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キ
ー
ワ
ー
ド
：
武
田
泰
淳
、
『
司
馬
遷
』
、
大
島
泰
信
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、

『
歷
史
哲
學
緖
論
』 

 

一 

 

武
田
泰
淳
が
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
四
月
に
刊
行
し
た
書
き

下
ろ
し
評
論
『
司
馬
遷
』
は
、
武
田
泰
淳
の
名
を
世
に
知
ら
し
め
る

こ
と
に
な
っ
た
実
質
的
な
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
。
そ
し
て
、
数
年
後

に
は
戦
後
派
作
家
と
し
て
開
花
し
て
い
く
武
田
泰
淳
の
文
学
の
本
質
、

核
な
る
も
の
を
内
包
し
て
い
る
作
品
で
も
あ
る
。 

 私
が
「
史
記
」
に
つ
い
て
考
へ
始
め
た
の
は
、
昭
和
十
二
年
、
出

征
し
て
か
ら
で
あ
る
。
は
げ
し
い
戰
地
生
活
を
送
る
う
ち
、
長
い

年
月
生
き
の
び
た
古
典
の 

さ
が
、
し
み
じ
み
と
身
に
し
み
て
來

て
、
漢
代
歷
史
の
世
界
が
、
現
代
の
こ
と
の
や
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

歷
史
の
き
び
し
さ
、
世
界
の
き
び
し
さ
、
つ
ま
り
現
實
の
き
び
し

さ
を
考
へ
る
場
合
に
、
何
か
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
り
得
る
も
の
が
、

「
史
記
」
に
は
有
る
、
と
思
は
れ
た
。 

  

武
田
泰
淳
は
日
中
戦
争
（
当
時
の
呼
称
は
「
支
那
事
変
」
。
「
日
支

事
変
」「
日
華
事
変
」
と
も
呼
ば
れ
た
）
に
出
征
し
、
中
国
大
陸
で
戦

地
生
活
を
送
る
な
か
で
『
史
記
』
の
世
界
を
体
得
し
た
わ
け
だ
が
、

そ
れ
を
「
歷
史
論
と
も
、
思
想
論
と
も
つ
か
ぬ
、 

藝
評
論
風
の
風

の
字
つ
き
の
も
の
」
と
し
て
作
品
化
し
て
い
く
過
程
に
は
、
様
々
な

存
在
か
ら
の
影
響
や
示
唆
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

本
稿
で
は
、
『
司
馬
遷
』
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
、
「
史
記
的
世
界

武
田
泰
淳
著
『
司
馬
遷
』
小
考 

ー
ー
父

・
大
島
泰
信
か
ら
示
唆
さ
れ
た
も
の
ー
ー 
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全
體
の
持
續
」「 

間
的
に 

成
さ
れ
た
歷
史
世
界
」
と
い
う
武
田
泰

淳
の
『
史
記
』
に
つ
い
て
の
把
握
と
認
識
に
、
父
・
大
島
泰
信
か
ら

の
示
唆
が
影
響
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
察
し
て
み
た
い
。 

  
 

 
 

 
 

 
二 

  

武
田
泰
淳
は
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
八
月
の
雑
誌
「
淨

土
」（
法
然
上
人
鑽
仰
會
）
に
発
表
し
た
随
筆
「
父
子
の
情
」
に
お
い

て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
随
筆
は
、
武
田
泰
淳

が
父
の
歿
後
、
程
経
ず
し
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。 

  
 

 

當
時
（
昭
和
五
年
以
後
數
年
）
、
息
子
の
方
は
非
合
法
運
動
に

ひ
つ
か
か
つ
て
捕
吏
の
せ
ま
る
所
と
な
り
、
狼
狽
憔
悴
、
は
な

は
だ
醜
態
を
き
は
め
て
ゐ
て
、
父
の
苦
衷
を
察
し
た
こ
と
が
な

い
。
警
察
署
の
樓
上
に
於
て
、
面
會
の
父
と
理
論
鬪
爭
も
し
か

ね
ま
じ
き
勢
ひ
で
あ
つ
た
。
父
は
白
き
ハ
ン
ケ
チ
を
ズ
ボ
ン
の

ポ
ケ
ツ
ト
よ
り
ひ
き
出
し
、
無
言
で
拘
留
中
の
子
に
手
わ
た
し

た
。
子
は
鼻
を
わ
づ
ら
つ
て
、 

え
ず
多
量
の
鼻
汁
を
流
し
て

ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
怒
罵
も
せ
ず
、
泣
き
落
と
し
も
せ
ず
、
父

は
子
が
大
學
中
途
退
學
を
決
し
た
日
、
ヘ
エ
ゲ
ル
全
集
を
子
の

机
上
に
贈
つ
た
。 

 

 

ま
た
、「
朝
日
新
聞
」
の
シ
リ
ー
ズ
記
事
「
ほ
ん
と
う
の
教
育
者
は

と
問
わ
れ
て
」
の
最
終
回
で
あ
る
第
一
〇
八
回
目
（
昭
和
四
十
五
年

十
二
月
二
十
九
日
（
火
曜
日
）
第
十
五
面
）
に
、「
僧
侶
の
父 

生
活

の
チ
エ
授
け
る 

無
愛
想
な
中
に
も
誠
意
」
と
い
う
随
筆
を
発
表
し

て
い
る
。
そ
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

大
学
に
は
い
っ
た
と
た
ん
に
、
警
察
に
つ
か
ま
り
、
そ
の
後
し

ば
し
ば
留
置
場
入
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
父
は
い
つ
も

必
ず
面
会
に
来
て
く
れ
た
。
鼻
を
わ
ず
ら
っ
て
い
て
、
紙
な
し
で

困
っ
て
い
た
私
に
、
自
分
の
ハ
ン
カ
チ
を
わ
た
し
て
く
れ
る
。
そ

ん
な
親
切
な
父
と
議
論
を
は
じ
め
た
り
す
る
私
を
、
特
高
の
刑
事

さ
ん
は
「
い
い
お
父
さ
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
な
ん
で
反
抗
な
ん
か
す

る
ん
だ
い
」
と
、
あ
き
れ
顔
で
し
か
っ
た
。 

二
年
間
の
戦
地
生
活
か
ら
も
ど
る
と
、
父
は
「
お
前
の
顔
も
少

し
緊
張
し
て
い
る
」
と
批
評
し
た
。 

手
紙
は
、
電
報
の
よ
う
に
短
か
っ
た
。
文
章
を
書
く
の
が
き
ら

い
で
、
卒
業
生
に
色
紙
な
ど
頼
ま
れ
る
と
、
し
ぶ
し
ぶ
な
が
ら
「
言

行
一
致
、
表
裏
相
応
」
と
書
い
て
や
り
、
そ
の
文
字
も
、
ま
る
で

字
で
あ
る
の
を
イ
ヤ
が
っ
て
い
る
み
た
い
な
、
ひ
か
え
目
で
、
け

れ
ん
味
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。 

私
の
発
表
す
る
文
章
は
、
て
い
ね
い
に
読
み
「
お
前
の
小
説
は

木
に
竹
を
つ
い
だ
よ
う
だ
ね
」
と
言
い
、
誤
字
な
ど
も
訂
正
し
、

（
４
） 
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し
ま
い
に
友
人
の
文
章
に
も
朱
筆
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
芥
川
と
い
う
人
は
、
あ
ま
り
色
気
の
あ
る
も
の
は
書
か
ん
な
。

『
細
雪
』
は
少
し
長
す
ぎ
て
、
た
い
く
つ
す
る
」
な
ど
と
意
見
を

の
べ
た
。「
こ
れ
か
ら
は
経
済
学
が
大
切
に
な
る
な
」「
敦
煌
の
文

献
が
あ
っ
た
ら
、
み
ん
な
買
っ
て
お
け
」
「
マ
ル
ク
ス
ば
か
り
で

な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
読
め
」
。
多
少
、
予
言
め
い
た
忠
告
も
あ
た

え
た
。 

 

武
田
泰
淳
の
父
・
大
島
泰
信
（
明
治
七
年
三
月
二
十
四
日
～
昭
和

二
十
七
年
三
月
十
八
日
）
は
、
浄
土
宗
僧
侶
で
あ
る
と
同
時
に
、
大

正
大
学
教
授
で
あ
り
、『
佛
敎
讀
本
』
一
・
二
巻
（
明
治
四
十
年
五
月
、

九
月
）
や
『
淨
土
宗
史
』（
大
正
三
年
一
月
『
淨
土
宗
全
書
』
第
二
十

巻
に
収
載
）
の
著
作
が
あ
る
仏
教
学
者
で
あ
る
。 

 

そ
の
父
か
ら
の
示
唆
に
よ
っ
て
、
時
期
は
明
確
に
は
判
明
し
な
い

も
の
の
、『
司
馬
遷
』
執
筆
以
前
の
段
階
で
、
武
田
泰
淳
が
ヘ
ー
ゲ
ル

を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。 

 

昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）
七
月
の
雑
誌
「
海
」
（
中
央
公
論
社
）

誌
上
で
行
わ
れ
た
、
武
田
泰
淳
・
佐
々
木
基
一
・
開
高
健
の
鼎
談
「
混

沌
か
ら
創
造
へ
」
に
お
い
て
も
、
武
田
泰
淳
は
次
の
よ
う
に
発
言
し

て
い
る
。 

 

武
田 

だ
か
ら
本
箱
に
は
堅
い
本
ね
、
支
那
研
究
の
本
と
か
、
経

済
学
の
本
と
か
。 

開
高 

ブ
ハ
ー
リ
ン
と
か‥

‥

。 

武
田 

そ
の
と
き
は
、
マ
ル
ク
ス
の
ほ
う
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
か

ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
。 

開
高 

な
る
ほ
ど
。
一
代
前
に
さ
か
の
ぼ
る
わ
け
だ
。 

武
田 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
訳
が
、
ち
ょ
う
ど
出
だ
し
た
頃
で
、
船
山

信
一
と
か
な
ん
と
か
い
う
の
が
偉
い
人
だ
っ
た
。 

佐
々
木 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
翻
訳
は
ま
だ
一
部
分
し
か
出
な
か
っ
た

で
す
ね
。 

武
田 

そ
れ
と
漢
文
や
仏
教
の
ほ
う
の
む
ず
か
し
い
全
集
。
つ
ま

り
ヘ
ー
ゲ
ル
だ
け
は
読
ん
で
も
い
い
と
い
う
わ
け
だ
。 

開
高 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
許
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
か
。 

佐
々
木 

も
ち
ろ
ん
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
い
ん
で
す
よ
。 

武
田 

だ
か
ら
み
ん
な
や
っ
て
い
た
ん
だ
。 

  

こ
の
発
言
か
ら
も
、
武
田
泰
淳
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
ん
で
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
が
伺
え
る
。
先
ず
、
こ
の
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。 

  
 

 
 

 
 

 

三 

  

武
田
泰
淳
は
、
自
著
『
司
馬
遷
』
を
、
つ
ま
り
武
田
泰
淳
が
考
え

る
「
史
記
的
世
界
」
を
次
の
よ
う
に
構
想
・
構
成
し
た
。 
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自
序 

凡
例 

第
一
篇 

司
馬
遷
傳 

第
二
篇 
「
史
記
」
の
世
界 

想 
＊
序 

 

Ⅰ
「
本
紀
」
に
つ
い
て 

＊
世
界
の
中
心 

＊
聖
と
惡 

＊
異
樣
な
る
個
人 

＊
人
間
始
皇
帝 

＊
二
つ
の
中
心 

＊
鴻
門
の
會 

＊
高
祖
「
本
紀
」
と
「
列
傳
」 

＊
お
そ
ろ
し
き
女 

Ⅱ
「
世
家
」
に
つ
い
て 

＊
並
立 

態 

＊
喪
家
の
狗 

＊
轉
換 

＊
持
續 

Ⅲ
「
表
」
に
つ
い
て 

「
列
傳
」
に
つ
い
て 

＊
「
伯
夷
」
か
ら
「
貨
殖
」
ま
で 

＊
象 

的
人
間 

＊
思
想
の
面 

＊ 
 

の
運
命 

＊
公
孫
弘
批
判 

＊ 

學
者 

＊
英
雄
豪
傑
（
一
） 

＊
英
雄
豪
傑
（
二
） 

＊
匈
奴
問
題 

Ⅴ
結
語 

後
記 

司
馬
遷
年
譜
對
照
表 

 

こ
の
中
で
、
「
史
記
的
世
界
全
體
の
持
續
」
「 

間
的
に 

成
さ
れ

た
歷
史
世
界
」
が
集
中
的
に
語
ら
れ
る
の
が
、「
Ⅱ
「
世
家
」
に
つ
い

て
」
に
配
置
さ
れ
た
「
＊
持
續
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
続

く
「
Ⅲ
「
表
」
に
つ
い
て
」
で
も
そ
れ
が
補
強
・
補
完
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
Ⅱ
「
世
家
」
に
つ
い
て
」
の
「
＊
持
續
」
で
は
、「
史
記
的
世
界
」

に
あ
る
「
決
し
て
持
續
を
許
さ
な
い
世
界
」
、「
持
續
と
轉
換
の
問
題
」

を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
「
世
家
」
三
十
篇
、「
象 

的

に
持
續
し
得
た
」
者
と
「
象 

的
に
は
持
續
し
得
な
か
つ
た
」
者
、

「
女
が
な
く
て
は
」
成
立
し
え
な
い
「
持
續
」
、
「
持
續
作
用
を
な
す

べ
き
相
互
關
係
」
が
逆
に
「
破
壞
作
用
を
し
て
ゐ
」
た
り
、「
自
壞
作

マ
マ 
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用
」
が
存
在
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
分
析
を
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う

に
纏
め
て
い
る
。 

  
 

 

そ
れ
で
は
一
體
、
史
記
的
世
界
に
於
け
る
「
持
續
」
と
は
、

如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
？ 

 
 

 

お
よ
そ
個
人
に
し
て
も
、
血
族
に
し
て
も
、
集
團
に
し
て
も
、

持
續
が
本
能
で
あ
る
。
本
能
で
は
あ
る
が
、
史
記
的
世
界
で
は
、

こ
の
本
能
を
と
ほ
す
の
が
困
難
で
あ
つ
た
。
し
か
し
持
續
が
困

難
な
こ
と
は
、「
史
記
」
で
は
、
榮
枯
盛
衰
、
生
者
必
滅
的
な
意

味
、
時
間
に
よ
る
變 

の
意
味
で
問
題
に
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は

な
い
。
持
續
が
、
轉
換
を
ふ
く
む
持
續
で
あ
り
、
持
續
を
書
く

こ
と
は
非
持
續
を
書
く
こ
と
に
な
る
と
は
言
ヘ
、
そ
れ
は
時
の

流
れ
に
詠
嘆
す
る
風
に
、
考
察
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
持

續
す
べ
き
も
の
が
持
續
し
な
い
の
を
、
た
だ
悲
し
む
べ
き
現
象

と
見
送
る
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
持
續
を
時
間
的
に
見
れ

ば
、
そ
れ
は
中
斷
さ
れ
、
轉
換
し
て
ゐ
る
。
持
續
を
個
別
的
に

考
ヘ
れ
ば
、
す
べ
て
つ
ひ
に
、
持
續
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
だ

が
「
史
記
」
は
持
續
を
、
さ
う
は
と
り
扱
つ
て
ゐ
な
い
。
史
記

的
世
界
で
は
、
持
續
は 

間
的
に
考
ヘ
ら
れ
て
ゐ
る
。
全
體
的

に
考
ヘ
ら
れ
て
ゐ
る
。
史
記
的
世
界
は
、「
本
紀
」
だ
け
、
或
は

「
世
家
」
だ
け
で
、
出
來
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。「
列
傳
」「
書
」

「
表
」
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
含
し
て
、
持
續
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。「
史
記
」
の
問
題
に
し
て
ゐ
る
の
は
、
史
記
的
世
界
全
體
の

持
續
で
あ
る
。
個
別
的
な
非
持
續
は
、
む
し
ろ
全
體
的
持
續
を

支
へ
て
ゐ
る
と
言
つ
て
よ
い
。
史
記
的
世
界
は
、
あ
く
ま
で 

間

的
に 

成
さ
れ
た
歷
史
世
界
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
持
續
も 

間

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
先
に
の
べ
た
、「
世
家
」
の
自
壞
作
用
、

相
互
中
斷
作
用
に
し
て
も
、
す
べ
て
は
史
記
世
界
全
體
の 

對

持
續
を 

へ
滿
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
史
記
」
の
ど
の
部

分
を
讀
ん
で
も
す
ぐ
氣
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
何
處
か
ら
讀
み
は

じ
め
て
も
、
結
局
は
こ
の 

對
持
續
ヘ
行
き
つ
く
の
で
あ
る
。

こ
の 

對
持
續
へ
行
き
つ
け
る
か
ら
こ
そ
、
史
記
的
世
界
は
、

眞
に 

間
的
な
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
「
Ⅲ
「
表
」
に
つ
い
て
」
で
は
、 

  

「
表
」
に
よ
つ
て
、
世
界
の
各
部
分
を
同
時
に
見
る
こ
と
は
、
歷

史
を 

間
的
に
考
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
歷
史
的
世
界
を 

對
持

續
に
於
て
見
、
か
つ
考
へ
る
事
と
言
つ
て
よ
い
。 

 
と
し
た
上
で
、
次
の
「 

「
列
傳
」
に
つ
い
て
」
へ
と
続
く
布
石
と

し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。 

 

こ
と
に
「
列
傳
」
と
な
る
と
、
む
し
ろ
持
續
な
ど
は
あ
ま
り
問
題

マ
マ 
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で
な
く
、
個
人
出
現
、
個
性
出
現
、
象 

的
主
張
な
ど
が
問
題
と

な
つ
て
來
る
の
で
、
と
も
す
れ
ば
史
記
的
世
界
の 

對
持
續
を
忘

れ
が
ち
に
な
る
。
し
か
し
如
何
な
る
個
人
が
何
を
主
張
し
、
何
を

象 
し
、
何
を
表
現
し
よ
う
が
、
い
づ
れ
も
以
上
十
表
の
何
處
か

に
書
き
込
ま
れ
、
ま
た
は
書
き
込
ま
れ
た
事
實
と
關
係
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
史
記
的
世
界
に
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
列

傳
」
も
や
は
り
單
な
る
「
列
傳
」
で
は
な
く
、 

對
持
續
す
る
史

記 

間
中
の
「
列
傳
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
個
人
と
世
界
、

個
人
と 

對
持
續
の
問
題
を
考
へ
る
た
め
に
「
列
傳
」
を
讀
ん
で

も
、
一
向
さ
し
つ
か
へ
は
な
い
。
か
へ
つ
て
そ
の
方
が
、「
列
傳
」

の
歷
史
哲
學
的
意
味
が
深
め
ら
れ
る
と
思
ふ
。 

  

こ
う
し
た
武
田
泰
淳
が
頻
繁
に
用
い
て
い
る
「
持
續
」
「 

間
的
」

と
い
っ
た
言
葉
、
す
な
わ
ち
捉
え
方
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
中
国
に
つ
い

て
講
ず
る
中
で
用
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
歷
史
哲
學
的
意

味
」
と
い
う
表
現
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
中
国
史
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
「
持
續
」

と
「 

間
的
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
も
の
を

を
掲
げ
る
。
武
田
泰
淳
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
ど
の
書
物
に
よ
っ
て
読
ん
で

い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
執
筆
段
階
で
は
、

複
数
の
ヘ
ー
ゲ
ル
関
係
の
書
籍
を
渉
猟
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
武
田
泰
淳
が
東
京
帝
国
大
学
を
正
式
に
退
学
し
た

昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
三
月
三
十
一
日
の
時
点
に
お
い
て
刊
行
さ

れ
入
手
で
き
た
書
籍
の
中
か
ら
、
昭
和
六
年
三
月
に
発
行
さ
れ
た
河

野
正
道
訳 

ラ
ッ
ソ
ン
版
『
歷
史
哲
學
緖
論
』
（
ヘ
ー
ゲ
ル
著
作
集 

第
一
巻 

白
揚
社
）
の
「
世
界
史
の
區
分
」（
三
八
八
頁
～
三
八
九
頁
）

か
ら
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

故
に
、
そ
こ
に
現
存
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
先
づ
第
一
に
、
未 

だ
主
觀
が
そ
の
中
で
そ
の
權
利
を
認
め
ら
れ
る
に
至
ら
な
い
で
、

一
つ
の
直
接
的
な
、
無
法
律
的
な
人
倫
が
よ
り
多
く 

配
し
て
ゐ

る
國
家
で
あ
る
。
そ
れ
は
歷
史
の
幼
年
期
で
あ
る
。
此
の
形
像
は

二
つ
の
方
面
に
分
裂
す
る
。
そ
の
第
一
は
、
家
族
關
係
に
基
づ
い

て
ゐ
る
國
家
、
訓
戒
と 

罰
と
に
依
つ
て
全
體
を
團
結
さ
せ
る
父

親
の
配
慮
の
國
家
、―

―

茲
に
は
未
だ
對
立
や
觀
念
性
が
現
は
れ

て
ゐ
な
い
の
で―

―

一
つ
の
散 

的
な
帝
國
で
あ
る
。
そ
れ
は
同

時
に
持
續
の
帝
國
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
ら
自
己
を
變 

さ
せ
る
こ

と
が
出
來
な
い
。
こ
れ
が
後
方
ア
ジ
ア
の
形
像
、
本
質
的
に 

那

帝
國
の
形
像
で
あ
る
。―

―

他
面
に
於
て
は
、
此
の 

間
的
な
持

續
に
時
間
の
形
式
が
對
立
し
て
ゐ
る
。
諸
々
の
國
家
は
自
己
の 

部 

は
そ
の
原
理
に
於
て
は
變 

し
な
い
が
、
無
限
の
相
互
的
な

變 

、
休
み
な
き
抗
爭
を
續
け
て
、
以
つ
て
彼
等
の
急
速
な
沒
落

を
準
備
し
て
ゐ
る
。
そ
の
國
家
が
外
部
に
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
時
は
、

個
體
的
原
理
の
豫
覺
が
現
は
れ
て
來
る
。
鬪
爭
と
抗
爭
と
は
一
つ

（
６
） 

（
５
） 

マ
マ 

、
、
、
、

、 

マ
マ 

マ
マ 
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の
自
己
集
中
、
自
己 

包
括
で
あ
る
。
だ
が
、
此
の
豫
覺
は
、
寧

ろ
よ
り
多
く
無
力
な
、
無
意
識
的
な
、
自
然
的
な
豫
覺
と
し
て
の

み
現
は
れ
、―

―

光
と
し
て
現
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
光
は
未
だ

自
己
知
識
的
人
格
の
光
で
は
な
い
。
此
の
歷
史
そ
の
も
の
も
亦
未

だ
主
と
し
て
沒
歷
史
的
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
歷
史
は
單

な
る
同
一
の
壯
嚴
な
沒
落
の
反
覆
に
過
ぎ
な
い
か
ら
。
勇
敢
や
力

や
義
俠
に
依
つ
て
以
前
の
莊
麗
で
あ
つ
た
も
の
に
と
つ
て
代
る

新
し
い
も
の
も
、
以
前
と
同
じ
衰
微
と
沒
落
と
の
循
環
を
繰
り
返

す
。
故
に
、
此
の
沒
落
は
眞
實
の
沒
落
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、

悉
ゆ
る
此
の
種
の
休
み
な
き
變 
に
依
つ
て
も
、
何
等
進
歩
が
行

は
れ
な
い
か
ら
。
一
つ
の
沒
落
し
た
も
の
に
と
つ
て
代
る
新
し
い

も
の
も
亦
、
沒
落 

の
中
に
沈
淪
し
て
行
く
。
茲
に
は
何
の
進
歩

も
行
は
れ
な
い
。
此
の
不
安
は
一
つ
の
非
歷
史
的
歷
史
（eine 

ungeschi chtliche G
eschichte

）
で
あ
る
。 

(

傍
点
原
文
の
マ
マ) 

  

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
世
界
の
歴
史
を
思
考
に
よ
っ
て
哲
学
的
に
考
究
し

よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
世
界
の
歴
史
は
、
世
界
精
神
の
発
展
過
程
、

つ
ま
り
理
性
や
自
由
の
発
展
過
程
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
と
考
え

て
い
た
。
そ
れ
は
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ
ャ
と
い
っ
た
東
洋
世

界
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
世
界
、
ロ
ー
マ
世
界
を
経
て
ゲ
ル
マ
ン
世
界
へ

と
行
き
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
歴
史
と
は
変
化
す
べ
き
も
の
、
発
展
す

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
中
国
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え
る
歴

史
の
法
則―

―

歴
史
と
は
変
化
し
発
展
す
る
も
の
で
あ
る―

―

か
ら

は
大
き
く
逸
脱
し
て
い
た
。
中
国
は
、
革
命
に
よ
っ
て
王
朝
が
変
わ

っ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
為
政
者
が
変
わ
っ
た
だ
け
、
表
層
的
な
現
象

が
変
わ
っ
た
だ
け
に
す
ぎ
ず
、
社
会
構
造
も
機
能
も
何
ら
変
わ
ら
な

い
。
本
質
的
に
変
わ
る
こ
と
が
全
く
な
い
。 

 

そ
れ
故
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
中
国
を
「
持
續
の
帝
國
」
と
呼
ん
だ
。
そ

し
て
、
そ
の
「
持
續
」
と
は
「 

間
的
な
持
續
」
で
あ
る
と
し
た
の

で
あ
る
。 

  

武
田
泰
淳
の
『
司
馬
遷
』
に
お
け
る
「
史
記
的
世
界
全
體
の
持
續
」

「 

間
的
に 

成
さ
れ
た
歷
史
世
界
」
と
い
う
『
史
記
』
の
捉
え
方

は
、
明
ら
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
中
国
史
観
を
援
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
を
「
歷
史
の
幼
年
期
」「
非
歷
史
的

歷
史
」
と
否
定
的
に
論
じ
た
の
に
対
し
、
武
田
泰
淳
は
お
お
い
に
肯

定
し
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  
 

 
 

 
 

 

四 

  

武
田
泰
淳
は
、
「
鴻
門
の
會
」
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、
次
の
よ 

う
に
語
っ
て
い
る
。 

マ
マ 

 

マ
マ 

マ
マ 



所 報 第１号 

 - 48 - 

 

「
鴻
門
の
會
」
の
面
白
さ
は
「
事
件
」
な
ど
と
い
ふ
、
偶
然
的
な

時
間
的
な
點
に
は
な
い
。
必
然
的
な 

間
的
な
つ
な
が
り
の
面
白

さ
、
一
つ
一
つ
の
天
體
の
動
き
が
、
大
き
な
宇
宙
の
運
動
を
か
た

ち
づ
く
つ
て
ゐ
る
、
あ
の
精
齊
な
「
全
體
」
の
面
白
さ
で
あ
る
。

こ
の
面
白
さ
は
「
史
記
」
の
面
白
さ
で
あ
る
。
司
馬
遷
の
歷
史
の

面
白
さ
で
あ
る
。
人
間
天 

學
の
面
白
さ
で
あ
る
。
一
人
一
人
の

個
性
、
一
つ
一
つ
の
行
爲
が
、
か
う
し
て
整
齊
な
「
全
體
」
に
む

す
び
つ
け
ら
れ
て
行
く
の
は
、
面
白
い
ば
か
り
で
な
く
、
歷
史
「
眞

實
ら
し
さ
」
と
も
な
る
の
で
あ
る
。 

  

武
田
泰
淳
に
と
っ
て
、「
「
史
記
」
の
面
白
さ
」「
司
馬
遷
の
歷
史
の

面
白
さ
」
は
、
中
国
の
歴
史
の
面
白
さ
、
中
国
全
体
の
面
白
さ
と
同

じ
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。 

昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
七
月
七
日
、
盧
溝
橋
事
件
を
き
っ
か

け
に
「
支
那
事
変
」（
日
中
戦
争
）
は
始
ま
っ
た
。
武
田
泰
淳
自
身
も
、

昭
和
十
二
年
十
月
十
六
日
に
応
召
し
、
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）

十
月
一
日
に
召
集
解
除
と
な
る
ま
で
、
兵
士
と
し
て
そ
こ
に
加
わ
っ

て
い
た
。
軍
は
「
支
那
事
変
」
を
聖
戦
と
称
し
た
が
、
戦
線
は
拡
大

長
期
化
し
泥
沼
化
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
国
家
が
「
大
東
亜
戦
争
」

と
呼
ぶ
世
界
大
戦
へ
と
な
だ
れ
込
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

武
田
泰
淳
は
「
結
語
」
の
中
で
、 

史
記
的
世
界
は
お
そ
ろ
し
い
。
眞
實
だ
か
ら
お
そ
ろ
し
い
。
だ
か

ら
棄
て
て
は
置
け
ぬ
の
で
あ
る
。 

 

と
記
し
た
。 

 

こ
こ
も
ま
た
、
中
国
的
世
界
の
お
そ
ろ
し
さ
、
中
国
の
お
そ
ろ
し

さ
、
と
置
き
換
え
て
み
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。 

 

「
大
日
本
帝
国
」
が
、
中
国
と
の
長
い
歴
史
や
黄
河
・
長
江
文
明

に
関
わ
る
深
い
文
化
の
影
響
を
忘
却
し
、
無
邪
気
に
、
身
勝
手
に
、

身
の
ほ
ど
知
ら
ず
に
、
無
謀
に
、「
支
那
事
変
」
か
ら
「
大
東
亜
戦
争
」

へ
と
戦
争
を
挑
ん
で
い
る
最
中
、
武
田
泰
淳
は
司
馬
遷
と
い
う
歴
史

家
の
魅
力
と
、
「
史
記
的
世
界
」
の
「
面
白
さ
」
「
お
そ
ろ
し
さ
」
を

遺
憾
な
く
綴
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
世
界
で
最
た
る
分
厚
い
歴

史
を
有
し
、
び
く
と
も
し
な
い
「 

間
的
」「
持
續
」
を
す
る
中
国
（
ヘ

ー
ゲ
ル
の
言
で
も
あ
る
「
持
續
す
る
帝
國
」
支
那
）
の
魅
力
と
「
面

白
さ
」
、
そ
し
て
、
日
本
人
が
決
し
て
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
中
国
の
「
お

そ
ろ
し
さ
」（
敬
意
を
含
め
た
畏
怖
）
を
、
実
は
潜
ま
せ
て
い
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
惨
め
な
中
国
、
汚
い
中
国
、
遅
れ
た
中
国
、
幼
稚

な
中
国
、
か
わ
い
そ
う
な
中
国
、
憐
れ
む
べ
き
中
国
な
ど
で
は
な
い
、

中
国
の
「
お
そ
ろ
し
さ
」
を
。 

 
 

父
・
大
島
泰
信
自
身
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
を
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
た
の
か
、
息
子
・
武
田
泰
淳
と
の
間
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
何

（
７
） 
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か
議
論
は
交
わ
さ
れ
た
の
か
、
司
馬
遷
や
『
史
記
』
、
そ
し
て
中
国
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
か
な
ど
、
興
味
は
尽
き

な
い
。
司
馬
遷
が
父
・
司
馬
談
の
精
神
を
背
負
っ
て
い
た
よ
う
に
、

も
し
か
し
た
ら
、
父
・
大
島
泰
信
の
考
え
を
武
田
泰
淳
が
何
か
受
け

継
い
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

優
れ
た
文
学
作
品
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

様
相
が
描
き
込
ま
れ
る
。
本
稿
で
論
じ
た
問
題
は
、
そ
の
一
つ
の
姿

で
あ
る
。 

 

と
も
か
く
、
父
・
大
島
泰
信
に
よ
る
「
ヘ
ー
ゲ
ル
も
読
め
」
と
い

う
示
唆
は
、
武
田
泰
淳
が
傑
作
『
司
馬
遷
』
を
生
み
出
す
重
要
な
き

っ
か
け
の
一
つ
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 
 

（
注
） 

（
１
）
東
洋
思
想
叢
書
『
司
馬
遷
』
昭
和
十
八
年
三
月
三
十
日
第
一

刷
印
刷 

同
年
四
月
五
日 

第
一
刷
発
行
（
三
〇
〇
〇
部
）

日
本
評
論
社 

な
お
、
本
稿
の
引
用
は
こ
の
版
に
拠
る
も
の
と
す
る
。
仮
名

遣
い
は
も
ち
ろ
ん
、
旧
漢
字
も
可
能
な
限
り
こ
れ
に
従
っ
た
。 

（
２
）
前
掲
（
１
）
の
「
自
序
」 

（
３
）
前
掲
（
１
）
の
「
自
序
」 

（
４
）
掲
載
誌
の
表
紙
（
目
次
）
で
は
、
タ
イ
ト
ル
が
「
父
と
子
」

と
な
っ
て
い
る
。 

（
５
）
拙
稿
「
武
田
泰
淳
の
軌
跡―

―

中
央
郵
便
局
事
件
と
そ
の
揺

曳―
―

」（
二
松
學
舍
大
学
大
学
院
紀
要
「
二
松
」
第
七
集 

平

成
五
年
三
月
）
に
お
い
て
論
じ
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
６
）
鈴
木
權
三
郎
訳 

『
歷
史
哲
學
』
（
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
第
十
巻 

 

岩
波
書
店 

昭
和
七
年
十
二
月
）
の
「
區
分
」（
一
八
九
頁
～

一
九
一
頁
）
も
ま
た
、
同
様
の
該
当
箇
所
で
あ
る
。 

（
７
）
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
十
二
月
十
二
日
、
東
條
英
機
内

閣
の
閣
議
決
定
で
、「
今
次
ノ
對
米
英
戰
爭
及
今
後
情
勢
ノ
推

移
ニ
伴
ヒ
生
起
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
戰
爭
ハ 

那
事
変
ヲ
モ

含
メ
大
東
亞
戰
爭
ト
呼
称
ス
」
と
さ
れ
た
。 




