
有
り
。

一
に
必
ず
字
を
加

え
、
其

の
有
ら
ざ
る
所
な
き
こ
と
を
見
る
。
学
者
は
ま
さ
に
黙
識

す
べ
し
。

(五
七
条
)

こ
こ
で
い
う

「自
然

の
理
」
と
は
所
以
然

の
理
を
、
「理
」
は
人

の
世
界

の
所
当
然
の
理
を
指
し
示
し
て
い
る
。
天
も
人
も
同
じ
く
そ

の
存
在

の
根
拠
で
あ
る

「自
然
の
理
」
は
有
し
て
お
り
、
そ
れ
に
は

天
も
人
も
反
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
人
の
世
界
の
聖
人

の
政
治

に
お
い
て
も
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
子
の
不
孝
に
は
刑
罰
、
家

臣
の
不
忠

に
は
謙
罰
と
い
う
の
は
道
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
今
不
変

で
、
華
と
夷
の
区
別
も
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
万
物

に
は
太
極
た
る
天
理
が
あ
る
が
、
そ
の
存
在

の
規
範
も
あ
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
朱
子
学
で
は
人
の
世
界
に
は

「蓋
し
忠
孝

一
理
、
能

く
君
に
忠
な
る
は
乃
ち
孝
を
為
す
所
以
な
り
」
(『真
文
忠
公
文
集
」

　ね
　

巻
三
〇
、
問
父
母
惟
疾
之
憂
)
と
、
「忠
孝
」
の
理
が
語
ら
れ
て
い
た
。

二
洲
の
朱
子
学
に
お
い
て
は
天
人
相
互
の
関
連
は
な
く
、
太
極
の
理

は
存
在
し
つ
つ
も
、
天
か
ら
離
れ
た
人
の
世
界

・
社
会
に
お
け
る
忠

孝
の
理
が
語
ら
れ
た
。

忠
を
説
け
ば
す
な
は
ち
忠
、
孝
を
説
け
ば
す
な
は
ち
孝
。
皆
是

れ
官
疋
に
理
。
此
を
外
し
て
所
謂
真
な
る
者
を
求
む
る
は
、
吾
儒
の

学
に
非
ざ
る
な
り
。

(八
四
条
)

但
來
は
云
う
、
理
は
定
準
無
き
者
、
然

る
か
否
。
曰
く
、
臣
を

な
す
は
忠
、
子
を
な
す
は
孝
。
山豆
に
定
準

に
非
ざ
ら
ん
や
。
手
の

容
は
恭
し
く
、
足
の
容
は
重
し
。
山豆
に
定
準
に
非
ざ
ら
ん
や
。
乃

ち
零
細
な
る
事
物
に
至
る
。
其
れ
定
準
あ

る
は
、
推
し
て
知
る
べ

き
な
り
。
曰
く
、
理
を
以
て
こ
れ
を
推
す
。
但
來
は
以
て
宋
儒
学

ほ
と
ん

と
為
す
。
子
乃
ち
こ
れ
を
習
う
。
宜
ど
其

の
説
は
相
入
れ
ざ
る
な

り
。
曰
く
、
吾
は
事
物
は
皆
定
準
有
り
、
稻
は
之
れ
星
有
り
、
尺

は
之
れ
寸
有
る
を
知
る
の
み
。彼
は
無
星
之
稻
無
寸
之
尺
を
以
て
、
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而
し
て
長
短
軽
重
を
度
る
。
宜
乎
、
其
の
定
準
有
る
を
見
ざ
る
な

り
。

(
一
〇
四
条
)

客
日
う
。
理
は
定
準
無
し
。
忠
孝
を
指
す
の
謂
い
に
非
ず
。
忠

か
れ

孝
こ
れ
定
準
を
為
す
は
、
渠
又
異
論
無
し
。
所
謂
理
な
る
者
は
懸

空
心
を
以
て
料
度
し
以
て
理
と
為
す
者
を
指
す
。
曰
く
。
吾
れ
且

つ
其
の
昭
然
な
る
者
を
挙
げ
て
こ
れ
を
言
う
の
み
。
昭
著
な
る
者

は
既
に
準
有
り
。
細
微
な
る
者
は
山豆
に
準
無
き
か
。
此
れ
を
以
て

こ
れ
を
推
せ
ば
、
大
小
高
下
、
皆
な
是
れ
此
の
如
し
。
子
は
ま
た

何
を
か
疑
わ
ん
。

(
一
〇
七
条
)

以
上
か
ら
注
目
す
べ
き
は
、
忠
孝
道
徳
が
武
家
の
理
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
さ
ら
に

「定
準
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

二
洲
の
懐
く
朱
子
学
、
さ
ら
に

「日
本
朱
子
学
」
に
お
い

て
は
、
忠
孝
道
徳
が
武
家
社
会
の

「定
準
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
理
目
忠
孝
の
教
育
が
武
家
社
会

へ
の

「
日
本
朱
子
学
」

の
浸
透
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
朱
子
学
正
学
化
後
の
昌
平
費
に
お
け

る

「修
己
治
人
」
、
武
士
教
育
の
理
念
と
な
る
も

の
で
あ

っ
た
の
で

あ
る
。

ま
た
そ
れ
は
、
内
憂
外
患
問
題
を
か
か
え
つ
つ
あ
る
儒
教
的
世
界

の
中
の
{
口
本
朱
了
学
」
か
ら
す
る
新
世
界
へ
の
対
応
の

一
端
で
あ

っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

か
か
る
幕
府
の
武
士
教
育
の
理
念
の
下
、
さ
ら
に
水
戸
藩
の
武
士

教
育
に
お

い
て
は
忠
孝

一
致
の
道
徳
理
念
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に

以
上
、
尾
藤
二
洲
の
懐
い
た
朱
子
学
の
理
気
二
元
の
思
想
世
界
を

と
ら
え
て
み
た
。

そ
こ
に
は
、
気
の
世
界
に
お
け
る

《
天
地
と
人
》
と
い
う
自
然
と

人
の
世
界
を
分
離
し
て
捉
え
る
新
た
な

「天
人
合

一
」
の
構
想
に
基

づ
い
た
天
人
合

一
思
想
が
あ
り
、
そ
の
な
か

の
地
の
世
界
で
は
、
水

火
二
行
の
質
に
よ
る
物
の
生
成
が
構
想
さ
れ
た
。

さ
ら
に
理
の
思
想
世
界
で
は
、
太
極
を
背
景
に
、
朱
子
学
の

「忠

孝
」
の
理
を
武
家
社
会
の

「定
準
」
と
し
て
社
会
に
定
着
さ
せ
よ
う

と
す
る
の
が
尾
藤
二
洲
の
構
想
で
あ
り
、
[
日
本
朱
子
学
」
の
思
想

世
界
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

寛
政
期
に
は
忠
孝
道
徳
に
基
づ
く
武
家
社
会
の
朱
子
学
が
成
立
し

た
の
で
あ
る
。
理
に
代
わ
る
忠
孝
が
武
家
社
会
の
定
準
で
あ
り
、
気

の
世
界
で
は

「西
洋
」
と
の
折
衷
、
そ
し
て
徳
川
日
本
の
忠
孝
と
い
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う

「修

己
」。
以
上
が
寛
政
か
ら
の

「徳
川
日
本
」
で
あ

っ
た
。

普
遍

な
自
然
界
と
人
間
社
会
の

「
日
本
」
の
固
有
性
、
そ
れ
を
覆

う
太
極
。

こ
れ
が
尾
藤
二
洲
の
思
想
世
界
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
武
士
の
対
外
危
…機
意
識
が

「治
人
」
に
お
い
て
、
忠
孝

の
国
家
構
想
と
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
対
外
危
機
の
下
会
沢
正

志
斎
は
、

死
後
の
安
心
を
も
説
く
宗
教
性
の
強

い
国
体
論
を
説

い
た

の
で
あ

る
。

【註

】

(
1
)

(
2
)

寛
政

正

学

派

を
近

世

儒
学

思

想
史

上

に

位

置
付

け

る
先

行

研
究

に
、
衣
笠
安
喜

『
近
世
儒
学
思
想
史

の
研
究
』

(法
政
大
学
出
版

局
、

一
九
七
六

年
)
、
辻
本
雅
史

『近
世
教
育

思
想
史

の
研
究

-
日
本

に

お
け

る

[
公
教
育
」
思
想

の
源
流

ー
』
(思
文
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
)
、

幕
末
儒
学
史

の
起
点

に
位

置
付
け
た
宮
城
公
子

『幕
末
期

の
思
想
と

習
俗
』

(
ぺ
り
か
ん
社

、
二
〇
〇
四
年
)
が
あ

る
。

尾
藤

二
洲

の
思
想

に

つ
い
て
の
研
究
と
し

て
は
、
人
物
論

に
頼
惟
勤

「尾
藤

二
洲

に

つ
い
て
」
(
日
本

思
想
大
系

37

『
徊
侠
学
派
』
岩
波
書

店
、

一
九
七

二
年

)
が
あ
る
。
研
究
史
上

の
二
洲
像
と
し

て
は
、
頼

棋

一

「
尾
藤

二
洲

の
思
想

ー
明
和

・
安
永
期

の
朱
子
学

i
」

(
『史

学
研
究
』

一
〇

二
、
一
九
六
七
年

一
〇
月
)
、
同

『近
世
後
期
朱

子
学

派

の
研
究
』

(漢
水

社
、

一
九

八
⊥
ハ
年
)
が

異
学

の
禁
前

の
思
想
を

扱

い
、
幕
儒
時
代

の
歴
史
意
識

の
特

質
な
ど
を
扱
う
も

の
に
、
梅
澤

(
3

)

(
4
)

(
5

)

(
6

)

(
7

)

秀
夫

[称

謂
と
正
名
」

(
『
日
本
近
世
史
論
叢

』
下
、
吉
川
弘
文
館

、

一
九

八

四
年

)
、
中
村

安
宏

「
尾
藤

二
洲

の
天
皇
観

・
皇
統

意
識
」

(『
フ
ィ

ロ
ソ
フ
ィ
ア

・
イ

ワ
テ
』

32
、

二
〇
〇
〇
年

一
一
月
)
が
あ

る
。
ま
た
、
思
想
を
思
想
史
上
に
位
置
づ
け

て
論
じ
る
も
の
に
宮
城

公
子

[幕
末

朱
子
学

の
性
格

」

(『
四
天
王
寺
女

子
大
学
紀
要
』

12
、

一
九
八
〇
年

三
月
)
、
荻

生
茂

博

幽
異
学

の
禁

か
ら
幕
末
陽
明
学

へ

ー

「
自

得

」
、

知

の
在

り

方

を

め

ぐ

っ
て
」

(
『
日

本

学

』

11
、

一
九
八
八
年
七
月
)
が
あ
る
。

『
択

言
』
(
『
日
本
儒
林

叢
書
』

一
、
鳳
出

版
、

一
九
七
八
年
、

一
～

一
五
頁
、
原
漢
文
)
。
以
下
、
『
択
言
』

の
引
用
は

こ
れ
に
よ
る
。

山

井

湧

『
明

清

思

想

史

の

研

究

」

(
東

京

大

学

出

版

会

、

一
九
八
〇
年
)
、
同

一清
代

の
朱
子
学
」

(有
田
和
夫
・
大
島

晃
編

『朱

子
学
的

思
惟

-
中
国
思
想

史
に
お
け

る
伝
統

と
革
新
』
汲
古
書
院

、

一
九
九
〇
年
)
、
岡

田
武
彦

『中

国
思
想

に
お
け
る
理
想
と

現
実
』
(木

耳
社
、

一
九
八
三
年
)参
照
。

後
藤
基
巳

『
明
清
思
想
と
キ
リ

ス
ト
教
』
(
研
文
出
版
、
一
九
七
九
年
)
、

岡
本
さ
え

「「
気
」

1
中
西
思
想
交
流

の

一
争
点
1
」
(
『
東
洋
文

化
』

67
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、

一
九
八
七
年
三
月
)
な
ど
参

照
。

方
以
智

の
思
想
に

つ
い
て
は
、
坂
出
祥
伸

『
中
國
思
想
研
究

醤
藥

養
生

・科
學
思
想
篇
』

(関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年

)
第
三
部
、

小
川
晴
久

[方
以
智

の
自
然
哲
学

「通
幾
」
と
そ

の
構
造
⊥

二
浦
梅

園

の
条
理
学
と

の
関
連

で
ー
」

(『
研
究
紀
要
』
四
、
学
習
院
高
等
科
、

一
九
六
六
年
)
な
ど
参
照
。

海
老

沢
有
道

『南
蛮
学
統

の
研
究

-
近
代
日
本
文
化

の
系
譜
1
』

(創
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文
社
、

一
九

五
八
年
、

増
補
版

一
九
七
八
年
)
な
ど
参
照
。

(
8
)

吉

田
忠

i
『
天

経
或

問

』

の
受

容

」

(
日
本
科

学

史

学
会

編

『
科

学

史

研

究

』

H
、

二

四
、

岩

波

書

店
、

一
九

八

六

年

二
月

)、

劉

岸

偉

[
西

学

(≦
①
Q∩け①
同ゴ【
㏄
ゴ⊆
(=
①
Qり
)

を

め

ぐ

る

中

日

両

国

の
近

世

-

方

以

智

の

場

合

1
」

(
『
札

幌

大

学

教

養

部

紀

要

』

三
七

・三
九
、
一
九
九
〇
年

一
〇
月

・
一
九
九

一
年

一
〇
月
)
な
ど
参
照
。

(
9
)
h冬
読
書
余
匹
(「
日
本
儒
林
叢
書
』
二
、
七
～
八
頁
、
原
漢
文
)
。

以
下
、

『冬
読
書
余
」

の
引
用
は

こ
れ
に
よ
る
。

(
10
)
杉

本
勲

司近

世
実

学
史

の
研
究
匹

(
吉
川

弘
文
館
、

一
九
六

二
年

)

各
説
第

一
章

ほ
か
参
照
。

(
11
)

、素
餐
録
」
(日
本
思
想
大
系

37

『徊
侠
学
派
」
岩
波
書
店
、

一
九
ヒ

ニ

年
、

二
五

一
頁
)
。

(
12
)
」物

理
小
識

」
(王
雲
五
主
編
、
国
学
基
本
叢
書

四
百
種

『物

理
小
識
,

上
、

吉
室
濁

商

務

館

股

扮

有

限

公

司
、

中

華

民

国

五

十

L

年

、

一
〇
∴

]
頁
、
原
漢
文
)
。

(
13
)
旨天
経
或
間
口
(
h西
川
如
見
遺
書
L
第
⊥
編
、
西
川
忠
亮
、
一
九
〇
〇
年
)

二
十
九
～
三
十

一
丁
、
原
漢
文
。

(
14
)

【天
主

ハ
万
物

ヲ
簑
宇

二
創
作

ス
。

先
ズ
渾
沌

四
行
ヲ
造
リ
、
然

ル

後
其
ノ
情
勢

二
因
リ
テ

コ
レ
ヲ
本
処

二
布

ク
。
火
ノ
情

ハ
軽

ケ
レ
バ
、

ス
ナ

ハ
チ
九

重
天

ノ
下

二
踏
リ

テ
止

マ
ル
。
土

ノ
情

ハ
重
ケ

レ
バ
、

ス
ナ

ハ
チ
凝
リ
テ
天
地

ノ
當
中

二
安

ン
ズ

。
水

ノ
情

ハ
十

二
比

シ
テ

軽
ケ
レ
バ
、

ス
ナ

ハ
チ
土

ノ
上

二
浮

キ
テ
息

ム
。
気

ノ
情

ハ
軽
カ
ラ

ズ
重
カ
ラ
ザ

レ
バ
、

ス
ナ

ハ
チ
水
土

二
乗

リ
テ
火
ヲ
負
ウ
。
所
謂
土

ハ
四
行
ノ
濁
渣

ヲ
為

シ
、
火

ハ
四
行
ノ
浄

精
ヲ
為
ス
ナ
リ
。
火

ハ
其

ノ
本
処
在
リ
テ
天

二
近
ケ
レ
バ
、
ス
ナ

ハ
チ
随

ヒ
テ
環
動

シ
、
毎
借

二

]
週
ヲ
作

ス
。
此
レ
元
火

二
係
ワ
レ
リ
。
故

二
極

メ
テ
浄
ク
甚
ダ

炎

ニ
シ
テ
光
無

シ
。

(中
略
)

天
下
万
象
ノ
始

メ

ハ
、
皆

四
行

ヲ
以

テ
形

ヲ
結

ブ
。
(
後
略
)
」

(利

礪
寳

『
四
行
論
略
』
、
原
漢
文
)
。
全

文
は
鮎
沢
信
太
郎

『
地
理
学
史

の
研
究
」
(愛

日
書
院
、
一
九

四
八
年
、

復
刻
版
原
圭
旦
房
、

一
九
八
〇
年
)
に
掲
載

。

(
15
)
玩天
文
義
論
」
(
巨西
川
如
見
遺
書
』
第
二
編
、西
川
忠
亮
、
一
八
九
七
年
)
。

(
16
)
『
大
略
天
学
名
目
紗
卜

(㌦
西
川
如
見
遺

書
」
第
十

一
編
、

西
川
忠
亮
、

]
八
九
八
年
)

一
～
七
丁
。

(
17
)

,闘
邪
小

三
月

(明
治
文
化
研
究
会
編

、
明
治
文
化
全
集

陀
第

.

.十

三

巻

思
想
篇
、
日
本
評
論
社
、

一
九
二
九
年

、
所
収
、

八
九
頁
)
。

(
18
)

・備
忘

録
L

(朱

子
学
大

系
第
レ

]
巻

,朱

子
の
後
継

(
下
)
RL
明
徳

出
版
社
、
一
九
七
八
年
、
所
収
、

一
六

一
頁
)
。
な
お

し備

忘
録
」

は
、

]
八
三
⊥ハ

(天
保
ヒ
)
、
七
年
に

四
分
冊
で
刊
行
さ
れ
て

い
る
。

(
19
)
曲
学
術
弁
序
」
(近
世
儒
家
文
集
集
成

10

、
静
寄
軒
集
F
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
九

一
年
、
所
収
、

一
三
L
頁
、
原
漢
文
)
。

(
20
)
溝

口
雄

三

・
丸
山
松
幸

・
池

田
知
久
編

「
中
国
思
想
文
化
事
曲
ρ

(東

京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇

一
年
)
、

一
二
一二
頁
。
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