
山
田
孝
雄
の
「
国
体
」

―
―

天
つ
神
さ
だ
め
た
ま
ひ
し
国
な
れ
ば
わ
か
国
な
が
ら
た
ふ
と
か
り
け
り
（
明
治
天
皇
「
御
製
」。
一
九
一
一
年

（
1
）

）
―
―

市

川

浩

史

は
じ
め
に

　

国
学
者
を
自
任
し
た
山
田
孝
雄
（
一
八
七
五
・
明
治
八
〜
一
九
五
八
・
昭
和
三

三
）
は
い
わ
ゆ
る
大
逆
事
件
の
発
覚
に
際
し
て
重
い
何
か
を
背
負
い
こ
ん
だ
。

　

明
治
天
皇
の
暗
殺
を
企
て
た
と
さ
れ
た
大
逆
事
件
は
、
明
科
事
件
、
い
わ
ゆ
る

十
一
月
謀
議
に
内
山
愚
童
事
件
の
三
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
事
件
を
再
構
成
し

て
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
本
体
の
明
科
事
件
の
当
事
者
と
さ
れ
た
宮
下
太
吉

と
新
村
忠
雄
が
逮
捕
さ
れ
た
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
五
月
二
五
日
に
事
実
上

世
に
知
ら
し
め
ら
れ
た
（
2
）

。
そ
の
後
、
幸
徳
秋
水
、
大
石
誠
之
助
、
内
山
愚
童
ら
が

次
々
と
逮
捕
・
拘
禁
さ
れ
、
翌
一
九
一
一
年
一
月
、
現
在
の
最
高
裁
判
所
に
相
当

す
る
大
審
院
に
よ
る
第
一
審
だ
け
の
形
骸
的
裁
判
が
行
わ
れ
、
一
二
月
二
五
日
に

は
被
告
人
二
六
名
全
員
の
死
刑
が
求
刑
さ
れ
た
。
明
け
て
一
月
二
四
日
お
よ
び
二

五
日
に
被
告
人
の
う
ち
の
計
一
二
名
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。
こ
れ
が
明
治
の
最

晩
期
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
の
事
件
の
概
要
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
接
し
た

石
川
啄
木
が
「
時
代
閉
塞
の
現
状
（
強
権
、
純
粋
自
然
主
義
の
最
後
お
よ
び
明
日

の
考
察
）」
を
執
筆
し
、
そ
の
な
か
で
「
我
々
青
年
を
囲
繞
す
る
空
気
は
、
今
や

す
こ
し
も
流
動
し
な
く
な
っ
た
。
強
権
の
勢
力
は
普
く
国
内
に
行
わ
た
っ
て
い

る
」
な
ど
と
述
べ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
詩
人
啄
木
は
、
大
逆
事
件
が

広
く
日
本
社
会
に
及
ぼ
し
た
内
実
を
鋭
敏
に
察
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
世
の
中
に
は
啄
木
の
よ
う
な
人
ば
か
り
が
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
事
件
の
背
後
に
あ
っ
た
と
さ
れ
た
天
皇
暗
殺
の
企
て
云

（々
が
あ
っ
た
）

と
い
う
で
き
ご
と
に
対
し
て
、
啄
木
と
は
逆
の
意
味
か
ら
危
機
を
読
み
取
っ
た
一

連
の
人
々
も
い
た
。
山
田
孝
雄
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
玉
体
に
対
し
奉
っ
て

叛
逆
を
企
て
る
な
ど
と
い
う
不
逞
の
輩
が
出
て
き
た
、
な
ん
と
し
て
も
そ
う
し
た

動
き
を
抑
え
、「
国
体
」
を
奉
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
危
機
感
で
あ

る
。
山
田
は
、
日
本
の
言
語
、
文
学
、
歴
史
、
そ
し
て
国
民
性
な
ど
か
ら
成
る
と

い
う
「
国
体
」
学
の
専
門
家
と
し
て
の
危
機
感
を
募
ら
せ
て
そ
の
学
問
的
立
場
か

ら
の
打
開
策
を
提
言
し
た
の
で
あ
る
。
通
常
、
山
田
は
現
在
、
日
本
語
学
者
、
文

法
学
者
な
ど
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
山
田
の
分
野
、
業
績
が
あ
ま
り

に
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
膨
大
で
あ
る
の
で
、
彼
に
「
肩
書
」
を
冠
そ
う
と
す
る
こ

と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
山
田
孝
雄
に
つ
い
て
は
山
田
自
ら

の
「
国
学
」
の
定
義
に
従
っ
て
「
国
学
者
」
以
外
特
段
の
紹
介
は
付
さ
な
い
（
3
）

。

　

以
下
、「
国
学
者
」
山
田
の
国
体
論
の
思
想
史
的
な
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た

い
。

　
一

　

も
っ
と
も
山
田
が
一
九
一
〇
年
以
前
に
（
広
義
の
）
国
語
学
者
と
し
て
活
動
し

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
は
や
く
高
知
県
第
一
中
学
校

安
芸
分
校
教
諭
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
に
独
自
な

1



「
語
論
」「
句
論
」
を
展
開
す
る
趣
旨
の
『
日
本
文
法
論
』
上
巻
（
宝
文
館
）
を
上

梓
し
、
さ
ら
に
一
九
〇
八
年
に
は
そ
の
書
を
完
成
さ
せ
て
い
る
（
宝
文
館
）
ほ
ど

で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
少
な
か
ら
ざ
る
個
別
論
文
も
発
表
し
、
ま
た
『
中
等
教

育　

国
語
科
教
授
法
』（
宝
文
館
、
一
九
〇
五
）
の
よ
う
な
日
本
語
教
育
関
係
の

専
門
書
も
執
筆
し
て
い
る
の
で
、
大
逆
事
件
の
露
見
し
た
一
九
一
〇
年
の
段
階
で

も
堂
々
た
る
日
本
語
学
、
文
法
学
者
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
ま
っ
た
く
差
し
支
え
な

い
。
つ
ま
り
、
大
逆
事
件
は
、
山
田
の
「
国
学
者
」
と
し
て
の
エ
ト
ス
を
掘
り
起

こ
し
、
活
性
化
さ
せ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
日
露
戦
争
後
の
一
九
〇
八
年

一
〇
月
一
四
日
に
出
さ
れ
た
明
治
天
皇
の
「
戊
申
詔
書
」
に
対
し
て
『
戊
申
詔
書

義
解
』（
一
九
〇
九
）
を
上
梓
し
て
い
る
の
で
、
山
田
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
時
事

的
な
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
が
こ
の
こ
ろ
か
ら
惹
起
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
本
来
山

田
自
身
が
時
事
的
、
政
治
的
問
題
に
そ
れ
な
り
の
問
題
関
心
を
持
つ
傾
向
に
あ
っ

た
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
か
ら
考
え
る
と
、

山
田
孝
雄
を
し
て
そ
の
国
体
の
危
機
の
認
識
を
促
進
し
た
の
は
大
逆
事
件
の
余
波

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
思
想
的
な
母
胎

こ
そ
、
い
ま
や
徹
底
的
に
そ
の
芽
を
摘
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
山
田

は
考
え
た
の
で
あ
る
。
山
田
は
政
治
運
動
の
徒
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
は
思
想
家

で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
営
み
が
い
き
お
い
観
念
的
な
そ
れ
と
な
っ
た
こ
と
は
否
め

な
い
。

　

『
大
日
本
国
体
概
論
』（
以
下
、『
概
論
』）
の
自
序
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記

さ
れ
る
。

　
　

顧
み
て
思
想
界
を
見
よ
。
百
鬼
白
昼
に
跳
梁
す
る
の
怪
事
な
し
と
せ
ん
や
。

明
治
四
十
三
年
十
一
月
十
日
深
く
心
に
感
ず
る
と
こ
ろ
あ
り
。
こ
の
書
公
刊

の
事
を
宝
文
館
主
に
約
し
、
即
自
筆
を
執
り
、
公
余
を
偸
み
て
、
一
週
日
に

し
て
成
る
。

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
こ
の
一
節
は
、
山
田
が
取
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
筆
を

執
っ
た
直
接
的
な
背
景
を
示
し
て
い
る
。
明
治
四
三
年
一
一
月
一
〇
日
と
は
、
大

逆
事
件
関
係
で
特
筆
さ
れ
る
べ
き
事
件
が
起
き
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら

く
前
日
す
な
わ
ち
一
一
月
九
日
に
大
審
院
が
幸
徳
秋
水
、
大
石
誠
之
助
ら
二
六
名

の
公
判
を
開
始
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
報
道
を
も
っ
て

山
田
は
こ
の
歴
史
的
事
件
の
意
味
を
身
に
染
み
て
感
じ
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
、
さ
き
の
引
用
に
続
け
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

　
　

…
…
即
之
を
授
け
て
平
民
に
附
せ
し
む
。
国
体
の
宣
明
愚
が
畢
生
の
目
的
な

り
。
…
…

国
体
の
危
機
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
な
っ
た
、
そ
こ
で
私
が
白
昼
に
跳
梁

す
る
百
鬼
の
退
治
策
を
「
平
民
」
に
授
け
る
、
そ
の
策
と
は
「
国
体
の
宣
明
」
で

あ
る
、
と
。
こ
の
言
い
方
は
い
か
に
も
高
飛
車
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ

れ
と
し
て
、
山
田
な
り
に
危
機
感
を
募
ら
せ
て
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
も
今
回
の

幸
徳
ら
の
事
件
の
よ
う
な
事
態
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
「
平
民
」
に
対
し

て
、
以
後
こ
の
よ
う
な
事
件
を
け
っ
し
て
起
こ
さ
せ
ま
じ
と
い
う
意
図
が
感
じ
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
書
の
執
筆
の
動
機
は
、
あ
る
意
味
で
山
田
を
含
む
国
学
者

の
こ
れ
ま
で
の
「
国
体
の
宣
明
」
と
い
う
学
問
的
営
為
お
よ
び
運
動
の
不
足
に
起

因
し
て
い
る
と
い
う
反
省
的
な
認
識
に
存
し
て
い
た
。

　

で
は
、「
国
学
の
第
一
要
義
」
で
あ
る
「
国
体
の
宣
明
」
と
は
具
体
的
に
ど
う

い
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。
山
田
に
よ
れ
ば
「
国
の
歴
史
を
研
究
し
て
国
の
成

立
沿
革
を
察
し
、
国
の
文
学
を
研
究
し
て
国
民
好
尚
の
帰
趣
を
察
し
、
国
の
言
語

を
研
究
し
て
国
民
思
想
の
発
表
方
法
を
察
し
、
国
民
の
神
話
伝
説
を
研
究
し
て
そ

の
性
情
を
察
し
、
国
民
道
徳
の
過
去
現
在
を
研
究
し
て
、
将
来
の
指
針
を
立
て
、

国
法
を
研
究
し
て
、
そ
の
当
否
を
察
し
、
国
民
の
音
楽
・
美
術
を
研
究
し
て
、
そ

の
情
操
の
趣
く
所
を
察
し
、
将
来
の
帰
趣
を
考
ふ
る
如
き
（
4
）

」
こ
と
が
国
学
の
学
的

営
み
の
一
端
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
国
学
」
と
は
、
日
本
古
来
の
歴

史
、
文
学
、
言
語
、
神
話
伝
説
、
国
民
道
徳
、
国
法
、
音
楽
、
美
術
を
対
象
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
の
さ
き
を
「
察
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
は
近
世
の
国
学
（
者
）
の
場
合
と
は
異
な
り
、
か
な
り
カ
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バ
ー
す
べ
き
領
域
を
広
く
み
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
広
範

な
領
域
に
わ
た
っ
て
研
究
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
と
こ
ろ
を
「
察
す
る
」

（
見
通
す
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
）
と
い
う
総
合
的
な
学
的
な
あ

り
よ
う
こ
そ
が
「
国
学
」、
そ
れ
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
「
国
体
」
の
「
第

一
要
義
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
結
果
的
に
山
田
は
膨
大
な
独
自
の
研

究
成
果
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
為
し
て
い
っ
た
こ
と
で
こ
れ
を
成
就
し
得
た
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
「
国
体
」
を
永
遠
に
失
わ
せ
し
め
な
い
た
め
に
国
民
へ

の
教
育
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
続
く
。
山
田
に
と
っ
て
国
民
教
育
と

は
、
国
体
を
永
遠
に
保
持
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
5
）

。

　

こ
の
あ
と
、
国
体
に
関
し
て
、「
国
体
は
、
国
の
体
な
り
（
6
）

」
に
は
じ
ま
る
ト
ー

ト
ロ
ジ
ー
め
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
づ
け
、
説
明
が
試
み
ら
れ
る
。
国
体
自
体
は

事
実
上
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
な
か
な
か
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
に

く
い
の
だ
が
、
さ
き
に
挙
げ
た
、
そ
の
「
国
体
」
を
血
肉
化
す
べ
き
歴
史
、
文

学
、
言
語
云
々
と
い
っ
た
国
学
の
具
体
的
対
象
に
つ
い
て
の
解
説
も
部
分
的
に
な

さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
歴
史
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

我
国
の
歴
史
を
み
る
に
…
…
時
に
頗
る
危
険
な
る
事
も
あ
り
し
な
り
。
即
道

鏡
が
帝
位
を
窺
窬
せ
し
が
如
き
は
、
世
人
は
、
単
に
道
鏡
一
人
の
罪
悪
の
如

く
に
思
へ
る
や
う
な
れ
ど
、
愚
は
断
じ
て
、
印
度
思
想
に
同
化
せ
ら
れ
む
と

し
た
る
危
機
の
一
現
象
な
り
と
見
る
（
7
）

。

さ
ら
に
そ
の
「
印
度
」
の
思
想
の
影
響
と
古
代
日
本
の
「
人
生
観
」
と
の
相
関
性

に
つ
い
て

　
　

今
こ
の
人
生
観
の
発
生
を
見
る
に
、
か
の
印
度
宗
教
は
厭
世
主
義
に
し
て
こ

の
観
念
を
含
ま
ず
。
支
那
儒
教
は
又
理
想
を
過
去
に
お
き
て
、
将
来
に
お
か

ず
（
8
）

。
…
…

な
ど
と
い
う
。
イ
ン
ド
由
来
の
仏
教
、
中
国
由
来
の
儒
教
に
対
し
て
否
定
的
で
あ

る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
国
学
者
と
し
て
の
面
目
躍
如
た
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
仏
教
批
判
、
儒
教
批
判
と
し
て
の
そ
の
水
準
は
、
近
世
国
学
の
、
例
え
ば
本

居
宣
長
の
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
。
山
田
が
仏
教
批
判
を
な
す
と
き
は
、
ほ
と
ん

ど
つ
ね
に
奈
良
時
代
の
仏
教
僧
道
鏡
が
皇
位
を
「
窺
窬
」
し
た
こ
と
の
み
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
、
あ
ま
り
現
実
的
、
説
得
的
で
は
な
い
。
明
治
維
新
を
経
験
し
て
ほ

ぼ
四
〇
年
を
経
た
そ
の
と
き
、
道
鏡
の
故
事
を
持
ち
出
し
て
仏
教
が
「
厭
世
主

義
」
だ
か
ら
、
と
か
、
儒
教
が
「
理
想
を
過
去
に
」
お
い
て
い
る
か
ら
だ
、
と
か

言
う
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
説
得
力
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
「
武
士
道
」
に
も
筆
は
及
ぶ
。
仏
教
や
儒
教
が
跳
梁
し
た
挙

句
、
そ
の
あ
と
に
訪
れ
た
「
衰
世
の
余
」
に
出
現
し
た
「
武
士
道
」
や
「
大
和

魂
」
の
ご
と
き
も
ま
た
日
本
民
族
の
精
神
が
時
宜
を
得
て
「
時
世
的
相
対
の
形
を

と
り
て
現
は
れ
た
る
も
の
を
と
け
る
の
み
」
な
の
で
、
け
っ
し
て
日
本
民
族
の
思

想
の
根
底
に
触
れ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
（
9
）

、
と
。
む
し
ろ
、
古
く
か
ら
の
思
想

に
対
す
る
こ
う
し
た
い
わ
ば
観
念
的
、
常
套
的
、
形
骸
的
に
す
ぎ
る
批
判
も
為
し

た
も
の
の
、
そ
れ
よ
り
も
、

　
　

思
想
界
に
は
国
境
な
し
。
何
等
か
の
方
法
を
以
て
、
侵
入
し
来
る
べ
き
は
自

然
の
勢
な
り
。
之
に
処
す
る
の
道
他
な
し
。
よ
く
之
を
同
化
し
て
、
そ
の
可

な
る
部
分
を
と
り
、
そ
の
不
可
な
る
部
分
を
棄
つ
る
に
あ
り
。
之
を
行
ふ

は
、
即
ち
国
民
思
想
の
同
化
力
に
ま
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
）
10
（

。

と
い
っ
た
体
の
現
実
的
認
識
が
真
に
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
常
識
的
に
考
え
て
、

あ
る
い
は
日
本
全
体
を
「
国
体
」
の
思
想
に
染
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
国
境
」

の
な
い
「
思
想
界
」
の
こ
と
ゆ
え
、
何
で
あ
れ
、
と
も
か
く
も
「
国
体
」
の
思
想

に
「
同
化
」
さ
せ
て
し
ま
う
し
か
方
途
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
あ
た
り
に
ま
で
現

実
的
認
識
が
進
ん
で
く
れ
ば
山
田
の
発
想
も
現
在
的
な
意
味
を
獲
得
で
き
る
。
も

は
や
か
つ
て
の
近
世
の
国
学
者
流
の
よ
う
に
、
仏
教
批
判
、
儒
教
批
判
を
す
れ
ば

足
り
る
（
そ
う
す
れ
ば
い
ず
れ
日
本
の
神
道
も
し
く
は
国
体
が
浮
上
す
る
で
あ
ろ

う
、
と
い
う
意
味
で
）、
と
い
う
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
山
田
が
、
旧
態
依
然
と
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し
た
仏
教
、
儒
教
批
判
に
と
ど
ま
っ
て
お
ら
ず
、
現
実
的
な
発
想
に
立
ち
返
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
お
そ
ら
く
彼
の
独
創
、
ま
た
は
あ
る
種
の
軽
さ
―
同
じ
国
学
者

を
名
乗
っ
て
は
い
て
も
か
つ
て
の
宣
長
な
ど
は
持
ち
え
な
か
っ
た
―
に
依
る
の
で

あ
ろ
う
。
而
し
て
現
今
に
お
い
て
、
大
逆
事
件
の
下
手
人
と
さ
れ
た
人
た
ち
に
対

し
て
は
、
こ
う
し
た
「
同
化
」
策
が
足
り
な
か
っ
た
た
め
に
、
悪
い
思
想
を
野
放

し
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
山
田
は
考
え
た
か
も
し
れ
な
い
。

二

　

山
田
は
、
一
九
四
〇
年
代
に
至
っ
て
も
な
お
、
神
道
論
と
し
て
国
体
を
論
じ
る

た
め
の
、
お
そ
ら
く
あ
る
ま
と
ま
り
を
も
つ
論
考
を
執
筆
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
の
準
備
ノ
ー
ト
様
の
自
筆
（
毛
筆
）
原
稿
で
あ
る
「
我
が
国
体
と
神

社
）
11
（

」
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
一
九
四
〇
年
代
（
前
半
）

の
あ
る
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
、
国
体
と
神
祇
、
お
よ

び
祭
祀
に
つ
い
て
論
じ
る
予
定
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
一　

国
体
」「
二　

神

祇
」
そ
し
て
「
三　

祭
祀
」
と
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
「
一　

国
体
」
で
は
、
国
体

を
「
形
象
」
と
「
実
質
」
の
双
方
か
ら
論
じ
る
構
想
で
あ
っ
た
。「
形
象
」、
つ
ま

り
表
面
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
天
壌
無
窮
、
万
世
一
系
と
い
っ
た
語
彙
と
と
も
に

三
種
の
神
器
な
ど
、「
実
質
」
的
な
見
方
か
ら
い
え
ば
、
神
国
、
神
の
生
め
る

国
、
神
の
子
と
し
て
の
国
、
神
の
道
を
根
本
原
理
と
す
る
云
々
な
ど
の
語
彙
が
連

ね
ら
れ
て
い
る
。

　

山
田
の
学
問
的
な
立
場
か
ら
い
え
ば
、
こ
う
し
た
趣
旨
の
国
体
論
と
な
る
こ
と

も
そ
れ
な
り
の
了
解
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
一
九
四
〇
年
代
と
い
う
時
期
を
考
慮

し
て
も
あ
ま
り
に
も
観
念
的
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
山
田
に
は
各

府
県
の
神
職
や
初
等
・
中
等
学
校
教
員
の
組
織
な
ど
か
ら
講
演
依
頼
が
多
数
寄
せ

ら
れ
、
山
田
も
そ
れ
に
積
極
的
に
応
え
て
講
演
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
の
記
録
を
み
る
と
、
内
容
は
ま
さ
に
同
工
異
曲
で
あ
っ
て
あ
ま
り
新
味
は
な

く
、
い
ず
れ
の
も
の
も
右
の
原
稿
に
自
ら
記
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
事
実
は
、
一
般
国
民
に
日
常
的
に
接
す
る
全
国
各
地
の
神
職
や
、
学
生
・
生

徒
に
接
す
る
教
員
に
と
っ
て
は
、
右
に
指
摘
し
た
よ
う
な
内
容
に
関
す
る
知
識
が

必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
実
は
、
神
道
論

と
し
て
の
国
体
論
が
当
時
の
（
広
義
の
）
教
育
の
実
践
に
と
っ
て
不
可
欠
な
知
識

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
山
田
の
国
体
論
が
そ
の
よ
う
な
旧
態
そ
の
も
の
の
観
念
的
な
も
の
に
す

ぎ
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
神
社
や
教
育
の
現
場
か
ら
の
要
請
は
寄
せ
ら

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
山
田
の
国
体
論
に
は
、
国
学
者
に
し

て
は
じ
め
て
な
し
得
た
独
自
の
論
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
中
今
」
に
つ

い
て
の
議
論
で
あ
る
。

　

「
中
今
」
と
は
、
続
日
本
紀
巻
一
の
冒
頭
部
分
に
記
載
さ
れ
て
い
る
文
武
天
皇

の
宣
命
の
な
か
の
文
言
で
あ
る
。
天
武
天
皇
の
皇
子
草
壁
の
子
、
文
武
天
皇

（
天あ

ま

の之
真ま

む

ね宗
豊と
よ

祖お
ほ
じ
の父
天
す
め
ら
み
こ
と

皇
）
は
丁
酉
年
（
六
九
七
）
八
月
甲
子
の
朔
、
祖
母
持
統

天
皇
の
禅
を
う
け
て
即
位
し
た
。
四
日
後
即
位
を
告
げ
る
宣
命
を
発
し
た
。
曰
く

「
現
御
神
止

大
八
嶋
国
所
知
天
皇
大
命
良
麻
止

詔
大
命
乎

、
集
侍
皇
子
等
王
等
百
官
人

等
、
天
下
公
民
、
諸
聞
食
止
詔
。
高
天
原
尓

事
始
而
、
遠
天
皇
祖
御
世
、
中
今
至

麻
弖
尓

、
天
皇
御
子
之
阿
礼
坐
牟

弥
継
々
尓

、
大
八
嶋
国
将
知
次
…
…
」（
現
御
神
と
大

八
嶋
国
知
ら
し
め
す
天
皇
が
大
命
ら
ま
と
詔
り
た
ま
ふ
大
命
を
、
集
り
侍
る
皇
子

等
、
王
等
、
百
官
人
等
、
天
下
公
民
、
諸
聞
き
た
ま
へ
と
詔
る
。
高
天
原
に
事
始

め
て
、
遠
天
皇
祖
の
御
世
、
中
今
に
至
る
ま
で
に
、
天
皇
が
御
子
の
あ
れ
坐
さ
む

い
や
継
々
に
、
大
八
嶋
知
ら
さ
む
次
と
）
12
（

…
…
）
で
あ
る
。
こ
の
な
か
の
「
中
今
」

が
山
田
が
発
見
し
た
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
が
「
中
今
」
の
初
見
で
、
こ
の

あ
と
に
は
、
た
と
え
ば
巻
四
の
和
銅
元
年
春
正
月
に
出
さ
れ
た
宣
命
に
も
同
様
に

記
さ
れ
て
い
る
。
山
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
中
今
」
は
「
日
本
民
族
の
人
生
観
を

知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
暴
露
せ
る
貴
重
な
る
語
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
山

田
自
身
も
嘆
く
よ
う
に
「
先
哲
の
こ
れ
に
言
及
せ
る
も
の
」
は
わ
ず
か
に
宣
長
の

『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
の
み
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
当
該
部
分
を
引
用
し
て
い

る
。
宣
長
は
「
中ナ
カ
イ
マ今
と
は
今
を
い
ふ
な
り
。
後
世
の
言
に
当イ

マ時
の
こ
と
を
降
れ
る

世
、
後
の
世
な
ど
い
ふ
は
よ
ろ
し
く
も
あ
ら
ぬ
い
ひ
ざ
ま
な
る
を
中
と
い
へ
る
は
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当
時
を
盛リ

な
る
真
中
の
世
と
ほ
め
た
る
心
ば
へ
あ
り
て
お
も
し
ろ
き
詞
な
り
）
13
（

。」

と
注
釈
し
て
い
る
。
山
田
は
こ
の
「
中
今
」
こ
そ
日
本
民
族
の
「
人
生
観
」（
現

今
に
い
う
歴
史
意
識
と
か
自
己
認
識
と
か
と
い
う
言
い
方
に
相
当
す
る
か
）
と
い

う
の
だ
が
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
続
日
本
紀
』
の
補
注
１
―
一
七
に
、
こ

の
語
は
日
本
書
紀
第
二
五
孝
徳
天
皇
大
化
元
年
七
月
の
詔
に
、
天
皇
が
百
済
の
使

者
に
述
べ
た
と
い
う
、「
始
め
」
神
功
皇
后
の
時
代
に
百
済
を
「
内
官
家
」
と

し
、「
中
間
」
任
那
国
を
百
済
に
属
せ
し
め
、「
後
に
」
三
輪
東
人
を
し
て
任
那
国

の
堺
を
観
察
さ
せ
た
、
と
い
う
く
だ
り
の
「
中
間
」
と
「
後
」
に
相
当
す
る
も

の
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、「
始
め
」「
中
間
」

そ
し
て
「
後
」
と
、
た
し
か
に
山
田
が
「
中
今
」
が
時
間
の
経
過
を
め
ぐ
る
意
識

を
表
す
も
の
と
し
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
こ
と
に
相
当
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
不

当
で
は
な
い
。
た
だ
、
右
の
注
釈
に
従
え
ば
、「
中
今
」
を
「
始
め
」「
中
間
」

「
後
」
と
続
い
て
い
っ
た
時
間
的
経
過
に
か
か
る
語
句
と
解
す
る
以
外
の
解
釈
の

余
地
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
民
族
の
人
生
観
」
と
し
て
特
別
な
意
味
を
付

す
の
は
ま
さ
に
山
田
孝
雄
の
独
自
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、「
中
今
」

は
、
さ
ほ
ど
括
目
す
べ
き
独
特
な
意
味
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
訓
詁
的
な
言
葉
遣

い
で
あ
っ
た
も
の
に
対
し
て
敢
え
て
独
自
の
解
釈
を
施
そ
う
と
し
た
の
が
山
田
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
古
註
で
も
宣
長
の
解
釈
く
ら
い
し
か
な
い
と
い
う
事
実

は
、
そ
の
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
よ
う
。
さ
て
、
山
田
は
言
う
。

　
　

吾
は
こ
の
思
想
（「
日
本
民
族
の
思
想
の
根
柢
に
あ
る
人
生
観
」
を
さ
す
―

引
用
者
）
を
あ
ら
は
せ
る
、
実
に
重
大
な
る
言
語
の
古
代
に
存
せ
る
を
見

て
、
転
欣
躍
に
た
へ
ざ
る
な
り

と
し
て
さ
き
の
文
武
即
位
の
宣
命
に
言
及
し
て
そ
の
な
か
の
「
中
今
」
を
称
賛
す

る
の
で
あ
る
）
14
（

。

　

七
世
紀
末
に
公
け
に
さ
れ
た
「
中
今
」
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
後
は
な
か
な
か

続
か
な
か
っ
た
。「
平
安
王
朝
の
末
」
に
、
た
と
え
ば
菅
原
道
真
の
い
わ
ゆ
る
和

魂
漢
才
の
説
は
「
中
今
」
を
体
す
る
こ
と
な
い
ま
ま
に
「
わ
が
民
族
思
想
の
藩
籬

よ
り
起
脱
せ
ん
と
欲
す
る
苦
悶
の
叫
声
」
と
な
り
、
そ
の
あ
と
の
時
代
に
現
わ
れ

た
「
粗
野
な
る
野
生
的
国
民
思
潮
」
に
す
ぎ
な
い
い
わ
ゆ
る
武
士
道
が
登
場
す
る

に
至
る
）
15
（

…
…
。
そ
の
よ
う
に
、
七
世
紀
末
に
「
中
今
」
が
現
わ
れ
て
以
来
、
要
す

る
に
事
実
上
中
絶
し
て
近
世
に
至
る
。
近
世
に
国
学
と
い
う
思
想
運
動
が
起
き
て

「
最
こ
の
思
想
の
嫡
流
に
立
」
つ
こ
と
に
な
っ
た
、
と
。
そ
し
て
山
田
孝
雄
自
身

は
こ
の
国
学
者
の
流
れ
を
承
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
、『
概
論
』
に
お
い
て
は
、「
中
今
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
の
記
述

は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
「
中
今
の
思
想
は
、
現
在
に
立
脚
し
て
、
過
去
を
回
顧
し
将

来
を
達
観
す
る
の
思
想
な
り
）
16
（

」
と
述
べ
る
程
度
で
あ
る
。「
中
今
」
の
思
想
こ

そ
、
本
来
あ
る
べ
き
日
本
人
の
「
人
生
観
」
で
あ
る
は
ず
な
の
で
、
そ
の
具
体
的

な
中
身
が
明
確
に
示
さ
れ
ず
に
、
あ
い
ま
い
な
観
念
的
な
記
述
し
か
な
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、

大
逆
事
件
と
い
う
未
曽
有
の
大
事
件
の
報
道
に
接
し
て
、「
国
学
者
」
を
自
任
す

る
山
田
と
し
て
は
無
言
で
や
り
過
ご
す
と
い
う
選
択
肢
は
な
か
っ
た
、
そ
こ
で
、

取
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
、
ま
ず
「
悪
思
想
」
を
退
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
し
て
国
体
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
、
と
考
え
る
こ
と
が
先
行
し
た
、
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
）
17
（

。
そ
こ
で
、「
中
今
」
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
内
容
を
備
え
る
ま

で
は
多
少
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
。『
大
日
本
国
体
概
論
』
を
執
筆
し
た
一
九

一
〇
（
明
治
四
三
）
年
よ
り
二
〇
年
以
上
経
過
し
た
一
九
三
〇
年
代
を
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
）
18
（

。

　

一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
九
月
二
十
五
日
付
け
で
山
田
は
『
国
体
の
本
義
』
を

宝
文
館
か
ら
上
梓
し
た
。
こ
れ
は
そ
の
「
自
序
」
に
よ
る
と
、
山
田
は
こ
れ
ま
で

「
或
は
文
部
省
或
は
地
方
庁
或
は
在
郷
軍
人
或
は
各
地
の
教
育
会
等
」
か
ら
の
依

頼
で
精
力
的
に
講
演
を
し
て
き
た
、
そ
れ
を
「
一
般
世
人
に
公
」
に
す
る
た
め
に

著
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
か
つ
て
大
逆
事
件
の
直
後
、
ま
だ
興
奮
冷
め

や
ら
ぬ
段
階
で
著
し
た
『
概
論
』
と
は
異
な
っ
て
、
あ
る
時
間
の
あ
い
だ
、「
国

体
」
に
つ
い
て
熟
考
を
重
ね
た
成
果
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

た
し
か
に
、
目
次
を
み
て
も
『
概
論
』
よ
り
も
か
な
り
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
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『
国
体
の
本
義
』
の
目
次
は
「
第
一
章　

国
体
と
い
ふ
語
の
意
義
」、「
第
二
章

　

国
体
と
い
ふ
語
の
示
す
観
念
」「
第
三
章　

国
体
は
国
家
の
性
格
の
表
現
」「
第

四
章　

国
体
の
根
柢
と
し
て
の
国
民
性
」「
第
五
章　

国
体
の
本
質
」「
第
六
章　

国
体
に
関
す
る
史
実
の
考
察
」
そ
し
て
「
第
七
章　

結
論
」
と
な
っ
て
い
る
。
内

容
も
国
体
に
即
し
て
論
理
的
に
整
理
さ
れ
た
。
本
来
日
本
語
の
専
門
的
研
究
者
ら

し
く
、
国
体
と
い
う
語
彙
の
語
義
、
語
史
か
ら
は
じ
ま
り
、
山
田
一
流
の
「
国
民

性
」「
人
生
観
」
な
ど
に
及
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
国
体
の
根
柢
と
し
て
の

国
民
性
」
の
「
人
生
観
」
が
ま
さ
に
「
中
今
」
の
思
想
で
あ
る
、
と
し
て
こ
の
人

に
し
て
は
抑
制
的
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。
第
四
章
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

る
。

　
　

抑
も
「
中
今
」
と
い
ふ
語
を
考
ふ
る
に
、
こ
れ
に
は
「
今
」
と
い
ふ
観
念
と

「
中
」
と
い
ふ
観
念
と
あ
り
て
、
さ
て
そ
の
二
者
の
結
合
に
よ
り
て
そ
の

「
今
」
を
「
中
」
と
観
ず
る
も
の
た
る
や
明
か
な
り
。
…
…
こ
れ
は
時
間
上

の
観
念
と
し
て
の
現
今
を
さ
す
語
た
る
こ
と
明
か
な
り
。
…
…
さ
れ
ば
、
こ

れ
は
こ
の
「
今
」
は
以
前
即
ち
過
去
と
以
後
即
ち
未
来
と
の
中
な
り
と
観
ず

る
も
の
と
い
ふ
べ
き
な
り
。
而
し
て
こ
れ
は
現
在
を
以
て
過
去
よ
り
将
来
に

わ
た
る
永
遠
の
時
の
中
間
な
り
と
す
る
も
の
た
る
こ
と
明
か
な
り
）
19
（

。

似
通
っ
た
表
現
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
熟
考
の
果
て
に
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
中
今
」
と
は
、
日
本
人
の
古
く
か
ら
の
時
間
論
（「
人
生
観
」）
を

あ
ら
わ
す
語
で
、
過
去
と
将
来
と
の
あ
い
だ
の
時
間
、
つ
ま
り
「
今
」
の
こ
と
を

言
う
の
だ
、
過
去
か
ら
将
来
に
わ
た
る
長
大
な
「
永
遠
」
の
時
間
の
流
れ
の
「
中

間
」、「
今
」
を
さ
す
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
粘
度
の
あ
る
文
体
に
よ
っ
て

「
中
今
」
は
整
理
さ
れ
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
過
去
か

ら
将
来
（
未
来
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
）
に
わ
た
る
「
永
遠
」
の
時
間
の
流
れ
の

な
か
の
、「
今
」
の
こ
と
、
た
だ
し
、
こ
の
「
今
」（「
現
今
」）
は
、
た
だ
の
一
瞬

で
は
な
く
、
過
去
を
背
負
い
、
ま
た
将
来
を
見
通
す
、
そ
の
よ
う
な
一
瞬
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
か
ら
民
族
の
歴
史
を
背
景
と
し
、
国
家
・
民
族
の
将
来

を
確
認
す
る
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
瞬
は
、
国
家
・
民
族
に
お
い
て
重
大
な
意

味
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
こ
そ
が
わ
が
「
国
民
性
」
に
他
な
ら

な
い
、
と
い
っ
た
文
脈
も
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）
20
（

。
七
世
紀
末
の
文

武
天
皇
即
位
の
宣
命
の
文
言
か
ら
選
び
出
さ
れ
た
「
中
今
」（
本
来
は
、
宣
長
も

い
う
よ
う
に
、
た
ん
な
る
「
い
ま
を
い
ふ
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
）
を

か
く
も
独
自
に
意
味
づ
け
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
か
つ
て
宣
長
が
同
時
に
「
中
と

い
へ
る
は
、
当
時
を
盛
な
る
真
中
の
世
と
、
ほ
め
た
る
心
ば
へ
有
」
る
も
の
と
評

し
た
、
そ
の
評
価
を
引
き
継
い
だ
の
は
山
田
孝
雄
の
国
学
者
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
っ

た
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、『
概
論
』
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
二
三
年
後
の
『
国
体
の
本
義
』
に
日
本

民
族
の
「
国
民
精
神
」「
人
生
観
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
「
中
今
」
は
こ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
）
21
（

。
ま
た
、
山
田
は
こ
の
「
中
今
」
に
関
し
て
、
依
頼
に
応

じ
て
講
演
な
ど
を
労
を
い
と
わ
ず
に
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
富
山
市

立
図
書
館
の
「
山
田
孝
雄
文
庫
」
に
は
、『
中
今
思
想
』
と
題
す
る
小
冊
子
が
二

つ
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
、「
昭
和
十
年
九
月
十
二
日　

於

憲
兵
司
令
部
」
に
お
い
て
な
さ
れ
た
講
演
の
記
録
で
あ
る
。
冒
頭
の
「
開
講
に
先

ち
て
」
に
よ
れ
ば
、
陸
軍
中
将
田
代
皖
一
郎
が
「
中
今
」
を
説
く
高
名
な
国
体
論

者
で
あ
る
山
田
を
ぜ
ひ
講
師
と
し
て
招
聘
し
た
い
が
、
ど
こ
に
所
属
し
て
い
る
の

か
分
か
ら
な
か
っ
た
、
が
、
調
べ
に
よ
り
東
北
帝
国
大
学
に
い
る
こ
と
が
わ
か

り
、
さ
っ
そ
く
講
演
を
依
頼
し
た
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
講
演
当

時
山
田
は
実
態
と
し
て
は
す
で
に
東
北
帝
国
大
学
教
授
を
辞
任
し
て
い
た
。

　

『
中
今
思
想
』
で
は
、
講
演
と
い
う
体
裁
で
も
あ
り
、『
概
論
』
や
『
国
体
の
本

義
』
よ
り
は
わ
か
り
易
い
言
い
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　

そ
こ
で
、
先
づ
「
中
」
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
る
と
、
物
が
三
つ
な
け
れ
ば

「
中
」
と
い
ふ
考
へ
は
起
こ
ら
な
い
。
…
…
「
中
」
だ
と
致
す
と
之
に
す
れ

ば
此
方
と
此
方
が
あ
る
訳
で
す
。
次
に
「
今
」
と
い
ふ
考
へ
は
何
か
と
云
ふ

と
、
是
は
時
間
に
関
し
た
考
へ
方
で
あ
り
ま
し
て
、
今
は
所
謂
現
在
で
す
。

中
今
は
即
ち
現
在
と
真
ン
中
と
考
へ
た
思
想
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
す
る
と
時
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間
は
一
延
長
性
を
為
し
て
居
て
、
線
の
姿
を
有
つ
て
居
る
。
そ
の
今
を
真
ン

中
と
考
へ
ま
す
れ
ば
、
今
迄
通
つ
て
来
た
も
の
は
過
去
で
あ
り
ま
す
。
是
か

ら
進
ん
で
行
か
う
と
い
ふ
所
が
本
来
で
あ
り
ま
す
。
…
…
斯
う
い
ふ
風
に
一

つ
の
線
の
姿
で
進
ん
で
行
く
、
そ
の
今
を
真
ン
中
と
考
へ
る
考
方
で
あ
り
ま

す
。
…
…
日
本
の
国
民
精
神
は
時
間
の
上
に
基
礎
を
有
つ
て
居
る
、
さ
う
し

て
そ
の
時
間
の
実
在
点
は
現
在
、
現
在
が
真
ン
中
で
あ
る
。…
…
所
で
「
中
」

と
い
ふ
考
方
は
両
方
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
こ
の
考
へ
に
は
何
時

で
も
過
去
が
あ
り
、
何
時
で
も
将
来
が
あ
る
、
過
去
と
将
来
が
な
け
れ
ば
真

ン
中
と
い
ふ
考
方
は
起
ら
な
い
。
…
…
所
が
そ
の
今
、
即
ち
今
が
真
ン
中

だ
、
即
ち
今
と
い
ふ
こ
と
を
真
ン
中
と
し
て
考
へ
ま
す
れ
ば
永
遠
に
終
り
を

知
ら
ぬ
、
こ
の
考
方
が
天
壌
無
窮
と
い
ふ
考
の
起
る
思
想
で
あ
り
ま
す
。
詰

ま
り
天
壌
無
窮
と
い
ふ
こ
と
を
他
の
言
葉
で
言
換
へ
る
と
今
を
真
ン
中
と
考

へ
る
思
想
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
講
演
の
記
録
で
は
、
明
確
に
「
中
今
」
と
「
天
壌
無
窮
」
の
思
想
と
が
結
び

つ
い
て
語
ら
れ
て
い
た
。
さ
き
の
『
概
論
』、『
国
体
の
本
義
』
の
当
該
箇
所
、
そ

し
て
註
21
で
紹
介
し
た
自
筆
メ
モ
の
「
国
民
精
神
の
中
枢
」
で
も
明
確
化
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
「
中
今
」
の
思
想
の
意
義
は
こ
の
点
で
あ
っ
た
。
永
遠
の
時
間
の
流

れ
が
そ
の
ま
ま
、
日
本
の
「
国
体
」
の
あ
り
か
た
と
重
ね
て
「
天
壌
無
窮
」
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
）
22
（

。

三

　

国
体
を
論
じ
る
者
な
ら
ば
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り
上
げ
た
古
典
が
「
大

日
本
者
神
国
也
」
で
は
じ
ま
る
北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』
で
あ
る
。
山
田
と

同
時
期
）
23
（

に
東
北
帝
国
大
学
教
授
を
務
め
た
村
岡
典
嗣
（
一
八
八
四
〜
一
九
九
六
）

は
、
東
北
帝
国
大
学
に
法
文
学
部
が
創
設
さ
れ
た
一
九
二
四
年
以
来
、
文
化
史
学

第
一
講
座
担
任
教
授
と
し
て
日
本
思
想
史
学
を
講
じ
た
。
村
岡
は
、
一
九
三
五
年

以
来
長
く
、
東
北
帝
国
大
学
だ
け
で
な
く
、
東
京
帝
国
大
学
、
東
京
文
理
科
大

学
、
早
稲
田
大
学
な
ど
で
も
国
体
論
に
関
す
る
日
本
思
想
史
の
講
義
を
お
こ
な
っ

た
。
そ
の
講
義
ノ
ー
ト
は
一
九
四
四
年
分
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
講
義
の
な

か
で
村
岡
は
、
こ
の
思
想
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
言
及
し
、『
神
皇
正
統
記
』

を
重
要
な
画
期
を
な
す
作
品
と
し
て
位
置
付
け
た
。

　

そ
の
村
岡
が
「
国
体
思
想
の
淵
源
と
そ
の
発
展
）
24
（

」
に
お
い
て
山
田
の
説
く
と
こ

ろ
を
批
判
し
て
い
る
。
い
わ
く
、
山
田
氏
は
そ
の
著
『
神
皇
正
統
記
述
義
』（
一

九
三
二
年
刊
）
の
な
か
で
、
こ
の
書
の
本
領
は
歴
史
で
は
な
く
、
国
体
論
も
し
く

は
そ
れ
に
基
づ
く
国
民
道
徳
論
で
あ
る
、
と
い
う
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
、『
神
皇

正
統
記
』
は
「
歴
史
書
で
あ
っ
て
、
同
時
に
国
体
論
で
あ
る
。
歴
史
性
と
規
範
性

と
を
二
重
に
有
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
村
岡
は
、

山
田
が
最
大
限
に
重
視
す
る
「
中
今
」
と
い
う
語
彙
、
概
念
に
つ
い
て
は
、
全
く

言
及
し
て
い
な
い
。

　

山
田
は
徹
底
的
に
『
神
皇
正
統
記
』
を
国
体
論
の
書
と
し
て
と
ら
え
、
村
岡
は

淡
々
と
歴
史
書
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と

で
は
あ
る
が
、「
国
体
」
へ
の
主
体
的
か
か
わ
り
方
そ
の
も
の
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
山
田
に
と
っ
て
こ
の
書
は
、
た
ん
な
る
一
古
典
を
超
え
て
、
山
田

「
家
」
と
し
て
の
意
味
も
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
は
や
く
『
概
論
』
に
お
い
て

「
曩
祖
家
城
主
水
正
主
家
北
畠
氏
の
亡
ぶ
に
あ
た
り
、
孤
忠
憤
闘
遂
に
川
俣
山
に

て
自
尽
し
て
よ
り
、
そ
の
脈
々
の
生
気
今
な
ほ
余
が
脳
中
よ
り
迸
り
て
、
筆
も
つ

手
に
も
物
い
ふ
口
に
も
流
る
ゝ
こ
と
を
。
生
き
て
祖
先
の
遺
志
を
継
ぐ
こ
と
を
得

ず
ん
ば
、
何
の
面
目
あ
り
て
か
祖
先
在
天
の
霊
の
昭
鑒
を
受
く
る
こ
と
を
得
ん

や
」（『
概
論
』
七
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
、
北
畠
親
房
の
家
臣
の
末
裔
た
る
山
田
自
身

に
と
っ
て
は
北
畠
親
房
、
そ
し
て
こ
の
書
が
古
典
な
い
し
歴
史
叙
述
以
上
の
特
別

の
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

要
す
る
に
、
山
田
に
と
っ
て
『
神
皇
正
統
記
』
や
そ
の
著
者
北
畠
親
房
は
一
古

典
、
昔
の
一
論
者
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
血
に
つ
な
が
る
思
想
的
源
流

で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
聊
か
理
性
的
な
扱
い
を
超
え
る
可
能
性
を
も
っ
た
存
在
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

市川：山田孝雄の「国体」 群馬県立女子大学紀要　第38号 67



　

さ
て
『
概
論
』
で
は
、「
中
今
」
の
思
想
と
天
壌
無
窮
と
の
関
連
に
関
し
て

は
、
案
外
淡
泊
に
「
中
今
の
人
生
観
と
天
壌
無
窮
の
神
勅
と
実
は
一
物
の
両
面
た

る
に
す
ぎ
ず
）
25
（

」
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
後
の
『
中
今
思
想
』
な
ど
の
よ
う
な
独
特

の
熱
を
帯
び
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
関
連
に
つ
い
て
の
認

識
そ
の
も
の
は
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
天
壌
無
窮
に
基
づ
い
た
日
本
国
家
の
国
体

の
あ
り
よ
う
は
そ
の
ま
ま
万
世
一
系
と
い
う
天
皇
の
系
譜
の
認
識
に
連
続
し
て

い
っ
た
。
曰
く
、

　
　

我
が
国
家
が
天
壌
無
窮
な
る
と
共
に
、
そ
の
主
権
者
に
ま
し
ま
す
皇
統
ま
た

万
世
一
系
に
し
て
、
純
一
無
雑
な
り
、
時
間
に
於
い
て
、
空
間
に
於
い
て
、

純
一
無
雑
な
る
こ
と
、
こ
れ
即
ち
わ
が
国
家
の
正
々
堂
々
の
発
展
を
な
し
来

れ
る
が
故
な
り
）
26
（

。

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
の
ち
の
『
中
今
思
想
』
や
『
国
体
の
本
義
』
な
ど
の
よ

う
に
ま
だ
展
開
の
あ
り
か
た
は
ス
ム
ー
ス
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、「
中
今
」
の

思
想
（
時
間
論
）―
天
壌
無
窮
（
空
間
論
）―
万
世
一
系
（
皇
統
論
）
と
つ
な
が
っ

て
い
く
。
そ
こ
で
皇
統
論
と
な
っ
た
と
き
、
独
特
な
皇
統
の
「
正
統
」
論
が
展
開

さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
正
統
」
と
「
正
位
」
で
あ
る
）
27
（

。
山
田
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
論

者
は
「
皇
統
の
性
質
と
、
皇
統
の
条
件
と
即
位
の
条
件
と
こ
の
三
の
区
別
」
を
立

て
な
か
っ
た
た
め
、
論
旨
が
混
乱
し
て
「
正
統
」
と
「
正
位
」
と
を
混
同
す
る
に

至
っ
た
、
と
い
う
。
実
は
こ
の
区
別
は
厄
介
で
、
か
の
北
畠
親
房
も
間
違
え
た
ほ

ど
だ
、
と
い
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
理
で
あ
る
。
親
房
は
南
朝
が

正
統
、
北
朝
は
正
統
で
は
な
い
、
と
簡
単
に
「
正
閏
」
を
断
定
し
た
が
、
そ
れ
は

誤
り
で
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
、
正
統
が
北
朝
の
持
明
院
統
、
正
位
が
南
朝
の

芳
野
朝
廷
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
山
田
は
南
朝
も
北
朝
も
正
し
い
皇
統
に
属

す
る
ゆ
え
、
と
も
に
正
統
で
あ
る
と
す
る
。「
即
位
の
条
件
を
以
て
、
正
閏
を
決
」

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
神
器
の
存
在
が
こ
と
を
決
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
神
器
を
有
し
賜
ひ
し
芳
野
朝
廷
は
断
乎
と
し
て
正
位
な
り
と
主
張
せ
ざ
る
べ
か

ら
ず
）
28
（

」
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
の
皇
統
に
属
す
る
以
上
、
両
統
と
も
に
正
統
で
あ

る
。
し
か
し
、
本
来
の
天
皇
は
神
器
を
も
っ
て
こ
そ
で
あ
る
以
上
、
後
醍
醐
天
皇

の
南
朝
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、「
従
来
の
論
者
」
の
よ
う
に
南
朝
と
北
朝

の
い
ず
れ
か
を
正
統
、
い
ず
れ
か
を
閏
統
と
断
定
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
神

器
の
存
在
を
て
こ
に
正
閏
論
に
新
た
な
解
釈
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
の

ち
の
『
国
体
の
本
義
』
で
は
こ
の
あ
た
り
の
記
述
を
整
理
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

展
開
し
て
い
る
。

　
　

抑
も
、
こ
の
争
（
正
閏
論
の
こ
と
を
さ
す
―
引
用
者
）
は
要
す
る
に
一
の
皇

位
に
つ
き
て
の
事
な
る
は
明
か
な
り
。
こ
こ
に
吾
人
の
考
ふ
べ
き
こ
と
は
皇

位
と
皇
統
と
い
ふ
こ
と
を
混
同
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。
又
「
正
位
」
と

「
正
統
」
と
い
ふ
観
念
を
明
か
に
区
別
す
べ
き
こ
と
な
り
。「
正
位
」
と
は
天

皇
の
位
の
正
し
き
を
い
ふ
な
り
。「
正
統
」
と
は
天
皇
の
血
統
の
正
し
き
を

い
ふ
な
り
。「
皇
位
」
は
古
今
を
通
じ
て
一
の
み
に
し
て
二
あ
る
こ
と
な

し
。
従
っ
て
天
に
二
日
な
き
が
如
く
、
天
皇
の
位
は
一
の
み
な
り
。
さ
れ
ど

天
皇
の
御
血
統
は
必
ず
し
も
一
流
の
み
に
あ
ら
ざ
る
な
り
）
29
（

。
…
…

天
皇
の
位
が
正
し
い
も
の
を
「
正
位
」（
即
位
の
条
件
）、
天
皇
の
血
統
の
正
し
い

の
を
「
正
統
」（
皇
統
の
条
件
）
と
い
う
、
そ
の
意
味
で
、
現
天
皇
に
直
接
つ
な

が
る
北
朝
の
皇
統
は
当
然
「
正
位
」、
本
来
の
神
器
を
保
有
し
て
い
た
南
朝
は

「
正
統
」
で
あ
る
、
と
し
て
一
応
の
論
理
的
な
帰
結
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
が
山
田
孝
雄
流
の
南
北
朝
正
閏
論
の
〈
論
理
的
な
〉
解
決
で
あ
っ
た
。

山
田
は
国
学
者
、
国
体
論
者
と
し
て
、
現
在
の
皇
統
（
北
朝
）
を
絶
対
視
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
立
つ
者
と
し
て
「
正
統
た
る
持
明
院
統
（
北
朝
を
さ
す
―

引
用
者
）
を
ば
正
統
な
ら
ぬ
如
く
思
は
し
め
た
る
は
甚
遺
憾
な
り
）
30
（

」
と
い
う
の
で

あ
る
。

　

た
し
か
に
、
従
来
の
論
者
の
よ
う
に
、
血
統
だ
け
に
注
目
す
る
と
、
北
朝
の
扱

い
が
や
っ
か
い
と
な
る
が
、
山
田
の
よ
う
な
解
釈
は
そ
の
意
味
で
は
有
効
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
解
釈
が
い
ず
れ
か
の
立
場
か
ら
採
用
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
な
い
。
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い
わ
ゆ
る
南
北
朝
正
閏
論
に
関
し
て
、
南
朝
を
正
、
北
朝
を
閏
と
し
た
の
は
水

戸
藩
で
徳
川
光
圀
が
主
導
し
た
『
大
日
本
史
』
編
纂
事
業
に
お
い
て
「
三
大
特

筆
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
、
と
長
ら
く
解
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
尾
藤
正
英
「
正
名
論
と
名
分
論
―
南
朝
正
統
論
の

思
想
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
）
31
（

」
に
よ
れ
ば
、
直
接
に
は
、「
皇
統
を
正
閏
し
」
と
言

い
切
っ
た
と
こ
ろ
は
、
正
閏
論
を
取
ら
な
か
っ
た
『
資
治
通
鑑
』
の
司
馬
光
の
立

場
で
は
な
く
、『
通
鑑
綱
目
』
の
朱
子
の
見
解
か
ら
の
影
響
に
よ
る
、
と
い
う
。

と
す
れ
ば
、
思
想
史
的
に
は
、
南
朝
正
統
論
は
朱
子
学
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
が
、
山
田
説
は
、
従
来
の
正
閏
論
と
は
異
な
る
の
で
、
と
く
に
朱
子
学
か
ら

の
影
響
云
々
で
は
決
せ
ら
れ
な
い
独
特
の
論
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま

た
、
尾
藤
は
、
日
本
の
思
想
界
で
、
朱
子
学
と
本
来
は
朱
子
学
由
来
で
は
な
い

『
資
治
通
鑑
』
の
名
分
論
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
、『
資
治
通
鑑
』
自
体
が
ひ
ろ

く
読
ま
れ
、、『
資
治
通
鑑
』
の
著
者
司
馬
光
と
朱
子
の
思
想
が
混
同
さ
れ
易
か
っ

た
点
を
指
摘
し
て
い
る
）
32
（

。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
山
田
が
近
世
以
来
長
い
あ
い

だ
「
混
同
」
さ
れ
て
き
た
『
資
治
通
鑑
』
の
思
想
と
朱
子
の
思
想
を
混
同
し
て
南

朝
正
・
北
朝
閏
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
な
り
に
慧
眼
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

山
田
に
よ
れ
ば
、
国
体
は
「
国
の
体
」、「
国
家
の
組
織
」
で
あ
り
、
そ
の
「
国

家
」
は
「
永
久
の
存
在
体
）
33
（

で
あ
り
、
ま
た
「
精
神
的
組
織
体
）
34
（

」
で
も
あ
る
。
し
か

る
に
、
そ
こ
に
天
壌
無
窮
、
万
世
一
系
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
加
わ
る
こ
と
で
、

日
本
国
家
―
天
壌
無
窮
と
万
世
一
系
に
支
え
ら
れ
た
国
体
お
よ
び
皇
統
の
存
在
、

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
人
の
道
と
し
、
国
家
に
尽
す
よ
り
急
な

る
は
な
く
、
大
な
る
は
な
く
、
切
な
る
は
な
し
。
こ
の
故
に
国
家
に
尽
す
を
以

て
、
人
生
最
大
の
道
と
す
。
大
義
と
は
こ
れ
な
り
）
35
（

。」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。『
概

論
』
は
自
ら
、
急
い
で
著
わ
し
た
と
言
っ
た
通
り
、
か
な
り
生
硬
な
文
体
で
以
上

の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
。

お
わ
り
に

　

さ
き
に
山
田
は
、
生
涯
を
通
し
て
教
師
を
な
り
わ
い
に
し
て
き
た
、
と
述
べ

た
。
そ
の
意
味
で
山
田
に
と
っ
て
教
育
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
山
田
に
と
っ
て
国
民
道
徳
は
た
ん
な
る
道
徳
論
で
は
な

く
、
国
民
に
〈
教
え
る
〉
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後

年
の
著
書
『
教
育
の
神
髄
』
に
「
我
が
教
学
は
源
を
国
体
に
発
し
、
日
本
精
神
を

以
て
核
心
と
な
し
、
之
を
基
と
な
し
、
世
局
の
進
運
に
膺
り
人
文
の
発
達
に
随

ひ
、
生
々
不
息
の
発
展
を
遂
げ
、
皇
運
隆
昌
の
た
め
に
竭
す
を
本
義
と
す
」（「
国

語
教
育
の
刷
新
振
興
」）
と
書
い
た
（
傍
線
は
原
文
の
ま
ま
）。
ま
さ
に
山
田
の
本

領
発
揮
で
あ
る
。
国
語
教
育
と
国
体
が
か
く
も
明
瞭
に
結
び
つ
い
た
。
山
田
は
本

質
的
に
や
は
り
教
師
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

国
民
を
〈
正
し
い
〉
方
向
に
導
く
こ
と
こ
そ
か
れ
自
身
に
要
請
さ
れ
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
大
逆
事
件
の
報
道
に
触
発
さ
れ
て
危
機
感
を
喚
起
さ
れ
、
山

田
は
国
学
者
と
し
て
の
自
意
識
の
も
と
、
独
自
の
国
体
論
の
構
築
を
迫
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
山
田
孝
雄
は
、
あ
る
い
は
「
第
一
義
的
に
は
国
士
で
い
ら
っ

し
ゃ
）
36
（

」
た
と
評
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
註

（
１
）　

『
類
纂
新
輯
明
治
天
皇
御
集
』（
明
治
神
宮
、
一
九
九
〇
）。
通
し
番
号
は
八

五
〇
九
。
山
田『
国
民
精
神
振
作
に
関
す
る
詔
書
義
解
』（
宝
文
館
、
一
九
二
四

年
）
に
引
用（
九
八
ペ
ー
ジ
）
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）　

森
長
英
三
郎『
禄
亭
大
石
誠
之
助
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
）

（
３
）　

日
本
語
・
文
法
研
究
者
と
し
て
の
山
田
孝
雄
に
つ
い
て
の
研
究
は
現
時
点
で

盛
ん
、
と
は
言
え
な
い
が
近
年
の
成
果
と
し
て
、
滝
浦
真
人『
山
田
孝
雄
―
共

同
体
の
国
学
の
夢
』
（
講
談
社
、
二
〇
〇
九
）
、
斎
藤
倫
明
・
大
木
一
夫
編『
山

田
文
法
の
現
代
的
意
義
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
〇
）
な
ど
が
あ
る
。
前
者

は
、
山
田
の
日
本
語
文
法
、
と
り
わ
け
敬
語
の
研
究
に
注
目
し
、
山
田
の
敬
語

論
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
国
体
論
へ
の
射
程
を
示
唆
し
て
い
て
有
益
で
あ
る
。
ま
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た
後
者
は
、
い
わ
ゆ
る
山
田
文
法
の
独
自
性
を
示
す
重
要
な
項
目
、
す
な
わ
ち

陳
述
、
述
体
、
喚
体
、
存
在
詞
な
ど
の
概
念
に
つ
い
て
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
詳
し
い
紹
介
、
評
価
な
ど
は
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
。

（
４
）　

『
概
論
』
一
〇
ペ
ー
ジ
。

（
５
）　

山
田
は
旧
制
、
富
山
県
尋
常
中
学
校
を
一
年
で
中
退
し
た
あ
と
、
独
学
で
小

学
校
、
中
学
校
、
師
範
学
校
の
教
員
免
許
を
取
得
し
て
奈
良
県
、
高
知
県
な
ど

の
中
学
校
教
諭
、
日
本
大
学
講
師
、
東
北
帝
国
大
学
教
授
、
そ
し
て
神
宮
皇
学

館
大
学
学
長
と
長
年
に
わ
た
っ
て
各
種
の
学
校
に
お
い
て
教
師
を
な
り
わ
い
と

し
て
き
た
。
こ
の
山
田
が
教
育
と
い
う
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
こ

と
は
、
山
田
孝
雄
を
歴
史
的
に
評
価
す
る
際
、
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

（
６
）　

『
概
論
』
一
二
ペ
ー
ジ
。
こ
う
し
た「
国
体
」
の
定
義
づ
け
は
他
の
著
作
や
講

演
記
録
な
ど
に
も
多
数
現
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
同
工
異
曲
で
あ
る
。
こ

の
事
実
は
、
戦
後
の
社
会
科
学
に
お
け
る
、
反
省
的
立
場
か
ら
の
そ
れ
な
り
の

理
性
的
な「
国
体
」
の
歴
史
的
位
置
づ
け
と
は
全
く
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
戦

後
の
憲
法
学
の
代
表
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、「
国
体
」
と
は
、
①
天
皇
に
主
権

が
存
す
る
こ
と
を
根
本
的
原
理
と
す
る
国
家
体
制
、
②
天
皇
が
統
治
権
を
総
攬

す
る
と
い
う
国
家
体
制
、
③
天
皇
を
国
民
の
あ
こ
が
れ
の
中
心
と
す
る
国
家
体

制
、
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
と
い
う（
芦
部
信
喜『
憲
法
第
五
版
』
第
二
章

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
）。
こ
の
憲
法
学
説
の
よ
う
に
、「
国
体
」
と
は（
な
ん

ら
か
の
）
国
家
体
制
、
と
山
田
が
言
わ
な
い
ま
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
解
説
を
付

し
た
と
こ
ろ
に
そ
の「
国
体
」
論
自
体
の
不
明
瞭
さ
の
根
源
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
も
っ
と
も
、
山
田
は
い
く
つ
か
の
著
作
で
、
西
洋
流
の
法
学
研
究
に
お

け
る
国
体
に
関
す
る
議
論
を
、
我
が
国
の
独
自
性
を
踏
ま
え
て
い
な
い
と
し
て

批
判
し
て
い
る
。

（
７
）　

『
概
論
』
二
九
ペ
ー
ジ
。

（
８
）　

『
概
論
』
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
９
）　

『
概
論
』
四
九
ペ
ー
ジ
。

（
10
）　

『
概
論
』
三
〇
ペ
ー
ジ
。

（
11
）　

富
山
市
立
図
書
館「
山
田
孝
雄
文
庫
」
蔵（
Ｙ
１
５
５
／
ヤ
ヨ
）。
閲
覧
の
便

宜
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
同
図
書
館
に
感
謝
し
た
い
。

（
12
）　

よ
み
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
一
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八

九
）
に
よ
る
。

（
13
）　

『
本
居
宣
長
全
集
』
第
七
巻（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
）
所
収
。

（
14
）　

『
概
論
』
五
三
ペ
ー
ジ
。

（
15
）　

『
概
論
』
五
七
ペ
ー
ジ
。

（
16
）　

『
概
論
』
六
五
ペ
ー
ジ
。

（
17
）　

こ
の
点
は
、『
概
論
』
の
行
論
中
の
一
人
称
が「
愚
」「
吾
人
」
ま
た「
余
」
な

ど
と
一
定
せ
ず
に
揺
れ
て
い
る
こ
と
も
傍
証
と
な
る
。『
概
論
』
は
事
実
上
決

定
稿
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
18
）　

こ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
る「
中
今
」
に
つ
い
て『
概
論
』
以
降
、
そ
の
専

論
な
り
専
著
な
り
は
全
く
上
梓
さ
れ
て
い
な
い
。
専
論
な
り
専
著
と
い
っ
て
よ

い
作
品
は『
国
民
精
神
の
中
枢
』
等
数
点
の
一
九
三
〇
年
代
の
毛
筆
の
自
筆
原

稿
な
ど（
富
山
市
立
図
書
館「
山
田
孝
雄
文
庫
」
蔵
）
が
残
さ
れ
て
い
る
の
み
で

あ
る
。
な
お
、「
中
今
」
に
関
す
る
、
近
年（
と
い
っ
て
も
す
で
に
四
〇
年
前
の

も
の
で
は
あ
る
が
）
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
西
田
長
男「「
中
今
」
の
解
釈
を
め

ぐ
っ
て
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
第
五
号
）
に
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
西

田
に
よ
れ
ば
、
神
道
学
な
い
し
神
道
思
想
史
の
立
場
か
ら
は
、
山
田
流
の
解
釈

は
容
認
さ
れ
な
い
。

（
19
）　

『
国
体
の
本
義
』
八
九
ペ
ー
ジ
。

（
20
）　

「
中
今
」
と
い
っ
た
、
本
来
は
さ
ほ
ど
の
思
想
性
を
包
含
し
て
い
な
い
語
を

か
く
も
重
要
な
意
味
づ
け
を
ほ
ど
こ
す
と
い
う
思
想
的
営
為
は
、
山
田
の
場

合
、
お
そ
ら
く
連
歌
の「
本
意
」
と
い
う
も
の
に
比
定
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
連
歌
は
山
田
家
に
伝
承
さ
れ
て
き
た「
家
学
」
と
も
い
え

る
伝
統
芸
術
で
、
山
田
は
父
の
方
雄
か
ら
家
伝
を
授
け
ら
れ
、
の
ち
に
山
田
は

伝
承
さ
れ
た
文
学
を
さ
ら
に
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
目
的
意
識
か
ら『
連
歌
概

説
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
七
）
を
著
し
て
い
る
。
山
田
に
よ
れ
ば
、
連
歌
の

「
本
意
」
と
は
、「
調
」
に
も「
句
柄
」
に
も
通
ず
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
、「
春

と
い
へ
ば
、
そ
の
本
意
は
も
の
静
か
に
心
の
ど
や
か
な
る
点
に
あ
り
と
心
得
、

た
と
ひ
、
大
風
吹
き
又
は
大
雨
降
る
と
い
ふ
と
も
、
春
た
る
以
上
は
そ
の
風
も

物
し
づ
か
な
る
本
意
を
失
は
ぬ
よ
う
に
す
る
を
い
ふ
。
」
（
同
書
二
二
〇
ペ
ー

ジ
）
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は「
本
意
」
に
つ
い

て「
特
に
和
歌
、
連
歌
、
俳
諧
な
ど
で
、
あ
る
題
材
が
本
来
備
え
て
い
る
、
最

も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
性
質
や
意
味
、
あ
り
方
」
と
説
明
す

る
。
あ
る
語
句
を
取
り
囲
む
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
、
或
る
意
味
の
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拡
が
っ
た
領
域
、
と
い
う
ほ
ど
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
中
今
」
自
体
は

た
ん
に
時
間
の
流
れ
の
な
か
の
、
或
る
時
、
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
あ
っ
た

も
の
に
こ
の
よ
う
な
思
想
的
な
意
味
内
容
を
込
め
る
こ
と
は
、
ま
さ
に「
中
今
」

の「
本
意
」
を
想
定
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
山
田

の
思
想
的
な
い
と
な
み
は
、
日
本
語
研
究
、
歴
史
研
究
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個

の
も
の
で
は
な
く
、（
お
そ
ら
く
）
そ
の
全
体
像
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

（
21
）　

富
山
市
立
図
書
館「
山
田
孝
雄
文
庫
」
に『
国
民
精
神
の
中
枢
』
と
名
付
け
ら

れ
た
自
筆
原
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
あ
と
で
ま
と
ま
っ
た

論
考
、
お
そ
ら
く『
国
体
の
本
義
』
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
論
考
を
執

筆
す
る
た
め
の
ノ
ー
ト
と
で
も
い
う
べ
き
原
稿
で
あ
る
。
し
か
し
、「
中
今
」

を
め
ぐ
る
山
田
の
思
考
を
た
ど
る
際
に
き
わ
め
て
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以

下
、
資
料
紹
介
を
か
ね
て
そ
の
重
要
部
分
を
抽
出
し
て
お
く
。

　
　
　

執
筆
年
代
が
明
確
で
は
な
い
自
筆
原
稿『
国
民
精
神
の
中
枢
』
は
、
同
図
書

館
に
よ
る
年
代
比
定
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
曰

く
「
世
に
は
唯
物
史
観
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
…
…
こ
の
唯
物
史
観
は
人
間
を

た
ゞ
慾
情
の
み
の
動
物
と
し
、
そ
の
慾
情
の
み
に
よ
り
て
動
く
も
の
と
せ
り
と

考
え
ら
る
ゝ
も
の
な
る
が
、
か
く
て
は
人
間
の
生
活
は
自
然
的
現
象
と
大
差
な

き
筈
な
り
」
（
一
〇
五
丁
オ
）
と
い
う
箇
所
な
ど
は
、
時
代
は
異
な
る
も
の

の
、
か
つ
て
大
逆
事
件
に
触
発
さ
れ
て
執
筆
し
た『
概
論
』
の
意
図
に
通
ず
る

と
も
い
え
る
。「
唯
物
史
観
」
な
ど
で
は
な
く（
以
下
、『
国
民
精
神
の
中
枢
』

抜
粋
）、

　

（
日
本
民
族
の
中
心
と
な
る
人
生
観
は
）
古
代
の
詔
勅
、
こ
と
に
国
語
を
以

て
口
宣
せ
ら
れ
し
宣
命
の
中
に
存
す
る
「
中
今
」
と
い
ふ
語
に
よ
り
て
示
さ

れ
た
る
思
想
こ
れ
な
り
…
…
「
中
今
」
と
い
ふ
語
は
「
現
今
」
と
い
ふ
も
の

を
以
て
、
そ
の
時
間
そ
の
も
の
の
「
中
」
な
り
と
観
ず
る
も
の
た
る
や
明
か

な
り
…
…
而
し
て
こ
れ
は
現
在
の
世
を
「
中
」
な
り
と
観
ず
る
思
想
を
あ
ら

は
し
た
る
も
の
に
し
て
即
ち
現
在
を
以
て
過
去
よ
り
将
来
に
わ
た
る
永
遠
の

時
の
中
間
な
り
と
す
る
も
の
た
る
こ
と
明
か
な
り
。（
一
二
一
丁
ウ
）

　　
　

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
か
な
り
詳
細
な
「
中
今
」
論
が
展
開
さ
れ

る
。
も
と
は
七
世
紀
末
の
文
武
天
皇
即
位
の
際
に
出
さ
れ
た
宣
命
に
現
わ
れ
た

「
中
今
」
と
い
う
語
に
込
め
ら
れ
た
思
想
は
、
過
去
か
ら
将
来
に
続
い
て
ゆ
く

時
間
の
流
れ
の
な
か
で
、
現
在（
常
に
ち
ょ
う
ど
そ
の
真
ん
中
）
を
中
に
し
て

そ
れ
よ
り
以
前
を
過
去
、
そ
れ
よ
り
あ
と
を
将
来
と
す
る
永
遠
の
時
間
の
流
れ

の
全
体
、
で
あ
る
と
い
う
時
間
論
で
あ
っ
た
。
ま
た
別
の
箇
所
で
は
箇
条
書
き

の
形
態
で
説
明
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　　
　
　

こ
の
思
想
を
一
言
す
れ
ば
、

一
、「
一
即
多
」
な
る
も
の
の
不
断
に
無
限
に
進
展
す
る
こ
と
を
告
ぐ
る
も

の
（
天
壌
無
窮
二
、
現
在
を
力
点
と
し
て
創
生
力
を
発
揮
し
つ
ゝ
進
む

恒
久
性
を
有
す
る
を
告
ぐ
る
も
の
（
す
め
ら
み
こ
と
の
本
性
）
な
る

が
、
余
は
な
ほ
こ
れ
を
委
し
く
せ
む
が
為
に
、

　

一
、
中
今
の
思
想
の
姿

　

二
、
中
今
の
思
想
の
本
質

　

三
、
中
今
の
思
想
の
力
の
状
態

中
今
の
思
想
の
姿

　

一
、
時
の
無
限
の
流
れ

　

二
、
現
在
を
過
去
と
未
来
と
の
中
点
と
し
て
の
実
在
と
観
ず
（
以
上
、

一
、
二
に
よ
り
て
天
壌
無
窮
の
思
想
生
ず
）

　

三
、
現
在
を
時
の
唯
一
の
実
在
点
と
し
て
之
を
人
生
の
力
点　

と
す
。

従
っ
て

　
　

イ
、
現
在
な
く
し
て
は
過
去
も
未
来
も
考
へ
ら
れ
ず
と
す
。

　
　

ロ
、
現
在
が
過
去
と
未
来
と
の
実
在
的
契
合
点
と
し
て
最
も
重
大
な
り

と
観
ず
。

　
　

ハ
、
現
在
に
立
つ
も
の
ゝ
責
任
の
自
覚
を
生
ず
（
改
善　

努
力　

等
）

　

四
、
過
去
、
現
在
、
未
来
を
有
機
的
の
一
と
見
る
。（
歴
史
の
本
質
こ
こ

に
あ
り
。）（
万
世
一
系
の
思
想
こ
こ
に
生
ず
）

　

五
、
最
も
古
き
も
の
を
決
し
て
失
は
ず
し
て
刻
々
に
最
も
新
し
き
も
の
を

摂
取
同
化
す
（
大
嘗
祭　

新
嘗
祭
）

中
今
の
思
想
の
本
質

　

一
、
哲
学
的
に
見
れ
ば
、

　
　
　

時
間
の
本
質
に
即
し
て
、
現
在
の
本
質
を
正
し
く
認
識
す
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二
、
こ
の
思
想
を
分
解
し
て
見
れ
ば
、

　
　

イ
、
現
在
を
中
心
と
す
れ
ど
、
刹
那
に
あ
ら
ず

　
　

ロ
、
す
べ
て
の
も
の
時
間
の
系
列
中
の
或
る
点
に
存
す
と
い
ふ
自
覚
を

有
す
と
い
ふ
二
の
著
し
き
点
あ
り
。

　

三
、
こ
の
思
想
の
生
ず
る
所
以
は

　
　

イ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
孤
立
的
に
見
ず
、
上
下
、
左
右
、
前
後
等
種
々

の
方
面
か
ら
の
関
係
の
中
に
あ
り
と
見
る
。

　
　

ロ
、
随
っ
て
抽
象
的
に
他
と
孤
立
的
に
事
物
を
見
ず
具
象
的
の
事
物
に

関
心
と
理
解
と
を
も
つ

　

要
す
る
に

　
　

イ
、
具
体
的
関
係
的
と
い
ふ
こ
と
を
離
れ
ず
し
て
し
か
も
「
一
」
を
保

つ
こ
と
を
貴
ぶ
。
而
し
て

　
　

ロ
、
そ
の
「
一
」
と
い
ふ
も
の
は
時
間
の
系
列
に
存
す
る
一
の
事
実
た

る
な
り
。

　

二
、
随
っ
て
こ
の
思
想
は
「
現
在
の
事
実
」
約
言
す
れ
ば
「
現
実
」（
現

在
と
い
ふ
時
間
に
存
在
す
る
事
実
）
を
中
心
と
す
る
思
想
な
り
。
こ

の
「
現
実
」
は
無
限
に
発
展
し
行
く
生
命
を
有
す
る
も
の
の
現◎

◎在
と

い
ふ
。
一
の
窓
よ
り
詠
め
ら
れ
た
る
現
象
な
り
。
而
し
て
そ
の
現◎

◎実

は
そ
の
時
に
於
け
る
真◎

◎実
そ
の
も
の
ゝ
相
貌
な
り
、
こ
れ
即
ち
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
い
ふ
現
実
と
似
た
る
も
の
に
し
て
彼
れ
が
過
去
を
含
ん

だ　

現
実
に
し
て
同
時
に
未
来
を
孕
ん
で
ゐ
る
現
実
な
り
と
い
ひ
た

る
も
の
と
殆
ど
同
じ
も
の
な
り
。
か
ら
生
ま
れ
た
ト
イ
フ
ベ
シ

　

三
、
こ
の
思
想
は
一
歩
も
休
息
す
る
こ
と
な
く
、
無
限
に
進
展
す
る
こ
と

を
根
本
に
有
す
。
さ
れ
ば
こ
れ
を
主
義
と
す
れ
ば　

進
歩
主
義
と
な

る
べ
し
。

　

六
、
こ
の
進
歩
主
義
活
動
は
「
力
」
を
基
と
す
。
こ
こ
に
中
今
の
思
想
の

力
の
状
態
を
見
る
を
要
す
。

中
今
の
思
想
の
「
力
」
の
状
態　

活
動
す
る
状
態

　

一
、
思
想
は
力
―
「
し
ら
す
」
の
「
言
あ
げ
せ
ぬ
」　

こ
の
力
が
基
と
な

り
て

　
　
　

同
化
作
用
（
内
部
に
と
り
入
な
る
能
動
の
力
）

　
　
　

順
応
作
用
（
外
部
に
応
じ
て
、
処
す
る
力
）　

で
按
配
す
る
「
原
動

力
」
と
な
る
べ
し

　

二
、
現
実
を
「
力
点
」
と
す
る
も
の
に
し
て
過
去
を
顧
み
て
こ
れ
を
尊
重

し
こ
れ
に
基
つ
き
て　

理
想
を
立
て
こ
れ
を
目
標
と
し
て
現◎

◎

実
に
立

脚
し
つ
ゝ
一
歩
つ
ゝ
ふ
み
し
め
て
進
む
努
力

　

三
、
さ
れ
ば
現
実
を
中
心
と
し
て

　
　
　

同
化
と
順
応
の
力
を
よ
く
調
べ
保
守
と
革
新
と
を
よ
く
調
ふ
る
力
を

有
す
。

　

四
、
さ
れ
ば
、
こ
れ
は
人
生
観
と
し
て
は

　
　
　

改
善
的
人
生
観
を
有
し
、
倫
理
主
義
と
し
て
努
力
主
義
を
有
す
。
さ

れ
ば
、
如
何
に
苦
境
に
陥
る
と
も
悲
観
せ
ず
、
又
自
暴
自
棄
に
陥
ら

ず
、
飽
く
ま
で
罪
悪
と
戦
ひ
、
正
義
の
勝
利
を
前
途
に
認
め
て
進
む

主
義
な
り
（
北
畠
親
房
、
そ
の
例
）

　

五
、
国
民
道
徳
の
真
髄
こ
こ
に
あ
り
。
孝
も
中
今
の
思
想
よ
り
学
ぶ
べ
し
。

　

六
、
こ
の
思
想
の
改
善
主
義
は
そ
の
基
に
人
性
は
善
な
り
と
い
ふ
人
生
観

あ
り
。
こ
れ
、
大
祓
の
よ
り
て
起
る
と
こ
ろ
に
し
て
神
道
の
根
柢
こ

こ
に
あ
り

　

七
、
易
に
い
ふ　

天
行
□　

自
彊
不
息
も
こ
れ
な
り

　
結
論

　
　

「
す
べ
ら
き
」
の
思
想
を
含
み
た
る
「
中
今
」
の
思
想
が
国
民
精
神
の

本
質
な
ら
む
。

　
　

そ
の
特
性

　
　

（
客
観
）
空
間
的
一
元
性　
　

純
真
の
統
一

　
　
　
　
　
　

時
間
的
一
元
性

　
　

（
主
観
）
し
ら
す 

無
限
の
進
展

　
　
　
　
　
　

言
あ
げ
せ
ぬ
（
行
の
統
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

誠
（
こ
の
底
に
一
の
力
あ
り

こ
れ
大
和
魂
な
り
）

　
　
　
　
　
　

時
間
的
統
一
（
常
操
）

　

　
　
　

な
ど
と
続
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
草
稿
ら
し
く
整
理
さ
れ
て
い
な
い
文
字

通
り
、
メ
モ
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
山
田
の「
中
今
」
に
関
す
る
思
考
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の
跡
を
粗
々
た
ど
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
22
）　

も
う
ひ
と
つ
の「
中
今
思
想
」
は
、
戦
争
生
活
技
術
協
会（
麹
町
区
□
□
、
国

際
文
化
会
館
内
）
の
名
で
謄
写
印
刷
さ
れ
た
小
冊
子（
年
月
日
不
記
載
）
で
、

内
容
は
ほ
と
ん
ど
憲
兵
司
令
部
で
の
講
演
と
同
工
異
曲
の
も
の
で
あ
る
。

（
23
）　

山
田
は
そ
の
翌
年
の
一
九
二
五
年
、
国
文
学
第
一
講
座
職
務
担
任
と
し
て
国

語
学
を
担
当
し
た
。
翌
年
に
教
授
に
昇
任
は
し
た
が
、
ま
ず
は
講
師
と
し
て
の

就
任
で
あ
っ
た
。
畑
中
健
二「
山
田
孝
雄
と
文
献
学
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』

第
七
四
号
）
に
よ
る
と
、
こ
の
人
事
は
山
田
が
こ
れ
ま
で
い
わ
ゆ
る
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
内
で
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
当
時
は
異
例
な
も

の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
山
田
孝
雄
を
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
に

招
聘
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
が
こ
の
村
岡
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

（
大
田
栄
太
郎「
或
る
友
情
・
阿
部
次
郎
先
生
と
山
田
孝
雄
先
生
」、
同『
山
田
孝

雄　

想
い
出
の
記
』
富
山
市
民
事
業
団
、
一
九
八
五
、
所
収
。
な
ど
）。

（
24
）　

村
岡『
国
民
性
の
研
究　

日
本
思
想
史
第
五
巻
』
創
文
社
、
一
九
六
二
、
所

収
。
こ
の
講
義
録
の
最
後
に
は「
昭
和
十
六
年
二
月
二
十
四
日
法
文
学
部
講
了
」

と
い
う
メ
モ
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
講
義
自
体
は
一
九
四
〇
年
度
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
前
田
勉
「
解
説
―
日
本
思
想
史
学
の
誕
生
」

（『
新
編　

日
本
思
想
史
研
究
―
村
岡
典
嗣
論
文
選
』、
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
、

所
収
）
に
よ
れ
ば
、
村
岡
は
日
本
思
想
史
の
通
史
を
叙
述
す
る
際
に
は
、
い
つ

も
形
式
・
原
型
と
し
て
の
「
国
体
」
と
内
容
と
し
て
の
「
外
来
文
化
の
摂
取
」

（
あ
る
い
は「
世
界
文
化
の
摂
取
」）
の
ふ
た
つ
の「
特
性
」
を
中
心
軸
」
に
お
い

て
い
た
と
い
う
。
こ
の
村
岡
の
図
式
の
、
も
と
も
と
日
本
に
あ
っ
た
も
の
と
あ

と
で
日
本
に
入
っ
て
き
た
も
の
と
の
相
克
、
関
係
如
何
と
い
う
方
法
論
的
コ
ン

セ
プ
ト
、
も
し
く
は
問
題
意
識
は
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
前
者
を
村
岡

も「
国
体
」
と
呼
ん
だ
の
だ
が
、
自
ら
山
田
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
25
）　

『
概
論
』
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
26
）　

『
概
論
』
九
三
ペ
ー
ジ
。

（
27
）　

い
わ
ゆ
る
南
北
朝
正
閏
論
は
、
近
世
の
水
戸
学
以
来
、
南
朝
を
正
統
と
す
る

見
解
が
有
力
と
な
っ
て
い
た
。
近
代
に
な
っ
て
一
九
〇
三（
明
治
三
六
）
年
か

ら
使
用
さ
れ
て
い
た
小
学
校
の
文
部
省
編
纂
の
国
定
歴
史
教
科
書『
尋
常
小
学

日
本
歴
史
』
の
教
師
用
指
導
書
が
南
朝
と
北
朝
と
を
並
列
し
て
記
述
し
て
い
た

こ
と
が
一
九
一
〇
年
に
な
っ
て
国
会
で
問
題
視
さ
れ
、
当
時
の
立
憲
国
民
党
が

「
大
逆
事
件
・
南
北
朝
正
閏
論
に
関
す
る
閣
臣
問
責
決
議
案
」
を
提
出
し
た
。

こ
の
法
案
自
体
は
否
決
さ
れ
た
も
の
の
、
時
間
的
な
経
過
と
し
て
は
、
編
纂
の

担
当
者
で
あ
っ
た
喜
田
貞
吉
を
休
職
処
分
と
し
て
、
教
科
書
の
記
述
を
修
正
す

る
こ
と
で
南
北
朝
正
閏
論
は
一
旦
決
着
が
つ
い
た
が
、
こ
れ
以
降
は
南
朝
正
統

論
が
事
実
上
機
能
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
逆
事
件
と
南
北
朝
正
閏
論
と
に
は

こ
の
よ
う
な
複
雑
な
関
連
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
28
）　

『
概
論
』
一
〇
八
ペ
ー
ジ
。

（
29
）　

『
国
体
の
本
義
』
一
四
七
ペ
ー
ジ
。

（
30
）　

『
概
論
』
一
〇
九
ペ
ー
ジ
。

（
31
）　

家
永
三
郎
教
授
東
京
教
育
大
学
退
官
記
念
論
集
２『
近
代
日
本
の
国
家
と
思

想
』（
三
省
堂
、
一
九
七
九
）
所
収
。

（
32
）　

尾
藤
、
前
掲
論
文
。

（
33
）　

『
概
論
』
七
二
ペ
ー
ジ
。

（
34
）　

『
概
論
』
八
一
ペ
ー
ジ
。

（
35
）　

『
概
論
』
一
一
三
ペ
ー
ジ
。

（
36
）　

大
岩
正
仲「
山
田
孝
雄
伝（
そ
の
一
）」（『
月
刊
文
法
』
一
九
六
八
年
一
一
月

号
）。
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