
國學院大學学術情報リポジトリ

戦後史のなかの「八紘一宇」

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2024-10-31

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 黒岩, 昭彦

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/0002001088URL



1 戦後史のなかの「八紘一宇」

　
　
　
戦
後
史
の
な
か
の
「
八
紘
一
宇
」

黒　

岩　

昭　

彦　
　

　
　
　
　
は
じ
め
に

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
「
神
道
指
令
」
で
禁
止
用
語
と
さ
れ
た
八
紘
一
宇
は
、
戦
時
下
で
は
積
極
的
に
説
い
て
い
た
マ
ス
コ
ミ
か
ら
手
の
ひ
ら
を
返

し
た
よ
う
に
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
讀
賣
報
知
』（
昭
和
二
十
年
十
一
月
十
二
日
付
「
漢
字
を
廢
止
せ
よ
」）
は
、「
封
建
的

な
特
徴
が
濃
厚
」
と
い
う
漢
字
の
存
在
が
八
紘
一
宇
を
批
判
す
る
能
力
を
阻
害
し
た
と
説
い
た
。
ま
た
『
朝
日
新
聞
』（
同
二
十
二
年
二

月
二
十
八
日
付
「
天
声
人
語
」）
は
、
東
京
裁
判
に
お
い
て
Ａ
級
戦
犯
の
弁
護
人
を
務
め
た
清
瀬
一
郎
の
冒
頭
陳
述
を
聞
い
て
、「
し
か
し

八
紘
一
宇
や
大
東
亞
共
榮
圈
や
東
亞
新
秩
序
の
講
釋
を
、
今
更
き
か
さ
れ
る
と
は
思
は
な
か
つ
た
」
と
揶
揄
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

批
判
が
増
し
て
い
る
八
紘
一
宇
に
一
定
の
理
解
を
示
そ
う
と
し
た
知
識
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。鶴
見
俊
輔
は
、『
思
想
の
科
學
』

創
刊
号
（
同
二
十
一
年
五
月
号
）
に
大
東
亜
戦
争
へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ
た
原
因
の
一
つ
に
言
葉
に
よ
る
煽
動
が
あ
っ
た
と
し
て
、

　
　

�

昭
和
初
期
以
来
我
が
國
を
世
界
制
覇
へ
の
道
に
推
進
せ
し
め
ん
と
し
た
軍
國
主
義
勢
力
は
、
單
に
「
國
體
」
と
か
「
肇
國
」
と
か�
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「
八
紘
一
宇
」
と
か
の
お
守
り
言
葉
を
國
民
に
示
す
の
み
で
（
米
英
支
蘇
蘭
と
い
つ
ど
ん
な
形
で
戰
ひ
、
ど
の
程
度
の
犠
牲
を
拂
ふ
）

と
い
ふ
樣
な
具
體
的
内
容
は
明
示
し
な
か
つ
た
。（
中
略
）「
八
紘
一
宇
」「
肇
國
の
精
神
」
等
は
好
戰
家
の
旗
印
と
し
て
戰
爭
中
餘

り
果
敢
に
用
ひ
ら
れ
た
爲
に
、
舞
臺
の
轉
廻
と
共
に
流
行
を
斷
つ
た
が
、
之
等
に
代
り
、
米
國
か
ら
輸
入
さ
れ
た
「
民
主
」「
自
由
」

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
等
の
お
守
り
が
盛
に
使
は
れ
る
に
至
つ
た
。

と
述
べ
て
い
る（

（
（

。
こ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
用
語
を
唱
え
る
こ
と
で
、「
お
守
り
」
と
し
て
の
自
己
保
身
が
行
わ
れ
た
と
見
做
し
、
そ
の

言
葉
の
氾
濫
に
よ
る
煽
動
が
熱
狂
的
で
異
常
な
行
動
形
態
に
導
い
た
一
因
と
見
た
の
で
あ
る
。
た
だ
現
状
で
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ

れ
た
「
民
主
」「
自
由
」「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
な
ど
が
お
守
り
言
葉
と
し
て
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
と
し
て
、
客
観
的
に
そ
の
功
罪
を
指
摘

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
戦
後
の
権
力
者
は
、

　
　

�

從
來
の
お
守
り
言
葉
體
系
を
存
續
せ
し
め
て
政
治
を
や
つ
て
行
か
う
と
し
て
ゐ
る
。
之
等
は
軍
國
主
者マ
マ

政
治
家
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
も

使
は
れ
た
が
、
こ
ん
ど
は
正
し
く
運
用
し
よ
う
と
い
ふ
意
見
で
あ
る
。
急
進
的
政
治
家
は
、
從
來
の
お
守
り
言
葉
の
體
系
自
身
を
倒

壞
せ
し
め
や
う
と
し
て
ゐ
る
が
、之
等
を
新
し
い
お
守
り
言
葉
の
系
列
に
依
つ
て
お
き
か
へ
る
の
み
に
終
る
か
も
知
れ
ぬ
状
態
に
あ
る
。

と
い
う
戦
後
分
析
で
あ
る（

（
（

。
つ
ま
り
、
鶴
見
が
頭
ご
な
し
に
八
紘
一
宇
な
ど
一
連
の
言
葉
を
批
判
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
功
と
し
て
、「
こ

の
習
慣
が
國
民
的
情
操
を
醸
成
し
維
持
す
る
上
に
資
す
る
點
で
あ
ら
う
」
と
書
き
、「
こ
ん
ど
は
正
し
く
運
用
し
よ
う
と
い
ふ
意
見
」
と

述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
八
紘
一
宇
は
一
部
の
軍
国
主
義
者
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
理
解
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
近
代
主
義
者
」
を
自
称
し
た
丸
山
眞
男
は
、
昭
和
二
十
一
年
執
筆
の
「
超
國
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
の
中
で
、
日
本
の
戦
時
下�
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の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
要
因
が
、「
超
國
家
主
義
」
と
か
「
極
端
國
家
主
義
」
と
い
っ
た
名
で
漠
然
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
実
態

が
十
分
に
究
明
さ
れ
て
い
な
い
と
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「「
八
紘
爲
宇
」
と
か
「
天
業
恢
弘
」
と
か
い
つ
た
い
は
ば
叫
喚
的
な
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
形
で
現
は
れ
て
ゐ
る
た
め
に
、
眞
面
目
に
取
り
上
げ
る
に
値
し
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、

　
　

�「
八
紘
爲
宇
」
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
頭
か
ら
デ
マ
ゴ
ギ
ー
と
き
め
て
か
か
ら
ず
に
、
そ
う
し
た
諸
々
の
斷
片
的
表
現
や
そ
の
現
實
的
發

現
形
態
を
通
じ
て
底
に
ひ
そ
む
共
通
の
論
理
を
探
り
あ
て
る
事
が
必
要
で
あ
る
。

と
説
い
た（

（
（

。「
八
紘
爲
宇
」
と
か
「
天
業
恢
弘
」
と
い
う
叫
喚
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
底
に
潜
む
共
通
の
論
理
の
検
証
が
大
事
で
あ
る
と
丸

山
は
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
岩
波
書
店
創
業
者
の
岩
波
茂
雄
も
、

　
　

�

国
家
権
力
を
増
強
し
て
世
界
を
支
配
し
よ
う
と
考
え
ず
、
天
地
の
公
道
を
踏
ん
で
、
燃
ゆ
る
情
熱
を
以
て
真
理
を
追
究
し
、
八
紘
一

宇
を
実
現
す
る
こ
と
を
望
む
。

と
い
う
メ
モ
書
き
を
、
亡
く
な
る
前
に
書
き
遺
し
た
と
い
う
の
で
あ
る（

（
（

（
昭
和
二
十
一
年
四
月
二
十
五
日
死
去
）。

　

さ
ら
に
、
臨
済
宗
の
禅
僧
で
後
に
花
園
大
学
学
長
と
な
る
大
森
曹
玄
は
、
昭
和
二
十
年
九
月
半
ば
に
病
床
に
伏
し
て
い
た
関
精
拙
禅
師

か
ら
次
の
よ
う
な
遺
言
を
託
さ
れ
た
と
書
き
遺
し
て
い
る（

（
（

。

　
　

�

わ
た
し
は
大
臣
に
も
大
将
に
も
随
分
沢
山
会
っ
た
が
、
一
人
と
し
て
八
紘
一
宇
と
い
う
こ
と
を
正
し
く
理
解
し
た
も
の
が
居
ら
な
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か
っ
た
。
こ
れ
で
は
い
か
ん
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
半
歳
の
間
に
、
全
国
民
に
八
紘
一
宇
の
本
当
の
精
神
を
叩
き
込
ん
で
お

く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
再
起
の
根
源
を
な
す
も
の
だ
。（
中
略
）
わ
し
も
病
気
が
癒
っ
た
ら
必
ず
君
と
一
緒
に
や
る
。
そ
れ

ま
で
の
間
是
非
や
っ
て
く
れ
！

　

何
故
に
、
鶴
見
は
八
紘
一
宇
の
批
判
の
み
に
留
ま
ら
ず
功
績
さ
え
も
掲
げ
、「
こ
ん
ど
は
正
し
く
運
用
し
よ
う
と
い
ふ
意
見
で
あ
る
」

と
述
べ
た
の
か
。
ま
た
、
丸
山
は
八
紘
一
宇
（
＝
八
紘
為
宇
）
を
多
面
的
に
見
る
こ
と
を
示
唆
し
、
そ
し
て
岩
波
は
擁
護
し
よ
う
と
し
た

の
か
。
さ
ら
に
大
森
は
、
師
の
遺
言
た
る
「
八
紘
一
宇
の
精
神
」
を
生
涯
に
亘
り
禅
問
答
の
よ
う
に
問
い
続
け
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
四
名
の
知
識
人
と
は
異
な
る
厳
し
い
言
葉
を
遺
し
て
い
る
の
が
、
保
守
派
を
代
表
す
る
福
田
恆
存
（
昭
和
二
十
四
年
一
月
）
で

あ
る（

（
（

。

　
　

�

一
億
一
心
も
八
紘
為
宇
も
、
当
時
す
で
に
あ
き
ら
か
で
あ
つ
た
や
う
に
、
な
ん
の
精
神
内
容
を
も
つ
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ

た
だ
東
亜
を
攻
略
し
、
欧
米
先
進
国
を
そ
こ
か
ら
追
ひ
だ
し
た
い
と
い
ふ
日
本
軍
閥
の
政
治
的
意
図
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。

　

こ
れ
ら
の
占
領
下
の
発
言
形
態
か
ら
見
て
も
、
八
紘
一
宇
が
単
な
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
の
「
戦
時
ス
ロ
ー
ガ
ン
」
と
い
う
一
面
的
な
解

釈
だ
け
で
は
収
ま
り
切
れ
な
い
多
面
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
戦
後
に
於
け
る
知
識
人
や
政
治

家
な
ど
の
八
紘
一
宇
発
言
を
抽
出
、
批
判
的
な
八
紘
一
宇
の
現
状
認
識
が
戦
後
に
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
こ

と
が
目
的
で
あ
る
。
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一

　
「
八
紘
一
宇
」
の
政
治
問
題
化

　
　
1
、
占
領
下
に
お
け
る
国
会
論
争

　

八
紘
一
宇
が
戦
後
政
治
の
俎
上
に
あ
が
っ
た
の
は
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。

　

管
見
の
限
り
で
は
、
昭
和
二
十
二
年
七
月
五
日
の
第
一
回
参
議
院
本
会
議
で
の
細
川
嘉
六
議
員
（
日
本
共
産
党
）
の
質
問
を
嚆
矢
と
し

て
い
る
。
今
日
な
お
日
本
に
「
侵
略
主
義
」「
軍
国
主
義
」
の
思
想
が
根
強
く
あ
る
か
ら
「
反
省
」
す
る
よ
う
に
と
訴
え
、
片
山
潜
首
相

の
施
政
演
説
の
「
民
主
主
義
の
大
精
神
と
平
和
主
義
の
大
理
想
」
と
い
う
大
目
標
の
具
体
性
を
問
う
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
資
本
主
義

者
の
民
主
政
治
で
は
な
く
、「
九
十
五
％
の
働
く
者
の
民
主
政
治
」
の
実
行
を
八
紘
一
宇
を
持
ち
出
し
て
一
方
的
に
質
問
し
た
の
で
あ
る
。

細
川
は
、

　
　

�

八
紘
一
宇
と
い
う
言
葉
で
今
日
我
が
國
民
は
ひ
ど
い
目
に
あ
つ
て
お
り
ま
す
。
高
度
民
主
主
義
を
片
山
首
相
は
主
張
な
さ
つ
た
が
、

高
度
民
主
主
義
と
は
一
体
ど
い
う
こ
と
か
、
言
葉
を
そ
の
ま
ま
取
つ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
な
に
が
そ
の
中
に
盛
ら
れ
て
お
る
か
。�

こ
れ
は
痛
い
経
驗
を
八
紘
一
宇
で
嘗
め
た
今
日
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
述
べ
て
い
る（

（
（

。
ま
た
、
同
二
十
四
年
五
月
三
十
日
の
参
議
院
本
会
議
上
で
は
、
松
平
恒
雄
初
代
参
議
院
議
長
の
入
場
を
他
の
共
産
党
員

等
と
共
に
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
妨
害
し
た
と
さ
れ
た
。
こ
の
細
川
ら
の
行
動
に
対
し
て
草
葉
隆
圓
議
員
が
懲
罰
動
議
を
提
出
、
さ
ら
に
共

産
党
の
「
暴
力
革
命
」
に
ま
で
言
及
し
た
こ
と
か
ら
、「
こ
う
い
う
こ
と
を
増
長
さ
せ
て
行
く
こ
と
、
こ
れ
は
戰
前
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
軍

國
主
義
の
途
を
開
く
も
の
」
と
反
論
、
さ
ら
に
「
東
亞
共
栄
圏
と
い
つ
た
、
或
い
は
八
紘
一
宇
と
い
う
、
そ
う
し
て
こ
れ
を
礼
讃
し
た�
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あ
な
た
方
だ
」
と
非
難
し
た
の
で
あ
っ
た（

（
（

。

　

ち
な
み
に
細
川
は
近
衛
文
麿
内
閣
の
政
治
ブ
レ
ー
ン
組
織
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
「
昭
和
研
究
会（

（
（

」
の
有
力
な
一
員
で
も
あ
っ
た
。
細

川
の
い
う
「
東
亞
共
栄マ

マ

圏
」
の
元
の
理
念
と
い
う
べ
き
「
東
亜
協
同
体
」
を
体
系
づ
け
た
の
は
同
会
の
蠟
山
政
道
（
東
京
帝
國
大
學
法
学

部
教
授
）
等
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
っ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
お
く
び
に
も
出
さ
な
い（

（1
（

。
戦
前
の
細
川
は
、
支
那
事
変
の
長
期
化
を
「
到

達
す
べ
き
所
に
到
達
し
た
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
は
、「
今
や
時
局
は
全
國
民
の
政
治
的
自
覺
の
未
曽
有
の
昂
揚
と
深
化
と
を
求
め
つ
ゝ
あ

る
」と
国
民
の
覚
悟
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

。
そ
し
て
八
紘
一
宇
に
つ
い
て
は
、「
日
本
民
族
の
理
想
が
八
紘
一
宇
に
あ
る
と
の
主
張
が
、

大
陸
に
現
實
力
を
発
揮
す
る
が
た
め
に
は
、
斷
じ
て
そ
れ
は
獨
善
的
主
觀
的
主
張
に
止
る
べ
き
で
な
く
、
東
亞
十
億
の
民
心
を
收
纜
す
る

客
觀
性
と
具
體
方
策
を
持
つ
べ
き
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
」
と
、
八
紘
一
宇
の
対
外
的
な
理
論
構
築
の
急
務
を
説
く
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

ま
た
昭
和
二
十
六
年
十
月
三
十
日
の
参
議
院
「
平
和
条
約
及
び
日
米
安
全
保
障
条
約
特
別
委
員
会
」
で
は
、
無
所
属
で
は
あ
っ
た
が
マ

ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
と
し
て
著
名
な
羽
仁
五
郎
参
議
院
議
員
が
、「
ど
う
し
て
日
本
の
政
策
と
い
う
も
の
が
あ
の
よ
う
な
侵
略
戦
争
に

導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
」
と
吉
田
茂
首
相
に
質
問
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
首
相
は
、

　
　

�

戦
争
中
に
お
い
て
も
或
い
は
戦
争
以
前
か
ら
、
日
本
は
八
紘
一
宇
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
独
善
の
思
想
に
捉
わ
れ
て
、

海
外
の
情
勢
に
余
り
耳
を
傾
け
な
い
と
か
、
或
い
は
聞
き
苦
し
い
海
外
の
批
評
は
聞
き
た
く
な
い
と
い
う
よ
う
な
狭
隘
な
考
え
方
、

日
本
だ
け
が
選
ば
れ
た
天
孫
人
種
く
ら
い
に
考
え
て
お
つ
た
と
い
う
話
は
聞
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
禍
い
を
し
た
の
で
は
な
い
か
。

と
答
弁
し
て
い
る（

（1
（

。
そ
し
て
「
現
在
ソ
ヴ
エ
ト
な
ど
も
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
鉄
の
カ
ー
テ
ン
の
中
に
閉
じ
込
め
ら

れ
て
外
国
の
事
情
に
少
し
も
顧
み
な
い
。（
中
略
）
そ
う
い
う
狭
隘
の
考
え
方
が
国
を
誤
ま
る
の
で
は
な
い
か
」
と
、
ソ
ビ
エ
ト
の
政
治�
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体
制
を
出
し
て
反
論
し
て
い
る
の
は
さ
す
が
で
あ
る
。

　

な
お
、
そ
の
他
の
事
例
と
し
て
、
岩
間
正
男
参
議
院
議
員
（
日
本
共
産
党
）
が
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
九
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
、�

「
日
本
だ
け
が
世
界
に
冠
た
る
国
で
あ
り
、
そ
し
て
実
に
優
れ
た
と
こ
ろ
の
皇
室
を
持
つ
て
お
る
。
そ
う
し
て
大
東
亜
の
盟
主
で
あ
る
。

こ
う
い
う
よ
う
な
名
目
の
下
に
八
紘
一
宇
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
も
の
を
掲
げ
て
独
断
の
形
に
お
い
て
こ
れ
を
や
つ
た
の
で
あ
り

ま
す
」
と
述
べ
て
い
る（

（1
（

。
ま
た
兼
岩
傳
一
参
議
院
議
員
（
日
本
共
産
党
）
が
同
二
十
六
年
十
月
十
日
の
参
議
院
議
員
運
営
委
員
会
で
、�

「
曾
つ
て
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
が
そ
う
い
う
理
念
で
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
崇
高
な
る
使
命
と
い
う
恰
好
で
フ
ア
シ
ズ
ム
を
発
展
さ
せ
ま
し
た
し
、

東
条
そ
の
他
が
八
紘
一
宇
と
い
う
日
本
民
族
、
こ
の
日
本
民
族
の
崇
高
な
ど
と
い
う
恰
好
で
ほ
め
た
た
え
る
こ
と
は
、
全
く
民
主
主
義
の

精
神
と
容
れ
な
い
の
で
、
こ
う
い
う
言
葉
を
使
う
以
上
は
、
何
か
そ
こ
に
明
確
な
内
容
が
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
う
の
で
す
」
と
、
国
会

開
会
式
の
文
案
の
な
か
に
、「
民
族
に
課
せ
ら
れ
た
崇
高
な
使
命
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
質
問
し
て
い
る（

（1
（

。
そ
し
て
、
シ

ベ
リ
ア
抑
留
帰
還
者
が
国
会
証
人
喚
問
の
な
か
で
八
紘
一
宇
批
判
を
行
っ
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う（

（1
（

。

　
　
2
、
主
権
回
復
後
に
お
け
る
国
会
論
争

　

占
領
政
策
が
終
わ
る
と
、
家
制
度
や
道
徳
教
育
、
さ
ら
に
は
修
身
科
の
復
活
と
い
っ
た
「
戦
後
復
興
」
の
具
体
的
な
政
治
課
題
が
挙
が

る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
三
十
二
年
九
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
文
教
委
員
会
で
は
、
そ
れ
ら
の
動
き
に
対
し
て
「
戦
前
回
帰
」
で
は
な
い

か
と
佐
藤
観
次
郎
委
員
（
日
本
社
会
党
）
が
質
問
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
松
永
東
文
部
大
臣
は
、

　
　

�

す
な
わ
ち
戦
前
の
道
義
の
そ
れ
は
、
戦
前
の
愛
国
心
の
そ
れ
は
、
日
本
さ
え
よ
け
れ
ば
よ
ろ
し
い
、
い
わ
ゆ
る
八
紘
一
宇
と
か
な
ん

と
か
い
い
ま
し
て
、
よ
そ
の
国
は
ど
う
な
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。
ど
う
な
っ
て
も
じ
ゃ
な
い
。
よ
そ
の
国
は
つ
ぶ
れ
た
方
が
よ
ろ
し
い
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と
い
う
く
ら
い
な
考
え
方
か
ら
出
発
し
て
お
っ
た
よ
う
で
す
。

と
答
弁
し
て
、「
戦
前
の
復
活
調
で
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
」
と
明
確
に
否
定
し
て
い
る（

（1
（

。

　

ま
た
同
年
十
一
月
十
一
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
は
、
湯
山
勇
参
議
院
議
員
（
日
本
教
職
員
政
治
連
盟
・
日
本
社
会
党
）
が
、「
八

紘
一
宇
あ
る
い
は
大
東
亜
共
栄
圏
、
ア
ジ
ア
の
盟
主
、
そ
う
い
っ
た
民
族
の
誇
り
の
持
ち
方
が
、
国
を
誤
ま
つ
た
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ

は
総
理
が
一
番
よ
く
御
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
」と
述
べ
、愛
国
心
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
る
。「
総
理
が
一
番
よ
く
御
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
」

と
は
、
新
官
僚
（
革
新
官
僚
）
と
し
て
政
治
の
中
枢
に
い
た
岸
首
相
を
揶
揄
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
対
し
て
岸
首
相
は
、

　
　

�

今
お
あ
げ
に
な
り
ま
し
た
八
紘
一
宇
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
東
亜
の
盟
主
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
民
族
の
誇
り
で
あ
り
、
愛
国
心

と
結
ば
れ
て
、
こ
れ
が
非
常
な
大
き
な
力
と
し
て
国
民
全
体
に
か
ぶ
さ
つ
て
き
た
と
い
う
の
が
戦
前
の
状
況
で
あ
り
ま
す
。
私
は
先

ほ
ど
愛
国
心
の
私
の
考
え
て
お
る
考
え
方
、
ま
た
そ
の
際
に
、
民
族
の
誇
り
の
こ
と
を
申
し
落
し
ま
し
た
が
、
私
は
や
は
り
民
族
の

誇
り
と
し
て
は
、
日
本
民
族
が
世
界
の
平
和
の
上
に
、
世
界
の
文
化
の
上
に
貢
献
し
得
る
能
力
、
力
と
い
う
も
の
を
十
分
に
自
覚
し

て
、
こ
の
上
に
立
つ
て
わ
れ
わ
れ
は
十
分
な
働
き
を
し
よ
う
と
い
う
一
つ
の
意
欲
と
申
し
ま
す
か
、
考
え
方
に
立
つ
と
い
う
こ
と
が

根
本
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

と
答
弁
し
て
い
る（

（1
（

。

　

昭
和
五
十
七
年
三
月
二
十
三
日
参
議
院
文
教
委
員
会
で
は
、
戦
前
の
紀
元
節
に
替
わ
っ
て
新
た
に
生
ま
れ
た
「
建
国
記
念
の
日
」（
二

月
十
一
日
）
で
の
式
典
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
日
本
建
国
を
祝
う
会
主
催
の
「
建
国
記
念
の
日
奉
祝
中
央
式
典
」
で
の
主
催
者
側
の�
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挨
拶
の
な
か
に
、
八
紘
一
宇
こ
そ
が
平
和
主
義
の
理
念
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
趣
旨
の
挨
拶
が
あ
っ
た
と
し
、
八
紘
一
宇
を
美
化
す
る

よ
う
な
式
典
に
「
文
部
省
後
援
」
と
あ
る
の
は
問
題
で
あ
る
と
、
本
岡
昭
次
委
員
（
日
本
社
会
党
）
が
小
川
平
二
文
部
大
臣
に
質
問
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
臣
は
、

　
　

�

神
武
天
皇
の
思
想
は
い
わ
ゆ
る
八
紘
一
宇
の
思
想
で
あ
っ
た
、
こ
れ
は
本
来
平
和
主
義
の
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
述
べ

た
も
の
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
八
紘
一
宇
と
い
う
言
葉
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
、
さ
き
の
戦
争
に
お
き
ま
し
て
あ
の
戦
争
を
正
当
化

す
る
た
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
戦

争
を
肯
定
す
る
よ
う
な
言
い
回
し
は
い
た
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

と
述
べ
、
文
部
省
が
式
典
を
後
援
し
た
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
答
弁
し
た（

（1
（

。
と
こ
ろ
が
本
岡
委
員
は
「
教
育
勅
語
失
効
決
議
」（
衆
参
共

に
昭
和
二
十
三
年
六
月
十
九
日
決
議
）
ま
で
持
ち
出
し
て
、

　
　

　
　

�

八
紘
一
宇
と
い
う
そ
の
言
葉
の
持
つ
意
味
と
い
う
の
は
そ
う
簡
単
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
ま
さ
に
失
効
決
議
し
た
教
育
勅

語
と
深
く
こ
れ
は
教
育
的
に
は
結
び
つ
い
て
い
ま
す
し
ね
。
だ
か
ら
、
八
紘
一
宇
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
ど
ん
ど
ん
前
へ
出
て
い
っ

て
そ
れ
が
平
和
主
義
だ
と
、
八
紘
一
宇
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
と
き
に
民
主
主
義
と
か
、
自
由
主
義
と
か
言
っ
た
ら
八
紘
一
宇

精
神
に
よ
っ
て
断
罪
さ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

と
、
執
拗
に
文
部
省
後
援
の
批
判
を
繰
り
返
し
て
い
る（

11
（

。
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そ
し
て
、
中
曽
根
康
弘
首
相
は
昭
和
五
十
八
年
一
月
二
十
九
日
の
第
九
十
八
回
国
会
参
議
院
本
会
議
の
席
上
、
新
自
由
ク
ラ
ブ
の
森
田

重
郎
議
員
の
質
問
に
答
え
、

　
　

�

戦
争
前
は
八
紘
一
宇
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
は
日
本
独
自
の
地
位
を
占
め
よ
う
と
い
う
独
善
性
を
持
っ
た
、
日
本
だ
け
が
例
外
の
国

に
な
り
得
る
と
思
っ
た
、
そ
れ
が
失
敗
の
も
と
で
あ
っ
た
。
戦
後
再
び
そ
う
い
う
危
険
性
を
冒
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
う
い
う

こ
と
を
申
し
上
げ
た
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

と
答
弁
し
て
い
る（

1（
（

。
こ
の
背
景
に
は
、
首
相
が
昭
和
五
十
七
年
の
訪
米
し
た
際
に
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
に
対
し
て
、
日
米
は
「
運

命
共
同
体
」
で
あ
る
と
か
「
不
沈
空
母
」
と
い
っ
た
発
言
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
日
本
の
軍
拡
路
線
に
つ
な
が
る
の
で
は
と
の
危

惧
か
ら
森
田
議
員
は
質
問
し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
八
紘
一
宇
ま
で
持
ち
出
し
て
戦
前
の
よ
う
な
「
独
善
性
」
を
持
つ
よ
う
な
こ
と

は
な
い
と
中
曽
根
首
相
は
述
べ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

一
方
、
大
き
く
報
じ
ら
れ
た
の
が
自
自
公
連
立
政
権
の
防
衛
政
務
次
官
で
あ
っ
た
西
村
眞
悟
衆
議
院
議
員
の
例
で
あ
る
。
平
成
十
一
年

に
雑
誌
対
談
の
際
に
述
べ
た
も
の
で
、「
核
武
装
も
視
野
に
入
れ
て
国
会
で
検
討
せ
な
ア
カ
ン
！
」
と
発
言
、
さ
ら
に
「
大
東
亜
共
栄
圏
、

八
紘
一
宇
を
地
球
に
広
げ
る
ん
や
」
と
し
、「
ボ
ク
は
民
族
主
義
者
や
け
ど
、
民
族
主
義
者
で
な
か
っ
た
ら
政
治
家
の
資
格
は
な
い
と
思
っ

て
い
る
か
ら
な
」
と
い
う
、
政
治
家
と
し
て
は
か
な
り
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
っ
た（

11
（

。
こ
の
過
激
と
も
思
え
る
弁
舌
に
対
す
る
マ
ス
コ
ミ
の

批
判
は
い
う
ま
で
も
な
く
激
し
く
、
同
年
十
一
月
に
政
務
次
官
を
辞
任
し
て
い
る
。

　

ま
た
平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
三
原
じ
ゅ
ん
子
参
議
院
議
員
が
、
清
水
芳
太
郎
の
『
建
國
』（
昭
和
十
三
年
）

に
記
述
さ
れ
て
い
る
八
紘
一
宇
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
下
の
多
国
籍
企
業
の
租
税
回
避
の
脈
略
の
な
か
で
肯
定
的
に
引
用
、「
日
本
が�
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建
国
以
来
大
切
に
し
て
き
た
価
値
観
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
質
問
の
趣
旨
そ
っ
ち
の
け
で
八
紘
一
宇
発
言
の
方
に
激
し
い
批
判
が
集
中
し

た
の
で
あ
る（

11
（

。
国
会
議
員
た
る
者
は
、
役
職
に
関
係
な
く
八
紘
一
宇
を
口
に
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
現
状
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
占
領
下
か
ら
戦
後
の
国
会
審
議
を
通
覧
し
て
ゆ
く
と
、
占
領
期
に
は
主
と
し
て
日
本
共
産
党
主
導
に
拠
る
八
紘
一
宇
批
判

が
、
主
権
回
復
後
は
日
本
社
会
党
が
そ
の
中
心
と
な
っ
た
。
ま
た
近
年
で
は
必
ず
し
も
八
紘
一
宇
批
判
を
伴
わ
な
い
国
会
議
員
の
発
言
も

散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
政
治
上
の
批
判
構
図
は
戦
後
一
貫
し
て
お
り
、
さ
ら
に
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
3
、
「
平
和
の
塔
」
を
め
ぐ
る
政
治
問
題

　

宮
崎
市
の
「
平
和
の
塔
」（
八
紘
之
基
柱
）
に
つ
い
て
も
見
て
お
こ
う
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
「
神
道
指
令
」
の
命
令
に
よ
っ
て
、
宮
崎
県
に
よ
っ
て
「
武
神
像
」
が
破
壊
さ
れ
、
塔
正
面
の
八
紘
一
宇
文
字
板
は
撤
去
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
昭
和
三
十
九
年
に
開
催
さ
れ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖
火
リ
レ
ー
の
起
点
地
に
宮
崎
県
が
選
ば
れ
た
こ
と

か
ら（

11
（

、
塔
を
出
発
地
と
す
べ
く
復
元
が
宮
崎
県
の
政
治
課
題
の
一
つ
に
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
結
果
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
五
日
に

「
武
神
像
」
だ
け
は
復
元
さ
れ
た
。
昭
和
十
五
年
の
塔
建
設
に
尽
力
し
た
宮
崎
県
観
光
協
会
の
岩
切
章
太
郎
会
長
は
、聖
火
が
「
平
和
の
塔
」

に
灯
さ
れ
た
時
の
感
動
を
、
著
書
『
無
尽
灯
』
に
詳
細
に
書
き
の
こ
し
て
い
る
。
た
だ
、
八
紘
一
宇
の
文
字
が
復
元
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が
心
残
り
で
あ
っ
た
よ
う
で
、「
若
し
あ
の
塔
の
表
面
が
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
ず
に
、
昔
な
が
ら
の
八
紘
一
宇
の
文
字
が
残
っ
て
い
た
ら
、

あ
の
晩
の
そ
し
て
あ
の
朝
の
感
激
は
更
に
ど
ん
な
に
深
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
綴
っ
て
い
る（

11
（

。

　

聖
火
リ
レ
ー
の
際
に
復
元
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
苦
い
経
験
は
、
八
紘
一
宇
の
復
元
運
動
を
起
こ
す
契
機
と
な
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る

激
し
い
反
対
運
動
も
呼
び
覚
ま
し
た
の
で
あ
っ
た
。
宮
崎
県
労
評
事
務
局
長
の
松
浦
利
尚
は
、
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�

八
紘
一
宇
の
文
字
の
底
に
は
、
過
去
の
痛
ま
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
復
元
す
る
な
ら
ば
む
し
ろ
「
平
和
の
塔
」
と
い
う
の
が
ふ
さ

わ
し
い
。
平
和
の
塔
の
刻
み
こ
み
を
陳
情
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
現
在
の
工
事
を
中
止
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
陳
情
と
並
行
審
議
し
て

も
ら
い
た
い
。

と
、「
八
紘
一
宇
」
で
は
な
く
「
平
和
の
塔
」
と
刻
字
す
る
よ
う
訴
え
た（

11
（

。
だ
が
県
民
の
大
多
数
は
復
興
を
願
っ
た
。
同
四
十
年
一
月

二
十
八
日
の
八
紘
一
宇
の
文
字
は
二
十
年
振
り
に
復
活
し
た
の
で
あ
る
。
勢
い
づ
い
た
復
古
派
は
、「
平
和
台
」
と
戦
後
に
改
称
さ
れ
た

台
地
名
を
元
の
「
八
紘
台
」
に
戻
し
て
ほ
し
い
と
の
請
願
を
、
宮
崎
神
宮
総
代
の
鈴
木
荒
利
（
宮
崎
市
議
会
議
長
）
他
二
十
七
団
体
名
で

宮
崎
県
議
会
に
提
出
し
た（

11
（

。
一
方
反
対
派
は
、
八
紘
一
宇
の
文
字
を
再
び
削
る
こ
と
を
求
め
る
請
願
書
を
、
宮
崎
県
労
評
は
じ
め
宮
崎�

ベ
平
連
（「
ベ
ト
ナ
ム
に
平
和
を
！
市
民
連
合
」
の
略
）
な
ど
十
五
団
体
名
で
県
議
会
に
提
出
し
た
。
そ
し
て
新
た
に
「
反
対
共
闘
会
議
」

を
結
成
、「
平
和
の
塔
」
前
で
一
般
市
民
二
百
名
参
加
の
下
に
決
起
集
会
を
開
催
し
て
い
る（

11
（

。
結
果
的
に
は
「
八
紘
台
」
に
復
名
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、「
八
紘
一
宇
」
の
文
字
が
再
び
撤
去
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
平
成
に
御
代
替
り
す
る
と
、平
和
の
塔
が
「
戦
争
の
塔
」
で
あ
っ
た
と
史
実
を
も
っ
て
証
明
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
現
れ
た
。

平
成
三
年
に
宮
崎
市
に
設
立
さ
れ
た
「『
平
和
の
塔
』
の
史
実
を
考
え
る
会
」（
平
成
二
十
三
年
よ
り
「『
八
紘
一
宇
』
の
塔
を
考
え
る
会
」

と
改
称
）
で
あ
る
。
献
石
の
調
査
を
は
じ
め
、
中
国
に
ま
で
赴
き
石
の
一
部
が
「
略
奪
品
」
で
あ
る
と
主
張
し
、
中
国
で
パ
ネ
ル
展
ま
で

開
催
す
る
な
ど
、
一
貫
し
て
塔
の
「
侵
略
性
」
を
厳
し
く
追
及
し
て
い
る（

11
（

。

　

そ
の
結
果
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
八
日
に
は
、
中
国
の
南
京
民
間
抗
日
戦
争
博
物
館
の
呉
先
斌
ほ
か
中
国
人
八
名
と
そ
れ
を
支
援

す
る
日
本
の
市
民
団
体
ら
計
十
二
名
が
県
庁
を
訪
れ
た（

11
（

。
中
国
か
ら
「
略
奪
」
さ
れ
た
と
い
う
一
部
の
献
石
、「
南
京
日
本
居
留
民
会
」

と
刻
ま
れ
た
麒
麟
が
彫
ら
れ
た
礎
石
、「
南
京
紫
金
山
麓
」
と
彫
ら
れ
た
石
、
孫
文
の
墓
の
一
部
と
さ
れ
る
「
南
京
中
山
陵
」
と
彫
ら
れ
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た
三
石
の
返
還
を
求
め
る
要
求
を
宮
崎
県
に
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
八
紘
一
宇
の
文
字
を
外
し
て
石
の
由
来
を
歴
史
的
事
実
に

基
づ
い
て
掲
示
す
る
な
ら
ば
要
求
は
取
り
下
げ
る
考
え
も
示
し
た
。
中
国
の
目
的
が
八
紘
一
宇
の
文
字
削
除
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ

う
。
こ
の
要
求
に
対
し
て
宮
崎
県
は
毅
然
と
し
た
態
度
で
臨
ん
で
い
る
。
都
市
計
画
課
の
森
山
福
一
課
長
は
、「
八
紘
一
宇
は
世
界
平
和

を
祈
念
す
る
理
念
で
あ
り
、
戦
争
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
石
の
寄
贈
の
経
緯
を
示
す
具
体
的
な
文
書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
」
と
し

て
、
礎
石
の
返
還
要
求
を
拒
否
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
呉
館
長
は
、「
平
和
の
塔
の
建
立
前
後
で
、
日
本
軍
は
中
国
だ
け
で
な
く
、
東
南
ア

ジ
ア
も
侵
略
し
て
い
て
、「
八
紘
一
宇
は
平
和
の
思
想
だ
」
な
ど
と
す
る
県
の
見
解
は
理
解
で
き
な
い
」
と
食
い
下
が
っ
た
。
そ
し
て
、�

「
県
が
誤
っ
た
認
識
を
改
め
る
ま
で
何
度
も
足
を
運
ぶ
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
靖
國
問
題
や
歴
史
認
識
問
題
と
同
じ
構
図
が

一
地
方
都
市
に
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
二

　
神
社
関
係
者
の
「
八
紘
一
宇
」
と
「
八
紘
為
宇
」

　

神
社
関
係
者
は
八
紘
一
宇
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
戦
時
下
に
あ
っ
て
は
、
今
泉
定
助
や
葦
津
珍
彦
な
ど
が
世
俗

化
し
た
八
紘
一
宇
と
は
異
な
る
信
仰
的
か
つ
道
徳
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
論
じ
て
い
る（
1（
（

。

　

一
方
で
戦
後
は
、
神
道
指
令
に
拠
る
使
用
禁
止
を
受
け
た
縛
り
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
二
十
六
年
頃
か
ら
「
紀
元
節
」
復
興
運
動

が
起
こ
る
が
、
こ
の
間
も
革
新
政
党
を
刺
激
し
戦
前
回
帰
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
言
論
は
慎
ん
だ
方
が
得
策
と
の
方
針
で
あ
っ
た
と
推
測
す

る
が
、
神
道
人
の
八
紘
一
宇
論
は
見
ら
れ
な
い
。
反
対
者
の
い
う
「
軍
国
主
義
の
復
活
」
を
匂
わ
せ
な
い
よ
う
な
配
慮
を
と
り
つ
つ
、
幾

度
も
の
蹉
跌
を
繰
り
返
し
た
。
昭
和
四
十
一
年
六
月
二
十
五
日
に
は
先
ず
「
建
国
記
念
の
日
」
を
設
け
る
こ
と
が
決
ま
り
、
そ
し
て
同
年

十
二
月
九
日
を
以
て
、
戦
前
の
紀
元
節
同
様
に
「
二
月
十
一
日
」
と
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

そ
し
て
同
四
十
二
年
二
月
十
一
日
に
は
、
国
の
建
国
を
祝
う
祝
典
行
事
が
約
二
十
年
振
り
に
全
国
各
地
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、�
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『
神
社
新
報
』
の
「
論
説
」
は
、
神
武
天
皇
の
建
国
の
ご
苦
難
と
理
想
に
触
れ
た
後
に
次
の
よ
う
に
そ
の
慶
び
を
伝
え
て
い
る（

11
（

。

　
　

�
こ
の
即
位
に
さ
い
し
て
、
神
武
天
皇
は
、
艱
難
を
共
に
し
て
来
た
群
臣
を
前
に
し
て
詔
（
み
こ
と
の
り
）
を
告
げ
さ
せ
給
う
た
。�

そ
れ
は
日
本
書
紀
に
詳
し
く
記
録
せ
ら
れ
て
ゐ
る
有
名
な
八
紘
為
宇

4

4

4

4

の
詔
で
あ
る
。
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
「
あ
ま
つ
神
」
の
神
意
を

奉
じ
て
、
道
義
を
も
っ
て
人
を
教
へ
導
き
、
天
下
の
人
が
、
す
べ
て
、
一
家
の
父
子
同
胞
の
や
う
に
、
相
親
し
み
相
和
す
る
国
を
建

設
し
て
行
か
う
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　

神
武
天
皇
の
ご
即
位
二
年
前
に
発
せ
ら
れ
た
詔
と
し
て
「
八
紘
為
宇
の
詔
」
と
呼
び
、そ
の
意
味
は
「
道
義
を
も
っ
て
人
を
教
へ
導
き
、

天
下
の
人
が
、
す
べ
て
、
一
家
の
父
子
同
胞
の
や
う
に
、
相
親
し
み
相
和
す
る
国
を
建
設
し
て
行
か
う
と
い
ふ
こ
と
」
と
、
そ
の
道
義
性

の
意
味
を
明
確
に
示
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、神
社
本
庁
の
機
関
紙
で
あ
る
『
神
社
新
報
』
が
「
八
紘
為
宇
」
と
使
用
し
た
意
味
は
、

昭
和
十
七
年
頃
か
ら
文
部
省
な
ど
を
含
む
一
部
知
識
人
の
「
転
換
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が（

11
（

、
そ
こ
に
は
体
制
批
判
を
含
む
思
想
的
意

味
合
い
を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
日
蓮
主
義
者
の
説
い
た
軍
部
に
展
開
し
た
八
紘
一
宇
や
、
近
衛
文
麿
内
閣
を
支
え
た
知
識

人
ら
の
説
い
た
八
紘
一
宇
と
は
異
な
る
と
い
う
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
國
學
院
大
學
学
長
を
務
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
神
道
学
者
の

河
野
省
三
は
、
こ
の
二
つ
の
社
会
思
想
用
語
が
併
存
し
た
状
況
の
背
景
に
は
、「
時
代
の
或
思
想
的
背
景
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

11
（

。

　

そ
し
て
葦
津
珍
彦
は
昭
和
四
十
七
年
に
執
筆
し
た
小
論
「
神
武
天
皇
と
明
治
天
皇
」
に
、

　
　

�

神
武
天
皇
の
き
び
し
い
戦
闘
の
目
的
が
、
八
紘
為
宇

4

4

4

4

に
あ
っ
た
こ
と
は
、
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
八
紘
為
宇
と

は
、
東
京
裁
判
の
弁
護
団
に
よ
っ
て
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ブ
ラ
ザ
フ
ッ
ド
（
世
界
兄
弟
）
と
訳
さ
れ
た
。
正
し
い
名
訳
だ
と
思
う
。
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と
書
い
て
い
る（

11
（

。
な
お
参
考
ま
で
に
述
べ
て
お
く
が
、広
島
県
山
県
郡
の
有
田
八
幡
神
社
の
注
連
柱
に
は
八
紘
為
宇
と
刻
字
さ
れ
て
い
る
。

鷹
司
信
輔
神
社
本
庁
統
理
が
昭
和
三
十
年
に
揮
毫
し
た
も
の
で
あ
る（

11
（

。

　

ま
た
、
同
四
十
九
年
に
は
田
中
卓
皇
學
館
大
学
教
授
の
「“
八
紘
一
宇
＂
思
想
の
復
活
」
が
見
ら
れ
る
。
歴
史
学
の
立
場
か
ら
は
、『
日

本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
詔
が
そ
の
ま
ま
二
千
年
前
の
神
武
天
皇
の
も
の
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
断
り
を
入
れ
た
後
に
、「
建
国
の

過
去
に
対
す
る
追
想
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
在
及
び
将
来
に
お
け
る
天
皇
政
治
の
当
為
、
あ
る
べ
き
姿
を
約
束
す
る
宣
言
で
も
あ
っ
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

　
　

�

し
か
し
一
般
に
は
“
八
紘
一
宇
＂
に
た
い
す
る
大
き
な
誤
解
が
あ
り
、
現
在
は
“
民
主
政
治
＂
の
花
ざ
か
り
で
あ
る
。
だ
が
、
多
数

決
に
も
と
づ
く
民
主
政
治
と
い
ふ
も
の
が
、
果
し
て
そ
れ
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
政
治
形
態
と
い
へ
よ
う
か
。（
中
略
）
し
か
し
日
本
は
、

一
国
家
一
民
族
一
言
語
、
し
か
も
一
君
万
民
、
二
千
年
の
歴
史
と
伝
統
を
も
つ
国
家
で
あ
る
。
文
字
通
り
“
国
と
い
ふ
家
＂
だ
。“
八

紘
（
天
の
下
）
を
掩
ひ
て
宇
（
家
）
と
な
す
＂
と
は
、
正
に
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
“
天
皇
政
治
＂
こ
そ
、“
万
民
保
全
＂
を
具

体
的
に
実
証
す
る
、
世
界
に
比
類
な
き
す
ぐ
れ
た
政
治
形
態
と
い
つ
て
よ
い
。

と
、
戦
後
半
ば
死
語
と
な
っ
て
い
た
八
紘
一
宇
の
「
復
活
」
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

そ
し
て
、
同
五
十
四
年
に
は
岩
本
徳
一
國
學
院
大
學
教
授
が
「
八
紘
一
宇
論
」
を
書
い
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
の
出
典
の
解
説
と
神

道
指
令
に
拠
っ
て
使
用
禁
止
用
語
と
な
っ
た
経
緯
を
述
べ
た
後
に
、

　
　

�「
八
紘
一
宇
」
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
も
、
敗
戦
と
云
ふ
不
運
の
も
と
、
占
領
軍
に
よ
る
一
方
的
な
誤
解
を
明
確
に
し
て
、
日
本
国
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家
の
主
体
性
の
復
帰
と
自
覚
を
徹
底
さ
せ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
の
教
育
に
よ
る
者
が
八
割
を
占
め
る
現
在
の
日
本
に
あ
っ
て
、

日
本
の
真
姿
と
伝
統
的
思
向
を
明
確
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
建
国
の
事
情
・
理
念
を
無
視
し
て
、
そ
の
国
家
の
発
展
を
考
へ
る
こ

と
は
出
来
な
い
。「
ア
メ
ノ
シ
タ
ヲ
オ
ホ
イ
テ
イ
ヘ
ト
ナ
サ
ム
」
の
八
紘
一
宇
こ
そ
、
日
本
歴
史
・
文
化
の
拠
り
ど
こ
ろ
の
精
神
で

あ
り
、
そ
の
精
華
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。

　
と
し
て
、
八
紘
一
宇
の
誤
解
を
解
く
こ
と
の
大
事
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

以
上
、『
神
社
新
報
』
並
び
に
神
社
界
を
代
表
す
る
三
名
の
戦
後
の
八
紘
一
宇
（
八
紘
為
宇
）
論
を
紹
介
し
た
が
、
占
領
下
、「
建
国
記

念
の
日
」
制
定
ま
で
は
、神
社
界
で
は
ほ
ぼ
八
紘
一
宇
論
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
解
っ
て
き
た
。
そ
の
背
景
に
は
占
領
下
の
「
神
道
指
令
」

の
縛
り
が
あ
り
、
ま
た
独
立
後
は
「
建
国
記
念
の
日
」
制
定
運
動
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
た
め
の
政
治
的
配
慮
が
介
在
し
て
い
た
と
推
測

で
き
よ
う
。
そ
の
縛
り
と
配
慮
が
解
消
さ
れ
た
後
に
、
八
紘
一
宇
の
意
義
見
直
し
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
未

だ
途
上
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
戦
後
の
神
社
関
係
者
の
な
か
に
は
戦
前
の
世
俗
化
し
た
八
紘
一
宇
と
は
差
別
化
を
図
り
、
意
識
的

に
八
紘
為
宇
と
使
う
人
が
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
三

　
八
紘
一
宇
と
「
家
族
国
家
論
」

　

八
紘
一
宇
に
係
る
国
会
議
員
の
発
言
、
宮
崎
県
の
「
平
和
の
塔
」
に
降
り
か
か
っ
て
い
る
外
圧
問
題
な
ど
を
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
視

点
を
変
え
て
、「
夫
婦
別
姓（
11
（

」（
夫
婦
別
氏
）
問
題
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

　
「
夫
婦
別
姓
」
問
題
に
つ
い
て
は
筆
者
の
住
む
宮
崎
県
に
於
い
て
も
地
元
紙
『
宮
崎
日
日
新
聞
』（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
付
）
が
「
社

説
」
を
掲
げ
て
論
じ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
地
方
紙
の
大
半
は
共
同
通
信
社
な
ど
か
ら
配
信
を
受
け
て
お
り
、
他
の
地
方
紙
も
同
様
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の
論
調
を
掲
げ
た
も
の
と
推
測
で
き
よ
う
。
そ
の
論
調
は
明
白
で
、
平
成
二
十
九
年
の
世
論
調
査
（
制
度
に
賛
成
四
十
二
・
五
％
、
反
対

二
十
九
・
三
％
）
を
持
ち
出
し
て
、「
新
た
な
導
入
を
見
据
え
議
論
を
深
め
た
い
」
と
結
ん
で
い
る
。
夫
婦
別
姓
と
は
、
女
性
の
社
会
的
地

位
や
権
利
を
守
り
、
夫
婦
が
結
婚
後
も
改
姓
せ
ず
に
結
婚
以
前
の
姓
を
名
乗
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
、
男
女
の
性
区
別
を
な
く

そ
う
と
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
運
動
の
一
つ
で
あ
る
。
な
お
参
考
ま
で
に
述
べ
れ
ば
、
現
在
の
民
法
第
七
五
〇
条
（
夫
婦
の
氏
）
に
は
、�

「
夫
婦
は
、
婚
姻
の
際
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
夫
ま
た
は
妻
の
氏
を
称
す
る
」
と
あ
る
。
厚
生
労
働
省
の
平
成
二
十
六
年
の
調
査
に

拠
る
と
、
妻
の
側
が
改
姓
す
る
割
合
が
九
六
・
一
％
と
い
う
。

　

こ
の
夫
婦
別
姓
の
論
点
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
家
」
で
あ
る
。

　
「
家
」
で
想
起
さ
れ
る
の
は
明
治
末
期
に
「
家
族
国
家
論
」
を
説
い
た
穂
積
八
束
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
筧
克
彦
で
あ
る
。
家
族

国
家
論
と
は
、
日
本
の
国
民
を
先
祖
を
同
じ
く
す
る
一
大
家
族
に
喩
え
、
皇
室
を
国
民
の
本
家
に
位
置
づ
け
る
国
家
思
想
の
こ
と
で
あ
る
。

穂
積
は
「
憲
法
の
精
神
」
に
お
い
て
、

　
　

�

家
ニ
於
ケ
ル
天
賦
ノ
元
首
ハ
父
母
タ
ル
カ
如
ク
國
ニ
於
ケ
ル
天
賦
ノ
主
權
者
ハ
民
族
ノ
同
始
祖
タ
リ
。
我
萬
世
一
系
ノ
皇
位
ハ
我
民

族
ノ
始
祖
タ
ル
天
祖
ノ
靈
位
ニ
シ
テ
其
ノ
直
系
ノ
皇
統
此
ノ
位
ニ
卽
キ
天
祖
ノ
威
靈
ヲ
代
表
シ
テ
天
祖
ノ
慈
愛
セ
ル
其
子
孫
ニ
君
臨

ス
。
皇
位
ハ
神
聖
ナ
リ
天
祖
ノ
神
位
ナ
レ
ハ
ナ
リ
主
權
ハ
侵
ス
へ
カ
ラ
ス
天
祖
ノ
威
靈
ナ
レ
ハ
ナ
リ
。

と
述
べ
て
い
る（

1（
（

。
ま
た
筧
は
、『
法
理
學
』（
第
一
卷
・
佛
敎
哲
理
）
の
な
か
で
、「
自
然
ノ
家
族
ヲ
中
心
ト
シ
テ
、
之
ヲ
擴
大
シ
タ
ル
モ

ノ
ヲ
日
本
國
ト
ナ
ス
」
と
書
い
て
い
る（

11
（

。

　

そ
し
て
昭
和
の
戦
中
期
に
か
け
て
は
、
神
武
天
皇
の
詔
勅
か
ら
の
造
語
で
あ
る
「
八
紘
一
宇
」
を
通
じ
て
喧
伝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。�
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清
水
芳
太
郎
は
『
建
國
の
大
義
』
に
て
、「
此
の
八
紘
一
宇
の
御
言
葉
に
は
、
次
の
如
き
御
意
味
が
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
だ
ら
う
か
。
一
宇

は
一
家
で
あ
る
。
一
家
の
秩
序
と
は
家
長
を
中
心
と
し
て
家
族
の
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
一
家
制
度
と
い
ふ
も
の
は
中
々
面
白

い
所
が
あ
る
」
と
い
う（

11
（

。
ま
た
、
立
教
中
学
校
の
チ
ャ
プ
レ
ン
（
学
校
付
き
牧
師
）
で
、
後
に
は
立
教
大
学
教
授
と
な
る
前
島
潔
も
、「
大

日
本
帝
國
の
本
質
と
其
の
使
命
」
の
結
び
に
あ
た
り
、「
尚
武
の
國
日
本
に
は
世
界
獨
自
の
大
家
族
主
義

4

4

4

4

4

（
筆
者
註
・
八
紘
為
宇
）
の
國

體
が
あ
り
、
非
常
時
に
再
會
し
て
他
國
に
比
類
な
き
犠
牲
的
精
神
の
發
露
が
あ
る
」
と
述
べ
た（

11
（

。
戦
時
下
に
説
か
れ
た
八
紘
一
宇
論
の
多

く
が
、「
家
」
を
基
点
と
し
た
同
胞
主
義
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
一
た
び
家
制
度
の
根
幹
を
な
す
民
法
改
正
問
題
が
浮
上
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
論
考
も
出
て
く
る
。
浄
土
真
宗
住
職
の
藤
谷

俊
夫
は
、「
身
分
支
配
を
隠
す
血
縁
―
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
基
盤
と
家
族
主
義
」
と
い
う
論
考
に
於
い
て
、

　
　

�

天
皇
制
が
フ
ァ
シ
ョ
化
す
る
と
と
も
に
家
族
制
度
の
封
建
的
性
格
は
一
層
強
化
さ
れ
た
「
八
紘
一
宇

4

4

4

4

」
と
い
っ
た
家
族
国
家

4

4

4

4

、
共
同

体
国
家
の
観
念
が
強
調
せ
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
偽
制
は
軍
隊
は
じ
め
工
場
、
学
校
、
寮
等
あ
ら
ゆ
る
集
団
に
お
い
て
そ
の
中
の
対
立

を
ゴ
マ
か
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。（
中
略
）
日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
が
天
皇
制
支
配
の
強
化
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
比
較
的
大
し

た
抵
抗
も
な
く
進
ん
だ
大
き
な
理
由
の
一
つ
は
、
天
皇
制
下
の
日
本
は
一
貫
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
た
り
得
ず
、
封
建
的
な
大
家
族

制
度
の
上
に
立
つ
家
父
長
制
的
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る（

11
（

。
当
時
の
自
由
党
が
、
占
領
下
に
破
壊
さ
れ
た
と
い
う
「
家
」
制
度
の
復
活
を
目
途
と
し
、
勢
い
憲
法
改
正
に
ま
で
政
争

が
及
ぶ
と
、八
紘
一
宇
ま
で
持
ち
出
し
て
反
対
の
論
陣
を
張
っ
た
の
で
あ
る
。
藤
谷
は
、日
本
の
家
族
制
度
は
天
皇
制
支
配
の
基
盤
で
あ
っ

て
、
こ
れ
が
戦
中
期
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
現
況
で
あ
っ
た
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
新
田
均
に
よ
る
と
藤
谷
は
「
国
家
神
道
「
幻
想
」
の
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拡
大
者
」
と
い
う
。
藤
谷
の
『
日
本
宗
教
史
講
座
』
に
お
け
る
、
国
家
神
道
の
構
成
要
素
と
す
る
皇
室
祭
祀
や
教
育
勅
語
な
ど
が
、
後
の

村
上
重
良
の
「
広
義
の
国
家
神
道
」
論
構
築
の
基
盤
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る（

11
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
論
争
は
約
半
世
紀
も
前
の
も
の
で
、
当
時
は
夫
婦
別
姓
問
題
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
も
な
く
、
そ
の
逆
を
目
途
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
た
だ
現
在
の
そ
れ
も
畢
竟
「
家
」
の
問
題
で
あ
る
以
上
、
現
在
の
夫
婦
別
姓
問
題
の
根
っ
こ
に
も
、
こ
の
よ
う
な
明
治
期

か
ら
戦
中
期
に
か
け
て
高
唱
さ
れ
た
「
家
」
の
在
り
方
へ
の
是
非
が
介
在
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

現
に
千
葉
慶
は
「
八
紘
一
宇
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
小
論
文
の
な
か
で
、
宮
崎
市
の
「
平
和
の
塔
」（
八
紘
之
基
柱
）
を
事
例
に
述
べ

て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
千
葉
は
、

　
　

�

本
コ
ラ
ム
で
は
、
紀
元
二
千
六
百
を
記
念
し
た
八
紘
一
宇
の
象
徴
塔
「
八
紘
之
基
柱
」
を
取
り
上
げ
、
八
紘
一
宇
思
想
の
内
実
と
具

体
的
実
践
例
を
分
析
し
て
行
き
た
い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
理
論
は
、こ
れ
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
非
常
に
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
八
紘
一
宇
と
は
「
世
界
一
家
」
を
目
指
す
標
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う（

11
（

。
ま
た
、
大
越
愛
子
も
、
近
代
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
、
国
家
の
女
性
取
り
込
み
戦
略
に
か
ら
め
と

ら
れ
た
女
性
が
、
大
越
の
い
う
「
侵
略
戦
争
」
に
加
担
し
て
い
っ
た
経
緯
を
、「
国
家
神
道
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
や
「
家
族
国
家
と
い
う
国

体
戦
略
」
な
ど
の
論
考
を
通
し
て
試
み
て
い
る（

11
（

。

　

と
ど
の
つ
ま
り
、�

ジ
ェ
ン
ダ
ー
運
動
の
一
形
態
た
る
「
夫
婦
別
姓
」
問
題
は
、「
個
人
の
自
由
」
と
か
「
選
択
的
だ
か
ら
良
い
」
と
い
っ
て
、

如
何
に
も
耳
触
り
の
良
い
権
利
主
張
を
隠
れ
蓑
に
し
て
い
る
が
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
家
族
国
家
や
八
紘
一
宇
的
な
「
家
」
の
理
解
を
巡
る
、

歴
史
認
識
問
題
と
も
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
戦
後
の
「
五
十
五
年
体
制
」
の
歴
史
観
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
戦
争
批
判
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者
や
八
紘
一
宇
批
判
者
ほ
ど
、
夫
婦
別
姓
に
熱
心
な
構
図
が
読
み
取
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
い
み
じ
く
も
長
谷
川
三
千
子
が
、「
夫
婦
別
姓

問
題
は
思
想
の
戦
い
」
と
述
べ
て
い
る（

11
（

の
は
あ
る
種
正
鵠
を
射
た
も
の
と
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
お
わ
り
に

　

戦
後
史
の
な
か
の
「
八
紘
一
宇
」
は
厳
し
い
批
判
の
目
に
晒
さ
れ
て
い
る
。

　

八
紘
一
宇
と
唱
え
た
だ
け
で
言
論
封
殺
さ
れ
る
よ
う
な
狭
隘
な
言
論
空
間
が
醸
成
さ
れ
、
そ
れ
が
学
術
的
な
八
紘
一
宇
研
究
の
妨
げ
に

な
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
例
え
ば
、
現
職
の
大
臣
な
ど
の
公
人
が
八
紘
一
宇
の
理
念
を
擁
護
し
よ
う
も
の
な
ら
、
た
ち

ま
ち
に
マ
ス
コ
ミ
な
ど
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
公
人
の
靖
國
神
社
参
拝
問
題
や
歴
史
認
識
問
題
と
同
じ
構
図
で

あ
る
。
そ
の
一
因
は
、「
八
紘
一
宇
」
や
「
大
東
亜
戦
争
」
の
公
文
書
に
お
け
る
使
用
禁
止
を
謳
っ
た
「
神
道
指
令
」（
昭
和
二
十
年
十
二

月
十
五
日
）
に
あ
る
が
、
占
領
下
の
日
本
共
産
党
の
組
織
的
と
さ
え
思
え
る
国
会
で
の
発
言
や
質
問
、
さ
ら
に
は
、
自
由
民
主
党
や
日
本

社
会
党
を
中
心
と
し
た
「
五
十
五
年
体
制（
11
（

」
か
ら
現
出
し
た
歴
史
観
や
政
治
の
枠
組
み
の
な
か
か
ら
派
生
し
た
対
立
構
造
な
ど
も
追
い
打

ち
を
か
け
て
い
る
。
一
般
的
に
保
守
派
に
大
東
亜
戦
争
を
擁
護
す
る
傾
向
が
強
く
、
逆
に
戦
争
に
否
定
的
な
革
新
派
に
批
判
が
根
強
い
と

い
う
構
図
は
、「
戦
時
ス
ロ
ー
ガ
ン
」
と
さ
れ
た
八
紘
一
宇
の
評
価
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
紀
元
節
」
の
復
興
運
動（

1（
（

や
神
武
天

皇
の
教
科
書
記
述
な
ど
を
め
ぐ
る
「
神
話
教
育（

11
（

」
と
も
軌
を
一
に
す
る
問
題
で
も
あ
り
、
神
武
天
皇
詔
勅
か
ら
の
造
語
と
い
う
認
識
だ
け

で
、
そ
の
実
態
を
よ
く
検
証
す
る
こ
と
な
く
視
野
狭
窄
の
現
状
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
戦
時
下
の
八
紘
一
宇
の
実
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

　

か
つ
て
筆
者
は
、
八
紘
一
宇
を
批
判
し
た
「
神
道
指
令
」
や
そ
の
道
徳
性
を
認
め
た
「
東
京
裁
判
」
の
解
釈
か
ら
一
度
離
れ
て
、
戦

後
の
肥
大
化
し
た
八
紘
一
宇
で
は
な
く
実
物
大
の
そ
れ
を
見
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た（

11
（

。
人
工
的
な
政
治
対
立
の
な
か
で
生
ま
れ
た�
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八
紘
一
宇
の
解
釈
が
如
何
に
実
態
と
乖
離
し
て
い
る
か
は
、
本
論
で
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
進
歩
的
文
化
人
た
る
鶴
見
俊
輔
や
丸
山

眞
男
さ
ら
に
は
岩
波
茂
雄
の
発
言
と
、
保
守
派
を
代
表
す
る
福
田
恆
存
の
八
紘
一
宇
批
判
と
い
う
「
五
十
五
年
体
制
」
か
ら
見
た
捩
じ
れ

4

4

4

に
如
実
に
表
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
註

　
（
（
）�　

鶴
見
俊
輔
「
言
葉
の
お
守
り
的
使
用
法
に
つ
い
て
」（『
思
想
の
科
學
』
創
刊
号
、
先
駆
社
、
昭
和
二
十
一
年
五
月
）、
一
五
―
二
五
頁
。

　
（
（
）�　

同
右
。
二
五
頁
。

　
（
（
）�　

丸
山
眞
男
「
超
國
家
主
義
の
倫
理
と
心
理
」（『
世
界
』
昭
和
二
十
一
年
五
月
號
所
収
、
岩
波
書
店
）、
二
―
一
五
頁
。
丸
山
眞
男
『
現
代
政
治
の
思

想
と
行
動
』・
増
補
版
（
未
来
社
、
昭
和
三
十
九
年
）、
一
一
―
二
八
頁
。

　
（
（
）�　

安
倍
能
成
『
岩
波
茂
雄
伝
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
八
年
）、
三
八
五
頁
。

　
（
（
）�　

鉄
舟
会
編
『
大
森
曹
玄
翁
夜
話
―
禅
僧
の
昭
和
史
―
』（
鳥
影
社
、
平
成
十
六
年
）、
一
三
六
―
一
四
〇
頁
。

　
（
（
）�　

福
田
恆
存
「
民
族
の
自
覚
に
つ
い
て
」（『
文
藝
時
代
』
昭
和
二
十
四
年
一
月
号
所
収
）。
な
お
本
稿
は
『
福
田
恆
在
全
集
第
二
巻
』（
文
芸
春
秋
、

昭
和
六
十
三
年
、
五
一
七
頁
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（
）�　
「
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
」（
第
一
回
国
会
、
参
議
院
本
会
議
第
（（
号
、
昭
和
二
十
二
年
七
月
五
日
）、
八
頁
。

　
（
（
）�　
「
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
」（
第
五
回
参
議
院
本
会
議
第
（（
号
、
昭
和
二
十
四
年
五
月
三
十
日
）、
一
五
頁
。

　
（
（
）�　
「
昭
和
研
究
会
」
に
つ
い
て
は
、
三
田
村
武
夫
『
大
東
亜
戦
争
と
ス
タ
ー
リ
ン
の
謀
略
―
戦
争
と
共
産
主
義
―
』（
自
由
社
、
昭
和
六
十
二
年
）。

　
　
　

�　

※
旧
題
は
『
戦
争
と
共
産
主
義
』、
マ
イ
ル
ズ
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
・
竹
内
洋
・
井
上
義
和
訳
『
知
識
人
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
―
近
衛
新
体
制
と
昭
和
研
究
会
―
』�

（
柏
書
房
、
平
成
二
十
三
年
）、
久
野
潤
「
支
那
事
変
長
期
化
の
一
要
因
と
し
て
の
昭
和
研
究
会
メ
ン
バ
ー
の
言
説
―
第
一
次
近
衛
内
閣
期
に
お
け

る
『
中
央
公
論
』
記
事
を
中
心
に
―
」（
歴
史
認
識
問
題
研
究
会
編
『
歴
史
認
識
問
題
研
究
』
所
収
、
平
成
三
十
年
春
夏
号
）、
一
三
九
―
一
五
〇
頁
。�
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山
口
浩
志
「
昭
和
研
究
会
の
組
織
と
参
加
者
」（
日
本
歴
史
学
会
編
『
日
本
歴
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
七
年
）、
五
八
―
七
五
頁
。
等
参
照
。

　
（
（0
）�　

蠟
山
政
道
『
東
亞
協
同
體
思
想
研
究
』（
日
本
靑
年
外
交
協
會
編
、
昭
和
十
四
年
）、
三
―
一
六
頁
。
蠟
山
政
道
「
東
亞
協
同
體
と
帝
國
主
義
」（『
中

央
公
論
』
昭
和
十
四
年
九
月
號
）、
四
―
一
九
頁
。

　
（
（（
）�　

細
川
嘉
六
「
日
支
事
變
と
歐
米
列
强
の
動
向
」（『
中
央
公
論
』
昭
和
十
二
年
十
月
號
）、
四
―
二
五
頁
。

　
（
（（
）�　

細
川
嘉
六
『
ア
ジ
ア
民
族
政
策
論
』（
東
洋
經
濟
新
報
社
、
昭
和
十
五
年
）、
二
九
四
頁
。

　
（
（（
）�　
「
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
」（
第
十
二
回
国
会
、
参
議
院
「
平
和
条
約
及
び
日
米
安
全
保
障
条
約
特
別
委
員
会
」
第
（
号
、
昭
和
二
十
六
年
十

月
三
十
日
）、
二
頁
。

　
（
（（
）�　

同
右
（
第
九
回
国
会
、
参
議
院
予
算
委
員
会
第
（（
号
、
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
九
日
）、
七
頁
。

　
（
（（
）�　

同
右
（
第
十
二
回
国
会
、
参
議
院
議
員
運
営
委
員
会
第
（
号
、
昭
和
二
十
六
年
十
月
十
日
）、
四
頁
。

　
（
（（
）�　

同
右
（
第
七
回
国
会
、
衆
議
院
考
査
特
別
委
員
会
第
（（
号
、
昭
和
二
十
五
年
四
月
一
日
、
吉
田
幸
平
）、
三
頁
。
同
上
（
第
七
回
国
会
、
衆
議
院
考

査
特
別
委
員
会
第
（（
号
、
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
二
日
、
板
垣
正
）、
五
頁
。

　
（
（（
）�　

同
右
（
第
二
十
六
回
国
会
、
衆
議
院
文
教
委
員
会
第
（（
号
、
昭
和
三
十
二
年
九
月
二
十
六
日
）、
二
頁
。

　
（
（（
）�　

同
右
（
第
二
十
七
回
国
会
、
参
議
院
予
算
委
員
会
第
（
号
、
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
一
日
）、
一
九
頁
。

　
（
（（
）�　

同
右
（
第
九
十
六
回
国
会
、
参
議
院
文
教
委
員
会
第
（
号
、
昭
和
五
十
七
年
三
月
二
十
三
日
）、
三
一
―
三
三
頁
。

　
（
（0
）�　

同
右
。

　
（
（（
）�　

同
右
。（
第
九
十
八
回
国
会
、
参
議
院
本
会
議
第
（
号
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
二
十
九
日
）、
三
六
頁
。

　
（
（（
）�　
「
最
も「
物
騒
な
」政
務
次
官
―
西
村
真
悟
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
―
」（『W

eekly

プ
レ
イ
ボ
ー
イ
』平
成
十
一
年
十
一
月
二
日
号
付
）、二
三
〇
―
二
三
三
頁
。

　
　
　

�　

※
大
川
興
業
総
裁
・
大
川
豊
と
の
対
談
記
事
。
翌
十
一
月
九
日
付
も
関
係
記
事（「
西
村
問
題
こ
れ
だ
け
は
言
っ
て
お
き
た
い
」、二
三
〇
―
二
三
三
頁
）

あ
り
。

　
（
（（
）�　

大
原
康
男
「「
八
紘
一
宇
」
の
本
義
と
三
原
発
言
」（『
産
経
新
聞
』
平
成
二
十
七
年
四
月
三
日
付
「
正
論
」）、
七
頁
。
片
山
杜
秀
「「
八
紘
一
宇
」

を
広
め
た
男
」（『
文
藝
春
秋
』
平
成
二
十
七
年
七
月
号
所
収
）、三
一
六
―
三
二
三
頁
。
三
原
じ
ゅ
ん
子
「
日
本
が
喪
っ
て
は
な
ら
な
い
「
八
紘
一
宇
」」

（『
正
論
』
平
成
二
十
七
年
六
月
号
所
収
）、
二
七
四
―
二
八
三
頁
。

　
（
（（
）�　

拙
稿
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
リ
レ
ー
の
起
点
地
」（
宮
崎
神
宮
社
報
『
養
正
』
所
収
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
付
）、�

一
―
六
頁
。
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（
（（
）�　

岩
切
章
太
郎
『
無
尽
灯
』
一
（
岩
切
章
太
郎
翁
顕
彰
会
、
平
成
元
年
）、
四
七
八
頁
。

　
（
（（
）�　
『
宮
崎
日
日
新
聞
』
昭
和
四
十
年
一
月
十
三
日
付
記
事
参
照
。

　
（
（（
）�　

宮
崎
県
立
図
書
館
蔵
「
新
聞
記
事
ス
ク
ラ
ッ
プ
フ
ァ
イ
ル
・
記
念
碑
・
石
碑
他
・
一
三
二
八
号
」
所
収
の
新
聞
記
事
参
照
。

　
（
（（
）�　

同
右
。
昭
和
四
十
五
年
四
月
五
日
付
記
事
参
照
。

　
（
（（
）�　
「
平
和
の
塔
」
の
史
実
を
考
え
る
会
編
『
石
の
証
言
―
み
や
ざ
き
「
平
和
の
塔
」
を
探
る
』（
本
多
企
画
、
平
成
七
年
）、「
八
紘
一
宇
」
の
塔
を
考

え
る
会
編
『
新
編
・
石
の
証
言
―「
八
紘
一
宇
」
の
塔
「
平
和
の
塔
」
の
真
実
』（
鉱
脈
社
、
平
成
二
十
七
年
）
参
照
。

　
（
（0
）�　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
八
日
付
「
朝
日
」「
讀
賣
」「
毎
日
」「
産
経
」
各
紙
。「
週
刊
ポ
ス
ト
」（
平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
付
号
）
参
照
。

　
（
（（
）�　

今
泉
定
助
「
神
国
論
」「
八
紘
一
宇
の
外
交
」「
皇
道
文
化
を
以
て
世
界
人
類
を
救
済
す
べ
し
」
な
ど
多
数
（
日
本
大
学
今
泉
研
究
所
編
『
今
泉
定

助
先
生
研
究
全
集
』
第
二
巻
所
収
、
昭
和
四
十
四
年
、
一
七
五
―
一
八
二
頁
、
四
九
〇
―
四
九
七
頁
、
五
〇
七
―
五
一
四
頁
）。
な
お
昆
野
伸
幸
に

よ
る
と
、
今
泉
の
説
い
た
八
紘
一
宇
は
「
三
位
一
体
説
」
に
基
づ
い
た
普
遍
的
な
神
道
観
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
（
昆
野
伸
幸
「
近
代
神
道
と�

「
八
紘
一
宇
」―
二
荒
芳
徳
の「
八
紘
為
宇
」論
を
中
心
に
―
」、藤
田
大
誠
編『
国
家
神
道
と
国
体
論
―
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
学
際
的
研
究
』所
収
、

弘
文
堂
、
令
和
元
年
、
四
二
一
―
四
四
四
頁
）。
ま
た
葦
津
珍
彦
は
、「
日
本
的
八
紘
一
宇
の
精
神
は
、
劣
等
民
族
の
滅
亡
を
目
的
と
せ
ず
、
世
界
萬

邦
の
救
濟
に
存
す
る
。
日
本
民
族
は
、
同
盟
を
通
じ
て
獨
逸
民
族
の
蒙
を
啓
き
、
そ
の
ナ
チ
ス
精
神
を
祓
ひ
、
淨
め
て
、
日
本
的
精
神
に
ま
つ
ろ
は

し
め
（
伏
せ
し
め
）
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
八
紘
一
宇
の
精
神
に
よ
っ
て
同
盟
国
の
ド
イ
ツ
こ
そ
祓
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
道
義
的
な
意
味
で
使
用
し
て

い
る
（『
神
道
的
日
本
民
族
論
』、
神
社
新
報
政
教
研
究
室
、
昭
和
四
十
四
年
、
三
六
頁
）。

　
（
（（
）�　

紀
元
節
奉
祝
会
編
『
紀
元
節
奉
祝
会
小
史
』（
昭
和
四
十
三
年
）、木
田
孝
朋
「
紀
元
節
復
活
運
動
の
経
過
と
意
義
」（『
神
社
本
庁
教
学
研
究
所
紀
要
』�

（
第
一
号
、
平
成
八
年
）
二
五
七
―
二
九
八
頁
。
村
上
重
良
「
紀
元
節
復
活
と
神
社
神
道
」（
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本
史
研
究
』（
通
号
九
一
号
）

五
三
―
五
六
頁
。

　
（
（（
）�　
「
神
武
天
皇
即
位
の
日
」（『
神
社
新
報
』・「
論
説
」、
昭
和
四
十
二
年
二
月
十
一
日
付
）、
一
頁
。

　
（
（（
）�　

拙
稿
「「
八
紘
一
宇
」
か
ら
「
八
紘
為
宇
」
へ
―
文
部
省
・
教
学
局
・
国
民
精
神
文
化
研
究
所
の
「
転
換
」―
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー

研
究
紀
要
』
第
十
三
号
所
収
、
平
成
三
十
一
年
）、
四
三
―
七
六
頁
。

　
（
（（
）�　

河
野
省
三
は
「
國
學
の
思
想
的
展
開
」
の
な
か
で
、「
満
洲
事
變
當
時
に
も
八
紘
一
宇
と
い
ふ
言
葉
が
ぽ
つ
〳
〵
使
は
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
今

や
支
那
事
變
に
於
い
て
は
、
一
部
の
人
々
の
唱
へ
る
言
葉
で
は
な
く
、
廣
く
國
民
的
自
覺
と
し
て
國
家
そ
れ
自
體
の
信
念
と
し
て
働
き
出
し
た
の
で�
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あ
り
ま
す
。
近
來
は
そ
れ
を
八
紘
爲
宇
と
申
し
て
居
り
ま
す
が
、
結
局
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
で
あ
り
ま
す
が
、
併
し
か
う
い
ふ
や
う
な
言
葉
の

差
異
も
、
つ
ま
り
は
時
代
の
或
思
想
的
背
景

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
（『
日
本
諸
學
講
演
集
・
第
（（
輯
』
所
収
、
昭
和
十
九

年
三
月
）、
一
一
頁
。

　
（
（（
）�　

葦
津
珍
彦
「
神
武
天
皇
と
明
治
天
皇
」（
橿
原
神
宮
社
報
『
か
し
は
ら
』
第
四
四
号
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
一
日
付
）、
二
頁
。

　
（
（（
）�　

広
島
県
神
社
庁
標
柱
調
査
委
員
会
編
『
広
島
県
の
標
柱
』（
広
島
県
神
社
庁
、
平
成
十
六
年
）、
一
四
二
頁
。

　
　
　

�　

※
但
し
本
書
に
は
建
立
年
月
日
が
「
昭
和
三
十
九4

年
（
一
九
六
四
）
九
月
吉
日
」
と
あ
る
が
誤
植
で
あ
る
。
注
連
柱
に
は
「
昭
和
三
十
年
九
月
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
注
連
柱
の
刻
字
を
採
用
し
た
。
な
お
、
鷹
司
統
理
は
昭
和
三
十
四
年
に
逝
去
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（（
）�　

田
中
卓
「“
八
紘
一
宇
＂
思
想
の
復
活
」（
前
掲
『
か
し
は
ら
』
第
四
九
号
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
一
日
付
）、
二
頁
。

　
（
（（
）�　

岩
本
徳
一
「
八
紘
一
宇
論
」（
同
右
『
か
し
は
ら
』
第
六
五
号
、
昭
和
五
十
四
年
七
月
一
日
付
所
収
）、
三
頁
。

　
（
（0
）�　

夫
婦
別
姓
に
つ
い
て
は
、八
木
秀
次
・
宮
崎
哲
弥
編
『
夫
婦
別
姓
大
論
破
！
』（
洋
泉
社
、平
成
八
年
）、久
武
綾
子
『
夫
婦
別
姓
―
そ
の
歴
史
と
背
景
―
』

（
世
界
思
想
社
、
平
成
十
五
年
、
第
二
刷
）、
福
島
瑞
穂
『
ど
う
な
る
？
夫
婦
別
姓
』（
自
由
国
民
社
、
平
成
八
年
）
等
参
照
。

　
（
（（
）�　

上
杉
慎
吉
編
集
発
行
『
穂
積
八
束
博
士
論
文
集
』（
大
正
二
年
）、
五
一
六
頁
。

　
（
（（
）�　

筧
克
彦
『
法
理
學
』�

第
一
卷
・
佛
敎
哲
理
（
有
斐
閣
、
明
治
四
十
四
年
）、
四
〇
頁
。

　
（
（（
）�　

清
水
芳
太
郎
『
建
國
の
大
義
』（
創
生
會
出
版
部
、
昭
和
十
一
年
）、
二
一
―
二
二
頁
。

　
（
（（
）�　

前
島
潔
「
大
日
本
帝
國
の
本
質
と
其
の
使
命
」（『
基
督
敎
週
報
』
第
七
十
五
卷
第
九
號
・
昭
和
十
二
年
十
一
月
五
日
～
第
七
十
五
卷
第
十
六
號
・

同
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
付
所
収
）、
三
頁
。

　
（
（（
）�　

藤
谷
俊
夫
「
身
分
支
配
を
隠
す
血
縁
―
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
基
盤
と
家
族
主
義
」（『
学
園
新
聞
』
第
七
四
九
・
七
五
〇
号
所
収
、
昭
和
二
十
九
年
五
月
）、

二
頁
。

　
（
（（
）�　

新
田
均
『「
現
人
神
」「
国
家
神
道
」
と
い
う
幻
想
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
平
成
十
五
年
）、
一
三
八
―
一
四
一
頁
。
な
お
阪
本
是
丸
は
、「
こ
の
藤
谷
氏

の
論
文
は
戦
後
の
国
家
神
道
研
究
史
上
に
お
け
る
通
説
的
視
点
を
提
供
し
た
と
い
う
点
で
無
視
で
き
な
い
研
究
史
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て

い
る
（
阪
本
是
丸
『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
平
成
六
年
、
二
頁
）。

　
（
（（
）�　

千
葉
慶「「
八
紘
一
宇
」と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
叢
書
第
五
巻『
暴
力
と
戦
争
』所
収
、明
石
書
店
、平
成
二
十
一
年
）、三
一
一
―
三
一
七
頁
。

　
（
（（
）�　

大
越
愛
子
『
近
代
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
現
代
日
本
の
思
想
的
課
題
を
問
う
―
』（
三
一
書
房
、
平
成
九
年
）、
一
三
九
―
一
六
三
頁
。
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（
（（
）�　

前
掲
『
夫
婦
別
姓
大
論
破
！
』、
二
頁
、
五
八
―
八
〇
頁
。

　
（
（0
）�　

昭
和
三
十
年
十
月
に
左
右
に
分
か
れ
て
い
た
社
会
党
が
再
結
党
さ
れ
た
の
を
受
け
、
同
年
十
一
月
に
日
本
民
主
党
と
自
由
党
が
合
併
し
「
自
由
民

主
党
」（
自
民
党
）
が
結
党
さ
れ
た
。
こ
の
与
党
・
自
民
党
と
野
党
・
社
会
党
の
保
革
体
制
を
「
五
十
五
年
体
制
」
と
い
う
。
升
味
準
之
輔
「
一
九
五
五

年
の
政
治
体
制
」（『
思
想
』
所
収
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
号
）、
五
五
―
七
二
頁
。
井
上
寿
一
「
一
九
五
五
年
体
制
の
成
立
」（『
終
戦
後
史
１
９
４
５

―
１
９
５
５
―
』
所
収
、
講
談
社
、
平
成
二
十
七
年
）、
一
五
四
―
一
六
三
頁
。

　
（
（（
）�　

註
（
（（
）
参
照
。

　
（
（（
）�　

田
中
卓
「
神
話
教
育
と
そ
の
論
拠
へ
の
私
見
」（
神
道
文
化
会
編
『
戦
後
神
道
論
文
集
』
所
収
、
一
〇
〇
九
―
一
〇
二
八
頁
。
ま
た
近
年
で
は
、「
新

し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
を
め
ぐ
る
一
連
の
騒
動
な
ど
。
従
来
の
教
科
書
は
「
自
虐
的
」
と
し
て
平
成
八
年
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
教
科
書

の
採
択
を
受
け
て
様
々
な
議
論
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
藤
岡
信
勝
『
教
科
書
抹
殺
―
文
科
省
は
「
つ
く
る
会
」
を
こ
う
し
て
狙
い
撃
ち
し
た
―
』（
飛
鳥

新
社
、
令
和
二
年
）、
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
編
『
新
し
い
日
本
の
歴
史
が
始
ま
る
―「
自
虐
史
観
」
を
超
え
て
―
』（
幻
冬
舎
、
平
成
九
年
）、

小
森
陽
一
、
坂
本
義
和
、
安
丸
良
夫
編
『
歴
史
教
科
書　

何
が
問
題
か
―
徹
底
検
証
Ｑ
＆
Ａ
―
』（
岩
波
書
店
、
平
成
十
三
年
）
等
参
照
。

　
（
（（
）�　

拙
稿
「「
八
紘
一
宇
」
研
究
を
巡
る
現
状
と
課
題
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
十
五
号
所
収
、
令
和
三
年
三
月
十
日
付
）、

三
八
頁
。




