
従
来
、
何
か
に
つ
け
て
、
中
央
．
な
い
し
は
中
央
の
生
み
出
し
て
き
た
も
の
の
み
が
、
歴
史
学
の
研
究
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
近
年
、
地
域
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
野
の
広
が
り
が
求
め
ら
れ
、

ま
た
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
本
テ
ー
マ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
動
向
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
し
て
き
た
東
北
像
の

中
に
、
そ
の
底
辺
に
お
い
て
何
か
一
貫
す
る
も
の
を
さ
ぐ
り
え
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
も
さ
さ
や
か
な
願
望
と
し
て
お
り
ま
す
。

本
日
は
、
四
人
の
方
々
に
お
話
し
て
い
た
だ
く
わ
け
で
す
が
、
日
本
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
り
ま
し
た
と
き
に
、
中
央
に
対
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
東
北
」
の
地
が
独
自
な
文
化
を
生
み
出
し
ま
す
の
は
、
比
較
的
新
し
い
時
代
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
古
代
か
ら
１
１
ｌ
少
な
く
と
も
大
化
改
新
の
前
夜
に
あ
た
る
こ
ろ
か
ら
、
東
北
は
中
央
の
意
識
の
中
に
は
い
っ
て
き
て

お
り
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
姿
に
つ
い
て
は
「
古
代
の
中
央
に
お
け
る
東
北
像
」
の
な
か
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
や

が
て
早
く
も
一
○
世
紀
前
半
に
は
、
『
伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
絶
対
的
価
値
を
有
し
て
い
た
は
ず
の
「
都
」

マ
と
し
て
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

［
平
成
九
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
歴
史
と
し
て
の
「
東
北
」

こ
の
た
び
、
岩
手
大
学
に
お
い
て
本
学
会
の
大
会
が
開
催
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
「
歴
史
と
し
て
の
東
北
」
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー

歴
史
と
し
て
の
「
東
北
」

笠
井
昌
昭

歴史としての「東北」I



が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
大
き
く
い
え
ば
、
前
半
に
お
い
て
「
外
か
ら
見
た
東
北
」
が
、
後

半
に
お
い
て
「
内
な
る
東
北
」
が
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
て
本
学
会
に
は
、
哲
学
・
倫
理
学
・
歴
史
学
・
宗
教
学
・
民
俗
学
・
国
文
学
等
々
、
ま
こ
と
に
多
方
面
に
わ
た
る
領
域
の
方
々

が
参
加
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
視
野
か
ら
の
思
想
史
研
究
が
展
開
さ
れ
、
ま
た
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
本
学

会
に
ふ
く
ら
み
を
も
た
せ
て
い
る
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
一
方
、
そ
の
研
究
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
依
然
と
し
て
、
「
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
た
思
想
」
だ
け
が
思
想
史
の
研
究
対
象
で
あ
る
、
と
い
う
傾
向
が
抜
け
き
ら
な
い
よ
う
に

お
も
わ
れ
ま
す
。
昨
日
、
第
一
～
第
三
会
場
に
分
か
れ
て
の
数
多
い
研
究
成
果
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
が
、
古
代
を
扱
っ
た
も
の

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
「
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
た
思
想
」
の
み
が
思
想
史
の
研
究
対
象
と
さ
れ
る
限
り
、
日
本
古
代
思
想
史
の
成

立
す
る
土
壌
は
き
わ
め
て
薄
い
こ
と
に
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
に
し
ろ
、
「
我
あ
り
、
故
に
我
思
う
」
と
い
う
に
せ
よ
、
そ
の
立
場
は
違
い
ま
し

て
も
、
人
間
は
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
動
し
、
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
明
確
な
ら
し
め
ま
す
。
一
つ
一
つ
の

行
為
そ
れ
じ
た
い
の
中
に
思
想
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
Ｒ
・
Ｇ
・
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
「
す
べ
て
の
人
間
の
歴
史
は
思

想
の
歴
史
で
あ
る
」
と
さ
え
申
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
思
想
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
る

以
前
の
思
想
」
を
過
去
事
実
の
中
か
ら
取
り
出
し
て
く
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
思
想
史
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
だ
と
お
も
い
ま

す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
日
の
前
半
の
お
話
は
た
い
へ
ん
益
す
る
も
の
が
あ
る
と
存
じ
ま
す
。

先
ほ
ど
、
『
伊
勢
物
語
』
の
こ
ろ
か
ら
、
「
あ
ず
ま
．
み
ち
の
く
」
が
ひ
と
つ
の
理
想
郷
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に

に
よ
っ
て
、

、
、
、
、
、

に
あ
り
わ
び
て
「
あ
づ
ま
．
み
ち
の
く
」
に
一
つ
の
理
想
郷
を
求
め
る
よ
う
な
風
潮
が
示
さ
れ
て
き
ま
す
。
本
日
は
四
人
の
方
々

「
石
川
啄
木
と
宮
沢
賢
治
」

「
安
藤
昌
益
」

「
古
代
の
中
央
に
お
け
る
東
北
像
」

「
み
ち
の
く
観
の
成
立
」

日本思想史学30<1998)2



ふ
れ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
淵
源
は
、
す
で
に
奈
良
時
代
の
東
北
観
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
ま
す
。
あ
と
で
ま
た
そ

れ
ぞ
れ
の
方
か
ら
お
話
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
景
行
天
皇
二
十
七
年
条
に
は
、
北
上
川
流
域
地
方
を
指
す
か
と

お
も
わ
れ
る
「
日
高
見
国
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
こ
の
地
に
住
む
人
を
「
蝦
夷
」
と
い
い
、
そ
の
性
格
は
「
勇
桿
」
で
あ

る
と
い
い
、
ま
た
「
土
地
は
沃
壌
で
、
曠
大
で
あ
る
」
と
す
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
情
報
に
よ
っ
て
、
日
本
武
尊
が
陸
奥
国

ま
で
遠
征
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
日
本
武
尊
の
遠
征
の
こ
と
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
ま
た
右
の
情
報
が
景
行
天
皇
の
時

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
、
少
な
く
と
も
『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
時
代
に
は
、
「
み
ち
の
く
に
は

肥
沃
な
土
地
が
広
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
情
報
を
、
中
央
政
府
が
手
に
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の

後
、
東
大
寺
大
仏
造
営
の
さ
い
、
像
は
完
成
し
た
も
の
の
、
大
仏
に
塗
る
金
の
な
い
こ
と
に
悩
ん
で
い
る
聖
武
天
皇
の
も
と
に
、

陸
奥
国
か
ら
、
そ
れ
ま
で
わ
が
国
で
は
産
し
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
金
が
献
上
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
、
こ
れ
ま
た
大
き
い
も
の

陸
奥
国
か
ら
、
そ
れ
ま
一

こ
が
れ

こ
の
と
き
の
陸
奥
国
か
ら
の
金
の
献
上
は
、
こ
れ
を
受
け
た
聖
武
天
皇
の
詔
に
あ
る
「
黄
金
は
人
の
国
よ
り
献
る
こ
と
は
あ
れ

ど
も
、
こ
の
地
に
は
無
き
も
の
髄
へ
る
に
」
と
い
う
こ
と
ば
を
見
て
も
、
ま
こ
と
に
偶
然
の
こ
と
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
ま
た
一

く
に

般
に
、
こ
の
金
の
産
出
も
大
仏
造
営
に
関
し
て
の
み
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
と
き
の

陸
奥
の
国
の
国
司
が
百
済
王
敬
福
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
中
央
政
府
は
、
早
く
か
ら
陸
奥
国
に

お
け
る
金
採
取
の
情
報
を
得
て
い
て
、
大
仏
の
鍍
金
に
間
に
合
わ
せ
る
べ
く
、
最
新
技
術
の
保
持
者
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
百
済
王

族
を
陸
奥
国
司
に
任
じ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
と
お
も
い
ま
す
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
陸
奥
か
ら
金
が
産
出
し
た
と
な
れ
ば
、

そ
の
の
ち
中
央
政
府
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
放
置
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
で
し
ょ
う
。
大
伴
家
持
の
歌
に
も
詠
わ
れ
た
と

お
り
、
「
こ
が
れ
花
咲
く
み
ち
の
く
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
な
に
も
、
の
ち
の
奥
州
藤
原
三
代
や
、
黄
金
商
人
吉
次
を
ま
つ
ま
で
も

お
り
、
「
こ
が
れ
花

と
歌
い
ま
し
た
。

が
あ
る
と
お
も
い
ま
す
。

な
か
っ
た
の
で
す
。

陸
奥
国
か
ら
の
黄
金
献
上
の
喜
び
の
詔
に
応
え
て
、
大
伴
家
持
は
、

あ
ず
ま

珂
望
の
御
代
栄
え
む
と
東
な
る
み
ち
の
く
山
に
鈍
花
咲
く

歴史としての「東北」3



さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
早
く
か
ら
成
立
し
た
「
み
ち
の
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
観
は
、
そ
の
後
の
時
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
近
世
と
も
な
れ
ば
「
み
ち
の
く
」
の
エ
リ
ア
は
さ
ら
に
北
上
し
て
北
海
道
南
部
ま
で
ひ
ろ
が
り
ま
す
が
、
古
代

に
「
勇
桿
」
と
の
み
見
ら
れ
た
蝦
夷
人
の
な
か
に
素
朴
と
柔
和
さ
を
見
、
か
れ
ら
の
反
乱
は
倭
人
の
横
暴
さ
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ

る
の
だ
と
い
う
記
述
の
中
に
は
（
「
み
ち
の
く
観
の
成
立
」
参
照
）
、
蝦
夷
人
の
社
会
に
ひ
と
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
江
戸
時
代
に
お
け
る
安
藤
昌
益
の
「
み
ち
の
く
」
観
、
そ
し
て
近
代
に
お
け
る
石
川
啄
木
や
宮
沢
賢
治
の
「
み

ち
の
く
」
観
、
と
く
に
宮
沢
賢
治
が
「
イ
ー
ハ
ー
ト
ー
ヴ
」
と
呼
ん
で
岩
手
の
地
を
理
想
化
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ

で
す
。
本
日
の
後
半
の
お
話
の
中
で
、
そ
れ
ら
は
ま
た
分
析
さ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
近
世
・
近
代
に
お
け
る
外
か
ら
の
東
北
観
に

つ
い
て
、
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
少
し
残
念
で
す
。
た
と
え
ば
、
松
尾
芭
蕉
が
「
奥
の
細
道
の
旅
」
を
志
し

た
理
由
な
ど
の
中
に
、
ま
た
『
奥
の
細
道
』
そ
の
も
の
の
分
析
な
ど
を
通
じ
て
、
興
味
ぶ
か
い
問
題
が
出
て
き
は
し
な
い
か
、
な

ど
と
も
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
日
の
テ
ー
マ
に
触
発
さ
れ
て
、
そ
の
あ
た
り
を
深
め
て
く
だ
さ
る
方
が
出
て
く
れ
ば
、
こ

の
た
び
の
企
画
も
成
功
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

し
た
が
っ
て
、
》

お
も
わ
れ
ま
す
。

平
安
時
代
初
期
の
中
央
政
府
に
よ
る
東
北
経
営
も
、
桓
武
天
皇
の
「
正
朔
の
施
す
と
こ
ろ
芙
皇
の
政
治
）
区
宇
州
無
し
」
（
『
続

日
本
紀
』
延
暦
八
年
七
月
甲
寅
条
）
と
い
う
理
念
に
も
と
づ
い
た
た
ん
な
る
領
土
の
拡
大
と
い
う
政
治
上
の
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
視
点
も
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
お
も
い
ま
す
。
『
伊
勢
物
語
』
の
「
み
ち
の
く
」
観
も
、

し
た
が
っ
て
、
単
な
る
文
学
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
成
立
し
て
き
た
も
の
と

（
同
志
社
大
学
教
授
）
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