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で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
気
に
な
る
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
近
代
日
本
」
と
い
う
分
野
の
区
切
り
方
は

有
効
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
使
わ
れ
た
史
料
は
ほ
と
ん
ど
近
代
日
本
語
の
散

文
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
そ
れ
で
も
か
ま
わ
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と

が
「
近
代
日
本
」
と
い
う
も
の
を
安
全
な
密
閉
空
間
に
し
て
い
る
危
険
性

が
あ
る
。
本
書
で
は
、
古
典
漢
文
も
近
代
中
国
語
も
朝
鮮
語
も
（
笹
沼
論

文
を
別
に
し
て
）
史
料
に
含
ま
れ
な
い
。
西
洋
語
に
つ
い
て
も
断
片
的
な

語
彙
は
参
照
さ
れ
て
い
る
が
、
西
洋
語
に
よ
る
概
念
の
同
時
代
の
グ
ロ
ー

バ
ル
な
（
西
洋
諸
国
だ
け
で
な
く
中
国
・
朝
鮮
を
含
む
）
広
が
り
は
意
識
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
る
で
「
近
代
日
本
の
思
想
」
は
近
代
日
本

散
文
の
文
体
と
語
彙
の
み
で
成
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

も
う
一
点
は
、
明
確
な
反
西
洋
化
主
義
、
土
着
主
義
の
思
想
が
検
討
対

象
に
な
ら
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
個
人
主
義
も
男
女
平
等
も
自
由
な

移
動
も
大
嫌
い
な
人
た
ち
に
も
思
想
の
メ
デ
ィ
ア
が
あ
り
、
中
央
の
指
導

的
知
識
人
と
の
協
力
や
葛
藤
関
係
が
あ
っ
た
。
研
究
対
象
選
択
に
あ
た
っ

て
モ
デ
レ
ー
ト
な
立
場
を
好
ま
し
い
と
す
る
共
有
さ
れ
た
空
気
で
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
文
献
リ
ス
ト
で
当
該
章
の
執
筆
者
の
も
の
だ
け

五
十
音
順
で
な
く
末
尾
に
置
く
と
い
う
の
は
不
必
要
な
謙
遜
で
あ
る
。

 

（
立
教
大
学
教
授
）

岩
田
真
美
・
桐
原
健
真
編

『
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ
の
幕
末
維
新

─
交
錯
す
る
宗
教
世
界
』

（
法
蔵
館
・
二
〇
一
八
年
）

繁
田
　
真
爾

　

本
書
が
世
に
問
わ
れ
た
二
〇
一
八
年
は
、
い
わ
ゆ
る
「
明
治
維
新
一
五

〇
年
」
に
あ
た
る
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
偶
然
で
は
な
く
、「
あ
と

が
き
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
節
目
」
に
合
わ
せ
て
本
書
を
出
版
す
る
こ
と

に
著
者
た
ち
の
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
単
に
節

目
を
記
念
し
た
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
、「
維
新
」
を
日

本
の
近
代
化
の
出
発
点
と
し
て
言
祝
ご
う
と
す
る
、
政
府
を
は
じ
め
と
す

る
各
種
行
事
な
ど
へ
の
違
和
感
、
あ
る
い
は
「
維
新
」
に
よ
っ
て
そ
れ
ま

で
の
す
べ
て
が
改
め
ら
れ
た
と
す
る
固
定
的
歴
史
観
へ
の
異
議
申
し
立
て

こ
そ
、
本
書
が
目
指
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
ス
タ
ン
ス
は
明
快
だ
。

　

そ
う
し
た
本
書
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
は
、
編
者
の
一
人
、
桐
原
健
真
に

よ
る
「
は
じ
め
に
」
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
は
、
桐
原
が
繰
り
返
し
強
調
し

て
い
る
、
次
の
二
点
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
一
つ
は
、
従
来
の
学
術
研
究

で
は
「
近
世
と
近
代
と
の
断
絶
性
」
を
強
調
す
る
研
究
が
多
い
が
、
本
書

で
は
幕
末
維
新
期
と
い
う
時
代
を
、
む
し
ろ
近
世
と
近
代
を
「
架
橋
す
る

結
節
点
」
と
し
て
理
解
し
た
い
と
い
う
こ
と
。
い
ま
一
つ
が
、（
政
治
や

経
済
で
は
な
く
）
思
想
や
宗
教
な
ど
の
「
文
化
史
」
の
視
座
か
ら
そ
の
こ
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と
を
試
み
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
本
書
の
ね
ら
い
に
つ

い
て
、
桐
原
は
「
近
世
の
知
的
営
為
の
う
ち
に
近
代
の
萌
芽
を
見
出
す
」

の
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
近
代
と
い
わ
れ
て
い
る
時
代
の
な
か
に
、
近
世

的
な
世
界
観
や
思
惟
様
式
が
い
か
に
継
承
あ
る
い
は
展
開
さ
れ
て
い
っ
た

の
か
を
、
思
想
・
宗
教
の
面
か
ら
」
問
い
た
い
、
と
も
説
明
し
て
い
る
。

　

い
わ
ば
本
書
は
、
歴
史
・
思
想
史
研
究
に
お
け
る
「
幕
末
維
新
期
」
の

可
能
性
の
再
発
見
を
目
指
し
た
、
新
し
い
試
み
の
書
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
大
き
な
構
想
の
も
と
、
本
書
に
は
総
勢
二
一
名
の
研
究
者
が
参
加
し
、

論
文
一
二
本
と
コ
ラ
ム
一
三
本
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
専
門
区
分

で
は
「
近
世
」
と
「
近
代
」
に
そ
れ
ぞ
れ
分
か
れ
て
い
る
研
究
者
た
ち
が
、

同
じ
目
的
の
も
と
一
堂
に
会
す
る
と
き
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
歴
史
像

が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
「
は
じ
め
に
」
で
各
論
文
の

概
要
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
重
複
は
避
け
て
、
各
論
の
意
義
を
示

す
よ
う
な
か
た
ち
で
掲
載
順
に
紹
介
し
て
み
た
い
（
多
岐
の
話
題
に
わ
た

る
コ
ラ
ム
も
本
書
の
見
ど
こ
ろ
だ
が
、
紙
幅
の
関
係
で
本
書
評
で
は
ふ
れ
ら
れ

な
い
。
ぜ
ひ
直
接
手
に
と
っ
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
）。

　

第
Ⅰ
部
で
は
、「
維
新
と
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ
の
語
り
」
と
題
し
て
、
幕
末

維
新
期
の
宗
教
世
界
に
つ
い
て
の
学
術
的
な
叙
述
そ
の
も
の
が
検
討
さ
れ

る
。「
こ
と
ば
は
、
認
識
の
も
っ
と
も
根
源
的
な
基
礎
と
し
て
の
観
念
を

形
作
る
」（
九
頁
）
と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
は
ど
の
よ
う

に
幕
末
維
新
期
の
宗
教
状
況
を
語
っ
て
き
た
の
か
、
そ
の
自
己
相
対
化
の

た
め
の
試
み
と
い
え
よ
う
。

　

上
野
大
輔
「
神
仏
分
離
研
究
の
視
角
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
こ
れ
ま
で
膨

大
な
研
究
史
が
存
在
す
る
「
神
仏
分
離
」「
廃
仏
毀
釈
」
研
究
の
大
き
な

流
れ
と
現
在
の
問
題
点
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
整
理
し
た
論
考
で
あ
る
。
な
か

で
も
、
安
丸
良
夫
や
羽
賀
祥
二
た
ち
、
戦
後
を
代
表
す
る
諸
研
究
に
対

す
る
批
判
的
コ
メ
ン
ト
は
、
そ
の
当
否
も
含
め
て
、
検
討
に
値
し
よ
う
。

「
仏
教
抑
圧
は
神
仏
分
離
の
主
た
る
目
的
・
趣
旨
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
」（
四
一
頁
）
と
い
う
点
に
、
先
行
研
究
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
よ
う

と
す
る
上
野
論
文
の
立
場
が
あ
る
。
論
考
の
最
後
に
は
、
今
後
の
神
仏
分

離
研
究
で
「
求
め
ら
れ
る
視
角
」
が
二
点
に
ま
と
め
て
簡
潔
に
提
示
さ
れ

て
お
り
、
今
後
の
研
究
の
前
提
と
し
て
ぜ
ひ
踏
ま
え
て
お
き
た
い
提
言
で

あ
る
。

　

オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
「
日
本
宗
教
史
学
に
お
け
る
廃
仏
毀
釈
の
位

相
」
は
、「
廃
仏
毀
釈
」
を
め
ぐ
る
通
説
が
近
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

プ
ロ
セ
ス
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
論

考
で
あ
る
。
言
説
（
記
憶
の
場
）
の
発
生
と
展
開
を
追
う
俯
瞰
的
な
方
法

に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ウ
タ
ウ
論
文
で
は
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
事
実
が
指
摘

さ
れ
る
。
な
か
で
も
、「
廃
仏
毀
釈
」
を
日
本
の
「
伝
統
」
の
例
外
的
な

事
象
と
し
て
み
る
「
融
和
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響

に
よ
る
社
会
経
済
史
的
観
点
か
ら
、
そ
れ
を
日
本
史
を
前
後
に
わ
け
る
象

徴
的
な
事
件
と
す
る
「
断
絶
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
二
つ
に
、
こ
れ
ま
で

の
「
廃
仏
毀
釈
」
研
究
は
大
別
で
き
る
と
い
う
指
摘
は
、
示
唆
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
学
知
そ
の
も
の
の
自
己
反
省
を
一
度
く
ぐ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
日
本
宗
教
史
に
お
け
る
最
重
要
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
廃
仏
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毀
釈
研
究
は
、
初
め
て
新
し
い
地
平
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

三
浦
隆
司
「「
世
直
し
」
の
再
考
察

─
宗
教
史
的
観
点
か
ら
」
は
、

か
つ
て
人
民
闘
争
史
研
究
の
中
心
的
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た
「
世
直
し
」
を

論
じ
る
。
三
浦
論
文
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
学
術
用
語
（
エ
テ
ィ
ッ
ク
）
と
し

て
の
「
世
直
し
」
と
、
資
料
用
語
（
エ
ミ
ッ
ク
）
と
し
て
の
世
直
し
を
区

別
し
な
が
ら
、
両
者
の
間
に
存
在
し
て
き
た
ズ
レ
を
指
摘
し
つ
つ
、
三
浦

と
し
て
は
後
者
の
資
料
用
語
と
し
て
の
世
直
し
に
今
一
度
立
ち
返
る
こ
と

で
、
そ
の
「
実
像
」
に
迫
ろ
う
と
す
る
点
に
あ
る
（
本
論
で
は
、
江
戸
時

代
中
後
期
に
お
け
る
世
直
し
大
明
神
の
事
例
に
注
目
）。
三
浦
が
強
調
す
る
よ

う
に
、「
世
直
し
」
は
、
従
来
と
も
す
れ
ば
「
反
封
建
的
・
革
命
的
要
素

を
含
む
変
革
思
想
ま
た
は
運
動
形
態
」
と
し
て
、
研
究
者
の
主
観
が
と
く

に
仮
託
さ
れ
が
ち
な
概
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
世
紀
以
前
、
す
で
に

浄
瑠
璃
、
能
、
仮
名
草
子
な
ど
で
世
直
し
と
い
う
言
葉
が
み
ら
れ
、
そ
れ

ら
は
「
厄
除
け
」
と
「
縁
起
直
し
」
の
二
つ
の
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
て

い
た
と
い
う
指
摘
は
、
興
味
深
い
。

　

青
野
誠
「「
民
衆
宗
教
」
は
誰
を
語
る
の
か

─
「
民
衆
宗
教
」
概
念

の
形
成
と
変
容
」
は
、
戦
後
の
「
民
衆
宗
教
」
研
究
を
開
拓
し
て
き
た
村

上
重
良
と
安
丸
良
夫
の
二
人
に
焦
点
を
当
て
る
。
青
野
論
文
は
、「
民
衆

宗
教
」
研
究
が
生
ま
れ
て
き
た
同
時
代
の
社
会
背
景
に
も
丁
寧
に
注
目
し

て
お
り
、
研
究
主
体
の
立
場
性
に
対
す
る
著
者
の
関
心
が
う
か
が
え
る
。

青
野
に
よ
れ
ば
、
村
上
は
、
靖
国
神
社
国
営
化
運
動
な
ど
同
時
代
の
問
題

を
背
景
に
、「
民
衆
宗
教
」
が
い
か
に
国
家
神
道
の
圧
力
を
受
け
、
統
制

の
下
に
屈
服
し
て
き
た
か
と
い
う
点
に
主
眼
を
置
い
た
。
一
方
の
安
丸
は
、

「
民
衆
」
は
革
命
主
体
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
前
提
に
立
ち
つ
つ
、
彼

ら
が
国
家
権
力
に
対
抗
し
、
主
体
形
成
を
し
て
い
く
可
能
性
を
描
き
出
そ

う
と
し
た
、
と
す
る
。
た
だ
し
、
両
者
と
も
国
家
権
力
へ
の
対
抗
軸
と
し

て
「
民
衆
宗
教
」
を
位
置
づ
け
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
民
衆
宗
教
」
研

究
の
原
点
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
七
〇
年
代
を
境
と
す
る
安
丸
説
の
変

容
に
つ
い
て
の
青
野
の
指
摘
は
、
と
も
に
重
要
だ
ろ
う
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
、「
新
た
な
視
座
か
ら
み
た
「
維
新
」」
と
題
し
て
、「
近

代
化
を
主
題
と
す
る
な
か
で
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
事
象
」
を
中
心
に
光

を
当
て
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
、「
幕
末
維
新
期
」
が
政
治
的
に
は
断
絶
性

が
際
立
つ
の
に
対
し
て
、「
非
政
治
的
側
面
で
は
、
と
き
に
維
新
以
後
に

も
展
開
す
る
文
化
史
的
状
況
を
準
備
し
た
と
い
う
意
味
で
連
続
性
を
有
し

て
い
る
」（
一
二
頁
）
こ
と
を
、
実
際
の
歴
史
叙
述
を
通
し
て
提
示
す
る

こ
と
に
あ
る
。

　

岩
田
真
美
「
幕
末
護
法
論
と
儒
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

─
真
宗
僧
月
性
を

中
心
に
」
は
、
こ
れ
ま
で
「
近
代
仏
教
」
の
形
成
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て

批
判
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
月
性
ら
の
護
法
論
を
、「
近
世
と
近
代
を
つ

な
ぐ
思
想
」
と
し
て
、
新
た
に
と
ら
え
直
そ
う
と
試
み
た
論
考
で
あ
る
。

ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
同
時
代
の
排
仏
論
に
直
面
し
た
仏
教
者
た
ち
が

形
成
し
て
い
た
、
同
志
的
な
「
儒
学
（
漢
学
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
あ
る
。

従
来
、「
護
法
・
護
国
・
防
邪
の
一
体
論
」
を
特
徴
と
す
る
護
法
論
の
形

成
は
、
仏
教
と
諸
思
想
と
の
対
立
が
契
機
と
し
て
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
護
法
論
の
形
成
に
は
、
実
は
「
僧
侶
と
儒
教
的
知
識
人
に
よ
る
同
志
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的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
事
実
を
、
岩
田
論

文
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
偏
狭
で
排
他
的
な
思
想
と
い
う
評
価
が
一
般

的
で
あ
っ
た
護
法
論
の
、
意
外
な
言
説
背
景
の
広
が
り
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
、
幕
末
仏
教
史
の
新
た
な
一
面
を
示
し
て
み
せ
た
論
考
で
あ
る
。

　

桐
原
健
真
「
排
耶
と
攘
夷

─
幕
末
宗
教
思
想
に
お
け
る
後
期
水
戸
学

の
位
相
」
は
、
近
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
に
あ
た
っ
て
大
き
な

影
響
力
を
も
っ
た
後
期
水
戸
学
に
お
い
て
、
儒
仏
神
の
三
教
や
キ
リ
ス
ト

教
が
い
か
に
認
識
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
い
か
な
る
実
践
が
展
開
さ

れ
た
の
か
、
検
討
し
た
論
考
で
あ
る
。
桐
原
が
導
き
の
糸
と
す
る
の
は
、

「
尊
王
攘
夷
」
と
い
う
言
葉
＝
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
後
期
水
戸
学
の

代
表
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
っ
た
藤
田
東
湖
や
会
沢
正
志
斎
た
ち
の
言

説
を
み
る
か
ぎ
り
、「
水
戸
学
に
お
け
る
「
攘
夷
」
と
は
、
対
外
的
な
軍

事
行
動
で
は
な
く
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
す
な
わ
ち
「
排
耶
」
で
あ
っ
た
」

（
一
七
七
頁
）
と
い
う
指
摘
は
、
と
く
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
と

す
れ
ば
、
近
代
日
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
深
層
は
、
や
は
り
宗

教
思
想
（
お
よ
び
そ
の
認
識
）
を
ふ
ま
え
て
み
な
け
れ
ば
よ
く
理
解
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
こ

そ
、
本
書
の
意
義
が
あ
る
の
だ
と
も
い
え
る
。

　

ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・
ス
ト
ー
ン
「
維
新
前
後
の
日
蓮
宗
に
み
る
国
家
と
法

華
経

─
小
川
泰
堂
を
中
心
に
」
は
、
従
来
の
先
行
研
究
が
日
蓮
主
義
の

起
源
を
主
に
明
治
以
降
に
求
め
て
き
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
源
流
は
実
は

徳
川
時
代
（
特
に
幕
末
）
の
思
想
状
況
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
す
る
立
場
か
ら
、
著
さ
れ
た
論
考
で
あ
る
。
在
家
を
中
心
と
し
、
積
極

的
な
折
伏
活
動
に
取
り
組
む
日
蓮
主
義
者
の
象
徴
と
し
て
、
本
論
考
で
は
、

幕
末
維
新
の
転
換
期
を
生
き
た
在
家
居
士
・
小
川
泰
堂
（
一
八
一
四
〜
七

八
）
に
光
を
当
て
る
。
小
川
が
生
涯
を
か
け
て
校
訂
し
た
日
蓮
の
遺
文
集

は
そ
の
後
の
研
究
の
基
盤
と
な
り
、
同
じ
く
彼
が
著
し
た
日
蓮
の
伝
記
は

屈
指
の
人
気
を
誇
っ
た
。
泰
堂
が
「
日
蓮
主
義
運
動
の
重
要
な
先
駆
者
」

で
あ
り
、「
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
お
い
て
、
折
伏
を
復
興
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
主
に
在
家
信
者
の
手
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
」
こ
と
に
注
目
す

る
ス
ト
ー
ン
の
指
摘
は
、
近
年
と
み
に
深
め
ら
れ
て
き
た
日
蓮
主
義
研
究

に
、
重
要
な
知
見
を
提
供
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
「
明
治
維
新
に
み
る
伊
勢
神
宮

─
空
間
的
変
貌

の
過
程
」
は
、
千
数
百
年
に
わ
た
る
伊
勢
神
宮
の
歴
史
に
お
い
て
、
最
大

か
つ
劇
的
な
転
換
期
で
あ
っ
た
明
治
維
新
を
境
と
す
る
神
宮
の
変
貌
に
注

目
し
た
論
考
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
多
く
の
絵
図
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の

変
貌
を
視
覚
的
に
も
浮
き
彫
り
に
し
て
お
り
、
説
得
的
だ
。
ブ
リ
ー
ン
に

よ
れ
ば
、
内
宮
と
外
宮
の
間
に
存
在
し
た
遊
郭
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
聖
性
と
俗
性
の
混
在
」
こ
そ
、
近
世
伊
勢
の
一
大
特
徴
で
あ
っ
た
。
し

か
し
維
新
後
に
は
、
近
代
国
家
の
君
主
（
天
皇
）
が
祖
先
を
祀
る
大
廟
と

し
て
、
神
宮
は
再
編
成
さ
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、（
全
国
世
帯
の
九
割
ま

で
を
檀
家
と
し
て
い
た
）
約
六
百
家
も
の
御
師
が
廃
止
さ
れ
、
檀
家
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
は
崩
壊
、
参
拝
者
も
激
減
し
て
い
っ
た
。
論
文
で
は
、
そ
の
後

の
神
都
構
想
に
よ
る
復
興
の
取
り
組
み
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
維
新
後
に

庶
民
の
信
仰
世
界
か
ら
神
宮
が
切
り
離
さ
れ
て
い
く
過
程
こ
そ
、
本
論
考

の
み
ど
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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第
Ⅲ
部
で
は
、「
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ
に
お
け
る
「
維
新
」
の
射
程
」
と
題

し
て
、「
維
新
後
に
お
け
る
宗
教
世
界
の
実
像
」
に
迫
る
。
ね
ら
い
は
先

の
第
Ⅱ
部
と
重
な
る
部
分
が
多
い
が
、
い
ず
れ
の
論
考
も
こ
れ
ま
で
「
前

近
代
的
」
と
し
て
閑
却
さ
れ
て
き
た
事
象
に
光
を
当
て
、
そ
の
こ
と
で

「
維
新
」
と
い
う
経
験
の
意
味
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
試
み
と
な
っ
て
い

る
。

　

星
野
靖
二
「
幕
末
維
新
期
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
「
困
難
」」
は
、
当

該
期
の
キ
リ
ス
ト
教
を
論
じ
る
こ
と
の
「
困
難
」
を
分
節
化
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
る
方
途
を
さ
ぐ
る
。
星
野
は
当
該
期
の
「
キ
リ
ス
ト

教
」
を
、「
表
象
」
と
し
て
の
そ
れ
と
、「
実
態
」
と
し
て
の
そ
れ
の
二
つ

に
大
別
す
る
。「
表
象
」
と
し
て
は
、
し
ば
し
ば
既
存
の
秩
序
を
外
側
か

ら
揺
る
が
す
も
の
と
し
て
想
念
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
を
総
体
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
自
体
「
困
難
」
だ
と
す
る
。「
実
態
」
と
し
て
は
、
幕
末
維
新

期
が
充
分
に
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
か
つ
規
範
的
研
究
に
傾
き
が
ち
で
、
近

年
で
は
「
文
化
史
」
的
な
研
究
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。「
表
象
」
と
「
実

態
」
の
両
者
を
架
橋
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
を
総
体
と
し
て
描
く
た
め

に
は
、
仏
教
史
・
国
学
・
儒
学
な
ど
の
研
究
蓄
積
を
広
く
検
討
し
つ
つ
、

日
本
と
い
う
枠
組
み
も
外
し
な
が
ら
、「
俯
瞰
的
・
横
断
的
な
視
点
」
の

設
定
が
必
要
だ
と
い
う
の
が
、
星
野
の
主
張
で
あ
る
。
新
し
い
日
本
宗
教

史
の
解
明
に
は
、
本
論
の
よ
う
に
「
困
難
」
の
直
視
か
ら
出
発
す
る
こ
と

が
、
重
要
だ
ろ
う
。

　

引
野
亨
輔
「
幕
末
／
明
治
前
期
の
仏
書
出
版
」
は
、
当
該
期
の
仏
書
出

版
の
検
討
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
自
明
視
さ
れ
て
き
た
「
通
説
」
を
問
い

直
そ
う
と
し
た
論
考
。
明
治
期
に
伝
播
し
た
西
洋
の
活
版
印
刷
が
、
遅
れ

た
木
版
印
刷
を
た
ち
ま
ち
駆
逐
し
て
い
っ
た

─
と
い
う
の
が
こ
こ
で
問

題
と
な
る
通
説
だ
。
し
か
し
引
野
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
確
立

さ
れ
た
本
屋
の
出
版
戦
略
（
寺
院
な
ど
文
化
的
権
威
と
結
託
し
て
、
門
人
集

団
に
一
定
部
数
の
専
門
書
を
売
り
捌
く
）
は
明
治
前
期
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
変

わ
る
こ
と
な
く
、
木
版
印
刷
は
そ
の
業
態
に
親
和
性
の
高
い
技
術
で
あ
り

続
け
た
。
さ
ら
に
読
経
や
書
き
込
み
を
基
本
と
す
る
伝
統
的
宗
学
に
と
っ

て
、
木
版
印
刷
や
和
装
製
本
こ
そ
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
様
式
だ
っ
た
（
仏

書
出
版
で
活
版
・
洋
装
製
本
を
導
入
し
た
の
は
、
哲
学
書
院
の
よ
う
に
一
般
読

者
も
対
象
と
し
た
一
部
の
新
興
出
版
社
）。
技
術
・
出
版
者
・
購
読
者
の
視

点
か
ら
輻
輳
的
に
展
開
す
る
引
野
論
文
は
、
謎
解
き
の
よ
う
に
明
快
な
論

旨
と
相
俟
っ
て
、
出
版
史
研
究
の
面
白
さ
と
可
能
性
を
よ
く
伝
え
て
く
れ

る
。

　

谷
川
穣
「
仏
教
天
文
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に

─
佐
田
介
石
と
幻
の
京

都
「
梵
暦
学
校
」
が
意
味
す
る
も
の
」
は
、
幕
末
維
新
期
の
代
表
的
な
仏

教
天
文
学
者
・
佐
田
介
石
の
歩
み
を
た
ど
る
論
考
。
仏
教
天
文
学
と
は
、

仏
典
の
世
界
観
に
即
し
て
天
体
の
運
行
を
説
明
し
、
暦
の
作
成
に
役
立
て

る
学
問
だ
。
そ
の
学
統
を
継
い
だ
介
石
は
、
仏
教
的
世
界
観
を
視
覚
化
し

た
器
械
「
視
実
等
象
儀
」
を
完
成
さ
せ
、
地
動
説
に
対
抗
し
、
須
弥
山
説

の
護
持
に
文
字
ど
お
り
奮
闘
し
た
。
し
か
し
政
府
は
太
陽
暦
を
採
用
し
、

仏
教
天
文
学
は
「
適
切
で
な
い
も
の
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
（
そ
し

て
「
梵
暦
学
校
」
が
開
か
れ
た
一
八
八
〇
年
頃
を
最
後
に
潰
え
て
い
く
）。
谷
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川
は
、「
仏
教
天
文
学
は
西
洋
嫌
い
の
頑
固
者
・
排
外
主
義
者
た
ち
が
信

じ
る
内
輪
の
世
界
、
と
い
う
印
象
だ
け
が
強
く
残
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と

指
摘
す
る
。
私
た
ち
の
認
識
も
、
こ
う
し
た
枠
組
み
の
延
長
に
あ
る
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
確
か
に
実
在
し
た
世
界
観
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
現
在
を

反
省
的
に
振
り
返
る
歴
史
研
究
に
と
っ
て
、
特
に
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

　

林
淳
「
社
寺
領
上
知
令
の
影
響

─
「
境
内
」
の
明
治
維
新
」
は
、
一

八
七
二
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
社
寺
領
の
上
知
政
策
と
、
そ
れ
に
伴
い
複
雑

に
交
錯
し
た
社
寺
・
行
政
・
法
律
・
学
術
の
関
係
を
考
察
し
た
論
考
。
政

府
が
上
知
令
を
布
告
し
、
社
寺
か
ら
土
地
を
没
収
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、

「
長
い
仏
教
史
の
な
か
で
も
先
例
の
な
い
衝
撃
的
な
事
件
」
で
あ
っ
た
。

土
地
の
下さ

げ

戻も
ど
しを

求
め
た
社
寺
は
、
政
府
と
行
政
裁
判
を
繰
り
返
し
た
が
、

一
九
一
〇
年
、
国
に
境
内
地
返
還
を
命
じ
る
画
期
的
な
判
決
が
出
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
中
田
薫
ら
の
法
制
史
学
の
影
響
が
あ
っ
た
。
一
方
で
三
上

参
次
や
辻
善
之
助
ら
国
史
学
者
た
ち
は
、
国
か
ら
委
託
さ
れ
た
研
究
の
な

か
で
判
決
を
批
判
し
、「
境
内
官
有
説
」
を
訴
え
た
。
こ
こ
に
林
は
、「
民

法
的
思
考
が
も
つ
公
私
観
や
法
人
概
念
と
、
国
史
学
的
思
考
が
も
つ
国
家

中
心
史
観
」
の
間
に
あ
る
「
埋
め
が
た
い
溝
」
を
指
摘
す
る
。
土
地
制
度

と
い
う
一
見
古
典
的
な
視
角
か
ら
、
仏
教
史
に
お
け
る
「
近
代
」
と
い
う

新
し
い
通
史
的
展
望
が
開
か
れ
る
点
に
、
林
論
文
の
面
白
さ
が
あ
る
。

　

以
上
、
各
論
考
に
つ
い
て
そ
の
意
義
を
中
心
に
コ
メ
ン
ト
し
て
き
た
。

評
者
は
こ
れ
ま
で
明
治
期
を
中
心
と
す
る
近
代
史
研
究
に
取
り
組
ん
で
き

た
が
、
本
書
を
通
読
し
て
、「
前
近
代
」
を
視
野
に
入
れ
て
立
論
す
る
こ

と
の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
痛
感
し
た
。
際
限
の
な
い
専
門
分
化
が
進
む

今
日
、
従
来
の
時
代
区
分
を
問
い
直
し
な
が
ら
架
橋
し
よ
う
と
す
る
試
み

は
、
ま
す
ま
す
重
要
性
を
増
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
視
座
や
方
法
は
そ

れ
ぞ
れ
の
研
究
に
お
い
て
応
用
可
能
な
は
ず
で
あ
り
、
本
書
は
、
そ
の
た

め
の
具
体
的
な
ヒ
ン
ト
を
私
た
ち
に
示
し
て
く
れ
る
。

　

ま
た
本
書
は
、
初
学
者
へ
の
入
門
的
な
役
割
の
み
な
ら
ず
、
研
究
の
最

前
線
を
踏
ま
え
な
が
ら
そ
れ
を
一
歩
前
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
水
準
の
高
い

論
考
が
揃
っ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
相
互
の
論
考
を
参
照
し
て
お
り
、
執
筆

者
間
で
よ
く
連
携
と
意
思
疎
通
が
と
れ
て
い
る
印
象
も
受
け
た
。
こ
れ
も
、

二
〇
一
〇
年
か
ら
長
い
時
間
を
か
け
て
共
同
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
成

果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
単
に
個
別
の
論
説
を
並
べ
た
だ
け
の
論
文
集
も
少

な
く
な
い
な
か
、
本
書
は
共
同
研
究
と
し
て
の
成
果
が
際
立
っ
て
い
る
と

思
う
。

　

た
だ
し
、
各
論
で
近
世

−

近
代
を
つ
な
ご
う
と
す
る
試
み
は
お
お
む
ね

成
功
し
て
い
る
と
思
う
が
、
本
書
全
体
と
し
て
み
た
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
近
世
と
近
代
を
各
論
で
架
橋
し
て
み
た
結
果
、
全
体
と
し
て
「
何
が

見
え
て
く
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り
と
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、

こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

い
わ
ば
、
各
論
考
を
ど
の
よ
う
に
横
に
つ
な
い
で
い
き
、
大
き
な
歴
史
像

と
し
て
描
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
幕
末
維
新
期
の
宗
教
思
想
を

歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
こ
の
点
は
、
ど
う
し
て
も
避
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
最
後
に
、
幕
末
維

新
期
に
お
け
る
「
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ
」
の
全
体
像
に
迫
る
た
め
に
、
評
者
な
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り
に
考
え
て
み
た
手
が
か
り
を
、
本
書
の
な
か
か
ら
試
み
に
二
つ
ほ
ど
拾

っ
て
み
よ
う
。

　

た
と
え
ば
、
桐
原
論
文
で
は
幕
末
の
仏
教
者
た
ち
の
排
耶
論
が
、「
地

上
の
国
を
第
一
に
考
え
る
心
性
」、
つ
ま
り
超
越
性
を
喪
失
し
て
現
世
性

を
重
視
す
る
特
徴
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ

れ
は
、
近
世
初
期
の
仏
者
た
ち
が
「
大
道
」
や
「
天
道
」
と
い
っ
た
「
超

越
的
な
世
界
観
・
宇
宙
観
」
に
基
づ
い
て
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し
て
い
た

こ
と
か
ら
大
き
く
変
質
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
言
説
の
ひ
と
つ
の
源
泉
と

な
っ
た
の
が
後
期
水
戸
学
で
あ
っ
た
と
い
う
（
一
八
七
頁
）。
こ
こ
で
議

論
さ
れ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
超
越
性
／
現
世
性
の

問
題
は
、
思
想
史
を
大
き
な
視
座
か
ら
描
こ
う
と
す
る
と
き
、
注
目
す
べ

き
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
星
野
論
文
で
は
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
に
際
し
て
、
宗
教
的

世
界
に
対
す
る
統
治
者
の
規
定
に
お
い
て
「「
邪
正
」
の
逆
転
」
が
起
こ

っ
た
と
い
う
、
大
橋
幸
泰
の
説
が
参
照
さ
れ
て
い
る
（
明
快
な
「
邪
」
か

ら
曖
昧
な
「
邪
」
へ
、
曖
昧
な
「
正
」
か
ら
明
快
な
「
正
」
へ
。
二
八
三
頁
）。

大
橋
の
場
合
は
近
世
日
本
の
「
潜
伏
宗
教
」
研
究
か
ら
導
か
れ
た
知
見
だ

が
、
こ
れ
も
個
別
の
事
象
を
こ
え
て
、「
正
」
と
「
邪
」
と
い
う
大
枠
か

ら
近
世

−

近
代
の
転
換
の
意
味
を
包
括
的
に
と
ら
え
て
み
よ
う
と
す
る
、

注
目
す
べ
き
試
み
で
あ
ろ
う
。

　

も
と
よ
り
、
近
世
と
近
代
の
架
橋
も
、
ま
ず
は
個
別
具
体
的
な
事
象
の

検
討
か
ら
始
め
る
し
か
な
く
、
そ
れ
は
歴
史
研
究
と
し
て
至
極
順
当
な
プ

ロ
セ
ス
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
大
き
な
歴
史
像
を

描
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
別
し
て
考
察
を
要
す
る
重
要
な
課
題

だ
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
は
、
す
で
に
挙
げ
た
も
の
の

他
に
も
、
本
文
の
な
か
に
お
そ
ら
く
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
本
書

で
提
示
・
論
及
さ
れ
た
多
様
な
歴
史
像
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
さ
ら
に
大
き

な
視
座
に
立
っ
た
斬
新
な
議
論
が
こ
れ
か
ら
触
発
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
、

期
待
し
た
い
。

 

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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