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き
ま
し
た
が
、
そ
の
言
葉
は
封
建
制
の
時
代
に
は
存
在

し
な
か
っ
た
日
本
人
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
概
念
で
し

た
。「F

reedom

（
フ
リ
ー
ダ
ム
）」
こ
れ
を
ど
う
訳
す

の
か
。「
他
か
ら
の
束
縛
を
受
け
ず
、
自
分
の
思
う
ま

ま
に
ふ
る
ま
え
る
こ
と
」
と
理
解
し
、「
自（
み
ず
か
）

ら
由（
よ
）し
と
す
る
こ
と
」＝「
自
由
」と
い
う
言
葉

を
生
み
出
し
た
武
士
階
級
の
方
々
と
、
そ
れ
を「
な
る

ほ
ど
」と
受
け
入
れ
日
常
会
話
に
取
り
込
み
難
な
く
使

い
こ
な
し
て
し
ま
っ
た
庶
民
層
の
方
々
の
知
恵
と
、
そ

れ
を
可
能
と
し
た
藩
校
や
寺
子
屋
で
の「
言
葉
」の
積

み
重
ね
を
、
私
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

今
の
時
代
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
を
そ
の
ま

フ
リ
ー
ダ
ム
は
な
ぜ
自
由
!?

1
8
7
2（
明
治
5
）年
に
近
代
的
な
学
校
制
度
を

定
め
た
教
育
法
令「
学
制
」が
公
布
さ
れ
て
か
ら
、
本

年
9
月
で
1
5
0
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
明
治
維
新

以
降
に
飛
躍
的
に
展
開
さ
れ
た
学
校
教
育
の
近
代

化
は
、
明
治
期
の
日
本
の
発
展
を
支
え
る
大
き
な
力

と
な
り
ま
し
た
。
明
治
5
年
と
い
う
極
め
て
早
い
時

期
に
学
校
を
基
本
と
し
た
教
育
制
度
が
公
布
さ
れ
、

1
8
8
6（
明
治
19
）年
に
初
め
て「
義
務
教
育
」の
文

言
が
登
場
し
、
当
初
3
～
4
年
と
さ
れ
た
就
学
年
限

は
明
治
の
終
わ
り
に
は
6
年
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

な
ぜ
、
こ
う
し
た
急
速
な
教
育
制
度
が
実
現
で

き
た
の
か
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
武
士
の
藩
校
と
庶

民
の
寺
子
屋
の
存
在
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
全
国

に
2
5
0
余
り
の
藩
が
あ
る
中
、
藩
校
は
1
8
0
0

年
代
に
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
藩
に
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
幕
末
期
の
欧
米
諸
国
か
ら
の
外
圧
を
契

機
に
、
国
学
だ
け
で
な
く
洋
学
も
盛
ん
に
な
り
、
明

治
政
府
や
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
地
方
政

府
を
支
え
た
下
級
武
士
も
、
藩
校
で
の
学
び
に
影

響
さ
れ
多
く
の
知
識
と
刺
激
を
受
け
て
い
き
ま
し
た
。

寺
子
屋
は
読
み
書
き
算そ
ろ
ば
ん盤
を
学
ぶ
場
か
ら
始
ま
り
、

1
7
0
0
年
代
後
半
以
降
の
農
業
や
手
工
業
の
発
展

を
背
景
に
各
地
で
独
自
に
展
開
さ
れ
、
庶
民
の
学
習

意
欲
の
高
ま
り
と
身
分
制
へ
の
疑
問
や
批
判
も
含
め

て
改
革
志
向
を
生
み
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

明
治
維
新
後
、
多
く
の
外
国
語
が
日
本
に
入
っ
て
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ま
横
文
字
で
使
う
方
が
、
積
極
的
、
消
極
的
と
い
う

言
葉
に
訳
す
よ
り
も
、
も
っ
と
幅
広
く
使
う
人
の
思
い

を
伝
え
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
自
由
」に
た
ど

り
着
い
た
そ
の
過
程
も
大
事
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

情
報
通
信
機
器
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
実
験
し
た
、
こ
ん
な
話
を
聴

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
4
人
の
グ
ル
ー
プ
を
二
つ

作
っ
て
同
じ
題
目
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
ま
す
。

一
つ
は
情
報
通
信
機
器
と
し
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン（
以

下
、
ス
マ
ホ
）
を
使
い
な
が
ら
議
論
し
、
も
う
一
つ

は
ス
マ
ホ
無
し
で
議
論
し
ま
す
。
ス
マ
ホ
有
り
の
方

は
会
話
が
は
ず
み
ま
し
た
が
、
ス
マ
ホ
無
し
の
方
は

今
ひ
と
つ
盛
り
上
が
り
に
欠
け
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

し
か
し
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
終
了
後
に「
ど
ん
な
議

論
の
内
容
だ
っ
た
か
」を
書
い
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、

ス
マ
ホ
無
し
の
参
加
者
の
方
が
話
し
合
わ
れ
た
内
容

に
つ
い
て
詳
細
に
記
載
で
き
て
い
た
そ
う
で
す
。

実
験
結
果
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
多
く

の
情
報
が
乱
れ
飛
び
拡
散
し
て
い
る
現
在
、
眼
の
前

を
通
過
し
て
い
く
映
像
や
情
報
は
脳
に
蓄
積
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
瞬
く
間
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
情
報
を
知
識
と
し
て
留
め
る
た
め
に
は
、

言
葉
と
し
て
認
識
し
自
ら
考
え
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
言

葉
を
通
じ
て
学
び
、
言
葉
を
用
い
て
考

え
る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
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