
神
道
は
「
日
本
の
民
族
宗
教
」
と
し
て
当
初
か
ら
存
在
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
民
族
的
自
覚
が
歴
史
的
起
源
を
持
つ
よ
う
に
、
そ
れ
と

不
可
分
の
歴
史
性
が
神
道
史
に
お
い
て
も
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
日
本
」
や
「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
が
個
々

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
透
明
な
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
と
き
、

「
日
本
固
有
の
文
化
や
信
仰
」
も
ま
た
そ
の
価
値
を
発
見
ざ
れ
創
造

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
神
道

は
「
日
本
固
有
の
信
仰
」
を
表
象
す
る
宗
教
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
以
前
の
神
道
は
何
を
語
り
行
う
こ
と
を

は
じ
め
に

教
説
の
時
代
と
近
世
神
道
ｌ
垂
加
神
道
を
考
え
る
Ｉ

も
っ
て
神
道
の
正
当
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な

考
察
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
新
た
な
神
道
史
を
描
く
こ
と
を
課
題
と

す
る
の
で
は
な
い
。
近
代
国
民
国
家
の
起
源
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
探
る
と
い
う
よ
り
も
、
「
日
本
」
が
近
代
と
は
異
な
る
、
ど
の
よ

う
な
価
値
付
け
の
も
と
に
見
出
さ
れ
正
当
化
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
歴

史
的
断
面
を
取
り
上
げ
た
い
の
で
あ
る
。
垂
加
派
に
「
国
民
」
を
見

出
し
た
の
は
近
代
の
側
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
神
道
史
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
を
客
観
化
す
る

地
平
に
垂
加
神
道
を
引
っ
張
り
出
し
た
い
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の

も
く
ろ
み
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
ひ
と
つ
は
徳
川
時
代
、
特
に
そ
の
前
期
を
教
説
の

時
代
と
捉
え
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
た
い
。
印
刷
出
版
の
発
達
と

樋
口
浩
造
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も
並
行
し
て
、
「
教
え
」
は
中
世
ま
で
の
秘
伝
的
ま
た
は
特
権
的
な

知
と
は
異
な
る
幅
広
い
対
象
を
獲
得
す
る
。
そ
れ
は
今
日
ど
こ
に
で

も
あ
る
「
本
屋
」
が
、
江
戸
時
代
の
初
期
を
画
期
と
し
て
続
々
と
登

（
１
）

場
し
た
職
種
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
指
摘
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
文
字
文

化
が
か
な
り
の
広
が
り
を
見
せ
始
め
、
絵
入
り
で
仮
名
を
主
体
と
し

た
本
が
「
物
之
本
」
と
並
ん
で
多
く
の
読
者
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

教
え
の
需
要
層
の
広
が
り
を
捉
え
る
こ
と
は
思
想
家
た
ち
に
と
っ
て

も
重
要
な
課
題
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
神
道
に
お
い

て
は
、
祭
祀
・
儀
礼
が
神
道
者
の
日
々
の
務
め
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

一
方
で
人
々
の
日
用
を
語
る
言
語
を
持
つ
こ
と
は
、
神
道
興
隆
の
た

め
に
必
須
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
神
道
者
相
伝
の
知
識
と
は
異
な
る
、

人
々
を
獲
得
す
る
語
り
出
し
が
、
他
の
思
想
と
競
合
し
な
が
ら
求
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
の
広
が
り
の
中
に
神
道
教
説
を
位
置
付
け
る
時
、

本
稿
で
方
法
的
な
意
味
で
Ⅳ
世
紀
の
神
道
教
説
と
呼
ぶ
、
度
会
延
佳

や
吉
川
惟
足
ら
が
担
っ
た
時
代
の
課
題
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
で
肥
世
紀
の
神
道
教
説
Ⅱ
垂
加
派
が
、
同
様
に
「
教
え
」
を

語
り
な
が
ら
、
そ
の
説
得
の
様
式
も
思
想
内
容
も
Ⅳ
世
紀
と
は
決
定

的
に
異
な
る
転
回
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
て
い
き
た
い
。

も
う
一
点
は
、
山
崎
闇
斎
学
派
を
ひ
と
つ
の
学
派
と
し
て
、
総
体

と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
。
闇

斎
学
派
の
内
部
は
、
闇
斎
が
晩
年
に
至
っ
て
神
道
へ
の
傾
斜
を
深
め

た
こ
と
の
是
非
を
め
ぐ
り
、
破
門
を
含
む
論
争
を
生
む
。
神
道
か
儒

学
か
と
い
う
対
立
の
構
図
は
、
闇
斎
学
派
の
内
部
で
自
身
を
ど
こ
に

位
置
付
け
る
の
か
を
表
明
す
る
、
最
も
基
本
的
な
思
想
選
択
を
迫
る

も
の
で
あ
っ
た
。
一
般
に
儒
家
を
崎
門
派
と
呼
び
神
道
家
を
垂
加
派

と
呼
び
習
わ
し
て
い
る
が
、
こ
の
両
派
の
対
立
を
考
え
る
こ
と
を
通

じ
て
、
闇
斎
学
派
が
総
体
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
構
成
の
中
で

争
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
表
面
的
な
対
立
の

背
後
に
控
え
る
、
ス
ク
ー
ル
を
構
成
す
る
問
題
構
成
や
説
得
の
様
式

を
抽
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
垂
加
派
を
考
え
る
作
業
を

通
じ
て
、
山
崎
闇
斎
学
派
が
担
っ
た
時
代
の
課
題
を
肥
世
紀
的
な
空

間
の
問
題
と
し
て
取
り
出
し
て
み
た
い
。

最
後
に
方
法
的
視
角
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
本
稿
で
は
思
想
あ

る
い
は
教
説
を
、
「
思
想
内
容
」
と
「
説
得
の
様
式
・
問
題
構
成
」

（
言
説
編
制
の
規
則
）
と
に
分
け
て
考
え
て
い
く
。
テ
ク
ス
ト
の
表
層

を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
辿
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い

は
そ
の
思
想
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
所
在
と
し
て
、
思
想
内
容

を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
間
テ
ク
ス
ト
性
を
問
題
と
す
る
と

き
に
は
、
そ
こ
に
共
通
す
る
問
題
構
成
の
地
平
を
見
出
す
こ
と
も
で

き
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
時
間
軸
上
で
の
転
回
や
切
断
を
認
め
る
こ

と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
言
説
分
析
の
視
点
で
、
説
得
の
様

式
・
問
題
構
成
と
し
て
取
り
出
し
て
み
た
い
と
思
う
。
本
稿
で
は
垂

加
派
を
、
Ⅳ
世
紀
の
神
道
説
、
崎
門
派
を
中
心
と
し
た
儒
家
的
言
説
、
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中
世
の
神
道
が
、
寺
社
縁
起
的
な
あ
る
い
は
両
部
習
合
的
な
神
道

で
あ
り
、
秘
伝
の
権
威
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

近
世
神
道
は
そ
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
人
々
に
開
か
れ
、
人
の
あ
る

べ
き
道
を
語
る
「
教
説
」
と
し
て
成
立
し
て
き
た
。
人
々
の
日
用
に

関
わ
る
教
え
を
語
り
得
る
も
の
と
し
て
、
神
道
も
ま
た
自
己
主
張
を

始
め
る
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
の
神
道
説
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
儒
学
と
の
関
係
で
あ

る
。
日
用
を
語
る
一
般
的
な
言
語
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
儒
家
と
と

も
に
仏
教
を
遁
世
的
な
も
の
と
し
て
排
撃
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

（
２
）

儒
学
は
、
教
説
Ⅱ
徳
を
語
る
学
問
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
教
説
は
現
世

の
関
係
性
を
捉
え
る
儒
家
の
用
語
の
も
と
に
成
立
し
た
。
「
五
倫
」

や
そ
こ
に
関
係
付
け
ら
れ
る
「
五
常
」
は
、
天
や
道
に
基
づ
き
ま
た

そ
れ
ら
を
再
編
制
し
な
が
ら
、
人
々
の
生
き
方
を
語
る
思
想
の
生
産

性
を
高
め
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
度
会
延
佳
は
、
そ
の
主
著
『
陽
復
記
』
に
お
い
て
、

国
学
的
言
説
と
比
較
対
照
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
場

合
に
、
内
容
的
近
似
性
（
思
想
内
容
）
に
よ
っ
て
言
説
の
転
回
を
見

逃
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
当
然
、
思
想
内
容
の
変
遷
に
も
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
教
説
の
時
代
と
Ⅳ
世
紀
の
神
道
説

神
道
と
云
は
、
人
々
日
用
の
間
に
あ
り
て
、
一
事
と
し
て
神
道

（
３
）

あ
ら
ず
と
云
事
な
し

と
述
べ
る
。
神
道
は
、
神
職
者
の
祭
祀
の
中
に
見
出
さ
れ
る
の
で
も

な
け
れ
ば
、
秘
伝
の
継
承
者
の
手
中
に
存
在
す
る
の
で
も
な
い
。
あ

る
い
は
ま
た
、
万
世
一
系
的
な
皇
室
と
の
関
係
に
よ
っ
て
特
権
化
さ

れ
た
教
え
で
も
な
い
。
神
道
は
人
々
に
対
す
る
日
用
の
教
説
と
し
て

（
４
）

主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
の
特
徴
を
、
垂
加
派
と
の
比
較
の
た
め
に
、
一
点
だ
け
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
延
佳
が
「
万
人
の
心
に
神
が
宿
る
」
と

す
る
と
き
の
神
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。
外
宮
に
は
、
天
照
大
神
を
主

神
と
す
る
内
宮
に
対
抗
し
て
、
国
常
立
尊
や
天
御
中
主
尊
を
祭
る
と

主
張
し
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
通
説
的
に
こ
の
二
神
は
同
体
異
名
で

あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
立
場
を
踏
襲
し
つ
つ
、
延
佳
が
着
目
し

た
の
は
天
御
中
主
尊
で
あ
っ
た
。
人
々
の
心
に
宿
る
神
と
は
、
万
物

の
本
源
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
「
明
理
本
源
ノ
神
」
す
な
わ
ち
天
御

中
主
尊
で
あ
っ
た
。

上
一
人
ョ
リ
下
万
民
マ
デ
、
天
御
中
主
ノ
分
身
ノ
神
ヲ
、
心
中

ニ
ヤ
ド
シ
奉
リ
テ
、
自
性
ト
ス
レ
バ
、
心
ハ
神
明
ノ
御
舎
ト
云

ヘ
リ
（
『
中
臣
祓
瑞
穂
紗
』
）

延
佳
は
万
人
に
開
か
れ
る
視
点
を
強
調
す
る
天
御
中
主
尊
に
立
脚
し

て
持
論
を
展
開
し
た
。
そ
の
際
の
神
格
の
位
置
付
け
が
こ
こ
で
の
問

題
で
あ
る
。
延
佳
は
天
御
中
主
尊
を
「
明
理
本
源
ノ
神
」
と
し
、
国
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こ
の
よ
う
な
理
の
普
遍
性
に
依
拠
す
る
立
場
を
築
く
こ
と
に
よ
っ

て
、

天
地
自
然
の
道
の
か
の
国
こ
の
国
ち
が
ひ
な
き
、
是
ぞ
神
道
な

る
べ
き
（
『
陽
復
記
』
）

と
い
う
よ
う
な
、
「
天
地
自
然
の
道
」
に
も
と
づ
く
、
教
え
の
正
当

性
の
主
張
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
発
言
は
、
神
道
家
と
し
て
神
道
の

利
益
の
た
め
に
発
言
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
述
の
儒
家
が
す
る

道
に
つ
い
て
の
発
言
と
い
か
に
近
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
に
も
注
意

を
促
し
て
お
き
た
い
・
国
学
者
平
田
篤
胤
が
、
『
陽
復
記
』
に
つ
い
て
、

神
道
の
大
意
を
し
る
せ
る
に
て
、
す
べ
て
周
易
に
よ
り
て
か
け

る
も
の
な
り
（
『
気
吹
舎
筆
叢
』
）

と
儒
学
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
の
は
、
的
を
得
た
指
摘
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
儒
学
と
の
交
通
の
う
ち
に
、
神
道
が
教
説
た
り
得
る
こ

（
６
）

と
を
主
張
す
る
在
り
方
は
、
吉
川
惟
足
に
お
い
て
も
指
摘
で
き
る
。

惟
足
は
「
吾
国
二
三
部
本
書
ア
リ
」
と
述
べ
、
「
後
世
の
亀
鑑
」
を

そ
こ
に
求
め
よ
う
す
る
。
「
亀
鑑
」
た
り
う
る
書
と
し
て
見
出
さ
れ

常
立
尊
を
「
元
気
化
生
ノ
神
」
と
し
た
。
こ
の
理
解
の
仕
方
は
、
朱

子
学
に
お
け
る
理
気
論
を
援
用
し
な
が
ら
、
国
常
立
尊
に
対
す
る
天

（
５
）

御
中
主
尊
の
先
行
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
万
物
の
本
源
へ
の

視
線
は
、
皇
室
の
祖
先
と
さ
れ
る
国
常
立
尊
に
優
先
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
立
場
は
後
に
見
る
垂
加
派
の
国
常
立
尊
重
視
と
は
好
対
照
を
な

す
も
の
で
あ
る
。

延
佳
と
比
べ
る
と
き
、
日
本
あ
る
い
は
皇
統
を
強
調
す
る
傾
き
が
あ

る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
人
倫
日
用
の
大
道
」
が
見
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
神
道
は
「
人
倫
日
用
」
を

語
る
こ
と
を
使
命
と
し
、
そ
の
教
え
（
「
亀
鑑
」
）
が
、
『
日
本
書
紀
』

に
備
わ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
は
、
教
え
を

導
き
出
す
た
め
に
読
ま
れ
る
書
物
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

ま
た
、
惟
足
は
「
理
学
神
道
」
を
自
称
し
た
。
や
は
り
理
の
普
遍

性
に
依
拠
し
て
彼
の
神
道
説
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
「
儒
佛
道
を

三
教
と
云
ど
も
、
理
は
一
也
、
神
道
の
外
に
あ
ら
ず
」
（
『
神
道
大
意
註
』
）

と
理
の
普
遍
性
に
依
拠
し
な
が
ら
、
儒
佛
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、

内
部
に
取
り
込
み
な
が
ら
解
消
す
る
方
向
を
と
っ
て
い
る
。
惟
足
も

ま
た
、
神
道
を
教
説
と
し
て
、
ま
た
「
理
」
と
い
っ
た
儒
家
の
用
語

を
用
い
る
こ
と
で
、
新
た
な
神
道
説
を
唱
え
始
め
た
。

天
地
未
生
已
前
ニ
ハ
ヤ
開
ク
ヘ
キ
理
力
有
テ
サ
テ
ヒ
ラ
ク
ル
事

ソ
、
…
…
万
物
ト
ナ
ル
ヘ
キ
理
、
カ
ナ
ラ
ス
以
前
ニ
ア
ル
ト
ミ

る
の
が
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。

撰
者
ノ
今
案
ヲ
加
ヘ
ズ
、
神
代
ノ
害
ヲ
其
マ
、
集
テ
編
ダ
ル
書

ナ
レ
バ
、
此
害
ヲ
最
上
ト
ス
、
尤
日
本
後
代
ノ
亀
鑑
タ
ル
ヘ
ケ

（
７
）

レ
ハ
、
日
本
紀
卜
日
本
ヲ
以
テ
題
号
ト
ス
（
『
神
代
巻
惟
足
講
説
』
）

神
胤
皇
喬
ノ
正
説
、
人
倫
日
用
ノ
大
道
、
灼
然
ト
シ
テ
明
白
也

（
『
神
代
巻
惟
足
講
説
』
）

灼
然
ト
シ
テ
明
白
也

（
『
神
代
巻
家
伝
聞
書
』
）

教説の時代と近世神道11ぅ



ル
カ
神
道
也
（
『
神
代
巻
惟
足
講
説
』
）

こ
の
節
の
最
後
に
、
儒
家
神
道
に
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
儒
家

が
神
道
を
語
る
際
に
、
そ
の
立
場
の
正
当
性
の
論
拠
と
し
た
事
柄
に
、

泰
伯
説
が
あ
る
。
「
我
国
」
の
道
を
特
権
化
す
る
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
「
中
国
」
と
「
日
本
」
は
同
じ
儒
教
文
明
の
も
と
に
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
儒
家
は
神
道
に
言
及
し
た
の
で
あ
っ
た
。
儒

家
は
儒
学
の
た
め
に
、
神
道
家
は
神
道
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
神
道
に
つ
い
て
発
言
し
た
。
し
か
し
、
思
想
内
容
に
お
い
て

は
異
な
り
な
が
ら
も
、
彼
ら
の
発
言
は
す
べ
て
日
本
と
中
国
と
の
境

界
を
暖
昧
な
ま
ま
に
放
置
し
て
い
た
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
神
道

家
の
「
我
国
」
の
主
張
が
、
直
ち
に
排
斥
す
べ
き
中
国
Ⅱ
儒
学
を
意

味
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
説
を
構
成
す
る
重

要
な
契
機
と
し
て
、
「
日
本
Ⅱ
神
道
」
「
中
国
Ⅱ
儒
学
」
の
ど
ち
ら
に

つ
く
の
か
と
い
う
選
択
肢
は
彼
ら
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

い
か
に
両
者
が
別
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
か
、
が
説
得
す
べ
き
前

提
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
競
合
す
る
か
に
見
え
る
発
言

は
、
同
じ
Ⅳ
世
紀
の
言
説
空
間
の
内
部
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
た
。

近
世
神
道
は
、
教
え
を
人
々
に
提
示
す
る
こ
と
を
も
っ
て
成
立
し

た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
、
Ⅳ
世
紀
の
神
道
説
出
現
を
意
味

付
け
る
本
稿
の
立
場
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
神
道
史
に
限

ら
ず
、
近
世
前
期
の
儒
学
や
仏
教
と
も
共
有
す
る
同
時
代
性
の
問
題

の
提
示
で
も
あ
る
。
次
に
、
こ
う
し
た
時
代
か
ら
の
転
換
を
儒
家
の

中
国
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
「
我
国
」
の
「
道
」

を
考
え
る
こ
と
と
不
可
分
の
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
時
代
が
あ

る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
方
法
上
の
肥
世
紀
と
呼
ぶ
言
説
空
間
の
登
場
で

あ
る
。
た
と
え
ば
祖
侠
は

吾
国
ノ
道
ト
云
モ
ノ
ハ
、
何
モ
ナ
キ
ト
云
コ
ト
弁
ゼ
ズ
シ
テ
明

ナ
ル
ベ
シ
（
『
太
平
策
』
）

と
述
べ
、
こ
う
し
た
立
場
を
承
け
た
太
宰
春
台
は
、
「
神
道
」
を
日

本
に
で
は
な
く
、
中
国
の
経
書
の
中
に
の
み
見
出
し
た
（
『
弁
道
書
』
）
。

経
害
に
教
え
を
求
め
る
朱
子
学
的
な
知
に
解
体
的
に
関
わ
っ
た
但
棟

学
派
も
ま
た
、
中
国
と
日
本
と
の
関
係
付
け
の
問
題
を
神
道
理
解
と

も
関
わ
ら
せ
な
が
ら
言
及
し
て
い
る
。
対
中
国
と
い
う
こ
と
が
時
代

の
問
題
と
し
て
、
国
学
以
前
に
、
知
的
な
人
々
の
関
心
を
よ
ん
で
い

た
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
神
道
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
は
、

そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
是
非
の
立
場
を
追
認
す
る
前
に
、
そ
の
論
争
の

渦
中
に
人
々
が
捕
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
自
体
を
問
題
化
せ
ね
ば
な
ら

発
言
の
う
ち
に
見
て
い
こ
う
。
教
え
は
、
「
中
国
」
と
「
日
本
」
と

の
関
係
付
け
を
争
う
中
で
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
こ
こ

で
見
た
Ⅳ
世
紀
的
な
言
説
空
間
か
ら
の
離
脱
を
追
い
か
け
る
こ
と
で

あ
る
。二

、
「
道
」
と
「
大
義
」
の
分
裂
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な
い
。
柤
棟
や
春
台
の
立
場
も
、
闇
斎
学
派
が
引
き
受
け
た
立
場
も
、

同
時
代
の
言
説
の
軌
道
上
で
の
相
違
で
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
座
を
保
持
し
た
上
で
、
思
想
内

容
の
相
違
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
崎
門
の
三

傑
と
呼
ば
れ
る
儒
家
の
発
言
を
中
心
に
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
て
み

た
い
・佐

藤
直
方
は
一
貫
し
て
神
道
を
否
定
し
た
、
闇
斎
学
派
の
中
で
も

希
有
の
思
想
家
で
あ
る
。
そ
の
論
点
は
ま
さ
に
儒
家
の
本
道
を
進
む

も
の
で
あ
っ
た
。

宇
宙
の
間
、
一
理
の
み
。
固
よ
り
ま
さ
に
二
道
有
る
べ
か
ら
ず
。

儒
道
正
し
き
と
き
は
則
は
ち
神
道
邪
に
し
て
、
神
道
正
し
き
と

き
は
則
は
ち
儒
道
邪
な
り
。
正
に
従
う
と
き
は
則
は
ち
邪
を
離

れ
、
邪
に
従
う
と
き
は
則
は
ち
正
を
離
る
。
豈
両
つ
な
が
ら
に

従
う
の
理
有
ら
ん
や
。
（
『
道
学
資
講
九
十
皿
』
原
漢
文
）

こ
の
よ
う
な
「
道
」
を
め
ぐ
っ
て
の
発
言
は
、
直
方
に
限
ら
ず
儒
家

に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
道
へ
の
立
場
が
よ
り
微
妙
に
見
え
る
、

浅
見
綱
斎
や
三
宅
尚
斎
の
発
言
も
こ
の
点
に
お
い
て
は
な
ん
ら
変
わ

（
９
）

る
と
こ
ろ
は
な
い
。
「
理
」
や
「
道
」
へ
の
こ
の
ス
タ
ン
ス
は
、
他

の
門
流
の
朱
子
学
者
で
あ
る
室
鳩
巣
に
お
い
て
も
、
「
道
は
天
下
の
公
、

我
国
の
私
す
る
所
に
非
ず
」
（
『
神
儒
問
郡
』
）
と
遊
佐
木
斎
の
神
道
説

を
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
伺
え
る
の
で
あ
る
。
神
道
が
み
ず
か
ら
を

「
我
国
の
道
」
と
し
て
語
り
始
め
る
と
き
、
儒
家
の
側
は
、
で
は
儒

学
は
「
中
国
の
道
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
返
答
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
し
て
い
ま
見
た
よ
う
に
、
儒
家
は
祖
棟
学
の
よ
う
に
我
国

の
道
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る
立
場
を
含
め
て
、
道
の
分
裂
に
は
正
面

か
ら
反
対
す
る
の
で
あ
る
。

繰
り
返
す
が
、
こ
う
し
た
も
ろ
も
ろ
の
発
言
が
、
神
道
家
の
側
か

ら
す
る
「
中
国
Ⅱ
儒
学
・
日
本
Ⅱ
神
道
」
と
い
う
構
図
を
前
提
に
し

た
議
論
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
議
論
の

前
提
に
な
る
規
制
が
儒
家
の
発
言
を
捕
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
言
う
Ⅳ
世
紀
の
神
道
教
説
に
お
い
て
問
題
化
し
な
か
っ
た
地

（
皿
）

平
が
、
人
々
を
捕
ら
え
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
崎
門
派
の
儒
家
は
、
神
道
家
の
道
の
捉
え
方
を
批
判
し
な
が

ら
、
「
我
国
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。

我
生
レ
シ
国
ヲ
ヒ
イ
キ
ス
ル
存
念
ハ
殊
勝
ナ
レ
ド
モ
、
天
下
ノ

公
理
ヲ
知
ラ
ズ
。
（
『
中
国
論
集
』
）

こ
れ
は
、
も
っ
と
も
神
道
に
否
定
的
な
佐
藤
直
方
の
神
道
批
判
の
一

節
で
あ
る
。
「
中
国
」
を
地
勢
的
な
把
握
を
含
め
て
唯
一
と
し
、
我

国
の
特
権
化
を
拒
否
す
る
直
方
に
し
て
、
「
我
生
レ
シ
国
ヲ
ヒ
イ
キ

ス
ル
存
念
ハ
殊
勝
ナ
レ
ド
」
と
の
留
保
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
し

た
い
。
こ
う
し
た
我
国
へ
の
視
線
は
、
尚
斎
や
綱
斎
に
お
い
て
よ
り

鮮
明
で
あ
る
し
、
一
層
踏
込
ん
だ
発
言
が
見
ら
れ
る
。

夫
レ
其
国
二
生
レ
テ
、
其
道
ヲ
是
非
ヲ
カ
マ
ワ
ス
信
ス
ル
ハ
惑

也
。
サ
テ
其
国
二
生
レ
テ
、
其
国
ノ
発
明
尊
崇
ス
ヘ
キ
コ
ト
ア
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っ
た
。
媚

出
す
る
。 ル

ヲ
不
顧
ハ
、
不
明
不
義
ナ
リ
（
綱
斎
『
山
崎
先
生
神
道
弁
』
）

（
「
山
崎
先
生
」
は
）
先
ツ
ハ
我
邦
ニ
モ
、
力
、
ル
尊
キ
道
ノ
ァ

ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
、
主
張
シ
テ
ノ
玉
へ
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
我
邦
二

生
レ
テ
、
吾
邦
ヲ
父
母
ト
ミ
ル
カ
ラ
ハ
、
コ
レ
ホ
ト
ニ
主
張
セ

ル
モ
、
余
義
ナ
キ
殊
勝
ナ
ル
コ
ト
ト
モ
ナ
リ
（
尚
斎
『
神
道
問
答
』
）

道
や
理
の
分
裂
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
我
国
へ
の
視
線
は
肯
定
的
な

響
き
の
内
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
「
道
」
を
語

る
議
論
の
範
晴
に
お
い
て
、
綱
斎
も
尚
斎
も
神
道
Ⅱ
日
本
に
否
定
的

な
態
度
を
取
り
な
が
ら
、
一
方
で
日
本
（
我
国
を
捉
え
る
視
座
を

確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
微
妙
で
あ
り
、
儒
家
の
立

場
を
危
う
く
す
る
。
「
道
」
が
人
倫
的
世
界
の
全
て
に
通
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
果
た
し
て
同
時
に
そ
の
立
場
を
放

棄
せ
ず
に
「
我
国
」
に
加
担
す
る
儒
学
を
語
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
で
明
確
に
思
想
的
立
場
を
表
明
し
た
の
は
浅
見
細
斎
で
あ

（
吃
）

っ
た
。
細
斎
は
「
属
地
主
義
」
的
立
場
を
「
義
」
の
問
題
と
し
て
提

道
ガ
タ
ッ
ト
キ
ト
テ
、
異
国
人
へ
降
参
シ
、
或
其
家
臣
ト
ナ
ル

ハ
、
大
ナ
ル
不
忠
モ
ノ
ゾ
。
．
、
ガ
君
臣
ノ
大
義
ト
云
モ
ノ
ゾ

（
旧
）

（
『
浅
見
先
生
学
談
』
）

こ
れ
は
、
闇
斎
の
発
言
と
さ
れ
る
、
有
名
な
孔
子
を
大
将
と
し
て
攻

め
て
き
た
ら
戦
う
べ
き
だ
、
と
す
る
文
脈
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
「
道
」
が
た
と
え
尊
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
君
臣

垂
加
派
の
教
説
の
検
討
に
は
い
る
前
に
、
闇
斎
学
派
の
知
の
位
相

に
触
れ
て
お
き
た
い
。
教
説
の
時
代
を
Ⅳ
世
紀
的
な
展
開
か
ら
肥
世

紀
へ
と
跡
づ
け
る
な
ら
ば
、
庶
民
を
捉
え
て
い
く
と
い
う
観
点
か
ら
、

た
と
え
ば
貝
原
益
軒
や
あ
る
い
は
石
田
梅
岩
を
視
野
に
入
れ
て
検
討

の
大
義
」
は
、
そ
れ
に
先
行
さ
せ
る
べ
き
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
天
地
自
然
の
道
と
し
て
の
儒
学
の
正
当
性
と
、
生
国
へ
の

忠
誠
と
は
、
「
道
」
と
「
大
義
」
と
の
分
裂
の
う
ち
に
成
立
す
る
も

（
Ｍ
）

の
で
あ
っ
た
。

崎
門
派
も
柤
棟
学
派
も
「
中
国
の
道
Ⅱ
儒
学
・
日
本
の
道
Ⅱ
神
道
」

と
い
う
構
図
を
否
定
し
た
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
構
図
自
体
が
、
決
着

を
つ
け
る
べ
き
主
張
と
し
て
こ
の
時
機
に
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
見
て
き
た
よ
う
に
、
道
を
中
国
に
の
み
認
め
る
立
場
（
柤
棟
）

と
、
我
国
へ
の
視
線
を
神
道
家
の
そ
れ
か
ら
奪
い
か
え
そ
う
と
す
る

崎
門
派
の
立
場
と
の
相
違
も
ま
た
明
白
で
あ
ろ
う
。
崎
門
派
は
道
の

語
り
に
お
い
て
儒
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
柤
侠
学
と

も
共
有
し
な
が
ら
、
一
方
で
日
本
莪
国
）
へ
の
忠
誠
を
説
く
点
に

お
い
て
、
垂
加
派
と
の
接
点
を
も
つ
。
こ
の
強
力
な
接
点
Ⅱ
教
え
こ

そ
、
闇
斎
学
派
を
学
派
と
し
て
存
立
さ
せ
る
重
要
な
問
題
構
成
で
あ

っ
た
。
こ
れ
が
「
道
」
と
「
大
義
」
と
の
分
裂
の
様
相
で
あ
る
。

三
、
「
我
国
」
の
教
説
の
成
立
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す
る
こ
と
の
方
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
神
道
か
儒
学
か
あ
る
い
は
仏
教

か
と
い
う
範
晴
を
越
え
て
、
「
教
説
の
時
代
」
が
全
面
化
し
て
き
た

の
が
肥
世
紀
だ
と
考
え
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
検
討

は
お
き
、
闇
斎
学
派
の
知
の
位
相
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て
お
き
た

い
○

闇
斎
学
派
は
、
印
刷
出
版
の
文
化
を
逆
説
的
に
利
用
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
講
義
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
の
内
部
で
一
部
の
人
に
生

（
鳩
）

の
声
に
よ
っ
て
真
理
は
受
け
渡
さ
れ
て
い
っ
た
。
な
か
で
も
垂
加
派

は
秘
伝
の
授
受
と
い
う
形
式
を
採
っ
た
。
文
字
文
化
に
よ
っ
て
開
か

れ
た
知
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
、
垂
加
派
は
秘
伝
や
口
授
と
い
う

形
式
に
よ
っ
て
知
を
権
威
化
し
た
。
誰
も
が
獲
得
し
得
る
教
え
に
対

し
、
選
ば
れ
た
人
だ
け
が
秘
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
特
権
的
な
教
え

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
知
の
開
か
れ
た
時
代
に
秘
さ

れ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
垂
加
派
の
知
は
新
た
な
価
値
を
帯
び
た
の
で

（
肥
）

あ
る
。
そ
れ
は
中
世
へ
の
逆
戻
り
で
は
な
く
、
こ
の
肥
世
紀
の
空
間

に
お
け
る
知
の
権
威
化
の
位
相
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
る
べ
き
問
題

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
垂
加
派
の
「
我
国
」
を
め
ぐ
る
教

説
は
、
師
弟
関
係
に
よ
る
「
正
統
」
な
知
の
授
受
に
も
と
づ
く
と
す

る
主
張
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
中
国
と
日
本
と
の
関
係
付
け
を
め
ぐ
る
崎
門
派
の
儒
家
の

発
言
が
、
一
種
折
衷
的
な
語
り
口
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
、
神
道
家
の

発
言
は
単
純
で
明
蜥
で
さ
え
あ
る
。
道
が
我
国
の
道
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
か
ぎ
り
、
中
国
の
道
Ⅱ
儒
学
は
排
撃
す
べ
き
対
象
で
し
か
な
い
・

こ
の
「
中
国
Ⅱ
儒
学
・
日
本
Ⅱ
神
道
」
と
い
う
構
図
に
の
っ
と
っ
た

発
言
を
ま
ず
は
見
て
お
こ
う
。
出
雲
路
信
直
は
、

倭
漢
の
道
別
れ
ざ
る
時
は
、
神
道
の
大
意
も
見
え
ず
、
混
雑
し

て
無
用
の
沙
汰
也
。
殊
に
我
国
を
異
国
よ
り
道
を
立
る
や
う
に

な
れ
ば
国
の
禍
な
る
事
ぞ
。
（
多
田
義
俊
『
神
書
答
問
雑
記
』
）

と
述
べ
、
跡
部
良
顕
も
ま
た
、

儒
者
の
見
か
ら
は
、
我
国
を
尊
ま
ず
神
道
を
信
ぜ
ず
と
も
、
是

を
賞
す
べ
し
。
神
儒
の
学
か
ら
は
我
国
を
尊
ま
ず
神
道
を
信
ぜ

ざ
る
人
を
ば
朝
敵
と
し
て
用
ひ
ず
（
『
霜
夜
学
談
』
）

と
述
べ
る
。
神
道
の
優
越
を
儒
学
に
対
し
対
抗
的
に
語
る
こ
と
を
も

っ
て
、
垂
加
派
の
教
説
は
成
立
し
て
い
る
。
神
道
家
で
は
な
い
神
儒

兼
学
と
言
わ
れ
る
遊
佐
木
斎
は
、
道
を
「
公
」
と
い
う
公
共
性
に
お

い
て
捉
え
る
儒
家
の
視
点
を
持
ち
な
が
ら
も
、
は
っ
き
り
と
そ
の

「
公
」
の
日
本
に
よ
る
独
占
を
宣
言
す
る
。

道
は
天
下
の
公
、
異
邦
の
得
て
私
す
る
所
に
非
ず
。
神
道
は
乃

ち
天
道
に
し
て
一
本
な
り
（
『
神
儒
問
答
』
）

（
ｒ
）

ま
し
て
儒
学
か
ら
神
道
へ
の
「
転
向
」
が
指
摘
さ
れ
る
跡
部
良
顕
の

発
言
は
、
迷
い
な
く
我
国
の
大
義
を
の
み
主
張
す
る
。

我
国
ヲ
尊
上
異
国
ヲ
賎
ム
コ
ト
忠
孝
ノ
大
義
ナ
リ

（
略
）

（
『
国
号
伝
秘
訣
』
）

我
国
を
尊
ぶ
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
異
国
を
卑
し
む
こ
と
に
連
動
し
て
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い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
点
だ
ろ
う
。
「
忠
孝
の
大
義
」
の
主
張
は
、

対
外
観
に
お
け
る
明
白
な
序
列
の
言
表
と
一
体
化
し
て
い
る
。
儒
家

は
、
文
化
的
な
序
列
と
し
て
の
儒
の
「
道
」
の
優
越
を
前
提
に
し
な

が
ら
、
そ
の
文
化
的
な
序
列
と
は
切
り
離
し
て
、
生
国
の
価
値
を
「
大

義
」
と
し
て
見
出
し
た
。
し
か
し
、
「
道
」
が
「
我
国
」
に
一
本
化

さ
れ
、
「
我
国
」
の
側
に
文
化
的
な
優
越
ま
で
も
が
見
出
さ
れ
る
と
き
、

は
じ
め
て
跡
部
の
よ
う
な
「
異
国
」
を
卑
し
む
発
言
が
可
能
に
な
る

の
で
あ
る
。
「
日
本
文
化
」
の
語
り
は
こ
の
よ
う
な
内
部
性
へ
の
確

信
と
と
も
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

日
本
ハ
風
土
清
ク
神
徳
ア
マ
ネ
ク
シ
テ
異
国
ョ
リ
モ
勝
し
人
物

ノ
生
質
モ
清
浄
ナ
レ
ハ
神
国
卜
号
セ
リ

（
跡
部
良
顕
『
日
本
書
紀
総
説
』
）

垂
加
派
の
教
説
は
、
「
日
本
」
的
「
風
土
」
の
内
部
に
根
差
す
「
神
徳
」

と
し
て
構
想
さ
れ
る
。
垂
加
派
は
学
派
を
形
成
し
、
そ
の
主
張
の
正

し
さ
を
「
日
本
」
や
「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
に
根
拠
付
け
て
主
張

し
始
め
た
。
教
説
が
「
日
本
」
や
「
日
本
人
」
と
不
可
分
の
も
の
と

し
て
、
い
や
「
日
本
」
や
「
日
本
人
」
の
積
極
的
な
生
産
の
た
め
に

主
張
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
延
佳
や
惟
足
も
ま
た
神
道
を
日
本
の
道
と
し
て

主
張
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
教
え
の
内
容
そ
の
も
の
を
構

成
し
た
り
、
教
え
の
正
し
さ
を
保
証
す
る
説
得
の
様
式
と
し
て
採
用

さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
延
佳
や
惟
足
の
神
道

説
は
、
「
対
中
国
」
を
媒
介
と
し
た
「
日
本
」
や
「
日
本
人
」
を
め

ぐ
る
問
題
と
は
異
な
る
関
心
の
も
と
に
構
想
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ

と
は
、
「
神
道
Ⅱ
日
本
の
道
」
と
い
う
教
え
が
、
垂
加
派
の
語
り
出

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
延
佳
ら
が
儒

家
神
道
と
同
様
に
儒
学
を
積
極
的
に
取
り
込
み
な
が
ら
構
成
し
た
、

日
用
の
教
え
と
し
て
の
神
道
と
比
べ
る
と
き
、
そ
の
教
え
の
依
拠
す

る
も
の
が
「
対
中
国
」
を
軸
と
す
る
も
の
へ
と
決
定
的
に
転
換
し
て

い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
神
道
は
古
来
か
ら
の
日
本
の
道
で
は

な
い
。
Ⅳ
世
紀
と
肥
世
紀
の
神
道
説
の
断
絶
面
に
注
目
す
れ
ば
、
異

な
る
言
説
空
間
の
問
題
で
あ
る
Ⅳ
世
紀
の
神
道
説
が
、
垂
加
派
の
前

史
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
、
批
判
的
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら

（
四
）

か
》
い
○

垂
加
派
は
、
延
佳
ら
と
は
異
な
る
教
説
の
編
制
を
持
っ
て
登
場
し

た
。
ま
た
、
儒
家
が
「
道
」
と
「
大
義
」
を
分
裂
さ
せ
る
こ
と
で
し

か
語
り
得
な
か
っ
た
「
我
国
」
へ
の
忠
誠
を
、
「
中
国
Ⅱ
儒
学
・
日

本
Ⅱ
神
道
」
と
い
う
図
式
化
に
よ
っ
て
、
「
我
々
Ⅱ
日
本
人
」
が
正

面
す
る
問
題
と
し
て
突
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。
で
は
彼
ら
の
提
起
し

た
問
題
は
、
近
代
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
次
に
彼
ら
が
「
我
国
」
を
ど
の
よ
う
に
特
権
化
し
た
の
か
、
そ

の
編
制
の
規
則
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
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皇
室
が
神
代
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
不
変
で
あ
る
と
の
認
識
を
振

り
か
ざ
し
、
そ
の
こ
と
を
「
日
本
」
を
表
象
す
る
最
重
要
な
も
の
と

し
て
見
出
し
た
の
が
垂
加
派
で
あ
る
。
君
臣
関
係
の
一
貫
性
こ
そ
が
、

「
日
本
」
の
優
越
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。そ

う
し
た
端
緒
は
も
ち
ろ
ん
闇
斎
に
あ
っ
た
。

上
宮
太
子
の
国
常
立
を
帝
王
の
祖
と
し
、
天
御
中
主
を
君
臣
の

両
柤
と
し
給
へ
り
。
ま
こ
と
に
中
徳
を
守
る
事
は
、
君
も
臣
も

こ
と
な
ら
ず
、
国
常
立
は
ひ
と
り
君
の
事
に
し
て
臣
民
は
う
け

て
守
る
も
の
な
り
。
（
『
神
代
巻
風
葉
集
』
）

一
見
し
て
分
か
る
こ
と
だ
が
、
典
拠
で
あ
る
『
豊
葦
原
神
風
和
記
』

（
釦
）

の
内
容
か
ら
ほ
と
ん
ど
踏
み
出
す
こ
と
の
な
い
発
言
で
あ
る
。
な
ん

ら
神
々
の
価
値
付
け
に
関
わ
る
よ
う
な
発
言
で
は
な
い
よ
う
に
も
見

え
る
。
し
か
し
、
本
来
『
神
風
和
記
』
の
本
文
は
、
二
神
が
一
致
す

る
こ
と
を
主
張
す
る
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
君

臣
を
語
り
二
神
を
区
別
立
て
す
る
発
言
は
、
『
神
風
和
記
』
の
本
文

の
最
後
に
異
説
と
し
て
引
い
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
一
節
に
注
目
し
、
繰
り
か
え
し
言
及
し
た
の
は
闇
斎
を
は
じ
め

と
す
る
垂
加
派
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
延
佳
が
国
常
立
尊
を
「
元
気
化

四
、
君
臣
道
徳
と
万
世
一
系

生
ノ
神
」
と
捉
え
て
い
た
こ
と
と
闇
斎
が
「
帝
王
の
祖
」
と
捉
え
る

こ
と
と
の
落
差
は
大
き
い
。
『
神
風
和
記
』
の
本
旨
か
ら
す
れ
ば
取

る
に
足
ら
ぬ
こ
の
一
節
は
、
神
々
の
神
性
に
「
君
臣
」
の
教
え
を
見

よ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
の
み
、
重
要
な
発
言
で
あ
っ
た
の
だ
。

「
君
臣
」
に
よ
っ
て
神
々
を
意
味
付
け
る
立
場
が
見
出
す
の
は
、

「
万
世
一
系
」
の
「
日
本
」
が
万
国
に
優
れ
て
い
る
と
す
る
確
信
で

あ
る
。

開
關
以
降
、
百
余
代
の
天
子
姓
を
易
へ
ず
し
て
、
日
神
の
血
肉

を
継
ぐ
も
の
は
、
我
が
神
国
の
み
也
、
故
に
君
臣
の
道
亦
明
か

に
し
て
神
祗
官
を
以
て
諸
官
の
上
に
置
く
、
是
神
道
を
重
ん
ず

る
也
・
国
は
神
国
、
道
は
神
道
、
人
は
神
喬
也
。

（
大
山
為
起
『
唯
一
論
』
）

君
臣
の
道
は
「
開
關
以
降
」
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
定
ま
り
、
そ

し
て
不
変
の
日
本
固
有
の
道
と
さ
れ
る
。
こ
の
万
世
一
系
に
も
と
づ

く
君
臣
道
徳
の
優
越
こ
そ
、
「
我
国
」
を
特
権
化
し
、
ま
た
そ
う
す

る
こ
と
に
「
大
義
」
を
見
出
さ
せ
る
根
拠
を
差
し
出
す
も
の
で
あ
っ

た
。

本
論
を
進
め
る
前
に
、
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
君
臣

関
係
が
不
変
で
あ
り
、
そ
れ
を
優
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
、
延
佳

や
惟
足
も
指
摘
し
て
は
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

教
説
の
骨
格
を
な
す
も
の
で
は
な
い
し
、
「
日
本
」
が
主
題
と
な
っ

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
こ
う
し
た
主
張
の
起
源
を
さ
か
の
ぼ
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れ
ば
、
た
と
え
ば
『
神
皇
正
統
記
』
の
冒
頭
に
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
言

（
劃
）

表
が
あ
る
。
し
か
し
南
北
朝
の
時
代
に
南
朝
の
正
統
を
言
う
親
房
、

あ
る
い
は
元
冠
に
脅
え
る
時
代
の
神
国
観
と
垂
加
派
の
置
か
れ
た
歴

史
的
条
件
と
で
は
あ
ま
り
に
も
掛
け
離
れ
て
い
る
し
、
よ
り
重
要
な

こ
と
は
、
垂
加
派
の
場
合
、
そ
の
主
張
が
学
派
を
形
成
す
る
主
張
と

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
の
個
別
の
発
言
が
あ
っ
た
か

な
か
っ
た
か
で
は
な
く
、
ス
ク
ー
ル
を
形
成
す
る
骨
格
を
な
す
主
張

と
し
て
、
君
臣
を
め
ぐ
る
発
言
が
持
つ
意
味
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る

》
『
ノ
○

さ
て
、
君
臣
道
徳
は
神
代
巻
の
解
釈
に
持
ち
込
ま
れ
る
。
「
日
本
」

の
優
越
と
は
、
歴
史
を
一
貫
す
る
君
臣
関
係
の
正
統
性
で
あ
る
と
し（配

）

て
、
神
を
め
ぐ
る
議
論
を
呈
示
し
た
代
表
格
は
玉
木
正
英
で
あ
っ
た
。

玉
木
は
こ
の
両
神
の
関
係
を
一
層
明
確
に
定
義
す
る
こ
と
で
、
垂
加

派
独
自
の
説
明
体
系
を
構
成
す
る
。
玉
木
は
、
天
御
中
主
尊
を
万
物

の
根
源
と
見
る
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
一
方
で
「
君
臣
の
両
柤
」
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
こ
に
重
大
な
す
り
か
え
が
あ
る
。
天
御

中
主
尊
と
は
、
万
物
万
民
の
根
源
で
あ
る
は
ず
が
、
一
歩
す
す
め
て

万
物
万
民
の
根
源
と
は
「
君
臣
」
の
問
題
で
あ
る
と
限
定
さ
れ
て
し

ま
う
か
ら
だ
。

天
御
中
主
尊
君
臣
の
両
柤
た
り
と
は
、
混
沌
の
場
に
も
は
や
君

臣
の
上
下
易
ふ
可
か
ら
ざ
る
事
、
其
の
端
は
見
る
可
か
ら
ず
し

て
、
隠
然
と
含
蔵
せ
り
。
所
謂
含
牙
と
は
正
に
此
に
て
、
此
の

所
天
地
本
源
自
然
生
の
君
臣
と
云
ふ
を
知
る
所
也
。
（
『
玉
鍍
集
』
）

君
臣
の
上
下
は
「
混
沌
の
場
」
に
お
い
て
す
で
に
定
ま
っ
て
い
る
。

闇
斎
の
発
言
が
、
君
と
臣
の
両
者
の
徳
と
し
て
「
中
」
を
言
う
比
較

的
穏
当
な
発
言
な
の
に
対
し
、
玉
木
が
そ
こ
で
垂
加
の
教
え
と
し
な

が
ら
踏
出
す
先
は
、
一
層
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
り
、
上
下
の
差
別

を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
然
れ
ど
も
）
其
の
混
然
た
る
中
に
、
君
臣
上
下
の
易
ふ
可
か

ら
ざ
る
の
条
理
自
ら
厳
然
た
り
、
君
臣
合
体
、
守
中
の
道
に
し

て
、
其
の
徳
自
ず
か
ら
君
に
統
帰
す
…
…
（
『
玉
籔
集
』
）

諸
臣
万
民
も
皆
水
中
主
の
水
を
得
て
血
脈
と
す
る
こ
と
な
り
、

故
に
水
中
主
を
君
臣
の
両
祖
と
す
。
然
れ
ど
も
統
御
す
る
も
の

と
、
統
御
せ
ら
る
、
も
の
と
、
尊
卑
雲
泥
也
、
故
に
天
地
根
元

よ
り
君
臣
上
下
厳
然
と
し
て
分
明
也
。
同
右
）

こ
の
様
な
発
言
の
中
で
、
当
然
高
い
位
置
を
与
え
ら
れ
る
の
は
国
常

立
尊
で
あ
る
。
国
常
立
尊
は
「
帝
王
の
柤
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
延
佳

が
人
々
に
教
え
を
開
く
た
め
に
、
人
々
の
心
に
天
御
中
主
尊
が
宿
る

こ
と
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
と
、
玉
木
が
国
常
立
尊
を
正
統
と
し
て

強
調
す
る
立
場
と
の
相
違
が
、
際
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
二
神
を
区
別
す
る
こ
と
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
国
常
立

尊
は
、
垂
加
派
に
よ
っ
て
、
「
混
沌
の
場
」
か
ら
す
で
に
万
物
万
人

を
統
御
す
る
よ
う
決
定
づ
け
ら
れ
た
、
不
変
の
真
理
と
し
て
再
表
象

さ
れ
た
。
国
常
立
尊
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
君
臣
の
道
徳
を
絶
対
化
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し
、
そ
の
日
本
に
お
け
る
不
変
を
他
国
に
対
す
る
優
越
の
問
題
と
同

義
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
位
置
付
け
も
、
君
臣
の
上
下
の
別
を

立
て
た
書
物
と
し
て
そ
の
意
味
を
転
換
さ
れ
る
。
国
常
立
尊
は
、
い

か
な
る
場
面
で
も
最
も
尊
い
神
と
し
て
表
象
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、

そ
れ
は
「
日
本
」
の
「
亀
鑑
」
を
正
し
く
伝
え
る
こ
と
で
も
あ
る
の

だ
。

古
事
記
は
開
關
の
最
初
を
天
御
中
主
尊
と
し
、
次
に
高
皇
産
霊

尊
、
神
皇
産
霊
尊
と
し
、
五
柱
の
神
を
立
て
、
次
に
国
常
立
尊

以
下
七
代
を
立
て
た
り
。
臣
下
の
系
を
先
に
し
て
、
天
子
の
系

を
後
に
す
。
然
れ
ば
旧
事
記
、
古
事
記
共
に
帝
王
御
正
統
亀
鑑

の
書
に
非
る
事
明
白
也
。
（
『
玉
籔
集
』
）

無
論
「
臣
下
の
系
」
と
は
「
天
御
中
主
尊
」
以
下
の
こ
と
で
あ
り
、

「
天
子
の
系
」
と
は
「
国
常
立
尊
」
の
系
譜
を
指
す
。
こ
の
順
序
を

違
え
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
神
代
を
語
る
書
物
の
価
値
を
決
定
す
る
の

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
君
臣
道
徳
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
こ
と

が
、
神
代
巻
の
意
義
な
の
で
あ
る
。

対
中
国
認
識
は
君
臣
関
係
の
一
点
に
論
点
を
凝
縮
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
日
本
の
優
越
を
決
定
づ
け
た
。
湯
武
の
放
伐
が
議
論
の
対
象

と
し
て
浮
上
す
る
の
は
、
こ
の
視
点
と
の
共
有
や
反
発
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
見
事
に
言
い
表
し
た
室
鳩
巣
の
発

言
を
引
こ
う
。

我
国
一
王
の
神
統
、
当
に
天
壌
と
終
に
窮
り
無
か
る
べ
し
、
王

者
姓
を
易
ふ
る
こ
と
異
域
の
如
く
な
る
者
有
る
に
非
ず
と
は
、

此
れ
神
道
者
の
常
談
な
り
。
乃
ち
此
を
以
て
我
国
の
盛
ん
な
る

事
と
為
す
。
足
下
の
言
、
固
よ
り
当
に
此
に
出
づ
く
し

垂
加
派
の
発
言
が
一
方
で
は
荒
唐
無
稽
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た

の
は
、
ま
さ
に
「
君
臣
」
だ
け
を
語
り
、
「
君
臣
」
だ
け
を
比
較
の

対
象
と
す
る
在
り
方
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

異
邦
の
人
を
し
て
、
此
の
道
有
り
て
以
て
此
の
王
統
を
伝
ふ
る

こ
と
を
聞
か
し
め
ば
、
則
ち
其
の
褒
揚
賛
嘆
、
将
に
言
ふ
に
勝

へ
ざ
ら
ん
と
す
。
而
し
て
彼
の
篁
試
の
国
、
以
て
恥
づ
る
こ
と

を
な
す
べ
し
。
何
ぞ
識
議
を
生
ず
る
こ
と
之
有
ら
ん
や
。

（
遊
佐
木
斎
『
神
儒
問
答
』
）

と
す
る
神
道
の
側
か
ら
す
る
発
言
は
、
批
判
の
的
で
も
あ
っ
た
。

直
方
は
、
「
日
本
ノ
古
記
ヲ
考
ル
ー
、
我
邦
、
…
…
万
国
ニ
ス
グ

レ
テ
君
臣
ノ
義
正
シ
ト
ハ
云
ガ
タ
シ
」
と
指
摘
し
、
尚
斎
も
「
堯
舜

ノ
国
ヲ
歴
ン
ト
セ
ハ
豈
コ
ト
ハ
リ
ト
セ
ン
ヤ
」
と
批
判
的
で
あ
っ
た
。

所
謂
一
王
の
統
な
る
者
、
是
我
国
風
化
の
致
す
所
と
謂
ふ
は
、

則
ち
可
也
。
若
し
此
を
誇
り
て
以
て
盛
徳
の
報
、
至
道
の
応
と

為
せ
ば
、
則
ち
恐
ら
く
は
中
国
の
人
を
し
て
之
を
聞
か
し
め
ば
、

反
て
識
議
を
生
ぜ
ん
（
同
右
）

と
指
摘
す
る
室
鳩
巣
の
発
言
は
当
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し

か
し
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
、
垂
加
派
の
論
理
構
成
は
単
純
で
強
力
で
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垂
加
派
は
、
「
儒
学
Ⅱ
中
国
」
と
し
て
そ
の
両
者
を
排
斥
の
対
象

と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
垂
加
派
も
ま
た
教
説
の
時
代
の
内
部
に
い

た
こ
と
を
、
国
学
的
言
説
の
登
場
に
対
置
し
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

本
稿
で
は
、
Ⅳ
世
紀
か
ら
肥
世
紀
へ
の
言
説
の
転
回
を
、
日
本
的
な

内
部
を
形
成
す
る
説
得
の
様
式
へ
の
転
回
と
し
て
見
て
き
た
。
し
か

し
、
延
佳
が
万
人
の
「
心
」
に
「
天
御
中
主
尊
」
が
存
す
る
こ
と
を

言
い
、
惟
足
が
天
地
開
關
以
前
に
「
理
」
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、

ま
た
玉
木
が
「
混
沌
の
場
」
に
お
い
て
す
で
に
君
臣
の
上
下
を
読
み

込
む
よ
う
に
、
天
地
の
始
め
に
、
す
で
に
読
み
取
る
べ
き
「
教
え
」

が
あ
ら
か
じ
め
準
備
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
教
え
を
示
す
も
の
と

あ
っ
た
。
「
君
臣
」
だ
け
を
特
権
化
す
る
こ
と
で
突
破
し
た
地
平
に
は
、

日
本
の
道
徳
的
優
越
の
主
張
に
派
生
し
た
、
民
族
的
血
の
優
越
、
文

化
的
優
越
、
国
家
的
優
越
等
の
様
々
な
論
点
を
形
成
さ
せ
る
力
が
あ

っ
た
か
ら
だ
。

「
対
中
国
」
が
問
題
化
し
た
肥
世
紀
の
初
頭
に
お
い
て
、
垂
加
派

は
「
我
国
」
を
全
面
的
に
押
出
す
議
論
の
先
頭
を
切
っ
た
。
君
臣
道

徳
の
大
切
さ
を
説
く
こ
と
は
、
「
日
本
」
の
優
越
を
説
く
こ
と
で
あ

っ
た
。
我
国
に
生
れ
た
も
の
が
我
国
の
道
を
ど
う
し
て
奉
じ
な
い
こ

と
が
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
が
垂
加
派
の
説
得
の
様
式
で
あ
っ
た
の
だ
。

お
わ
り
に
ｉ
教
説
の
時
代
の
終
焉
と
国
学
的
言
説
の
登
場

し
て
神
代
は
存
在
し
た
し
、
そ
れ
を
取
り
出
し
語
る
こ
と
を
も
っ
て

神
道
を
構
成
す
る
点
で
、
延
佳
も
垂
加
派
も
同
じ
教
え
の
時
代
に
在

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
端
的
に
突
く
の
は

ほ
か
な
ら
ぬ
国
学
で
あ
る
。

天
竺
に
は
仏
の
教
あ
り
。
漢
に
は
儒
者
の
謂
ゆ
る
、
聖
人
の
教

が
有
り
て
、
唯
わ
が
国
ば
か
り
が
、
教
へ
の
道
の
な
い
と
云
こ

と
を
恥
か
し
ぐ
思
ひ
、
そ
こ
で
か
や
う
の
牽
強
付
会
を
し
て
、

教
の
道
を
云
ひ
出
し
た
物
で
、
こ
れ
が
抑
々
萬
つ
の
心
得
違
ひ
、

牽
強
付
会
の
価
て
来
る
の
本
ぢ
や
が
、
元
来
教
と
云
も
の
は
、

悪
事
を
す
る
者
が
あ
る
に
依
て
立
た
物
で
、
実
は
教
の
有
の
は

国
の
恥
で
、
御
国
の
古
へ
は
自
ら
君
お
や
に
忠
孝
や
か
に
有
て
、

教
へ
だ
て
を
せ
ず
と
も
す
ん
だ
物
ぢ
や
。
（
『
俗
神
道
大
意
』
）

（
神
代
巻
に
つ
い
て
）
事
実
を
御
記
し
な
さ
れ
た
書
物
を
、
神
の

教
と
云
は
う
と
す
る
こ
と
ゆ
ゑ
、
牽
強
付
会
、
も
ッ
て
も
立
れ

ぬ
説
ど
も
が
多
い
（
同
右
）

こ
こ
に
引
い
た
平
田
篤
胤
の
批
評
は
、
ま
さ
に
国
学
登
場
の
力
を
よ

く
示
す
も
の
で
ろ
う
。
「
事
実
」
を
記
し
た
書
物
に
、
「
教
え
」
を
求

め
る
そ
れ
ま
で
の
神
道
説
は
、
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
否
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
「
教
え
」
を
語
る
神
道
か
ら
「
事
実
」
を
明
ら
か
に

（
羽
）

す
る
国
学
へ
の
知
の
転
回
は
、
本
居
宣
長
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
最

後
に
そ
の
こ
と
を
、
宇
宙
論
と
の
関
わ
り
で
垣
間
見
て
お
き
た
い
。

皇
大
御
国
は
、
掛
ま
く
も
可
畏
き
神
御
祖
天
照
大
御
神
の
、
御
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生
坐
る
大
御
国
に
し
て
、

萬
ノ
国
に
勝
れ
た
る
所
由
は
、
先
ヅ
こ
、
に
い
ち
じ
る
し
、

国
と
い
ふ
国
に
、
此
ノ
大
御
神
の
大
御
徳
か
Ｆ
ふ
ら
ぬ
国

な
し
、
（
『
直
毘
霊
』
）

こ
の
冒
頭
の
一
説
に
、
「
日
本
」
が
す
で
に
「
万
国
」
に
「
勝
れ
て
」

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
太
陽
Ⅱ
天
照
大
御
神
は
、
世

界
の
全
て
に
恵
み
を
与
え
る
。
そ
の
天
照
大
御
神
の
生
れ
た
国
、
世

界
の
始
ま
り
に
成
立
し
、
世
界
の
中
心
に
位
置
す
る
「
日
本
」
が
こ

こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
人
が
こ
し
ら
え
た
「
教
え
」

で
は
な
い
。
人
事
を
越
え
た
「
事
実
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
宣
揚
に
論
拠
を
与
え
た
「
万

世
一
系
」
や
「
天
壌
無
窮
」
と
い
っ
た
用
語
の
ほ
と
ん
ど
は
垂
加
派

に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
思
想
内
容
に
の
み

目
を
奪
わ
れ
る
な
ら
、
「
日
本
」
を
特
権
化
す
る
国
学
と
垂
加
派
と

の
間
の
差
異
は
大
変
見
え
に
く
い
も
の
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
垂
加

派
が
「
万
世
一
系
」
に
見
た
も
の
は
君
臣
道
徳
で
あ
っ
た
。
君
臣
道

徳
に
の
み
論
拠
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
中
国
に
対
す
る

日
本
の
優
越
は
導
き
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宣
長
は
そ
う
し
た

「
教
え
」
に
捕
ら
わ
れ
た
作
り
ご
と
を
否
定
し
た
。
こ
こ
に
「
教
え
」

に
対
す
る
「
事
実
」
と
い
う
、
よ
り
強
力
な
説
得
の
様
式
の
出
現
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
垂
加
派
と
の
断
絶
面
を
考
え
る
際
、
国
学
宇
宙
論
は
注
目

に
値
す
る
。
「
教
え
」
を
求
め
て
記
紀
に
む
か
う
者
か
ら
は
、
決
し

て
宇
宙
論
的
な
関
心
は
生
じ
て
こ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

玉
木
は
宇
宙
の
創
造
自
体
に
目
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
始
め
に
「
君

臣
」
を
見
た
。
「
教
え
」
を
求
め
る
神
道
家
た
ち
に
は
、
国
土
の
生

成
や
そ
れ
に
連
な
る
近
代
国
家
に
お
け
る
国
境
線
の
成
立
へ
の
関
心

は
生
じ
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
教
え
」
で
は
な
く
「
事
実
」

と
し
て
、
宇
宙
論
的
な
語
り
が
国
学
的
言
説
の
登
場
に
と
も
な
っ
て

成
立
す
る
こ
と
の
意
味
は
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国

学
が
神
代
の
解
釈
を
宇
宙
論
を
と
も
な
う
形
で
語
り
出
す
と
き
、
そ

の
読
み
出
し
と
語
り
の
力
は
、
そ
れ
ま
で
の
神
道
教
説
と
は
全
く
切

れ
た
、
新
た
な
そ
し
て
よ
り
強
力
な
地
平
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。

註
（
１
）
直
接
的
に
は
鈴
木
敏
夫
『
江
戸
の
本
屋
』
上
、
（
中
公
新
書
、

一
九
八
○
）
に
拠
っ
た
が
、
出
版
文
化
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
、
中

野
三
敏
の
諸
論
か
ら
も
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

（
２
）
仏
教
を
出
家
遁
世
の
視
点
か
ら
排
撃
す
る
の
は
、
儒
家
に
共
通

の
批
判
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
思
想
闘
争
の
文
脈
に
お
い
て
な
さ
れ

る
隠
蔽
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
近
世
仏
教
が
「
来
世
」
か
ら
「
現
世
」

へ
と
そ
の
思
想
的
課
題
を
移
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
桑
斉
の
諸
論
考

（
た
と
え
ば
『
日
本
近
世
の
思
想
と
仏
教
』
法
蔵
館
、
一
九
八
九
、
等
）

で
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
度
会
延
佳
の
引
用
は
す
べ
て
『
伊
勢
神
道
』
（
下
）
（
『
神
道
大
系
』
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論
説
篇
七
神
道
大
系
編
蟇
会
、
一
九
八
二
）
に
拠
る
。

（
４
）
本
稿
で
は
重
複
を
避
け
る
た
め
に
、
延
佳
の
思
想
や
儒
家
神
道

に
つ
い
て
の
言
及
は
、
最
小
限
に
と
ど
め
て
お
く
。
度
会
延
佳
の
思

想
の
公
開
性
・
普
遍
性
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ま
た
後
述
の
儒
家
神
道

の
泰
伯
説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
度
会
延
佳
と
近
世
神
道
の
成
立
」

（
『
江
戸
の
思
想
』
１
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
）
所
収
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。
ま
た
そ
れ
を
Ⅳ
世
紀
初
頭
の
言
説
空
間
の
特
徴
（
心
の

言
説
）
と
し
て
捉
え
た
、
同
「
近
世
初
頭
に
お
け
る
心
の
言
説
の
登

場
と
そ
の
意
味
」
（
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
徳
川
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
（
ぺ

り
か
ん
社
、
一
九
九
六
）
も
併
せ
て
挙
げ
て
お
く
。

（
５
）
「
気
ヲ
離
レ
テ
理
無
ケ
レ
バ
、
天
御
中
主
尊
国
常
立
尊
ハ
同
体

異
名
ニ
テ
御
座
ス
」
（
『
神
宮
秘
伝
問
答
』
）
と
い
っ
た
表
現
か
ら
、

天
御
中
主
尊
に
「
理
」
を
あ
て
、
国
常
立
尊
に
「
気
」
を
あ
て
て
神

格
を
理
解
す
る
仕
方
が
看
て
取
れ
る
。

（
６
）
神
道
史
に
限
っ
て
教
説
の
問
題
を
考
え
る
な
ら
、
あ
る
い
は
そ

の
惟
足
へ
の
継
承
関
係
を
考
え
る
な
ら
、
吉
田
兼
倶
に
な
ん
ら
か
の

言
及
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。
但
し
、
本
稿
で
は
、
（
１
）
Ⅳ
世
紀
と
い
う
時
代
性
に
の

っ
と
っ
て
、
教
説
の
需
要
と
生
産
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
、

（
２
）
教
説
の
出
現
す
る
空
間
を
儒
学
と
の
関
係
に
し
ぼ
っ
て
考
察

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
か
ら
し
て
行
論
上
大
き
な
支
障
は
な
い

も
の
と
考
え
る
。

（
７
）
『
吉
川
神
道
』
（
下
）
（
『
神
道
大
系
』
論
説
篇
十
神
道
大
系
編

纂
会
、
一
九
八
三
）
。

（
８
）
『
道
学
資
講
』
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所

蔵
に
拠
る
。

（
９
）
た
と
え
ば
細
斎
は
跡
部
良
顕
の
質
問
に
答
え
て
、

「
吾
国
ノ
神
、
唐
ノ
神
ト
、
カ
ハ
ル
ト
云
コ
ト
ハ
、
ミ
ナ
ト
ホ
ケ

タ
ル
ユ
ヘ
ナ
リ
」
、
「
神
明
之
道
ハ
、
…
…
異
国
人
ノ
専
ニ
ス
ル
モ

ノ
ニ
非
ス
。
日
本
ノ
我
上
ト
リ
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
」

（
『
山
崎
先
生
神
道
弁
』
道
学
資
講
九
十
八
所
収
）

と
述
べ
、
尚
斎
も
ま
た
、

「
天
地
自
然
ノ
道
ア
ル
ト
云
カ
ラ
シ
テ
ノ
コ
ト
、
ソ
レ
道
ハ
我
得

テ
私
ス
ル
モ
ノ
テ
ナ
シ
。
日
本
ノ
シ
ヤ
、
漢
ノ
シ
ヤ
ト
云
コ
ト
ハ

ナ
キ
コ
ト
、
…
…
」
「
天
地
ニ
ニ
ッ
ナ
ケ
レ
ハ
道
二
何
ソ
二
三
ア

ラ
ン
」

（
『
神
道
問
答
』
道
学
資
講
九
十
八
所
収
）

と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

（
Ⅲ
）
『
日
本
学
叢
書
』
第
六
巻
（
雄
山
閣
、
一
九
三
九
）
に
拠
る
。

（
Ⅱ
）
こ
う
し
た
視
点
の
も
と
で
の
先
行
研
究
と
し
て
多
く
の
示
唆
を

与
え
て
く
れ
る
も
の
に
、
田
尻
祐
一
郎
「
儒
学
の
日
本
化
Ｉ
闇
斎
学

派
の
論
争
か
ら
」
（
『
日
本
の
近
世
』
田
、
中
央
公
論
社
一
九
九
三
）

が
あ
る
。
た
だ
し
「
日
本
化
」
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
意
味
付
け

る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
が
、
そ
の
点
は
後
稿
に
譲
り
た
い
。

（
岨
）
田
尻
祐
一
郎
「
儒
学
の
日
本
化
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
神
道
宗
教
』

側
、
一
九
九
四
）
で
の
指
摘
に
も
と
づ
く
。
属
地
的
な
も
の
と
し
て

儒
学
が
編
成
さ
れ
直
す
問
題
を
崎
門
派
に
見
出
す
視
点
は
、
本
稿
の

立
場
と
も
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
旧
）
近
藤
啓
吾
・
金
本
正
孝
編
『
浅
見
綱
斎
集
』
所
収
（
国
書
刊
行

会
、
一
九
九
五
）
。
細
斎
は
「
我
国
」
や
「
君
臣
」
を
め
ぐ
る
発
言

に
お
い
て
、
頻
繁
に
「
大
義
」
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
闇
斎
の
発

言
と
さ
れ
る
伝
聞
に
つ
い
て
は
、
源
了
圓
・
前
田
勉
訳
注
の
『
先
哲

叢
談
』
（
東
洋
文
庫
剛
、
平
凡
社
、
一
九
九
四
）
の
注
が
参
考
に
な
る
。
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（
Ｍ
）
生
国
へ
の
忠
誠
を
問
題
に
し
な
が
ら
、
「
大
義
」
に
つ
い
て
論

及
し
た
も
の
に
、
子
安
宣
邦
「
山
崎
闇
斎
学
派
の
「
敬
説
」
と
「
心

法
」
の
言
語
ｌ
日
本
的
〈
内
部
〉
形
成
の
言
説
ｌ
」
（
『
思
想
』
棚
、

一
九
九
四
）
が
あ
る
。
日
本
と
い
う
内
部
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
視

点
に
お
い
て
、
本
稿
の
前
提
を
な
す
論
考
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿

で
は
闇
斎
学
派
で
共
有
さ
れ
た
問
題
構
成
を
前
提
に
し
つ
つ
も
、
む

し
ろ
そ
こ
で
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
を
垂
加
派
を
中
心
に
考
え
て

み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

冠
）
前
掲
子
安
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
賂
）
こ
の
こ
と
は
近
世
に
お
け
る
知
識
人
の
成
立
と
不
可
分
の
問
題

だ
と
考
え
る
。
開
か
れ
た
知
識
か
ら
の
超
越
と
知
識
人
た
る
こ
と
と

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
言
語
論
的
視
点
か
ら
触
れ
て
い
る
も
の
に
、
宮

川
康
子
「
〈
文
法
〉
と
〈
文
彩
〉
の
あ
い
だ
」
（
『
江
戸
の
思
想
』
２

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
）
が
あ
る
。
氏
が
論
じ
た
の
は
祖
棟
学
で

あ
る
が
、
あ
え
て
本
稿
の
論
点
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
、
一
般
化
し

た
知
の
地
平
か
ら
ど
の
よ
う
に
逸
脱
す
る
こ
と
で
知
識
人
の
知
は
成

立
す
る
の
か
、
知
の
特
権
性
の
近
世
に
お
け
る
出
現
が
、
本
稿
で
い

う
教
説
の
時
代
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
田
尻
祐
一
郎
「
あ
る
転
向
」
（
『
江
戸
文
化
の
変
容
』
所
収
、
平

凡
社
、
一
九
九
四
）
に
拠
る
。

（
肥
）
『
国
号
伝
秘
訣
』
及
び
『
日
本
書
紀
総
説
』
は
併
せ
て
一
巻
本
で
、

大
阪
府
立
中
ノ
島
図
書
館
所
蔵
。
ま
た
以
下
で
引
く
垂
加
派
の
発
言

は
、
注
記
し
な
い
か
ぎ
り
は
す
べ
て
『
垂
加
神
道
』
上
下
（
『
大
日

本
文
庫
』
神
道
篇
、
春
陽
堂
、
一
九
三
七
）
に
収
め
ら
れ
た
テ
ク
ス

ト
で
あ
る
。

（
岨
）
こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、
従
来
の
神
道
史
の
定
説
で
あ
る
、
闇

斎
が
吉
田
神
道
と
伊
勢
神
道
の
秘
伝
を
継
承
し
儒
家
神
道
を
含
め
て

「
集
大
成
」
し
た
と
す
る
説
が
、
む
し
ろ
近
代
か
ら
の
視
線
の
中
で

形
成
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
小
林
健
三
の
『
垂

加
神
道
の
研
究
』
（
至
文
堂
、
一
九
四
○
）
は
、
垂
加
神
道
に
つ
い

て
の
最
も
ま
と
ま
っ
た
研
究
書
で
あ
り
、
資
料
も
精
査
さ
れ
た
労
作

で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
論
点
か
ら
す
れ
ば
、
章
を
も
う
け
て
「
集

大
成
と
其
意
義
」
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
村
岡
典
嗣
（
『
神
道
史
』

創
文
社
、
一
九
五
六
）
も
垂
加
神
道
が
「
儒
学
的
神
道
の
傾
向
を
大

成
」
し
た
と
す
る
観
点
か
ら
、
延
佳
や
惟
足
か
ら
の
継
承
関
係
を
重

視
し
て
い
る
。

ま
た
「
集
大
成
」
は
、
垂
加
派
み
ず
か
ら
が
主
張
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
も
注
意
を
要
す
。
以
下
は
渋
川
春
海
の
発
言
と
し
て
伝
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。

神
道
は
我
国
の
道
、
…
．
：
中
古
儒
佛
の
二
教
我
が
国
に
入
り
、
学

者
彼
の
広
大
精
妙
の
説
に
耽
り
、
我
が
質
朴
簡
淡
の
味
を
忘
れ
、

二
教
国
に
満
ち
、
神
道
無
き
が
如
し
。
偶
々
之
を
説
く
者
、
儒
を

雑
へ
佛
に
混
じ
、
和
泥
合
水
、
我
が
垂
加
社
の
若
き
無
し
。
何
と

な
れ
ば
垂
加
は
偏
私
な
く
、
諸
家
の
奥
秘
を
扣
き
、
大
成
せ
り
。

（
『
秦
山
集
』
）

こ
う
し
た
純
粋
で
し
か
も
「
大
成
」
さ
れ
た
神
道
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

こ
こ
に
見
た
谷
秦
山
の
よ
う
な
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
喧
伝
増
幅
さ
れ
、

近
代
の
神
道
研
究
の
前
提
と
し
て
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

（
別
）
「
二
神
ヲ
分
チ
テ
国
常
立
尊
ヲ
バ
ー
向
二
帝
王
ノ
元
祖
ト
シ
天

御
中
主
尊
ヲ
（
君
臣
ノ
両
祖
ト
シ
タ
マ
ヘ
リ
」

（
『
続
々
群
言
類
従
』
第
一
所
収
）
・

（
Ⅲ
）
延
佳
と
惟
足
の
発
言
は
紙
面
の
都
合
上
省
略
し
『
神
皇
正
統
記
』

教説の時代と近世神道127



い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
羽
）
本
居
宣
長
を
狸

い
て
、
ま
た
国
学
吋

巴
本
居
宣
長
を
は

（
〃
）
玉
木
正
英
に
つ
い
て
の
論
考
と
し
て
は
、
前
田
勉
「
呪
術
師
玉

木
正
英
と
現
人
神
」
（
『
日
本
文
化
論
叢
』
３
、
一
九
九
五
）
が
あ
る
。

ま
た
、
垂
加
派
の
秘
伝
の
成
立
に
関
し
て
は
、
平
重
道
『
近
世
日
本

思
想
史
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
）
が
取
り
上
げ
て
い
る
し
、

玉
木
の
そ
こ
で
の
関
与
を
よ
り
重
大
視
す
る
立
場
か
ら
、
谷
省
吾

「
『
玉
籔
集
』
の
編
纂
と
焼
却
」
（
『
芸
林
』
妬
１
１
、
一
九
七
五
）
や
、

出
村
勝
明
「
持
授
抄
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
皇
学
館
論
叢
』
９
１
５

、

一
九
七
六
）
の
研
究
が
あ
る
。
秘
伝
に
限
ら
ず
、
垂
加
派
が
思
想
的

な
立
場
を
整
備
す
る
に
あ
た
っ
て
、
玉
木
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き

じ
め
と
す
る
国
学
的
言
説
の
登
場
の
意
味
に
つ

い
て
、
ま
た
国
学
以
前
の
神
道
教
説
を
捉
え
る
視
点
に
つ
い
て
は
、

子
安
宣
邦
『
本
居
宣
長
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
に
多
く
の
示

唆
を
受
け
て
い
る
。

の
み
挙
げ
て
お
く
。

大
日
本
国
者
神
国
也
。
天
祖
は
じ
め
て
基
を
ひ
ら
き
、
日
神
な
が

く
統
を
伝
給
ふ
。
我
国
の
み
此
事
あ
り
。
異
朝
に
は
其
た
ぐ
ひ
な

く
統
を
伝
給
ふ
。
我
国
の
み
此

し
。
此
故
に
神
国
と
い
ふ
な
り

（
愛
知
県
立
大
学
専
任
講
師
）
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