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李
セ
ボ
ン
著

『「
自
由
」
を
求
め
た
儒
者

─
中
村
正
直
の
理
想
と
現
実
』

（
中
央
公
論
新
社
・
二
〇
二
〇
年
）

菅
　
原
　
　
光

一

　
「
儒
教
的
教
養
が
明
治
の
中
期
以
後
、
急
激
に
う
す
れ
て
ゆ
き
、
し
か

も
天
命
や
天
道
に
か
わ
る
普
遍
主
義
的
観
念
が
根
付
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、

伝
統
的
な
神
国
思
想
の
ウ
ル
ト
ラ
化
を
容
易
に
し
た
一
つ
の
思
想
的
要
因

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
丸
山
眞
男
「
開
国
」、『
丸
山
眞
男
集
』
第
八
巻
、
六

四
頁
）。
儒
教
の
重
要
概
念
で
あ
っ
た
「
天
」
の
よ
う
な
、
権
力
に
対
す

る
抑
制
機
能
を
持
ち
得
る
普
遍
的
な
観
念
が
大
日
本
帝
国
に
は
存
在
し
な

か
っ
た
と
す
る
分
析
で
あ
る
。「
天
」
と
い
う
観
念
が
現
実
に
ど
れ
ほ
ど

の
意
味
を
持
ち
得
た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
福
澤
諭
吉
が
「
天
は
人
の

上
に
人
を
作
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
作
ら
ず
」
と
述
べ
、
人
権
が
ま
さ

に
「
天
賦
」
の
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
頃
ま
で
は
、
少
な
く
と

も
「
天
」
は
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
語
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
の
福
澤
自

身
、
次
第
に
「
天
」
に
言
及
し
な
く
な
り
、
天
賦
人
権
論
を
鼓
吹
す
る
こ

と
も
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、「
天
」
は
思
想
を
語
る
語
と
し
て

は
死
語
化
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
他
方
、
李
セ
ボ
ン
『「
自
由
」
を

求
め
た
儒
者

─
中
村
正
直
の
理
想
と
現
実
』
が
考
察
対
象
と
し
て
定
め

る
中
村
正
直
は
、
福
澤
と
は
異
な
り
、
終
生
「
天
」
に
こ
だ
わ
り
を
持
ち

続
け
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。
中
村
は
、
昌
平
坂
学
問
所
に
お
け
る
御
儒
者

と
し
て
、
同
時
代
に
お
い
て
最
も
深
く
儒
学
を
究
め
た
と
言
え
る
人
物
で

あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
深
い
共
感
を
も
示
し
、
さ

ら
に
は S. Sm

iles, Self-H
elp, 1（5（ 

や J. S. M
ill, O

n Liberty, 1（5（ 

の
訳
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
『
西
国
立
志
編
』、『
自
由
之
理
』
の
名
で
訳
述
刊

行
し
た
人
物
で
あ
る
。『
西
国
立
志
編
』
は
福
澤
諭
吉
『
学
問
の
す
す
め
』

と
並
ぶ
明
治
期
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
福
澤
ら
と
共

に
日
本
初
の
学
術
団
体
と
言
わ
れ
る
明
六
社
を
結
成
し
て
活
躍
し
た
こ
と
、

『
教
育
勅
語
』
の
原
案
作
成
を
依
頼
さ
れ
執
筆
し
た
こ
と
な
ど
を
加
え
て

も
良
い
。

  

以
上
の
よ
う
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
か
ら
す
れ
ば
、
中
村
正
直
の
重
要
性
は

明
ら
か
で
あ
っ
た
が
、
大
久
保
健
晴
「
明
治
エ
ン
ラ
イ
ト
ン
メ
ン
ト
と

中
村
正
直
㈠
㈡

─
『
自
由
之
理
』
と
「
西
学
一
斑
」
の
間
」（『
東
京
都

立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
三
九
巻
一
号
・
二
号
）
や
、
李
セ
ボ
ン
「「
道
」
と

「
教
」

─
阪
谷
素
と
中
村
正
直
」（
河
野
有
理
編
『
近
代
日
本
政
治
思
想

史
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
の
よ
う
な
優
れ
た
研
究
成
果
が
発

表
さ
れ
て
は
き
た
も
の
の
、
近
年
の
明
治
思
想
史
研
究
の
水
準
で
為
さ
れ

る
単
著
に
よ
る
総
合
的
な
中
村
研
究
の
登
場
は
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
。
近

年
の
研
究
で
は
、「
啓
蒙
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
明
治
思
想
を
捉
え
る
こ

と
の
問
題
性
や
、
明
治
思
想
に
影
響
を
与
え
た
西
洋
思
想
並
び
に
儒
学
、

国
学
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
思
想
の
多
様
性
も
明
ら
か
に
な
る
な
ど
、
丸
山
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173　書　評

眞
男
以
来
の
近
代
思
想
研
究
の
枠
組
み
を
無
批
判
に
踏
襲
す
る
こ
と
は
も

は
や
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。「
西
洋
思
想
の
影
響
が
あ
り
…
…
」
と

か
「
儒
学
の
発
想
が
残
存
し
…
…
」
と
い
っ
た
大
雑
把
な
物
言
い
も
為
さ

れ
な
く
な
っ
て
き
た
し
、
福
澤
諭
吉
の
み
を
排
他
的
に
評
価
す
る
と
い
う

姿
勢
も
見
直
さ
れ
て
き
た
。
徐
々
に
進
め
ら
れ
て
き
た
明
治
思
想
イ
メ
ー

ジ
の
書
き
換
え
が
、
本
書
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
洗
練
度
を
加
え
て
為
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

本
書
の
特
徴
は
、
中
村
正
直
と
い
う
人
物
を
徹
底
し
て
内
在
的
に
理
解

し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
あ
る
。
著
者
は
、〈
儒
学
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
〉

と
い
う
一
般
化
し
て
い
る
中
村
イ
メ
ー
ジ
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
中
村

が
用
い
る
語
の
出
典
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
こ
と
を
通
じ
、
キ
リ
ス
ト
教

に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
議
論
で
あ
っ
て
も
、
実
は
儒
学
的
に
思

考
し
て
い
た
中
村
の
姿
を
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
し
か
も
ま

た
、
中
村
の
基
底
に
あ
っ
た
思
想
を
儒
学
と
し
て
一
口
に
括
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
多
様
性
ま
で
含
め
て
復
元
さ
れ
て
い
る
。
昌
平
坂
学
問
所
の
御

儒
者
と
し
て
、
中
村
は
も
ち
ろ
ん
、
朱
子
学
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い

た
。
中
村
が
行
う
様
々
な
政
策
論
や
具
体
的
な
判
断
に
お
い
て
、
朱
子
学

的
な
発
想
こ
そ
が
ベ
ー
ス
に
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
本
書
で
も
、
例

え
ば
、「
統
治
者
に
よ
る
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
理
想
の
統
治
状
態
に
到

達
で
き
る
と
主
張
し
た
」
荻
生
徂
徠
的
な
思
考
方
法
と
は
明
ら
か
に
異
な

る
も
の
と
し
て
中
村
の
発
想
が
説
明
さ
れ
、「
人
間
の
根
本
的
な
「
性
質
」

の
「
改
造
」
に
よ
っ
て
の
み
真
の
「
一
新
」
を
成
就
で
き
る
と
い
う
中
村

の
思
想
は
明
ら
か
に
朱
熹
に
近
く
」、「
徂
徠
の
そ
れ
と
は
対
極
に
あ
っ

た
」
と
さ
れ
て
い
る
（
一
三
四
頁
）。
し
か
し
他
方
、
中
村
の
思
想
の
重

要
部
分
を
形
作
る
も
の
と
し
て
分
析
さ
れ
る
「
天
」
観
念
を
論
じ
る
際
に

は
、
中
村
は
先
秦
時
代
の
儒
学
文
献
、『
詩
経
』
や
『
書
経
』
を
論
拠
と

し
て
多
用
し
、
朱
子
学
に
対
し
て
は
む
し
ろ
批
判
的
な
眼
差
し
を
向
け
て

い
た
と
著
者
は
指
摘
す
る
（
一
二
一
頁
）。
以
上
の
よ
う
な
丁
寧
な
読
解

を
通
じ
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
を
示
し
『
西
国
立
志
編
』
や
『
自
由
之

理
』
を
翻
訳
出
版
し
た
と
い
う
意
味
で
は
洋
学
者
で
あ
っ
た
中
村
を
「
儒

者
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
」
と
し
て
理
解
し
て
き
た
先
行
研
究
を
却
け
、

著
者
は
「
儒
者
だ
か
ら
こ
そ
」
の
こ
と
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し

て
い
る
。
中
村
は
、
儒
者
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
し
て
儒
者
と
し
て
、
西
洋
に

関
心
を
持
ち
洗
礼
を
受
け
さ
え
し
た
の
で
あ
る
。

二

  

従
来
の
中
村
研
究
は
、『
西
国
立
志
編
』、『
自
由
之
理
』
を
翻
訳
出
版

し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
強
い
関
心
を
示
し
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

「
明
治
啓
蒙
思
想
家
」
と
し
て
の
中
村
に
注
目
し
て
き
た
。
し
か
し
、
明

治
前
期
の
思
想
家
達
に
自
ら
を
「
啓
蒙
思
想
家
」
と
捉
え
る
自
意
識
は
な

か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。「
啓
蒙
」
思
想
と
し
て
の
価
値

を
査
定
す
る
と
い
う
視
点
は
、
中
村
研
究
に
お
い
て
も
的
外
れ
な
も
の
で

あ
る
（
一
三
頁
）。「
明
治
啓
蒙
思
想
」
も
「
洋
学
」
も
、
中
村
の
思
想
を

捉
え
る
上
で
は
外
在
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
過
ぎ
な
い
。
著
者
が
中
村
を

見
る
際
に
重
視
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
儒
学
」
で
あ
る
。
本
書
は
、

「
中
村
の
学
問
的
な
基
底
を
な
し
、
終
生
、
変
わ
る
こ
と
な
く
思
想
の
拠
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り
所
と
な
っ
て
い
た
儒
学
の
文
脈
を
重
視
し
つ
つ
、
彼
の
問
題
関
心
の
再

構
成
を
試
み
る
」（
九
頁
）
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
著
者
が
注
目
す
る
「
留
学
奉
願
候
存
寄
書
付
」
に
は
、
儒
者

だ
か
ら
こ
そ
洋
学
を
学
習
す
べ
き
と
す
る
留
学
希
望
理
由
が
記
さ
れ
て
い

る
。
中
村
に
よ
れ
ば
、
外
国
の
政
治
や
風
俗
、
言
語
、
学
術
を
学
ぶ
こ
と

は
、
ま
さ
に
儒
者
の
職
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
格
物
致
知
」
と
い
う
朱
子

学
に
お
け
る
学
問
、
修
養
の
実
践
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
日
本
の
儒
学
者
が

中
国
や
朝
鮮
に
関
心
を
持
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
今
の
儒
学
者
は
洋

学
や
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
を
持
ち
洋
書
を
読
む
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
中
村
自
身
の
発
想
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、『
自
由
論
』

の
翻
訳
も
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
も
、
あ
く
ま
で
も
儒
学
に
依
拠
し
た

中
村
自
身
の
思
想
と
し
て
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
著
で
あ
る

『
自
由
論
』
で
あ
れ
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
、
正
解
と
し
て
設
定
さ
れ
る
外

在
的
な
基
準
へ
の
到
達
度
を
判
定
す
る
よ
う
な
姿
勢
で
は
、
中
村
自
身
の

思
想
を
内
在
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
傾
倒
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
「
敬

天
」
と
い
う
発
想
も
、
儒
学
者
故
の
発
想
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
天
」
と

い
う
超
越
的
な
存
在
に
対
す
る
「
敬
」
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
間
世
界
に

お
け
る
規
範
が
成
り
立
つ
と
中
村
は
考
え
る
。
そ
れ
は
確
か
に
「
天
即

理
」
と
い
う
発
想
を
明
確
に
否
定
す
る
な
ど
、
朱
子
学
的
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
（
一
二
二
頁
）。「
天
」
は
外
在
的
か
つ
超
越
的
な
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
〈
儒
学
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
〉
と
い
う
位

相
で
捉
え
ら
れ
、
そ
の
上
で
、
三
位
一
体
や
原
罪
に
対
す
る
眼
差
し
、
キ

リ
ス
ト
論
を
欠
い
て
い
る
な
ど
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
不
十
分
さ
が

強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
中
村
に
お
け
る
「
敬
天
」
は
、
朱
子
学
以
前

の
「
天
」
観
念
が
念
頭
に
置
か
れ
た
儒
学
思
想
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
理
解
と
し
て
の
正
当
性
と
い
う
議
論
は
、
そ
も
そ

も
の
問
題
設
定
自
体
が
的
外
れ
だ
と
い
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、「
理
」
で

は
な
く
「
天
」「
上
帝
」
を
重
視
し
、
そ
の
超
越
性
を
強
調
す
る
姿
勢
は
、

李
退
渓
、
丁
茶
山
ら
、
朝
鮮
の
儒
学
者
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
儒

学
者
に
と
っ
て
十
分
に
あ
り
得
る
「
天
」
理
解
で
あ
っ
た
。
第
四
章
、
第

五
章
で
詳
し
く
分
析
さ
れ
る
『
西
国
立
志
編
』『
自
由
之
理
』
も
、
そ
れ

以
前
に
著
さ
れ
て
い
た
中
村
自
身
の
「
敬
天
愛
人
説
」、『
請
質
所
聞
』
に

お
け
る
、
少
数
の
治
者
に
よ
る
統
治
で
は
な
く
「
民
人
」
自
ら
の
修
養
に

基
づ
く
自
治
を
目
指
す
べ
き
だ
と
す
る
議
論
の
延
長
上
に
理
解
さ
れ
て
い

る
。『
西
国
立
志
編
』
も
『
自
由
之
理
』
も
、
中
村
自
身
の
内
に
あ
る
儒

学
的
な
発
想
を
深
化
さ
せ
た
思
想
作
品
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ

り
、
単
な
る
翻
訳
書
と
し
て
捉
え
る
の
は
誤
り
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、『
西
国
立
志
編
』
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
基
礎
に
描
き
出
さ

れ
る
「
自
主
」
の
人
格
は
、
朱
子
学
の
「
修
養
」
に
励
む
人
間
像
に
読
み

替
え
ら
れ
「
敬
天
」
の
思
想
で
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、

従
来
の
儒
学
的
発
想
そ
の
ま
ま
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
儒
学
に
お
い
て

は
統
治
の
対
象
と
さ
れ
る
「
民
」
自
身
が
奮
起
し
、
国
を
よ
り
良
き
状
態

へ
と
推
し
進
め
る
と
い
う
「
民
」
の
「
活
潑
」
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
た

イ
ギ
リ
ス
留
学
経
験
も
影
響
し
（
七
五
頁
）、
天
の
外
在
性
・
超
越
性
を

前
提
に
し
て
、
統
治
者
と
被
治
者
と
の
区
別
を
取
り
除
い
た
互
酬
的
な
人
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間
関
係
に
着
目
し
、
人
と
人
と
の
間
に
お
け
る
道
徳
を
導
き
出
し
た
と
い

う
点
に
中
村
の
特
徴
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
（
八
六
頁
）。
君
主
の
役
割

が
限
定
的
に
捉
え
ら
れ
、「
自
主
」
の
精
神
に
富
ん
だ
「
民
人
」
の
主
体

性
が
強
調
さ
れ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
に
、
朱
子
学
や
徳
川
日
本
の
秩
序

観
と
の
相
違
、
西
洋
と
の
邂
逅
の
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
（
一
五
三
頁
）。

三

　

洋
学
に
関
心
を
持
ち
、
訳
書
も
刊
行
し
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
洗

礼
も
受
け
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
終
生
儒
学
者
と
し
て
の
自
意
識
に
変
容

が
な
い
と
い
う
中
村
の
思
想
は
、
折
衷
的
と
い
う
曖
昧
な
表
現
で
処
理
さ

れ
た
り
、
本
人
と
は
無
縁
の
外
在
的
な
基
準
に
基
づ
い
た
限
界
を
指
摘
す

る
こ
と
が
容
易
な
対
象
で
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
通
り
の
説
明
が
為

さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。
福
澤
諭
吉
と
比
べ
、「
不
完
全
」
な
「
啓

蒙
」
思
想
家
と
し
て
低
く
評
価
さ
れ
、
そ
の
存
在
感
が
薄
れ
て
い
っ
た
の

は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
（
一
三
頁
）。
そ
れ
に
対
し
て
本
書
は
、
中
村
正

直
の
思
想
を
徹
底
し
て
内
在
的
に
捉
え
た
本
格
的
な
研
究
書
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
中
村
正
直
理
解
を
根
底
か
ら
覆
そ
う
と
し
た
労
作
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
中
村
正
直
研
究
と
し
て
の
意
義
が
明
ら
か
な
一
方
で
、
近
代

日
本
思
想
研
究
と
し
て
本
書
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
ち
得
る
か
に
つ
い

て
の
著
者
の
筆
致
は
極
め
て
禁
欲
的
で
あ
る
。
本
書
が
探
り
当
て
た
中
村

の
思
想
は
、
明
治
思
想
理
解
に
何
を
も
た
ら
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
必
ず

し
も
明
快
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
歯
が
ゆ
い
読
後
感
が
残
る
こ
と
は

否
め
な
い
。
そ
こ
に
は
、
先
行
研
究
と
の
関
係
で
、
中
村
が
終
生
儒
学
者

で
あ
っ
た
と
い
う
側
面
に
こ
そ
注
力
す
べ
き
だ
と
い
う
論
述
戦
略
が
関
係

し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
周
到
で
着
実
な
分
析
が
求
め
ら
れ
る
学
位
論
文

が
基
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
中
村
正
直

を
内
在
的
に
捉
え
直
す
こ
と
こ
そ
が
本
書
に
お
け
る
優
先
課
題
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
了
解
可
能
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
分
か
っ
た
上
で
な
お
、

歯
が
ゆ
い
読
後
感
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

儒
学
の
教
養
を
有
す
る
洋
学
者
と
い
う
共
通
項
を
持
つ
思
想
家
と
し
て
、

例
え
ば
西
周
は
、
中
村
と
共
通
す
る
語
彙
を
用
い
て
思
想
を
展
開
し
て
い

た
。
西
も
ま
た
、
中
村
と
同
様
、
規
範
が
成
り
立
ち
得
る
こ
と
を
証
明
す

る
た
め
に
、「
理
」
や
「
天
」
と
い
っ
た
用
語
を
用
い
た
考
察
を
め
ぐ
ら

す
が
、
そ
の
結
論
は
、
中
村
と
は
だ
い
ぶ
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
両
者
を
比
較
し
た
時
に
、
中
村
の
結
論
は
ど
の
よ
う
に
分

析
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
著
者
自
身
が
こ
れ
ま
で
に
研
究

し
て
き
た
阪
谷
素
と
比
較
し
た
時
に
、
中
村
の
思
想
は
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
阪
谷
こ
そ
は
、
洋
学
の
素
養
に
欠
け
る
が
故
に
、

徹
底
し
て
儒
学
的
に
思
考
し
て
い
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。

　

著
者
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
関
心
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い

よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
著
者
は
、
強
弱
・
優
劣
を
競
う
こ
と
へ
の
儒
学
的

な
拒
否
反
応
に
基
づ
き
、
正
し
い
「
品
行
」
と
「
風
俗
」
の
重
要
性
を
強

調
す
る
中
村
の
思
想
を
捉
え
る
際
、「
福
沢
諭
吉
が
英
語
の com

petition 
の
訳
語
と
し
て
「
競
争
」
を
用
い
た
時
に
幕
府
の
要
人
が
「
争
」
の
字
を

「
穏
や
か
で
な
い
」
と
い
う
理
由
で
彼
を
咎
め
た
と
い
う
有
名
な
逸
話
」

に
言
及
し
て
い
る
（
一
四
四
頁
）。〈「
天
」
を
源
泉
と
す
る
価
値
は
絶
対
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的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、「
争
」
に
意
味
は
な
い
〉、
そ
う
著
者
は
中
村
の

主
張
を
要
約
す
る
。「
争
」
は
相
対
的
な
価
値
の
追
求
に
過
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
正
し
い
「
品
行
」
と
「
風
俗
」
で
あ
る
。
他

方
の
福
澤
は
、「
競
争
」
に
価
値
を
見
出
し
、
時
に
必
要
以
上
と
も
言
え

る
ほ
ど
に
論
争
に
邁
進
し
、
そ
の
た
め
の
「
演
説
」
の
普
及
に
も
尽
力
し

た
。「
競
争
」
こ
そ
は
、
社
会
を
進
歩
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
精
神
だ
と

福
澤
は
考
え
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
分
か
っ
た
上
で
な
お
、
し
か
し
著
者

は
、「
中
村
が
「
無
所
争
子
」「
無
所
争
翁
」
と
い
う
号
を
用
い
、
そ
の
書

斎
を
「
無
所
争
斎
と
名
付
け
た
」
の
は
儒
学
的
な
背
景
に
起
因
す
る
」
と

だ
け
述
べ
、
中
村
と
福
澤
と
を
比
較
し
て
論
じ
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
ま
た
、
著
者
は
『
西
国
立
志
編
』
や
『
自
由
之
理
』
に
お
け

る
中
村
の
「
自
由
」
理
解
と
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
や
『
文
明
論
之
概
略
』

に
お
け
る
福
澤
の
「
自
由
」
理
解
と
の
間
に
は
思
想
的
な
一
致
が
存
在
し

た
と
述
べ
る
（
一
六
八
頁
）。
し
か
し
、
そ
う
述
べ
る
箇
所
に
付
さ
れ
た

注
で
は
、
松
田
宏
一
郎
「
福
澤
諭
吉
と
明
治
国
家
」（『
日
本
思
想
史
講
座

（

─
近
代
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
三
年
）
が
ひ
か
れ
、
明
治
十
年
代
以

降
の
福
澤
が
国
家
に
よ
る
介
入
と
操
作
な
し
に
は
人
々
を
政
治
社
会
の
問

題
関
心
に
動
機
付
け
る
「
気
力
」
が
失
わ
れ
た
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
こ
と
が
適
切
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
福
澤
は
そ
の
後
、
人
心
収
攬

の
た
め
の
装
置
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
両
者
の
一
致
を

主
張
で
き
る
の
は
、
福
澤
の
主
張
の
ご
く
一
部
分
の
み
を
切
り
取
っ
た
場

合
に
の
み
可
能
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
著
者
も
了
解
済
み
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
も
そ
も
、
宗
教
一
般
に
偽
善
的
な
も
の
を
嗅
ぎ
取
ろ
う
と
す
る

傾
向
を
持
つ
福
澤
と
中
村
と
の
間
に
は
か
な
り
の
距
離
が
存
在
す
る
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
明
治
十
年
代
以
降
の
福
澤
が
「
自
治
」

に
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
点
で
は
、「
自
主
」
の
精
神
に

富
ん
だ
「
民
人
」
の
主
体
性
を
強
調
す
る
中
村
の
議
論
と
の
比
較
が
成
り

立
つ
。
も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
、
国
民
一
般
の
素
因
と
し
て
自
治
の
習
慣
が

あ
っ
た
と
す
る
戦
略
的
議
論
を
展
開
し
た
「
国
会
の
前
途
」
に
お
け
る
福

澤
の
主
張
と
、「
自
主
」
の
精
神
に
富
ん
だ
「
民
人
」
の
主
体
性
を
強
調

し
つ
つ
も
、
現
実
の
「
民
人
」
を
そ
の
よ
う
な
「
民
人
」
へ
と
「
改
造
」

す
る
た
め
の
教
化
の
問
題
に
も
大
き
な
力
点
を
置
い
て
い
た
中
村
の
発
想

と
の
間
に
存
在
す
る
距
離
は
小
さ
く
な
い
。
そ
の
距
離
は
ど
う
分
析
で
き

る
だ
ろ
う
か
。

　

中
村
を
儒
学
者
と
し
て
理
解
し
、「
天
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
跡
付
け
る

と
い
う
本
書
の
作
業
は
、
著
者
の
強
調
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
な
る
古
さ
、 

近
代
思
想
へ
の
過
渡
的
な
思
想
と
し
て
読
ま
れ
か
ね
な
い
。「
天
」
の
よ

う
な
普
遍
主
義
的
観
念
の
意
義
を
論
じ
る
に
は
、
も
う
一
手
間
か
け
た

議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
読
者
の
共
感
を
前
提
に
し
て
中
村
に
お
け
る

「
天
」
へ
の
こ
だ
わ
り
が
了
解
さ
れ
得
る
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

丸
山
が
「
開
国
」
を
著
し
た
頃
と
は
時
代
状
況
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

本
書
が
明
ら
か
に
し
た
中
村
の
思
想
を
明
治
思
想
全
体
の
中
に
位
置
づ

け
、
同
時
代
の
思
想
家
と
の
比
較
を
踏
ま
え
た
時
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

言
い
得
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
近
代
日
本
思
想
研
究
そ
の
も
の
に
突
き

つ
け
ら
れ
た
課
題
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

 

（
専
修
大
学
教
授
）
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