
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
育
を
受
け
入
れ
た
限
界
と
し
て
評
価
対
象
か
ら
捨
像
し
て
い
る
の
で

　
　
　
矢内
原
忠
雄
の
日
本
的
基
督
教
に
　
　
は
な
い
か
・
実
際
・
矢
内
原
は
自
ら
の
日
本
的
基
督
教
の
主
旨
に
つ

　
　
　おけ
る
「
国
体
」
論
と
そ
の
研
究
　
　
　
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　　　の

現
代的
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
闘
躰
岡
魍
晒
林
携
嫌
脇
髄
肪
離
控
諏
胸
C
細
躰
撫
効
囎
服
雛

　　　　　　　　　　　　　　　山
中
健
司
　
鍵
媒
以
藤
聴
暴
観
難
舵
ガ
姻
講

問
題
建
　
　
　
　
　
　
嬢
簾
鐸
蘇
舞
襲
劫
髪
薄

　矢
内
原
忠
雄
は
、
戦
前
「
矢
内
原
事
件
」
と
呼
ば
れ
る
言
論
統
制
　
　
　
　
愛
国
は
偽
の
愛
国
と
戦
う
、
日
本
的
基
督
教
は
世
俗
の
日
本
主

　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　

事
件
の
主
人
公
で
あ
り
、
戦
後
は
絶
対
平
和
主
義
・
民
主
主
義
を
唱
　
　
　
　
義
と
戦
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

え
、
再
軍
備
・
米
国
従
属
化
の
道
を
歩
む
政
府
を
批
判
し
続
け
た
。
　
　
　
世
俗
の
日
本
主
義
と
は
一
線
を
画
す
る
が
、
明
確
な
尊
王
日
本
中

そ

の姿
に
I
C
U
の
武
田
清
子
は
次
の
こ
と
を
言
う
。
　
　
　
　
　
　
　
心
思
想
の
標
榜
で
あ
る
。
こ
の
主
張
が
思
想
に
お
け
る
限
界
に
す
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
レ

　
　
真
実に
己
が
道
を
選
び
取
っ
て
歩
も
う
と
し
た
矢
内
原
の
理
論
　
　
な
い
と
媛
小
化
し
て
し
ま
う
の
は
矢
内
原
に
対
す
る
誤
解
を
生
ま
な

　
　と
実
践
と
は
…
…
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
の
軍
国
主
義
的
超
国
家
　
　
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
の
「
国
体
」
愛
に
こ
そ
矢
内
原
の
熱
い
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
主義
に
対
す
る
数
少
な
い
対
決
の
記
念
碑
で
あ
っ
た
。
平
和
と
　
　
論
の
原
動
力
が
存
し
た
と
捉
え
た
い
。

　
　
正義
、
自
由
と
民
主
主
義
1
そ
れ
こ
そ
が
富
国
強
兵
の
国
家
　
　
　
矢
内
原
に
対
す
る
武
田
の
評
価
は
、
利
己
的
軍
国
主
義
、
虚
偽
の

　
　
理
想に
敗
れ
た
日
本
国
民
に
と
っ
て
新
し
い
精
神
で
あ
る
こ
と
　
　
為
政
者
と
戦
う
矢
内
原
の
姿
に
、
普
遍
的
正
義
と
愛
を
説
く
基
督
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

　
　を
述
べ
続
け
、
書
き
続
け
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
良
心
的
信
仰
者
を
過
剰
に
読
み
取
り
、
天
皇
皇
室
に
対
す
る
忠
君

と
評
価
は
極
め
て
高
い
。
し
か
し
、
矢
内
原
が
国
体
護
持
論
者
で
あ
　
　
愛
国
者
と
い
う
側
面
を
、
軽
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

り
、
天
皇
尊
崇
者
で
あ
っ
た
面
を
過
小
評
価
、
あ
る
い
は
明
治
の
教
　
　
　
本
稿
は
そ
の
偏
向
を
出
来
る
限
り
修
正
す
る
目
的
が
あ
る
。
そ
の

矢内
原
忠
雄
の
日
本
的
基
督
教
に
お
け
る
「
国
体
」
論
と
そ
の
研
究
の
現
代
的
意
義
（
山
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五



一
〇

六

為
に
矢
内
原
の
日
本
的
基
督
教
の
中
核
に
は
「
国
体
論
」
が
明
確
に
　
　
語
っ
て
い
る
。

存在
し
た
こ
と
を
ま
ず
明
確
に
し
、
次
に
彼
の
天
皇
現
人
神
理
解
の
　
　
　
基
督
教
の
信
仰
に
よ
っ
て
日
本
を
愛
し
た
愛
国
者
、
こ
れ
が
内

問
題
点
に
触
れ
、
さ
ら
に
文
部
省
教
学
局
編
纂
の
『
国
体
の
本
義
』
　
　
　
　
村
鑑
三
の
真
の
姿
で
あ
り
ま
す
。
内
村
鑑
三
を
記
念
す
る
者

（
一
九
三
三年
）
の
本
文
と
彼
の
「
国
体
論
」
が
キ
リ
ス
ト
教
を
除
け
　
　
　
　
は
、
先
生
の
愛
人
た
る
『
二
つ
の
J
』
に
お
い
て
先
生
を
記
念

ば
思

想的
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
　
　
　
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
日
本
を
熱
愛
す
る

平成
・
令
和
に
国
体
論
が
戦
前
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
も
論
じ
ら
れ
　
　
　
　
愛
国
心
を
持
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
第
二
に
イ
エ
ス
を
信
じ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

る
状
況
下
、
矢
内
原
の
「
国
体
論
」
を
研
究
す
る
こ
と
の
意
義
を
問
　
　
　
　
信
仰
を
学
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

い
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
二
つ
の
J
」
の
思
想
を
形
成
す
る
信
仰
を
矢
内
原
は
強
調
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

いた
。
矢
内
原
は
さ
ら
に
次
の
こ
と
を
言
う
。

一

矢
内
原
の
呆
的
蕃
教
の
特
徴
　
　
　
磁
藤
蘇
欝
嫁
働
艦
鉢
篠
鐸
態

　矢
内
原
が
初
め
て
公
に
「
日
本
的
基
督
教
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
　
　
　
　
よ
っ
て
基
督
教
を
把
握
す
る
と
い
ふ
事
で
あ
り
ま
す
。
…
…
基

た
一
九
三
三
年
三
月
内
村
鑑
三
記
念
講
演
「
悲
哀
の
人
」
で
内
村
の
　
　
　
　
督
教
即
西
洋
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
督
教
は
ア
ジ
ア
か
ら
興
っ

語
っ
た
「
日
本
的
基
督
教
」
を
引
用
し
つ
つ
次
の
こ
と
を
語
る
。
　
　
　
　
　
た
の
で
あ
り
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
ア
ジ
ア
人
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

　
　旧
来
の
日
本
思
想
を
ば
『
旧
約
の
日
本
』
と
解
し
、
キ
リ
ス
ト
　
　
　
　
聖
書
は
ア
ジ
ア
人
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。

　
　
の

福
音に
よ
っ
て
『
新
約
の
日
本
』
が
出
現
す
る
も
の
で
あ
る
　
　
　
　
西
洋
人
は
基
督
教
を
受
け
容
れ
た
け
れ
ど
も
、
ま
た
歪
め
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　と
の
思
想
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

　
神道
・
儒
教
・
仏
教
な
ど
に
あ
る
日
本
の
良
き
日
本
的
伝
統
の
「
台
　
　
　
矢
内
原
に
は
、
基
督
教
が
ア
ジ
ア
人
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る

木
」
に
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
「
接
木
す
る
」
こ
と
か
ら
新
日
本
の
創
　
　
と
い
う
自
覚
が
強
く
あ
る
。
西
洋
か
ら
自
立
し
た
ア
ジ
ア
人
た
る
日

造を
内
村
同
様
目
指
す
の
で
あ
る
。
矢
内
原
の
日
本
的
基
督
教
の
多
　
　
本
人
に
根
差
す
基
督
教
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
図

く
は
内
村
の
継
承
で
あ
り
、
内
村
鑑
三
を
尊
敬
し
て
次
の
こ
と
を
　
　
で
あ
る
。
そ
の
為
に
聖
書
を
「
日
本
人
の
心
に
よ
っ
て
」
読
ま
れ
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ロ

よ
う
分
か
り
や
す
く
講
義
し
た
。
そ
し
て
日
本
的
基
督
教
の
使
命
に
　
　
国
民
へ
の
期
待
と
批
判
は
、
信
仰
者
の
自
明
の
こ
と
と
し
た
の
で
あ

つ
い
て

言
及し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
一
九
三
九
年
「
ヨ
ブ
記
」
講
義
に
お
い
て
も
矢
内
原
は
次
の
こ

　
　日
本
精
神
の
美
点
を
生
か
し
て
そ
れ
を
益
々
純
粋
化
す
る
と
共
　
　
と
を
明
確
に
言
う
。

　
　に
、
そ
の
欠
点
を
除
き
今
日
、
日
本
精
神
を
反
省
し
て
之
を
立
　
　
　
　
山
上
の
垂
訓
も
ヨ
ブ
記
三
十
一
章
も
律
法
と
し
て
与
え
ら
れ
る

　
　
派な
も
の
に
仕
上
げ
る
力
は
、
基
督
教
で
あ
る
。
私
は
そ
う
信
　
　
　
　
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
神
の
国
の
民
は
こ
う
い
う
よ
う
に
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
　じ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
、
こ
う
い
う
よ
う
な
心
を
も
っ
て
生
き
る
べ
き
で
あ
る
と
い

　
　日
本
的
基
督
教
の
使
命
は
、
第
一
に
は
、
日
本
人
の
心
に
よ
っ
　
　
　
　
う
標
準
を
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
人
と
し
て
考
え
る

　
　
て

基
督
教
の深
い
真
理
を
、
深
い
深
い
基
督
教
の
真
理
を
新
た
　
　
　
　
な
ら
ば
、
国
体
を
尊
べ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
我
々
が
皇

　
　に
把
握
す
る
。
第
二
は
斯
く
し
て
把
握
し
た
る
基
督
教
に
よ
っ
　
　
　
　
室
を
尊
ぶ
と
い
う
精
神
を
先
祖
以
来
持
っ
て
い
る
か
ら
皇
室
を

　
　
て日
本
国
を
高
め
る
事
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
日
本
の
国
に
　
　
　
　
尊
べ
と
い
う
教
え
が
あ
る
わ
け
で
す
。
…
…
山
上
の
垂
訓
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
　よ
っ
て
世
界
を
高
め
る
事
で
あ
る
。
日
本
の
国
に
よ
っ
て
神
の
　
　
　
　
う
で
す
。

　
　
栄
光を
顕
わ
す
。
政
治
に
道
徳
的
基
礎
を
与
え
る
事
に
よ
っ
て
　
　
　
国
体
・
皇
室
を
尊
ぶ
と
い
う
観
念
が
、
矢
内
原
に
は
基
督
教
信
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　

　
　
基
督
教
の

真
理を
発
揮
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
皇
室
の
存
在
は
日
本
を
し
て
日
本
国
た
ら
し

　
「
日
本
国
を
高
め
、
日
本
の
国
に
よ
っ
て
世
界
を
高
め
る
」
と
は
、
　
　
め
る
歴
史
的
国
家
的
個
性
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上

日
本
的
基
督
教
が
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
に
向
か
っ
て
新
た
な
使
命
　
　
か
ら
矢
内
原
の
言
う
日
本
的
基
督
教
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に
概
括

を
果
た
す
こ
と
の
決
意
で
あ
る
（
こ
の
使
命
は
、
後
年
に
日
本
の
「
絶
　
　
で
き
る
。

対
平和
」
思
想
に
到
達
す
る
）
。
以
上
か
ら
彼
の
日
本
的
基
督
教
は
、
　
　
　
e
内
村
鑑
三
の
「
二
つ
の
J
」
を
愛
す
る
精
神
を
継
承
す
る
も
の

決し
て
個
人
の
魂
の
救
済
を
第
一
義
的
に
求
め
て
終
わ
る
も
の
で
は
　
　
　
口
日
本
人
の
心
に
よ
っ
て
日
本
的
に
把
握
さ
れ
た
も
の

な
く
、
日
本
国
の
為
の
日
本
人
に
よ
る
日
本
人
の
倫
理
的
政
治
的
自
　
　
　
日
利
己
的
虚
偽
の
国
家
主
義
を
批
判
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

覚
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
国
体
、
皇
室
を
尊
敬
す
る
も
の

　
聖書
の
言
葉
に
対
す
る
執
着
と
実
践
、
聖
書
に
基
づ
く
日
本
国
・
　
　
　
㈲
日
本
精
神
の
美
点
を
生
か
し
、
国
を
高
め
、
世
界
を
高
め
、
基

矢内
原
忠
雄
の
日
本
的
基
督
教
に
お
け
る
「
国
体
」
論
と
そ
の
研
究
の
現
代
的
意
義
（
山
申
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七



一
〇

八

　
　
督
教
の

真
理に
貢
献
す
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
勿
論
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
な
し
に
我
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
血
縁
上
の御
本
家
、
宗
家
と
し
て
の
親
愛
の
念
を
持
っ
て
居
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

二

軟
毅
羅
の
概
要
－
文
部
省
『
国
体
の
国
簸
縫
灘
蝶
讐
襲

　
一
九
三
七
年
年
三
月
文
部
省
教
学
局
編
纂
の
『
国
体
の
本
義
』
で
　
　
の
御
本
家
と
し
て
親
愛
の
情
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い

は
「
国
体
」
に
つ
い
て
次
の
定
義
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
り

　
　
大日
本
帝
国
は
、
万
世
一
系
の
天
白
舌
王
祖
の
神
勅
を
奉
じ
て
永
　
　
同
じ
講
演
の
中
で
、
皇
室
を
「
天
孫
降
臨
の
神
勅
」
を
以
て
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　

　
　
遠に
こ
れ
を
統
治
し
給
ふ
。
こ
れ
、
我
が
万
古
不
易
の
国
体
で
　
　
の
血
縁
と
し
て
日
本
民
族
に
存
在
し
、
「
我
々
の
血
縁
上
の
御
本
家
、

　
　あ
る
。
而
し
て
こ
の
大
義
に
基
づ
き
、
一
大
家
族
国
家
と
し
て
　
　
宗
家
」
す
な
わ
ち
「
国
家
の
主
権
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
民
族
の
長
」

　
　
億兆
一
心
聖
旨
を
奉
戴
し
て
、
克
く
忠
孝
の
美
徳
を
発
揮
す
る
。
　
　
と
表
明
。
つ
ま
り
皇
室
は
憲
法
の
外
の
存
在
で
あ
り
得
、
法
的
秩
序

　　
こ
れ
、
我
が
国
体
の
精
華
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
国
体
　
　
を
超
え
る
存
在
と
し
て
い
る
。
敗
戦
後
の
一
九
四
六
年
段
階
で
も

　　
は
、
我
が
国
永
遠
不
変
の
大
本
で
あ
り
、
国
史
を
貫
い
て
柄
と
　
　
「
惨
憺
た
る
敗
北
」
に
よ
る
自
信
喪
失
の
国
民
に
「
日
本
人
の
特
色
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
　

　　
し
て
輝
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
徳
」
と
し
て
「
忠
君
愛
国
の
精
神
」
を
挙
げ
励
ま
す
矢
内
原
で
あ

　
こ
こ
に
明
確
に
国
家
が
推
奨
す
る
「
国
体
」
観
念
の
要
諦
が
書
か
　
　
る
。
「
天
皇
を
専
制
君
主
と
し
て
で
は
な
く
」
「
国
民
生
活
の
中
心
と

れ
て

いる
。
対
し
て
矢
内
原
は
一
九
三
三
年
八
月
「
民
族
と
国
家
」
　
　
し
て
」
「
尊
み
か
つ
親
し
む
」
こ
と
は
「
忠
君
愛
国
の
心
」
で
あ
り
、

の中
で
次
の
事
を
語
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
日
本
的
で
あ
り
」
「
何
故
そ
れ
を
今
日
発
揮
し
な
い
の
か
」
と
打
ち

　
　日
本
人
の
民
族
性
の
特
色
と
し
て
考
え
ら
れ
る
ひ
と
つ
は
、
国
　
　
ひ
し
が
れ
た
国
民
に
問
う
。
そ
し
て
「
皇
室
が
二
千
年
も
続
い
て
来

　
　
体
観
念
であ
る
と
思
ふ
。
即
ち
日
本
国
民
の
皇
室
に
対
す
る
観
　
　
た
」
の
は
、
「
人
類
歴
史
に
於
け
る
最
も
驚
く
べ
き
事
実
で
あ
る
」
と

　
　
念は
、
た
だ
国
家
権
力
者
と
い
ふ
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
権
力
　
　
天
皇
・
皇
室
の
世
界
人
類
に
お
け
る
歴
史
的
高
貴
さ
を
賞
賛
す
る
の

　　
の
主
体
で
あ
ら
せ
給
ふ
と
い
う
意
味
で
畏
み
ま
つ
る
と
い
ふ
事
　
　
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
「
天
皇
と
人
民
の
関
係
は
服
従
関
係
だ
け
で



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
り

は
な
く
」
「
家
族
関
係
」
と
し
て
「
天
皇
と
共
に
生
き
て
き
た
」
と
言
　
　
　
　
　
の
謂
で
は
な
い
」
。

う
。
こ
こ
に
は
竹
中
佳
彦
が
正
し
く
指
摘
す
る
よ
う
に
「
『
万
世
一
　
　
本
義
　
「
天
皇
は
…
…
所
謂
絶
対
神
と
か
、
全
知
全
能
の
神
と
か
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

系
の
天
皇
』
と
『
家
族
国
家
』
の
論
理
が
あ
る
」
。
矢
内
原
の
戦
後
の
　
　
　
　
　
ふ
が
如
き
意
味
の
神
と
は
異
な
り
」
。

国
体
論
も
『
国
体
の
本
義
』
に
あ
る
「
我
が
国
は
皇
室
を
宗
家
と
し
　
　
　
両
者
は
同
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

奉り
、
天
皇
を
古
今
に
亘
る
申
心
と
仰
ぐ
君
民
一
体
の
一
大
家
族
で
　
　
　
口
真
の
愛
国
に
つ
い
て

軌
麗
」
。
と
い
う
主
張
に
沿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
矢
　
本
義
に
は
「
愛
国
を
説
く
者
も
西
洋
の
個
人
主
義
・
合
理
主
義
に

内
原
の
「
国
体
論
」
は
『
国
体
の
本
義
』
の
主
旨
に
合
う
の
で
あ
る
。
　
　
累
せ
ら
れ
…
…
我
が
忠
の
真
の
意
を
逸
し
て
い
る
。
我
を
立
て
、
我

　
次
に

そ
の

合
致点
を
他
に
い
く
つ
か
列
挙
す
る
（
以
下
『
国
体
の
　
　
に
執
し
、
個
人
に
執
着
す
る
が
た
め
に
生
じ
る
精
神
の
汚
濁
…
…
を

本義
』
」
は
本
義
と
略
称
す
る
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祓
い
去
っ
て
よ
く
我
ら
臣
民
本
来
の
生
命
な
心
境
に
立
ち
帰
り
、
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　

　

e天
皇
現
人神
信
仰
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
忠
の
大
義
を
体
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
国

矢内
原
「
現
実
の
天
皇
は
、
国
家
的
位
体
に
於
て
神
性
で
あ
る
の
で
、
　
　
民
の
利
己
的
個
人
主
義
、
道
徳
の
棄
乱
、
愛
国
を
唱
え
る
者
の
虚
偽

　
　
　
人
格的
に
至
誠
至
愛
全
知
全
能
の
神
性
を
持
つ
と
の
謂
で
は
　
　
等
々
の
現
状
を
日
本
的
基
督
教
に
よ
っ
て
批
判
・
克
服
し
よ
う
と
し

　
　
　
　
ハ
ふ
ね

　
　
　無
い
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
た
矢
内
原
の
意
図
に
一
致
す
る
。
そ
も
そ
も
矢
内
原
に
は
『
国
体
の

本義
　
「
天
皇
は
…
…
所
謂
絶
対
神
と
か
、
全
知
全
能
の
神
と
か
い
　
　
本
義
』
を
直
接
批
判
す
る
言
動
が
無
い
と
い
う
事
実
は
重
い
。
戦
後

　
　　
ふ
が
如
き
意
味
の
神
と
は
異
な
り
天
つ
神
の
御
子
孫
と
し
て
　
　
一
九
四
六
年
十
二
月
新
憲
法
公
布
直
後
も
次
の
こ
と
を
言
う
。

　
　
　
皇
祖
皇宗
を
敬
ひ
ま
つ
り
、
皇
祖
皇
宗
と
こ
一
体
に
な
っ
て
　
　
　
　
日
本
の
国
体
は
、
天
皇
が
日
本
を
皇
室
の
私
有
物
で
あ
る
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
　御
位
に
ま
し
ま
す
の
で
あ
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
く
に
所
有
し
、
之
を
ご
自
分
の
意
思
に
よ
っ
て
支
配
す
る
と

　矢
内
原
の
言
う
「
天
皇
は
国
家
的
位
体
に
於
て
神
性
で
あ
る
」
と
　
　
　
　
い
う
事
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
人
の
国
民
生
活
の

いう
発
言
は
、
本
義
の
「
天
つ
神
の
御
子
孫
と
し
て
皇
祖
皇
宗
を
敬
　
　
　
　
社
会
的
中
心
、
思
想
的
帰
着
点
と
し
て
、
又
日
本
の
歴
史
の
永

いま
つ
り
…
…
御
位
に
ま
し
ま
す
」
と
違
う
と
こ
ろ
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
続
性
の
保
持
者
と
し
て
、
万
世
一
系
の
天
皇
が
立
っ
て
居
ら
れ

矢内
原
「
天
皇
は
…
…
人
格
的
に
…
…
全
知
全
能
の
神
性
を
持
つ
と
　
　
　
　
る
と
い
う
事
に
あ
る
。
即
ち
国
体
と
い
う
観
念
は
元
来
法
律
的

矢内
原
忠
雄
の
日
本
的
基
督
教
に
お
け
る
「
国
体
」
論
と
そ
の
研
究
の
現
代
的
意
義
（
山
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



＝
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
　

以
最
範
影
殿
籔
雛
難
黎
難
の
天
皇
」
　
一
一
美
皇
現
人
神
理
解
の
問
題
占
描

を
歴
史
的
な
「
国
民
生
活
の
社
会
的
中
心
、
思
想
的
帰
着
点
」
の
み
　
　
　
天
皇
現
人
神
信
仰
に
関
す
る
彼
の
理
解
を
戦
前
と
戦
後
を
簡
単
に

な
ら
ず
民
族
・
家
族
国
家
の
長
の
主
権
者
と
し
て
尊
崇
す
る
と
い
う
　
　
比
較
し
た
い
。
一
九
三
三
年
一
月
「
日
本
精
神
の
懐
古
的
と
前
進
的
」

も
の
で
、
祭
祀
共
同
体
を
日
本
の
本
質
と
す
る
『
国
体
の
本
義
』
の
　
　
で
次
の
こ
と
を
言
う
。

主旨
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
皇
を
現
人
神
な
り
と
な
す
信
念
に
は
二
つ
の
考
慮
が
加
え
ら

　
事実
、
矢
内
原
は
「
新
憲
法
で
国
体
は
変
革
さ
れ
た
と
見
る
必
要
　
　
　
　
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
の
妥
当
す
る
範
囲
は
国
家
で

　
　
　
　
　
　
　
ふ
レ

は
な
い
」
と
し
た
。
つ
ま
り
戦
後
も
旧
憲
法
下
の
「
国
体
」
は
生
き
　
　
　
　
あ
っ
て
、
国
家
生
活
以
外
の
宇
宙
人
生
に
関
す
る
も
の
で
な
い

て

いる
と
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
の
が
判
明
す
る
。
こ
の
立
場
は
、
　
　
　
　
こ
と
、
そ
の
一
で
あ
る
。
そ
れ
の
妥
当
す
る
本
質
は
国
家
の
中

国
体
は
変
更
さ
れ
た
と
し
た
美
濃
部
達
吉
や
宮
沢
俊
儀
ら
憲
法
学
者
　
　
　
　
心
た
る
位
体
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
現
実
の
天
皇
の
生
活
及
び

と
異
な
っ
て
い
る
。
矢
内
原
は
、
先
の
戦
争
の
悲
惨
な
結
果
は
、
利
　
　
　
　
人
格
に
関
す
る
も
の
で
な
き
こ
と
、
そ
の
二
で
あ
る
。
天
皇
神

己的
国
家
主
義
者
た
ち
が
本
来
の
「
国
体
」
観
を
逸
脱
悪
用
し
、
「
裕
　
　
　
性
の
基
礎
は
人
格
よ
り
も
位
体
に
於
て
存
し
、
天
皇
人
性
の
基

仁
天皇
」
を
絶
対
化
・
神
格
化
さ
せ
た
偶
像
崇
拝
の
罪
を
神
が
審
か
　
　
　
　
礎
は
位
体
よ
り
も
人
格
に
於
て
存
す
る
。
現
実
の
天
皇
は
、
国

れた
結
果
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
元
来
の
「
国
体
」
「
天
皇
」
自
体
に
　
　
　
　
家
的
位
体
に
於
て
神
性
で
あ
る
の
で
、
人
格
的
に
至
誠
至
愛
全

戦争
責
任
を
問
う
こ
と
に
矢
内
原
は
積
極
的
で
は
な
い
。
戦
後
も
、
　
　
　
　
知
全
能
の
神
性
を
持
つ
と
の
謂
で
は
無
い
。
生
活
及
び
人
格
に

日
本
の
歴
史
的
国
民
性
・
民
族
性
を
担
保
す
る
伝
統
と
し
て
の
「
国
　
　
　
　
お
い
て
は
全
て
の
人
間
と
同
様
、
造
物
主
に
相
対
し
て
人
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

体
」
は
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
当
然
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
　
　
　
　
有
つ
も
の
で
あ
る
。

ち
う
ん
矢
内
原
の
戦
前
の
国
体
論
、
天
皇
観
に
つ
い
て
の
自
身
の
悔
　
　
　
こ
こ
で
の
「
位
体
」
は
安
岡
正
篤
著
『
日
本
の
国
体
』
に
あ
る
「
天

い改
め
や
反
省
の
言
葉
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
は
国
家
に
於
て
道
義
を
表
現
す
る
位
体
」
か
ら
矢
内
原
が
引
用
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
たも
の
で
あ
ろ
う
。
「
位
体
」
と
い
う
用
語
は
、
安
岡
の
造
語
の
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

性
が高
く
、
矢
内
原
は
『
土
曜
学
校
講
義
第
二
巻
』
（
み
す
ず
書
房
、



一
九
四
〇年
、
一
＝
二
頁
）
に
お
い
て
「
位
体
と
は
天
皇
と
し
て
の
　
　
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
論
稿
は
後
に
発
禁
処
分
に
さ
れ
た
。
天
皇
の

地位
」
と
し
、
「
天
皇
と
い
う
人
は
人
た
る
格
で
あ
っ
て
、
天
皇
と
い
　
　
生
活
・
人
格
に
お
け
る
神
性
を
わ
ざ
わ
ざ
否
定
し
、
宇
宙
の
道
義
た

う
地
位
は
神
聖
な
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
天
皇
を
現
人
　
　
る
絶
対
神
の
も
と
に
天
皇
が
存
在
す
る
と
い
う
信
仰
表
明
を
し
た
か

神
な
り
と
す
る
信
念
…
…
の
妥
当
す
る
範
囲
は
…
…
国
家
生
活
」
と
　
　
ら
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
処
分
は
『
国
体
の
本
義
』
か
ら
見
て
も
当
局

す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
過
剰
反
応
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　彼
は
確
か
に
天
皇
の
生
活
、
人
格
に
於
け
る
神
性
は
否
定
し
て
い
　
　
　
こ
の
矢
内
原
の
論
文
に
つ
い
て
は
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
。
神
学

る
。
し
か
し
「
国
家
の
中
心
た
る
天
皇
の
位
体
」
に
お
け
る
天
皇
自
　
　
者
古
屋
安
雄
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
立
花
隆
、
東
大
名
誉
教
授
川
中
子

身
の
神
性
は
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
矢
内
原
の
言
は
人
格
と
位
　
　
義
勝
ら
は
「
反
国
体
」
発
言
と
し
高
く
評
価
す
る
。
一
方
土
肥
昭
夫
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ロ

体
、
人
性
と
神
性
を
区
別
し
、
言
葉
は
断
定
的
だ
が
、
論
旨
は
二
重
　
　
赤
江
達
也
ら
は
「
曖
昧
」
「
慎
重
」
で
対
決
を
避
け
て
い
る
と
す
る
。

性
があ
り
分
か
り
に
く
い
。
こ
の
講
演
後
半
で
も
以
下
の
よ
う
に
述
　
　
要
は
、
矢
内
原
が
天
皇
の
神
性
を
「
天
皇
の
位
体
」
に
お
い
て
認
め

べる
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
　
我国
民
一
般
誰
か
天
皇
を
尊
崇
し
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
日
　
　
　
論
者
は
、
矢
内
原
が
私
的
「
基
督
者
」
と
公
的
「
臣
民
」
と
し
て

　
　
本国
民
は
国
家
を
重
ん
ず
る
点
に
於
て
道
義
秩
序
を
尊
重
す
る
　
　
の
見
解
を
使
い
分
け
、
ル
タ
ー
の
「
二
王
国
論
」
に
相
似
す
る
形
で

　
　
道
徳
性を
表
明
し
、
天
皇
を
尊
敬
す
る
点
に
於
て
神
性
を
尊
崇
　
　
対
決
を
意
図
的
に
回
避
し
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
も
戦
前
に
天
皇

　
　す
る
宗
教
性
を
表
明
す
る
。
大
体
に
於
て
日
本
歴
史
を
一
貫
　
　
「
現
人
神
」
に
言
及
す
る
論
稿
は
、
こ
れ
が
唯
一
な
の
で
あ
る
。
当
時

　
　し
、
我
国
民
の
歴
史
的
伝
統
を
作
り
上
げ
た
も
の
は
、
此
の
道
　
　
の
天
皇
現
人
神
観
念
に
抵
触
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
彼
は
感
じ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
　

　
　徳
性
と
宗
教
性
と
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
戦
後
は
天
皇
の
所
謂
「
人
間
宣
言
」
を
受
け

　こ
こ
で
矢
内
原
は
「
日
本
国
民
」
の
「
国
家
を
重
ん
じ
る
点
」
に
　
　
て
、
一
九
四
六
年
「
国
家
興
亡
の
岐
路
」
の
中
で
は
明
確
に
次
の
こ

「道
徳性
」
を
、
「
天
皇
を
尊
敬
す
る
点
」
に
「
神
性
を
尊
崇
す
る
宗
　
　
と
を
言
う
。

教性
」
を
認
め
て
い
る
。
「
神
性
を
尊
崇
す
る
宗
教
性
」
と
は
天
皇
の
　
　
　
　
天
皇
は
人
で
は
な
く
神
で
あ
る
と
い
ふ
時
に
、
も
う
そ
の
素
朴

神
性
を
重
ん
じ
る
宗
教
性
を
高
く
評
価
し
て
い
る
と
し
か
理
解
で
き
　
　
　
　
さ
は
許
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
無
知
で
あ
り
、
不
慶
で
あ
り
、
ま

矢内
原
忠
雄
の
日
本
的
基
督
教
に
お
け
る
「
国
体
」
論
と
そ
の
研
究
の
現
代
的
意
義
（
山
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二



一＝
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　　
こ
と
の
宗
教
か
ら
の
脱
離
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
政
治
又
は
官
僚
政
治
の
横
暴
…
…
は
天
皇
の
存
在
と
必
然
的

　
現
人神
信
仰
を
よ
う
や
く
「
最
大
の
罪
」
と
完
全
否
定
で
き
た
の
　
　
　
　
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
は
な
い
。
専
制
的
権
力
の
頂
点
と
し
て

であ
る
。
以
降
こ
の
立
場
か
ら
、
現
人
神
信
仰
に
基
づ
く
軍
国
主
義
　
　
　
　
天
皇
を
立
て
る
制
度
は
否
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
天

政治
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
専
制
政
治
を
否
定
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

であ
る
。
又
天
皇
を
現
人
神
と
す
る
宗
教
的
信
仰
は
否
定
せ
ら

四

戦

後
の
天
皇
に
対
す
る
尊
崇
と
期
待
　
　
欝
離
鰭
純
蘇
調
牲
鋤
蝦
酷
襲

　
では
戦
後
、
天
皇
個
人
に
対
す
る
矢
内
原
の
感
慨
は
い
か
な
る
も
　
　
　
　
払
ふ
こ
と
は
、
善
き
国
民
的
伝
統
と
し
て
維
持
せ
ら
れ
て
差
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
り

の
だ
っ
た
か
。
一
九
四
六
年
「
日
本
の
傷
を
医
す
者
」
の
中
で
次
の
　
　
　
え
が
な
い
。

よ
う
に
言
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
皇
を
制
度
や
軍
国
主
義
政
治
家
や
官
僚
の
横
暴
か
ら
切
り
離
し

　
　
天
皇は
私
心
が
な
い
と
い
ふ
意
味
に
於
て
神
の
如
き
心
を
有
た
　
　
守
護
し
よ
う
と
す
る
心
情
で
あ
る
。
新
憲
法
で
「
象
徴
」
と
さ
れ
た

　
　
れる
。
…
…
天
皇
は
天
照
大
御
神
の
御
子
孫
と
し
て
神
に
膏
注
　
　
と
し
て
も
そ
の
尊
崇
は
、
善
き
国
民
的
伝
統
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

　
　
が
れ
た特
別
な
地
位
に
あ
ら
れ
る
方
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
い
る
。
彼
は
「
天
皇
制
」
と
い
う
表
現
を
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響

　
「
神
の
如
き
心
」
と
天
皇
へ
の
宗
教
的
親
愛
は
戦
後
も
健
在
で
あ
　
　
を
受
け
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
と
し
て
嫌
い
、
戦
後
も
国
民
の
精
神
構
造
に

る
。
「
神
に
膏
注
が
れ
た
」
と
い
う
、
「
天
照
大
御
神
の
子
孫
と
し
て
」
　
　
あ
る
「
内
な
る
天
皇
制
」
を
批
判
的
に
見
る
眼
は
な
か
っ
た
。

創
造
主
に
聖
別
叙
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
点
、
彼

膿
譲
霧
欄
ゴ
餐
欝
験
携
硝
謀
竣
鞭
朧
　
五
矢
内
原
の
思
想
に
あ
る
二
重
性
三
国
体
」
論

な
発
言
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
内
原
の
思
想
言
動
に
は
二
重
性
が
あ
る
。
「
二
つ
の
J
」
「
理
想

　
　
天
皇は
制
度
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
存
在
で
は
な
く
、
日
本
民
　
　
と
現
実
」
「
信
仰
と
政
治
（
現
実
）
」
「
キ
リ
ス
ト
者
と
臣
民
」
「
私
的

　
　
族
の

歴史
と
共
に
古
き
生
活
上
の
事
実
…
…
で
あ
る
。
…
…
軍
　
　
と
公
的
」
な
ど
の
二
重
性
が
絡
ん
だ
言
動
が
多
く
あ
る
。
キ
リ
ス
ト



者
共
通に
見
ら
れ
る
思
考
で
は
あ
る
が
矢
内
原
の
場
合
に
は
公
的
社
　
　
る
所
以
で
あ
る
。
赤
江
達
也
も
矢
内
原
に
は
二
つ
の
判
断
基
準
が
存

会
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
公
言
し
て
い
た
の
で
顕
著
に
表
れ
て
い
　
　
在
し
た
と
し
て
「
終
末
論
的
基
準
と
現
世
内
的
基
準
」
や
「
宗
教
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

る
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
預
言
者
と
公
共
的
知
識
人
」
の
基
準
と
呼
ぶ
。
論
者
は
、
「
基
準
」
と

　
一
方
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
他
方
を
批
判
で
き
、
ま
た
両
立
で
き
　
　
い
う
ほ
ど
明
確
な
区
別
が
あ
る
の
は
限
ら
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
論
者

る
言
動
に
も
な
る
。
端
的
な
例
が
、
前
述
し
た
天
皇
の
現
人
神
信
仰
　
　
の
言
う
コ
一
重
性
の
絡
み
」
「
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
」
的
思
考
の
方
が
矢
内

理
解に
お
け
る
ル
タ
ー
二
王
国
論
的
言
動
、
「
私
的
キ
リ
ス
ト
者
と
　
　
原
の
現
実
に
合
致
す
る
と
考
え
る
。

公的
臣
民
」
と
し
て
の
発
言
に
曖
昧
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
戦
後
、
絶
　
　
　
本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
国
体
」
論
も
創
造
主
が
日
本
に
与
え
給
う

対
平
和
論を
信
仰
論
と
し
政
治
（
政
策
）
論
で
は
な
い
と
自
ら
区
別
　
　
た
歴
史
経
論
の
民
族
的
個
性
と
信
じ
た
矢
内
原
の
キ
リ
ス
ト
教
的

し
た
点
は
、
二
重
性
と
い
う
よ
り
も
明
確
な
二
つ
の
判
断
基
準
が
あ
　
　
「
国
体
」
論
で
あ
り
、
「
国
体
」
の
上
に
創
造
主
が
存
在
し
、
神
の
経

る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
二
重
性
に
よ
っ
て
信
仰
の
立
場
か
ら
政
治
を
　
　
論
信
仰
と
政
治
（
現
実
）
の
二
重
性
が
そ
こ
に
内
在
す
る
。
厳
し
く

批判
出
来
る
だ
け
で
な
く
、
非
キ
リ
ス
ト
者
や
合
理
的
政
策
を
意
識
　
　
国
家
至
上
主
義
を
批
判
、
政
治
に
無
関
心
の
信
仰
を
批
判
す
る
が
、

的
に
排
除
し
多
数
者
の
支
持
を
得
る
努
力
を
実
質
放
棄
で
き
る
（
少
　
　
統
合
と
し
て
の
「
国
体
」
自
体
へ
の
批
判
は
持
た
な
か
っ
た
。
「
国
体
」

数
者真
理
に
立
て
る
）
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
「
あ
れ
か
、
こ
れ
　
　
自
体
は
創
造
主
の
賜
物
に
し
て
神
聖
な
の
で
あ
る
。
神
聖
と
信
じ
る

か
」
の
選
択
を
曖
昧
に
両
立
さ
せ
る
こ
と
や
、
橋
渡
し
の
必
要
性
を
　
　
ゆ
え
に
そ
れ
を
利
己
的
に
運
用
す
る
国
家
主
義
為
政
者
の
虚
偽
を
宇

主張
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
満
州
国
建
設
に
は
強
く
反
対
す
る
　
　
宙
の
道
義
観
点
か
ら
見
過
ご
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一方
で
植
民
政
策
の
持
論
で
あ
っ
た
「
移
民
」
政
策
の
満
州
開
拓
団

簿
鱗
鴬
勲
恕
簾
撤
勢
鄭
蜂
嵩
　
六
現
代
知
識
人
の
「
国
体
」
馨
と
矢
内
原

内
原
が
強
烈
な
反
国
家
至
上
主
義
を
表
明
し
て
も
、
当
局
か
ら
は
拘
　
　
　
東
京
工
大
の
中
島
岳
志
（
政
治
学
、
元
テ
レ
ビ
朝
日
「
報
道
ス
テ
ー

引
・
勾
留
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
　
　
シ
ョ
ン
」
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
）
は
『
週
刊
文
春
』
二
〇
一
七
年
九
月

二
重
性
が矢
内
原
の
理
想
論
が
現
実
か
ら
遊
離
し
て
も
な
お
完
結
す
　
　
号
に
「
危
う
い
平
和
主
義
者
・
矢
内
原
忠
雄
と
は
何
者
な
の
か
？
」

矢内
原
忠
雄
の
日
本
的
基
督
教
に
お
け
る
「
国
体
」
論
と
そ
の
研
究
の
現
代
的
意
義
（
山
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三



一
一
四

と
い
う
見
出
し
を
掲
げ
赤
江
達
也
著
『
矢
内
原
忠
雄
－
戦
争
と
知
　
　
る
の
で
あ
る
。

識
人
の

使命
』
（
岩
波
新
書
）
の
書
評
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
　
　
　
矢
内
原
は
晩
年
も
祝
祭
日
の
「
国
旗
掲
揚
」
を
忘
れ
ず
、
皇
居
や

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
海
道
神
宮
（
祭
祀
は
明
治
天
皇
）
近
く
を
乗
用
車
で
通
過
す
る
折

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

　
　彼
は
日
本
こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
「
絶
対
的
な
神
」
を
信
じ
、
　
　
に
は
、
帽
子
を
取
り
会
釈
を
す
る
。
そ
こ
に
は
戦
後
の
進
歩
的
文
化

　
　
理
想国
家
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
日
本
人
の
　
　
人
や
反
体
制
左
翼
人
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
姿
が
あ
る
。

　
　愛
国
的
奉
仕
の
精
神
は
高
い
た
め
、
西
洋
人
よ
り
も
『
神
の
国
』
　
　
　
近
年
「
象
徴
」
と
な
っ
た
天
皇
を
巡
る
国
体
論
義
は
、
論
壇
の
話

　　
の
真
理
を
深
く
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
こ
そ
が
ナ
　
　
題
に
な
る
こ
と
は
ト
ピ
ッ
ク
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た

　　
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
と
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
を
純
化
さ
せ
、
　
　
が
、
そ
ん
な
申
、
白
井
聡
が
「
国
体
論
ー
菊
と
星
条
旗
」
（
集
英
社

　
　革
命
的
変
化
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
媒
介
者
が
預
言
　
　
新
書
、
二
〇
一
入
年
）
の
中
で
興
味
あ
る
次
の
発
言
を
し
て
い
る
。

　
　者
で
あ
り
、
天
皇
で
あ
る
。
矢
内
原
の
理
想
主
義
は
、
民
衆
の
　
　
　
　
現
代
日
本
の
入
り
込
ん
だ
逼
塞
状
態
を
分
析
・
説
明
で
き
る
唯

　　
「
抵
抗
」
や
「
反
逆
」
の
可
能
性
を
排
除
し
て
い
る
。
そ
こ
で
構
　
　
　
　
一
の
概
念
が
『
国
体
』
で
あ
る
。
戦
後
民
主
主
義
と
呼
ば
れ
て

　
　
想さ
れ
る
『
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
上
に
立
て
ら
れ
た
、
天
皇
を
　
　
　
　
き
た
レ
ジ
ー
ム
の
隠
さ
れ
た
実
態
が
『
国
体
』
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
サ
　

　
　中
心
と
す
る
国
家
』
は
ど
こ
ま
で
も
幻
で
あ
り
危
険
で
あ
る
。
　
　
　
白
井
は
こ
の
「
国
体
」
を
「
戦
後
の
国
体
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
明

　
　
平和
主
義
者
矢
内
原
の
思
想
の
奥
に
は
危
う
い
炎
が
揺
ら
め
い
　
　
治
維
新
以
来
、
天
皇
制
が
機
能
し
て
き
た
役
割
を
、
戦
後
、
ア
メ
リ

　
　
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
が
代
替
し
た
。
天
皇
の
上
に
ワ
シ
ン
ト
ン
が
乗
っ
か
っ
て
い
る
の

　
戦後
の
矢
内
原
の
絶
対
平
和
主
義
の
思
想
的
根
拠
を
見
直
す
必
要
　
　
が
「
戦
後
の
国
体
」
で
あ
り
、
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
な
対
米
依
存
従
属
の

を
中
島
は
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
矢
内
原
が
愛
国
を
強
調
し
「
天
　
　
形
で
「
国
体
」
が
残
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
白
井
は
前
著
『
敗
戦
永

皇中
心
の
全
体
主
義
の
理
想
」
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
エ
ク
レ
シ
ア
　
　
続
論
ー
戦
後
日
本
の
核
心
』
（
太
田
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
で
ア
メ

を
提
示
、
キ
リ
ス
ト
再
臨
時
に
は
天
皇
を
最
上
位
に
し
た
「
神
の
国
」
　
　
リ
カ
の
巧
妙
な
占
領
戦
略
に
よ
り
、
日
本
国
民
に
と
っ
て
は
、
あ
の

日
本
が
成
立
す
る
こ
と
を
希
っ
て
い
た
事
実
に
、
近
年
の
政
治
の
全
　
　
敗
戦
は
「
負
け
る
が
勝
ち
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
化
し
、
国
民
こ
ぞ
っ

体
主
義
傾
向
、
「
国
体
」
観
念
復
活
を
危
惧
す
る
中
島
が
反
応
し
て
い
　
　
て
際
限
の
な
い
対
米
従
属
に
至
っ
て
い
る
と
も
指
摘
す
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
け

　白
井
の
指
摘
は
、
こ
の
異
形
の
「
国
体
」
は
対
米
従
属
の
ま
ま
、
　
　
伝
統
を
踏
ま
え
た
上
で
書
か
れ
た
水
準
の
高
い
思
想
書
で
あ
る
」
と

日
本
を
ど
こ
に
導
い
て
い
く
の
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。
対
米
従
　
　
し
、
戦
前
の
日
本
の
為
政
者
た
ち
が
『
国
体
の
本
義
』
の
立
場
に
明

属
批
判
は
矢
内
原
に
も
平
和
の
危
機
と
し
て
存
在
し
た
。
た
だ
、
白
　
　
確
に
立
っ
て
居
た
な
ら
ば
、
あ
の
戦
争
に
突
入
し
て
い
く
こ
と
は
な

井
の
指
摘
は
機
能
と
し
て
の
国
体
（
天
皇
制
）
と
為
政
者
・
国
民
の
　
　
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
の
趣
旨
を
展
開
す
る
。
『
国
体
の
本
義
』
を
読

政治
的
動
向
に
重
点
が
置
か
れ
た
分
析
で
あ
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
　
　
み
返
す
こ
と
で
、
利
己
的
個
人
主
義
を
克
服
し
、
国
民
に
国
家
・
民

が
主導
権
者
で
あ
る
事
実
を
中
心
に
し
た
著
作
で
あ
り
、
歴
史
的
伝
　
　
族
を
支
え
る
意
識
を
酒
養
さ
せ
た
い
と
い
う
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
重

統的
な
国
体
の
持
つ
原
理
、
そ
の
宗
教
性
や
日
本
精
神
と
の
関
わ
り
　
　
視
の
保
守
思
想
家
な
ら
で
は
の
主
張
で
あ
る
。
矢
内
原
の
「
国
体
」

へ
の
言
及
は極
め
て
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
擬
制
国
体
論
で
　
　
論
に
通
底
す
る
部
分
は
多
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
関
わ
り
は

あ
る
。
し
た
が
っ
て
矢
内
原
の
伝
統
的
「
国
体
」
論
と
は
異
な
る
。
　
　
論
じ
て
い
な
い
。

戦後
の
矢
内
原
に
も
「
負
け
る
が
勝
ち
」
の
発
想
が
あ
る
が
、
国
民

聖
魏繰
鶴
麟
課
麟
畔
講
賄
舗
麓
　
七
馨

瀕す
る
こ
と
は
、
内
村
継
承
の
「
犠
牲
の
論
理
」
か
ら
信
仰
的
栄
光
　
　
　
戦
後
の
キ
リ
ス
ト
教
界
で
、
矢
内
原
が
少
な
く
と
も
一
九
五
一
年

であ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
前
は
「
国
体
」
護
持
者
で
あ
っ
た
と
明
言
・
強
調
す
る
論
者
が
、

　矢
内
原
の
「
国
体
」
論
に
近
い
の
は
佐
藤
優
で
あ
る
。
『
日
本
国
家
　
　
極
め
て
少
数
で
あ
る
こ
と
を
詩
し
く
思
っ
て
い
る
。
冒
頭
に
述
べ
た

の神
髄
～
禁
書
『
国
体
の
本
義
』
を
読
み
解
く
～
』
（
扶
桑
社
新
書
）
　
　
よ
う
に
、
彼
の
「
国
体
」
護
持
心
こ
そ
が
信
仰
の
情
熱
の
源
の
大
き

の中
で
次
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
日
本
の
右
翼
、
保
守
思
想
を
　
　
な
領
域
を
占
め
て
い
た
と
考
え
る
。
預
言
者
的
熱
さ
の
根
底
に
「
国

立
て直
す
た
め
に
、
近
過
去
の
思
想
的
遺
産
を
発
掘
す
る
こ
と
が
焦
　
　
体
」
愛
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
愛
媛
の
豪
農
・
開
業
医
・

眉
の
課
題
と
し
て
…
…
出
合
っ
た
の
が
『
国
体
の
本
義
』
な
の
で
あ
　
　
県
会
議
員
と
い
う
名
士
の
家
系
に
生
ま
れ
、
＝
局
、
東
京
帝
大
法
学

る
」
。
さ
ら
に
「
『
国
体
の
本
義
』
は
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
　
　
部
と
い
う
官
製
の
超
エ
リ
ー
ト
教
育
を
受
け
た
中
で
最
優
秀
者
の
道

の人
々
に
も
理
解
で
き
る
記
述
を
し
て
い
る
。
西
欧
思
想
、
哲
学
の
　
　
を
歩
ん
で
来
た
こ
と
に
多
く
を
負
う
だ
ろ
う
。
矢
内
原
は
東
京
帝
大

矢
内
原
忠
雄
の
日
本
的
基
督
教
に
お
け
る
「
国
体
」
論
と
そ
の
研
究
の
現
代
的
意
義
（
山
申
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



＝
六

卒業
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
就
職
時
に
次
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
　
　
に
、
ア
メ
リ
カ
に
主
導
さ
れ
る
戦
争
協
力
も
や
む
な
し
と
す
る
日
本

「天
皇
陛
下を
愛
す
る
…
…
唯
忠
君
々
々
と
言
っ
て
居
る
の
み
で
は
　
　
と
な
る
こ
と
の
防
波
堤
の
役
割
を
真
の
キ
リ
ス
ト
者
が
担
う
べ
き
と

却
っ
て
根
底
の
弱
い
も
の
と
思
ふ
の
で
す
。
こ
の
日
本
民
族
祖
先
伝
　
考
え
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
「
パ
ワ
ー
」
に
対
抗
し
て
、
日
本

来
の
感
情
に
加
ふ
る
に
基
督
教
の
愛
を
以
て
し
て
真
の
忠
君
、
根
底
　
　
に
「
絶
対
平
和
」
「
理
想
的
民
主
主
義
」
を
支
え
る
キ
リ
ス
ト
教
「
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
　

の

堅
い
忠
君
が出
来
る
の
だ
と
思
ふ
の
で
す
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ル
」
を
構
築
さ
せ
る
の
が
矢
内
原
の
切
な
る
祈
り
で
あ
っ
た
で
あ

　こ
こ
に
「
国
体
」
称
揚
者
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
「
弁
証
」
論
者
と
し
　
　
ろ
う
。
矢
内
原
は
、
戦
前
戦
後
通
じ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
う
「
全
体

て

立
つ
決
意

が
表明
さ
れ
て
い
る
。
日
本
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
　
　
の
部
分
と
し
て
生
き
る
勇
気
」
を
持
ち
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

テ
ィ
ー
の
根
拠
、
日
本
国
の
歴
史
的
・
文
化
的
な
統
括
者
、
民
族
の
　
　
ラ
ー
描
く
騎
士
（
「
騎
士
と
死
と
悪
魔
」
）
の
如
く
で
あ
る
。

宗
家
と
し
て
の
天
皇
・
皇
室
す
な
わ
ち
「
国
体
」
を
尊
崇
・
護
持
す
　
　
　
平
成
か
ら
令
和
へ
と
天
皇
・
皇
室
の
在
り
方
が
様
々
な
面
か
ら
注

る
意
思
は
青
年
時
か
ら
矢
内
原
は
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
目
さ
れ
て
い
る
。
「
国
体
」
論
が
一
部
の
論
者
で
あ
れ
話
題
と
さ
れ

　
ただ
一
九
五
一
年
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
、
東
大
総
長
就
　
　
る
中
、
日
本
と
は
何
か
、
日
本
の
伝
統
的
、
歴
史
的
個
性
は
何
か
、

任
以降
は
天
皇
・
皇
室
を
日
本
国
憲
法
の
枠
内
の
存
在
と
捉
え
る
と
　
　
国
体
と
国
民
主
権
、
国
家
と
宗
教
の
関
係
如
何
な
ど
の
問
題
を
考
え

いう
「
国
体
」
観
の
変
化
が
見
え
る
。
と
同
時
に
国
家
国
政
批
判
の
　
　
る
良
き
手
が
か
り
と
し
て
、
矢
内
原
の
キ
リ
ス
ト
教
的
「
国
体
」
論

情
熱
が失
わ
れ
て
ゆ
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
問
う
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
今
後
も
研
究
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
尊
崇し
て
や
ま
な
か
っ
た
天
皇
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
関
心
の

低
さ
に
失
望
し
た
晩
年
の
矢
内
原
は
、
主
権
者
た
る
国
民
の
「
道
徳
　
　
　
　
　
　
　
　
註

心
」
高
揚
を
課
題
に
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
と
人
格
教
育
を
強
め
、
厳
　
　
（
1
）
　
一
九
三
七
年
、
矢
内
原
が
東
大
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
た
事
件
。

格な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
倫
理
に
国
民
を
直
結
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
　
　
（
2
）
武
田
清
子
「
地
の
塩
ー
キ
リ
ス
ト
教
と
近
代
日
本
の
形
成
」
『
キ

る
。
現
状
の
ま
ま
ア
メ
リ
カ
の
政
治
・
経
済
・
軍
事
の
「
パ
ワ
ー
」
　
　
　
　
リ
ス
ト
教
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
、
四
八
頁
。

に

依存
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
そ
の
安
逸
さ
が
日
本
の
モ
ラ
ル
バ
ザ
ー
　
　
（
3
）
武
田
清
子
、
前
掲
書
「
地
の
塩
ー
キ
リ
ス
ト
教
と
近
代
日
本
の

ド
を
も
た
ら
す
と
彼
は
見
抜
い
て
い
た
。
白
井
聡
が
指
摘
す
る
よ
う
　
　
　
　
形
成
」
五
六
頁
。



（4
）
　
矢
内
原
「
日
本
的
基
督
教
」
『
全
集
』
第
十
入
巻
、
岩
波
書
店
、
一
　
　
　
（
1
0
）
　
矢
内
原
「
基
督
教
と
日
本
」
『
全
集
』
第
十
入
巻
、
岩
波
書
店
、
一

　
　
九
三
三年
、
二
一
一
－
二
一
三
頁
（
抜
粋
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
一
年
、
六
九
九
頁
。

（5
）
　
千
葉
真
は
「
矢
内
原
の
場
合
で
す
ら
、
…
…
忠
君
愛
国
主
義
そ
れ
　
　
（
1
1
）
　
矢
内
原
「
基
督
教
の
主
張
と
反
省
」
『
全
集
』
第
十
八
巻
、
岩
波
書

　
　自
体
は
…
…
自
己
批
判
の
対
象
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
…
…
天
皇
制
　
　
　
　
店
、
一
九
三
七
年
、
七
三
八
頁
。
後
年
の
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
支
持
は
、

　　
の
精
神
構
造
と
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
天
皇
制
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
こ
そ
　
　
　
　
宗
教
改
革
以
前
の
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
に
対
す
る
矢

　　
が
、
当
時
の
日
本
人
一
般
の
心
象
世
界
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
り
　
　
　
　
内
原
の
理
解
か
ら
出
て
い
る
。

　　
…
…
規
定
し
呪
縛
し
…
…
支
配
し
て
い
た
」
と
い
う
（
富
阪
キ
リ
ス
　
　
（
1
2
）
　
矢
内
原
「
聖
書
の
姿
を
ば
西
欧
の
学
者
の
手
か
ら
平
民
の
手
に
移

　　
ト
教
セ
ン
タ
ー
編
『
十
五
年
戦
争
期
の
天
皇
制
と
キ
リ
ス
ト
教
』
新
　
　
　
　
し
た
い
。
…
…
日
本
国
民
の
書
と
し
た
い
」
（
「
イ
ザ
ヤ
書
序
」
『
全
集
』

　
　
教
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
四
八
一
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
、
四
頁
）
。

（6
）
　
矢
内
原
「
悲
哀
の
人
」
『
通
信
』
六
号
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
二
九
　
　
　
（
1
3
）
　
矢
内
原
「
日
本
精
神
へ
の
反
省
」
『
全
集
』
第
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、

　
　
1
一
九
三
七
年
、
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
六
年
、
四
入
－
四
九
頁
。

（7
）
　
日
本
精
神
の
美
点
－
例
え
ば
信
仰
心
、
愛
国
心
、
神
道
・
儒
教
・
　
　
（
1
4
）
　
矢
内
原
「
基
督
教
と
日
本
」
『
全
集
』
第
十
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一

　
　
仏
教
が
昇
華
さ
れ
た
生
活
上
の
道
徳
（
忠
実
、
正
直
、
誠
実
、
慈
悲
、
　
　
　
　
九
四
一
年
、
七
〇
〇
1
七
〇
一
頁
。

　
　
憐
れ
み
、
仁
義
礼
智
信
）
や
理
想
的
武
士
道
精
神
（
私
よ
り
公
、
死
　
　
（
1
5
）
　
福
音
に
は
預
言
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
、
福
音
と
預
言
を
分
離
す

　
　
生
観
）
ー
を
生
か
す
こ
と
が
彼
の
理
想
だ
っ
た
（
矢
内
原
「
信
仰
と
　
　
　
　
る
信
仰
思
想
を
厳
し
く
批
判
し
た
。

　
　
学
問
－
未
発
表
講
演
集
」
新
地
書
房
、
一
九
八
二
年
、
三
八
三
頁
）
。
　
　
（
1
6
）
　
旧
約
聖
書
諸
書
の
一
つ
。
三
十
一
章
は
ヨ
ブ
が
自
分
の
正
し
さ
を

（8
）
　
矢
内
原
『
余
の
尊
敬
す
る
人
物
』
岩
波
新
書
、
一
九
四
〇
年
、
一
　
　
　
　
主
張
す
る
場
面
。
『
矢
内
原
忠
雄
　
未
発
表
聖
書
講
義
ヨ
ブ
記
・
詩

　
　
入
七
－
一
八
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
』
新
地
書
房
、
一
九
八
六
年
、
一
入
五
ー
一
入
六
頁
。

（9
）
　
「
日
本
的
把
握
」
「
日
本
人
の
心
」
に
関
し
て
鈴
木
大
拙
著
「
日
本
　
　
（
1
7
）
　
文
部
省
『
定
本
　
国
体
の
本
義
　
臣
民
の
道
』
呉
P
A
S
S
出
版
、

　
　
的
霊
性
」
が
興
味
深
い
。
本
書
に
関
し
て
、
芦
名
定
道
著
「
日
本
的
　
　
　
　
　
一
九
三
三
年
、
七
頁
。

　
　
霊
性
と
キ
リ
ス
ト
教
」
（
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
復
刊
第
必
号
）
が
　
　
（
1
8
）
　
矢
内
原
「
民
族
と
国
家
」
『
全
集
』
第
十
入
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九

　
　
考
察
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
年
、
三
〇
〇
頁
。

矢内
原
忠
雄
の
日
本
的
基
督
教
に
お
け
る
「
国
体
」
論
と
そ
の
研
究
の
現
代
的
意
義
（
山
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
七



＝
八

（1
9
）
　
天
照
大
御
神
が
孫
ら
に
「
瑞
穂
の
国
は
我
が
子
孫
の
王
の
地
で
あ
　
　
（
3
1
）
神
学
者
の
古
屋
安
雄
は
「
こ
こ
で
矢
内
原
は
天
皇
を
は
っ
き
り
相

　　
る
」
等
を
約
束
し
た
（
古
事
記
・
日
本
書
紀
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
対
化
し
」
た
と
す
る
（
古
屋
安
雄
・
大
木
英
雄
『
日
本
の
神
学
』
ヨ

（2
0
）
　
矢
内
原
は
皇
室
の
流
れ
の
人
々
を
「
天
孫
人
種
」
と
呼
び
「
ア
イ
　
　
　
　
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
九
年
、
一
八
八
頁
）
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
立
花

　　
ヌ
人
種
」
ら
と
共
に
日
本
民
族
を
形
成
し
て
い
る
と
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
隆
は
「
天
皇
も
造
物
主
た
る
神
を
前
に
す
る
と
、
他
の
す
べ
て
の
人

（2
1
）
　
矢
内
原
「
平
和
国
家
論
」
『
全
集
』
第
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
　
　
　
　
問
と
同
様
人
性
を
持
つ
存
在
」
と
し
た
と
解
す
る
（
立
花
隆
『
天
皇

　　
四
六
年
、
六
一
－
入
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
東
大
皿
』
文
春
文
庫
、
二
〇
＝
二
年
、
四
九
六
－
四
九
八
頁
）
。
川

（2
2
）
竹
中
佳
彦
「
敗
戦
直
後
の
矢
内
原
忠
雄
－
民
族
共
同
体
と
絶
対
　
　
　
　
中
子
義
勝
は
「
矢
内
原
の
文
章
の
中
で
最
も
国
体
論
者
の
敵
憔
心
を

　
　
的
平
和
1
」
『
思
想
』
八
二
二
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
六
　
　
　
　
招
く
こ
と
と
な
る
」
と
雷
く
（
『
悲
哀
の
人
　
矢
内
原
忠
雄
』
」
か
ん

　
　
七
－
六
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
出
版
、
二
〇
一
六
年
、
一
五
三
頁
）
。
一
方
、
土
肥
昭
夫
は
「
天

（2
3
）
文
部
省
『
定
本
　
国
体
の
本
義
　
臣
民
の
道
』
三
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
皇
は
神
か
人
か
と
い
う
問
題
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
宗
教
性
と

（2
4
）
　
矢
内
原
「
日
本
精
神
の
懐
古
的
と
前
進
的
」
『
全
集
』
第
十
入
巻
、
　
　
　
　
い
う
曖
昧
な
概
念
を
持
ち
出
し
天
皇
尊
崇
の
意
義
を
強
調
す
る
」
と

　
　
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
、
八
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
（
土
肥
昭
夫
『
天
皇
と
キ
リ
ス
ト
ー
近
現
代
天
皇
制
と
キ
リ
ス

（2
5
）
　
文
部
省
『
定
本
　
国
体
の
本
義
　
臣
民
の
道
』
一
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
ト
教
の
教
会
史
的
考
察
1
⊥
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
六
五

（2
6
）
文
部
省
『
定
本
　
国
体
の
本
義
　
臣
民
の
道
』
三
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
頁
）
、
赤
江
達
也
も
「
天
皇
を
現
人
神
と
す
る
言
説
に
対
し
て
、
キ
リ

（2
7
）
　
矢
内
原
「
新
憲
法
に
つ
い
て
」
『
全
集
』
第
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、
　
　
　
　
ス
ト
者
の
立
場
か
ら
か
な
り
慎
重
…
…
天
皇
の
神
性
と
い
う
表
現
は

　　
一
九
四
六
年
、
二
四
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
否
定
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
」
と
曖
昧
さ
を
指
摘
（
赤
江
達

（2
8
）
　
矢
内
原
「
新
憲
法
に
つ
い
て
」
『
全
集
』
第
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、
　
　
　
　
也
『
矢
内
原
忠
雄
－
戦
争
と
知
識
人
の
使
命
』
岩
波
新
書
、
二
〇

　　
一
九
四
六
年
、
二
四
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
年
、
＝
○
頁
）
。
論
者
も
矢
内
原
は
曖
昧
で
あ
っ
た
と
解
す

（2
9
）
　
矢
内
原
「
日
本
精
神
の
懐
古
的
と
前
進
的
」
『
全
集
』
第
十
八
巻
、
　
　
　
　
る
。
ま
た
天
皇
と
キ
リ
ス
ト
の
関
係
に
立
ち
入
っ
て
矢
内
原
は
言
及

　
　
岩
波
書
店
、
一
九
四
六
年
、
八
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
な
い
点
も
指
摘
し
た
い
。

（3
0
）
矢
内
原
「
日
本
精
神
の
懐
古
的
と
前
進
的
」
『
全
集
』
第
十
入
巻
、
　
　
（
3
2
）
矢
内
原
「
国
家
興
亡
の
岐
路
」
『
全
集
』
第
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、

　
　
岩
波
書
店
、
一
九
四
六
年
、
八
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
六
年
、
一
七
〇
頁
。



（
3
3
）
　
矢
内
原
「
日
本
の
傷
を
医
す
者
」
『
全
集
』
第
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、

　　
一
九
四
六
年
、
一
四
四
頁
。

（3
4
）
　
矢
内
原
「
新
憲
法
に
つ
い
て
」
『
全
集
』
第
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、

　　
一
九
四
六
年
、
二
四
七
頁
。

（3
5
）
　
赤
江
達
也
『
矢
内
原
忠
雄
－
戦
争
と
知
識
人
の
使
命
』
岩
波
新

　
　
書
、
二
〇
一
七
年
、
二
三
五
－
二
三
六
頁
。

（3
6
）
　
大
濱
徹
也
「
矢
内
原
忠
雄
の
目
線
」
『
無
教
会
研
究
－
聖
書
と
現

　
　
代
』
第
七
号
、
二
〇
〇
四
年
、
三
九
－
六
三
頁
。

（3
7
）
　
白
井
聡
『
国
体
論
－
菊
と
星
条
旗
』
集
英
社
新
書
、
二
〇
一
八

　
　
年
、
四
一
五
頁
。

（3
8
）
　
佐
藤
優
『
日
本
国
家
の
神
髄
～
禁
書
「
国
体
の
本
義
」
を
読
み
解

　
　
く
～
』
扶
桑
社
新
書
、
二
〇
一
五
年
、
三
五
〇
頁
。

（3
9
）
　
矢
内
原
伊
作
『
矢
内
原
忠
雄
伝
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
入
年
、

　
　
三
＝
二
頁
。

（4
0
）
森
本
あ
ん
り
『
異
端
の
時
代
ー
正
統
の
か
た
ち
を
求
め
て
』
岩

　
　
波
新
書
、
二
〇
一
八
年
、
二
三
九
－
二
四
〇
頁
。

矢内
原
忠
雄
の
日
本
的
基
督
教
に
お
け
る
「
国
体
」
論
と
そ
の
研
究
の
現
代
的
意
義
（
山
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九


