
日
本
の
古
代
は
世
界
の
古
代
な
し
に
あ
り
え
ず
、
世
界
の
古
代
も
ま
た
日
本

の
古
代
な
し
に
あ
り
え
な
い
。

ぜ
い

こ
の
自
明
の
道
理
は
お
よ
そ
賛
言
を
要
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
大
学
等

各
教
育
機
関
の
教
科
目
に
お
い
て
日
本
史
・
世
界
史
等
各
別
で
あ
る
た
め
、
と

も
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
い
わ
ば
「
独
立
」
し
て
存
在
す
る
よ
う
な
錯
覚
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
、
な
し
と
し
な
い
。

こ
と
に
、
各
「
専
門
」
意
識
に
よ
っ
て
、
そ
の
〃
は
ざ
ま
〃
に
お
い
て
大
き

な
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト
め
い
た
欠
落
の
生
ず
る
お
そ
れ
、
な
し
と
は
し
が
た
い
の
で

あ
る
。た

と
え
ば
、
三
国
志
の
「
邪
馬
壹
国
」
問
題
な
ど
も
、
各
古
版
本
（
南
宋
の

紹
煕
本
・
紹
興
本
等
）
と
も
、
こ
の
表
記
で
あ
る
上
、
「
邪
馬
一
国
」
と
す
る

も
の
（
明
影
北
宋
本
）
す
ら
あ
る
事
実
が
、
従
来
日
本
古
代
史
学
の
研
究
者
に

よ
っ
て
、
深
刻
に
考
慮
さ
れ
た
形
跡
の
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
一
例
か

も
し
れ
ぬ
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
中
国
書
誌
学
」
の
分
野
、
中
で
も
、
魏
・
西
晋
～
北

は
じ
め
に 日

本
思
想
史
上
の
古
代

１
時
間
と
空
間
Ｉ

宋
・
南
宋
の
間
の
専
家
の
領
域
に
属
し
た
。
た
め
に
、
日
本
史
、
そ
れ
も
古
代

の
研
究
者
に
と
っ
て
は
「
専
門
外
」
の
こ
と
に
属
し
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の

点
、
他
で
も
な
い
、
わ
た
し
自
身
が
当
該
問
題
に
接
し
は
じ
め
て
直
ち
に
、
深

刻
に
痛
感
し
た
問
題
点
で
あ
っ
た
。

自
然
科
学
の
世
界
に
お
い
て
も
、
Ａ
と
Ｂ
と
、
二
領
域
間
の
「
境
界
領
域
」

に
お
い
て
重
要
な
未
知
命
題
の
し
ば
し
ば
存
在
す
る
こ
と
、
周
知
の
と
こ
ろ
で

あ
る
。
ま
た
自
然
科
学
と
文
化
科
学
と
の
間
に
お
い
て
も
、
同
種
の
問
題
は
あ

ま
り
に
も
多
い
。
考
古
学
や
史
料
科
学
の
世
界
に
お
い
て
、
今
後
発
展
す
べ
き

諸
種
の
重
要
問
題
の
存
す
る
こ
と
も
ま
た
、
識
者
の
熟
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

涯
勾
ノ
○

今
、
報
告
者
（
古
田
）
が
最
近
新
た
に
認
識
し
え
た
と
こ
ろ
、
そ
の
具
体
的

な
命
題
に
依
拠
し
つ
つ
、
以
下
に
当
該
論
点
の
概
略
を
記
し
、
諸
賢
の
御
批
正

を
え
た
い
と
思
う
。

（
１
）

一
九
六
一
年
八
月
、
東
方
史
学
会
に
よ
っ
て
六
日
間
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開

催
さ
れ
た
。
そ
の
経
過
は
、
三
巻
の
報
告
書
（
『
「
邪
馬
台
国
」
徹
底
論
争
Ｉ

－

古
田
武
彦
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邪
馬
壹
国
問
題
を
起
点
と
し
て
Ｉ
』
）
に
詳
細
が
し
め
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、

今
は
そ
の
中
で
提
起
さ
れ
た
、
刮
目
す
べ
き
一
命
題
に
つ
い
て
ふ
れ
よ
う
。

（
２
）

提
起
者
は
木
佐
敬
久
氏
で
あ
る
。
氏
に
よ
る
と
、
三
国
志
の
魏
志
倭
人
伝
の

冒
頭
の
行
路
記
事
（
里
程
・
方
角
を
ふ
く
む
）
は
、
中
国
側
の
軍
事
報
告
書
を

依
拠
資
料
と
し
て
書
か
れ
た
、
と
さ
れ
る
。
そ
の
報
告
者
は
、
張
政
で
あ
る
。

正
始
八
年
（
二
四
七
）
、
狗
奴
国
の
攻
撃
を
う
け
た
卑
弥
呼
の
要
請
を
う
け
、

中
国
（
魏
）
は
塞
曹
橡
史
で
あ
っ
た
張
政
を
倭
国
に
派
遣
し
た
。
彼
が
帰
国
し

た
記
事
が
倭
人
伝
の
最
末
尾
に
あ
る
。

政
等
、
激
を
以
て
壹
与
を
告
嚥
す
。
壹
与
、
倭
の
大
夫
率
善
中
郎
将
披
邪

狗
等
二
十
人
を
遣
わ
し
、
政
等
を
送
り
て
還
ら
し
む
。
因
り
て
臺
に
詣
り
、

男
女
生
口
三
十
人
を
献
上
し
、
白
珠
五
千
孔
、
青
大
句
珠
二
枚
、
異
文
雑
錦

二
十
匹
を
貢
す
。

こ
こ
に
は
年
時
が
記
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
日
本
書
紀
の
神
功
紀
及
び
晋

書
倭
国
伝
に
は
次
の
よ
う
に
記
せ
ら
れ
て
い
る
。

晋
、
起
居
注
に
云
う
、
武
帝
の
泰
始
の
初
め
、
二
年
十
月
、
貴
倭
の
女
王
、

重
訳
を
遣
わ
し
て
貢
献
す
。

（
日
本
書
紀
、
神
功
紀
六
十
六
年
）

泰
始
の
初
め
、
使
を
遣
わ
し
て
重
訳
し
て
入
貢
す
。

（
晋
書
、
四
夷
伝
、
倭
人
条
）

す
な
わ
ち
、
西
晋
の
泰
始
二
年
（
二
六
六
）
を
も
っ
て
、
そ
の
帰
国
年
時
と

見
な
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
張
政
の
倭
国
滞
在
期
間
は
（
も

ち
ろ
ん
、
途
中
の
帰
国
、
再
来
等
は
あ
る
に
し
て
も
）
前
後
二
十
年
間
の
長
き

に
わ
た
っ
た
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
の
滞
留
経
験
の
上
に
立
ち
、
西
晋
朝
に
対
し

て
軍
事
報
告
書
が
出
さ
れ
た
。
彼
が
軍
事
司
令
官
の
職
務
に
あ
る
限
り
、
そ
の

よ
う
な
報
告
書
の
提
出
は
必
然
の
義
務
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
な
か
っ
た
」
と
想

定
す
る
な
ら
ば
、
全
く
窓
意
的
と
い
う
他
は
な
い
。
そ
の
証
明
責
任
が
そ
の
想

定
者
に
課
せ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
無
論
、
中
途
に
お
け
る
、
魏

朝
へ
の
報
告
も
ま
た
、
累
積
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
）

以
上
の
考
察
に
あ
や
ま
り
な
し
と
す
れ
ば
、
西
晋
朝
の
史
官
た
る
陳
寿
が
、

倭
人
伝
を
記
述
す
る
さ
い
、
他
の
何
よ
り
も
優
先
し
て
重
視
し
、
依
拠
し
た
も

の
、
そ
れ
は
「
張
政
の
西
晋
朝
に
対
す
る
軍
事
報
告
書
」
だ
っ
た
こ
と
、
理
の

当
然
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

な
か
ん
ず
く
、
冒
頭
の
行
路
記
事
の
ご
と
き
、
一
見
「
魏
使
の
行
路
」
の
ご

と
く
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実
「
中
国
側
の
軍
事
行
動
の
た
め
の
行
路
」
で
も

あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
い
っ
た
ん
緩
急
あ
っ
た
さ
い
（
狗
奴
国
も
し
く
は
呉
軍
の

侵
入
）
の
魏
・
西
晋
朝
側
の
軍
団
の
行
路
・
帰
路
の
実
体
と
し
て
、
他
の
い
か

な
る
記
事
に
も
ま
し
て
、
軍
事
的
重
要
性
を
も
つ
べ
き
こ
と
、
お
よ
そ
疑
い
が

た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
実
は
従
来
「
邪
馬
台
国
」
論
争
史
上
、
く
り

か
え
し
論
議
さ
れ
て
き
た
、
次
の
諸
点
が
明
白
な
帰
結
を
う
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
一
）
方
角
に
「
南
」
を
「
東
」
と
書
き
あ
や
ま
る
よ
う
な
事
態
は
あ
り
え

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
二
十
年
間
の
滞
留
経
験
を
も
つ
張
政
が
、
そ
の
間
絶
え
ず

「
東
」
を
「
南
」
と
錯
覚
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
な
ど
、
経
験
通
則
上
、
不
可

能
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
上
、
こ
の
よ
う
な
「
方
角
錯
認
」
の
ま
ま
、

軍
事
行
動
を
行
う
こ
と
な
ど
、
お
よ
そ
考
え
る
さ
え
喜
劇
的
で
あ
り
、
二
十
年

滞
倭
の
張
政
が
そ
の
よ
う
な
行
動
の
愚
を
犯
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
な
ど
、
人

間
の
理
性
に
お
い
て
全
く
問
題
外
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
同
じ
く
、
冒
頭
の
行
路
記
事
中
の
「
里
程
」
に
つ
い
て
、
「
五
～
六

■■■■■■l■
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倍
の
誇
張
値
」
と
錯
認
し
て
い
た
の
で
は
、
い
か
な
る
軍
事
行
動
も
、
お
よ
そ

無
意
味
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
二
十
年
間
の
中
に
は
、
倭
人
伝
に
は
記
さ
れ

て
い
ず
と
も
、
幾
多
の
軍
事
行
動
も
し
く
は
軍
事
的
警
戒
行
動
が
行
わ
れ
た
こ

と
十
分
に
予
測
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
的
大
視
野
で
は
、
小
事
件
に
す

ぎ
ぬ
た
め
、
史
書
に
は
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
中
小
事
件

な
し
に
二
十
年
間
が
経
過
し
た
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
「
五
～
六
倍
」
も
の
距
離
誤
認
の
ま
ま
、
軍
事
的
行
動
が
可
能

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
ら
の
軍
事
的
行
動
の
あ
と
、
依
然
と
し
て
法
外
な
距

離
誤
認
を
つ
づ
け
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
通
常
の
理
性
に
よ
る
限
り
、
不

可
能
と
答
え
る
他
、
わ
た
し
に
は
道
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
る
と
、
従
来
安
易
に
唱
え
ら
れ
て
き
た
「
方
角
」
や
「
里

程
」
な
ど
の
錯
誤
説
は
、
容
易
に
成
立
し
が
た
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

こ
れ
、
「
軍
事
報
告
書
の
反
映
」
と
し
て
倭
人
伝
の
行
路
記
事
の
史
料
性
格
を

認
め
る
、
こ
の
立
場
か
ら
の
必
然
の
帰
結
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
木
佐
氏
の
強
調
点
は
、
意
外
に
も
、
従
来
注
目
さ
れ
る
こ

と
の
少
な
か
っ
た
、
次
の
一
点
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
帯
方
郡
治
～
邪
馬
壹

国
（
邪
馬
台
国
）
間
の
總
日
程
」
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
張
政
の
軍
事
報

告
書
に
お
い
て
、
不
可
欠
に
し
て
最
重
要
な
も
の
、
そ
れ
は
右
の
總
日
程
な
り
、

と
見
な
す
の
で
あ
る
。

（
３
）

な
ぜ
な
ら
、
い
や
し
く
も
、
Ａ
点
（
帯
方
郡
治
）
か
ら
Ｂ
点
（
倭
国
の
首
都

ｌ
邪
馬
壹
国
）
ま
で
、
軍
事
司
令
官
と
そ
の
軍
団
（
或
は
、
軍
事
顧
問
団
）

が
派
遣
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
「
Ａ
～
Ｂ
間
」
を
往
来
す
る
に
、
そ
の
總
日

程
が
い
く
ら
か
か
る
か
、
と
い
う
一
点
こ
そ
、
最
重
要
に
し
て
不
可
欠
の
焦
点

と
見
な
す
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
「
食
糧
の
補
給
」
や
「
危
急
の
さ
い
の
増
援
部
隊
の

派
遣
」
な
ど
、
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
右
の
「
總
日
程
」
の
認
識
な
し
に

は
お
よ
そ
計
画
す
ら
立
案
で
き
ず
、
ま
し
て
実
行
な
ど
到
底
無
謀
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
軍
事
的
補
給
線
」
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
知
識
な
し
に
は
軍
団
の
派

遣
・
滞
留
な
ど
、
お
よ
そ
成
立
し
が
た
い
こ
と
、
論
を
ま
た
な
い
。

こ
の
軍
事
報
告
書
の
反
映
と
し
て
成
立
し
た
倭
人
伝
（
の
行
路
記
事
）
は
ま

た
、
何
よ
り
も
中
国
側
の
四
辺
の
国
々
の
動
向
に
対
す
る
軍
事
的
配
慮
の
も
と

に
執
筆
さ
れ
た
。
三
国
志
夷
蛮
伝
（
烏
丸
・
鮮
卑
・
東
夷
伝
）
の
序
文
は
そ
の

配
意
を
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

烏
丸
・
鮮
卑
は
即
ち
右
の
所
謂
東
胡
な
り
。
其
の
習
俗
・
前
事
、
漢
記
を

撰
す
る
者
、
已
に
録
し
て
之
を
載
す
。
故
に
但
漢
末
・
魏
初
を
挙
げ
て
以
て

四
夷
之
変
に
備
う
と
云
う
。
（
烏
丸
・
鮮
卑
伝
序
文
）

右
に
記
す
通
り
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
倭
人
伝
中
に
、
「
帯
方
郡
～

邪
馬
壹
国
間
の
總
日
程
」
が
記
さ
れ
て
い
な
い
、
な
ど
と
い
う
事
態
は
考
え
ら

れ
ぬ
。
ｌ
こ
れ
が
木
佐
氏
の
指
摘
さ
れ
た
命
題
、
そ
の
焦
点
で
あ
っ
た
。

こ
の
、
人
間
な
ら
誰
人
も
肯
定
せ
ざ
る
能
わ
ぬ
命
題
に
立
つ
と
き
、
俄
然
新

た
な
光
を
帯
び
て
立
ち
現
わ
れ
た
の
が
、
わ
た
し
が
二
十
二
年
前
、
学
界
に
提

（
４
）

出
し
た
倭
人
伝
に
対
す
る
解
読
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
帯
方
郡
治
～
邪
馬
壹

国
間
の
總
日
程
」
を
「
水
行
十
日
・
陸
行
一
月
」
と
見
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
こ
の
解
読
法
は
、
木
佐
氏
の
よ
う
な
視
点
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
「
部
分
里
程
の
總
和
は
總
里
程
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

と
い
う
、
唯
一
の
要
請
に
導
か
れ
た
、
そ
の
帰
結
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
従
来
の
わ
た
し
以
前
の
論
者
の
場
合
、
そ
の
行
路
を
「
前
半
は
里

程
、
後
半
は
日
程
（
水
行
十
日
陸
行
一
月
な
ど
こ
と
解
す
る
の
が
通
例
で
あ

一
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っ
た
。
し
か
も
前
半
の
部
分
里
程
を
加
算
し
て
も
、
總
里
程
と
し
て
し
め
さ
れ

て
い
る
一
万
二
千
余
里
に
な
ら
ず
、
千
三
～
四
百
里
の
不
足
と
な
っ
て
い
た
。

以
前
の
論
者
は
、
こ
の
矛
盾
を
解
消
せ
ぬ
ま
ま
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
奇
貨
と
し

て
、
そ
の
不
足
部
に
「
水
行
十
日
陸
行
一
月
」
や
「
水
行
二
十
日
」
な
ど
を
当

て
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
の
工
夫
を
こ
ら
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
．
月
」
を

「
一
日
」
の
ま
ち
が
い
と
す
る
な
ど
も
、
そ
の
「
工
夫
」
の
一
例
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
解
読
法
の
中
か
ら
は
、
木
佐
命
題
の
要
請
す
る
よ
う
な
「
帯
方
郡

～
邪
馬
壹
国
間
の
總
日
程
」
な
ど
、
見
出
す
べ
く
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
、
わ
た
し
の
解
読
法
の
場
合
、
「
部
分
里
程
を
残
り
な
く
加
算

す
れ
ば
、
必
ず
總
日
程
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
い
う
一
点
を
、
い
わ
ば
金

科
玉
条
と
し
た
。
従
っ
て
も
し
そ
う
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
一
つ
、

「
残
り
な
く
加
算
し
て
い
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
見
地
に
立
つ
と
き
、
従
来
「
未
加
算
」
だ
っ
た
里
程
の
発
見
が

急
務
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
発
見
さ
れ
た
も
の
が

対
海
国
ｌ
方
四
百
余
里

一
大
国
ｌ
方
三
百
里

の
二
条
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
半
周
」
（
八
百
余
里
と
六
百
里
）
を
加
算
す

（
一
○
）

る
と
き
、
わ
た
し
の
計
算
の
場
合
、
不
足
で
あ
っ
た
「
千
四
百
里
」
が
こ
こ
に

過
不
足
な
く
充
足
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
さ
に
「
部
分
の
總
和
は
、
全
体
」

と
い
う
、
金
科
玉
条
が
満
足
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
必
然
的
に
「
邪
馬
壹
国
」
の
あ
り
か
は
、
特
定
で
き
る
こ
と
と

な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
部
分
里
程
の
最
終
点
た
る
不
弥
国
は
、
同
時
に
總
里
程

の
最
終
点
と
な
る
。
そ
の
た
め
、

「
不
弥
国
は
邪
馬
壹
国
の
玄
関
。
」

と
い
う
、
わ
た
し
の
解
読
法
の
キ
イ
・
ワ
ー
ド
が
成
立
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
不
弥
国
が
博
多
湾
岸
に
当
る
こ
と
、
従
来
も
多
く
の
論
者
の
指
摘
す
る
ご
と

く
で
あ
る
。

特
に
わ
た
し
の
場
合
、
（
「
伊
都
国
～
奴
国
（
百
余
里
）
」
は
傍
線
行
程
と
見

な
し
た
か
ら
）
不
弥
国
は
、
伊
都
国
の
東
、
百
余
里
で
あ
り
、
一
里
は
約
七
十

（
６
）

七
メ
ー
ト
ル
（
短
里
）
で
あ
る
か
ら
、
不
弥
国
は
博
多
湾
岸
西
部
（
姪
の
浜
付

近
）
と
な
る
。
そ
の
地
点
こ
そ
、
「
邪
馬
壹
国
へ
の
入
り
口
」
だ
。
こ
こ
に
、

こ
の
女
王
国
の
中
心
は
「
博
多
湾
岸
と
そ
の
周
辺
」
で
あ
る
、
と
い
う
帰
結
に

到
達
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
帰
結
に
は
、
「
必
然
の
副
産
物
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
行
路
記
事
の

最
末
に
記
せ
ら
れ
た
「
水
行
十
日
陸
行
一
月
」
は
「
行
路
記
事
の
後
半
」
で
は

な
い
、
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
「
水
行
十
日
陸
行

一
月
」
を
「
總
日
程
」
と
見
な
す
他
な
し
、
と
の
「
必
然
の
副
産
物
」
で
あ
っ

た
。
「
帯
方
郡
治
～
狗
邪
韓
国
」
間
の
「
七
千
余
里
」
を
、
従
来
説
の
よ
う
に

「
全
水
行
」
と
見
な
さ
ず
、
「
初
行
は
、
水
行
」
「
後
行
は
、
韓
国
陸
行
」
と
見

な
す
立
場
を
ふ
く
む
解
読
で
あ
る
。
本
来
、
三
国
志
魏
志
韓
伝
の
冒
頭
に
は

（
韓
地
）
方
四
千
里
。

と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
「
帯
方
郡
治
～
狗
邪
韓
国
」
間
の
「
七
千
余
里
」

を
、
韓
地
の
西
岸
と
南
岸
を
巡
る
「
全
水
行
」
と
見
な
す
の
は
、
実
は
不
可
避

な
る
背
理
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
わ
た
し
の
解
読
法
で
は
、
問
題
の
「
水
行
十
日
陸
行
一
月
」
を

も
っ
て
「
帯
方
郡
治
～
邪
馬
壹
国
間
の
總
日
程
」
と
見
な
す
他
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
が
「
必
然
の
副
産
物
」
た
る
所
以
だ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
発
見
さ
れ
た
結
論
、
そ
れ
は
ま
た
、
先
の
木
佐
命
題
の
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厳
し
く
要
請
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
以
外
に
、
倭
人
伝
内
に
「
總

日
程
」
の
発
見
し
え
な
い
こ
と
、
左
の
三
条
が
日
程
記
事
の
す
べ
て
で
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
容
易
に
判
明
し
よ
う
。

①
南
、
投
馬
国
に
至
る
こ
と
、
水
行
二
十
日
。

②
南
、
邪
馬
壹
国
に
至
る
、
女
王
の
都
す
る
所
、
水
行
十
日
・
陸
行
一
月
。

③
又
裸
国
・
黒
歯
国
有
り
。
復
た
其
の
東
南
に
在
り
、
船
行
一
年
に
し
て
至

る
可
し
。

右
の
①
③
が
「
帯
方
郡
治
～
邪
馬
壹
国
」
間
の
「
總
日
程
」
に
当
ら
ざ
る
こ

と
、
自
明
で
あ
る
。

リ
ア
ル

従
っ
て
、
以
上
を
總
結
す
れ
ば
、
木
佐
命
題
の
真
実
な
要
請
を
満
た
す
も
の
、

そ
れ
は
わ
た
し
が
二
十
二
年
前
に
提
起
し
た
「
邪
馬
壹
国
、
博
多
湾
岸
と
そ
の

周
辺
説
」
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

右
は
、
久
し
く
わ
が
国
の
古
代
史
学
界
に
お
い
て
未
解
決
と
さ
れ
て
き
た
「
邪

馬
壹
国
（
邪
馬
台
国
）
」
問
題
に
対
し
て
、
決
定
的
な
解
決
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
と
共
に
、
新
た
に
さ
ま
ざ
ま
の
他
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
波
及
効
果
を
生
ず

る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
考
古
学
上
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

従
来
、
博
多
湾
岸
と
そ
の
周
辺
は
、
弥
生
中
期
を
中
心
と
し
て
弥
生
後
期
に

ま
た
が
り
、
弥
生
絹
・
弥
生
銅
器
（
銅
矛
・
銅
戈
・
銅
剣
等
）
・
弥
生
ガ
ラ
ス

器
（
ガ
ラ
ス
壁
・
ガ
ラ
ス
匂
玉
等
）
の
中
心
的
出
土
地
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。

実
物
は
も
と
よ
り
、
鋳
型
も
ま
た
、
春
日
市
・
福
岡
市
・
太
宰
府
・
糸
島
郡
と

そ
の
周
辺
に
集
中
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

｜
’

そ
の
上
、
い
わ
ゆ
る
「
三
種
の
神
器
」
、
正
し
く
は
日
本
書
紀
に
言
う
「
三

種
の
宝
物
」
を
多
量
に
ふ
く
む
弥
生
の
王
墓
も
ま
た
、
こ
の
地
帯
に
集
中
し
て

い
た
。
時
代
順
に
い
え
ば
、
吉
武
高
木
（
福
岡
市
）
・
三
雲
（
前
原
市
）
・
須

玖
岡
本
（
春
日
市
）
・
井
原
（
前
原
市
）
・
平
原
（
前
原
市
）
が
こ
れ
で
あ
り
、

さ
ら
に
最
近
朝
鮮
半
島
側
の
良
洞
里
（
金
浦
）
等
に
、
同
じ
き
「
三
種
の
神
器
」

類
が
出
土
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
、
従
来
の
研
究
者
（
あ
る
い
は
教
育
委
員
会
等
の
メ
ン
バ
ー
）

は
、
「
伊
都
国
王
」
（
平
原
等
）
「
奴
国
王
」
（
須
玖
岡
本
）
と
い
っ
た
、
倭
人
伝

内
の
「
傍
国
（
周
辺
国
）
」
王
名
を
付
し
て
呼
び
、
標
示
板
等
も
作
製
し
て
き

た
。
さ
ら
に
「
早
良
国
王
」
と
い
っ
た
、
後
代
学
者
に
よ
る
「
創
作
国
王
」
名

す
ら
、
あ
の
〃
わ
が
国
最
古
の
「
三
種
の
神
器
」
を
も
つ
王
墓
〃
た
る
吉
武
高

木
に
付
す
、
と
い
っ
た
〃
や
り
過
ぎ
″
に
奔
っ
て
い
る
の
が
、
現
状
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
最
高
級
の
出
土
物
の
し
め
す
と
こ
ろ
は
、
決
し
て
片

々
た
る
〃
一
地
方
の
豪
族
〃
を
し
め
す
シ
ン
ボ
ル
物
で
は
な
い
。
非
ず
、
「
倭

国
王
墓
」
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
え
な
い
こ
と
明
白
で
あ
る
。

こ
の
点
、
今
回
の
論
証
は
決
し
て
「
推
測
」
や
「
臆
測
」
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
。
「
部
分
の
總
和
は
全
体
」
と
い
う
、
古
今
の
鉄
則
に
も
と
づ
く
も
の
で

あ
る
上
、
軍
事
的
補
給
線
と
い
う
、
こ
れ
も
古
今
を
通
じ
て
あ
や
ま
ら
ざ
る
根

本
命
題
を
提
示
し
た
、
木
佐
命
題
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
と
完
全
に
一
致
し
た
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
従
わ
ざ
る
研
究
者
は
、
右
の
一
致
に
対
し
て
正
面
か
ら

対
面
し
、
反
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
成
功
せ
ざ

る
以
上
、
従
来
の
一
切
の
ゆ
き
が
か
り
を
捨
て
、
右
の
一
致
点
を
今
後
の
研
究

の
出
発
点
と
す
べ
き
こ
と
、
論
を
ま
た
な
い
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
「
博
多
湾
岸
と
そ
の
周
辺
」
に
あ
る
、
中
心
の
王
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者
の
シ
ン
ボ
ル
物
（
「
三
種
の
神
器
」
）
を
も
つ
、
弥
生
の
王
墓
に
対
し
て
、
「
倭

国
王
墓
」
の
名
を
付
す
べ
き
こ
と
、
回
避
し
が
た
い
。

ま
た
、
従
来
の
考
古
学
上
の
時
代
編
年
に
つ
い
て
も
、
再
考
慮
す
べ
き
こ
と
、

必
然
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
倭
人
伝
の
し
め
す
と
こ
ろ
、
「
博
多
湾
岸
と
そ

の
周
辺
」
が
、
三
世
紀
に
お
い
て
繁
栄
・
栄
華
を
極
め
て
い
た
こ
と
、
疑
い
が

た
い
。し

か
る
に
、
従
来
の
考
古
学
的
編
年
に
よ
る
と
、
当
地
域
は
む
し
ろ
「
弥
生

中
期
」
（
前
一
世
紀
よ
り
後
一
世
紀
ま
で
）
を
中
心
と
し
て
繁
栄
し
た
か
の
ご

と
く
見
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
各
考
古
学
者
は
「
定
説
」
の
ご
と
く
扱
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
い
か
に
一
時
期
（
大
正
・
昭
和
・
平
成
）
の
考
古
学
界

に
と
っ
て
、
あ
た
か
も
「
不
動
の
定
説
」
視
さ
れ
て
き
て
い
た
と
し
て
も
、
結

局
そ
れ
が
〃
人
間
の
手
に
よ
る
、
人
間
の
一
仮
説
″
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
そ
こ

と
の
本
質
上
、
疑
い
が
た
い
。
こ
の
点
、
先
の
「
部
分
の
總
和
は
全
体
」
の
鉄

則
や
木
佐
命
題
の
厳
粛
な
る
要
請
と
は
、
質
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
い
う
な
れ
ば
、
〃
師
、
こ
れ
を
唱
え
、
弟
子
こ
れ
に
和
し
た
〃
て
い
の
「
慣

行
」
に
す
ぎ
ぬ
も
の
、
（
失
礼
な
が
ら
）
そ
の
よ
う
に
称
し
て
も
、
大
過
あ
り

と
は
い
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
幸
で
あ
る
。

か
の
著
名
な
、
志
賀
島
の
金
印
に
し
て
も
、
従
来
は
三
宅
米
吉
の
唱
道
し
た

「
漢
の
委
（
倭
）
の
奴
国
王
」
と
い
う
〃
細
切
れ
三
段
読
み
〃
が
「
定
説
」
の

よ
う
に
遇
せ
ら
れ
て
久
し
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
決
し
て
正
当
な
解
読
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
中
国
の
印
制
上
、
「
授
与
者
（
漢
・
魏
等
）
と
被
授
与
者
（
鮮

卑
・
旬
奴
等
）
」
の
二
段
国
名
が
定
例
で
あ
り
、
「
Ａ
の
Ｂ
の
Ｃ
」
と
い
っ
た
三

段
国
名
な
ど
、
例
が
な
い
。
論
者
が
時
に
挙
例
と
す
る
「
漢
甸
奴
悪
適
Ｐ
逐
王
」

（
銅
印
駝
紐
ｌ
大
谷
大
学
現
蔵
）
の
ご
と
き
、
「
悪
適
Ｐ
逐
」
は
甸
奴
内
の
〃
称

号
〃
で
あ
っ
て
、
国
名
で
は
な
い
。
「
奴
国
王
」
と
い
う
よ
う
な
、
倭
国
内
の

一
国
の
呼
称
と
は
撰
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
、
「
Ａ
の
Ｂ
の
Ｃ
国
王
」
と
読
ん
で
、
「
Ｃ
国
王
」
に
金
印
が
与
え
ら
れ

た
と
し
た
ら
、
中
間
の
「
Ｂ
」
の
〃
位
取
り
〃
は
何
か
。
不
明
で
あ
る
。
こ
の

点
、
従
来
「
定
説
」
視
さ
れ
て
き
た
三
宅
読
解
は
、
あ
ま
り
に
も
疑
問
の
多
き

も
の
、
そ
の
よ
う
に
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
ら
に
、
三
国
志
の
倭
人
伝
を
精
細
に
分
析
す
る
と
、
三
宅
読
解
の
非
で
あ

る
こ
と
は
、
さ
ら
に
確
実
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
、
次
に
論
じ
よ
う
。

（
一
）
志
賀
島
の
金
印
に
つ
い
て
、
後
漢
書
倭
伝
が
光
武
帝
授
与
の
史
実
を

記
し
た
こ
と
、
著
名
で
あ
る
。
後
漢
書
は
五
世
紀
、
南
朝
劉
宋
の
成
立
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
史
実
は
「
後
漢
↓
魏
・
西
晋
↓
東
晋
・
南
朝
劉
宋
」
と
い
う
各
王

朝
の
間
に
「
記
録
伝
承
」
の
行
わ
れ
た
こ
と
、
疑
い
が
た
い
。

換
言
す
れ
ば
、
三
国
志
の
著
者
陳
寿
は
西
晋
の
史
官
で
あ
る
か
ら
、
当
然
こ

の
史
実
に
関
し
、
知
悉
し
て
い
た
も
の
、
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
事
実
、
倭

人
伝
の
冒
頭
に
、

漢
の
時
朝
見
す
る
者
有
り
、
今
、
使
訳
通
ず
る
所
、
三
十
国
。

と
書
い
て
い
る
、
そ
の
前
半
は
、
こ
の
記
事
（
後
漢
代
の
史
実
）
を
暗
示
し
て

い
る
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
現
在
（
三
世
紀
）
の
倭

国
、
邪
馬
壹
国
は
、
後
漢
の
金
印
授
与
国
の
後
継
王
朝
で
あ
る
。
」
と
の
立
場

を
し
め
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
右
に
論
証
し
た
よ
う
に
、
邪
馬
壹
国
の
あ
り
か
が
「
博
多
湾
岸
と

そ
の
周
辺
」
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
場
所
（
博
多
湾
岸
の
志
賀
島
）
に
出
土
し
た

金
印
授
与
国
の
後
継
同
一
王
朝
な
り
、
と
の
右
の
史
料
判
断
帰
結
は
、
こ
と
の

一
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道
理
と
筋
道
か
ら
見
て
、
自
然
の
帰
路
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
委
（
倭
）
奴

国
」
は
や
は
り
「
委
の
奴
の
国
」
で
は
な
く
、
〃
倭
人
族
の
總
称
〃
と
し
て
の

「
委
奴
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
次
の
点
か
ら
も
追
証
し
う
る
。
も
し
志
賀
島
の
金
印
の
授
与
国
が

「
奴
（
な
）
国
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
倭
人
伝
中
の
奴
国
記
事
中
に
、
こ
の

歴
史
事
実
に
対
し
て
何
の
言
明
も
な
い
の
は
不
可
解
で
あ
る
。

こ
の
奴
国
は
「
二
万
余
戸
有
り
」
と
あ
る
上
、
「
官
、
兒
馬
狐
、
副
、
卑
奴

母
離
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
も
し
こ
の
国
が
、
か
っ
て
の
目
ざ
ま
し
き

栄
光
を
も
つ
志
賀
島
の
金
印
授
与
国
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
必
ず
そ
の
事
実
を

特
記
せ
ぬ
は
ず
は
な
い
。
さ
ら
に
、
三
十
国
列
記
末
尾
の
「
奴
国
」
が
そ
れ
で

あ
れ
ば
、
一
段
と
特
筆
大
書
し
て
、
今
は
「
三
十
国
の
こ
に
す
ぎ
ぬ
存
在
な

が
ら
、
後
漢
代
に
は
こ
の
栄
光
の
日
の
あ
っ
た
事
実
が
明
記
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
そ
れ
は
全
く
記
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

三
国
時
代
の
人
は
、
多
く
後
漢
代
の
生
れ
で
あ
る
こ
と
、
陳
寿
の
父
も
祖
父

も
ま
た
後
漢
代
の
生
れ
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
点
を
か
え
り
み
れ
ば
、
陳
寿
や

魏
晋
朝
の
人
々
が
「
後
漢
の
光
武
帝
の
輝
け
る
金
印
授
与
」
の
史
実
に
対
し
、

一
切
の
伝
承
も
知
聞
も
失
っ
て
い
た
な
ど
と
は
、
こ
れ
を
信
ず
る
こ
と
が
全
く

で
き
な
い
。

そ
の
上
、
あ
の
卑
弥
呼
に
対
す
る
、
魏
の
明
帝
の
金
印
授
与
も
ま
た
、
後
漢

の
光
武
帝
の
金
印
授
与
の
先
例
に
な
ら
っ
た
も
の
、
そ
の
よ
う
に
解
し
て
ほ
ぼ

誤
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
よ
う
に
解
し
て
こ
こ
に
至
れ
ば
、
三
宅
読
解
の
よ
う
な
「
奴
国
読
み
」

の
〃
三
段
細
切
れ
〃
読
法
に
対
し
、
人
々
が
久
し
く
疑
問
を
い
だ
か
ず
に
「
定

説
」
化
し
て
き
た
こ
と
の
非
、
日
本
古
代
史
の
根
幹
へ
の
誤
認
に
関
し
、
き
び

し
く
再
声
三
呼
さ
せ
て
い
た
だ
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

一
一
一

志
賀
島
の
金
印
に
対
し
て
、
さ
ら
に
広
大
な
「
誤
認
」
が
あ
る
。

右
で
は
こ
の
金
印
が
、
倭
国
の
中
の
「
三
十
分
の
こ
の
国
に
対
す
る
授
与

で
は
な
く
、
倭
国
の
中
心
の
王
者
、
倭
人
族
統
一
の
王
者
に
対
す
る
授
与
で
あ

っ
た
こ
と
を
の
べ
た
。

今
は
さ
ら
に
、
単
な
る
「
倭
国
の
中
心
の
王
者
」
に
対
し
て
で
は
な
く
、
「
東

夷
の
代
表
の
王
者
」
に
対
す
る
授
与
で
あ
っ
た
こ
と
を
の
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
史
料
は
、
左
で
あ
る
（
後
漢
書
）
。

二
年
春
正
月
辛
未
、
初
立
北
郊
、
祀
后
士
。
東
夷
倭
奴
国
主
遣
使
奉
献
。

（
「
王
」
で
な
く
「
主
」
）

（
光
武
帝
、
中
元
二
年
、
帝
紀
一
下
）

右
で
「
東
夷
の
…
…
」
と
い
う
形
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
事
実
、
こ
れ
が
従
来

は
看
過
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
冠
詞
の
も
と
、
「
倭
の
奴
の

国
」
と
い
う
よ
う
な
細
切
れ
の
国
名
で
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
（
他
に
例
が
な
い
）

こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
す
で
に
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
今
の
問
題
は

「
東
夷
世
界
の
中
で
の
金
印
授
与
」
と
い
う
大
視
野
の
中
で
、
記
載
さ
れ
て
い

る
と
い
う
事
実
が
重
要
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
金
印
授
与
は
、
〃
東
夷
世
界
の
中
の
代
表
″
と
し
て
で
あ

る
、
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
が
し
め
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
ぜ
な
ら
、
鮮
卑
・
烏
丸
・
夫
余
・
高
句
麗
・
東
沃
沮
・
描
婁
・
減
・
韓
・

倭
と
い
う
東
夷
の
国
々
の
中
で
、
中
国
（
後
漢
）
の
天
子
か
ら
金
印
を
授
与
さ

れ
た
の
は
、
「
倭
奴
国
王
」
ひ
と
り
で
あ
り
、
他
に
な
い
。
こ
の
事
実
を
、
従
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来
の
論
者
は
直
視
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
、
決
し
て
現
在
の
国
家
関
係
の
中
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
眼
鏡
で
、

ち
よ
う

こ
と
を
喋
喋
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
～
二
世
紀
の
史
実
、
客
観
的
な

位
取
り
を
正
確
に
う
け
と
め
る
こ
と
、
こ
の
一
事
が
肝
心
で
あ
る
。

こ
の
点
、
の
ち
に
、
五
世
紀
の
南
朝
劉
宋
の
時
代
、
倭
王
は
「
六
国
諸
軍
事

…
」
の
称
号
に
固
執
し
、
中
国
側
も
、
一
部
修
正
を
行
い
な
が
ら
も
、
大
筋
に

お
い
て
こ
れ
を
認
承
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
称
号
の
事
例
は
、
東
夷
世
界
中
、

他
に
例
が
な
い
。
こ
の
点
、
先
の
後
漢
書
中
の
「
金
印
授
与
の
倭
奴
国
」
と
の

関
係
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

当
後
漢
書
自
身
、
五
世
紀
の
南
朝
劉
宋
期
に
お
け
る
成
立
で
あ
る
こ
と
を
思

え
ば
、
こ
の
両
者
の
関
連
は
無
視
な
い
し
軽
視
さ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
同
時
に
、
こ
の
問
題
は
、
お
そ
る
べ
き
史
実
、
歴
史
の
関
連
を
暗
示
し
て

い
る
。
そ
れ
は
次
の
命
題
で
あ
る
。
い
わ
く
「
一
世
紀
の
倭
奴
国
と
、
五
世
紀

の
倭
国
（
倭
の
五
王
）
と
は
、
同
一
の
継
承
王
朝
で
あ
る
。
」
と
。

す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
九
州
王
朝
」
の
命
題
が
こ
こ
に
望
見
さ
れ
た
の
で

あ
る
。木

佐
命
題
の
出
現
は
、
四
～
七
世
紀
の
日
本
古
代
史
像
に
対
し
て
も
新
た
な

論
証
へ
の
刺
激
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
旧
唐
書
で
は
「
倭
国
伝
」
と
「
日
本
国
伝
」
と
を
別
伝
と

し
て
並
置
し
て
い
る
。
前
者
は
七
世
紀
以
前
、
後
者
は
八
世
紀
以
降
の
国
名
と

す
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
は
、
後
者
を
も
っ
て
前
者
の
〃
分
流
〃
と
し
、

八
世
紀
以
降
、
後
者
が
前
者
を
併
呑
し
た
も
の
と
見
な
す
の
で
あ
る
。

四

地
理
的
に
は
、
前
者
は
九
州
（
筑
紫
）
、
後
者
は
近
畿
が
中
心
で
あ
る
。
そ

の
史
料
は
左
の
よ
う
だ
。

倭
国
は
古
の
倭
奴
国
な
り
。
京
師
を
去
る
こ
と
一
万
四
千
里
、
新
羅
東
南

の
大
海
の
中
に
あ
り
、
山
島
に
依
っ
て
居
る
。
東
西
は
五
月
行
、
南
北
は
三

月
行
。
世
豊
中
国
と
通
ず
。
そ
の
国
、
居
る
に
城
郭
な
く
、
木
を
以
て
棚
を

』
）

為
し
、
草
を
以
て
屋
を
為
す
。
四
面
に
小
島
、
五
十
余
国
あ
り
、
皆
焉
れ
に

附
属
す
。
（
下
略
）

日
本
国
は
倭
国
の
別
種
な
り
。
そ
の
国
日
辺
に
あ
る
を
以
て
、
故
に
日
本

を
以
て
名
と
な
す
。
あ
る
い
は
い
う
、
倭
国
は
自
ら
そ
の
名
の
雅
な
ら
ざ
る

に
〃
、

を
悪
ゑ
、
改
め
て
日
本
と
な
す
と
。
あ
る
い
は
い
う
、
日
本
は
旧
小
国
、
倭

国
の
地
を
併
せ
た
り
と
。
そ
の
人
、
入
朝
す
る
者
、
多
く
自
ら
誇
大
、
実
を

こ
た

』
）

以
て
対
え
ず
。
故
に
中
国
焉
れ
を
疑
う
。
ま
た
い
う
、
そ
の
国
の
界
、
東
西

詮

南
北
各
言
数
千
里
あ
り
、
西
界
南
界
は
威
な
大
海
に
至
り
、
東
界
北
界
は
大

山
あ
り
て
限
り
を
な
し
、
山
外
は
即
ち
毛
人
の
国
な
り
と
。
（
下
略
）

右
に
し
め
さ
れ
た
古
代
像
は
、
わ
た
し
た
ち
が
教
科
書
等
で
馴
致
し
て
き
た

も
の
と
は
全
く
異
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
場
合
、
近

畿
天
皇
家
、
い
わ
ゆ
る
大
和
朝
廷
が
歴
史
発
展
の
中
心
で
あ
る
か
に
見
え
て
い

る
。
戦
前
の
皇
国
史
観
で
は
、
も
と
よ
り
こ
れ
を
強
調
し
た
。
戦
後
の
歴
史
学

に
お
い
て
も
、
五
世
紀
以
降
は
近
畿
天
皇
家
中
心
と
見
な
す
こ
と
通
例
で
あ
り
、

「
邪
馬
台
国
」
近
畿
説
の
場
合
は
、
三
世
紀
以
降
を
「
近
畿
中
心
」
の
歴
史
発

展
と
見
な
し
て
こ
れ
を
怪
し
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。

し
か
る
に
今
、
旧
唐
耆
の
し
め
し
た
日
本
古
代
史
像
を
裏
づ
け
る
べ
き
、
強

力
な
二
つ
の
論
証
が
見
出
さ
れ
た
。
一
は
「
郭
務
綜
の
論
証
」
、
二
は
「
仲
満

の
論
証
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
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先
ず
「
郭
務
綜
の
論
証
」
。
日
本
書
紀
の
天
智
紀
に
よ
る
と
、
唐
の
劉
仁
願

の
部
将
、
郭
務
悔
か
四
回
に
わ
た
っ
て
日
本
列
島
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

①
（
天
智
三
年
八
六
六
四
Ｖ
）
夏
五
月
の
戊
申
の
朔
甲
子
、
百
済
の
鎮
将
劉

仁
願
、
朝
散
大
夫
郭
務
綜
等
を
遣
わ
し
て
、
表
函
と
献
物
を
進
ず
。

②
（
天
智
四
年
）
九
月
の
庚
午
の
朔
壬
辰
、
唐
国
、
朝
散
大
夫
折
州
司
馬
上

柱
国
劉
徳
高
等
を
遣
わ
す
。
（
等
と
い
ふ
は
、
右
戎
衛
郎
将
上
柱
国
百
済

禰
軍
・
朝
散
大
夫
柱
国
郭
務
綜
を
謂
ふ
。
凡
て
二
百
五
十
四
人
。
七
月
二

十
八
日
に
、
対
馬
に
至
る
。
九
月
二
十
日
に
、
筑
紫
に
至
る
。
二
十
二
日

に
、
表
函
を
進
ず
。
）

③
（
天
智
八
年
、
是
歳
条
）
又
大
唐
、
郭
務
綜
等
二
千
余
人
を
遣
わ
せ
り
。

④
（
天
智
十
年
）
十
一
月
の
甲
午
の
朔
癸
卯
、
対
馬
国
司
、
使
を
筑
紫
太
宰

た

府
に
遣
わ
し
て
言
う
、
「
月
生
ち
て
二
日
、
沙
門
道
久
・
筑
紫
君
薩
野
馬

・
韓
嶋
勝
裟
婆
・
布
師
首
磐
、
四
人
、
唐
よ
り
来
り
て
曰
く
「
唐
国
の
使

人
郭
務
椋
等
六
百
人
、
送
使
沙
宅
孫
登
等
一
千
四
百
人
、
總
合
し
て
二
千

人
、
船
四
十
七
隻
に
乘
り
て
、
倶
に
比
知
嶋
に
泊
り
て
、
相
謂
ひ
て
曰
く
、

今
吾
輩
の
入
船
、
数
衆
し
。
忽
然
と
彼
に
到
ら
ば
、
恐
ら
く
は
彼
の
防
人
、

と
よ

や
う
や
く

驚
き
骸
み
て
射
戦
は
む
と
い
ふ
。
乃
ち
道
久
等
を
遣
わ
し
て
、
預
め
梢
に

来
朝
之
意
を
披
陳
す
。
』
と
。
」

以
上
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
一
年
前
後
の
短
期
間
な
が
ら
、
わ
ず
か

十
年
前
後
の
中
に
四
回
も
こ
の
国
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
都
度
、
軍
事
報

告
書
が
上
司
た
る
劉
仁
願
へ
、
や
が
て
は
長
安
な
る
唐
の
天
子
（
高
宗
、
六
四

九
～
八
三
）
に
報
告
さ
れ
た
こ
と
、
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
白
江
の
戦
（
白

村
江
の
戦
）
後
の
倭
国
に
関
す
る
、
政
治
上
、
軍
事
上
の
実
状
報
告
で
あ
っ
た

こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

「
郭
務
綜
の
論
証
」
を
さ
ら
に
確
実
に
す
る
も
の
、
そ
れ
は
「
仲
満
の
論
証
」

で
あ
る
。

仲
満
は
、
日
本
名
、
阿
倍
仲
麻
呂
。
近
畿
天
皇
家
か
ら
八
世
紀
前
半
、
遣
唐

使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
こ
と
、
著
名
で
あ
る
。
爾
来
五
十
年
、
長
安
に
と
ど
ま

り
、
唐
朝
の
高
級
官
僚
を
歴
任
し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
歴
か
ら
見
れ
ば
、
旧
唐
書
日
本
国
伝
の
記
載
の
「
根
本
資
料
」

が
彼
自
身
の
情
報
に
よ
っ
た
こ
と
、
少
く
と
も
そ
の
裏
づ
け
を
え
て
い
た
こ
と
、

つ
シ
フ

確
実
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
唐
朝
内
に
彼
以
上
の
「
日
本
国
、
通
」
の
い
た

こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
彼
と
て
、
「
日
本
国
」
に
関
す
る

す
べ
て
を
知
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
考
え
ら
れ
ぬ
け
れ
ど
や
は
り
、
国

が
一
つ
か
二
つ
か
、
首
都
が
ど
こ
か
、
そ
の
よ
う
な
肝
心
の
事
実
に
無
知
で
あ

っ
た
と
は
、
遣
唐
使
と
い
う
彼
の
職
務
か
ら
見
て
も
到
底
考
え
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ

と
言
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
ら
に
、
「
倭
国
」
と
「
日
本
国
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
旧
唐
書
の
語

と
す
れ
ば
、
旧
唐
書
倭
国
伝
記
載
の
「
根
本
資
料
」
は
、
こ
の
郭
務
綜
報
告

に
あ
っ
た
こ
と
、
疑
う
こ
と
が
で
き
ぬ
。
も
と
よ
り
こ
の
四
回
の
訪
問
に
よ
っ

て
、
郭
務
綜
が
倭
国
の
実
態
を
細
部
ま
で
十
二
分
に
把
握
し
え
た
と
見
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
反
面
、
国
が
一
つ
か
二
つ
か
、
そ
の
首
都
が
ど
こ
に

あ
る
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
関
し
、
全
く
誤
認
し
、
誤
報
し
た
、
な
ど
と
見

な
す
な
ら
ば
、
極
め
た
る
武
断
と
い
う
他
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
す
れ
ば
、
旧
唐
書
の
倭
国
記
述
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
信
愚
す
べ
し
。

ｌ
わ
た
し
た
ち
に
は
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
以
外
の
道
は
な
い
の
で
あ
る
。

五
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従
来
の
日
本
古
代
認
識
と
全
く
相
反
す
る
認
識
に
、
わ
た
し
は
な
ぜ
到
達
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
研
究
史
上
の
意
義
を
求
め
て
承
よ
う
。

問
題
の
基
本
、
そ
れ
は
依
拠
史
料
の
い
か
ん
に
あ
る
。
従
来
の
歴
史
学
は
、

古
事
記
・
日
本
書
紀
の
「
公
示
」
な
い
し
「
指
示
」
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
自

家
の
歴
史
認
識
の
根
幹
と
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
も
し
こ
の
両
書
の
提
示
す

る
と
こ
ろ
が
正
鵠
を
え
て
い
た
な
ら
ば
、
従
来
の
歴
史
叙
述
の
大
筋
は
是
と
な

ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
れ
に
反
し
、
も
し
両
書
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
が
、
近
畿
天

皇
家
の
権
力
の
利
害
に
よ
る
「
主
観
性
」
を
根
幹
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ

の
両
書
に
依
拠
す
る
歴
史
学
も
ま
た
、
こ
れ
と
運
命
を
共
に
す
る
も
の
と
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
人
類
史
の
各
所
に
お
い
て
、
一
定
の
権
力

る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
阿
部
仲
麻
呂
の
所
述
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ

な
ら
仲
麻
呂
の
出
生
は
、
七
世
紀
以
前
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
倭
国
時
代
」
で
あ

る
と
共
に
、
そ
の
活
躍
期
は
八
世
紀
以
降
の
「
日
本
国
時
代
」
に
属
し
て
い
る
。

し
て
象
れ
ば
、
こ
の
両
国
の
関
係
に
つ
い
て
彼
ほ
ど
の
情
報
通
、
い
わ
ば
生
証

人
は
、
唐
朝
内
広
し
と
い
え
ど
も
、
彼
の
右
に
出
る
者
は
い
な
か
っ
た
と
称
し

て
過
言
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
観
察
し
て
く
れ
ば
、
旧
唐
書
日
本
国
伝
の
所
述
、
ま
た
倭
国

と
日
本
国
と
の
関
係
に
関
す
る
所
述
は
、
そ
の
大
筋
に
お
い
て
信
愚
性
あ
り
、

そ
の
よ
う
に
判
定
す
る
他
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
仲
麻
呂
が
す
で
に
近
畿
天
皇
家
外
に
あ
り
、
そ
の
「
官
制
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
」
に
束
縛
・
制
肘
さ
れ
る
必
要
の
存
し
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
一
点
も
、

歴
史
の
証
人
と
し
て
貴
重
無
比
の
資
格
と
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

一
ハ

を
背
景
に
し
て
成
立
し
た
「
公
史
」
は
、
こ
の
種
の
欠
陥
を
も
つ
こ
と
、
少
し

と
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
隣
国
た
る
唐
朝
の
場
合
、
そ
の
憂
い
は
存
在
し
な
い
。
己
が

権
力
樹
立
に
関
す
る
叙
述
と
は
別
に
、
隣
国
た
る
倭
国
の
歴
史
に
関
し
、
こ
れ

を
歪
め
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
は
、
こ
れ
を
本
質
上
、
認
め
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
上
、
本
稿
に
お
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
一
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
従
来
の
歴
史
学
の
方
法
は
、
こ
の
日
本
列
島
と
い
う
島
国
内
の
「
正

史
」
の
叙
述
を
絶
対
軸
と
し
、
隣
の
大
国
、
歴
史
記
述
に
永
い
伝
統
を
も
つ
唐

朝
の
正
史
の
叙
述
を
軽
易
に
抹
殺
す
る
、
そ
の
よ
う
な
主
観
主
義
の
立
場
に
立

つ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
上
、
魏
・
西
晋
朝
や
唐
朝
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
軍
事
司
令
官
の
軍
事

的
政
治
的
報
告
書
の
信
遍
性
を
軽
々
し
く
無
視
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
さ

ら
に
、
当
日
本
国
か
ら
唐
朝
へ
派
遣
さ
れ
た
使
者
の
認
識
を
も
軽
易
に
無
視
す

る
立
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
、
日
本
列
島
と
中
国
大
陸
と
の
間
と
い
う
、
空
間
の
つ
な
が
り
を
無
視

し
て
歴
史
観
を
立
て
る
、
そ
の
弊
に
陥
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て

そ
の
い
っ
た
ん
立
て
た
歴
史
観
の
わ
く
以
外
の
も
の
に
対
し
、
一
切
無
視
し
て

そ
の
提
議
を
し
り
ぞ
け
る
、
い
わ
ば
「
井
の
中
の
独
断
」
を
、
学
界
の
名
に
お

い
て
久
し
く
し
て
き
た
の
で
な
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。

こ
の
一
点
を
、
こ
の
一
文
を
も
っ
て
、
日
本
古
代
史
学
界
の
諸
賢
の
面
前
に

さ
さ
げ
た
い
と
思
う
。

七

以
上
は
、
こ
の
二
三
年
の
間
に
検
出
さ
れ
、
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
け

一
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れ
ど
、
こ
の
一
点
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
重
大
所
見
が
連
続
し
、
発
見
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
紙
数
の
関
係
上
、
そ
の
要
点
を
列
記
し
よ
う
。

第
一
、
周
朝
第
五
代
の
天
子
穆
王
の
行
実
（
起
居
注
）
を
記
し
た
『
穆
天
子

伝
」
も
ま
た
、
倭
人
伝
と
同
じ
「
短
里
」
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

の
ゑ
な
ら
ず
、
同
書
が
西
晋
の
太
康
二
年
（
二
八
一
）
、
周
朝
末
の
王
墓
よ
り

発
掘
さ
れ
、
竹
書
（
木
簡
漆
書
）
か
ら
漢
字
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
西

晋
朝
の
公
的
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
西
晋
朝
の
史
官
た
る

陳
寿
の
手
に
な
る
「
正
史
」
三
国
志
中
の
倭
人
伝
と
の
「
里
単
位
の
一
致
」
は
、

偶
然
と
は
し
が
た
い
。
す
な
わ
ち
、
前
者
（
周
朝
）
の
継
承
が
後
者
（
西
晋
朝
）

で
あ
る
。
中
間
の
秦
、
漢
の
長
里
（
一
里
Ⅱ
約
四
三
五
メ
ー
ト
ル
）
こ
そ
異
例

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
上
、
東
晋
以
降
、
現
代
ま
で
、
「
長
里
」
系
列
の
里

単
位
だ
っ
た
た
め
、
こ
の
重
要
な
歴
史
事
実
が
見
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
、
こ
の
点
、
さ
ら
に
重
大
な
問
題
を
惹
起
す
る
。
も
し
周
朝
の
公
認
里

単
位
が
「
短
里
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
四
書
・
五
経
は
す
な
わ
ち
「
周
代
成

立
の
古
典
群
」
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
「
短
里
」
で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
と
な

ろ
う
。
し
か
し
、
従
来
の
中
国
古
典
研
究
史
上
、
「
短
里
」
の
史
的
存
在
を
前

提
に
す
る
議
論
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
明
治
時
代
の
東
洋
史
の
大
家
、

東
大
の
白
鳥
庫
吉
氏
も
、
京
大
の
内
藤
湖
南
氏
も
、
共
に
倭
人
伝
内
の
里
数
値

を
「
誇
張
値
」
の
ご
と
く
解
し
て
、
怪
し
む
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
論
語
・
孫
子
を
は
じ
め
、
各
周
代
成
立
文
献
を
検
し
た
と
こ
ろ
、

果
し
て
そ
れ
ぞ
れ
「
短
里
」
と
解
す
れ
ば
矛
盾
な
き
と
こ
ろ
、
後
代
の
、
現
代

に
至
る
各
註
釈
者
が
こ
れ
を
「
長
里
」
で
解
せ
ん
と
欲
し
た
た
め
、
さ
ま
ざ
ま

の
「
錯
誤
」
や
「
原
文
改
定
」
の
挙
に
奔
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
そ
の
実
証

が
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
別
論
文
を
も
っ
て
詳
述
し
た
い
。

第
三
、
こ
と
に
確
認
す
べ
き
点
、
そ
れ
は
次
の
一
点
で
あ
る
。

「
倭
人
伝
の
里
単
位
は
、
魏
・
西
晋
朝
の
天
子
の
里
単
位
と
一
致
す
る
。
」

な
ぜ
な
ら
、
張
政
の
軍
事
報
告
書
の
反
映
と
し
て
の
倭
人
伝
、
と
い
う
立
場

に
立
つ
限
り
、
発
信
人
（
張
政
）
と
受
信
人
（
魏
・
西
晋
朝
の
天
子
）
と
、
両

者
の
依
拠
す
る
里
単
位
が
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
一
事
は
、
お
よ
そ
自
明
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
否
と
す
る
論
者
は
、
そ
れ
が
不
同
一
で
あ
る
事
例
を
、
世

界
の
、
ま
た
中
国
で
三
国
志
以
前
の
「
先
例
」
に
よ
っ
て
し
め
さ
ざ
る
限
り
、

立
論
不
成
立
と
い
う
他
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
自
明
の
一
事
が
、
従
来
の
「
里
程
」
論
争
、
「
里
単
位
」
論
争
に
お
い

て
、
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
む
し
ろ
奇
怪
と
い
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
四
、
先
の
穆
天
子
伝
に
つ
い
て
、
重
大
な
発
見
が
あ
っ
た
。
穆
王
は
西
王

母
の
国
へ
行
き
、
謁
見
を
受
け
、
「
天
子
」
に
任
命
さ
れ
た
旨
の
文
面
が
あ
る
。

そ
の
上
、
穆
王
か
ら
西
王
母
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
品
は
「
獄
ず
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
穆
王
が
下
位
者
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
の
表
記
で
あ
る
。
西
王
母
は
実

在
の
「
玉
の
女
王
」
で
あ
り
、
の
ち
に
「
神
仙
」
化
さ
れ
た
。
文
中
で
彼
女
は

た
だ

「
我
は
惟
、
帝
な
り
。
」
と
言
い
、
東
晋
の
郭
漢
は
、
「
帝
は
、
天
帝
な
り
。
」

と
註
し
て
い
る
。
後
来
、
中
国
の
天
子
が
「
玉
印
」
を
天
子
の
印
と
し
て
慣
用

す
る
の
も
、
こ
の
由
来
を
考
え
れ
ば
、
不
思
議
で
は
な
い
。

実
在
の
「
西
玉
（
Ⅱ
王
）
母
の
邦
」
は
、
青
海
を
前
庭
、
新
彊
を
後
庭
と
し
、

敦
煙
盆
地
を
中
枢
域
と
す
る
、
玉
と
彩
陶
土
器
の
先
進
文
明
圏
だ
っ
た
。
夏
・

段
・
周
の
後
進
文
明
は
、
こ
れ
を
模
倣
し
、
継
承
し
た
文
明
地
盤
の
上
に
成
立

し
、
金
属
文
明
国
家
と
し
て
巨
大
化
し
た
の
で
あ
る
。
（
金
属
文
明
は
、
ト
ル

コ
な
ど
、
西
方
か
ら
の
伝
播
か
。
）

以
上
の
文
明
状
況
、
史
上
の
事
実
を
、
観
念
に
よ
っ
て
逆
転
し
た
の
が
、
孔

一
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し
か
し
な
が
ら
、
漢
字
の
中
に
「
玉
（
Ⅱ
王
）
へ
ん
」
や
「
貝
へ
ん
」
の
貴

字
・
佳
字
の
多
い
こ
と
を
見
て
も
、
漢
字
成
立
以
前
に
、
「
玉
文
明
圏
」
（
西
方
）

「
貝
文
明
圏
」
（
東
方
・
南
方
海
上
）
か
ら
の
影
響
の
絶
大
で
あ
っ
た
事
実
は
、

隠
せ
な
い
。
い
か
に
小
で
あ
っ
て
も
、
一
冊
の
漢
和
字
典
の
し
め
す
歴
史
は
、

史
記
・
漢
書
の
語
る
と
こ
ろ
を
、
は
る
か
に
オ
ー
バ
ー
し
、
か
つ
雄
弁
な
の
で

あ
る
。

子
と
そ
の
一
派
の
「
儒
教
」
で
あ
っ
た
。
黄
河
流
域
中
心
の
、
「
中
華
至
上
主

義
」
を
鼓
吹
し
、
「
周
の
王
朝
は
、
夏
・
段
と
い
う
中
原
の
文
明
の
継
承
者
で

あ
り
、
西
戎
の
ご
と
き
蛮
族
に
は
依
拠
せ
ず
。
」
と
稽
し
た
。
そ
し
て
そ
の
思

想
的
心
臓
部
に
「
周
の
天
子
、
至
上
主
義
」
を
説
い
た
。
た
め
に
、
秦
の
始
皇

帝
に
忌
ま
れ
、
焚
書
坑
儒
の
災
に
逢
う
た
が
、
漢
代
に
な
っ
て
「
国
教
」
と
し

て
劇
的
に
復
活
し
た
。
「
中
国
の
天
子
、
至
上
主
義
」
は
、
中
国
史
上
一
貫
す

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
化
し
た
の
で
あ
る
。

司
馬
遷
の
史
記
、
班
固
の
漢
書
は
、
共
に
「
漢
朝
の
正
史
」
だ
っ
た
。
故
に
、

「
中
華
至
上
主
義
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
史
実
に
対
し
て
大
胆
な
改

削
の
手
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
原
文
明
の
先
達
た
る
、
「
向
西

回
路
」
（
西
安
よ
り
郭
煙
へ
）
を
中
心
と
す
る
一
大
文
明
に
つ
い
て
、
口
を
つ

ぐ
ん
だ
の
で
あ
る
。
ま
た
日
本
列
島
か
ら
江
南
（
会
稽
山
中
心
）
に
至
る
、
悠

遠
な
る
土
器
文
明
（
縄
文
・
新
石
器
文
明
）
か
ら
の
影
響
に
関
し
て
も
、
口
を

け
ん
ら
ん

つ
ぐ
ん
だ
の
で
あ
る
。
ま
た
金
属
器
文
明
に
関
し
て
も
、
あ
の
絢
欄
た
る
馬
王

堆
の
文
明
に
関
し
て
は
、
史
記
の
語
る
こ
と
、
何
ぞ
少
き
、
当
地
が
か
っ
て
の

「
南
蛮
」
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
無
視
し
て
は
、
説
明
し
が
た
い
の
で
は
あ
る

「
南
蛮
」

ま
い
か
。

日
本
に
お
け
る
「
天
皇
」
の
概
念
の
成
立
に
関
し
て
も
、
右
の
考
察
は
、
重

大
な
る
示
唆
を
与
え
る
。
こ
の
点
も
、
別
述
し
た
い
。

八
注
Ｖ

（
１
）
事
務
室
は
昭
和
薬
科
大
学
文
化
史
研
究
室
（
責
任
者
、
古
田
武
彦
）

（
２
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
、
主
任
研
究
員

（
３
）
ソ
ウ
ル
近
辺
か
。

（
４
）
「
続
邪
馬
壹
国
」
（
『
多
元
的
古
代
の
成
立
』
上
、
隈
々
堂
刊
、
所
収
）
．
邪

馬
台
国
」
は
な
か
っ
た
』
（
朝
日
新
聞
社
刊
、
角
川
文
庫
を
経
て
朝
日
文

庫
所
収
）

（
５
）
「
（
伊
都
国
～
奴
国
）
百
里
」
は
傍
線
行
程
。

（
６
）
七
十
七
～
八
メ
ー
ト
ル
（
あ
る
い
は
「
八
十
メ
ー
ト
ル
弱
」
）
。
谷
本
測

定
に
よ
る
。
（
Ｙ
・
Ｈ
・
Ｐ
谷
本
茂
氏
）

（
昭
和
薬
科
大
学
教
授
）

一
一
一


