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国
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神
道
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整
理
に
つ
い
て

必
要
性
の
認
識
と
整
理
の
視
点

新

田

均

□

要

旨

筆
者
が
﹁
国
家
神
道
﹂
研
究
史
を
整
理
す
る
必
要
性
を
感
じ
る
に
至
っ
た
経
緯
と
︑
整
理
の
た
め
の
視
点
を
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
し
た
の
か

に
つ
い
て
述
べ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
公
表
済
み
の
筆
者
の
論
考
を
要
約
し
︑
解
説
を
加
え
る
と
い
う
形
で
論
を
進
め
る
︒
取
り
上
げ
る
論
考
は
︑﹁﹁
国

家
神
道
﹂
研
究
余
滴
﹂︵﹃
皇
學
館
大
學
神
道
研
究
所
所
報
﹄
第
四
〇
号
︑
平
成
二
年
十
二
月
︶︑﹁
国
家
神
道
と
神
道
指
令
﹂︵﹃
日
本
﹁
神
社
﹂
総
攬
﹄

平
成
三
年
一
月
︑
新
人
物
往
来
社
︶︑﹁
Ｗ
・
Ｐ
・
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
﹁
国
家
神
道
﹂
批
判
の
解
釈
に
つ
い
て
﹂︵﹃
皇
學
館
大
學
神
道
研
究
所
所
報
﹄

第
四
六
号
︑
平
成
六
年
一
月
︶︑﹁
Ｗ
・
Ｐ
・
ウ
ッ
ダ
ー
ド
﹁
占
領
と
神
社
神
道
﹂
の
原
文
と
翻
訳
﹂︵﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
第
二
七
巻
第
四
号
︑
平
成

六
年
八
月
︶︑﹁
Ｗ
・
Ｐ
・
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
論
﹂︵﹃
谷
省
吾
先
生
退
職
記
念
神
道
学
論
文
集
﹄︵
平
成
七
年
七
月
︑
国
書
刊
行
会
︶

で
あ
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

国
家
神
道

Ｗ
・
Ｐ
・
ウ
ッ
ダ
ー
ド

第
二
次
世
界
大
戦

占
領

神
道
指
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は

じ

め

に

本
稿
は
︑
主
に
︑
近
代
の
神
道
を
﹁
国
家
神
道
﹂
と
い
う
術
語
に
依
拠
し
て
語
る
こ
と
の
是
非
を
検
討
し
て
き
た
筆
者
の
研
究
過
程
を
︑

自
ら
整
理
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
環
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
筆
者
が
﹁
国
家
神
道
﹂
研
究
史
を
整
理
す
る
必
要
性
を
感
じ
る
に
至
っ

た
経
緯
と
︑
整
理
の
た
め
の
視
点
を
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
し
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
な
お
︑
本
稿
に
お
い
て
言
及
す
る
筆
者
の
論
考

は
﹁
皇
學
館
大
学
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
﹂
に
︑
順
次
︑
収
め
て
い
く
︒
本
稿
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︵
1
︶

︒

一
︑
研
究
史
整
理
の
必
要
性
の
認
識

筆
者
は
昭
和
六
十
三
年
四
月
に
皇
學
館
大
學
神
道
研
究
所
に
赴
任
し
た
︒
そ
の
当
時
の
研
究
環
境
に
つ
い
て
︑
平
成
十
五
年
の
段
階
で

振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
書
い
た
︒

私
が
近
代
日
本
の
政
教
関
係
の
研
究
を
始
め
た
頃
︵
2
︶

は
︑
こ
の
分
野
で
は
不
明
の
こ
と
が
多
い
一
方
で
︑
明
ら
か
に
間
違
い
だ
と
断

定
で
き
る
議
論
が
横
行
し
︑
そ
れ
が
裁
判
に
さ
え
影
響
を
与
え
て
い
た
︒
と
に
か
く
︑
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
そ
の
誤
り
を

正
そ
う
と
考
え
て
︑
原
史
料
を
読
む
こ
と
に
没
頭
し
た
︒
だ
が
︑
膨
大
な
嘘
偽
り
の
ほ
ん
の
一
部
を
訂
正
す
る
だ
け
で
も
大
変
な
労

力
と
時
間
を
要
し
︑
あ
せ
り
を
覚
え
る
こ
と
も
多
か
っ
た
︒

昭
和
六
十
三
年
に
皇
學
館
大
学
に
就
職
し
て
東
京
を
離
れ
る
と
︑
資
料
館
に
通
っ
て
事
実
を
探
求
す
る
と
い
う
方
法
は
使
え
な
く
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な
っ
た
︒
東
京
に
い
れ
ば
︑
い
つ
で
も
︑
五
百
円
の
交
通
費
で
通
え
た
も
の
が
︑
伊
勢
か
ら
で
は
︑
た
ま
に
︑
二
万
五
千
円
の
交
通

費
を
払
っ
て
通
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
︒
地
方
で
は
近
代
史
の
研
究
は
無
理
な
の
か
と
悩
み
つ
つ
︑
試
行
錯
誤
を
繰

り
返
し
て
い
る
う
ち
に
︑
既
成
の
資
料
集
や
当
時
の
刊
行
物
を
丁
寧
に
読
む
と
い
う
方
法
に
行
き
着
き
︑
よ
う
や
く
ス
ラ
ン
プ
を
脱

す
る
こ
と
が
で
き
た
︵
3
︶

︒

東
京
で
の
大
学
院
生
時
代
の
研
究
拠
点
は
︑
国
立
公
文
書
館
︑
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
︑
そ
し
て
早
稲
田
大
学
図
書
館
だ
っ
た
︒

そ
こ
で
︑﹃
公
文
類
纂
﹄﹃
公
文
録
﹄﹃
公
文
別
録
﹄
な
ど
の
原
史
料
や
豊
富
な
蔵
書
を
漁
っ
て
︑
学
界
未
見
の
史
料
に
よ
っ
て
︑﹁
国
家
神

道
﹂
論
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
伊
勢
に
赴
任
す
る
こ
と
で
︑
時
間
的
制
約
に
距
離
的
制
約
も
重
な
っ

て
︑
多
量
の
資
料
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
も
好
き
な
だ
け
読
み
ふ
け
る
︑
と
い
う
研
究
方
法
は
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
限
ら
れ
た
時

間
で
︑
特
定
の
資
料
を
繰
り
返
し
読
む
こ
と
し
か
で
き
な
い
︒
偶
然
に
与
え
ら
れ
た
試
練
︒
今
か
ら
考
え
る
と
︑
そ
れ
が
良
か
っ
た
︒

誰
で
も
閲
覧
可
能
な
公
刊
さ
れ
た
研
究
者
の
著
作
集
や
資
料
集
は
巷
に
あ
ふ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
内
容
を
熟
知
し
て
い
る
者
は
︑
実
の

と
こ
ろ
︑
著
者
本
人
や
編
者
本
人
以
外
︑
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
︒
そ
れ
に
気
づ
い
て
︑
現
在
お
よ
び
過
去
の
論
文
︑
著
書
︑
史
料
集
を
丁

寧
に
読
み
解
く
こ
と
か
ら
再
出
発
す
る
こ
と
に
し
た
︒

ポ
イ
ン
ト
と
な
る
研
究
者
の
著
作
を
刊
行
年
順
に
読
み
解
い
て
︑
そ
の
思
想
の
形
成
過
程
と
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
︒
次
に
︑
そ
れ
を

基
礎
と
し
︑
繋
ぎ
合
わ
せ
て
︑
次
第
に
体
系
的
な
研
究
史
を
組
み
上
げ
て
い
く
︒
こ
の
過
程
の
中
で
︑
重
要
史
料
を
特
定
し
︑
そ
の
解
釈

を
検
討
し
︑
新
史
料
の
発
見
に
努
め
る
︒
こ
う
し
て
次
第
に
明
ら
か
と
な
っ
て
来
た
特
定
の
分
野
に
つ
い
て
の
理
解
を
基
に
︑
そ
の
背
景

や
前
提
と
な
る
日
本
近
代
史
全
体
に
対
す
る
自
ら
の
見
方
を
固
め
て
い
く
︒
さ
ら
に
︑
自
ら
の
日
本
近
代
史
全
体
に
対
す
る
見
方
と
特
定

分
野
に
つ
い
て
の
見
方
と
の
整
合
性
と
を
意
識
し
な
が
ら
︑
双
方
を
一
層
明
確
に
し
て
い
く
︒
今
日
︑
自
ら
﹁
帰
納
的
方
法
﹂
と
読
ん
で

﹁
国
家
神
道
﹂
研
究
史
の
整
理
に
つ
い
て
︵
新
田
︶
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い
る
筆
者
の
研
究
ス
タ
イ
ル
は
︑
こ
の
よ
う
に
し
て
次
第
に
出
来
上
が
っ
て
行
っ
た
︒﹁
必
要
は
発
明
の
母
︒
偶
然
は
発
明
の
父
﹂
と
は
︑

誰
の
言
葉
か
忘
れ
た
が
︑
確
か
に
そ
う
だ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
が
︑
平
成
二
年
十
二
月
刊
の
﹃
皇
學
館
大
學
神
道
研
究
所
所
報
﹄
第
四
〇
号
に
掲
載
し
た
﹁
﹁
国

家
神
道
﹂
研
究
余
滴
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
の
要
点
は
三
つ
︒

①
．
近
代
の
宗
教
行
政
に
対
す
る
解
釈
史
︑
言
い
換
え
れ
ば
﹁
国
家
神
道
﹂
の
研
究
史
を
整
理
す
る
必
要
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
︒

②
．
研
究
史
の
整
理
を
は
じ
め
て
︑
改
め
て
気
づ
い
た
こ
と
が
二
つ
︒
そ
の
一
つ
が
﹁
神
道
指
令
﹂
以
来
自
明
の
前
提
と
さ
れ
て
き
た

﹁
戦
争
の
﹃
元
凶
﹄
と
し
て
の
﹃
国
家
神
道
﹄﹂
と
い
う
見
方
は
︑
本
当
に
︑
そ
れ
程
︑﹁
自
明
﹂
な
の
か
は
疑
問
で
あ
る
こ
と
︒

③
．
も
う
一
つ
が
︑
村
上
重
良
氏
に
よ
っ
て
︑
一
九
三
〇
年
以
降
が
﹁
国
家
神
道
﹂
の
絶
頂
期
と
さ
れ
︑
治
安
維
持
法
や
宗
教
団
体
法

が
そ
の
典
型
的
な
構
成
要
素
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
見
方
の
正
し
さ
に
は
疑
問
が
あ
る
こ
と
︒

②
の
疑
問
の
根
拠
と
し
て
︑
竹
山
道
雄
の
﹃
昭
和
の
精
神
史
︵
4
︶

﹄
と
︑
林
房
雄
の
﹃
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
︵
5
︶

﹄
を
取
り
上
げ
た
︒
両
者
は
︑

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
原
因
と
な
っ
て
戦
争
と
い
う
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
村
上
重
良
氏
と
は
正
反
対
に
︑
対
外
危
機
が
原
因
と
な
っ

て
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
生
ま
れ
︑
広
が
っ
た
と
い
う
見
方
に
立
っ
て
い
た
︒

そ
の
後
︑
林
房
雄
氏
の
議
論
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
以
上
に
踏
み
込
ん
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
竹
山
道
雄
氏
の
議

論
に
つ
い
て
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
言
及
す
る
こ
と
に
な
り
︑
筆
者
の
導
き
の
糸
と
な
っ
た
︒

な
お
︑
こ
こ
で
提
起
し
た
視
野
の
拡
大
︑
す
な
わ
ち
︑
日
本
の
近
代
史
全
体
に
対
す
る
理
解
と
評
価
と
の
関
連
で
﹁
国
家
神
道
﹂
を
考

え
︑
位
置
付
け
る
と
い
う
視
点
は
︑
平
成
十
年
以
降
の
筆
者
の
研
究
の
中
で
︑
次
第
に
︑
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
く
︒
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③
に
つ
い
て
は
︑
治
安
維
持
法
と
宗
教
団
体
法
の
い
ず
れ
も
が
︑
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
ま
だ
﹁
国
家
神
道
﹂
の
解
体
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
時

期
に
出
さ
れ
た
﹁
人
権
指
令
﹂︵
昭
和
二
十
年
十
月
四
日
︶
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
︑
両
者
を
単
純
に
﹁
国
家
神
道
﹂
に

含
め
る
こ
と
へ
の
疑
問
を
呈
し
た
︒

ち
な
み
に
︑
近
年
︑﹁
皇
国
史
観
﹂
に
つ
い
て
︑
新
た
な
研
究
が
試
み
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
﹁
皇
国

史
観
﹂
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
︑﹁
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
成
立
し
た
の
か
と
い
う
方
向
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︵
6
︶

﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
機
会
に
︑
戦
後
の
早
い
時
期
に
︑
竹
山
氏
や
林
氏
に
よ
っ
て
︑
こ
の
視
点
か
ら
の
問

題
提
起
が
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒

二
︑
研
究
史
整
理
の
視
点
の
獲
得

﹁
神
道
指
令
﹂
に
依
拠
し
て
︑﹁
国
家
神
道
﹂
を
戦
争
の
﹁
元
凶
﹂
と
考
え
る
こ
と
を
自
明
の
理
と
し
て
い
い
の
か
と
の
疑
問
は
︑
そ
も

そ
も
︑﹁
神
道
指
令
﹂
の
内
容
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
︑
そ
の
内
容
は
そ
の
後
の
人
々
に
正
し
く
理
解
さ
れ
て
来
た
の
か
︑
と
い

う
二
つ
の
疑
問
へ
と
発
展
し
た
︒
こ
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
取
り
組
ん
だ
の
が
︑
Ｗ
・
Ｐ
・
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
主
張
を
正
確
に
理
解
す
る
と

い
う
研
究
だ
っ
た
︒

そ
の
結
論
だ
け
を
︑
ま
ず
公
表
し
た
の
が
︑
平
成
三
年
一
月
刊
の
﹃
日
本
﹁
神
社
﹂
総
攬
﹄
︵
新
人
物
往
来
社
︶
で
項
目
執
筆
し
た
﹁
国

家
神
道
と
神
道
指
令
﹂
の
﹁
③
問
題
点
﹂
の
部
分
で
あ
る
︒

﹁
国
家
神
道
﹂
研
究
史
の
整
理
に
つ
い
て
︵
新
田
︶
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神
道
指
令
は
﹁
国
家
神
道
﹂
を
﹁
非
宗
教
的
ナ
ル
国
家
的
祭
祀
ト
シ
テ
類
別
セ
ラ
レ
タ
ル
神
道
ノ
一
派
﹂
と
定
義
し
て
い
る
が
︑

そ
の
禁
止
事
項
は
こ
の
範
囲
を
大
き
く
越
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
指
令
起
草
者
の
関
心
が
︑
宗
教
と
教
育
か
ら
軍
国
主
義
と
超
国
家

主
義
を
除
去
す
る
と
い
う
実
践
的
課
題
に
向
け
ら
れ
て
い
た
た
め
︑
用
語
の
問
題
は
正
確
な
表
現
に
達
す
る
ま
で
考
え
抜
か
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
そ
の
後
﹁
国
家
神
道
﹂
は
︑
成
立
時
期
や
内
実
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
解
釈
を
生
み
︑
未
だ
に
一
定
し

て
い
な
い
︒
一
例
を
挙
げ
れ
ば
︑
元
Ｃ
Ｉ
Ｅ
宗
教
課
の
調
査
ス
タ
ッ
フ
︑
Ｗ
・
Ｐ
・
ウ
ッ
ダ
ー
ド
は
︑
神
道
指
令
が
対
象
と
し
た
の

は
﹁
国
体
の
カ
ル
ト
﹂
で
あ
っ
た
と
し
︑
こ
れ
を
明
治
以
来
の
神
社
神
道
の
国
家
管
理
を
指
す
﹁
国
家
神
道
﹂
や
︑
天
皇
・
国
土
・

国
民
を
神
話
に
基
づ
い
て
神
聖
か
つ
不
可
分
で
あ
る
と
説
き
︑
祭
政
一
致
を
基
本
教
義
と
す
る
﹁
国
体
神
道
﹂
等
と
区
別
す
る
︒
彼

に
よ
れ
ば
﹁
国
体
の
カ
ル
ト
﹂
と
は
一
九
三
〇
～
四
〇
年
代
初
期
に
軍
国
主
義
者
や
超
国
家
主
義
者
が
﹁
国
体
﹂
に
つ
い
て
行
っ
た

解
釈
で
あ
り
︑
警
察
国
家
の
権
力
に
よ
っ
て
日
本
国
民
に
カ
ル
ト
と
し
て
強
制
さ
れ
た
﹁
国
体
﹂
の
教
義
お
よ
び
実
践
活
動
を
指
す
︒

そ
れ
は
︑
神
道
の
神
話
と
思
想
の
諸
要
素
を
ふ
く
み
︑
神
道
の
施
設
と
行
事
を
利
用
し
た
が
︑
神
道
の
一
種
と
は
い
え
ず
︑
そ
れ
と

は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
た
独
立
の
現
象
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
︵
三
三
五
頁
︶︒

こ
こ
で
筆
者
が
ま
と
め
た
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
論
点
は
以
下
で
あ
る
︒

①
﹁
神
道
指
令
﹂
が
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
は
﹁
国
体
の
カ
ル
ト
﹂
で
あ
る
こ
と
︒

②
﹁
国
体
の
カ
ル
ト
﹂
は
﹁
国
家
神
道
﹂﹁
国
体
神
道
﹂
そ
の
他
の
﹁
神
道
﹂
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
﹁
独
立
の
現
象
﹂
で
あ
る
こ
と
︒

③
そ
の
﹁
国
体
の
カ
ル
ト
﹂
の
要
点
は
三
つ

＊
一
九
三
〇
～
四
〇
年
代
初
期
と
い
う
限
ら
れ
た
時
期
に
︑
軍
国
主
義
者
や
超
国
家
主
義
者
が
﹁
国
体
﹂
に
つ
い
て
行
っ
た
解
釈
で

あ
る
こ
と
︒
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＊
強
制
の
主
体
は
警
察
で
あ
っ
た
こ
と
︒

＊
国
民
に
強
制
さ
れ
た
の
は
カ
ル
ト
と
呼
ぶ
べ
き
﹁
国
体
﹂
の
教
義
と
実
践
で
あ
る
こ
と
︒

と
こ
ろ
で
︑
近
年
︑﹁
国
体
﹂
に
つ
い
て
の
研
究
が
盛
ん
に
な
り
︑
そ
う
し
た
研
究
動
向
の
中
で
︑
日
本
近
代
の
中
で
も
﹁
国
体
﹂
論

に
変
容
が
あ
っ
た
と
す
る
見
方
が
支
持
を
広
げ
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
︵
7
︶

︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
研
究
者
の
中
で
︑
そ
の
よ
う
な
視
点
の
提
示
が
︑

昭
和
四
十
年
と
い
う
極
め
て
早
い
時
期
か
ら
ウ
ッ
ダ
ー
ド
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
者
は
何
人
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

筆
者
が
ウ
ッ
ダ
ー
ド
に
注
目
し
た
の
は
︑
彼
が
﹁
神
道
指
令
﹂
の
起
草
・
実
施
過
程
に
つ
い
て
︑
内
部
資
料
を
駆
使
し
て
体
系
的
な
研

究
を
纏
め
た
最
初
の
研
究
者
で
あ
っ
た
︑
と
同
時
に
︑﹁
神
道
指
令
﹂
を
批
判
的
に
検
討
し
た
最
初
の
研
究
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
︒

そ
も
そ
も
︑﹁
神
道
指
令
﹂
の
内
容
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
︑
そ
の
内
容
は
そ
の
後
の
人
々
に
正
し
く
理
解
さ
れ
て
来
た
の
か
︒

そ
れ
を
問
お
う
と
し
て
い
た
筆
者
に
と
っ
て
︑
ま
さ
に
打
っ
て
付
け
の
研
究
対
象
だ
っ
た
︒

彼
に
関
連
す
る
著
作
を
読
み
始
め
て
最
初
に
気
づ
い
た
の
は
︑
彼
の
主
張
に
対
す
る
理
解
が
微
妙
に
ズ
レ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
︒
大
原

康
男
氏
が
�
ウ
ッ
ダ
ー
ド
は
国
家
神
道
と
神
社
神
道
と
を
同
一
視
し
た
神
道
指
令
の
定
義
が
間
違
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
�
と
理
解
し

て
い
た
の
に
対
し
て
︑﹁
神
道
指
令
﹂
の
起
草
者
で
あ
る
Ｗ
・
Ｋ
・
バ
ン
ス
は
�
ウ
ッ
ダ
ー
ド
は
国
体
礼
賛
主
義
︿
K
o
k
u
ta
i
C
u
lt﹀
と

国
家
神
道
︿
S
ta
te
S
h
in
to﹀
と
の
区
別
を
主
張
し
て
い
る
�
と
の
理
解
を
書
い
て
い
た
︒
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
関
心
が
概
念
の
明
確
化
に
あ
っ

た
と
す
れ
ば
︑
こ
の
違
い
は
放
置
で
き
な
い
と
思
っ
た
︒

そ
こ
で
︑
彼
が
自
ら
の
主
張
を
は
じ
め
て
公
表
し
た
昭
和
四
十
︵
一
九
六
五
︶
年
九
月
の
米
国
ク
レ
ア
モ
ン
ト
市
の
ブ
レ
イ
ズ
デ
ル
研

究
所
で
の
発
表
の
英
文
原
稿
を
入
手
し
︑
そ
れ
と
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
の
訳
文
と
を
対
比
し
て
み
た
︒
そ
の
結
果
が
︑
平
成

六
年
一
月
﹃
皇
學
館
大
學
神
道
研
究
所
所
報
﹄
第
四
六
号
に
掲
載
し
た
﹁
Ｗ
・
Ｐ
・
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
﹁
国
家
神
道
﹂
批
判
の
解
釈
に
つ
い

﹁
国
家
神
道
﹂
研
究
史
の
整
理
に
つ
い
て
︵
新
田
︶
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て
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
論
文
の
要
点
は
︑
次
の
三
点
で
あ
る
︒

①
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
意
図
は
﹁
国
体
礼
賛
主
義
﹂
と
﹁
国
家
神
道
﹂
と
の
区
別
に
あ
っ
た
︒

②
﹁
国
家
神
道
﹂
と
﹁
神
社
神
道
﹂
の
区
別
は
︑
国
家
神
道
が
﹁
神
社
が
国
有
化
さ
れ
て
い
た
時
期
の
神
社
や
神
社
神
道
の
信
仰
を
指

す
用
語
﹂
と
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
事
実
上
︑
当
時
︑
両
者
の
意
味
は
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
﹂
と
さ
れ
︑
そ
れ

程
問
題
に
は
さ
れ
て
い
な
い
︒

③
彼
の
国
家
神
道
研
究
に
対
す
る
最
大
の
問
題
提
起
は
︑
神
道
指
令
の
禁
止
対
象
全
体
を
捉
え
る
用
語
と
し
て
﹁
国
体
礼
賛
主
義
︵
S
ta
te

C
u
lt,
o
r
K
o
k
u
ta
i
C
u
lt︶﹂
を
設
定
し
︑﹁
国
家
神
道
﹂
は
そ
の
一
部
︵
あ
る
い
は
︑
そ
の
一
部
分
が
国
体
礼
賛
主
義
と
重
な
る
︶
に
過
ぎ
な

い
と
主
張
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
︒

前
記
の
論
文
の
執
筆
時
に
は
︑
筆
者
が
依
拠
し
た
英
文
は
︑
ウ
ッ
ダ
ー
ド
が
発
表
当
日
に
配
布
し
た
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
︒
と
こ
ろ

が
︑
そ
の
後
︑
参
加
者
に
聞
取
り
を
し
て
み
る
と
︑
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
の
訳
文
が
当
日
配
布
さ
れ
た
ペ
ー
パ
ー
を
翻
訳
し

た
も
の
で
︑
私
の
依
拠
し
た
英
文
は
︑
後
日
︑
ブ
レ
イ
ズ
デ
ル
研
究
所
が
編
集
し
て
参
加
者
に
配
布
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
出
て
き

た
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
こ
の
英
文
を
公
に
残
し
︑
で
き
る
限
り
の
解
説
を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
発
表
し
た
の
が
︑
平
成

六
年
八
月
刊
の
﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
第
二
七
巻
第
四
号
に
掲
載
し
た
﹁
Ｗ
・
Ｐ
・
ウ
ッ
ダ
ー
ド
﹁
占
領
と
神
社
神
道
﹂
の
原
文
と
翻
訳
﹂
で

あ
る
︒
こ
の
翻
刻
の
中
で
︑
筆
者
は
ウ
ッ
ダ
ー
ド
が
用
い
た
︿
S
ta
te
C
u
lt﹀
︱
後
に
彼
は
︿
K
o
k
u
ta
i
C
u
lt﹀
を
用
い
る
よ
う
に
な

る
︱
に
対
し
て
︑
先
行
研
究
者
の
阿
部
美
哉
氏
が
用
い
た
﹁
国
体
礼
賛
主
義
﹂
で
は
な
く
︑
彼
の
意
図
を
一
層
鮮
明
に
表
現
す
る
こ
と

を
意
図
し
て
﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
︒
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前
記
の
よ
う
な
過
程
を
通
じ
て
積
み
重
ね
て
来
た
ウ
ッ
ダ
ー
ド
研
究
を
ま
と
め
た
の
が
︑
平
成
七
年
七
月
刊
行
の
﹃
谷
省
吾
先
生
退
職

記
念
神
道
学
論
文
集
﹄
︵
国
書
刊
行
会
︶
に
掲
載
し
た
﹁
Ｗ
・
Ｐ
・
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
論
︵
8
︶

﹂
で
あ
る
︒

﹁
は
じ
め
に
﹂
で
は
︑
ま
ず
︑
ウ
ッ
ダ
ー
ド
は
﹁
国
家
神
道
﹂
研
究
史
の
戦
後
の
原
点
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
研
究
者
だ
と
い
う
筆

者
の
見
解
を
述
べ
た
︒

次
い
で
︑
第
一
節
で
︑
彼
の
略
歴
を
紹
介
し
た
︒
そ
の
後
︑
彼
の
主
要
著
作
の
内
容
を
三
節
に
分
け
て
紹
介
し
た
︒

ま
ず
第
二
節
で
は
︑
前
述
の
ク
レ
ア
モ
ン
ト
で
の
発
表
﹁
T
h
e
O
ccu
p
a
tio
n
a
n
d
S
h
rin
e
S
n
in
to﹂︵
一
九
六
五
年
︶
の
内
容
を
英
文
に

基
づ
い
て
解
説
し
た
︒
こ
の
発
表
に
お
け
る
彼
の
主
張
の
要
点
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
︒

①
．
占
領
軍
が
﹁
神
道
指
令
﹂
に
よ
っ
て
廃
止
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
一
部
を
構
成
し
た
﹁
国
家

神
道
﹂
や
﹁
神
社
神
道
﹂
と
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

②
．﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
は
﹁
神
祇
院
で
は
な
く
政
府
︑
主
に
文
部
省
に
由
来
し
︑
特
殊
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
受
容
と
よ
く
整
え
ら
れ

た
あ
る
種
の
慣
行
の
遵
守
と
を
要
求
す
る
特
定
の
法
規
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
た
﹂︒
そ
し
て
︑
そ
れ
は
加
藤
玄
智
の
説
い
た
﹁
国

体
神
道
﹂
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

③
．﹁
国
家
神
道
﹂
は
︑
神
社
が
国
有
化
さ
れ
て
い
た
状
態
を
指
し
︑
そ
の
期
間
に
お
い
て
﹁
国
家
神
道
﹂
と
﹁
神
社
神
道
﹂
と
は
ま
っ

た
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
︒

④
．﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
は
明
治
維
新
以
降
徐
々
に
発
展
し
て
き
た
慣
行
で
あ
り
︑
そ
の
第
一
段
階
は
神
社
の
国
有
化
︑
第
二
段
階
は

﹁
天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
﹂
と
し
た
帝
国
憲
法
の
発
布
で
あ
り
︑
第
三
段
階
は
教
育
勅
語
の
発
布
で
あ
っ
た
︒

第
三
節
で
は
︑
国
際
宗
教
研
究
所
発
行
の
﹃
国
際
宗
教
ニ
ュ
ー
ズ
﹄
第
五
・
六
号
︵
一
九
七
二
年
︶
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
連
合
国
の
占
領

﹁
国
家
神
道
﹂
研
究
史
の
整
理
に
つ
い
て
︵
新
田
︶
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と
日
本
の
宗
教
﹂
の
内
容
を
解
説
し
た
︒
こ
の
論
文
に
お
け
る
彼
の
主
張
の
要
点
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
︒

①
．﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
の
出
現
は
︑﹁
復
古
神
道
﹂
が
﹁
国
体
神
道
﹂
へ
︑﹁
国
体
神
道
﹂
が
﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
へ
と
逸
脱
的
成
長

を
と
げ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
︑﹁
国
体
神
道
｣＝
｢国
体
狂
信
主
義
﹂
と
い
う
見
解
は
修
正
さ
れ
た
︒

②
．
前
記
の
神
道
の
い
ず
れ
も
が
天
皇
を
絶
対
視
し
て
い
る
が
︑﹁
復
古
神
道
﹂
は
︑
宗
教
性
と
政
治
性
の
両
面
を
有
し
︑
特
に
平
田

篤
胤
ま
で
は
宗
教
的
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
純
粋
な
宗
教
と
し
て
発
展
す
る
可
能
性
も
有
し
て
い
た
︒

③
．﹁
国
体
神
道
﹂
は
︑
復
古
神
道
の
継
承
者
た
ち
が
︑
そ
の
宗
教
的
教
説
を
政
治
上
の
主
義
に
転
化
し
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
っ

て
一
君
万
民
の
国
家
体
制
が
築
か
れ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
は
文
部
省
学
校
教
育
局
に
よ
っ
て
管
轄
さ
れ
︑﹁
軍
人
勅
諭
﹂
と
﹁
教
育

勅
語
﹂
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
︒

④
．﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
は
︑﹁
国
体
神
道
﹂
が
内
務
省
と
警
察
に
よ
っ
て
︑
特
に
大
正
十
五
年
の
治
安
維
持
法
を
媒
介
と
し
て
︑
全
国

民
に
強
制
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
出
現
し
た
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
︑﹁
国
体
神
道
﹂

が
﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
に
む
か
っ
て
逸
脱
的
成
長
を
と
げ
︑
そ
れ
が
一
九
四
〇
年
代
前
半
の
日
本
を
支
配
し
て
︑
戦
争
へ
と
国
民
を

駆
り
立
て
た
︒

第
四
節
で
は
︑
彼
が
死
去
の
前
年
に
上
梓
し
た
︑﹁
神
道
指
令
﹂
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
﹃
T
h
e
A
llie
d
O
ccu
p
a
tio
n
o
f
Ja
p
a
n1945

-

1952

a
n
d
Ja
p
a
n
e
se
R
e
lig
io
n
s﹄︵
一
九
七
二
年
︶
を
取
り
上
げ
て
︑
そ
の
内
容
を
解
説
し
た
︒
本
書
で
は
﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
に
関
す

る
記
述
は
︑
か
な
り
短
縮
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
要
点
は
以
下
の
様
で
あ
る
︒

①
．﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
は
︑﹁
神
道
﹂﹁
神
社
神
道
﹂﹁
国
家
神
道
﹂﹁
国
体
神
道
﹂﹁
教
派
神
道
﹂
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
独
立
の
現
象

で
あ
る
︒
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②
．﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
は
︑
過
激
な
超
国
家
主
義
者
や
軍
国
主
義
者
た
ち
が
︑
一
九
三
〇
年
代
と
一
九
四
〇
年
代
初
期
に
︑
国
体
の

観
念
に
与
え
た
解
釈
を
中
核
と
し
て
︑
こ
の
観
念
が
︑
警
察
国
家
の
権
力
に
よ
っ
て
日
本
国
民
に
強
制
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
出
現

し
た
︒
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
内
務
省
で
あ
っ
た
︵
9
︶

︒

本
論
文
の
﹁
お
わ
り
に
﹂
に
お
い
て
︑
筆
者
は
︑
今
後
の
研
究
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
主
張
の
要
点
を
以
下
の
三
つ
に

ま
と
め
た
︒

①
．﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
は
﹁
神
道
﹂
の
一
形
態
で
は
な
い
︒

②
．
し
た
が
っ
て
︑﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
に
対
し
て
﹁
国
家
神
道
﹂
と
い
う
用
語
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
︒

③
．﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
は
︑
一
九
二
〇
年
代
後
半
︵
ま
た
は
︑
三
〇
年
代
︶
か
ら
一
九
四
〇
年
代
前
半
ま
で
の
限
ら
れ
た
現
象
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
ま
と
め
た
上
で
︑
筆
者
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
︒﹁
近
代
日
本
の
政
教
関
係
を
︑
単
一
の
用
語
﹇
国
家
神
道
﹈
で
把
握

で
き
る
基
本
的
に
は
同
質
な
過
程
と
見
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
複
数
の
用
語
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
異
質
な
段
階
的
過
程
と

見
る
の
か
は
大
切
な
論
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︵
10
︶

﹂︒

あ
ら
た
め
て
ま
と
め
る
と
︑
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
主
張
を
知
る
こ
と
で
︑
筆
者
は
以
下
の
よ
う
な
視
点
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
︒

①
．﹁
神
道
指
令
﹂
に
は
︑
自
ら
が
定
義
し
て
い
る
﹁
国
家
神
道
﹂
と
は
異
質
な
禁
止
事
項
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
︵
11
︶

︒

②
．
そ
れ
全
体
を
指
す
と
す
れ
ば
﹁
国
家
神
道
﹂
と
は
別
の
用
語
が
必
要
で
あ
る
こ
と
︒

③
．
近
代
の
神
道
を
論
ず
る
際
に
は
︑﹁
逸
脱
的
成
長
﹂
と
で
も
い
う
べ
き
異
質
な
段
階
が
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
︒

と
は
言
え
︑
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
主
張
が
全
く
省
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
当
時
は
︑﹁
神
道
指
令
﹂
が
禁
じ

﹁
国
家
神
道
﹂
研
究
史
の
整
理
に
つ
い
て
︵
新
田
︶
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た
も
の
を
す
べ
て
含
め
て
﹁
国
家
神
道
﹂
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で
︑
そ
れ
は
抗
い
が
た
い
も
の
だ
っ
た
︒﹁
国
家
神
道
﹂
と
全
く
無
関
係

な
用
語
を
持
ち
出
し
て
も
無
視
さ
れ
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
︒

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
︒
そ
の
時
︑
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
が
︑
百
地
章
氏
の
理
論
だ
っ
た
︒
百
地
氏
は
平
成
元
年
十
一
月
刊
の
﹃
国
家

と
宗
教
の
間
︱
政
教
分
離
の
思
想
と
現
実
︱
﹄︵
日
本
教
文
社
︶
に
載
せ
た
﹁
欧
米
各
国
に
み
る
政
教
関
係
﹂
の
中
で
︑﹁
政
教
分
離
﹂

を
﹁
広
義
の
政
教
分
離
﹂
と
﹁
狭
義
の
政
教
分
離
﹂
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
の
必
要
性
を
力
説
し
て
い
た
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑﹁
広
義
の
政

教
分
離
﹂
と
は
﹁
思
想
な
い
し
理
念
と
し
て
の
政
教
分
離
﹂
で
あ
り
︑﹁
狭
義
の
政
教
分
離
﹂
と
は
﹁
国
教
制
お
よ
び
折
衷
主
義
︵
管
轄
制
︶

と
並
ぶ
政
教
関
係
の
一
類
型
﹂﹁
制
度
と
し
て
の
政
教
分
離
﹂
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
︵
一
一
五

−

一
一
六
頁
︶︒

こ
の
百
地
氏
の
議
論
か
ら
︑﹁
神
道
指
令
﹂
が
禁
じ
た
す
べ
て
を
含
め
る
場
合
は
﹁
広
義
の
国
家
神
道
﹂︑﹁
神
道
指
令
﹂
が
定
義
し
て

い
る
﹁
非
宗
教
的
ナ
ル
国
家
的
祭
祀
ト
シ
テ
類
別
セ
ラ
レ
タ
ル
神
道
ノ
一
派
﹂
を
い
う
場
合
に
は
﹁
狭
義
の
国
家
神
道
﹂
と
呼
ぶ
よ
う
に

す
れ
ば
い
い
の
だ
と
思
い
つ
い
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
区
別
に
し
た
が
っ
て
︑﹁
国
家
神
道
﹂
研
究
史
を
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
︒

ち
な
み
に
︑
振
り
返
っ
て
み
る
と
︑﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
は
﹁
神
道
﹂
の
一
形
態
で
は
な
い
︑﹁
国
体
狂
信
主
義
﹂
に
対
し
て
﹁
国
家
神

道
﹂
と
い
う
用
語
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
︑
と
の
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
主
張
に
触
れ
た
こ
と
が
種
と
な
り
︑
そ
れ
が
﹁
国
家
神
道
﹂
に
固
執

す
る
島
薗
進
氏
と
の
論
争
を
通
じ
て
芽
を
出
し
︑﹁
国
体
﹂
と
﹁
神
道
﹂
と
を
区
別
し
て
︑﹁
国
体
﹂
を
﹁
習
合
思
想
﹂
と
捉
え
︑
そ
れ
を

め
ぐ
る
議
論
の
変
遷
の
中
に
近
代
日
本
の
課
題
と
苦
悩
を
読
み
取
る
べ
き
だ
と
い
う
私
の
主
張
に
結
実
し
た
よ
う
に
思
う
︒

註
︵
1
︶
そ
れ
ら
の
論
考
に
は
誤
植
や
今
日
か
ら
見
て
訂
正
し
た
い
個
所
も
あ
る
が
︑
そ
の
時
点
の
記
録
と
い
う
点
を
重
視
し
て
そ
の
ま
ま
に
し
た
︒

︵
2
︶
筆
者
は
昭
和
五
十
七
年
四
月
に
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
に
入
学
し
て
か
ら
︑
近
代
日
本
の
政
教
関
係
に
つ
い
て
︑
本
格
的
に
学
び
は
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じ
め
た
︒

︵
3
︶﹃﹁
現
人
神
﹂﹁
国
家
神
道
﹂
と
い
う
幻
想
﹄︵
平
成
十
五
年
二
月
︑
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
︶
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
二
六
五

−

二
六
六
頁
︒

︵
4
︶
ま
ず
﹁
十
年
後
に
︱
あ
れ
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
題
で
雑
誌
﹃
心
﹄
に
連
載
︵
昭
和
三
十
年
八
月

−

十
二
月
︶︑
次
い
で
﹃
昭
和
の
精

神
史
﹄
と
題
し
て
新
潮
社
か
ら
刊
行
︵
昭
和
三
十
一
年
五
月
︶︑
さ
ら
に
同
名
で
講
談
社
学
術
文
庫
に
収
録
︵
昭
和
六
十
年
七
月
︶︒

︵
5
︶
ま
ず
︑
同
名
で
雑
誌
﹃
中
央
公
論
﹄
に
連
載
︵
昭
和
三
十
八
年
か
ら
四
十
年
︶︑
次
い
で
番
町
書
房
か
ら
同
名
の
正
続
二
冊
で
刊
行
︵
昭
和
三
十
九

年
︑
四
十
年
︶︒

︵
6
︶
長
谷
川
亮
一
﹃﹁
皇
国
史
観
﹂
と
い
う
問
題
︱
十
五
年
戦
争
期
に
お
け
る
文
部
省
の
修
史
事
業
と
思
想
統
制
策
﹄
白
澤
社
︑
平
成
二
十
年
︑
二
頁
︒

︵
7
︶
昆
野
伸
幸
﹃
近
代
日
本
の
国
体
論
︱
︿
皇
国
史
観
﹀
再
考
︱
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
平
成
二
十
年
一
月
︒
同
﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
祭
と
政
︱
国
民

の
主
体
化
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂﹃
日
本
史
研
究
﹄
五
七
一
号
︑
平
成
二
十
二
年
︒
同
﹁
日
本
主
義
の
系
譜
︱
近
代
神
道
論
の
展
開
を
中
心
に
﹂﹃
日
本

の
思
想
︱
第
一
巻
﹁
日
本
﹂
と
思
想
﹄
岩
波
書
店
︑
平
成
二
十
五
年
四
月
︑
同
﹁
日
本
主
義
と
皇
国
史
観
﹂﹃
日
本
思
想
史
講
座
４
︱
近
代
﹄
ぺ
り

か
ん
社
︑
平
成
二
十
五
年
六
月
︒
な
お
︑
昆
野
氏
に
お
け
る
変
容
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
﹁
国
民
の
主
体
化
﹂
で
あ
る
︒

︵
8
︶﹃
近
代
政
教
関
係
の
基
礎
的
研
究
﹄︵
大
明
堂
︑
平
成
九
年
四
月
︶
の
第
十
章
に
所
収
︒

︵
9
︶
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
国
家
神
道
﹂
を
論
ず
る
際
に
は
︑
警
察
の
思
想
と
行
動
の
分
析
が
欠
か
せ
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の
論
考
は

多
く
な
い
︒
か
つ
て
は
︑
葦
津
珍
彦
氏
が
﹁
帝
国
憲
法
時
代
の
神
社
と
宗
教
﹂
の
﹁
第
七
章

新
宗
教
へ
の
干
渉
の
法
理
﹂︵
神
道
文
化
会
編
﹃
明
治

維
新
神
道
百
年
史
﹄︵
第
二
巻
︶
昭
和
四
十
一
年
四
月
︑
二
四
五

−

二
五
一
頁
︶
に
お
い
て
﹁
警
察
犯
処
罰
令
﹂
に
つ
い
て
論
じ
︑
伊
藤
隆
氏
が
﹃
昭

和
の
政
治
﹄︵
山
川
出
版
社
︑
昭
和
五
八
年
八
月
︶
の
中
で
︑
特
高
警
察
が
共
産
党
の
取
締
か
ら
宗
教
団
体
の
取
締
に
転
じ
た
理
由
を
推
測
︵
三
五
二

頁
︶
し
た
く
ら
い
し
か
な
か
っ
た
︒
漸
く
平
成
二
十
年
代
に
な
っ
て
小
島
伸
之
氏
の
一
連
の
論
考
が
現
れ
︑﹁
国
家
神
道
﹂
に
よ
る
﹁
宗
教
弾
圧
﹂
と

い
う
理
解
は
︑
昭
和
十
三
年
前
後
の
大
日
本
帝
国
の
変
質
と
︑
そ
れ
に
伴
う
特
高
警
察
の
取
締
対
象
の
劇
的
な
変
化
を
見
落
と
し
た
謬
見
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
︵﹁
特
別
高
等
警
察
に
よ
る
信
教
自
由
制
限
の
論
理
﹂﹃
宗
教
と
社
会
﹄
第
十
四
号
︑
平
成
二
十
年
六
月
︑﹁
自
由
権
・
民

﹁
国
家
神
道
﹂
研
究
史
の
整
理
に
つ
い
て
︵
新
田
︶
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主
制
と
特
別
高
等
警
察
︱
﹃
特
高
教
本
﹄
を
題
材
と
し
て
︱
﹂﹃
宗
教
法
﹄
第
二
九
号
︑
平
成
二
十
二
年
九
月
︶︒

ち
な
み
に
︑﹁
国
家
神
道
﹂
を
戦
争
の
元
凶
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
︑
神
道
に
関
わ
る
軍
部
の
思
想
と
行
動
の
分
析
は
不
可
欠
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

こ
れ
に
つ
い
て
は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
︒
平
成
十
三
年
九
月
に
﹁
国
家
神
道
の
広
い
用
法
を
鍛
え
直
す
﹂
こ
と
に
着
手
し
た
島
薗
進
氏
が
︑
軍
部
に

つ
い
て
論
じ
始
め
た
の
は
︑
よ
う
や
く
平
成
二
十
六
年
十
一
月
に
な
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
︵﹁
大
正
・
昭
和
期
の
皇
道
運
動
と
国
家
神
道
︱
軍
の
天

皇
崇
敬
の
宗
教
性
︱
﹂﹃
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
﹄
復
刊
第
五
一
号
︶︒
つ
ま
り
︑
真
っ
先
に
検
討
し
︑
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
が
自
明

の
こ
と
と
し
て
放
置
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
︑
こ
こ
に
私
が
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
国
家
神
道
﹂
論
の
公
理
化
︑
自
由
で
多
様

な
発
想
に
対
す
る
抑
圧
性
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒

︵
10
︶﹃
谷
省
吾
先
生
退
職
記
念
神
道
学
論
文
集
﹄
七

−
九
頁
︒﹃
近
代
政
教
関
係
の
基
礎
的
研
究
﹄
三
三
七
頁
︒

︵
11
︶
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
よ
り
以
前
に
︑
前
田
孝
和
氏
が
﹃
神
道
要
語
集

宗
教
編
二
﹄︵
昭
和
六
十
一
年
四
月
︑
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究

所
︶
の
﹁
国
家
神
道
﹂
の
項
目
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

﹁
神
道
指
令
﹂
の
中
で
は
﹁
国
家
神
道
﹂
の
定
義
を
︑

日
本
政
府
ノ
法
令
ニ
依
ツ
テ
宗
派
神
道
或
ハ
教
派
神
道
ト
区
別
セ
ラ
レ
タ
ル
神
道
ノ
一
派
︑
即
チ
国
家
神
道
乃
至
神
社
神
道
ト
シ
テ
︑
一
般
ニ

知
ラ
レ
タ
ル
非
宗
教
的
ナ
ル
国
家
的
祭
祀
ト
シ
テ
類
別
セ
ラ
レ
タ
ル
神
道
ノ
一
派
︵
国
家
神
道
或
ハ
神
社
神
道
︶
ヲ
指
ス
モ
ノ
デ
ア
ル

と
し
て
ゐ
る
︒﹁
国
家
神
道
﹂
＝
﹁
神
社
神
道
﹂
＝
﹁
非
宗
教
的
ナ
ル
国
家
的
祭
祀
﹂
と
い
ふ
構
造
で
あ
る
︒︵
中
略
︶

今
一
つ
が
︑
日
本
が
再
び
連
合
国
の
脅
威
と
な
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
連
合
国
が
排
除
を
策
し
た
軍
国
主
義
と
超
国
家
主
義
の
源
泉
と
み
た
︑
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
﹁
国
家
神
道
﹂
で
あ
る
︒︵
中
略
︶

﹁
神
道
指
令
﹂
は
﹁
国
家
神
道
﹂
の
二
面
性
を
述
べ
て
ゐ
る
た
め
混
乱
を
招
き
︑
殊
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
だ
け
が
後
世
に
強
調
さ
れ
て
伝
へ
ら
れ

る
︑
と
い
ふ
過
ち
を
を
か
し
た
︒︵
一
〇

−

一
一
頁
︶

︵
に
っ
た

ひ
と
し
・
皇
學
館
大
学
現
代
日
本
社
会
学
部
教
授
︶
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