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〈
要
旨
〉　

昭
和
二
十
年
八
月
、
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
敗
戦
し
た
。
敗
戦
後
の
日
本
が
た
ど
っ
た
の
は
茨
の
道
で
あ
っ
た
。

敗
戦
国
と
し
て
の
日
本
は
、戦
勝
国
に
よ
っ
て
主
権
を
取
り
上
げ
ら
れ
、土
地
を
取
り
上
げ
ら
れ
、誇
り
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
、

言
葉
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
痛
恨
の
極
み
で
あ
っ
た
。
失
わ
れ
た
言
葉
は
二
度
と
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
戦
後
の
日
本
の
歩
み
を
考
え

る
と
、
言
葉
狩
り
は
ボ
デ
ィ
ー
ブ
ロ
ー
の
よ
う
に
効
い
て
き
た
。
連
合
国
軍
総
司
令
官
に
よ
っ
て
発
令
さ
れ
た
「
神
道
指
令
」
に
お
い
て
、

公
文
書
で
の
使
用
禁
止
を
明
記
さ
れ
た
も
の
は
「
大
東
亜
戦
争
」
と
「
八
紘
一
宇
」
だ
け
で
あ
る
が
、消
し
去
ら
れ
た
言
葉
は
ほ
か
に
も
あ
っ

た
。「
日
本
精
神
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
「
日
本
精
神
」
は
数
度
の
対
外
戦
争
を
経
て
誕
生
し
、
満
洲
事
変
を
境
に
し
て
流
行
し
、
敗
戦
と
と
も
に
消
滅
し
た
用
語
で
あ
る
。
そ
れ

は
幕
末
期
に
「
大
和
魂
」
や
「
大
和
心
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
装
い
を
変
え
て
、
昭
和
の
時
代
に
現
れ
た
精
神
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
宣

長
の
詠
ん
だ
敷
島
の
歌
の
誤
読
に
基
づ
い
た
曲
解
と
い
う
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
日
本
精
神
」
が
一
般
化
す
る
に
際
し
て
、
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辞
書
や
教
科
書
の
影
響
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
辞
書
は
最
先
端
の
研
究
を
広
く
一
般
人
に
伝
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
教
科

書
は
通
常
、学
術
や
論
壇
の
影
響
が
即
座
に
は
及
び
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、こ
の
時
期
は
時
局
の
影
響
が
直
接
反
映
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
辞
書
や
教
科
書
の
記
述
は
時
代
の
空
気
を
ま
と
も
に
受
け
て
、
時
局
に
翻
弄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
検
討
に
よ
り
、「
日
本
精
神
」
が
誕
生
し
、
流
行
し
、
流
布
し
た
後
に
、
忽
然
と
姿
を
消
す
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
日
本
精
神
論
・
敗
戦
・
本
居
宣
長
・
国
学
・
誤
読
と
曲
解

一
、
問
題
の
所
在

　

昭
和
二
十
年
八
月
、
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
敗
戦
し
た
。
敗
戦
後
の
日
本
が
た
ど
っ
た
の
は
茨
の
道
で
あ
っ
た
。
敗
戦
国
と

し
て
の
日
本
は
、
戦
勝
国
に
よ
っ
て
主
権
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
土
地
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
誇
り
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
、
言
葉
を

取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
痛
恨
の
極
み
で
あ
っ
た
。
失
わ
れ
た
言
葉
は
二
度
と
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
戦
後
の
日
本
の
歩
み
を
考
え
る
と
、

言
葉
狩
り
は
ボ
デ
ィ
ー
ブ
ロ
ー
の
よ
う
に
効
い
て
き
た
。
連
合
国
軍
総
司
令
官
に
よ
っ
て
発
令
さ
れ
た
「
神
道
指
令
」
に
お
い
て
、
公
文
書

で
の
使
用
禁
止
を
明
記
さ
れ
た
も
の
は「
大
東
亜
戦
争
」と「
八
紘
一
宇
」だ
け
で
あ
る
が
、消
し
去
ら
れ
た
言
葉
は
ほ
か
に
も
あ
っ
た
（
注
１
）。

「
日
本
精
神
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

次
節
以
降
で
見
る
よ
う
に
、「
日
本
精
神
」
は
数
度
の
対
外
戦
争
を
経
て
誕
生
し
、
満
洲
事
変
を
境
に
し
て
流
行
し
、
敗
戦
と
と
も
に
消

滅
し
た
用
語
で
あ
る
（
注
２
）。
そ
れ
は
幕
末
期
に
「
大
和
魂
」
や
「
大
和
心
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
装
い
を
変
え
て
、
昭
和
の
時
代
に
現
れ

た
精
神
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
宣
長
の
詠
ん
だ
敷
島
の
歌
の
誤
読
に
基
づ
い
た
曲
解
と
い
う
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
日
本

精
神
」
が
一
般
化
す
る
に
際
し
て
、
辞
書
や
教
科
書
の
影
響
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
辞
書
は
最
先
端
の
研
究
を
広
く
一
般
人
に
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伝
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
教
科
書
は
通
常
、
学
術
や
論
壇
の
影
響
が
即
座
に
は
及
び
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
は
時
局
の

影
響
が
直
接
反
映
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
辞
書
や
教
科
書
の
記
述
は
時
代
の
空
気
を
ま
と
も
に
受
け
て
、
時
局
に
翻
弄
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
本
稿
で
は
「
日
本
精
神
」
な
る
語
が
生
ま
れ
、
戦
時
下
の
日
本
で
定
着
し
、
敗
戦
と
と
も
に
忘
却
さ
れ

て
い
く
過
程
に
つ
い
て
、
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
中
学
修
身
教
科
書
を
基
軸
と
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
、
本
居
宣
長
と
「
日
本
精
神
」

　

本
居
宣
長
と
「
日
本
精
神
」
に
は
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
の
か
。
本
居
宣
長
が
没
し
た
の
は
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）、「
日
本
精
神
」
な

る
言
葉
が
出
現
し
た
の
は
、
い
く
ら
早
く
見
積
も
っ
て
も
明
治
末
年
（
一
九
一
二
）
頃
で
あ
る
。
そ
の
間
、
百
年
以
上
の
隔
た
り
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
居
宣
長
と
「
日
本
精
神
」
の
間
に
は
一
切
関
係
が
な
い
。

　

た
し
か
に
厳
密
に
言
え
ば
、
宣
長
が
「
日
本
精
神
」
を
高
唱
し
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
だ
が
、
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
人
は
歴
史

を
さ
か
の
ぼ
っ
て
ル
ー
ツ
を
見
つ
け
る
こ
と
も
あ
り
、
書
物
を
繙
い
て
先
蹤
を
見
出
す
こ
と
も
あ
る
。
事
ほ
ど
左
様
に
、
不
可
遡
及
の
禁
を

犯
す
も
の
で
あ
る
。「
日
本
精
神
」
が
流
行
し
た
時
、
宣
長
が
詠
ん
だ
「
敷
島
の
歌
」
が
新
た
な
装
い
で
甦
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
、
敷
島
の
歌
は
、
宣
長
が
還
暦
（
六
十
一
歳
）
を
迎
え
た
時
に
描
い
た
自
画
像
に
添
え
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
寛
政
二
年
秋
の
こ

と
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

こ
れ
は
宣
長
六
十
一
寛
政
の
二
と
せ
と

   　

い
ふ
年
の
秋
八
月
に
手
づ
か
ら
う
つ
し

   　

た
る
お
の
が
ゝ
た
な
り
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筆
の
つ
い
で
に

  　
　
　
　

し
き
嶋
の
や
ま
と
ご
ゝ
ろ
を
人
と
は
ゞ

  　
　
　
　
　

朝
日
に
ゝ
ほ
ふ
山
さ
く
ら
花

　

こ
の
自
画
自
讃
は
宣
長
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
も
の
と
な
り
、
没
後
に
歌
会
を
催
す
時
に
は
掲
げ
る
よ
う
に
指
示
を
出
し
て
い
る
ほ
ど

で
あ
る
（
遺
言
書
）。
こ
の
歌
は
宣
長
自
身
が
終
生
愛
し
た
新
古
今
集
所
収
の
歌
「
朝
日
影
匂
へ
る
山
の
桜
花
つ
れ
な
く
消
え
ぬ
雪
か
と
ぞ

見
る
」（
春
上
・
九
八
・
藤
原
有
家
）
を
本
歌
と
し
て
い
る
。
有
家
歌
は
春
先
の
桜
花
を
残
雪
に
見
立
て
る
趣
向
の
歌
で
あ
る
。
敷
島
の
歌

は
こ
の
歌
の
上
句
を
下
句
に
配
置
し
た
も
の
で
あ
る
。
言
う
と
こ
ろ
は
、「
大
和
心
」
と
は
何
か
と
尋
ね
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
は
朝
日
を
浴
び

て
咲
き
匂
う
山
桜
の
花
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
答
え
よ
う
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
で
は
、
大
和
心
と
は
何
な
の
か
。
興
味
深
い
の

は
、そ
れ
を
宣
長
は
「
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」
と
い
う
比
喩
で
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
大
和
心
」
と
い
う
抽
象
概
念
を
「
山

桜
花
」
と
い
う
具
体
的
景
物
に
見
立
て
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
大
和
心
と
は
、
一
般
に
日
本
人
の
持
つ
素
直
で
純
粋
な
真
心
の
意
で
用
い
ら

れ
る
。
だ
が
、
大
和
心
は
特
定
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
宣
長
自
身
も
歌
に
詠
ん
だ
よ
う
に
、「
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」
に
譬
え
な

け
れ
ば
表
現
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

近
代
に
な
っ
て
、
敷
島
の
歌
は
宣
長
の
門
弟
筋
だ
け
で
な
く
、
広
く
一
般
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
有
名
に
な
る
の
と

引
き
替
え
に
異
な
る
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
つ
目
は
武
士
道
精
神
で
あ
り
、
二
つ
目
は
「
散
る
桜
」
の
説
で
あ

り
、
三
つ
目
は
日
本
精
神
論
で
あ
る
。

　

ま
ず
一
つ
目
と
し
て
、
宣
長
が
自
画
自
讃
と
し
て
詠
ん
だ
歌
が
ど
う
し
て
武
士
道
精
神
と
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
す
で
に
そ
の
先

蹤
は
西
周
の
文
章
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。『
兵
家
徳
行
』
其
三
（
明
治
十
一
年
）
の
中
に
日
本
人
の
性
格
を
論
じ
た
く
だ
り
が
あ
り
、

次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
（
注
３
）。
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然
る
に
流
石
に
国
学
の
大
先
生
ほ
ど
あ
り
て
、

　
　
　
　

敷
島
の
大
和
心
を
人
問
は
ゞ
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花

　
　

 
と
詠
ぜ
ら
れ
た
る
こ
そ
本
邦
人
性
習
の
印
記
な
る
べ
け
れ
。
此
歌
の
本
意
な
ど
は
余
が
此
場
に
臨
み
て
論
ず
る
所
に
非
ざ
れ
ど
も
、
之

を
性
質
上
の
字
義
に
換
へ
た
ら
ば
忠○

良○

易○

直○

と
も
言
ふ
べ
き
か
。
夫
れ
単
弁
の
桜
花
は
牡
丹
の
艶
麗
蓮
花
の
清
潔
な
る
に
如
か
ず
、
又

椿
や
木
槿
の
如
く
腐
敗
す
る
ま
で
枝
上
に
残
る
に
非
ず
、
又
観
る
に
足
ら
ざ
る
棗
か
柚
の
如
く
に
も
非
ざ
る
が
如
く
、
人
も
質
直
は
善

し
と
雖
ど
も
樸
魯
野
鄙
に
も
非
ず
、
又
如
何
に
耐
忍
力
に
強
く
と
も
執
念
深
き
に
非
ず
、
又
如
何
に
敏
捷
な
る
を
尊
ぶ
と
雖
ど
も
巧
佞

な
る
に
至
ら
ず
、
忠
と
マ○

メ○

ニ○

、
良
と
オ○

ト○

ナ○

シ○

ク○

、
易
と
ス○

ラ○

リ○

と
し
て
、
直
と
ス○

ナ○

ヲ○

な
る
こ
そ
我
日
本
同
胞
の
性
習
な
ら
め
。

尤
も
事
に
依
り
て
は
此
性
習
と
相
反
す
る
こ
と
も
有
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
概
し
て
論
ず
れ
ば
日
本
固
有
の
性
習
は
此
に
外
な
ら
ず
。

　
　

 　

然
る
に
此
の
如
き
を
本
邦
人
固
有
の
性
習
と
見
た
る
上
よ
り
し
て
は
、
陸
軍
武
官
に
在
て
は
取
り
も
直
さ
ず
此
性
習
を
助
け
長
じ
て

一
般
軍
人
の
風
尚
と
な
す
こ
と
尤
も
便
易
に
し
て
、
且
武
人
に
は
適
当
の
性
習
な
る
べ
し
。

　

西
周
は
日
本
人
の
性
格
を
「
忠
良
易
直
」
と
規
定
し
、
こ
れ
を
敷
島
の
歌
に
詠
ま
れ
た
山
桜
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
議
論
し
て
い
る
。

桜
花
は
艶
麗
な
牡
丹
に
も
清
潔
な
蓮
花
に
も
及
ば
ず
、
椿
や
木
槿
の
よ
う
に
腐
敗
す
る
ま
で
枝
に
残
る
よ
う
な
醜
態
は
さ
ら
さ
ず
、
見
る
価

値
の
な
い
棗
や
柚
の
よ
う
で
は
な
い
。
桜
花
の
よ
う
に
、
日
本
人
固
有
の
属
性
は
「
忠
良
易
直
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
桜

花
の
属
性
を
日
本
人
の
精
神
の
属
性
に
重
ね
合
わ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。そ
う
し
て
、そ
の
精
神
の
属
性
を
日
本
人
全
般
の
精
神
か
ら
限
定
し
、

軍
人
精
神
の
属
性
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
。

　

桜
花
の
属
性
か
ら
抽
出
さ
れ
た
日
本
人
の
「
忠
良
易
直
」
を
陸
軍
の
軍
人
の
「
風
尚
」
と
読
み
替
え
て
い
る
。「
軍
人
」
を
「
武
人
」
と

言
い
替
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
武
士
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
兵
家
徳
行
』
の
中
に
記
さ
れ
た
言
説
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
す
べ
て
日
本
の
軍
人
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
考
察
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宣
長
の
敷
島
の
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歌
を
発
端
に
し
て
展
開
さ
れ
た
論
理
が
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、
極
端
に
単
純
化
す
れ
ば
武
士
道
精
神
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

敷
島
の
歌
と
武
士
道
精
神
を
結
合
さ
せ
る
契
機
は
、
新
渡
戸
稲
造
『
武
士
道
』
で
あ
る
。
新
渡
戸
門
下
の
矢
内
原
忠
雄
が
『
武
士
道
』
を

和
訳
し
、
刊
行
し
た
の
は
昭
和
十
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
『
武
士
道
』
は
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
。
原
著
の
刊
行
か
ら
四
十
年
ほ
ど

を
経
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。す
で
に
明
治
四
十
一
年
に
和
訳
さ
れ
て
い
る
が
、あ
ま
り
流
布
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る（
注
４
）。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
戦
時
下
と
い
う
時
代
が
『
武
士
道
』
を
甦
ら
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
武
士
道
』
十
五
章
「
武
士
道
の
感
化
」
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

 　

武
士
道
は
そ
の
最
初
発
生
し
た
る
社
会
階
級
よ
り
多
様
の
道
を
通
り
て
流
下
し
、
大
衆
の
間
に
酵ば

ん

母だ
ね

と
し
て
作
用
し
、
全
人
民
に
対

す
る
道
徳
的
標
準
を
供
給
し
た
。
武
士
道
は
最
初
は
選エ

リ
テ良

の
光
栄
と
し
て
始
ま
つ
た
が
、
時
を
経
る
に
従
ひ
国
民
全
般
の
渇
仰
及
び
霊

感
と
な
つ
た
。
而
し
て
平
民
は
武
士
の
道
徳
的
高
さ
に
迄
は
達
し
得
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、「
大
和
魂
」
は
遂
に
島
帝
国
の
民

フ
ォ
ル
ク
ス
ガ
イ
ス
ト

族
精
神

を
表
現
す
る
に
至
つ
た
。
若
し
宗
教
な
る
も
の
は
、
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
定
義
し
た
る
如
く
「
情
緒
に
よ
つ
て
感
動
さ
れ
た
る

道
徳
」
に
過
ぎ
ず
と
せ
ば
、
武
士
道
に
勝
り
て
宗
教
の
列
に
加
は
る
べ
き
資
格
あ
る
倫
理
体
系
は
稀
で
あ
る
。
本
居
宣
長
が

　
　
　
　

敷
島
の
大
和
心
を
人
問
は
ば

　
　
　
　
　
　

朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花

　
　

と
詠
じ
た
時
、
彼
は
我
が
国
民
の
無
言
の
言
を
ば
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

 　

然
り
、
桜
は
古
来
我
が
国
民
の
愛
花
で
あ
り
、
我
が
国
民
性
の
表
章
で
あ
つ
た
。
特
に
歌
人
が
用
ひ
た
る
「
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」

と
い
ふ
語
に
注
意
せ
よ
。

　

武
士
道
は
本
来
、
武
家
社
会
に
発
祥
し
、
武
士
階
級
に
固
有
の
理
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
を
経
て
階
級
を
越
え
て
日
本
人
に

共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、武
士
道
は
高
度
の
道
徳
を
有
す
る
宗
教
的
境
地
を
拓
い
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
「
武
士
道
」
と
「
大
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和
魂
」「
大
和
心
」
と
を
同
一
範
疇
の
も
の
と
し
て
扱
う
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
媒
介
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
他
な
ら
ぬ
宣
長
の
敷
島
の

歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
想
に
よ
っ
て
、
敷
島
の
歌
と
武
士
道
精
神
が
出
会
い
、
そ
し
て
時
を
越
え
て
戦
時
下
に
甦
っ
た
。
あ
た
か
も
宣

長
が
武
士
道
精
神
を
説
い
た
か
の
よ
う
に
喧
伝
さ
れ
た
。

　

次
に
、「
散
る
桜
」
の
説
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
敷
島
の
歌
は
あ
く
ま
で
も
「
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
て
、「
散
る

桜
」
を
詠
ん
だ
歌
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
い
つ
か
ら
か
歌
の
趣
旨
と
は
無
関
係
に
「
散
る
桜
」
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
武
士
道
か
ら
の
連
想
が
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
花
は
桜
木
、
人
は
武
士
」
と
い
う
諺
は
、
花
の
中
で
桜
が

最
も
優
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
の
中
で
一
番
で
あ
る
の
は
武
士
だ
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、
桜
の
花
が
潔
く
散
る
よ
う
に
武
士
は
死
に
際

が
潔
い
と
い
う
意
味
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
潔
く
命
を
落
と
す
武
士
に
対
し
て
、
風
が
吹
い
て
潔
く
散
る
桜
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
重

ね
合
わ
せ
で
あ
る
。
日
本
浪
曼
派
の
保
田
與
重
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
注
５
）。

　
　

 

し
き
し
ま
の
大
和
心
を
人
問
は
ば
と
歌
は
れ
た
や
う
に
、
花
の
美
の
い
の
ち
は
、
朝
の
日
の
さ
し
そ
め
る
瞬
間
に
、
そ
の
永
遠
に
豊
か

な
瞬
間
に
、
終
る
も
の
と
い
ふ
。
日
本
の
心
を
そ
れ
に
例
へ
た
の
は
、
さ
す
が
に
千
古
の
名
歌
と
、
永
く
国
民
の
す
べ
て
に
吟
誦
さ
れ

る
所
以
で
あ
つ
た
。
美
し
い
花
は
い
づ
こ
に
も
あ
る
だ
ら
う
。
花
に
対
す
る
観
賞
や
美
学
に
日
本
人
は
古
な
が
ら
の
日
本
を
愛
し
て
も

よ
い
の
で
あ
る
。

　

敷
島
の
歌
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
中
に
「
散
る
桜
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
美
は
瞬
間
で
あ
り
、
し
か
も
永
遠
で
あ
る
と
い

う
ロ
マ
ン
派
の
テ
ー
ゼ
を
桜
に
擬
し
て
捉
え
て
い
る
。朝
日
に
照
り
映
え
る
桜
の
姿
の
背
後
に
、忍
び
寄
る
死
を
夢
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
散
る
桜
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
敗
戦
濃
厚
な
戦
時
下
に
お
い
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
漆
黒
の
輝
き
を
放
つ
。
昭
和
十
九
年
十
月
に
神
風

特
攻
隊
が
編
制
さ
れ
た
時
、
各
部
隊
に
付
け
ら
れ
た
名
称
が
敷
島
の
歌
か
ら
採
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
新
聞
報
道
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て

い
る
（
注
６
）。
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神
風
隊
は
こ
の
特
別
攻
撃
機
隊
の
総そ

う

称し
ょ
うで

、
そ
の
下
に
敷
島
隊
、
大
和
隊
、
朝
日
隊
、
山
桜
隊
及
び
菊
水
隊
の
諸
隊
が
あ
る
。
死
所
を

得
れ
ば
鮮あ

ざ
やか

に
散
る
わ
が
大
和
魂
、
そ
の
大
和
魂
を
詠え

い

じ
た
か
の
「
敷
島
の
大
和
心
を
人
と
は
ゞ
朝
日
に
匂に

ほ

ふ
山
桜
花
」
の
一
首
よ
り
そ

れ
〴
〵
そ
の
隊
名
を
選
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
菊
水
隊
と
は
楠な

ん

公
父
子
の
七
生
報
国
の
精
神
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
死
所
を
得
れ
ば
鮮
か
に
散
る
わ
が
大
和
魂
」
を
詠
じ
た
の
が
敷
島
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
特
攻
隊
は
片
道
の
燃
料

し
か
充
填
せ
ず
、
敵
艦
に
体
当
た
り
攻
撃
を
す
る
決
死
の
作
戦
で
あ
る
。
命
名
に
関
わ
っ
た
軍
部
も
こ
れ
を
伝
え
る
報
道
も
、
と
も
に
敷
島

の
歌
に
「
散
る
桜
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
近
代
に
お
け
る
敷
島
の
歌
は
、
武
士
道
精
神
と
「
散
る
桜
」
の
説
と
い
っ
た
、
近
世
期
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
誤
読
に
見

舞
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、そ
の
解
釈
は
日
本
精
神
論
の
流
行
と
も
シ
ン
ク
ロ
し
て
、ま
す
ま
す
一
人
歩
き
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。

　

さ
て
、
三
つ
目
と
し
て
「
日
本
精
神
」
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
説
明
の
便
宜
の
た
め
に
敷
島
の
歌
が
利
用
さ
れ
た
。

川
田
順
は
『
幕
末
愛
国
歌
』（
第
一
書
房
、
昭
和
十
四
年
六
月
）
の
中
で
、
敷
島
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
桜
に
お
け
る
種
々
様
々
な
特
徴
に
言
及

し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　

 

さ
う
し
て
此
等
の
諸
特
質
は
や
が
て
我
が
国
民
性
に
叶
ひ
、
日
本
精
神
と
も
通
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
宣
長
は
蓋
し
此
の
日
本
精
神
の

象
徴
を
桜
花
に
最
も
濃
く
発
見
し
た
の
で
あ
つ
た
。
し○
き○
し○

ま○

の○

大○

和○

ご○

こ○

ろ○

と
は
、
取
り
も
な
ほ
さ
ず
日
本
精
神
の
謂
で
あ
る
。
で

あ
る
か
ら
、
此
の
歌
を
解
し
て
、
一
部
の
人
々
が
、「
日
本
人
の
風
流
心
」
と
の
み
考
へ
る
如
き
も
、
亦
誤
謬
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

風
流
心
と
云
ふ
や
う
な
、
薄う

す

べ
つ
た
い
、
狭
い
も
の
を
宣
長
は
歌
つ
た
の
で
な
い
。
要
す
る
に
、
桜
花
の
美
の
種
々
相
を
研
究
し
、
日

本
精
神
の
広
く
大
き
く
深
く
含
蓄
多
き
も
の
な
る
事
を
知
つ
た
上
で
、
宣
長
の
名
歌
を
味
読
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

桜
に
お
け
る
種
々
の
様
相
は
陽
気
な
趣
か
ら
散
り
際
の
潔
さ
ま
で
を
含
め
て
、「
日
本
精
神
」
の
概
念
規
定
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
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桜
の
「
風
流
心
」
だ
け
を
取
り
上
げ
る
の
も
ま
た
誤
り
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
敷
島
の
歌
に
詠
ま
れ
た
桜
は
「
日
本
精
神
」

を
等
身
大
に
表
現
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。敷
島
の
歌
は「
日
本
精
神
」の
多
様
性
を
伝
え
る
の
に
格
好
の
材
料
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

敷
島
の
歌
は
戦
時
中
、『
愛
国
百
人
一
首
』
に
採
録
さ
れ
て
広
く
一
般
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
愛
国
百
人
一
首
』
と
は
、
日
本

文
学
報
国
会
が
情
報
局
と
大
政
翼
賛
会
の
後
援
の
も
と
、
毎
日
新
聞
社
の
協
力
に
よ
り
編
ん
だ
も
の
で
、
昭
和
十
七
年
十
一
月
二
十
日
に
各

新
聞
に
発
表
さ
れ
た
。
大
東
亜
戦
争
開
戦
一
周
年
を
記
念
す
る
行
事
の
一
環
で
あ
る
。
選
定
委
員
は
佐
佐
木
信
綱
を
は
じ
め
と
す
る
十
二
名

の
歌
人
・
文
学
者
で
あ
り
、全
国
か
ら
推
薦
の
あ
っ
た
愛
国
歌
を
吟
味
し
て
百
首
を
厳
選
し
た
も
の
で
あ
る
。
数
あ
る
解
説
書
は
「
大
和
心
」

に
関
し
て
、
一
貫
し
て
「
日
本
人
の
伝
統
的
に
持
て
る
心
、
す
な
は
ち
日
本
精
神
の
こ
と
」
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
（
注
７
）。

　

こ
れ
を
受
け
て
、国
民
学
校
初
等
科
六
年
生
の
国
民
科
国
語
の
教
科
書
『
初
等
科
国
語
七
』
に
敷
島
の
歌
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

教
師
用
の
指
導
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　

 

第
四
首
は
、
本
居
宣
長
が
、
寛
政
二
年
八
月
、
自
画
像
に
賛
を
し
た
有
名
な
歌
で
、
日
本
精
神
を
、
朝
日
に
照
り
映
え
る
山
桜
の
象
徴

に
よ
つ
て
歌
ひ
出
し
て
余
蘊
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
随
つ
て
、「
い
か
に
も
わ
が
や
ま
と
魂
を
よ
く
表
し
て
ゐ
ま
す
」
と
い
ふ
文
の
こ

と
ば
を
生
か
し
て
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
。「
朝
日
に
に
ほ
ふ
」
の
「
に
ほ
ふ
」
は
照
り
映
え
る
意
で
、「
朝
日
の
光
に
輝
い
て
、
ら
ん

ま
ん
と
咲
き
に
ほ
ふ
山
桜
の
花
」
と
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
。（
後
略
）

　

敷
島
の
歌
の
第
二
句
「
大
和
心
」
を
「
日
本
精
神
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
に
躊
躇
と
い
う
も
の
が
な
い
。
中
学
修
身
教
科
書
の
中
の
「
日

本
精
神
」
に
つ
い
て
は
第
六
節
で
詳
説
す
る
が
、「
日
本
精
神
」
が
初
等
科
の
教
科
書
に
ま
で
浸
蝕
し
て
い
た
の
は
驚
嘆
に
値
す
る
。
要
す

る
に
、「
日
本
精
神
」
は
宣
長
の
唱
え
た
も
の
と
し
て
、
日
本
国
民
の
常
識
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
、
日
本
精
神
論
の
誕
生
と
定
着

　
「
日
本
精
神
」
と
は
何
か
。「
日
本
精
神
」
は
特
定
の
典
拠
を
有
す
る
用
語
で
も
な
け
れ
ば
、
特
別
な
意
図
を
も
っ
て
創
ら
れ
た
造
語
で
も

な
い
。「
日
本
」
と
「
精
神
」
と
い
う
古
来
か
ら
あ
る
漢
語
の
組
み
合
わ
せ
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、幕
末
期
に
お
け
る
「
尊
王
攘
夷
」

や
明
治
期
に
お
け
る
「
忠
君
愛
国
」
の
よ
う
に
、強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
有
し
、民
を
導
く
た
め
に
掲
げ
ら
れ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
は
言
え
な
い
。

日
本
精
神
と
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、「
日
本
」
の
「
精
神
」
と
い
う
普
通
名
詞
と
い
う
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
や
そ

う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
日
本
精
神
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
。
日
本
精
神
論
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
成
立
す
る
ゆ
え

ん
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
経
緯
に
鑑
み
て
、「
日
本
精
神
」
の
初
出
文
献
を
探
り
出
す
の
は
き
わ
め
て
困
難
を
伴
う
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
ま

た
の
日
本
精
神
論
が
そ
の
出
自
を
追
究
し
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
曖
昧
な
結
論
を
甘
受
す
る
し
か
な
い
の
は
、
そ
の
用
語
自
体
の
イ
ン
パ
ク

ト
の
弱
さ
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
村
岡
典
嗣
に
よ
れ
ば
、
明
治
末
年
頃
に
は
す
で
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
何
か
特
定
の
根
拠
に

基
づ
い
た
指
摘
で
は
な
い
（
注
８
）。
大
正
時
代
に
大
川
周
明
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
す
る
子
安
宣
邦
の
議
論
も
、
思
想
家
の
影
響
力
と
い

う
点
で
は
見
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
典
拠
探
索
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
核
心
を
外
し
て
い
る
（
注
９
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
日
本

精
神
」
は
誰
か
が
使
い
始
め
た
と
い
う
よ
り
も
、
自
然
発
生
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
実
状
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
問

題
は
初
発
で
は
な
く
、
そ
の
展
開
で
あ
る
。

　

日
本
精
神
が
注
目
さ
れ
だ
し
た
の
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
大
正
末
年
頃
に
大
川
周
明
『
日
本
精
神
研
究
』（
行
地
社
、
昭
和
二
年
五
月
）

や
安
岡
正
篤
『
日
本
精
神
の
研
究
』（
玄
黄
社
、
大
正
十
三
年
三
月
）
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
す
る
。
大
川
は
猶
存
社
か
ら
行
地
社

へ
と
展
開
す
る
日
本
主
義
政
治
団
体
を
主
催
し
、雑
誌
『
日
本
精
神
研
究
』
を
創
刊
し
た
。
社
会
教
育
研
究
所
に
籍
を
置
い
た
安
岡
も
ま
た
、

金
鶏
学
院
を
創
立
し
た
。
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、「
篤
志
ノ
師
弟
ト
相
扶
ケ
テ
深
ク
聖
賢
ノ
学
ヲ
修
メ
、
聊
カ
国
家
ノ
風
教
ニ
尽
ス
所
ア
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ラ
ム
コ
ト
ヲ
庶
幾
フ
」（「
金
鶏
学
院
設
立
趣
旨
」）
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
教
授
科
目
は
、
日
本
民
族
精
神
ノ
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
七

科
目
で
あ
っ
た
。
顧
問
と
し
て
、
内
務
官
僚
や
軍
人
、
政
財
界
の
有
力
者
を
招
い
て
、
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
た
。

　

大
川
や
安
岡
と
同
時
期
に『
日
本
精
神
史
研
究
』（
岩
波
書
店
、大
正
十
五
年
十
月
）を
刊
行
し
た
の
は
和
辻
哲
郎
で
あ
る
。同
書
の
内
容
は
、

古
代
に
お
け
る
仏
教
受
容
に
始
ま
り
、
美
術
・
彫
刻
・
文
学
か
ら
歌
舞
伎
に
至
る
研
究
で
あ
り
、
宗
教
や
芸
術
を
俎
上
に
載
せ
て
日
本
文
化

を
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
、『
日
本
精
神
史
研
究
』は「
日
本
精
神
」と
い
う
抽
象
概
念
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
そ
の
こ
と
は
和
辻
自
身
も
言
及
し
て
い
る
。『
続
日
本
精
神
史
研
究
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
年
九
月
）
に
「
日
本
精
神
」
と
い
う
論
文

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
初
出
は
岩
波
講
座
『
東
洋
思
潮
』
第
四
回
「
東
洋
思
想
の
諸
問
題
」（
岩
波
書
店
、
昭
和
九
年
九
月
）
で
あ
り
、『
続

日
本
精
神
史
研
究
』
に
収
録
さ
れ
た
論
文
の
中
で
最
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
文
章
を
綴
っ
て
い
る
。

　
　

 「
日
本
精
神
」
と
い
ふ
言
葉
は
目
下
の
流
行
語
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
あ
ま
り
明

白
で
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
人
が
日
本
精
神
と
は
何
で
あ
る
か
と
問
は
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
誰
に
で
も
解
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
一

度
問
ひ
始
め
る
と
段
々
解
ら
な
く
な
つ
て
く
る
。
遂
に
は
誰
に
も
解
つ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
解
つ
て
来
さ
う
に
思
へ
る
。
少
な
く

と
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
こ
ゝ
に
何
か
を
書
か
さ
れ
る
自
分
は
、
実
の
と
こ
ろ
好
く
は
解
つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
自
分
に

対
し
て
こ
の
問
題
が
割
り
当
て
ら
れ
た
の
は
、
多
分
自
分
が
『
日
本
精
神
史
研
究
』
の
著
者
だ
か
ら
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
あ
の
書

は
「
日
本
の
精
神
史
」
に
関
す
る
部
分
的
研
究
を
集
め
た
も
の
で
あ
つ
て
、「
日
本
精
神
」
の
歴
史
的
研
究
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
和
辻
が「
日
本
精
神
」を
論
じ
る
立
場
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は「
日
本
精
神
」の
流
行
、二
つ
目
は「
日
本
精
神
」

の
多
義
性
と
多
様
性
、
三
つ
目
は
旧
著
『
日
本
精
神
史
研
究
』
が
「
日
本
精
神
」
の
研
究
書
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

「
日
本
精
神
」
と
は
何
か
を
真
正
面
か
ら
論
じ
る
の
は
こ
れ
が
は
じ
め
て
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
論
点
に
基
づ
い
て
記
さ

れ
た
当
該
論
文
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
旧
著
と
は
異
な
る
論
調
と
な
っ
た
。
和
辻
は
「
日
本
精
神
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
真
正
面
か
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ら
究
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
幕
末
期
の
「
尊
王
攘
夷
」
や
日
清
・
日
露
戦
争
期
に
お
け
る
「
忠
君
愛
国
」
と
比
較
す
る
中
で
、「
日
本
精
神
」
の
反
動
思
想
と

し
て
の
性
格
を
顕
在
化
さ
せ
る
。
そ
し
て
、「
日
本
精
神
」
の
実
体
を
そ
の
「
発
露
」
に
お
い
て
捕
ら
え
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
つ
ま
り
、

精
神
と
は
日
常
と
は
異
な
る
状
況
が
出
来
し
た
時
に
、
そ
れ
に
反
応
し
て
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
ら
え

方
は
「
日
本
精
神
」
が
流
行
す
る
時
局
を
も
解
明
す
る
契
機
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 

今
や
世
界
史
に
於
け
る
日
本
の
「
使
命
」
は
未
曾
有
の
重
大
さ
を
以
て
実
現
を
迫
り
つ
ゝ
あ
る
。
日
本
精
神
の
標
語
は
か
ゝ
る
情
勢
の

表
現
と
も
見
ら
れ
得
る
で
あ
ら
う
。

　

こ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
和
辻
の
時
局
を
分
析
す
る
視
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
和
辻
自
身
が

時
局
に
照
応
し
て
い
る
さ
ま
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
時
局
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
明
ら
か
に
和

辻
の
立
場
は
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

和
辻
の
両
著
作
に
お
け
る
趣
旨
の
変
容
は
、
単
な
る
和
辻
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
日
本
国
内
に
お
け
る
日
本
精
神
論
に
も
該
当
す
る
。

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
昭
和
ゼ
ロ
年
代
に
お
け
る
日
本
精
神
論
の
深
化
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
で
昭
和
ゼ
ロ
年
代
に
日
本
精
神
論
が
発
展

し
た
証
拠
と
し
て
、「
日
本
精
神
論
の
調
査
」
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
昭
和
九
年
六
月
、
文
部
省
は
学
生
部
を
拡
充
し
、
思
想
局
を

設
置
し
た
。
思
想
局
は
国
民
精
神
文
化
研
究
所
を
管
轄
す
る
か
た
わ
ら
、
日
本
精
神
論
に
関
し
て
干
渉
し
、
支
配
体
制
を
整
え
始
め
る
。
そ

の
手
は
じ
め
に
日
本
精
神
論
を
網
羅
的
に
調
査
し
た
の
で
あ
る
。「
日
本
精
神
論
の
調
査
」
は
昭
和
十
年
十
一
月
に
調
査
・
発
表
さ
れ
た
報

告
書
で
、
文
部
省
嘱
託
の
五
十
嵐
祐
宏
・
亀
坂
文
衛
・
奥
田
直
登
の
三
者
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
凡
例
に
「
本
調
査
は
日
本

精
神
の
至
醇
な
る
発
揚
に
資
せ
ん
が
た
め
に
、
主
と
し
て
昭
和
の
初
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
の
間
に
現
れ
た
日
本
精
神
論
の
内
容
を
調
査
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
注
10
）。
時
あ
た
か
も
昭
和
十
年
と
い
う
年
は
、
一
般
に
も
日
本
精
神
論
が
流
行
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し
、一
世
を
風
靡
し
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
学
者
や
思
想
家
が
種
々
様
々
な
説
を
唱
え
、百
家
争
鳴
に
し
て
百
花
繚
乱
と
い
っ
た
様
相
で
、

収
拾
が
つ
か
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
思
想
局
は
こ
の
よ
う
な
情
勢
を
受
け
て
、
実
態
を
調
査
し
、
事
態
を
整
理
・
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
と

判
断
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
調
査
さ
れ
た
報
告
書
は
二
部
仕
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
前
篇
は
日
本
精
神
論
を
整
理
し
類
型
化
し
た
も
の
で
、
後
篇
は
調
査

対
象
と
な
っ
た
論
著
を
論
者
五
十
四
名
ご
と
に
取
り
上
げ
て
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
篇
で
は
す
で
に
存
在
す
る
い
く
つ
か
の
分
類
を
批

判
的
に
検
討
し
、
次
の
三
類
型
を
導
き
出
し
た
。

　

一
、
革
新
的
日
本
精
神
論

　

二
、
理
論
的
日
本
精
神
論

　

三
、
実
践
的
日
本
精
神
論

　

ま
ず
革
新
的
日
本
精
神
論
と
は
、
左
翼
の
思
想
や
運
動
に
対
抗
し
て
お
こ
り
、
国
家
の
諸
機
構
を
徹
底
的
に
改
造
し
、
日
本
を
あ
る
べ
き

姿
に
革
新
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
者
。
次
に
理
論
的
日
本
精
神
論
と
は
、
明
治
以
来
の
日
本
が
欧
米
の
思
想
や
文
物
の
流
入
す
る
中
で
見

失
わ
れ
た
、
日
本
精
神
を
理
論
的
に
究
明
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
者
。
第
三
と
し
て
、
実
践
的
日
本
精
神
論
と
は
、
前
二
者
の
中
道
を
行

く
者
と
し
て
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

  　

 

実
践
的
日
本
精
神
論
は
、
日
本
精
神
の
理
論
的
闡
明
を
斥
け
る
も
の
で
も
な
く
、
又
現
機
構
の
欠
陥
を
批
判
是
正
す
る
こ
と
を
等
閑
に

付
す
る
も
の
で
も
な
い
が
、
革
新
的
日
本
精
神
論
が
徒
ら
に
国
家
の
現
状
を
憤
慨
し
て
社
会
機
構
の
急
進
的
改
造
を
企
図
し
、
対
立
と

闘
争
に
堕
し
て
国
憲
、
国
法
を
紊
し
、「
和
を
以
て
貴
し
」
と
す
る
我
が
国
本
来
の
面
目
を
忘
れ
、
中
道
を
逸
脱
し
て
か
へ
つ
て
国
民

の
和
衷
協
同
を
破
る
に
至
る
弱
点
あ
る
こ
と
を
看
破
し
、
又
他
方
、
理
論
的
日
本
精
神
論
が
動
も
す
れ
ば
抽
象
的
概
念
と
し
て
の
日
本

精
神
を
弄
す
る
に
止
ま
り
、
日
本
精
神
の
実
践
的
把
握
を
閑
却
し
易
き
短
所
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
て
、
国
民
各
自
日
々
の
生
活
の
裡
に
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日
本
精
神
を
実
現
す
べ
き
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
非
合
法
的
手
段
を
も
容
認
し
て
急
進
的
に
国
家
を
改
造
し
よ
う
と
す
る
第
一
の
立
場
を
排
斥
し
、「
日
本
精
神
」

の
理
論
的
闡
明
を
実
践
へ
の
準
備
段
階
と
し
て
認
め
る
と
い
う
、「
日
本
精
神
論
の
調
査
」
の
報
告
書
の
立
脚
す
る
立
場
を
代
弁
す
る
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
調
査
の
目
的
は
乱
立
し
混
迷
す
る
日
本
精
神
論
を
整
理
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
は
い
る
が
、
最
終
的
に

は
実
践
的
日
本
精
神
論
を
日
本
精
神
論
の
標
準
と
し
て
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
（
注
11
）。
そ
し
て
、
こ
の

実
践
的
日
本
精
神
論
の
代
表
と
し
て
報
告
書
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
紀
平
正
美
や
西
晋
一
郎
な
ど
の
哲
学
者
で
あ
り
、
国
民
精
神
文
化
研

究
所
の
重
鎮
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
調
査
お
よ
び
分
析
を
受
け
て
、
翌
年
三
月
に
は
「
思
想
指
導
に
関
す
る
良
書
選
奨
」
を
公
表
し
て
い

る
。
そ
こ
に
は
選
奨
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
推
薦
・
紹
介
・
選
定
の
三
つ
に
分
類
す
る
。
推
薦
は
「
健
全
な
る
思
想
の
涵
養
上
有
益
」
な
も

の
二
十
六
点
、
紹
介
は
「
中
正
穏
健
な
る
思
想
の
涵
養
上
有
益
」
な
も
の
六
十
九
点
、
選
定
は
「
中
正
穏
健
な
る
思
想
の
涵
養
上
又
指
導
訓

育
上
資
す
る
」
も
の
七
十
点
で
あ
る
（
注
12
）。
こ
の
よ
う
に
「
日
本
精
神
論
の
調
査
」
と
「
良
書
推
奨
」
を
結
ぶ
一
連
の
動
き
は
、
文
部
省

の
既
刊
書
活
用
に
よ
る
国
民
思
想
の
洗
脳
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、日
本
精
神
論
は
大
正
末
年
頃
に
誕
生
し
、昭
和
ゼ
ロ
年
代
に
展
開
し
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
、同
時
代
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
辞
書
の
中
の
「
日
本
精
神
」（
上
）
―
教
育
辞
典

　

前
節
ま
で
に
「
日
本
精
神
」
の
誕
生
か
ら
定
着
ま
で
の
展
開
に
つ
い
て
、研
究
論
文
や
著
書
等
に
即
し
て
そ
の
内
実
を
概
観
し
た
。
だ
が
、

学
術
レ
ベ
ル
と
一
般
の
理
解
に
は
齟
齬
と
乖
離
、
あ
る
い
は
タ
イ
ム
ラ
グ
が
発
生
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
学
術
研
究
の
到
達
点
が

一
般
の
理
解
を
得
る
た
め
に
は
、啓
蒙
と
い
う
観
点
が
不
可
欠
で
あ
り
、普
及
と
い
う
活
動
が
必
須
で
あ
る
。
啓
蒙
と
普
及
と
い
う
点
を
も
っ

― 65 ―

日
本
精
神
論
の
敗
戦
―
宣
長
国
学
の
表
象
を
め
ぐ
っ
て
（
そ
の
二
）（
田
中
）



と
も
体
現
し
て
い
る
の
は
、
辞
典
や
事
典
と
い
っ
た
辞
書
類
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
辞
書
類
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
本
精
神
」
の
語
義
の
変
遷

を
通
し
て
、「
日
本
精
神
」
の
拡
が
り
を
追
究
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、「
日
本
精
神
」の
辞
書
に
お
け
る
比
較
的
早
い
用
例
は
、『
現
代
教
育
辞
典
』（
啓
文
社
出
版
、昭
和
六
年
六
月
）で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

 

日
本
民
族
の
生
命
と
共
に
国
民
生
活
の
中
に
遺
伝
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ
る
至
純
至
美
の
徳
性
及
び
他
に
比
類
な
き
情
性
の
謂
で
、
古
来
大
和

魂
と
称
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ
る
所
の
も
の
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
精
神
の
中
核
を
な
す
所
の
も
の
は
、
実
に
忠
君
愛
国
の
観
念

と
崇
祖
崇
神
の
観
念
と
に
外
な
ら
ぬ
。
か
の
武
士
道
な
る
も
の
は
日
本
精
神
の
顕
現
に
し
て
、
ま
た
よ
く
そ
れ
を
代
表
す
る
所
の
も
の

で
あ
る
。

　
「
日
本
民
族
」
に
引
き
継
が
れ
た
「
徳
性
」
と
「
浄
性
」
と
い
う
語
義
を
説
明
し
つ
つ
、
適
宜
「
大
和
魂
」
と
い
っ
た
類
義
語
を
挙
げ
な

が
ら
、概
念
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、「
忠
君
愛
国
」「
崇
祖
崇
神
」
と
い
う
観
念
が
中
核
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、「
武
士
道
」

と
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
定
義
し
て
い
る
。
比
較
的
短
い
説
明
の
中
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
盛
り
込
み
な
が
ら
適
切
に
定
義
し
て
い

る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
本
書
は
満
洲
事
変
直
前
の
刊
行
で
あ
り
、「
日
本
精
神
」
が
大
流
行
す
る
以
前
の
記
述
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
本
書
が
日
本
教
育
学
術
協
会
の
編
に
な
る
書
で
あ
り
、「
文
検
教
育
科
受
験
者
、
師
範
学
校
最
上
級

生
並
に
実
際
教
育
家
」（
凡
例
）
を
対
象
に
編
纂
さ
れ
た
辞
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
と
お
り
、「
教

育
辞
典
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
重
要
な
事
実
を
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
日
本
精
神
」
は
教
壇
に
立
っ
て
生
徒
を

指
導
す
る
教
育
者
が
弁
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
育
関
係
の
辞
典
が
い
ち
早
く
「
日
本
精
神
」
を
収
録

し
、
解
説
し
た
の
は
、
注
目
す
べ
き
事
実
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
ば
ら
く
教
育
関
係
の
辞
典
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

次
に
、『
入
沢
教
育
辞
典
』（
教
育
研
究
会
、昭
和
七
年
六
月
）
を
見
て
み
た
い
。「
日
本
精
神
」
は
立
項
さ
れ
て
は
い
る
が
、そ
こ
に
は
「「
国

民
性
」
を
見
よ
」
と
あ
る
だ
け
で
、
何
一
つ
説
明
は
な
い
。
こ
の
直
接
参
照
の
「
国
民
性
」
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
「
一
国
民
に
共
通
な
る
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特
性
を
い
ふ
」
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
「
国
民
性
」
の
語
義
の
解
説
に
終
始
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
日
本
精
神
」
は
「
国
民
性
」
の
同
義
語

と
い
う
認
識
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。
は
な
は
だ
物
足
り
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、「
日
本
精
神
」
生
成
の
過
渡
期
的
現
象
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
。

　

第
三
と
し
て
、『
教
育
学
辞
典
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
三
年
五
月
）
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
辞
典
は
昭
和
十
一
年
か
ら
十
四

年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
全
五
巻
の
辞
書
で
あ
り
、
序
に
よ
れ
ば
、「
我
国
の
教
育
を
中
心
と
し
て
項
目
を
選
定
し
、
又
一
つ
の
問
題
を
充
分
に

理
解
せ
し
む
る
た
め
に
大
項
目
主
義
を
採
り
、
特
に
項
目
相
互
の
聯
関
に
注
意
し
た
」
と
あ
る
。
教
育
学
関
係
の
辞
典
と
し
て
は
本
格
的
な

も
の
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
本
項
目
の
文
責
は
和
辻
哲
郎
で
あ
り
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
『
続
日
本
精
神
史
研
究
』
の
延
長
線
上
で
執
筆
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
日
本
精
神
と
い
ふ
言
葉
は
満
洲
事
変
以
後
特
に
著
る
し
く
用
ひ
ら
れ
始
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義
は
多

様
で
あ
つ
て
一
定
し
て
ゐ
な
い
」
と
い
う
文
言
で
始
ま
り
、
二
千
字
に
及
ぶ
分
量
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
語
義
の
多
様
性
を
次
の
三
つ

の
範
疇
に
整
理
、
分
類
し
て
、
そ
の
詳
細
を
解
説
す
る
。

（
一
）
普
通
に
漠
然
と
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合

（
二
）
広
く
日
本
民
族
の
精
神
或
は
心
の
特
性
全
体
を
日
本
精
神
の
語
に
よ
つ
て
現
は
さ
う
と
す
る
立
場

（
三
）
日
本
文
化
の
主
体
と
し
て
の
日
本
精
神
を
考
へ
る
立
場

　

第
一
の
立
場
は
「
大
和
心
」
や
「
大
和
魂
」
と
同
義
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
も
の
は
「
尊
王
心
」
で
あ
り
、「
天
皇
の

た
め
に
己
れ
を
捧
げ
て
奉
仕
す
る
心
構
へ
」で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
心
構
え
は「
尊
皇
献
身
」と
言
い
換
え
ら
れ
、次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。

　
　

 

こ
の
献
身
奉
仕
に
は
身
命
を
惜
ま
ぬ
と
い
ふ
心
構
へ
が
伴
つ
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
大
和
心
は
「
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」

の
潔
く
散
る
姿
を
以
て
示
さ
れ
、
大
和
魂
は
義
勇
奉
公
と
結
び
つ
き
、
日
本
精
神
も
ま
た
武
士
道
の
復
興
を
伴
は
う
と
し
て
ゐ
る
。

　

こ
の
立
場
に
と
っ
て
「
身
命
を
惜
ま
ぬ
」
と
い
う
属
性
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ
が
「
大
和
心
」
や
「
大
和
魂
」
や
「
武
士
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道
」
な
ど
と
い
っ
た
既
存
の
概
念
と
の
共
通
点
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
敷
島
の
歌
の
誤
読
に
よ
っ
て

導
か
れ
る
「
散
る
桜
」
の
説
や
、
武
士
道
精
神
と
の
同
一
視
と
い
う
発
想
か
ら
導
か
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
一
般
に
「
日
本
精
神
」
が
有

す
る
中
身
は
、
そ
の
よ
う
な
敷
島
の
歌
の
拡
大
解
釈
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

次
に
、
第
二
に
立
場
か
ら
導
か
れ
る
も
の
は
、「
皇
威
の
発
揚
」
で
あ
る
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

　
　

 

万
世
を
通
じ
て
皇
室
は
文
化
の
源
泉
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
。
と
い
ふ
こ
と
は
日
本
国
民
の
文
化
的
創
造
が
そ
の
ま
ゝ
皇
運
の
扶
翼
に
他
な

ら
な
か
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
精
神
と
は
か
ゝ
る
意
味
で
皇
威
の
発
揚
を
な
し
遂
げ
た
日
本
人
の
精
神
的
特
性
、
或

は
日
本
の
民
族
性
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
「
日
本
精
神
」
を
把
握
し
、認
識
す
る
方
向
性
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
皇
運
の
扶
翼
」
と
は
、『
教
育
勅
語
』
に
あ
る
「
天

壌
無
窮
の
皇
運
を
扶
翼
す
べ
し
」
を
踏
ま
え
た
言
説
で
あ
る
。
ま
た
、「
皇
威
の
発
揚
」
と
は
、『
国
体
の
本
義
』「
六
、
政
治
・
経
済
・
軍
事
」

に
あ
る
文
言
を
踏
ま
え
た
言
説
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
日
本
精
神
」
を
皇
室
の
文
化
の
象
徴
と
し
て
認
識
す
る
観
点
に
立
つ
が
、
実
際
に
は

近
代
以
降
に
合
意
さ
れ
た
了
解
事
項
に
基
づ
い
た
発
想
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
日
本
精
神
」
は
用
語
だ
け
で
な
く
、
概
念
も

ま
た
近
代
発
祥
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

  

ま
た
、
第
三
の
立
場
に
お
い
て
も
、「
日
本
精
神
」
は
客
観
的
な
物
を
媒
介
と
し
て
お
の
れ
を
現
す
主
体
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
体
現
し

た
も
の
と
し
て
「
万
世
一
系
の
天
皇
を
戴
く
国
家
組
織
」
を
例
示
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
立
場
は
必
ず
し
も
日
本
単
独
で

獲
得
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
他
民
族
の
文
化
を
摂
取
し
、
こ
れ
を
媒
介
と
し
て
力
強
く
自
覚
の
歩
を
す
ゝ
め
る
」
と
い
う
点
に
、
日
本

精
神
の
特
性
を
認
め
、
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

　
　

 

支
那
文
化
・
印
度
文
化
・
西
洋
文
化
の
い
づ
れ
に
接
し
て
も
、
日
本
精
神
ほ
ど
謙
虚
に
そ
れ
を
受
け
容
れ
た
も
の
は
な
い
。
こ
れ
ら
の

文
化
を
通
じ
て
己
れ
を
現
は
し
て
ゐ
る
の
は
支
那
精
神
で
あ
り
印
度
精
神
で
あ
り
西
洋
精
神
で
あ
る
が
、
し
か
し
日
本
精
神
は
、
こ
れ
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ら
の
他
者
に
於
て
精
神
と
し
て
の
同
胞
を
見
出
し
、
同
胞
的
な
愛
を
以
て
こ
れ
ら
の
精
神
を
包
擁
し
た
。
さ
う
し
て
こ
の
包
擁
が
同
時

に
日
本
精
神
の
大
い
な
る
生
育
で
あ
つ
た
。

　

日
本
は
、前
近
代
に
お
い
て
は
、中
国
、印
度
と
い
っ
た
異
国
と
、近
代
以
降
に
お
い
て
は
西
洋
と
い
う
異
国
の
文
化
か
ら
影
響
を
受
け
て
、

「
日
本
精
神
」
を
育
ん
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
異
国
文
化
を
排
除
せ
ず
、
そ
の
良
い
と
こ
ろ
を
取
り
入
れ
る
と
こ
ろ
に
「
日
本
精
神
」
の
包

容
力
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
精
神
観
は
、
昭
和
十
三
年
と
い
う
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
お
い
て
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。

他
者
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
存
在
意
義
を
確
認
す
る
こ
と
が
戦
時
期
に
お
い
て
普
通
で
あ
る
な
ら
ば
、
影
響
の
受
け
容
れ
を

率
直
に
認
め
、
さ
ら
に
は
そ
れ
こ
そ
が
日
本
固
有
の
特
性
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
異
例
で
あ
る
。
和
辻
の
日
本
精
神
論
の
到
達
点

と
言
っ
て
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
「
日
本
精
神
」
に
つ
い
て
分
類
し
た
三
つ
の
立
場
お
よ
び
語
義
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
和
辻
は
尊
王
心
や
皇
威
と
い
っ
た

心
的
特
徴
が
備
わ
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
昭
和
十
年
代
に
「
日
本
精
神
」
が
た
ど
り
着
い
た
概
念
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
辞

典
の
項
目
執
筆
で
あ
る
か
ら
、
辞
書
の
本
来
的
性
格
と
し
て
執
筆
者
の
独
断
で
は
な
く
、
当
時
の
共
通
了
解
を
目
指
し
て
書
か
れ
て
い
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
該
辞
書
が
「
大
項
目
主
義
」
を
採
っ
て
い
る
こ
と
も
幸
い
し
て
、
和
辻
自
身
の
観
念
も
ま
た
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
節
で
確
認
し
た
和
辻
の
日
本
精
神
観
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、『
教
育
学
辞
典
』「
日
本
精
神
」
は
昭
和
十
年
代
の
日
本
精
神
意
識
を
等
身
大
に
表
す
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
は
日
本
的

特
性
と
し
て
天
皇
お
よ
び
皇
室
と
切
り
離
せ
な
い
日
本
精
神
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
昭
和
初
年
代
に
は
な
か
っ
た
観
点
で
あ
り
、
和
辻
に
お
け

る
日
本
精
神
観
が
時
局
に
共
鳴
し
つ
つ
変
容
し
て
い
っ
た
様
子
を
如
実
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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五
、
辞
書
の
中
の
「
日
本
精
神
」（
下
）
―
哲
学
辞
典

　
「
日
本
精
神
」
は
教
育
関
係
の
辞
典
と
と
も
に
哲
学
関
係
の
辞
書
に
も
立
項
さ
れ
、
解
説
さ
れ
た
。『
教
育
学
辞
典
』
の
刊
行
が
始
ま
っ
た

同
年
に
『
現
代
哲
学
辞
典
』（
日
本
評
論
社
、
昭
和
十
一
年
九
月
）
が
出
版
さ
れ
た
。
序
に
よ
れ
ば
、「
本
辞
書
の
編
輯
に
於
け
る
新
機
軸
」

と
し
て
項
目
を
す
べ
て
大
項
目
と
す
る
こ
と
を
唱
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
『
教
育
学
辞
典
』
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、
三
木
清
を
編
集
代
表

と
す
る
同
辞
典
は
、「
予
想
外
の
歓
迎
を
受
け
、刊
行
後
間
も
な
く
絶
版
の
状
態
に
至
つ
た
」（
新
版「
序
」）と
い
う
、曰
く
付
き
の
辞
典
で
あ
っ

た
。
通
常
、
発
売
当
初
に
歓
迎
を
受
け
た
書
籍
は
品
切
れ
に
な
り
、
重
版
が
掛
か
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
絶
版
に
な
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
本
書
を
め
ぐ
る
根
深
い
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
「
日
本
精
神
」
の
項
目
を
見
て
み
た
い
。

　
「
日
本
精
神
」は
戸
坂
潤
を
文
責
と
す
る
。戸
坂
は
京
都
帝
国
大
学
で
西
田
幾
多
郎
に
師
事
し
て
哲
学
を
修
め
た
。昭
和
七
年
に
は
岡
邦
雄
、

三
枝
博
音
ら
と
唯
物
論
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
研
究
と
執
筆
に
い
そ
し
む
が
、
危
険
思
想
と
し
て
取
り
締
ま
ら
れ
、
幾
度
と
な
く
検
挙
、
投

獄
さ
れ
た
。
昭
和
十
年
に
は
白
揚
社
よ
り
『
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
』
を
上
梓
し
て
い
る
の
で
、本
項
目
を
執
筆
す
る
に
は
適
材
適
所
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。「
日
本
精
神
」
は
次
の
よ
う
な
記
述
で
始
ま
る
。

　
　

 

一
般
的
に
云
へ
ば
、
日
本
民
族
の
歴
史
が
何
等
か
の
精
神
の
表
現
で
あ
る
と
か
、
又
は
そ
の
表
現
自
身
が
こ
の
精
神
で
あ
る
と
か
考
へ

る
立
場
に
立
つ
時
、
こ
の
精
神
が
日
本
精
神
と
呼
ば
れ
る
。
之
に
よ
つ
て
日
本
民
族
の
歴
史
が
も
つ
本
質
が
云
ひ
表
は
さ
れ
る
と
考
へ

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
一
般
的
用
法
（「
通
俗
的
な
語
法
」）
の
解
説
か
ら
始
め
る
が
、
し
だ
い
に
「
哲
学
乃
至
世
界
観
上
の
体
系
を
想
定
し
た
上
で

の
一
つ
の
理
論
的
説
明
」
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
く
。
そ
う
し
て
、「
日
本
精
神
」
の
発
生
と
そ
の
本
質
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
　

 

日
本
精
神
の
提
唱
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
今
日
に
始
つ
た
の
で
は
な
い
。
併
し
之
が
一
定
の
意
図
の
下
に
、
広
汎
に
提
唱
さ
れ
又
強
調

さ
れ
又
流
行
し
始
め
た
の
は
、
×
×
×
×
×
に
よ
る
満
洲
国
独
立
と
、
之
を
シ
グ
ナ
ル
と
す
る
処
の
日
本
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
急
速
な
台
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頭
以
来
で
あ
る
。
日
本
精
神
は
日
本
×
×
×
×
×
×
の
諸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
共
通
な
根
本
観
念
で
あ
り
、
又
実
に
そ
の
合
言
葉
又
は
ス

ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
。

　

見
て
わ
か
る
と
お
り
、
こ
こ
に
は
二
箇
所
に
伏
字
が
あ
る
。
こ
の
伏
字
は
戦
後
に
刊
行
さ
れ
た
第
二
版
に
よ
っ
て
復
元
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
注
13
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
最
初
の
五
文
字
は
「
武
力
的
侵
略
」
で
あ
り
、
二
つ
目
の
六
文
字
は
「
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
言
葉
狩
り
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
言
葉
狩
り
を
お
こ
な
っ
た
の
か
。

　

こ
こ
で
、
戦
前
に
お
け
る
書
籍
の
出
版
統
制
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
出
版
統
制
と
い
え
ば
、
内
務
省
（
警
保
局
図
書
課
）
に
よ

る
検
閲
や
発
禁
（
発
売
頒
布
禁
止
）
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
派
手
で
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ

背
後
か
ら
忍
び
寄
り
、い
つ
の
間
に
か
動
き
が
取
れ
な
く
な
る
よ
う
な
体
の
も
の
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、明
治
二
十
六
年
に
制
定
さ
れ
た
「
出

版
法
」
は
、
事
前
届
出
、
納
本
や
検
閲
な
ど
に
よ
る
種
々
の
制
限
規
定
を
設
け
、
違
反
出
版
物
に
つ
い
て
は
出
版
、
販
売
禁
止
や
差
押
え
な

ど
の
行
政
・
司
法
処
分
規
定
を
定
め
て
い
る
。
と
り
わ
け
、「
安
寧
秩
序
を
妨
害
し
又
は
風
俗
を
壊
乱
す
る
も
の
と
認
む
る
文
書
」（
十
九
条
）

の
刊
行
に
つ
い
て
、
発
禁
処
分
を
命
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
安
寧
秩
序
」
や
「
風
俗
」
と
い
っ
た
曖
昧
模
糊
と
し
た
表
現
の
た
め
に
、
取

り
締
ま
る
側
の
拡
大
解
釈
が
ま
か
り
通
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
特
に
治
安
維
持
法
施
行
以
降
は
政
府
に
都
合
の
悪
い
書
籍
は
見
せ

し
め
の
た
め
に
発
禁
処
分
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
出
版
統
制
の
厳
罰
化
の
中
で
、
著
者
や
出
版
社
の
側
も
自
主
規
制
を
掛
け
る
こ
と
が
常
態
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
著
者
は
自

粛
し
て
書
き
た
い
こ
と
が
書
け
な
く
な
り
、
出
版
社
は
政
府
の
意
向
を
忖
度
し
て
著
者
の
原
稿
に
手
を
入
れ
た
り
、
危
険
思
想
を
象
徴
す
る

用
語
は
伏
字
と
し
た
。
つ
ま
り
、伏
字
は
出
版
統
制
の
目
を
か
い
く
ぐ
っ
て
書
籍
を
刊
行
す
る
た
め
に
、出
版
社
側
が
講
じ
た
苦
肉
の
策
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
前
の
引
用
文
中
の
「
武
力
的
侵
略
」
や
「
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
」
は
編
集
部
に
よ
る
言
葉
狩
り
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
日
本
精
神
」
は
語
義
解
説
の
中
に
、
当
時
に
お
け
る
危
険
思
想
が
紛
れ
込
み
、
こ
れ
を
秘
匿
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
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な
概
念
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戸
坂
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
の
概
念
の
本
質
に
切
り
込
ん
で
い
っ
た
。

　
　

 　

日
本
精
神
の
内
容
如
何
に
就
い
て
は
日
本
フ
ァ
ッ
シ
ス
ト
達
の
間
に
初
め
必
ず
し
も
完
全
な
一
致
は
な
か
つ
た
が
、一
九
三
四
年（
昭

和
九
年
）
以
来
、
右
翼
政
治
思
想
諸
団
体
間
の
戦
線
統
一
が
お
の
づ
か
ら
行
は
れ
る
と
平
行
し
て
、
夫
は
遂
に
×
×
×
×
に
帰
着
統
一

さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
日
本
の
×
×
の
本
義
は
こ
の
×
×
主
義
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
日
本
精
神
と
は
取
り
も
直
さ
ず
こ
の
×
×
意

識
だ
と
い
ふ
こ
と
に
結
着
し
た
。
事
実
右
翼
諸
団
体
の
統
一
運
動
は
、
×
×
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
・
反
動
諸
団
体
の
表
面
上
強
調
す
る

国
体
明
徴
の
運
動
に
よ
つ
て
、
遽
か
に
促
進
さ
れ
た
。
処
が
×
×
意
識
な
る
も
の
は
実
は
主
と
し
て
国
家
理
論
的
な
乃
至
は
政
治
学
的

な
技
術
上
の
観
念
で
あ
り
、
主
と
し
て
憲
法
の
法
律
学
的
解
釈
の
問
題
に
結
び
つ
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
各
種
の
内
容
の
日
本
精

神
は
反
自
由
主
義
的
憲
法
解
釈
に
於
て
、
共
通
な
一
致
し
た
三
角
点
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
つ
て
日
本
精
神
の
内
容
は
又
こ

の
点
に
集
中
加
重
さ
れ
る
。
ア
ジ
ア
主
義
や
王
道
主
義
の
声
は
衰
へ
農
本
主
義
の
教
説
は
無
用
と
な
り
、
独
り
×
×
主
義
・
×
×
観
念

だ
け
が
×
×
精
神
の
中
心
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

見
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
伏
字
が
横
溢
し
て
い
る
。
試
み
に
第
二
版
に
よ
り
、
伏
字
を
復
元
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

×
×
×
×
に
帰
着
統
一
→
国
体
明
徴
に
帰
着
統
一

　
　

×
×
の
本
義
→
国
体
の
本
義

　
　

×
×
主
義
→
絶
対
主
義

　
　

×
×
意
識
→
国
体
意
識

　
　

×
×
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
→
軍
部
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党

　
　

×
×
意
識
→
国
体
意
識

　
　

×
×
主
義
・
×
×
観
念
→
絶
対
主
義
・
国
体
観
念
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×
×
精
神
→
日
本
精
神

　

全
体
と
し
て
、「
国
体
」
と
い
う
用
語
が
狩
り
取
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
軍
部
」
や
「
絶
対
主
義
」
な
ど
も
自
主
規
制
の
対
象
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
言
葉
狩
り
が
徹
底
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
二
度
目
に
出
る
「
国
体
明
徴
」
が

残
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
で
も
わ
か
る
（
注
14
）。
ま
た
、
最
後
の
「
日
本
精
神
」
に
至
っ
て
は
、
項
目
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

を
伏
字
に
し
て
い
る
と
い
う
不
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。
は
た
し
て
こ
の
こ
と
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
が
出
版
社
編
集
部
の
怠
慢
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
内
務
省
警
保
局
図
書
課
（
昭
和
十
五
年
か
ら
は
検
閲
課
）
の
検
閲
を
く
ぐ
り
抜
け
て

出
版
に
漕
ぎ
着
け
る
た
め
に
、
申
し
わ
け
程
度
に
形
ば
か
り
の
言
葉
狩
り
を
お
こ
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
出
版
社

編
集
部
の
意
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
伏
字
は
ス
タ
ン
ド
プ
レ
ー
に
過
ぎ
ず
、
あ
え
て
類
推
可
能
な
用
語
を
ブ
ラ
ン
ク
に
し
て
お

く
こ
と
に
よ
り
、
本
書
を
手
に
取
っ
た
読
者
が
空
欄
補
充
で
き
る
よ
う
に
仕
掛
け
て
お
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
伏
字
が

溢
れ
た
『
現
代
哲
学
辞
典
』
は
見
事
に
検
閲
官
の
目
を
か
い
く
ぐ
り
、
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、一
度
は
日
の
目
を
見
た
『
現
代
哲
学
辞
典
』
も
、「
予
想
外
の
歓
迎
を
受
け
、刊
行
後
間
も
な
く
絶
版
の
状
態
に
至
つ
た
」

（
前
掲
、
新
版
「
序
」）
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
来
て
、
こ
の
序
文
の
表
す
真
意
が
判
明
す
る
。「
歓
迎
」
を
受
け
た
こ
と
も
あ
な
が
ち

身
内
ぼ
め
で
も
あ
る
ま
い
し
、「
絶
版
」
と
さ
れ
た
の
も
歴
史
的
事
実
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
予
想
外
の
歓
迎
を
受
け
」
た
の
は
、
三
木
清

や
戸
坂
潤
を
は
じ
め
と
す
る
唯
物
論
研
究
会
お
よ
び
そ
の
シ
ン
パ
の
反
応
で
あ
り
、「
絶
版
の
状
態
に
至
つ
た
」
の
は
、
出
版
差
し
止
め
処

分
を
避
け
て
重
版
に
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
新
版
「
序
」
に
お
け
る
不
可
解
な
文
言
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

さ
て
一
方
、
曰
く
付
き
の
初
版
が
好
評
の
う
ち
に
絶
版
と
な
っ
た
後
、『
新
版 
現
代
哲
学
辞
典
』（
日
本
評
論
社
、
昭
和
十
六
年
三
月
）

が
出
版
さ
れ
た
（
注
15
）。
初
版
の
刊
行
か
ら
四
年
半
後
の
こ
と
で
あ
る
。
三
木
清
の
序
の
一
部
は
前
に
見
た
が
、「
新
版
」
の
編
集
方
針
に
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関
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

 
今
回
書
肆
の
求
め
に
依
り
新
版
を
世
に
送
る
に
就
い
て
は
、
こ
れ
を
そ
の
名
の
如
く
現
代
的
な
る
辞
典
と
為
す
べ
く
、
そ
の
後
の
学
問

竝
び
に
社
会
の
趨
勢
の
変
遷
に
応
じ
て
、
内
容
の
一
新
を
企
て
た
。
か
く
て
前
の
執
筆
者
の
ほ
か
新
た
に
斯
界
の
諸
権
威
諸
精
鋭
の
協

力
を
得
て
、
時
代
の
要
求
す
る
諸
項
目
を
多
く
加
へ
る
と
共
に
、
全
項
目
に
亙
つ
て
書
き
更
へ
を
行
ひ
、
茲
に
本
辞
典
は
全
く
面
目
を

新
た
に
し
て
現
は
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
「
新
版
」
の
編
集
に
あ
た
っ
て
の
心
掛
け
と
方
針
を
記
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
「
現
代
的
な
る
辞
典
」
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の

た
め
に
「
内
容
の
一
新
」
を
目
指
す
と
い
う
。
二
つ
目
は
執
筆
陣
を
増
や
し
て
辞
書
項
目
を
増
加
し
、「
時
代
の
要
求
」
に
応
え
る
と
い
う
。

こ
の
編
集
方
針
か
ら
は
、
初
版
本
『
現
代
哲
学
辞
典
』
の
増
補
更
新
版
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
単

純
に
増
補
更
新
版
を
出
版
す
る
の
が
目
的
と
は
い
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
初
版
本
と
新
版
を
比
較
す
る
と
、
執
筆
者
に
異
同
が
あ
る
。
初
版
本
で
は
、
執
筆
者
が
三
十
二
人
で
あ
っ
た
が
、
新
版
で
は

四
十
六
人
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
単
純
に
十
四
人
の
執
筆
者
が
増
加
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
初
版
本
の
三
十
二
人
の
う
ち
、
新
版
に
も

名
を
連
ね
る
の
は
二
十
二
人
で
あ
り
、
十
人
が
姿
を
消
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
二
十
四
人
が
新
た
に
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
半
数
以
上
の
執
筆
者
が
入
れ
代
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
当
然
な
が
ら
、
項
目
も
初
版
本
か
ら
新
版
に
か
け
て
執
筆
者
が
交
代
し
た
も
の

も
あ
る
。「
日
本
精
神
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

新
版
に
お
け
る
「
日
本
精
神
」
の
項
目
執
筆
は
三
枝
博
音
で
あ
る
。
三
枝
は
戸
坂
潤
と
同
じ
く
、唯
物
論
研
究
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
が
、
初
版
本
に
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
。
な
お
、
戸
坂
が
初
版
本
で
担
当
し
た
も
の
は
四
項
目
で
あ
っ
た
が
、
新
版
に
お
い
て
は
「
自

然
科
学
」（
新
明
正
道
）、「
新
聞
」（
新
版
に
は
当
該
項
目
な
し
）、「
論
理
学
」（
池
上
鎌
三
）
で
あ
る
（
注
16
）。
と
も
あ
れ
、
三
枝
博
音
は

初
版
本
で
「
日
本
精
神
」
を
執
筆
し
た
戸
坂
に
代
わ
っ
て
こ
れ
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
。
大
項
目
主
義
の
例
に
漏
れ
ず
、本
項
目
は
「
一 

「
日
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本
精
神
」
と
い
ふ
言
葉
」、「
二 

日
本
精
神
の
意
義
」、「
三 

日
本
精
神
と
い
ふ
概
念
の
最
近
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
」
と
い
う
三
節
よ
り
構

成
さ
れ
る
。
第
一
節
は
「
日
本
精
神
」
に
お
け
る
「
精
神
」
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
、
三
浦
梅
園
の
「
神
」
概
念
を
導
入
し
て
解
釈
す
る
。

な
お
、
梅
園
は
当
時
の
三
枝
が
専
門
と
し
た
思
想
家
で
あ
る
。
第
二
節
は
「
日
本
精
神
」
が
「
日
本
的
な
も
の
」
を
追
究
す
る
日
本
主
義
運

動
と
不
可
分
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
。
第
三
節
は
「
日
本
精
神
」
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
明
治
時
代
か
ら
昭
和
十
年
代
ま
で
の
変

遷
を
時
系
列
で
紹
介
す
る
。
こ
の
中
で
分
量
的
に
全
体
の
七
割
を
占
め
る
第
三
節
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　
「
日
本
精
神
」
の
用
語
と
概
念
に
つ
い
て
、
三
宅
雪
嶺
や
高
山
樗
牛
な
ど
を
俎
上
に
載
せ
な
が
ら
、
明
治
期
に
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
大

正
期
に
な
っ
て
、
北
一
輝
・
大
川
周
明
・
安
岡
正
篤
な
ど
の
著
作
に
「
日
本
精
神
」
の
濫
觴
を
見
る
。
そ
の
後
、
モ
ラ
エ
ス
や
和
辻
哲
郎
を

経
由
し
て
、
昭
和
五
年
の
紀
平
正
美
『
日
本
精
神
』
の
刊
行
を
経
て
、「
日
本
精
神
」
の
流
行
へ
と
至
る
。

　

こ
こ
で
、『
新
版 

現
代
哲
学
辞
典
』
に
の
み
言
及
さ
れ
、
他
の
辞
書
に
は
見
ら
れ
な
い
事
柄
を
三
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
目
は
、

時
折
挿
ま
れ
る
左
翼
分
子
の
活
動
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
因
み
に
」
と
い
う
語
を
媒
介
に
し
て
巧
妙
に
誘
導
さ
れ
る
。
次

の
如
く
で
あ
る
。

　
　

 

因
み
に
、
日
本
共
産
党
員
が
、
全
国
一
斉
に
検
挙
せ
ら
れ
た
い
は
ゆ
る
三
・
一
五
事
件
は
、
昭
和
三
年
三
月
十
五
日
で
あ
る
。「
思
想

善
導
」
の
機
関
が
、
文
部
省
直
轄
の
も
と
に
設
置
せ
ら
れ
た
の
は
同
年
九
月
で
あ
る
。
又
、
い
は
ゆ
る
四
・
一
六
事
件
は
昭
和
四
年
四

月
十
六
日
で
あ
る
。

　

紀
平
正
美
『
日
本
精
神
』
の
序
文
に
出
る
「
近
時
思
想
の
動
揺
」
を
解
説
す
る
文
脈
で
言
及
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
三
枝
自
身
が
身
近

で
経
験
し
た
事
柄
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
六
年
九
月
に
勃
発
し
た
柳
条
溝
事
件
の
時
代
状
況
を
述
べ
る
際
に
も
、
次
の
事
柄
を

書
く
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

　
　

 

因
み
に
昭
和
六
年
三
月
に
、
左
翼
運
動
の
一
側
面
と
し
て
の
反
宗
教
運
動
が
起
り
、
同
年
九
月
に
は
文
部
省
内
に
思
想
対
策
の
方
法
が
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講
じ
は
じ
め
ら
れ
た
。

　

三
枝
は
こ
の
年
は
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
い
た
が
、
帰
国
後
に
戸
坂
潤
と
と
も
に
唯
物
論
研
究
会
を
立
ち
上
げ
て
、
共
産
党
シ
ン
パ
の
廉
で

検
挙
、
拘
留
さ
れ
た
。
こ
う
い
っ
た
自
身
に
ま
つ
わ
る
経
験
を
織
り
込
み
な
が
ら
、
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

　
『
新
版 
現
代
哲
学
辞
典
』の
二
つ
目
の
特
徴
は
、「
日
本
精
神
」と
軍
部
と
の
密
接
な
関
係
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

 

昭
和
七
、八
年
以
後
の
「
日
本
精
神
」
運
動
に
関
し
て
は
、
日
本
の
陸
海
軍
人
の
日
本
主
義
運
動
の
こ
と
が
、
最
も
留
意
せ
ら
る
べ
き

も
の
の
一
つ
で
あ
ら
う
。

　

昭
和
七
年
と
い
え
ば
、「
日
本
精
神
」の
流
行
が
顕
在
化
し
た
時
期
で
あ
る
。そ
の
時
期
に
す
で
に「
陸
海
軍
人
の
日
本
主
義
運
動
」が
高
ま
っ

て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
軍
人
に
よ
る
日
本
主
義
運
動
に
つ
い
て
、
そ
の
活
動
内
容
を
時
系
列
で
解
説
す
る
。
次
の
四
団
体
で
あ
る
。

（
一
）
国
本
社
（
大
正
十
三
年
創
立
）

（
二
）
国
維
会
（
昭
和
七
年
創
立
）

（
三
）
皇
道
会
（
昭
和
八
年
創
立
）

（
四
）
明
倫
会
（
昭
和
八
年
創
立
）

　

こ
の
う
ち
、（
三
）
皇
道
会
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
綱
領
を
紹
介
し
、
既
成
政
党
の
打
破
と
国
際
正
義
の
貫
徹
の
二
点
に
つ
い
て
、
そ
の

今
日
的
意
義
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
大
政
翼
賛
会
の
結
成
（
昭
和
十
五
年
十
月
）
や
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
包
囲
網
へ
の
抵
抗
等
を
示
唆
し
て
い
る
。
昭

和
十
六
年
の
時
点
に
お
い
て
は
、
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
記
述
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

さ
て
、『
新
版 

現
代
哲
学
辞
典
』に
見
ら
れ
る
三
つ
目
の
特
徴
は
、「
日
本
精
神
」が
ど
の
よ
う
な
方
面
で
興
味
を
持
た
れ
、関
心
の
的
と
な
っ

て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
極
め
て
的
確
な
指
摘
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　

 

昭
和
十
年
、
十
一
年
、
十
二
年
の
頃
に
現
は
れ
た
日
本
精
神
に
関
す
る
労
作
は
実
に
夥
し
い
数
に
上
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
時
期
に
て
は
、
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そ
れ
ら
が
主
と
し
て
教
育
者
に
よ
つ
て
企
て
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
亦
留
意
さ
れ
て
よ
か
ら
う
。

　

昭
和
十
年
か
ら
の
三
年
間
、「
日
本
精
神
」は
全
国
的
に
流
行
し
た
が
、そ
の
企
画
者
が「
教
育
者
」で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
、
末
尾
に
近
い
次
の
指
摘
に
も
う
か
が
え
る
。

　
　

 

政
治
的
運
動
の
場
合
に
は
、主
と
し
て「
日
本
主
義
」な
る
言
葉
が
使
用
せ
ら
れ
る
。「
日
本
精
神
」な
る
言
葉
は
、思
想
運
動
、教
化
運
動
、

学
校
教
育
な
ど
の
方
面
に
於
て
、
日
本
主
義
が
唱
へ
ら
れ
る
場
合
に
用
ひ
ら
れ
る
。

　
「
日
本
主
義
」
と
「
日
本
精
神
」
が
ほ
ぼ
同
種
の
方
向
性
を
有
す
る
概
念
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
場
が
異
な
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
日
本
主
義
」
は
政
治
的
運
動
に
お
い
て
、「
日
本
精
神
」
は
文
教
運
動
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
な
点
を
言
い
当
て
て
い
る
。「
日
本
精
神
」
は
学
校
教
育
の
場
で
用
い
ら
れ
る
。
前
節
で
教
育
関
係

の
辞
典
に「
日
本
精
神
」が
必
須
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、話
の
つ
じ
つ
ま
が
う
ま
く
合
う
。「
日
本
精
神
」は
教
育
現
場
で
広
ま
っ

た
概
念
な
の
で
あ
る
。
誠
に
正
鵠
を
射
た
指
摘
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
大
項
目
主
義
の
名
に
恥
じ
な
い『
新
版 

現
代
哲
学
辞
典
』は
、初
版
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
好
評
を
博
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、

刊
行
か
ら
一
年
後
に
突
然
終
焉
を
迎
え
る
。
出
版
法
十
九
条
の
適
用
を
受
け
、
安
寧
秩
序
を
妨
害
す
る
書
籍
と
し
て
発
禁
処
分
と
な
っ
た
の

で
あ
る
（
注
17
）。
時
代
は
閉
塞
し
、
す
で
に
大
東
亜
戦
争
に
突
入
し
て
い
た
。

六
、
中
等
修
身
教
科
書
の
「
日
本
精
神
」

　

辞
書
と
同
じ
く
、
多
く
の
若
年
学
習
者
が
手
に
取
り
、
知
識
を
吸
収
す
る
媒
体
が
教
科
書
で
あ
る
。
昭
和
十
年
代
に
な
る
と
、
時
局
を
反

映
し
た
内
容
お
よ
び
表
現
が
教
科
書
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
節
ま
で
で
見
た
よ
う
に
、「
日
本
精
神
」
は
哲
学
辞
典
や
教

育
辞
典
に
立
項
さ
れ
、
解
説
さ
れ
た
。
教
育
現
場
に
お
い
て
は
、
中
等
学
校
の
修
身
教
科
書
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
最
先
端
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の
研
究
と
教
育
現
場
と
の
間
に
は
タ
イ
ム
ラ
グ
が
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
日
本
精
神
」
を
取
り
上
げ
た
修
身
教
科
書
は
必
ず
し

も
多
く
な
い
。
そ
う
い
っ
た
事
情
も
あ
り
、
研
究
成
果
が
教
育
現
場
に
下
り
て
く
る
時
差
の
間
に
日
本
は
敗
戦
し
、「
日
本
精
神
」
が
無
効

化
さ
れ
た
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
も
「
日
本
精
神
」
の
特
殊
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
一
時
的
に
で
は
あ
れ
、
教
科
書
に
掲

載
さ
れ
、
教
室
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
概
念
と
し
て
「
日
本
精
神
」
を
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
戦
前
の
教
育
制
度
に
お
け
る
中
等
学
校
（
旧
制
中
等
学
校
）
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
記
し
て
い
こ
う
。
尋
常
小
学
校
ま
た
は
国
民

学
校
初
等
科
（
昭
和
十
五
年
以
降
）
を
卒
業
し
た
者
が
進
学
す
る
場
合
、
高
等
小
学
校
（
昭
和
十
五
年
以
降
は
国
民
学
校
高
等
科
）
に
進
学

す
る
か
、
中
等
学
校
に
進
学
し
た
。
中
等
学
校
は
、
旧
制
中
学
校
・
高
等
女
学
校
・
実
業
学
校
の
総
称
で
あ
り
、
こ
の
種
別
に
よ
っ
て
標
準

卒
業
年
限
が
異
な
る
が
、
使
用
す
る
教
科
書
は
段
階
的
に
流
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

中
等
教
育
の
修
身
教
科
書
に
「
日
本
精
神
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
初
出
は
、得
能
文
編
『
現
代
中
等
修
身
』
巻
三
第
十
九
課
「
日
本
精
神
」

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
五
年
九
月
発
行
で
あ
る
。
九
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
記
述
の
た
め
に
、す
べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、

適
宜
内
容
を
抜
粋
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
全
体
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

第
一
節 

伝
統
的
精
神

　

第
二
節 

日
本
精
神
の
特
色

　

第
三
節 

日
本
精
神
の
自
覚

　

各
節
の
内
容
を
検
討
し
て
い
こ
う
。「
伝
統
的
精
神
」（
第
一
節
）
で
は
、
国
民
は
い
た
ず
ら
に
他
国
の
長
所
を
羨
む
の
で
は
な
く
、
日
本

に
伝
わ
る
伝
統
的
精
神
（
日
本
精
神
）
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
れ
で
は
「
日
本
精
神
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ

と
を
「
日
本
精
神
の
特
色
」（
第
二
章
）
で
展
開
す
る
。
第
二
章
は
次
の
よ
う
な
文
章
か
ら
始
ま
る
。

　
　

 

我
等
は
今
過
去
の
日
本
人
が
創
造
・
建
設
し
て
く
れ
た
日
本
精
神
に
於
て
生
活
し
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る
。
既
に
日
本
精
神
と
い
ひ
、
大
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和
魂
と
い
へ
ば
、
何
物
か
彷
彿
と
し
て
眼
前
に
迫
つ
て
来
る
の
を
覚
え
る
。
本
居
宣
長
は
大
和
魂
を
詠
じ
て
、「
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」

と
言
つ
た
。
日
本
人
は
皆
は
つ
き
り
之
を
意
識
し
て
居
る
。
そ
れ
は
日
本
歴
史
か
ら
得
ら
れ
る
或
者
で
あ
る
。
我
等
の
日
々
の
行
動
を

支
配
し
て
居
る
或
者
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
日
本
精
神
」
が
過
去
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
日
本
精
神
」
と
「
大
和
魂
」
を
並
列
し
て
こ
れ
を
論
じ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
最
初
か
ら
「
日
本
精
神
」
と
「
大
和
魂
」
を
同
一
視
す
る
観
点
は
、
そ
の
ま
ま
本
居
宣
長
の
敷
島
の
歌
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
く
。
敷
島
の
歌
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
厳
密
に
言
え
ば
「
大
和
心
」
で
あ
っ
て
「
大
和
魂
」
で
は
な
い
。
こ
れ
は
あ
る
種
の

連
想
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
日
本
精
神
」
＝
「
大
和
魂
」
＝
「
大
和
心
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
敷
島
の
歌
に
こ
れ
が
詠
ま
れ
て
い
て
、
す

べ
て
の
日
本
人
が
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
日
本
歴
史
か
ら
得
ら
れ
る
或
者
」
と
言
い
、「
我
等
の
日
々
の
行
動
を
支

配
し
て
居
る
或
者
」
と
言
う
。
ほ
と
ん
ど
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
言
説
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
に
は
意
味
が
あ
る
。
こ
の
教
科
書
の
教
師
向

け
の
教
授
書
に
は
、「
或
者
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
解
説
を
施
し
て
い
る
（
注
18
）。

　
　

 

概
念
的
に
表
は
す
と
、
全
体
が
表
は
せ
な
い
。
そ
れ
は
知
的
・
情
的
・
意
的
を
兼
ね
た
或
者
で
あ
る
。
我
等
の
直
覚
し
、
直
感
し
、
実

行
す
る
或
者
で
あ
る
。
之
を
究
め
る
こ
と
深
き
に
従
つ
て
益
々
深
み
を
有
す
る
或
者
で
あ
る
。
故
に
、
或
者
と
い
つ
た
。

　

こ
れ
が
「
或
者
」
に
関
す
る
注
釈
で
あ
り
、
教
師
が
教
室
で
生
徒
に
説
明
す
る
た
め
の
解
説
で
あ
る
。「
或
者
」
と
い
う
用
語
は
中
身
が

空
虚
で
あ
り
、
知
情
意
を
兼
ね
、「
直
覚
し
、
直
感
し
、
実
行
す
る
」
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
説
明
は
何
と
も

茫
漠
と
し
て
つ
か
み
に
く
く
、
苦
し
ま
ぎ
れ
の
言
い
訳
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
。
意
味
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
だ
が
、
そ
の
具
体
的

内
容
は
後
続
す
る
段
落
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。「
日
本
精
神
」
の
特
色
に
つ
い
て
五
種
類
に
分
類
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

（
一
）
君
民
一
体
―
私
事
私
欲
を
顧
み
な
い
で
大
君
に
事
へ
ま
つ
る

（
二
）
独
立
自
尊
―
国
体
の
自
覚
、
国
体
の
尊
厳
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（
三
）
誠
実
無
私
―
正
直
・
清
浄
、
心
の
誠

（
四
）
実
践
躬
行
―
意
気
で
進
ん
で
行
く

（
五
）
高
潔
雅
馴
―
詩
人
や
芸
術
家
の
境
地
、
高
雅

　

項
目
の
概
念
を
ま
と
め
て
四
字
熟
語
で
表
現
す
る
の
は
当
時
に
お
い
て
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
た
と
え
ば
日
本
人
の
精
神
性
を
最
初
に
指

摘
し
た
芳
賀
矢
一
『
国
民
性
十
論
』（
明
治
四
十
一
年
）
を
は
じ
め
と
し
て
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
項
目
は
当
時
に
お
い
て
は
、
お

お
む
ね
実
行
す
べ
き
徳
目
と
し
て
見
た
場
合
、
さ
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
『
国
民
性
十
論
』
に
お
け
る
忠
君
愛
国
か
ら
温
和

寛
恕
ま
で
の
十
条
を
簡
略
化
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。
き
わ
め
て
普
通
に
あ
る
一
般
的
な
項
目
と
言
っ
て
よ
か
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
っ
た
や
る
気
に
な
れ
ば
誰
に
で
も
実
行
で
き
る
無
難
な
項
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
悪
い
こ
と
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
誰
も
が
実
行
で
き
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、「
日
本
精
神
」
の
特
色
は
よ
く
で
き
た
徳
目
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、「
日
本
精
神
の
自
覚
」（
第
三
節
）
は
、
前
節
の
五
つ
の
特
色
を
踏
ま
え
て
、
日
本
精
神
を
自
覚
し
、
日
本
精
神
を
失
わ
な
い
こ
と

を
鉄
則
と
す
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
日
本
に
足
り
な
い
も
の
は
外
国
か
ら
学
び
、
そ
れ
を
独
自
に
工
夫
し
て
磨
き
上
げ
る
こ
と
を
課
題
と

す
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
科
学
や
哲
学
の
研
究
、
技
術
の
鍛
錬
、
社
会
施
設
の
考
究
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
が
「
日
本
精
神
」
に
基
づ
い
て
お
こ

な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。こ
の「
日
本
精
神
に
於
て
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」と
い
う
箇
所
に
関
し
て
教
授
書
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

日
本
精
神
の
自
覚
が
出
発
点
で
あ
り
土
台
で
あ
る
。
此
の
自
覚
を
失
は
な
い
限
り
、
ロ
シ
ヤ
を
学
び
ア
メ
リ
カ
を
学
ん
で
も
、
得
る
所

益
々
大
で
あ
る
。
若
し
此
の
自
覚
を
失
ひ
、
ロ
シ
ヤ
魂
を
以
て
す
れ
ば
、
国
史
を
学
ん
で
も
、
唯
物
史
観
や
革
命
理
論
で
之
を
見
誤
ら

う
と
す
る
で
あ
ら
う
。
此
の
自
覚
が
最
も
大
切
な
の
で
あ
る
。

　
「
日
本
精
神
」
の
自
覚
が
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
そ
れ
が
欠
如
し
た
時
の
弊
害
に
も
説
き
及
ぶ
。「
露
西
亜
魂
」
に
魅
入
ら
れ

― 80 ―

日
本
精
神
論
の
敗
戦
―
宣
長
国
学
の
表
象
を
め
ぐ
っ
て
（
そ
の
二
）（
田
中
）



た
場
合
、「
唯
物
史
観
」
や
「
革
命
理
論
」
に
よ
っ
て
国
史
を
見
誤
る
欠
点
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
唯
物
史
観
」
や
「
革
命
理
論
」

は
当
時
の
日
本
に
お
い
て
最
も
忌
避
さ
れ
る
べ
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
出
版
さ
れ
る
前
に
確
実
に
伏
字
に
さ

れ
る
忌
み
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
教
授
書
は
文
部
省
公
認
の
出
版
物
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
概
念
を
教
え
る
た
め
で
は
な

く
、
教
え
な
い
た
め
に
こ
こ
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
唯
物
史
観
」
や
「
革
命
理
論
」
は
「
日
本
精
神
」
の
対
立
概
念
と
し

て
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
生
徒
が
手
に
す
る
教
科
書
の
文
面
に
は
表
れ
な
い
が
、
教
員
が
手
に
す
る
教
授
書

に
記
さ
れ
、
授
業
で
は
触
れ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
一
連
の
共
産
主
義
思
想
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
徹
底
的
に
罵
倒
し
、
排

除
す
る
方
向
で
誘
導
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
戦
前
の
思
想
教
育
は
、
そ
の
痕
跡
も
残
さ
ず
、
か
く
も
巧
妙
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
次
に
、
小
西
重
直
編
『
昭
和
中
学
修
身
書
』
巻
五
第
十
九
課
「
日
本
精
神
」
を
見
て
み
た
い
。
昭
和
十
年
三
月
の
発
行
で
あ
る
。
ま

ず
、
全
体
の
構
成
を
見
て
み
よ
う
。

　

一
、
民
族
固
有
の
精
神

　

二
、
日
本
精
神
の
特
色

　

三
、
儒
仏
の
影
響
・
武
士
道
の
貢
献

　

四
、
日
本
精
神
の
発
展

　

各
節
の
内
容
を
検
討
す
る
。「
一
、
民
族
固
有
の
精
神
」
は
「
日
本
精
神
」
が
国
民
道
徳
の
上
に
発
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
儒
教
・
仏
教
・

西
洋
文
化
が
渡
来
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
た
大
和
民
族
固
有
の
精
神
で
あ
っ
て
、
太
古
は
「
惟
神
の
道
」
と
称
し
て
い
た
と
い
う
。

　

次
に
、「
二
、
日
本
精
神
の
特
色
」
は
太
古
か
ら
の
「
惟
神
の
道
」
は
教
育
勅
語
の
中
に
現
れ
た
「
国
体
の
精
華
」
を
基
盤
と
す
る
こ
と

を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
特
色
を
以
下
の
四
つ
に
分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
明
朗
、
第
二
に
純
潔
の
尊
重
、
第
三
に
発
展
力
の
豊
富

さ
、
第
四
に
同
化
統
合
の
重
視
で
あ
る
。
こ
の
特
色
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
。
第
一
の
「
明
朗
」
に
つ
い
て
は
、
全
文
引
用
す
る
。
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第
一
に
明
朗
を
特
色
と
し
て
ゐ
る
。
陽
性
で
あ
つ
て
陰
鬱
な
厭
世
的
な
点
が
な
い
。
快
活
で
あ
る
。
昇
る
旭
日
の
如
く
、
積
極
的
活
動

的
に
し
て
、
し
か
も
爽
か
な
朗
か
な
気
分
を
備
へ
て
ゐ
る
。
本
居
宣
長
先
生
が
「
敷
島
の
大
和
心
を
人
と
は
ば
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」

と
詠
ん
だ
の
も
、
こ
の
特
色
を
花
に
譬
へ
た
の
で
あ
る
。

　
「
明
朗
」
と
は
、「
陽
性
」
や
「
快
活
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
。
ま
た
、「
昇
る
旭
日
」
に
見
立
て
て
、「
積
極
的
活
動
的
」
で
「
爽

か
な
朗
か
な
気
分
」
が
備
わ
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
昇
る
旭
日
」
の
見
立
て
か
ら
、「
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」
を
下
句
に
配
置
す

る
宣
長
の
敷
島
の
歌
を
紹
介
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
敷
島
の
歌
は
陽
性
の
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
（「
明
朗
」）
が
主
体
で
あ
り
、
決
し

て
散
る
桜
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
い
さ
さ
か
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

第
二
の
「
純
潔
の
尊
重
」
に
つ
い
て
は
、
神
社
に
最
も
典
型
的
に
現
れ
た
特
徴
で
、
心
身
と
も
に
清
浄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
直
・
廉
潔

を
重
ん
じ
、卑
怯
・
未
練
を
卑
し
む
心
性
と
し
て
発
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
武
士
の
切
腹
は
こ
の
精
神
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

古
典
に
出
る「
明
き
浄
き
心
」が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
第
三
の「
発
展
力
の
豊
富
さ
」は
、「
日
本
精
神
」の
目
指
す
理
想
が
広
大
悠
遠
で
あ
り
、

そ
の
理
想
を
実
現
す
べ
く
努
力
を
続
け
た
と
い
う
歴
史
に
言
及
す
る
。
そ
れ
は
天
照
大
神
に
よ
る
天
壌
無
窮
の
神
勅
や
、
神
武
天
皇
の
八
紘

一
宇
の
勅
語
に
現
れ
た
宏
大
無
限
さ
に
基
づ
い
て
お
り
、
歴
代
天
皇
に
よ
っ
て
そ
れ
が
実
践
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
し
か
も
、
そ
れ
が
現
代

に
お
け
る
国
運
の
興
隆
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
第
四
の
「
同
化
統
合
の
重
視
」
は
、
神
話
に
お
け
る
「
国
引
」
を
例
と
し
て
、
日
本

は
外
国
の
思
想
や
文
化
を
受
け
入
れ
る
土
壌
が
存
在
し
た
こ
と
を
述
べ
、
い
た
ず
ら
に
外
国
を
排
斥
す
る
よ
う
な
偏
狭
で
固
陋
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
隋
や
唐
の
制
度
や
風
俗
は
大
い
に
移
植
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
る
。

　
「
三
、
儒
仏
の
影
響
・
武
士
道
の
貢
献
」
は
二
の
第
四
に
お
け
る
同
化
統
合
重
視
の
土
壌
を
受
け
て
、
儒
教
と
仏
教
、
そ
し
て
武
士
道
を

受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
文
化
を
発
展
さ
せ
て
き
た
経
緯
に
つ
い
て
論
じ
る
。
ま
ず
、
儒
教
は
中
国
の
精
神
文
化
を
支
え
る
思
想
で
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あ
り
、
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
と
い
う
理
想
や
三
徳
や
五
輪
・
五
常
と
い
う
徳
目
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
応
神
天
皇

の
御
代
に
受
け
入
れ
て
、
盛
ん
に
研
究
し
、
文
化
の
発
展
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
仁
義
忠
孝
な
ど
の
理
念
が
太

古
か
ら
日
本
に
存
在
し
た
が
、
そ
れ
に
適
切
な
名
を
付
け
た
と
い
う
成
果
も
儒
教
の
功
績
で
あ
る
と
す
る
。

　

次
に
仏
教
は
釈
迦
が
印
度
で
広
め
た
教
え
で
、
欽
明
天
皇
の
御
代
に
日
本
に
伝
来
し
た
。
儒
教
に
比
べ
て
厭
世
的
な
傾
向
が
あ
る
た
め
に

調
和
に
時
間
が
か
か
っ
た
が
、
奈
良
時
代
以
降
、
本
地
垂
迹
説
の
広
ま
り
と
と
も
に
日
本
に
定
着
し
た
。
そ
の
深
遠
な
教
理
に
よ
っ
て
単
純

素
朴
な
日
本
人
固
有
の
精
神
が
深
め
ら
れ
た
と
い
う
。

　

三
つ
目
と
し
て
、
武
士
道
は
鎌
倉
時
代
以
降
に
興
起
し
、
太
古
の
「
も
の
の
ふ
」
や
「
ま
す
ら
を
」
の
精
神
を
受
け
継
い
で
武
士
階
級
に

発
達
し
た
道
徳
で
あ
る
。
武
士
道
精
神
は
敬
神
崇
祖
・
忠
勇
義
烈
・
質
素
廉
潔
を
重
ん
じ
、
卑
怯
未
練
を
厭
い
、
儒
教
や
仏
教
を
と
も
に
取

り
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
精
神
の
発
展
に
大
い
に
貢
献
し
た
と
い
う
。

　

最
後
に
「
四
、
日
本
精
神
の
発
展
」
は
、
日
本
精
神
は
前
近
代
に
お
い
て
儒
仏
や
武
士
道
の
影
響
を
受
け
、
近
代
以
降
は
西
洋
思
想
を
摂

取
し
つ
つ
、連
綿
と
し
て
日
本
文
化
が
継
続
し
、洗
練
さ
れ
、醇
化
さ
れ
て
今
日
に
至
る
と
す
る
。
そ
れ
は
国
民
道
徳
や
幽
妙
高
雅
な
作
品
、

鎮
護
国
家
の
教
理
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
広
が
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
儒
教
や
仏
教
も
日
本
化
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
に
は
国
学
が
勃
興

し
、
幕
末
ご
ろ
か
ら
洋
学
も
盛
ん
に
な
り
、
西
洋
文
化
を
崇
拝
す
る
風
潮
も
あ
っ
た
が
、
近
年
に
至
っ
て
日
本
精
神
が
復
活
し
た
、
と
締
め

く
く
っ
て
い
る
。

七
、「
日
本
精
神
」
の
八
月
十
五
日

　

戦
前
・
戦
中
期
に
盛
ん
に
取
り
沙
汰
さ
れ
た
「
日
本
精
神
」
は
、
八
月
十
五
日
を
経
て
ど
う
な
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
戦
後
す
ぐ
に
「
日

本
精
神
」
に
関
す
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
、
村
岡
典
嗣
と
矢
内
原
忠
雄
の
論
述
を
め
ぐ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
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村
岡
典
嗣
は
昭
和
二
十
年
九
月
十
二
日
と
十
三
日
の
両
日
に
、
東
北
帝
国
大
学
終
戦
記
念
講
演
会
に
て
「
日
本
精
神
を
論
じ
て
敗
戦
の
原

因
に
及
ぶ
」
と
題
す
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
は
学
生
だ
け
で
な
く
、
市
民
も
聴
衆
と
し
て
迎
え
た
特
別
講
義
で
あ
る
。
こ
れ
を
同
年

十
一
月
中
旬
に
ま
と
め
て
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
（
注
19
）。
村
岡
は
大
学
の
定
年
退
官
直
後
の
昭
和
二
十
一
年
四
月
十
三
日
に
没
し
て
い
る
の

で
、ほ
ぼ
最
晩
年
の
論
述
と
言
っ
て
よ
い
。
戦
時
中
の
昭
和
十
八
年
に
「
日
本
精
神
論
」
を
執
筆
し
た
村
岡
は
、敗
戦
を
は
さ
ん
で
再
び
「
日

本
精
神
」
を
論
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
敗
戦
の
原
因
に
及
ぶ
」、
冷
静
で
し
か
も
深
刻
な
講
演
で
あ
っ
た
。

　

村
岡
は
「
日
本
精
神
」
の
特
徴
を
分
析
し
、
そ
の
長
所
と
し
て
（
一
）
犠
牲
的
精
神
と
（
二
）
大
乗
的
態
度
と
い
う
二
点
と
、（
三
）
独

善
的
傾
向
と
（
四
）
軽
信
性
（
無
批
判
的
な
憧
憬
）
と
（
五
）
主
観
性
（
客
観
性
の
蔑
視
や
軽
視
）
と
い
う
短
所
三
点
、
合
計
五
点
の
特
質

に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
る
。
そ
の
中
で
、（
一
）
犠
牲
的
精
神
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
本
居
宣
長
の
敷
島
の
歌
を
根
拠
に
し
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

 

ま
づ
長
所
と
し
て
犠
牲
的
精
神
の
旺
盛
が
あ
る
。
そ
は
殊
に
戦
争
非
常
時
局
に
際
し
、戦
場
な
ど
で
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
、至
尊
の
為
、

国
家
の
為
に
身
命
を
す
て
て
顧
み
な
い
の
で
あ
る
。
過
般
し
ば
し
ば
、
純
真
な
る
青
少
年
戦
士
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
特
攻
精
神
は
、
代

表
的
な
も
の
で
、
心
事
の
潔
白
に
基
い
て
の
ひ
た
む
き
な
感
激
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
崇
高
な
る
、
ま
た
美
し
い
道
義
の
発
露
で
あ
る

こ
と
は
、
何
人
か
否
定
し
え
よ
う
。
若
し
之
を
以
て
単
な
る
名
誉
心
に
駆
ら
れ
て
の
自
殺
的
行
為
と
す
る
如
き
あ
ら
ば
、
そ
は
人
間
の

至
誠
を
い
た
づ
ら
に
冒
瀆
す
る
譏
り
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
そ
の
日
本
精
神
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
か
の
本
居
の
大
和
心
の

歌
が
、
い
つ
し
か
そ
の
作
者
の
本
意
を
超
え
て
、
専
ら
散
り
際
の
い
さ
ぎ
よ
さ
を
た
た
へ
た
も
の
の
如
く
解
さ
れ
て
来
た
事
実
に
も
証

明
さ
れ
る
。

　
「
日
本
精
神
」
に
お
け
る
犠
牲
的
精
神
は
戦
場
で
発
揮
さ
れ
る
自
己
犠
牲
の
精
神
で
、
そ
の
典
型
的
発
現
が
「
純
真
な
る
青
少
年
戦
士
に

よ
つ
て
示
さ
れ
た
特
攻
精
神
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
か
の
本
居
の
大
和
心
の
歌
」（
敷
島
の
歌
）
に
言
及
す
る
。
村
岡
は
敷
島
の
歌
が
本
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来
、
朝
日
に
照
り
映
え
る
桜
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
そ
れ
が
「
散
り
際
の
い
さ
ぎ
よ
さ
を
た
た
へ
た
も
の
」
と
し
て

誤
読
さ
れ
て
き
た
経
緯
に
注
目
し
、
そ
の
背
景
に
日
本
精
神
の
犠
牲
的
精
神
が
潜
在
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
敷
島

の
歌
の
本
意
が
桜
の
咲
き
様
の
「
う
し
は
し
さ
」
か
ら
散
り
際
の
「
い
さ
ぎ
よ
さ
」
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
る
遠
因
と
し
て
、
日
本
精
神
に
お

け
る
犠
牲
的
精
神
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
村
岡
は
日
本
精
神
が
有
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
に
つ
い
て
、
客
観
的
に
し
て
論
理
的
に
、
し
か
も
き
わ
め
て
冷
静
に
分
析

す
る
。
そ
う
し
て
、
こ
う
い
っ
た
「
日
本
精
神
」
の
諸
特
性
が
初
動
時
の
快
進
撃
を
招
来
し
た
一
方
で
、
敗
戦
を
導
く
一
因
に
も
な
っ
た
と

い
う
両
義
性
を
合
わ
せ
持
っ
た
こ
と
を
的
確
に
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
属
性
が
「
尊
皇
攘
夷
」
の
色
合
い
を
帯
び
て
く
る
に
及
ん

で
、
敗
戦
濃
厚
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
村
岡
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　

 

吾
人
は
尊
皇
攘
夷
と
い
ふ
如
き
旧
時
の
標
語
の
、
し
か
も
何
等
歴
史
的
考
慮
を
伴
は
な
い
で
、
復
活
す
る
の
さ
へ
を
見
た
。
而
し
て
こ

の
一
種
の
興
奮
が
、
麻
酔
剤
的
効
果
を
と
も
な
つ
て
、
独
善
的
と
い
ひ
、
非
科
学
的
非
実
証
的
と
い
ひ
、
非
計
画
的
、
非
社
会
的
と
い

ひ
、
非
協
同
的
と
い
ふ
類
ひ
の
国
民
的
短
所
や
弊
害
に
対
す
る
反
省
を
失
は
し
め
、
ま
た
は
稀
薄
な
ら
し
め
、
所
謂
本
願
ぼ
こ
り
に
例

ふ
べ
き
国
体
ぼ
こ
り
の
増
上
慢
と
な
つ
て
い
た
づ
ら
に
上
記
の
短
所
弊
害
を
、
ま
す
ま
す
助
長
せ
し
め
た
の
で
あ
つ
た
。
敗
戦
の
原
因

の
最
も
根
本
的
な
も
の
は
、
思
ふ
に
こ
こ
に
存
す
べ
く
、
而
し
て
そ
の
契
機
は
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
日
本
精
神
そ
の
も
の
に
在
る
の

で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
し
て
厳
密
に
い
は
ば
、
敗
戦
は
思
想
的
に
日
本
精
神
の
自
殺
で
あ
る
。

　

非
常
時
局
に
お
い
て
「
日
本
精
神
」
は
、
い
わ
ば
集
団
催
眠
を
導
く
ト
リ
ガ
ー
の
よ
う
に
作
用
し
、
独
善
的
・
非
科
学
的
・
非
実
証
的
・

非
計
画
的
・
非
社
会
的
・
非
協
同
的
と
い
っ
た
、
あ
ら
ゆ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
現
実
逃
避
的
な
行
動
を
招
来
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
本
願

ぼ
こ
り
な
ら
ぬ
「
国
体
ぼ
こ
り
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
ど
ん
な
悪
人
で
も
助
け
る
本
願
だ
と
甘
え
る
よ
う
に
、
日
本
の
国
体
は
ど
れ

ほ
ど
形
勢
が
劣
勢
に
転
じ
て
も
、
最
後
に
は
神
風
が
吹
い
て
日
本
人
を
救
っ
て
く
れ
る
と
信
じ
、
こ
れ
に
甘
え
、
慢
心
す
る
こ
と
を
言
う
。
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日
本
精
神
が
そ
の
よ
う
な
国
体
ぼ
こ
り
を
誘
発
し
、
最
終
的
に
は
敗
戦
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
村
岡
が
最
後
に
敗
戦
に
つ
い
て
、「
思

想
的
に
日
本
精
神
の
自
殺
」
と
断
じ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
き
わ
め
て
厳
し
い
断
罪
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
こ
か
ら
は
思
想
史
家
と
し
て

の
村
岡
の
覚
悟
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
は
誰
か
に
敗
戦
の
責
任
を
押
し
つ
け
、
敗
戦
に
巻
き
込
ま
れ
た
自
分
た
ち
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
議
論
で
は
、
決
し
て
な
い
。
他

人
事
と
し
て
処
理
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。む
し
ろ
、ブ
ー
メ
ラ
ン
の
よ
う
に
す
べ
て
が
自
分
自
身
に
戻
っ
て
く
る
体
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
引
き
続
き
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

 

意
識
す
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
日
本
精
神
を
有
し
、
そ
の
う
ち
に
生
き
る
国
民
全
体
は
、
こ
の
点
に
於
い
て
深
く
自
ら
反
省
す
る
と
と

も
に
直
接
時
局
に
関
係
し
て
、
精
神
的
に
自
殺
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
人
々
に
対
し
て
も
、
必
ず
し
も
た
だ
に
之
を
非
難
し
て
快
し
と

せ
ず
、
同
情
を
よ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
だ
し
大
声
叱
咜
し
て
国
論
の
方
向
を
誤
る
結
果
を
招
い
た
彼
等
論
者
と
い
へ
ど
も
や
は
り
一
面

的
に
は
日
本
精
神
を
所
有
し
た
、
い
は
ば
可
憐
な
る
正
直
者
と
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

日
本
を
敗
戦
に
導
い
た
の
は
「
直
接
時
局
に
関
係
し
」
た
者
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
日
本
精
神
を
持
つ
者
と
い
う
点
で
、
背
負
う
べ
き
責
任

は
折
半
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
国
民
は
深
く
自
ら
反
省
す
べ
き
で
あ
る
し
、
時
局
関
係
者
を
非
難
し
て
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
敗
戦
直
後
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
岡
の
眼
差
し
は
深
い
慈
愛
に
満
ち
て
お
り
、
し
か
も
透
徹
し
て
事
態
を
見
極
め
て

い
る
。
そ
れ
は
思
想
史
家
と
し
て
、
ま
た
大
学
教
員
と
し
て
時
局
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
成
に
加
担
し
た
村
岡
の
責
任
の
取
り
方
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

さ
て
、
村
岡
典
嗣
の
講
演
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
十
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。
矢
内
原
忠
雄
は
昭
和
二
十
年
十
月
二
日
と
三
日
の
両
日
に
、
木
曾

福
島
国
民
学
校
に
お
い
て
「
日
本
精
神
へ
の
反
省
」
と
題
す
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
原
稿
に
基
づ
い
て
同
年
十
二
月
十
日
に
ま
と
め

ら
れ
、
別
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
「
平
和
国
家
論
」
と
併
せ
て
、
翌
年
六
月
に
岩
波
新
書
よ
り
『
日
本
精
神
と
平
和
国
家
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
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矢
内
原
は
東
京
帝
国
大
学
卒
の
経
済
学
者
で
あ
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
内
村
鑑
三
や
新
渡
戸
稲
造
に
私
淑
し
、
新
渡
戸
の
『
武
士

道
』
を
和
訳
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
東
京
帝
国
大
学
教
授
で
あ
っ
た
昭
和
十
二
年
に
盧
溝
橋
事
件
直
後
に
「
国
家
の
理
想
」（『
中
央
公

論
』）
を
発
表
し
、
そ
の
内
容
が
日
本
の
植
民
地
政
策
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
学
内
で
問
題
と
な
り
、
同
年
十
二
月
に
教
授
辞

任
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
（
注
20
）。

　

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
山
中
湖
畔
で
終
戦
の
詔
勅
を
聞
い
た
矢
内
原
は
、
敗
戦
の
現
実
を
受
け
止
め
、
平
和
国
家
の
建
設
に
向
け
て

講
演
活
動
を
始
め
た
。
十
月
二
日
三
日
の
講
演
「
日
本
精
神
へ
の
反
省
」
は
そ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
矢
内
原
が
講
演
の
中
核
に

据
え
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
本
居
宣
長
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
矢
内
原
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　

 

宣
長
は
職
業
は
医
者
で
あ
り
、
学
問
は
国
学
を
致
し
ま
し
た
が
、
そ
の
学
問
に
対
す
る
熱
心
、
殊
に
単
な
る
机
上
の
学
問
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
、日
本
の
国
を
愛
し
、日
本
の
民
族
精
神
の
本
質
を
顕
揚
す
る
と
こ
ろ
の
努
力
に
於
て
彼
は
稀
に
見
る
と
こ
ろ
の
学
者
で
あ
る
。

凡
て
の
偉
大
な
る
学
者
が
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、
彼
も
戦
ひ
の
人
で
あ
る
。
非
常
な
る
熱
情
を
以
て
、
彼
の
学
び
得
た
だ
け
の
学
問
を

全
部
用
ひ
尽
し
て
、
撥
乱
反
正
の
精
神
を
以
て
戦
つ
た
戦
ひ
の
器
で
あ
り
ま
し
た
。
日
本
精
神
の
勝
れ
た
点
も
亦
そ
の
欠
点
も
、
即
ち

日
本
精
神
の
一
つ
の
理
想
型
を
、
我
々
は
宣
長
の
思
想
の
中
に
見
出
す
事
が
出
来
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。（
一 

民
族
精
神
と
は
何

か
）

　

こ
こ
に
矢
内
原
が
「
日
本
精
神
」
を
論
じ
る
際
に
、特
に
宣
長
に
照
準
を
絞
っ
て
論
じ
よ
う
と
す
る
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

宣
長
は
「
日
本
精
神
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
そ
の
理
想
型
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
戦
ひ
の
人
」
と
い
う
比
喩
や
「
撥

乱
反
正
の
精
神
を
以
て
戦
つ
た
戦
ひ
の
器
」
と
い
う
見
立
て
は
、
こ
の
講
演
が
敗
戦
直
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
妙
に
生
々

し
く
響
く
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
矢
内
原
が
宣
長
を
標
的
に
し
て
「
日
本
精
神
」
を
批
判
し
た
の
は
、「
日
本
精
神
」

が
戦
争
を
推
進
す
る
原
動
力
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、「
戦
ひ
の
器
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
か
ら
で
あ
る
。
一
度
、
敗
戦
を
清
算
す
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る
た
め
に
は
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
が
必
要
だ
っ
た
。
宣
長
に
「
日
本
精
神
」
の
す
べ
て
を
背
負
わ
せ
て
流
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
敗
戦
と
い
う
過

去
を
清
算
し
、
明
る
い
未
来
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
矢
内
原
は
「
日
本
精
神
」
の
す
べ
て
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
と
っ
て
必
要
欠
く
べ
か

ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
末
尾
に
「
六 

日
本
精
神
を
嗣
ぐ
者
」
と
い
う
章
を
設
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

の
中
で
、日
本
精
神
を
継
ぐ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と
し
て
、日
本
主
義
や
儒
教
、仏
教
な
ど
を
挙
げ
て
一
刀
両
断
に
切
り
捨
て
る
中
で
、

武
士
道
に
言
及
し
て
い
る
。

　
　

 

武
士
道
で
あ
る
か
。
私
は
敢
て
言
ふ
、
武
士
道
も
今
は
死
物
同
然
だ
。
武
士
道
は
封
建
時
代
の
華
で
あ
り
ま
し
て
、
日
本
の
武
士
の
生

き
方
を
明
か
に
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
今
日
は
武
士
道
が
復
興
す
べ
き
社
会
的
地
盤
が
あ
り
ま
せ
ん
。
軍
人
の
中
に
は
立
派
な
人
も
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
般
的
に
見
て
今
日
の
職
業
的
軍
人
が
武
士
道
精
神
を
も
つ
て
行
動
し
た
と
は
言
へ
ず
、
又
行
動
し
得
る
と
私
は

思
は
な
い
。

　

ほ
ん
の
数
年
前
に
新
渡
戸
稲
造
『
武
士
道
』
を
和
訳
し
て
戦
時
期
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
が
、
敗
戦
は
そ
の
よ
う
な
志
を
も
挫
く
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
矢
内
原
は
、
そ
れ
ら
に
と
っ
て
か
わ
る
者
と
し
て
「
基
督
教
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
矢
内
原
が

終
生
持
ち
続
け
た
信
念
で
も
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
矢
内
原
は
「
日
本
精
神
」
を
甦
ら
せ
る
た
め
に
、
そ
の
ま
ま
延
命
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
一
度
け
じ
め
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
た
。
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　

 

宣
長
や
、
そ
の
門
下
で
あ
る
平
田
篤
胤
や
、
又
そ
の
弟
子
た
ち
の
思
想
が
推
進
力
と
な
つ
て
明
治
維
新
の
仕
事
が
成
し
遂
げ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
れ
と
共
に
今
日
に
到
る
ま
で
八
十
年
間
の
文
化
の
歴
史
、
精
神
生
活
の
歴
史
の
骨
組
を
な
し
て
来
た
も
の
が
所
謂
日
本
精
神
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
功
罪
共
に
宣
長
の
思
想
の
中
か
ら
出
て
を
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
之
を
凡
て
総
決
算
し
て
し
ま
つ
た
の
が
こ
の
度
の
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戦
争
と
、
そ
の
結
果
と
で
あ
る
。
か
う
し
て
考
へ
て
見
る
と
、
私
共
が
今
こ
の
日
本
精
神
に
就
い
て
の
反
省
を
す
る
の
に
、
実
に
適
切

な
時
期
に
お
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
ま
す
。（
四 

本
居
宣
長
批
判
）

　

こ
こ
に
は
重
大
な
認
識
が
披
露
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
精
神
」
の
「
功
罪
」
と
は
何
か
。「
日
本
精
神
」
の
す
べ
て
は
宣
長
を
発
祥
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
明
治
維
新
と
い
う
功
績
と
そ
れ
以
後
の
八
十
年
の
罪
過
を
生
ん
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
日
本
精
神
」
に
つ

い
て
、「
之
を
凡
て
総
決
算
し
て
し
ま
つ
た
の
が
こ
の
度
の
戦
争
と
、
そ
の
結
果
と
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
言
説
は
、
前
に
見
た

村
岡
典
嗣
の
講
演
を
想
起
さ
せ
る
。「
敗
戦
は
思
想
的
に
日
本
精
神
の
自
殺
で
あ
る
」
と
い
う
言
説
で
あ
る
。
村
岡
と
矢
内
原
は
学
統
も
学

問
領
域
も
異
な
り
、
思
想
的
立
場
も
接
触
し
な
い
が
、
敗
戦
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
口
に
し
た
言
葉
は
、
異
口
同
音
で
あ
っ
た
。
こ
の
奇

妙
な
暗
合
は
そ
の
後
の
「
日
本
精
神
」
の
た
ど
る
道
筋
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

敗
戦
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、「
日
本
精
神
」
を
葬
り
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
誓
っ
た
知
識
人
は
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

の
際
、
本
居
宣
長
も
ま
た
「
日
本
精
神
」
の
巻
き
添
え
を
食
っ
て
、
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
に
落
ち
た
。
日
本
が
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
を
経
て

直
面
し
た
現
実
は
、
敗
戦
と
い
う
国
家
的
敗
北
と
、「
日
本
精
神
」
の
放
棄
と
い
う
思
想
的
敗
北
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

八
、
お
わ
り
に

　

満
洲
事
変
を
契
機
に
流
行
し
、
同
時
代
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た
「
日
本
精
神
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
、
頻
り
に
付
会
さ
れ
、
盛

ん
に
教
育
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、敗
戦
を
経
て
そ
の
状
況
は
一
変
し
た
。
手
の
ひ
ら
を
返
し
た
よ
う
に
、「
日
本
精
神
」は
戦
犯
扱
い
さ
れ
た
。

そ
れ
ま
で
錦
の
御
旗
と
さ
れ
た
も
の
が
敗
走
者
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
四
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
教
育
関
係
の
辞
典
に
「
日
本
精
神
」
が
立
項
さ
れ
、
解
説
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
戦
後
に
お
い
て
も
引
き
継

が
れ
る
。
た
だ
し
、そ
の
記
述
は
戦
前
の
辞
書
記
述
と
は
異
な
る
も
の
に
な
っ
た
。『
教
育
学
事
典
』第
四
巻（
平
凡
社
、昭
和
三
十
一
年
一
月
）
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に
よ
る
「
日
本
精
神
」
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

 
江
戸
時
代
の
「
や
ま
と
ご
こ
ろ
」
明
治
時
代
の
「
大
和
魂
」
に
つ
い
で
、
大
正
時
代
の
な
か
ご
ろ
か
ら
普
及
し
は
じ
め
、
昭
和
年
代
に

入
っ
て
流
行
し
、
終
戦
ま
で
さ
か
ん
に
使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
が
な
に
を
意
味
し
て
い
る
か
は
あ
ま
り
明
白
で
な
い
が
、

安
岡
正
篤
に
よ
る
と
「
日
本
民
族
精
神
」
と
同
義
に
も
ち
い
ら
れ
、「
三
種
の
神
器
が
実
に
善
く
日
本
民
族
の
精
神
生
活
の
綱
領
を
表

し
て
い
る
。
万
有
を
包
容
せ
ん
と
す
る
仁
と
、
其
の
無
我
よ
り
発
し
て
内
外
を
照
被
す
る
智
と
、
之
に
伴
ふ
不
断
向
上
の
勇
、
こ
れ
ぞ

民
族
の
三
大
達
徳
で
あ
る
。」
と
い
い
、
紀
平
正
美
は
、「
清
明
心
即
ち
其
の
働
き
と
し
て
は
直
毘
霊
、
こ
れ
が
何
に
く
そ
の
力
に
日
本

の
生
活
が
組
織
せ
ら
れ
て
内
容
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。」と
説
い
て
い
る
。要
す
る
に
、万
世
一
系
の
天
皇
を
奉
戴
す
る
日
本
民
族
は
、

独
得
優
秀
な
心
理
的
素
質
と
徳
性
と
を
そ
な
え
て
い
る
、
と
確
信
す
る
論
者
に
も
ち
い
ら
れ
て
き
た
言
葉
と
い
え
る
。（
古
川
哲
史
）

　
「
日
本
精
神
」の
語
誌
を
記
述
し
た
後
で
、語
義
に
つ
い
て
は
意
味
不
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
。そ
う
し
て
、安
岡
正
篤『
日
本
精
神
の
研
究
』

と
紀
平
正
美
『
日
本
精
神
』
の
言
説
を
引
用
し
た
上
で
、「
日
本
精
神
」
の
用
法
を
ま
と
め
て
終
え
て
い
る
。
こ
の
辞
書
記
述
が
戦
前
の
そ

れ
と
異
な
る
の
は
、
こ
の
用
語
に
対
す
る
距
離
感
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
点
に
整
理
で
き
る
。
第
一
に
は
「
終
戦
ま
で
さ
か
ん
に
使
わ
れ
た
言

葉
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
り
、
辞
書
刊
行
（
昭
和
三
十
一
年
）
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
二
に
意
味
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
憚
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
三
と
し
て
、「
と
確
信
す
る
論
者
に
用
い
ら
れ
て
き
た
言
葉
と
い

え
る
」
と
い
う
結
び
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
日
本
精
神
」
が
「
万
世
一
系
の
天
皇
を
奉
戴
す
る
日
本
民
族
は
、
独
得
優
秀
な
心
理
的
素
質

と
徳
性
と
を
そ
な
え
て
い
る
」
と
い
う
信
念
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
冷
淡
に
突
き
放
し
て
い
る
態
度
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を

総
合
す
れ
ば
、「
日
本
精
神
」
は
過
ぎ
去
っ
た
時
代
に
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
概
念
で
あ
り
、
敗
戦
を
境
に
し
て
死
語
と
化
し
た
用
語
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
な
お
、
文
責
の
古
川
哲
史
は
戦
前
に
東
京
帝
国
大
学
で
和
辻
哲
郎
に
師
事
し
、
戦
後
に
は
東
京
大
学
教
授
を
務
め
た
。

　

ま
た
、
第
五
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
哲
学
辞
典
に
お
い
て
は
、
発
禁
処
分
を
受
け
た
『
現
代
哲
学
辞
典
』
が
戦
後
、
復
刊
し
た
。
興
味
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深
い
こ
と
に
、
二
種
類
の
『
現
代
哲
学
辞
典
』
の
う
ち
、
初
版
本
の
方
が
伏
字
を
す
べ
て
取
り
外
し
て
復
刻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
復
刻
第
一

刷
が
発
行
さ
れ
た
昭
和
二
十
二
年
四
月
と
い
え
ば
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
占
領
政
策
の
一
環
と
し
て
、
戦
時
中
に
刊
行
さ
れ
た
書
籍
の
中
か
ら
特

定
の
書
籍
が
没
収
さ
れ
、
焚
書
処
分
に
す
る
施
策
が
本
格
化
す
る
時
期
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
時
中
に
盛
ん
に
戦
意
を
昂
揚
し
た
図
書
は
Ｇ

Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
焚
書
に
さ
れ
、
戦
時
中
に
発
禁
処
分
を
食
ら
っ
た
図
書
が
復
権
し
た
わ
け
で
あ
る
。『
現
代
哲
学
辞
典
』
が
昭
和
十
六
年
刊

の
新
版
で
は
な
く
、
昭
和
十
一
年
刊
の
初
版
が
復
活
し
た
の
は
、
戦
後
の
思
想
制
御
の
政
策
を
考
察
す
る
上
で
示
唆
に
富
む
も
の
と
言
っ
て

よ
か
ろ
う
。

　

な
お
現
在
、日
本
語
の
辞
書
で
「
日
本
精
神
」
を
立
項
し
て
い
る
辞
書
は
な
い
。
た
と
え
ば
、小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
初
版
（
第

十
五
巻
、
昭
和
五
十
年
）
も
第
二
版
（
第
十
巻
、
平
成
十
四
年
）
も
、
と
も
に
「
日
本
精
神
」
を
立
項
し
て
い
な
い
。
古
典
語
で
も
な
く
、

現
代
語
で
も
な
い
と
い
う
判
断
な
の
で
あ
ろ
う
。『
国
史
大
事
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
年
）
が
「
日
本
精
神
」
を
立
項
し
解
説
し
て
い

る
の
は
、
現
代
の
使
用
語
彙
で
は
な
く
、
す
で
に
歴
史
的
な
語
彙
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

か
く
し
て
、「
日
本
精
神
」
は
戦
時
中
の
熱
狂
的
な
流
行
の
後
、
敗
戦
を
経
て
死
語
（
廃
語
）
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
敷
島
の
歌

も
ま
た
忘
却
の
淵
に
沈
ん
だ
の
で
あ
る
。

注（
１
） 

昭
和
二
十
年
十
二
月
十
五
日
発
布
の
覚
書
「
国
家
神
道
、
神
社
神
道
ニ
対
ス
ル
政
府
ノ
保
証
、
支
援
、
保
全
、
監
督
並
ニ
弘
布
ノ
廃
止
ニ
関
ス
ル
件
」
一
の

（
ヌ
）
参
照
。

（
２
） 

日
本
精
神
論
の
発
生
と
変
容
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
本
居
宣
長
の
大
東
亜
戦
争
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
二
十
三
年
八
月
）
第
二
章
「
同
時
代
思
想
と
し
て

の
国
学
（
下
）
―
日
本
精
神
論
の
流
行
と
変
容
」
に
論
述
し
た
。
本
稿
第
二
節
第
三
節
は
、
便
宜
上
内
容
的
に
旧
稿
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
お
断

り
し
て
お
く
。
ま
た
、
拙
著
『
国
学
史
再
考
―
の
ぞ
き
か
ら
く
り
本
居
宣
長
』
（
新
典
社
、
平
成
二
十
四
年
一
月
）
第
十
三
章
「
太
平
洋
戦
争
期
の
国
学
―
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敷
島
歌
・
日
本
精
神
・
武
士
道
（
一
九
四
一
年
）
」
は
、
同
様
の
問
題
意
識
の
も
と
に
国
学
受
容
史
の
観
点
か
ら
と
ら
え
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
大
久
保
利
謙
編
『
西
周
全
集
』
第
三
巻
（
宗
高
書
房
、
昭
和
四
十
一
年
十
月
）
。
な
お
、
片
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た
。

（
４
）
桜
井
鴎
村
訳
『
武
士
道
』
（
丁
未
出
版
社
、
明
治
四
十
一
年
三
月
）
。

（
５
）
「
河
原
操
子
」
『
改
版
日
本
の
橋
』
（
東
京
堂
、
昭
和
十
四
年
九
月
）
参
照
。

（
６
）
朝
日
新
聞
昭
和
十
九
年
十
月
二
十
九
日
朝
刊
一
面
。

（
７
）
『
定
本
愛
国
百
人
一
首
解
説
』
（
日
本
文
学
報
国
会
編
、
昭
和
十
八
年
三
月
）
参
照
。

（
８
）
村
岡
典
嗣
「
日
本
精
神
論
」
（
『
日
本
国
家
科
学
大
系
』
第
一
巻
、
実
業
之
日
本
社
、
昭
和
十
八
年
五
月
）
参
照
。

（
９
）
子
安
宣
邦
『
「
大
正
」
を
読
み
直
す 

〔
幸
徳
・
大
杉
・
河
上
・
津
田
、
そ
し
て
和
辻
・
大
川
〕
』
（
藤
原
書
店
、
平
成
二
十
八
年
）
参
照
。

（
10
） 

本
文
は
思
想
調
査
資
料
集
成
刊
行
会
編
『
文
部
省
思
想
局 

思
想
調
査
資
料
集
成
』
第
十
一
巻
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
）
を
使
用
し

た
。

（
11
） 

報
告
書
は
こ
の
実
践
的
日
本
精
神
論
に
つ
い
て
、
「
日
本
精
神
の
中
心
眼
目
は
結
局
こ
の
問
題
に
帰
着
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
而
し
て
国
民
の
安
ん
じ

て
行
じ
う
る
の
境
は
、
「
詔
を
承
け
て
は
必
ず
謹
む
」
と
こ
ろ
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
大
君
の
み
こ
と
の
ま
ゝ
に
随
順
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
は
申
す
ま
で
も
な

い
こ
と
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
12
） 

宮
地
正
人
「
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
―
「
国
民
精
神
文
化
研
究
所
」
を
例
に
と
っ
て
」
（
『
科
学
と
思
想
』
七
十
六
号
、
平
成
二

年
四
月
）
に
推
薦
書
に
関
す
る
分
析
が
備
わ
る
。

（
13
）
『
現
代
哲
学
辞
典
』
は
再
版
が
昭
和
二
十
二
年
四
月
に
日
本
評
論
社
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
第
八
節
参
照
。

（
14
）
前
述
の
「
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
」
が
典
型
的
で
あ
る
が
、
伏
字
の
基
準
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
不
統
一
が
散
見
さ
れ
る
。

（
15
） 

編
集
委
員
の
一
人
で
も
あ
っ
た
樺
俊
雄
は
後
年
、
執
筆
者
の
変
名
や
字
句
の
訂
正
な
ど
、
こ
の
辞
書
の
編
集
に
ま
つ
わ
る
苦
労
話
を
記
し
て
い
る
。
『
歴
史

は
繰
り
返
す
か
―
現
代
史
エ
ッ
セ
ー
』
（
勁
草
書
房
、
昭
和
五
十
四
年
）
所
収
「
戦
争
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
参
照
。

（
16
） 

戸
坂
潤
の
『
新
版
』
か
ら
の
降
板
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
企
画
、
編
集
さ
れ
て
い
た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
（
昭
和
十
三
年
十
一
月
よ
り
昭
和
十
五
年
五
月
ま

で
）
、
戸
坂
は
「
唯
研
事
件
」
（
「
唯
物
論
研
究
会
関
係
者
治
安
維
持
法
違
反
被
告
事
件
」
）
に
よ
り
検
挙
さ
れ
、
杉
並
警
察
署
の
留
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
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が
主
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
17
） 

大
塚
奈
奈
絵
「
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
発
禁
図
書
函
号
目
録
』
―
安
寧
ノ
武
・
風
俗
ノ
部
」
（
『
参
考
書
誌
研
究
』
七
十
七
号
、
平
成
二
十
八
年
三
月
）
に

よ
れ
ば
、
当
該
書
は
昭
和
十
七
年
七
月
三
十
日
付
で
「
安
寧
ノ
部
」
と
し
て
受
領
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
樺
俊
雄
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
執
筆
者
の
変
名
や
字

句
の
訂
正
な
ど
、
編
集
段
階
に
お
い
て
も
検
閲
と
の
駆
け
引
き
が
あ
っ
た
と
い
う
。

（
18
）
得
能
文
『
現
代
中
等
修
身
教
授
必
携
』
（
東
京
開
成
館
、
昭
和
十
年
三
月
）
第
三
巻
第
十
九
課
「
日
本
精
神
」
参
照
。

（
19
）
論
文
末
尾
の
付
記
に
よ
る
。

（
20
）
『
東
京
帝
国
大
学
一
覧　

昭
和
十
三
年
度
』
に
「
依
願
免
本
官
」
と
あ
る
。
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Japan's Defeat and the Theory of the Japanese Spirit

Koji Tanaka

Abstract

  Japan accepted the Potsdam Declaration and was defeated in August 

1945. The path that the country followed after defeat was a thorny one. 

As a defeated nation it had its sovereignty, land, and pride taken away by 

the victorious nations. In particular, having words taken away from it was 

deeply regretful. The language that was lost has never been recovered. 

Considering Japan's progress in the post-war period, this word-hunting 

worked like a body blow to the nation. In the Shinto Directive issued by 

the Supreme Commander of Allied Powers in 1945, only “Greater East 

Asia War”（Daitō  a sensō） and bringing “the eight corners of the world 

under one roof” （hakkōichiu） were banned from official documents, but 

there were other words that were erased, and one of these was the 

“Japanese spirit” （Nippon seishin）.

  The term “Japanese spirit” was born after several foreign wars, became 

popular after the Manchurian Incident in 1931, but disappeared when 

Japan was defeated. The term appeared in the Shōwa era (1926-1945) 

as a restatement of the “Yamato spirit” or “Yamato sentiment” from 

the end of the Tokugawa era（1603-1868）. One problem it encountered 

derived from a misinterpretation of a poem by Motoori Norinaga called 

“Shikishima no uta.” The popularization of the “Japanese Spirit” cannot 

be discussed, though, without considering the influence of dictionaries and 

textbooks. Dictionaries were intended to convey cutting-edge research to a 

wide audience, and while it can be said that textbooks are not immediately 

impacted by academia and debates, during this period the influence from 

current affairs can still be seen reflected in them. Therefore, dictionaries 
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and textbooks were affected by the atmosphere and were at the mercy of 

the times.

   This essay aims to trace how the Japanese spirit was born, became 

popular and spread, and then suddenly disappeared.

Keywords：theory of the Japanese spirit, Japan's defeat, Motoori Norinaga, 

nativist studies, misinterpretations and distortions．
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