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一
．
大
西
祝
と
和
辻
哲
郎

　

一
九
四
八
年
に
排
除
・
失
効
が
宣
告
さ
れ
た
は
ず
の
教
育
勅
語
が
亡
霊
の
よ
う
に
回
帰
し
て
い
る（

1
）。
こ
の
期
に
戦
前
・
戦
後
に
お

い
て
、
勅
語
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
支
持
や
批
判
が
な
さ
れ
た
の
か
を
回
顧
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
大
西
祝

（
一
八
六
四
―
一
九
〇
〇
）
と
和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
―
一
九
六
〇
）
を
取
り
上
げ
た
い
。
和
辻
哲
郎
の
尊
皇
論
や
、
国
民
道
徳
論
な
ど

は
こ
れ
ま
で
も
重
要
な
論
点
と
し
て
研
究
の
対
象
に
な
っ
て
き
た
。
大
西
祝
に
つ
い
て
は
、
近
年
そ
の
主
要
著
作
が
『
大
西
祝
選
集
』
と

し
て
文
庫
化
さ
れ
る
な
ど
、
再
評
価
さ
れ
て
き
て
い
る
思
想
家
で
あ
り
、
そ
の
教
育
勅
語
批
判
も
当
時
の
明
快
な
批
判
と
し
て
し
ば
し
ば

論
及
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
和
辻
哲
郎
研
究
や
大
西
祝
研
究
に
対
し
て
何
か
を
付
け
加
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
両
者
の
比
較
を
通
じ
て
そ
れ

ぞ
れ
の
忠
孝
論
や
教
育
勅
語
に
対
す
る
視
座
の
特
徴
を
、
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
大
西
と
和
辻
な
の
か
。
二
人
の
生
年
に
は
四
半
世
紀
の
差
が
あ
り
、
大
西
が
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
時
、
和
辻

は
数
え
の
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
二
人
に
直
接
の
交
流
は
な
い
。
和
辻
は
大
西
の『
良
心
起
源
論
』や『
倫
理
学
』の
存
在
を
知
っ
て
い
た
が
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て『
日
本
倫
理
思
想
史
』で
短
い
言
葉
で
評
価
す
る
の
み
で
、『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』は
も
と
よ
り
、そ
の
大
著『
倫

理
学
』
で
も
、
大
西
の
名
前
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
的
関
係
も
な
く
、
和
辻
が
大
西
を
特
に
意
識
し
た
形
跡
も
な
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い
が
、
両
者
は
井
上
哲
次
郎
に
代
表
さ
れ
る
国
民
道
徳
論
者
を
論
敵
と
し
た
と
い
う
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。
国
家
と
倫
理
の
問
題
、
そ

し
て
勅
語
の
問
題
に
つ
い
て
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
繰
り
返
し
議
論
し
、
そ
の
中
で
忠
と
孝
の
概
念
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
い
る
。
両

者
は
ま
た
、
中
国
の
伝
統
思
想
、
と
り
わ
け
儒
教
文
献
へ
の
目
配
り
を
欠
か
さ
な
い
こ
と
で
も
共
通
す
る
。
明
治
思
想
史
を
小
倉
紀
蔵
の

言
う
と
お
り
「
大
き
な
儒
教
化
の
う
ね
り
」
だ
と
す
る
と（

2
）、
大
西
は
そ
の
う
ね
り
の
た
だ
中
で
自
身
の
哲
学
・
倫
理
学
を
構
想
し
た

人
物
で
あ
り
、
和
辻
は
そ
の
う
ね
り
の
余
波
が
、
昭
和
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
大
波
と
な
る
中
を
生
き
た
人
物
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

二
．
普
遍
的
倫
理
と
特
殊
な
国
民
道
徳

二
―
一
．
大
西
祝
の
忠
孝
観

　

大
西
は
、『
倫
理
学
』
に
お
い
て
儒
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
徳
目
を
倫
理
の
根
本
と
し
う
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
中
で
忠
や
孝
に
つ

い
て
も
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
検
討
は
、
き
わ
め
て
論
理
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
忠
に
つ
い
て
は
、「
君
主
の
意
志
と
国
家
の
安

寧
と
が
衝
突
」
す
る
場
合
、
忠
君
は
「
無
条
件
の
義
務
」
で
は
な
く
、
忠
君
が
要
請
さ
れ
る
に
は
愛
国
を
必
要
条
件
と
す
る
と
述
べ
る

（O
S3

、
九
十
八（

3
））。
同
時
に
、
国
民
が
亡
ん
で
も
他
国
に
降
伏
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
命
題
は
、「
直
覚
自
明
の
規
律
」
で
は
な
い

か
ら
、
愛
国
も
ま
た
無
条
件
の
義
務
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
（
同
、
九
十
九
）。
さ
ら
に
、「
国
法
の
定
む
る
所
と
個
人
が

良
心
の
命
ず
る
所
と
の
相
戻
る
こ
と
無
し
と
云
う
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
点
か
ら
、「
政
治
上
の
革
命
と
云
う
こ
と
が
何
故
に
絶
対
的
に
非

な
り
や
」（
同
、
一
〇
〇
）
と
、
革
命
の
正
当
性
を
も
視
野
に
入
れ
る
。
孝
に
つ
い
て
は
、
窃
盗
を
為
せ
と
い
う
親
の
命
令
に
従
う
必
要
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は
な
い
し
、
無
慈
悲
な
親
や
自
分
を
捨
て
た
親
に
敬
愛
の
情
を
尽
く
す
必
要
は
な
い
と
い
う
例
を
挙
げ
、
孝
も
自
明
の
徳
目
で
は
な
い
と

論
じ
ら
れ
る
（
同
、
一
〇
一
―
一
〇
二
）。
大
西
の
結
論
は
、「
忠
と
云
う
も
孝
と
云
う
も
一
定
不
変
自
明
究
極
の
道
徳
的
観
念
又
は
規
律

と
し
て
吾
人
の
直
覚
し
得
べ
き
も
の
に
非
ざ
る
な
り
」（
同
、
一
〇
三
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
「
忠
孝
と
道
徳
の
基
本
」（
一
八
九
三
年
）
に
お
い
て
も
、「
忠
孝
は
道
徳
の
基
本
な
り
」
と
い
う
命
題
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
が
論
理

的
に
検
証
さ
れ
て
い
る
。
倫
理
学
説
に
お
い
て
は
、
一
国
民
に
限
定
さ
れ
ず
「
人
類
に
通
ず
る
終
局
の
基
本
」（O

S2

、
二
二
一
）
を
追

求
す
べ
き
だ
と
い
う
立
場
か
ら
、
忠
も
孝
も
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
徳
行
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
こ
の
命
題
は
偽
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
。

諸
徳
を
網
羅
し
、
正
し
く
善
な
る
行
為
の
基
準
と
な
る
普
遍
的
原
則
こ
そ
が
道
徳
の
基
本
と
な
る
は
ず
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
人
類
全
体

に
妥
当
す
る
倫
理
の
法
則
を
追
求
す
る
大
西
に
と
っ
て
、特
定
の
国
家
や
社
会
は
、「
人
類
存
在
の
目
的
を
成
就
せ
む
為
め
の
倫
理
的
機
関
」

（
同
、二
三
一
）
で
あ
り
、そ
れ
ら
は
考
察
の
対
象
外
に
置
か
れ
る
。「
倫
理
攷
究
の
方
法
并
目
的
」（
一
八
九
一
年
）
で
は
、倫
理
の
研
究
に
、

歴
史
的
な
攷
究
法
と
理
想
追
求
的
な
攷
究
法
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
前
者
か
ら
後
者
に
進
む
べ
き
だ
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
大

西
は
、
一
貫
し
て
理
論
的
推
論
を
手
段
と
し
て
、
当
時
の
忠
孝
論
を
批
判
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
西
は
ま
た
、講
演
「
ス
ト
ア
派
の
精
神
と
武
士
の
気
風
と
を
比
較
し
て
我
が
国
民
の
気
質
に
論
じ
及
ぶ
」（
一
八
九
五
年
）
に
お
い
て
、

武
士
の
忠
義
の
心
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
自
分
の
本
性
に
従
う
こ
と
を
徳
と
考
え
、
体
面
を
尊
び
、
利
益
や
商
売
を
考
え
な
い
、
運
命

に
安
ん
じ
、
自
殺
を
肯
定
す
る
、
と
い
っ
た
武
士
の
気
風
が
、
ス
ト
ア
派
と
似
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
武
士
の
忠
義
心

を「
公
共
心
で
あ
っ
て
国
家
の
団
結
に
は
極
め
て
肝
要
の
も
の
」と
し
つ
つ
、「
忠
義
と
云
っ
て
も
最
早
封
建
時
代
の
考
で
は
い
か
ぬ
」と
し
、

武
士
が
奉
じ
て
い
た
そ
の
「
理
想
を
大
き
く
す
る
必
要
」
を
認
め
る
。
武
士
の
従
来
の
忠
義
が
不
十
分
な
の
は
、
ス
ト
ア
派
が
「
宇
宙
を

貫
い
て
居
る
道
理
心
」
や
神
を
根
拠
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
武
士
に
は
ス
ト
ア
派
の
よ
う
な
哲
学
的
・
宗
教
的
風
味
が
欠
け
、「
専
ら

社
会
的
人
倫
的
」
で
あ
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
大
西
は
、
忠
義
心
を
哲
学
的
、
宗
教
的
な
根
拠
に
対
し
て
開
か
れ
た
も
の
に
す
べ
き
だ



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
四
号

六
六

と
考
え
、
忠
義
心
が
固
陋
に
陥
ら
ぬ
よ
う
警
鐘
を
鳴
ら
す
の
で
あ
る
（O

S3

、
四
九
〇
―
四
九
三
）。
論
文
「
宗
教
と
教
育
」（
一
八
九
四

年
）
に
お
い
て
も
大
西
は
、
儒
教
の
意
義
を
説
く
の
に
「
仁
義
忠
孝
の
観
念
」
だ
け
で
は
十
分
明
晰
で
は
な
く
、
必
ず
天
道
や
性
や
道
と

い
っ
た
「
宗
教
的
若
し
は
哲
学
的
臭
味
」
を
伴
う
こ
と
が
必
要
だ
と
説
い
て
い
る
（O

S2

、三
三
七
―
三
三
八
）。
大
西
は
、忠
や
孝
と
い
っ

た
徳
目
の
必
要
を
認
め
つ
つ
、
哲
学
お
よ
び
宗
教
の
次
元
か
ら
そ
れ
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
望
み
、
忠
孝
の
封
建
的
な
性
格
を

打
破
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

二
―
二
．
和
辻
哲
郎
の
忠
孝
観

　

対
し
て
、
和
辻
は
ど
う
か
。
ま
ず
は
、
和
辻
の
倫
理
学
に
対
す
る
考
え
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
講
演
を
も
と
に
一
九
三
二
年
に
発
表
さ

れ
た
論
文
「
国
民
道
徳
論
」
に
お
い
て
、和
辻
は
「
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
国
民
道
徳
」
と
「
当
為
と
し
て
の
国
民
道
徳
」
と
を
区
別
し
、

前
者
の
研
究
は
道
徳
史
の
任
務
で
あ
り
、
後
者
の
研
究
こ
そ
倫
理
学
の
任
務
で
あ
る
と
す
る
（W

Z23

、
九
十
三（

4
））。
論
文
「
国
民
道

徳
論
」
の
も
と
に
な
っ
た
講
演
の
筆
記
録
「
国
民
道
徳
論
」
で
は
、「
行
為
の
型
は
時
代
や
民
族
に
特
殊
な
も
の
」
で
あ
る
が
、「
超
時
代

民
族
的
に
妥
当
す
る
本
質
を
そ
の
時
代
民
族
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
型
か
ら
区
別
す
る
の
が
倫
理
学
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
（W

Z

別
2
、
五
十
七
）。
和
辻
に
よ
れ
ば
、「
わ
が
国
特
有
の
国
民
道
徳
」
を
主
張
す
る
者
は
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
と
ら
え
損
ね
て
い
る
の
で

あ
る
。
普
遍
的
原
則
を
追
求
す
る
大
西
と
同
様
、
和
辻
も
「
当
為
と
し
て
の
国
民
道
徳
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
に
お
い
て
異
な
る
は
ず
は
な

い
」
と
説
く
（W

Z23

、
九
十
四
）。

　

た
だ
し
、
和
辻
は
普
遍
性
の
水
準
を
ひ
た
す
ら
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、「
原
理
と
し
て
の
同
一
の
国
民
道
徳
が
歴
史
的
風
土
的
に
特

殊
な
国
民
道
徳
と
し
て
実
現
せ
ら
れ
る
と
は
い
え
る
」
と
し
て
、「
歴
史
的
風
土
的
に
特
殊
な
国
民
の
性
格
（ēthos

）」
の
探
求
へ
と
舵
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を
き
る
（W

Z23

、
九
十
四
）。
和
辻
は
、『
風
土
』（
一
九
三
五
年
）
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
を
批
判
し
、
人
間
の
「
歴

史
的
・
風
土
的
構
造
」
を
重
視
し
て
お
り
、
ま
た
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』（
一
九
三
四
年
）
に
お
い
て
、
人
間
は
孤
立
的
存
在

で
あ
る
と
同
時
に
共
同
態
を
形
成
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
和
辻
の
基
本
的
な
立
場
は
、
彼
の
国
民
道
徳

論
に
対
す
る
考
え
と
直
結
し
て
い
る
。『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
か
ら
、
和
辻
の
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。

人
間
の
空
間
性
と
時
間
性
と
は
人
間
の
風
土
性
及
び
歴
史
性
と
し
て
己
れ
を
現
わ
し
て
来
る
。
共
同
態
の
形
成
は
風
土
的
・
歴
史
的

に
特
殊
な
仕
方
を
持
っ
て
い
る
。（
中
略
）
国
民
道
徳
の
原
理
問
題
は
こ
こ
で
解
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。（W

Z9

、
三
十
七
）

　

和
辻
は
戦
前
か
ら
引
き
続
い
て
戦
後
も
天
皇
制
を
擁
護
す
る
が
、
そ
れ
は
天
皇
が
国
民
の
「
全
体
意
志
の
表
現
者
」
で
あ
っ
た
と
い
う

日
本
の
歴
史
的
・
風
土
的
特
殊
性
に
鑑
み
た
判
断
で
あ
る
。
国
民
の
全
体
意
思
の
表
現
者
を
大
統
領
と
す
る
か
、
天
皇
と
す
る
か
は
、「
歴

史
的
伝
統
や
国
民
の
性
格
な
ど
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
単
に
理
論
的
に
定
め
る
わ
け
に
行
か
な
い
」（「
国
民
全
体
性
の
表
現

者
」
一
九
四
八
年
、W

Z14

、
三
四
九
―
三
五
〇
）
と
述
べ
る
と
お
り
、
和
辻
は
純
粋
な
理
論
だ
け
で
は
把
捉
で
き
な
い
要
因
を
十
分
に

考
慮
す
る
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
普
遍
的
な
原
理
も
特
殊
な
型
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
ほ
か
な
い
、
と
い
う
理
論
的
要
請
に
基
づ
く
探
求
で

あ
る（

5
）。
和
辻
に
と
っ
て
天
皇
制
は
、「
歴
史
の
試
煉
を
経
た
」「
不
屈
の
底
力
」（W

Z14

、
三
三
一
）
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

和
辻
と
大
西
と
の
理
論
的
枠
組
の
違
い
は
、
忠
・
孝
概
念
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
相
違
を
生
む
。
大
西
は
、
忠
も
孝
も
と
も
に
限
定
さ

れ
た
徳
目
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
道
徳
の
根
本
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
た
が
、
和
辻
は
、
忠
と
孝
と
の
間
に
大
き
な
隔
た
り

を
看
取
す
る
。
講
演
録
「
国
民
道
徳
論
」
で
、
和
辻
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
四
号

六
八

家
族
は
決
し
て
意
志
を
有
す
る
人
格
的
存
在
で
は
な
い
。
し
か
る
に
国
家
は
意
思
を
有
す
る
人
格
的
存
在
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対

す
る
忠
は
家
族
に
対
す
る
孝
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
家
族
に
対
す
る
関
係
を
国
家
に
対
す
る
関
係
に
ま
で
拡
げ
る
の
は
単
に
推
論
に

す
ぎ
な
い
。
国
家
に
対
す
る
忠
は
孝
よ
り
も
よ
り
普
遍
的
で
あ
り
、
よ
り
強
い
力
を
有
し
て
い
る
。
忠
孝
の
内
容
は
時
代
に
よ
っ
て

変
遷
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
質
は
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
全
体
性
と
し
て
の
国
家
と
多
数
性
、
生
活
共
同

態
と
し
て
の
家
族
と
の
相
違
が
あ
る
。（W

Z

別
2
、
六
十
四
）

　

和
辻
の
主
著
の
一
つ
『
倫
理
学
』
に
お
い
て
も
、
孝
は
家
族
共
同
体
の
中
で
の
み
妥
当
す
る
徳
目
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ

り
で
は
普
遍
的
な
価
値
を
も
つ
。
東
洋
で
孝
の
道
が
重
視
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
社
会
に
お
け
る
家
族
共
同
体
の
地
位
の
重
要
性
に

対
応
す
る
も
の
で
、「
父
母
子
の
共
同
存
在
が
人
間
存
在
の
根
源
的
な
一
段
階
で
あ
る
限
り
、
人
倫
の
道
に
お
い
て
孝
の
道
が
閑
却
せ
ら

れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」（W

Z10

、
四
〇
三
）。
け
れ
ど
も
、「
公
共
的
存
在
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
任
務
に
対
し
て
は
、
孝
の
徳
は

私
的
な
る
も
の
と
し
て
そ
の
場
所
を
譲
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（W

Z11

、
三
五
一
）。
孝
を
称
揚
し
て
「
わ
が
国
固
有
の
美
風
」
と
し

て
力
説
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
「
公
共
道
徳
の
未
発
達
」
を
帰
結
し
た
と
し
て
批
判
さ
れ
る
（
同
、
三
五
六
）。
そ
れ
と
関
連
し
て
国
民

道
徳
論
者
の
忠
孝
一
本
の
考
え
も
批
判
さ
れ
る
。
忠
孝
が
「
封
建
時
代
の
わ
が
国
民
の
上
下
を
通
じ
て
の
根
本
道
徳
と
な
っ
た
」
の
は
事

実
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
国
民
的
統
一
の
意
識
と
か
か
わ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
」（
同
、
三
九
〇
）。
和
辻
に
よ
れ
ば
、「
忠
君
の
封
建

道
徳
を
そ
の
ま
ま
皇
国
の
道
に
押
し
ひ
ろ
め
、「
主
君
」
に
対
す
る
封
建
的
意
識
を
そ
の
ま
ま
天
皇
の
方
へ
移
す
」
の
は
、「
不
用
意
な
混

淆
」（
同
）
で
あ
る（

6
）。



六
九

大
西
祝
と
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
忠
孝
概
念
〔
志
野
〕

三
．
教
育
勅
語
の
普
遍
性

三
―
一
．
和
辻
哲
郎
の
勅
語
観
と
忠

　

し
か
し
和
辻
に
と
っ
て
、忠
は
、封
建
時
代
の「
個
人
的
な
る
君
臣
関
係
に
規
定
せ
ら
れ
た
道
徳
」（W

Z23

、九
十
七
）に
と
ど
ま
ら
な
い
。

封
建
君
主
へ
の
忠
と
厳
密
に
区
別
さ
れ
た
天
皇
に
対
す
る
忠
を
、
和
辻
は
「
国
家
に
対
す
る
忠
」
と
し
て
特
筆
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
忠
の
存
在
は
、
教
育
勅
語
に
よ
っ
て
裏
書
き
さ
れ
て
い
る
、
と
和
辻
は
説
く
。
一
九
一
九
年
の
「
危
険
思
想
を
排
す
」
に
お
い
て
、

和
辻
は
忠
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
ら
ば
我
々
の
忠
と
は
何
で
あ
る
か
。
教
育
勅
語
は
こ
れ
に
つ
い
て
明
ら
か
な
解
釈
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
我
々
が
国
民
と

し
て
そ
の
分
を
つ
く
し
、
社
会
の
一
員
と
し
て
そ
の
愛
と
能
と
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
我
々
が
君
主
と
個
人
的
接
触

を
な
し
得
ざ
る
限
り
、
我
々
が
君
と
国
と
に
対
し
て
な
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
ほ
か
に
は
あ
る
は
ず
が
な
い
。（W

Z22

、
一
四
二
）

　

封
建
時
代
の
よ
う
に
君
主
と
の
直
接
的
な
関
係
が
な
い
以
上
、
事
実
上
、「
忠
」
は
、
天
皇
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
国
民
全
体
と

い
う
枠
の
中
で
、
各
人
が
す
べ
き
こ
と
を
す
る
こ
と
、
に
帰
着
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
枠
の
中
で
実
践
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
徳
目
は
、

忠
に
通
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
徳
の
実
践
は
、「
普
遍
的
な
道
を
行
な
う
こ
と
」（
同
、
一
四
三
）
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
考
え
は
、
戦
前
戦
後
を
通
し
て
変
わ
ら
な
い
。『
世
界
』
の
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
封
建
思
想
と
神
道
の
教
義
」（
一
九
四
六
年
）



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
四
号

七
〇

で
も
和
辻
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

（
教
育
勅
語
で
は
）
孝
、
友
、
和
、
信
、（
中
略
）
義
勇
奉
公
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
倫
的
組
織
に
お
け
る
行
為
の
仕
方
を
示
し
て
い

ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
忠
義
・
忠
君
は
並
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る（

7
）。
天
皇
に
対
す
る
忠
節
は
、
孝
以
下
と
同
列
の
行
為
の
仕
方

で
は
な
く
し
て
、
こ
れ
ら
の
全
部
を
含
ん
だ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。（W

Z14

、
三
二
三
）

　

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
発
刊
さ
れ
た
『
倫
理
学
』
で
も
、そ
の
主
張
は
一
貫
し
て
い
る
。
戦
前
に
出
版
さ
れ
た
『
倫
理
学
』
中
巻
で
、

和
辻
は
教
育
勅
語
を
「
我
々
の
依
拠
す
べ
き
羅
針
盤
」
と
規
定
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
父
母
ニ
孝
ニ
」
以
下
に
昭
示
せ
ら
れ
た
諸
条
は
、
す
で
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
所
に
お
い
て
指
摘
し
て
お
い
た
通
り
、
我
々
が
人
倫
的

組
織
と
し
て
論
じ
て
来
た
諸
段
階
に
お
け
る
人
倫
の
道
で
あ
り
、ま
た
そ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く
包
括
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）

す
な
わ
ち
我
々
は
孝
を
つ
く
す
こ
と
に
お
い
て
同
時
に
忠
を
つ
く
す
の
で
あ
り
、
ま
た
恭
倹
己
れ
を
持
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
同
様

に
忠
を
つ
く
す
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
義
勇
奉
公
に
お
い
て
の
み
忠
を
つ
く
す
の
で
は
な
い
。
天
皇
は
そ
の
臣
民
が
人
倫
の
道
を
踏

む
こ
と
を
欲
し
た
も
う
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
御
心
に
添
い
ま
つ
る
こ
と
が
忠
を
つ
く
す
ゆ
え
ん
と
な
る
の
で
あ
る
。（W

Z10

、

六
二
二
―
六
二
三
）

　

戦
後
に
公
刊
さ
れ
た
『
倫
理
学
』
下
巻
で
も
、
封
建
君
主
へ
の
忠
と
区
別
さ
れ
た
天
皇
へ
の
忠
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。



七
一

大
西
祝
と
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
忠
孝
概
念
〔
志
野
〕

そ
こ
（
引
用
者
注
：
教
育
勅
語
）
に
臣
民
の
道
と
し
て
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
家
族
、
地
縁
共
同
体
、
経
済
的
組
織
、
文
化
共
同

体
、
国
家
な
ど
に
お
け
る
人
倫
の
道
で
あ
っ
て
、
封
建
的
な
「
君
主
へ
の
奉
仕
」
な
ど
を
含
ん
で
い
な
い
。「
忠
良
の
臣
民
」
た
る

た
め
に
は
こ
れ
ら
の
普
遍
的
な
人
倫
の
道
を
実
現
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
特
に
君
主
の
た
め
に
何
か
を
す
る
と
い
う
必
要
は
な

い
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
倫
的
組
織
に
お
い
て
道
を
実
現
す
る
こ
と
が
忠
を
つ
く
す
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
封
建
的
な
忠
義
道
徳
か
ら
の
完
全
な
解
放
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。（W

Z11

、
三
九
一
）

　

天
皇
へ
の
忠
が
「
普
遍
的
な
人
倫
の
道
」
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
普
遍
的
な
原
則
が
日
本
の
風
土
・
歴
史
に
見
合
っ
た
特
殊
な
仕
方
で

表
現
さ
れ
た
も
の
が
、
天
皇
制
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
天
皇
へ
の
忠
は
、
天
皇
と
の
個
人
的
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

一
九
五
二
年
に
発
表
さ
れ
た
「
国
民
道
徳
の
問
題
」
に
お
い
て
和
辻
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

国
民
と
し
て
の
義
務
が
天
皇
個
人
に
対
す
る
忠
誠
と
し
て
観
念
せ
ら
れ
る
限
り
、国
民
国
家
の
立
場
は
理
解
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

国
民
国
家
に
お
け
る
個
々
の
成
員
と
国
民
の
全
体
性
と
の
関
係
は
個
人
的
関
係
で
は
な
い
。
個
と
全
と
の
関
係
で
あ
る
。（W

Z23

、

三
九
五
）

　

同
じ
く
一
九
五
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
で
も
、
元
田
永
孚
の
「
幼
学
綱
要
が
孝
行
、
忠
節
、
和
順
、
友
愛
、
信
義

と
い
う
ふ
う
に
五
倫
を
先
頭
と
し
て
徳
目
を
並
べ
た
と
同
じ
く
」、
教
育
勅
語
も
、「
孝
行
、
友
愛
、
和
順
、
信
義
と
並
べ
な
が
ら
、
し
か

も
忠
節
を
脱
し
て
い
る
こ
と
」
に
着
目
す
る
。
こ
の
こ
と
で
、
教
育
勅
語
は
「
孝
行
も
友
愛
も
和
順
も
す
べ
て
「
忠
良
の
臣
民
」
た
る
た

め
の
契
機
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、「
そ
こ
に
羅
列
さ
れ
た
徳
目
が
、
ほ
ぼ
人
間
存
在
の
諸
段
階
を
包
括
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
四
号

七
二

（W
Z13

、
四
四
二
―
四
四
三
）。
和
辻
は
、
教
育
勅
語
の
「
忠
良
ノ
臣
民
」
と
い
う
文
言
を
も
っ
ぱ
ら
取
り
上
げ
、
冒
頭
の
「
我
カ
臣
民

克
ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ
」
の
部
分
に
は
関
心
を
示
さ
な
い
。
和
辻
自
身
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
勅
語
が
「
歴
史
的
な
序
説
と
し
て
、
忠
孝
を
国

体
の
精
華
と
す
る
思
想
を
掲
げ
た
の
は
、
水
戸
学
の
残
存
勢
力
に
押
さ
れ
た
が
た
め
」
で
、「
教
育
勅
語
の
本
論
は
わ
ざ
わ
ざ
忠
節
の
徳

目
を
省
い
」
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
同
、
四
四
三
―
四
四
四
）。「
彼
（
引
用
者
注
：
教
育
勅
語
の
起
草
者
）
は
倫
理
学
説
に
触
れ
る
ご
と

き
こ
と
を
避
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
通
用
し
て
い
る
常
識
的
な
道
徳
思
想
に
の
み
眼
を
向
け
た
の
で
あ
る
」（
同
、
四
四
二
）。
あ
ら
た

め
て
確
認
す
る
な
ら
、
こ
の
一
九
五
二
年
に
お
け
る
評
価
は
、
一
九
一
九
年
の
「
危
険
思
想
を
排
す
」
に
お
い
て
和
辻
が
公
表
し
た
以
下

の
よ
う
な
見
解
か
ら
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
教
育
勅
語
に
よ
っ
て
宣
揚
せ
ら
れ
た
道
徳
は
、「
古
今
内
外
」
を
通
ず
る
と

こ
ろ
の
普
遍
的
に
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
民
に
特
殊
な
る
も
の
で
は
な
い
」（W

Z22

、
一
四
二
）（

8
）。

三
―
二
．
大
西
祝
の
勅
語
批
判

　

で
は
、
大
西
祝
は
教
育
勅
語
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
。
大
西
祝
も
、
勅
語
に
記
さ
れ
た
内
容
の
普
遍
性
を
認
め
る
。
大
西

は
「
教
育
勅
語
と
倫
理
説
」（
一
八
九
三
年
）
で
、
勅
語
に
述
べ
ら
れ
た
内
容
に
つ
い
て
、「
之
ヲ
古
今
ニ
通
ジ
テ
謬
ラ
ズ
、
之
ヲ
中
外
ニ

施
シ
テ
悖
ラ
ズ
」
と
い
う
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、「
勅
語
に
陳
べ
さ
せ
給
い
た
る
所
は
、決
し
て
一
国
家
一
時
代
に
の
み
行
わ
る
べ
く
し
て
、

他
の
国
他
の
時
に
は
行
わ
る
可
ら
ざ
る
如
き
の
道
徳
に
あ
ら
ず
」（O

S2

、二
六
七
）と
述
べ
る
。そ
の
普
遍
妥
当
性
は
徹
底
し
て
い
る
た
め
、

「
忠
な
る
者
、孝
な
る
者
は
、必
ず
斯
く
斯
く
の
状
態
を
取
る
べ
き
者
な
り
と
云
う
の
説
明
は
、勅
語
の
中
に
は
存
在
」し
な
い
。従
っ
て
、「
強

ち
に
勅
語
を
名
け
て
、
何
国
の
道
徳
、
何
主
義
の
倫
理
と
云
い
て
、
其
根
拠
を
限
る
は
、
是
れ
徒
ら
に
勅
語
の
趣
旨
に
存
せ
ざ
る
の
争
を

惹
き
来
る
者
」（
同
、
二
六
七
―
二
六
八
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
勅
語
は
「
学
理
攷
究
の
自
由
を
保
護
す
る
」
は
ず
で
あ
り
、「
勅
語
に
倫

理
説
的
の
意
義
を
注
ぎ
込
む
は
、
是
れ
却
て
其
功
用
を
狭
ば
む
る
者
」（
同
、
二
六
五
）
な
の
で
あ
る（

9
）。
大
西
は
、
勅
語
を
も
っ
ぱ
ら
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理
論
的
見
地
か
ら
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勅
語
を
空
洞
化
、
無
力
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
蓋
し
勅
語
は
国
民
の
守
る
べ
き
、
個
々

の
徳
行
を
列
挙
し
た
る
者
に
は
あ
れ
ど
も
、
倫
理
を
談
じ
た
る
者
と
は
見
ら
れ
ざ
れ
ば
な
り
」（
同
、
二
六
四
―
二
六
五
）
と
い
う
の
が
、

大
西
の
断
案
で
あ
る
。
勅
語
の
権
威
を
笠
に
着
て
自
身
の
倫
理
説
を
ふ
り
か
ざ
す
の
は
「
卑
怯
」
で
あ
り
、
論
争
は
も
っ
ぱ
ら
「
個
人
間

の
自
由
の
討
究
に
委
ね
」
る
べ
き
な
の
で
あ
る
（
同
、
二
六
八
）。

　

日
本
特
殊
的
な
要
素
、
歴
史
的
な
要
素
を
重
視
し
な
い
大
西
の
倫
理
学
に
お
い
て
、
教
育
勅
語
は
倫
理
学
説
と
し
て
空
疎
な
も
の
と
し

て
棚
上
げ
さ
れ
、
忠
や
孝
も
特
殊
限
定
的
な
も
の
と
し
て
、
普
遍
性
を
標
榜
す
る
立
場
か
ら
重
視
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
和
辻
は

国
家
と
い
う
歴
史
的
・
風
土
的
産
物
を
全
体
性
の
表
現
と
し
て
、
自
身
の
倫
理
学
に
組
み
込
み
、
国
家
お
よ
び
天
皇
へ
の
帰
属
を
忠
と
い

う
徳
目
に
託
し
た
。
繰
り
返
せ
ば
、
こ
の
枠
内
で
「
そ
れ
ぞ
れ
の
人
倫
的
組
織
に
お
い
て
道
を
実
現
す
る
こ
と
」
が
忠
な
の
で
あ
り
、
そ

の
か
ぎ
り
で
忠
は
「
普
遍
的
な
人
倫
の
道
を
実
現
」
す
る
こ
と
に
通
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
き
、
教
育
勅
語
は
、
和
辻
の
倫
理

学
構
想
と
重
な
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
．
国
民
道
徳
論
者
の
忠
孝
観
と
勅
語
観

四
―
一
．
井
上
哲
次
郎

　

和
辻
は
、
封
建
時
代
の
忠
君
と
尊
皇
を
重
ね
、
忠
孝
一
本
を
唱
え
る
国
民
道
徳
論
者
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の
代
表
的
人
物

で
あ
る
井
上
哲
次
郎
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
枠
組
と
し
て
は
和
辻
の
そ
れ
と
似
通
う
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
井
上
哲
次
郎
は
、
勅
語
の
説
く
内

容
を
決
し
て
日
本
に
特
殊
な
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
古
今
東
西
に
共
通
す
る
教
え
の
、
日
本
的
な
現
れ
な
の
で
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あ
る
。
一
八
九
一
年
の
『
勅
語
衍
義
』
の
叙
に
、「
抑
々
徳
義
の
精
神
は
、
古
今
同
一
に
し
て
少
し
も
変
更
す
る
こ
と
な
き
も
、
其
之
れ

を
実
際
施
行
す
る
の
情
状
は
、
時
勢
に
随
ひ
て
変
更
せ
ざ
る
を
得
ず
」
と
言
い（
10
）、
本
文
で
も
「
忠
孝
の
教
は
古
今
不
変
、
東
西
一
貫

と
謂
ふ
べ
き
な
り
」
と
述
べ
る（
11
）。
一
九
一
二
年
の
『
国
民
道
徳
概
論
』
で
も
、
井
上
は
、
倫
理
学
説
と
国
民
道
徳
と
を
分
け
、「
倫
理

学
説
は
国
民
間
に
限
ら
ぬ
、
世
界
的
で
あ
る
」、「
国
民
道
徳
は
特
殊
の
国
民
に
特
有
な
る
道
徳
」
と
規
定
し
た
上
で
、
国
民
道
徳
の
探
求

に
倫
理
学
説
が
欠
か
せ
な
い
と
主
張
す
る
。
過
去
の
伝
統
に
基
づ
い
て
保
守
的
に
な
り
や
す
い
国
民
道
徳
が
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、

将
来
を
眼
中
に
置
く
倫
理
学
説
と
結
び
つ
く
必
要
が
あ
り
、
ま
た
歴
史
的
研
究
に
加
え
て
「
批
判
的
研
究
を
遂
げ
て
、
国
民
道
徳
の
将
来

に
向
つ
て
の
方
針
を
立
て
る
で
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
か
ら
、
畢
竟
「
国
民
道
徳
は
倫
理
学
説
以
外
に
立
つ
者
と
考
へ
て
は
い
か
ぬ
」
の
で

あ
る（
12
）。

　

と
は
い
え
、
井
上
哲
次
郎
は
こ
の
枠
組
を
み
ず
か
ら
放
棄
し
、
ひ
た
す
ら
忠
孝
一
致
と
い
っ
た
日
本
の
国
民
道
徳
の
特
徴
を
描
く
こ
と

に
終
始
す
る
。
西
洋
の
倫
理
や
宗
教
は
、「
往
々
忠
孝
と
云
ふ
こ
と
に
対
し
て
あ
ら
れ
も
な
い
批
評
を
加
へ
る
も
の
」（『
国
民
道
徳
概
論
』、

二
七
五
）と
し
て
、批
判
の
対
象
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
。「
国
民
道
徳
の
変
化
及
び
将
来
」と
題
さ
れ
た
一
章
で
も
、「
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ー
」

は
認
め
て
も
、
国
民
の
性
格
、
民
族
の
性
格
は
「
容
易
に
変
は
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
旧
道
徳
を
廃
し
て
新
道
徳
を
立
て
よ
う
と

す
る
者
を
手
厳
し
く
批
判
し
、
結
果
と
し
て
保
守
的
、
封
建
的
な
国
民
道
徳
を
擁
護
し
て
い
る
。
国
民
道
徳
論
者
に
対
す
る
和
辻
の
「
原

理
的
研
究
と
歴
史
的
研
究
と
の
混
淆
」（W

Z23

、
三
九
〇
）
と
い
う
批
判
は
、
こ
の
よ
う
な
井
上
の
論
調
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

和
辻
は
こ
う
し
た
井
上
の
立
場
を
否
定
す
る
一
方
で
、
井
上
哲
次
郎
が
み
ず
か
ら
裏
切
る
こ
と
に
な
っ
た
、
原
理
的
研
究
と
歴
史
的
研
究

と
の
結
合
と
い
う
枠
組
に
、
具
体
的
内
容
を
与
え
、
そ
れ
を
綿
密
な
体
系
に
練
り
上
げ
て
い
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

枠
組
自
体
は
井
上
だ
け
が
唱
え
た
新
奇
な
も
の
で
は
な
く
、
お
よ
そ
国
民
道
徳
を
考
え
る
上
で
お
お
む
ね
前
提
と
し
て
共
通
に
了
解
さ
れ

て
い
た
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。
関
口
す
み
子
は
、
京
都
帝
国
大
学
倫
理
学
講
座
教
授
で
あ
っ
た
藤
井
健
治
郎
と
和
辻
と
の
近
さ
を
指
摘
し
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て
い
る（
13
）。
関
口
は
ま
た
、「
和
辻
の
主
著
と
さ
れ
る
『
倫
理
学
』（
と
く
に
「
人
倫
的
組
織
」）
は
、
勅
語
衍
義
に
他
な
ら
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
が（
14
）、
こ
れ
は
『
倫
理
学
』
が
勅
語
を
敷
衍
し
た
も
の
だ
と
い
う
論
評
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
和

辻
自
身
も
そ
の
よ
う
な
意
識
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
―
二
．
井
上
円
了

　

加
え
て
、
井
上
円
了
の
所
説
も
比
較
の
た
め
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
井
上
も
ま
た
、「
一
方
に
は
理
論
上
の
講
究
を
も
っ
て
万
国
古

今
共
通
の
道
理
あ
る
こ
と
を
知
る
も
、
ま
た
一
方
に
は
実
際
上
の
講
究
を
も
っ
て
各
国
特
殊
の
道
徳
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
に

よ
り
て
そ
の
国
の
体
性
を
維
持
継
続
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」（『
忠
孝
活
論
』、
一
八
九
三
年（
15
））
と
、
普
遍
的
な
倫
理
と
国
ご
と
の
特
殊
な

道
徳
が
あ
る
こ
と
を
説
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
西
、
和
辻
、
そ
し
て
井
上
哲
次
郎
も
勅
語
の
内
容
の
普
遍
性
を
認
め
て
い
た
の
と
は
異

な
り
、井
上
円
了
は『
勅
語
玄
義
』（
一
九
〇
二
）に
お
い
て
、教
育
勅
語
を
徹
頭
徹
尾
日
本
に
特
殊
な
道
徳
を
記
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
。『
勅

語
玄
義
』
に
拠
れ
ば
、
勅
語
の
内
容
を
忠
孝
を
本
に
し
た
道
徳
の
教
え
と
と
ら
え
る
の
は
表
面
的
な
理
解
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
よ
う
な
忠
や

孝
の
教
え
は
、
中
国
、
朝
鮮
、
そ
し
て
仏
教
の
世
間
道
に
も
見
い
だ
せ
る
も
の
で
、
そ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
の
は
往
々
に
し
て
対
立
す
る

相
対
的
な
忠
と
孝
で
あ
る
。
こ
の
表
面
的
な
理
解
―
―
井
上
円
了
は
そ
れ
を
「
相
対
的
釈
義
」
と
呼
ぶ
―
―
を
乗
り
越
え
、
日
本
に
特
有

な
絶
対
的
忠
を
説
い
た
も
の
と
し
て
勅
語
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
絶
対
的
釈
義
と
呼
ば
れ
る
。「
絶
対
的
忠
は
相
対
的

忠
孝
の
相
合
し
て
一
と
な
」
っ
た
も
の
で
、
忠
孝
一
致
ゆ
え
絶
対
的
孝
と
名
づ
け
て
も
よ
い（
16
）。
教
育
勅
語
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
我
臣

民
克
ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ
」
が
絶
対
的
な
忠
と
孝
、「
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ヘ
シ
」
が
絶
対
的
な
忠
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　
「
爾
臣
民
父
母
ニ
孝
ニ
兄
弟
に
友
ニ
」
以
下
に
、
忠
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
井
上
円
了
は
、「
爾
臣
民
」
と
い
う
「
天
皇
陛
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下
の
御
呼
び
声
が
わ
れ
ら
臣
民
の
本
心
に
反
響
」
す
る
か
ら
、こ
の
一
語
で
忠
道
が
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
（
同
、三
六
三
）。
ま
た
、「
之

ヲ
古
今
ニ
通
シ
テ
謬
ラ
ス
之
ヲ
中
外
ニ
施
シ
テ
悖
ラ
ス
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
万
国
共
通
の
道
徳
を
示
し
た
ま
え
る
も
の
」
で
は
な
く
、

「
日
本
特
有
の
道
徳
を
示
し
た
ま
え
る
」
も
の
で
あ
り
（
同
、
三
六
七
）、
そ
れ
が
古
代
も
将
来
も
変
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
海
外
万
国
に
施
し

た
場
合
も
、
み
な
尊
重
す
る
は
ず
だ
、
と
い
う
意
味
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、
普
遍
的
道
徳
の
日
本
的
現
れ
が
教
育
勅
語
な
の
で
は
な
く
、

こ
の
一
節
は
、
日
本
の
特
殊
な
道
徳
が
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
万
国
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
理
解

さ
れ
る
べ
き
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。「
相
対
は
他
国
に
通
じ
、
絶
対
は
日
本
に
特
殊
」（
同
、
三
六
六
）
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
井
上
円
了
の
論
理
を
採
用
す
る
な
ら
、
大
西
祝
は
教
育
勅
語
の
中
に
相
対
的
な
孝
と
忠
を
読
み
取
り
、
和
辻
は
相
対
的
な
孝
と

絶
対
的
な
忠
を
読
み
取
っ
た
と
言
え
よ
う
。

五
．
和
辻
の
勅
語
理
解
の
妥
当
性

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
和
辻
の
忠
理
解
の
妥
当
性
を
検
証
し
た
い
。
山
田
洸
は
、
和
辻
の
勅
語
理
解
に
関
し
て
、「
勅
語
に
お
け
る
忠
が

臣
民
と
し
て
の
忠
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
」
ず
、「
忠
を
共
和
国
の
人
民
に
も
通
用
す
る
一
般
的
な
概
念
に
転
化
さ
せ
て
い

る
」
と
し
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
「
い
か
に
も
無
理
が
あ
る
」
と
非
難
し
て
い
る（
17
）。
勅
語
の
読
解
と
し
て
無
理
が
あ
る
と
し
て
も
、

和
辻
は
臣
民
を
封
建
的
な
従
属
関
係
か
ら
解
き
放
ち
た
い
と
い
う
狙
い
が
あ
っ
て
、
敢
え
て
無
理
を
し
て
そ
う
読
解
し
た
の
だ
と
言
え
よ

う
。
ま
た
、
忠
を
孝
な
ど
の
他
の
徳
か
ら
切
り
離
す
の
は
、
勅
語
の
起
草
に
関
わ
っ
た
井
上
毅
の
意
図
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
和
辻
は
、
勅
語
を
正
し
く
読
ん
で
い
た
と
も
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
八
木
公
生
『
天
皇
と
日
本

の
近
代
（
下
）
―
―
「
教
育
勅
語
」
の
思
想
』
に
沿
っ
て
述
べ
る
と
、
元
田
永
孚
が
君
臣
を
第
一
と
す
る
五
倫
の
徳
目
体
系
を
提
案
す
る
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の
に
対
し
、
井
上
は
元
田
の
草
案
に
あ
る
「
義
ヲ
見
テ
敢
テ
為
シ
」
や
「
小
利
ヲ
見
ズ
シ
テ
大
忠
ヲ
志
シ
」
と
い
っ
た
君
臣
間
の
徳
目
を

想
起
さ
せ
る
文
言
を
削
除
し
た
。
そ
の
結
果
、「「
父
母
ニ
孝
ニ
、
兄
弟
ニ
友
ニ
、
夫
婦
相
和
シ
、
朋
友
相
信
シ
」
に
価
値
的
な
序
列
意
識

が
稀
薄
」
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
「「
父
母
」
に
、〈
君
臣
〉
関
係
の
比
喩
を
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
」（
18
）。
八
木
は
和
辻
と
同
様
、
教
育

勅
語
を
三
段
に
分
け
、
第
一
段
の
「
我
カ
臣
民
克
ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ
」
と
第
二
段
末
尾
の
「
朕
カ
忠
良
ノ
臣
民
」
と
を
区
別
し
、
第
一
段

は
「
あ
く
ま
で
も
現
在
と
は
区
別
さ
れ
た
過
去
の
事
績
」
で
あ
り
、
第
二
段
末
尾
の
内
容
は
今
の
臣
民
へ
の
訴
え
か
け
と
理
解
す
る
。
八

木
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

『
勅
語
』
は
、「
祖
先
ノ
遺
風
ヲ
顕
彰
ス
ル
」
た
め
に
「
今
」
の
「
臣
民
」
の
な
す
べ
き
営
み
と
し
て
は
「
忠
良
」
た
れ
、
と
い
う
。

そ
れ
で
必
要
か
つ
十
分
だ
と
い
う
。
そ
し
て
「
忠
良
」
は
、前
文
（
引
用
者
注
：「
父
母
ニ
孝
ニ
」
以
下
）
に
記
し
た
こ
と
で
つ
き
る
、

と
い
っ
て
い
る
。
け
っ
し
て
「
忠
孝
」
を
行
な
え
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い（
19
）。

　

和
辻
が
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
で
開
陳
し
た
理
解
と
き
わ
め
て
近
い
解
釈
で
あ
る
。
八
木
は
同
書
で
「
和
辻
哲
郎
の
天
皇
論
」
を
好
意

的
に
評
価
し
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
和
辻
の
影
響
を
受
け
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が（
20
）、
井
上
毅
や
元
田
永
孚
の
資
料
に
目
配
り
を

行
き
届
か
せ
な
が
ら
勅
語
を
解
読
す
る
作
業
を
経
た
こ
の
解
釈
に
は
、
一
定
の
妥
当
性
が
あ
る
と
判
断
で
き
よ
う
。

六
．
具
体
化
と
空
洞
化

　

こ
こ
ま
で
大
西
と
和
辻
の
所
論
を
、
井
上
哲
次
郎
ら
国
民
道
徳
論
者
と
の
距
離
を
も
の
さ
し
に
し
て
対
比
的
に
検
討
し
て
き
た
が
、
別
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の
角
度
か
ら
両
者
の
異
同
を
検
討
し
た
い
。

　

前
述
の
と
お
り
、
大
西
祝
は
普
遍
的
見
地
か
ら
忠
孝
概
念
を
再
検
討
し
、
国
民
道
徳
論
者
が
忠
孝
を
金
科
玉
条
に
す
る
の
を
批
判
し
た
。

し
か
し
倫
理
学
が
ど
の
よ
う
に
実
践
に
関
わ
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
抽
象
的
観
念
を
ど
う
具
体
化
す
る
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
大
西
は
、「
儒
教
と
実
際
的
道
徳
」（
一
八
九
一
年
）
に
お
い
て
、
儒
教
の
実
践
性
を
高
く
評
価
し
、
そ
こ
で
「
具
体
的
の
理
想
」

と
い
う
観
念
を
提
示
す
る（
21
）。「
実
際
」
は
、
今
で
言
う
実
践
に
当
た
る
言
葉
で
あ
る
。
大
西
は
、
孔
孟
の
教
え
に
つ
い
て
、「
此
二
十

年
来
西
洋
的
学
者
の
棄
て
て
顧
み
ざ
り
し
」
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
そ
れ
以
前
ま
で
、「
何
が
故
に
儒
教
の
単
純
な
る
道
徳
的
の
教

訓
が
斯
く
迄
に
勢
力
を
振
い
し
や
」と
、歴
史
的
観
点
か
ら
儒
教
を
再
考
し
よ
う
と
す
る（O

S2

、一
二
三
、一
二
四
）。
儒
教
の
特
質
は
、「
其

説
の
理
論
的
な
ら
ず
し
て
著
し
く
実
際
的
な
る
の
点
」
に
あ
る
が
、
大
西
は
手
放
し
で
儒
教
の
実
践
性
を
称
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く

ま
で
普
遍
的
に
妥
当
す
べ
き
理
論
の
重
要
性
を
強
調
し
つ
つ
、
儒
教
の
実
践
性
に
眼
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
君
臣
の
義
を
含
む
五
倫
な
ど

の
封
建
的
道
徳
を
注
意
深
く
排
除
し
し
つ
つ
、
大
西
が
特
筆
す
る
の
が
「
君
子
」
と
い
う
理
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
想
で
あ
る
が
ゆ
え
に

理
論
と
契
合
し
、「
君
子
」
と
い
う
具
体
性
が
あ
る
か
ら
模
範
と
し
て
実
践
を
促
す
力
を
も
つ
。

且
又
上
下
の
分
別
、
男
女
の
差
別
な
く
し
て
万
人
各
々
に
通
ず
る
の
理
想
は
、
其
宏
き
を
云
え
ば
即
ち
宏
し
と
雖
も
、
却
て
抽
象

的
に
過
ぐ
る
所
あ
り
て
其
効
力
に
於
て
は
、
一
部
分
の
人
に
限
れ
る
具
体
的
の
理
想
に
及
ば
ざ
る
所
あ
る
を
も
記
臆
せ
ざ
る
可
ら

ず
。
是
れ
人
間
の
人
間
た
る
べ
き
一
般
の
理
想
よ
り
も
、
一
個
人
の
具
体
的
の
性
行
が
吾
人
を
動
す
に
力
あ
る
所
以
な
り
。（O

S2

、

一
四
〇
）

　

大
西
は
理
想
の
具
体
化
を
君
子
に
見
る
わ
け
だ
が
、
和
辻
の
場
合
、
普
遍
的
理
念
を
具
体
化
し
た
も
の
は
、
国
家
、
国
民
の
全
体
性
で



七
九

大
西
祝
と
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
忠
孝
概
念
〔
志
野
〕

あ
る
。『
風
土
』
の
一
節
で
、
和
辻
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
論
及
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

国
民
は
ま
さ
に
か
か
る
価
値
個
性
と
し
て
、
個
人
を
そ
の
成
員
と
す
る
全
体
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
自
身
人
類
と
し
て
の

全
体
者
の
一
成
員
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
個
人
は
孤
立
せ
る
一
見
本
と
し
て
抽
象
的
普
遍
に
対
立
し
た
が
、
こ
こ
で
は
個
人

の
上
に
「
真
に
現
実
的
な
全
体
個
性
、
真
の
具
体
的
普
遍
」
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』（R

eden 
an die deutsche N

ation
）
に
お
い
て
力
説
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
国
民
の
個
性
な
の
で
あ
る
。（W

Z8

、
二
二
四
）

　

こ
こ
に
言
う
「
全
体
個
性
」
や
「
具
体
的
普
遍
」
が
、大
西
の
「
具
体
的
の
理
想
」
に
対
応
す
る
。
講
演
筆
記
「
国
民
道
徳
論
」
で
も
、「
い

か
に
し
て
国
民
道
徳
は
普
遍
的
な
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
か
。
具
体
的
普
遍
が
事
実
と
し
て
現
わ
れ
る
と
き
は
必
ず
特
殊
な
形
に
お
い
て

現
わ
れ
る
」（W

Z

別
2
、
五
十
八
）
と
、
国
民
道
徳
に
つ
い
て
、「
具
体
的
普
遍
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
和
辻
哲
郎
は
、
天
皇
と
い
う
個
人
に
、
大
西
の
言
う
よ
う
な
「
君
子
」
と
し
て
の
理
想
を
求
め
て
は
い
な
い
。
天
皇
の
個
人
的

人
格
が
問
題
に
な
る
よ
う
な
ら
、
尊
皇
は
封
建
時
代
の
忠
君
と
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
和
辻
は
、「
絶
対
者
は
絶
対
空
」

（「
日
本
精
神
」、
一
九
三
四
年
、W

Z4

、
三
〇
〇
）
だ
と
説
く
。
絶
対
者
が
具
体
的
な
何
か
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
特
殊
な
民
族
に
該

当
し
て
も
、
別
の
特
殊
な
民
族
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。「
絶
対
精
神
が
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
民
族
精
神
と
し
て
の
み
働
く
」（
同
、

二
九
九
）
た
め
に
は
、
絶
対
者
は
絶
対
空
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
絶
対
者
は
、
皇
室
の
伝
統
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
一
九
四
三
年

に
海
軍
大
学
校
で
行
っ
た
講
演
の
記
録
で
あ
る
「
日
本
の
臣
道
」
で
は
、
西
洋
の
神
と
対
比
し
な
が
ら
、「
我
々
の
祖
先
は
究
極
の
も
の
、

絶
対
的
の
も
の
を
特
殊
の
形
に
限
定
し
な
い
で
、
不
定
の
ま
ま
に
、
無
限
定
の
ま
ま
に
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ

の
無
限
定
の
絶
対
者
が
限
定
さ
れ
た
形
に
お
の
れ
を
現
じ
て
く
る
道
を
捉
え
た
の
で
あ
り
ま
す
」（W

Z14

、
三
〇
七
―
三
〇
八
）
と
説
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く（
22
）。
一
九
三
四
年
の
論
文
で
あ
る
「
弁
証
法
的
神
学
と
国
家
の
倫
理
」
で
は
、
有
に
対
立
せ
ず
「
無
限
に
有
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
の

絶
対
無
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
、そ
れ
は
「
絶
対
他
者
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
が
、神
や
天
皇
の
み
を
指
す
の
で
は
な
い
。
絶
対
無
は
、

一
般
の
「
人
間
存
在
の
構
造
」、
す
な
わ
ち
「
自
他
が
対
立
し
つ
つ
し
か
も
自
性
を
持
た
ず
し
て
相
互
に
依
他
的
で
あ
る
」
と
い
う
構
造

の
基
盤
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
人
間
が
「
国
民
共
同
体
、
す
な
わ
ち
国
家
」
を
形
成
す
る
動
き
も
、「
絶
対
無
の
否
定
的
還
帰
運
動
と
し

て
理
解
せ
ら
れ
る
」（W

Z9

、
四
六
〇
）。
和
辻
は
普
遍
的
な
構
造
と
し
て
、
絶
対
無
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
を
ヘ
ー

ゲ
ル
の
影
響
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
が
、
国
民
道
徳
論
者
の
天
皇
観
、
封
建
的
な
天
皇
観
に
対
す
る
批
判
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。

　

大
西
祝
は
、
教
育
勅
語
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
空
洞
化
し
、
そ
の
代
わ
り
に
「
具
体
的
な
理
想
」
と
し
て
「
君
子
」
と
い
う
個
人
を

実
践
の
た
め
に
要
請
し
た
。
和
辻
は
、
勅
語
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
つ
つ
、
多
数
を
超
え
た
全
体
と
し
て
の
国
家
に
普
遍
の
具
体
化
を
見
、

日
本
国
家
、
国
民
全
体
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
天
皇
を
位
置
づ
け
、
そ
し
て
天
皇
を
空
洞
化
し
た
。
和
辻
の
説
く
忠
は
、
そ
う
し
た
空

洞
へ
の
忠
で
あ
り
、
空
洞
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
構
造
へ
の
忠
だ
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

注（
1
） 

二
〇
一
七
年
三
月
三
十
一
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
「
衆
議
院

議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
教
育
勅
語
の
根
本
理
念
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書
」に
お
い
て
、安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
は「
学
校
に
お
い
て
、

教
育
に
関
す
る
勅
語
を
我
が
国
の
教
育
の
唯
一
の
根
本
と
す
る
よ
う
な

指
導
を
行
う
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
憲
法
や
教
育

基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
一
二
〇
号
）
等
に
反
し
な
い
よ
う
な
形

で
教
育
に
関
す
る
勅
語
を
教
材
と
し
て
用
い
る
こ
と
ま
で
は
否
定
さ
れ

る
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
衆
議
院
ホ
ー



八
一

大
西
祝
と
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
忠
孝
概
念
〔
志
野
〕

ム
ペ
ー
ジ
、http://w

w
w

.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsum
on.

nsf/htm
l/shitsum

on/b193144.htm

（
二
〇
一
七
年
十
一
月
十
三
日

閲
覧
）

（
2
） 

小
倉
紀
蔵
『
朱
子
学
化
す
る
日
本
近
代
』（
藤
原
書
店
、

二
〇
一
二
）、
十
二
頁
。

（
3
） 

小
坂
国
継
編
『
大
西
祝
選
集
』
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
三
、二
〇
一
四
）。
以
下O

S

と
表
記
し
、巻
数
と
頁
数
を
記
す
。

（
4
） 『
和
辻
哲
郎
全
集
』
全
二
十
五
巻
、
別
巻
二
巻
（
岩
波
書
店
、

一
九
八
九
〜
一
九
九
二
）。以
下W

Z
と
表
記
し
、巻
数
と
頁
数
を
記
す
。

（
5
） 

和
辻
の
次
の
言
葉
も
参
照
。「
特
殊
性
に
意
義
が
あ
る
の
は
、

そ
れ
が
普
遍
的
な
原
理
を
実
現
す
る
唯
一
の
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ

て
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
で
は
な
い
」（『
倫
理
学
』
下
巻
、W

Z11

、

一
九
六
）。

（
6
） 

和
辻
は
『
風
土
』
に
お
い
て
も
、
忠
孝
一
致
の
主
張
が
無
理
を

含
む
と
批
判
し
、「
家
の
全
体
性
は
決
し
て
そ
の
ま
ま
に
国
家
の
全

体
性
で
は
あ
り
得
な
い
。（
中
略
）
国
家
の
全
体
性
へ
の
帰
属
を
意

味
す
る
尊
皇
は
、
本
質
的
に
江
戸
時
代
の
忠
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
」

（W
Z8

、
一
四
七
―
一
四
八
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
7
） 

こ
の
論
点
は
、
教
育
勅
語
発
布
（
一
八
九
〇
年
）
当
初
か
ら
指

摘
さ
れ
て
い
た
。
末
松
謙
澄『
勅
諭
修
身
経
詳
解
』（
一
八
九
一
年
）は
、

教
育
勅
語
の
「
爾
臣
民
」
と
「
父
母
ニ
孝
ニ
」
の
間
に
「
皇
室
ニ
忠
ニ
」

と
い
う
語
が
「
言
外
に
含
蓄
」
さ
れ
て
い
る
と
す
る
（『
教
育
勅
語
関

係
資
料
』
第
一
輯
、
創
文
社
、
一
九
七
四
、五
二
六
頁
）。
こ
の
末
松
の

見
解
は
、
井
上
円
了
の
『
勅
語
玄
義
』（
一
九
〇
二
年
）
に
も
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。

（
8
） 

湯
浅
泰
雄
は
、
和
辻
の
遺
稿
を
整
理
す
る
中
で
、
大
正
二
年
の

日
付
の
あ
る
手
記
の
一
部
に
「
日
本
の
国
民
精
神
の
価
値
」
と
題
し
た

研
究
メ
モ
が
あ
る
の
を
発
見
し
、
そ
の
時
期
か
ら
封
建
君
主
へ
の
奴
隷

的
な
忠
義
と
、天
子
に
対
す
る
忠
誠
を
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
し
、

「
彼
の
考
え
方
が
若
年
の
こ
ろ
か
ら
基
本
的
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て

い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（「
和
辻
哲
郎
研
究
の
視
角
」、『
人
と
思
想
・

和
辻
哲
郎
』
三
一
書
房
、
一
九
七
三
、三
四
九
、三
五
〇
頁
）。

（
9
） 

勅
語
の
起
草
者
の
一
人
で
あ
る
井
上
毅
も
同
様
の
見
解
を
抱
い

て
い
た
。「
勅
語
に
は
幽
遠
深
微
な
る
哲
学
上
の
理
論
を
避
け
ざ
る
べ

か
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
哲
学
上
の
理
論
は
必
反
対
の
思
想
を
引
起
す
べ

し
。
道
之
本
原
論
は
唯
だ
専
門
の
哲
学
者
の
穿
鑿
に
任
す
べ
し
。
決

し
て
君
主
の
命
令
に
依
り
て
定
ま
る
べ
き
者
に
非
ず
」（
明
治
二
十
三

﹇
一
八
九
〇
﹈
年
六
月
二
十
日
「
教
育
勅
語
ニ
付
総
理
大
臣
山
縣
伯
ヘ

与
フ
ル
意
見
」、『
井
上
毅
伝
』
史
料
篇
第
二
、
國
學
院
大
學
圖
書
館
、

一
九
六
八
、二
三
二
頁
）。
原
文
の
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
し
、
句
読



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
四
号

八
二

を
付
し
た
。

（
10
） 『
教
育
勅
語
関
係
資
料
』
第
一
輯
（
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
、

一
九
七
四
）、
四
六
一
頁
。

（
11
） 

同
上
、
五
一
九
頁
。

（
12
） 『
井
上
哲
次
郎
集
』
第
二
巻
（
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
三
）、

三
十
、三
十
一
頁
。

（
13
） 

関
口
す
み
子
『
国
民
道
徳
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
七
）、
一
七
二
頁
。
藤
井
健
治
郎
は
、
一
九
〇
九
年
の
修
身
科

教
員
の
採
用
試
験
に
お
い
て
、「
国
民
道
徳
と
倫
理
学
と
の
関
係
に
つ

い
て
」
質
問
し
た
。
藤
井
の
後
の
述
懐
に
拠
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
受
験

生
の
多
く
は
、
倫
理
学
と
は
「
西
洋
思
想
若
し
く
は
学
術
に
根
柢
を
有

し
て
い
る
空
理
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
わ
が
国
民
の
実
践
上
に
は
何
等
の

裨
益
す
る
所
が
な
い
。
が
、
之
に
反
し
て
、
国
民
道
徳
は
、
遠
き
わ
が

国
の
歴
史
に
淵
源
し
、
直
接
な
る
国
情
と
始
終
す
る
と
こ
ろ
の
実
理
で

あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
の
ま
ま
に
我
等
が
実
践
の
準
縄
と
な
り
得
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」。
藤
井
は
こ
う
し
た
見
方
に
反
対
し
、「
国
民

道
徳
と
は
所
与
の
事
実
で
あ
っ
て
、
倫
理
学
は
そ
の
事
実
に
即
し
た
る

理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
詳
し
く
い
え
ば
、
倫
理
学
は
人
種

な
り
、
民
族
な
り
、
国
民
な
り
、
階
級
な
り
に
行
わ
れ
て
い
る
道
徳
事

実
の
正
確
な
材
料
を
、
な
る
べ
く
多
く
集
め
て
、
之
を
科
学
的
方
法
で

取
扱
っ
て
得
た
る
所
の
智
識
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
藤
井
健
治

郎
『
国
民
道
徳
論
』（
北
文
館
、
一
九
二
〇
）、
十
七
―
十
九
頁
。
子
安

宣
邦
「
翻
訳
語
と
し
て
の
近
代
漢
語
―
―
「
倫
理
」
概
念
の
成
立
と
そ

の
行
方
―
―
」
注
二
十
（『
漢
字
論
―
―
不
可
避
の
他
者
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
三
）、
二
一
〇
頁
、
お
よ
び
陳
瑋
芬
「
井
上
哲
次
郎
と
蔡
元
培

に
お
け
る
近
代
倫
理
学
の
構
築
」（
林
永
強
・
張
政
遠
編
『
日
本
哲
学

の
多
様
性
―
―
二
一
世
紀
の
新
た
な
対
話
を
め
ざ
し
て
』世
界
思
想
社
、

二
〇
一
二
）、
一
八
三
頁
を
参
照
。

（
14
） 

関
口
す
み
子
、
前
掲
書
、
二
二
三
頁
。

（
15
） 『
井
上
円
了
選
集
』
第
十
一
巻
（
東
洋
大
学
、
一
九
九
二
）、

二
九
三
頁
。

（
16
） 

同
上
、
三
五
八
頁
。

（
17
） 

山
田
洸
『
近
代
日
本
道
徳
思
想
史
研
究
―
―
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
批
判
』（
未
来
社
、
一
九
七
二
）、
二
十
四
頁
。

（
18
） 

八
木
公
生
、『
天
皇
と
日
本
の
近
代
（
下
）
―
―
「
教
育
勅
語
」

の
思
想
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
一
）、
一
六
六
頁
。

（
19
） 

同
上
、
二
三
九
頁
。

（
20
） 

八
木
公
生
は
前
掲
書
の
中
で
、
家
永
三
郎
の
「
教
育
勅
語
成

立
の
思
想
史
的
考
察
」（『
日
本
思
想
史
の
諸
問
題
』
齋
藤
書
店
、

一
九
四
八
）
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
家
永
の
主
張
は
八
木
と
、
従
っ



八
三

大
西
祝
と
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
忠
孝
概
念
〔
志
野
〕

て
和
辻
と
も
似
通
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
家
永
は
、
井
上
毅
が
加
わ
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
元
田
永
孚
の
意
図
が
「
全
く
骨
抜
き
に
せ
ら
れ
た
」

結
果
、
勅
語
は
「
不
党
不
偏
の
精
神
」
で
記
さ
れ
て
い
る
と
し
、「
儒

教
の
宗
派
的
立
場
か
ら
脱
却
し
得
た
か
を
示
す
一
例
と
し
て
、
勅
語

の
「
中
間
修
身
之
条
目
を
掲
」
げ
た
る
「
最
緊
要
之
処
」
に
「
忠
」

と
い
ふ
徳
目
の
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
事
実
を
指
摘
」
す
る
（
家
永
、

一
三
六
、一
三
九
頁
）。

（
21
） 

大
西
の
「
具
体
的
の
理
想
」
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
拙

論
「
不
可
磨
滅
的
儒
教：大
西
祝
的
儒
教
観
」（
蔡
振
豊・林
永
強
編
『
日

本
倫
理
観
与
儒
家
伝
統
』
国
立
台
湾
大
学
出
版
中
心
、
二
〇
一
七
）
を

参
照
。

（
22
） 『
尊
皇
思
想
と
そ
の
伝
統
』
で
も
、「
天
つ
神
の
背
後
に
は
も
う

神
々
は
な
い
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
神
々
が
な
お
占
卜
を
用
い
ら
れ
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
神
々
の
背
後
に
な
お
何
か
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ

れ
は
神
で
は
な
く
し
て
い
わ
ば
不
定
そ
の
も
の
で
あ
る
」（W

Z14
、

三
十
三
）
と
述
べ
ら
れ
、
和
辻
の
主
張
は
一
貫
し
て
い
る
。
同
書
で
は

ま
た
、「
皇
祖
神
や
現
御
神
」
が
「
絶
対
無
」
と
表
現
さ
れ
、
そ
れ
ゆ

え
に「
民
族
的
全
体
を
表
現
せ
ら
れ
る
」と
主
張
さ
れ
て
い
る（W

Z14

、

四
十
三
―
四
十
四
）。


