
日
本
的
時
空
観
の
形
成
◆
目
次

序

論
����������������������������������������������������������������������������������������������������������吉

川

真

司

3

Ⅰ

古
代
の
時
間
と
空
間

時
空
間
情
報
科
学
か
ら
み
た
日
本
的
時
空
観
������������������������������������������������������宇

野

隆

夫

15

日
本
古
代
国
家
形
成
と
時
空
観
�������������������������������������������������������������������������下

垣

仁

志

29

古
代
日
本
の
空
間
意
識
に
関
す
る
覚
書
�������������������������������������������������������������門

井

直

哉

59

日
本
古
代
に
お
け
る
王
都
の
空
間
認
識
�������������������������������������������������������������林

部

均

83

日
出
処
・
日
本
の
元
日
朝
賀
と
銅
烏
幢
�������������������������������������������������������������西

本

昌

弘

109

古
代
に
お
け
る
国
郡
領
域
編
成
の
一
考
察
│
│
備
前
・
美
作
の
事
例
│
│
����������������������今

津

勝

紀

133

日
本
古
代
の
オ
ホ
ヤ
ケ
構
造
����������������������������������������������������������������������������大

津

透

171

古
代
日
本
の
農
事
慣
行
と
地
方
官
人
�����������������������������������������������������������������武

井

紀

子

193



Ⅱ

古
代
か
ら
中
世
へ

陰
陽
道
の
成
立
に
つ
い
て
の
試
論
���������������������������������������������������������������������細

井

浩

志

227

│
│
呪
禁
師
と
の
関
係
と
﹁
初
期
陰
陽
道
﹂
概
念
に
つ
い
て
│
│

亀
卜
の
時
空
���������������������������������������������������������������������������������������������������井

上

亘

259

親
王
に
と
っ
て
の
過
去
・
現
在
・
未
来
�������������������������������������������������������������畑

中

彩

子

301

│
│
﹃
吏
部
王
記
﹄
に
見
る
日
記
執
筆
の
意
図
│
│

﹃
御
堂
関
白
記
﹄
古
写
本
・
寛
仁
元
年
九
月
三
十
日
条
と

十
月
一
日
条
の
書
写
順
序
を
め
ぐ
っ
て
������������������������������������������������������倉

本

一

宏

333

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
成
立
と
宋
代
�����������������������������������������������������������������������荒

木

浩

355

│
│
成
尋
移
入
書
籍
と
﹃
大
宋
僧
史
略
﹄
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
│
│

法
隆
寺
所
蔵
﹃
五
天
竺
図
﹄
に
み
る
仏
教
的
世
界
認
識
の
更
新
����������������������������横

内

裕

人

387

│
│
仮
想
現
実
と
し
て
の
補
陀
落
山
の
登
場
│
│

日
本
中
世
生
霊
試
論
����������������������������������������������������������������������������������������徳

永

誓

子

423

Ⅲ

ア
ジ
ア
と
い
う
視
座

﹃
十
節
記
﹄
新
考
���������������������������������������������������������������������������������������������劉

暁

峰

445



古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
高
句
麗
勢
力
圏
��������������������������������������������������井

上

直

樹

467

│
│
倭
勢
力
圏
理
解
の
端
緒
と
し
て
│
│

梁
の
武
帝
と
転
輪
聖
王
������������������������������������������������������������������������������������河
上
麻
由
子

489

中
国
南
方
の
新
羅
人
│
│
浙
江
省
台
州
の
地
名
を
手
が
か
り
に
│
│
����������������������������������榎

本

渉

519

契
丹
国
(遼
朝
)の
祭
祀
・
儀
礼
に
関
す
る
歴
史
的
変
遷
と
方
位
観
に
つ
い
て
���������武

田

和

哉

555

あ
と
が
き
│
│
﹁
時
空
﹂
論
集
に
向
け
て
│
│

倉

本

一

宏

593

共
同
研
究
会
開
催
一
覧

執
筆
者
紹
介



序

論

吉

川

真

司

日
本
に
お
け
る
古
典
的
・
伝
統
的
な
時
空
観
は
い
つ
︑
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
こ
と
を
多
面
的
に
考
え

る
べ
く
︑
私
た
ち
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
︵
日
文
研
︶
に
お
い
て
一
年
間
の
共
同
研
究
を
組
織
し
た
︒
本
書
は
そ
の
主
要

成
果
を
取
り
ま
と
め
︑
今
後
の
議
論
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
い
う
﹁
時
空
観
﹂
と
は
︑
時
間
意
識
と
空
間
意
識
の
総
称
で
あ
る
︒
個
人
や
集
団
が
み
ず
か
ら
を
取
り
ま
く
外
界
を
意
識

し
︑
し
か
る
べ
き
解
釈
を
与
え
︑
そ
の
理
解
・
言
説
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
︑
時
間
と
空
間
の
双
方
が
│
│
た
と
え
両
者
の
関

係
が
明
確
で
な
く
と
も
│
│
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
で
あ
ろ
う
︒
仏
教
用
語
で
は
﹁
世
﹂
を
﹁
過
去
・
現
在
・
未
来
﹂︑﹁
界
﹂
を

﹁
東
西
南
北
・
上
下
﹂
と
し
︑﹁
世
界
﹂
に
時
間
・
空
間
を
含
み
こ
ま
せ
る
例
が
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑﹁
時
空
観
﹂
と
﹁
世
界
観
﹂
は

近
し
い
︒
し
か
し
︑﹁
世
界
﹂
は
﹁
世
の
中
﹂﹁
地
球
上
﹂﹁
宇
宙
﹂
な
ど
を
指
す
の
が
一
般
的
で
︑﹁
世
界
観
﹂
と
言
え
ば
ふ
つ
う
空

間
意
識
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
︑
本
書
で
は
簡
明
な
﹁
時
空
観
﹂
の
語
を
用
い
︑
日
本
に
お
け
る
時
間
意
識
・
空
間
意
識
の
形
成
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
︒

時
間
も
空
間
も
人
間
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
︑
言
語
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
古
今
東
西
の
時
空
観
に
は
そ
れ
ら
を
生
み
出
し

た
社
会
の
諸
条
件
︑
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
︑
社
会
の
基
盤
と
な
る
地
勢
・
気
候
と
生
態
系
︑
そ
の
上
に
展
開
さ
れ
る
親
族
・
生
業

3 序 論（吉川）



の
組
織
形
態
︑
さ
ら
に
社
会
内
外
の
政
治
・
交
通
関
係
︑
そ
し
て
思
想
・
宗
教
を
始
め
と
す
る
諸
文
化
な
ど
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
︒

こ
う
し
た
諸
条
件
は
む
ろ
ん
瞬
時
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
ゆ
え
時
空
観
も
ま
た
歴
史
的
に
生
成
し
︑
時
と
と
も
に
移
ろ

い
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
︒
時
空
観
を
広
く
深
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
個
々
の
歴
史
的
社
会
に
関
す
る
認
識
は
い
っ
そ
う
豊
か
な

も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

日
本
人
の
時
間
意
識
は
元
来
︑
四
季
の
区
分
が
は
っ
き
り
し
︑
暑
さ
も
寒
さ
も
さ
ほ
ど
過
酷
で
は
な
い
温
帯
モ
ン
ス
ー
ン
気
候
に

根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
季
節
の
め
ぐ
り
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
﹁
円
環
的
な
時
間
﹂
│
│
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
時
間
の
意
識
︒

そ
れ
は
夜
と
昼
︑
ハ
レ
と
ケ
を
振
幅
す
る
﹁
反
復
的
な
時
間
﹂
と
と
も
に
︑
時
間
意
識
の
古
層
と
し
て
﹃
万
葉
集
﹄
の
時
代
に
も
跡

を
と
ど
め
て
い
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
と
と
も
に
︑
過
去
か
ら
現
在
を
経
て
未
来
へ
と
向
か
う
﹁
直
線
的
な
時
間
﹂
の
意
識
も
確
か
に

存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
世
界
の
始
原
と
終
末
を
措
定
す
る
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
﹁
線
分
的
な
時
間
﹂
ほ
ど
強
烈
で
な
い
と
し
て
も
︑

決
し
て
繰
り
返
す
こ
と
な
く
流
れ
て
い
く
時
間

(

)
︒
そ
れ
は
人
間
の
一
生
を
省
察
す
る
と
き
︑
ま
た
地
域
社
会
や
国
家
の
歴
史
を
振
り

�

返
る
と
き
︑
当
然
の
想
念
と
し
て
湧
出
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
可
逆
・
不
可
逆
と
い
う
点
で
対
照
的
な
二
つ
の
時
間
意
識
は
︑
古
代

前
期
︵
律
令
体
制
以
前
︶
に
も
共
存
し
て
お
り
︑
年
を
単
位
と
す
る
時
の
め
ぐ
り
に
よ
っ
て
社
会
と
政
治
が
動
く
一
方
︑
大
王
の
治

世
に
よ
っ
て
歴
史
の
流
れ
を
区
切
る
こ
と
も
な
さ
れ
て
い
た
︒

し
か
し
︑
五
世
紀
に
伝
来
し
た
暦
法
は
︑
天
体
の
運
行
と
干
支
の
循
環
を
基
礎
と
し
つ
つ
︑
複
雑
な
技
術
に
よ
っ
て
時
間
を
秩
序

づ
け
る
ツ
ー
ル
と
し
て
深
甚
な
る
影
響
を
も
た
ら
し
た
︒
古
代
後
期
︵
律
令
体
制
期
︶
に
は
暦
法
が
列
島
社
会
の
す
み
ず
み
ま
で
行

き
渡
り
︑
人
々
の
生
業
と
行
政
に
リ
ズ
ム
を
与
え
︑
中
央
で
は
朝
廷
儀
礼
が
年
中
行
事
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
︒
暦
法
は
王
権
に

よ
る
時
間
支
配
の
手
段
に
ほ
か
な
ら
ず
︑
さ
ら
に
は
遙
か
な
る
過
去
を
整
序
す
る
力
さ
え
あ
っ
た
か
ら
︑
歴
代
大
王
の
治
世
に
具
体

的
な
紀
年
を
与
え
︑
中
国
的
な
歴
史
書
を
編
纂
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た

(

)
︒
ま
た
︑
時
刻
を
計
測
・
表
示
す
る
制
度
も
導
入
さ
れ
︑

�

4



王
都
の
一
日
は
鐘
と
鼓
の
音
に
よ
っ
て
拍
子
が
と
ら
れ
て
︑
夜
と
昼
の
神
話
的
断
絶
は
少
し
ず
つ
薄
ら
い
で
い
く
︒

日
本
の
古
代
後
期
を
特
色
づ
け
︑
前
近
代
を
通
じ
て
用
い
ら
れ
続
け
た
暦
法
と
時
刻
制
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
中
国
の
時
間
シ
ス

テ
ム
で
あ
る
︒
中
国
の
古
典
的
な
時
間
意
識
は
︑
陰
と
陽
を
循
環
し
な
が
ら
︑﹁
道
﹂
が
﹁
無
始
無
終
﹂
の
虚
無
の
流
れ
を
形
づ
く

る
と
い
う
﹁
直
線
的
な
時
間
﹂
観
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
か
か
る
徹
底
的
な
虚
無
に
対
抗
し
︑
人
倫
的
原
理
に
よ
っ
て
現
実
世
界
の

秩
序
を
維
持
す
る
の
が
為
政
者
の
務
め
で
あ
っ
た
と
も
い
う

(

)
︒
歴
史
書
も
暦
法
も
時
刻
制
も
そ
う
し
た
態
度
と
不
可
分
で
は
あ
っ
た
︒

�

た
だ
︑
古
代
中
国
に
お
い
て
も
原
始
的
・
神
話
的
な
時
間
意
識
︑
す
な
わ
ち
﹁
円
環
的
な
時
間
﹂
観
が
あ
り
︑
こ
れ
を
否
定
す
る
こ

と
で
﹁
直
線
的
な
時
間
﹂
意
識
︑
あ
る
い
は
歴
史
意
識
が
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

)
︒
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑

�

﹁
可
逆
か
ら
不
可
逆
へ
﹂
と
い
う
時
間
意
識
の
転
換
は
古
代
中
国
で
独
自
に
発
生
し
た
こ
と
に
な
る
︒
世
界
史
的
に
見
れ
ば
︑
こ
れ

は
ご
く
一
般
的
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
上
で
中
国
周
辺
社
会
︑
と
り
わ
け
古
代
日
本
の
時
間
意
識
の
変
化
は
ど
う
理
解
さ
れ

る
べ
き
な
の
か
︒﹁
王
統
譜
か
ら
歴
史
書
へ
﹂
と
い
う
発
展
を
念
頭
に
置
き
︑
万
葉
集
と
古
今
集
の
時
間
意
識
に
差
異
を
認
め
る
議

論
を
見
す
え
な
が
ら

(

)
︑
周
到
な
検
討
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
ま
た
︑
日
本
の
古
代
後
期
に
確
立
す
る
時
間
意
識
・
歴
史
意
識

�

が
︑
中
世
の
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
定
で
き
る
が
︑
そ
の
具
体
的
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
こ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
︒

日
本
的
時
間
意
識
の
形
成
を
考
え
る
上
で
は
︑
古
代
前
期
か
ら
古
代
後
期
へ
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
も
う
一
つ
の
思
想
的
基
盤
︑

す
な
わ
ち
仏
教
の
影
響
を
見
定
め
ね
ば
な
ら
な
い
︒
イ
ン
ド
に
は
時
間
意
識
・
歴
史
意
識
が
欠
如
し
て
い
た
と
も
さ
れ
る
が

(

)
︑
仏
教

�

経
典
に
は
永
遠
・
無
限
と
言
う
べ
き
時
間
記
述
が
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
古
代
日
本
人
の
精
神
に
強
く
作
用
し
た
の
は
︑
仏
教
の
無

常
観
と
現
世
・
来
世
の
観
念
で
あ
っ
た
ら
し
く
︑
文
学
や
美
術
に
も
そ
れ
は
は
っ
き
り
看
取
で
き
る
︒
さ
ら
に
八
世
紀
後
葉
以
降
︑

仏
教
学
が
隆
盛
を
迎
え
る
な
か
で
仏
滅
年
代
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
︑
流
伝
・
諍
論
・
相
承
か
ら
な
る
﹁
仏
教
の
歴
史
意
識
﹂
が
形
成

さ
れ
た

(

)
︒
そ
れ
が
正
法
・
像
法
・
末
法
の
時
代
観
を
問
題
化
さ
せ
︑﹁
う
つ
り
か
わ
り
﹂
の
美
意
識

(

)
と
と
も
に
︑
中
世
に
継
承
さ
れ

	




る
時
間
意
識
を
形
作
る
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
生
活
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
梵
鐘
の
役
割
が
看
過
で
き
な
い
︒
仏
都
の
官
大
寺
で
も
︑
各
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地
の
山
林
寺
院
で
も
六
時
の
鐘
が
鳴
り
わ
た
り
︑
都
鄙
の
僧
俗
の
生
活
意
識
を
神
話
的
世
界
か
ら
引
き
は
が
し
て
い
っ
た
︒

日
本
人
の
空
間
意
識
は
︑
日
本
列
島
と
い
う
島
嶼
社
会
に
お
い
て
育
ま
れ
た
︒
そ
の
大
地
は
山
や
川
に
よ
っ
て
小
さ
く
区
切
ら
れ
︑

大
陸
の
よ
う
な
茫
漠
た
る
広
が
り
を
も
た
な
い
︒
し
か
し
︑
列
島
を
と
り
ま
く
海
は
水
平
線
の
彼
方
ま
で
続
き
︑
外
的
社
会
と
の
通

路
に
も
な
っ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
地
理
的
環
境
か
ら
生
ま
れ
た
空
間
意
識
は
︑
日
常
的
な
生
活
ゾ
ー
ン
の
認
識
に
始
ま
っ
て
︑
地
域

的
な
政
治
領
域
︑
さ
ら
に
は
国
家
領
域
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
編
成
す
る
か
と
い
う
関
心
へ
と
広
が
り
︑
さ
ら
に
は
列
島
を
包
摂
す

る
全
世
界
の
な
か
に
自
分
た
ち
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
も
及
ん
だ
︒

歴
史
的
に
見
れ
ば
︑
古
代
前
期
︵
律
令
体
制
以
前
︶
に
原
初
的
な
政
治
領
域
﹁
ク
ニ
﹂
が
形
成
さ
れ
︑
そ
の
集
合
体
で
あ
る
﹁
天

下
﹂
を
大
王
が
支
配
し
た
︒﹁
天
下
﹂
は
中
国
で
生
ま
れ
た
政
治
的
領
域
観
念
で
あ
る
が
︑
そ
の
内
容
に
つ
い
て
﹁
天
に
覆
わ
れ
た

地
上
の
す
べ
て
＝
全
世
界
﹂
と
見
る
学
説

(

)
と
︑﹁
皇
帝
に
よ
る
実
効
支
配
領
域
＝
中
国
︵
九
州
︶
﹂
と
す
る
学
説

(

)
が
対
峙
し
て
い
る
︒

�

10

前
者
を
採
れ
ば
︑
倭
・
日
本
の
天
下
は
中
国
の
天
下
か
ら
離
脱
し
た
﹁
小
世
界
的
天
下
﹂
と
な
り
︑
後
者
に
拠
れ
ば
︑
倭
・
日
本
の

天
下
も
大
王
・
天
皇
が
実
効
支
配
す
る
領
域
︑
つ
ま
り
﹁
大
八
洲
﹂
と
同
義
に
な
る
︒
私
見
は
支
配
領
域
説
を
是
と
す
る
が
︑
こ
と

は
所
謂
﹁
東
夷
の
小
帝
国
﹂
論
の
当
否
に
つ
な
が
り
︑
日
本
古
代
の
華
夷
思
想
の
評
価
︑
さ
ら
に
は
近
世
統
一
政
権
の
﹁
天
下
﹂
言

説
の
理
解
に
も
影
響
す
る
︒
ア
ジ
ア
諸
王
朝
の
﹁
天
﹂﹁
天
下
﹂
観
念
を
見
わ
た
す
こ
と
を
含
め
︑
い
っ
そ
う
幅
広
い
検
討
が
必
要

で
あ
ろ
う
︒

﹃
古
事
記
﹄
の
世
界
観
も
こ
れ
に
関
わ
る

(

)
︒
高
天
原
︵
ア
メ
︶
の
力
で
葦
原
中
国
︵
ク
ニ
︶
が
生
成
さ
れ
︑
そ
の
葦
原
中
国
を
中
心

11

に
朝
鮮
を
も
含
む
﹁
天
下
﹂
が
形
作
ら
れ
て
︑
天
孫
た
ち
の
支
配
領
域
に
な
っ
た
と
す
る
言
説
│
│
こ
う
し
た
読
み
は
﹁
小
世
界
的

天
下
﹂
論
に
連
接
す
る
が
︑
実
の
と
こ
ろ
﹁
天
下
＝
実
効
支
配
領
域
﹂
説
に
よ
る
読
み
替
え
も
可
能
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
古
事
記
﹄

の
原
史
料
と
し
て
帝
紀
・
旧
辞
が
存
在
し
た
以
上
︑
か
か
る
言
説
を
古
代
後
期
︵
律
令
体
制
期
︶
の
産
物
と
見
な
す
こ
と
は
必
ず
し
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も
正
当
で
は
な
く
︑﹃
古
事
記
﹄
的
空
間
意
識
の
形
成
過
程
は
柔
軟
に
考
え
ら
れ
て
よ
い
︒﹁
東
征
毛
人
五
十
五
国
︑
西
服
衆
夷
六
十

六
国
﹂
に
加
え
て
﹁
渡
平
海
北
九
十
五
国
﹂
と
述
べ
た
倭
王
武
︑
す
な
わ
ち
﹁
治
天
下
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
﹂
の
主
張
は
﹃
古
事
記
﹄

と
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
た
の
か
︒
ま
た
彼
は
︑
中
国
王
朝
の
﹁
天
下
﹂
さ
え
も
が
包
摂
さ
れ
る
全
世
界
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
︒

古
代
後
期
︑
列
島
社
会
空
間
の
認
識
・
編
成
は
さ
ら
に
精
緻
に
な
っ
た
︒
そ
の
﹁
四
方
の
境
﹂
は
﹁
東
方
陸
奥
︑
西
方
遠
値
嘉
︑

南
方
土
佐
︑
北
方
佐
渡
﹂
と
さ
れ
︵
追
儺
祭
文
︶
︑
実
効
支
配
領
域
は
本
州
・
四
国
・
九
州
と
周
辺
の
島
々
に
限
定
さ
れ
る
︒
中
世
に

は
東
の
限
り
は
外
浜
︑
西
の
限
り
は
鬼
界
島
と
さ
れ
た
が
︑
基
本
的
な
国
家
領
域
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
︒
﹁
国
│
評
│
五
十
戸
﹂
の

行
政
区
画
も
七
世
紀
中
葉
に
生
ま
れ
︑﹁
国
│
郡
│
郷
﹂
と
し
て
中
世
・
近
世
に
も
襲
用
さ
れ
て
い
く
︒
た
だ
し
︑
行
政
区
画
に
あ

ら
ざ
る
ム
ラ
や
サ
ト
も
古
代
に
は
確
か
に
存
在
し
︑
そ
れ
ら
は
日
常
的
な
空
間
意
識
に
近
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
さ
ら
に
京

︵
ミ
サ
ト
︶
に
は
条
坊
制
︑
農
地
に
は
条
里
制
が
形
成
さ
れ
る
が
︑
そ
の
基
準
と
な
っ
た
の
は
直
線
道
路
で
あ
っ
た
︒
直
線
と
方
格
の

地
割
は
古
代
前
期
に
は
存
在
せ
ず
︑
中
国
の
制
度
・
理
念
を
き
ま
じ
め
に
導
入
し
た
も
の
と
思
し
い
︒
こ
れ
に
対
応
し
て
︑
京
図
・

班
田
図
・
荘
園
図
と
い
っ
た
方
格
地
図
の
文
化
も
生
ま
れ
る
の
だ
が
︑
ど
こ
ま
で
古
代
日
本
的
な
特
質
を
認
め
る
べ
き
な
の
か
︑
比

較
史
的
考
察
が
要
請
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
中
世
以
降
に
お
い
て
条
里
制
は
農
地
区
画
と
し
て
踏
襲
さ
れ
︑
条
坊
制
や
直
線
道
路
は
姿
を

消
し
て
い
く
︒
そ
の
こ
と
の
意
味
も
問
い
直
さ
れ
て
よ
い
︒

古
代
前
期
以
来
の
﹁
天
下
﹂
観
念
も
︑
古
代
後
期
に
出
現
し
た
方
格
地
割
も
︑
中
国
の
儒
教
的
理
念
を
基
盤
と
し
た
︒
し
か
し
時

間
意
識
と
同
じ
く
︑
空
間
意
識
に
つ
い
て
も
仏
教
の
影
響
は
甚
大
で
あ
っ
た
︒
仏
教
の
宇
宙
論
・
世
界
観

(

)
は
中
国
思
想
と
は
ま
る
で

12

異
な
り
︑
そ
の
伝
来
に
よ
っ
て
初
め
て
︑
日
本
人
は
中
国
を
相
対
化
す
る
視
座
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
地
上
世
界
の

中
心
に
は
須
弥
山
が
そ
び
え
︑
須
弥
山
を
め
ぐ
る
海
・
山
の
外
海
に
四
大
洲
が
浮
か
ぶ
︒
こ
の
う
ち
南
贍
部
洲
が
天
竺
を
中
心
と
す

る
人
類
世
界
で
あ
り
︑
中
国
は
そ
の
東
北
の
辺
境
地
域
︑
日
本
は
東
方
海
上
に
位
置
す
る
も
の
と
さ
れ
た
︒
須
弥
山
像
は
七
世
紀
の
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飛
鳥
に
建
造
さ
れ
て
い
た
が
︑
南
贍
部
洲
意
識
が
広
ま
る
の
は
八
世
紀
中
葉
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒
大
仏
蓮
弁
や
二
月
堂
観

音
像
光
背
に
図
像
が
描
か
れ
︑
菩
提
僊
那
の
来
航
と
も
相
俟
っ
て
︑
天
竺
へ
の
認
識
・
憧
憬
が
深
ま
っ
た

(

)
︒
九
世
紀
に
は
﹁
天
竺
│

13

震
旦
│
日
本
﹂
を
世
界
の
構
成
要
素
と
す
る
三
国
思
想
︵
三
国
世
界
観
︶
が
確
立
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
付
加
し
つ
つ
中
世
的
世

界
観
を
形
作
っ
て
い
く
︒
南
蛮
人
の
渡
来
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
世
界
観
が
移
入
さ
れ
︑
天
竺
が
ア
ジ
ア
一
般
の
な
か
に
埋
没
し

去
る
の
は
︑
よ
う
や
く
中
世
末
～
近
世
初
の
こ
と
で
あ
っ
た

(

)
︒

14

こ
の
ほ
か
国
分
寺
・
三
戒
壇
・
六
所
宝
塔
︵
最
澄
︶
な
ど
も
仏
教
的
な
国
土
意
識
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
し
︑
浄
土
や
地
獄

も
世
界
観
の
問
題
と
言
え
よ
う
︒
た
だ
︑
平
安
以
降
の
国
際
意
識
は
三
国
思
想
だ
け
で
は
な
く
︑
日
本
と
中
国
を
対
概
念
と
し
︑

﹁
国
風
文
化
﹂
の
文
化
コ
ー
ド
と
な
っ
た
和
漢
思
想
も
存
在
し
た

(

)
︒
三
国
思
想
も
和
漢
思
想
も
︑
朝
鮮
の
不
可
視
化
と
い
う
点
で
方

15

向
性
を
同
じ
く
し
︑
中
国
的
華
夷
思
想
が
希
薄
化
し
て
い
く
な
か
︑
日
本
人
の
世
界
認
識
を
呪
縛
し
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

共
同
研
究
﹁
日
本
的
時
空
観
の
形
成
﹂
の
出
発
に
際
し
て
︑
私
は
お
お
む
ね
右
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
た
︒
そ
れ
は
歴
史
事
実
と

研
究
課
題
の
羅
列
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
︑
大
局
的
見
通
し
と
し
て
︑
日
本
の
古
典
的
・
伝
統
的
時
空
観
は
古
代
に
お
い
て
主
要
部
分

が
形
成
さ
れ
︑
中
世
は
そ
の
深
化
と
変
容
の
過
程
で
は
な
か
っ
た
か
︑
と
の
仮
説
を
立
て
た
︒
一
年
間
に
わ
た
っ
て
日
文
研
に
は
文

献
史
学
︵
日
本
古
代
史
・
日
本
中
世
史
・
ア
ジ
ア
史
︶
︑
考
古
学
︑
歴
史
地
理
学
︑
国
文
学
の
研
究
者
二
八
名
が
集
ま
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

視
角
・
方
法
に
よ
る
研
究
報
告
を
行
な
い
︑
活
発
な
議
論
を
重
ね
た
︒
論
題
は
巻
末
の
﹁
共
同
研
究
会
開
催
一
覧
﹂
に
示
し
た
が
︑

実
証
的
な
共
同
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
は
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
︒

第
一
に
︑
古
代
・
中
世
の
政
治
的
空
間
意
識
に
つ
い
て
集
中
的
に
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
具
体
的
に
は
︑
①
古
代
・
中
世
の

支
配
領
域
認
識
と
し
て
の
﹁
天
下
﹂
観
の
問
題
︑
②
日
本
国
家
が
周
辺
諸
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
自
己
を
ど
う
位
置
づ
け
て
い
た

か
と
い
う
問
題
︵
例
え
ば
三
国
思
想
︶
︑
③
日
本
国
家
内
部
の
領
域
編
成
・
領
域
認
識
に
関
す
る
問
題
︑
④
国
土
・
都
城
・
寺
院
の
方
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位
観
の
問
題
︑
な
ど
で
あ
る
︒
時
代
的
に
は
日
本
の
古
代
前
期
︵
古
墳
時
代
︶
か
ら
中
世
ま
で
︑
地
域
的
に
は
日
本
・
朝
鮮
・
中
国

の
み
な
ら
ず
︑
北
ア
ジ
ア
・
南
ア
ジ
ア
・
西
ア
ジ
ア
に
わ
た
る
広
域
の
比
較
検
討
を
行
な
っ
た
︒
な
か
で
も
﹁
天
下
﹂
観
に
つ
い
て

は
興
味
深
い
報
告
が
集
中
し
︑
基
本
的
に
は
﹁
各
王
朝
の
実
効
支
配
領
域
﹂
と
み
る
学
説
が
是
認
さ
れ
︑
共
通
認
識
と
さ
れ
る
一
方
︑

各
時
代
・
各
地
域
の
王
朝
ご
と
の
偏
差
も
確
か
に
見
出
さ
れ
た
︒
日
本
に
つ
い
て
は
古
代
的
﹁
天
下
﹂
の
変
容
が
論
じ
ら
れ
た
が
︑

そ
れ
が
中
世
・
近
世
の
﹁
天
下
﹂
観
に
ど
う
つ
な
が
る
か
が
︑
こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
と
言
え
よ
う
︒

第
二
に
︑
仏
教
的
時
空
観
が
多
方
面
に
お
い
て
検
討
さ
れ
︑
そ
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
た
︒
三
国
思
想
の
展
開
︑
す
な
わ
ち
天

竺
の
顕
現
と
朝
鮮
の
不
可
視
化
と
い
う
現
象
が
︑
日
本
的
時
空
観
に
お
い
て
古
代
・
中
世
を
わ
か
つ
重
要
標
識
で
あ
る
こ
と
が
た
び

た
び
指
摘
さ
れ
︑
国
内
外
に
わ
た
る
政
治
・
社
会
変
動
と
の
具
体
的
連
関
が
論
じ
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
仏
教
的
他
界
観
は
時
間
意
識
・

空
間
意
識
の
双
方
に
関
わ
る
も
の
だ
が
︑
弥
勒
浄
土
の
問
題
︑
冥
界
の
問
題
︑
補
陀
落
渡
海
の
問
題
な
ど
が
採
り
上
げ
ら
れ
︑
古
墳

時
代
と
は
隔
絶
し
た
他
界
観
が
古
代
後
期
に
浸
透
し
︑
現
世
的
世
界
観
と
深
く
関
わ
り
つ
つ
︑
中
世
的
他
界
観
を
生
み
出
し
た
過
程

が
跡
づ
け
ら
れ
た
︒
こ
の
ほ
か
寺
院
の
鐘
や
暦
が
古
代
の
時
間
意
識
に
与
え
た
影
響
も
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
︑
こ
れ
ま
で
儒
教
や
律

令
な
ど
︑
中
華
王
朝
的
支
配
シ
ス
テ
ム
と
し
て
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
諸
問
題
に
新
た
な
方
向
性
が
示
さ
れ
た
︒
も
っ
と
も
︑
仏

教
的
時
空
観
の
み
で
な
く
︑
儒
教
的
︵
中
華
王
朝
的
︶
時
空
観
を
め
ぐ
っ
て
も
精
緻
な
報
告
が
重
ね
ら
れ
︑
貴
重
な
新
論
点
が
提
示

さ
れ
た
こ
と
は
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
儒
教
的
時
空
観
・
仏
教
的
時
空
観
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
理
解
し
︑
日
本
的
時
空
観
の

形
成
を
再
構
成
す
る
作
業
は
︑
い
よ
い
よ
喫
緊
の
課
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
︒
そ
の
際
︑
や
は
り
近
世
的
時
空
観
と
の
関
連
が
不
可
欠

の
論
点
と
な
る
こ
と
が
痛
感
さ
れ
た
︒

第
三
に
︑
文
献
と
非
文
献
と
を
問
わ
ず
︑
多
様
な
史
料
か
ら
時
空
観
が
検
討
さ
れ
︑
そ
の
意
味
で
方
法
的
錬
磨
の
場
と
な
っ
た
︒

歴
史
・
文
学
の
諸
文
献
が
原
本
や
写
本
に
立
ち
返
っ
て
分
析
さ
れ
︑
数
々
の
新
知
見
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
何
よ
り
の
収
穫
で
あ
る
︒

そ
れ
と
と
も
に
︑
史
料
の
幅
を
拡
げ
よ
う
と
す
る
試
み
が
意
識
的
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
絵
画
史
料
で
あ
る
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﹁
梁
職
貢
図
﹂﹁
五
天
竺
図
﹂﹁
文
安
御
即
位
調
度
図
﹂﹁
天
寿
国
繡
帳
﹂﹁
融
通
念
仏
縁
起
﹂
な
ど
を
用
い
た
専
論
が
用
意
さ
れ
︑
そ

こ
か
ら
時
間
意
識
・
空
間
意
識
が
追
究
さ
れ
た
︒
中
世
の
伽
藍
神
像
か
ら
日
中
交
渉
を
論
じ
た
興
味
深
い
報
告
も
あ
っ
た
︒
ま
た
︑

考
古
学
的
・
歴
史
地
理
学
的
な
分
析
も
縦
横
に
展
開
さ
れ
︑
古
墳
・
都
城
・
土
器
・
木
簡
な
ど
の
デ
ー
タ
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ら
れ

た
︒
Ｇ
Ｉ
Ｓ
︵
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
︶
を
活
用
し
た
報
告
が
複
数
あ
っ
た
こ
と
も
印
象
的
で
あ
っ
た
︒
世
界
観
・
時
空
観
を
考
え
る
上

で
︑
文
献
史
料
と
非
文
献
史
料
の
壁
を
越
え
た
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
図
ら
ず
も
明
瞭
と
な
り
︑
分
析
手
法
そ
の
も
の
に
関

し
て
も
議
論
で
き
た
の
は
嬉
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
の
が
本
書
﹃
日
本
的
時
空
観
の
形
成
﹄
で
あ
る
︒
口
頭
報
告
と
は
内
容
を
異
に
す
る
力
作
を
お

寄
せ
下
さ
っ
た
共
同
研
究
者
も
お
ら
れ
︑
全
体
を
ど
う
編
成
す
べ
き
か
︑
い
さ
さ
か
配
慮
を
要
し
た
︒
空
間
と
時
間
で
わ
け
る
こ
と

も
考
え
た
が
︑
結
局
は
﹁
古
代
の
時
間
と
空
間
﹂﹁
古
代
か
ら
中
世
へ
﹂﹁
ア
ジ
ア
と
い
う
視
座
﹂
の
三
部
構
成
と
し
︑
各
部
に
お
い

て
は
お
お
む
ね
時
代
順
に
論
文
を
配
列
し
た
︒
た
だ
︑
多
忙
の
た
め
原
稿
を
お
書
き
い
た
だ
け
な
か
っ
た
方
︑
す
で
に
日
文
研
の

﹃
日
本
研
究
﹄
に
投
稿
さ
れ
た
方
も
お
ら
れ
︑
共
同
研
究
の
成
果
の
す
べ
て
が
反
映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
編
者
で

あ
り
な
が
ら
︑
生
来
の
怠
惰
ゆ
え
早
期
刊
行
を
実
現
で
き
ず
︑
貧
し
い
序
論
し
か
記
せ
な
か
っ
た
自
己
の
不
始
末
に
つ
い
て
は
︑
た

だ
お
詫
び
申
し
上
げ
る
ほ
か
な
い
︒

本
書
が
ひ
と
つ
の
叩
き
台
と
な
り
︑
日
本
史
・
世
界
史
に
お
け
る
時
空
観
の
研
究
が
い
っ
そ
う
進
展
す
る
こ
と
を
︑
共
同
研
究
の

メ
ン
バ
ー
を
代
表
し
て
心
よ
り
願
う
も
の
で
あ
る
︒

︵
�
︶
﹁
時
間
意
識
の
四
つ
の
形
態
﹂
に
つ
い
て
は
︑
真
木
悠
介
﹃
時
間
の
比
較
社
会
学
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
一
年
︶︒

︵
�
︶

鎌
田
元
一
﹃
律
令
国
家
史
の
研
究
﹄︵
塙
書
房
︑
二
〇
〇
八
年
︶︒

︵
�
︶

川
勝
義
雄
﹃
中
国
人
の
歴
史
意
識
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
八
六
年
︶︒
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︵
�
︶

内
山
俊
彦
﹁
中
国
古
代
歴
史
意
識
の
一
考
察
﹂︵﹃
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
﹄
三
三
︑
一
九
九
四
年
︶︒

︵
�
︶

田
中
元
﹃
古
代
日
本
人
の
時
間
意
識
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
五
年
︶︑
平
野
仁
啓
﹃
続
古
代
日
本
人
の
精
神
構
造
﹄︵
未
来
社
︑
一
九

七
六
年
︶︒

︵
�
︶

中
村
元
﹃
東
洋
人
の
思
惟
方
法
﹄
第
一
部
︵
み
す
ず
書
房
︑
一
九
四
八
年
︶︒

︵
	
︶

末
木
文
美
士
﹃
平
安
初
期
仏
教
思
想
の
研
究
﹄︵
春
秋
社
︑
一
九
九
五
年
︶︒

︵


︶

西
田
直
二
郎
﹁
�
う
つ
り
か
わ
り
の
美

と
日
本
文
化
︵
序
説
︶﹂︵
読
史
会
編
﹃
国
史
論
集
│
│
創
立
五
十
年
記
念
│
│
﹄
一
︑
一
九
五

九
年
︶
︒

︵
�
︶

西
嶋
定
生
﹃
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
三
年
︶︑
石
上
英
一
﹁
古
代
東
ア
ジ
ア
地
域
と
日
本
﹂

︵
﹃
日
本
の
社
会
史
﹄
一
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
七
年
︶︒

︵

︶

渡
辺
信
一
郎
﹃
中
国
古
代
の
王
権
と
天
下
秩
序
﹄︵
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
三
年
︶︒

10
︵

︶

神
野
志
隆
光
﹃
古
事
記
の
世
界
観
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
六
年
︶︒

11
︵

︶

定
方
晟
﹃
イ
ン
ド
宇
宙
論
大
全
﹄︵
春
秋
社
︑
二
〇
一
一
年
︶︒

12
︵

︶

吉
川
真
司
﹁
天
平
文
化
論
﹂︵﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史
﹄
三
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
年
︶︒

13
︵

︶

応
地
利
明
﹃
絵
地
図
の
世
界
像
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
六
年
︶︒

14
︵

︶

さ
し
あ
た
り
︑
前
田
雅
之
﹃
古
典
論
考
﹄︵
新
典
社
︑
二
〇
一
四
年
︶︒

15

11 序 論（吉川）



あ
と
が
き
│
│
﹁
時
空
﹂
論
集
に
向
け
て
│
│

あ
れ
は
も
う
五
年
も
前
︑
二
〇
一
二
年
の
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
清
華
大
学
の
劉
暁
峰
さ
ん
を
外
国
人
研
究
員
と
し
て
受
け
入
れ

る
相
談
を
し
て
い
た
過
程
で
︑
京
都
大
学
の
吉
川
真
司
さ
ん
が
︑﹁
自
分
も
共
同
研
究
会
を
主
宰
し
て
み
た
い
﹂
と
言
い
出
し
た
の

で
あ
る
︒

も
は
や
忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
︵
日
文
研
︶
は
そ
の
創
立
当
時
︑
各
歴
史
学
会

か
ら
激
し
い
バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
︑﹁
非
難
声
明
﹂
を
相
次
い
で
出
さ
れ
た
︒
詳
し
く
は
﹁
鼎
談
�
日
文
研
問
題
�
を
め
ぐ
っ
て
﹂

︵﹃
日
本
研
究
﹄
第
五
五
号
掲
載
︑
二
〇
一
七
年
︶
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
︒﹁
各
歴
史
学
会
﹂
の
中
心
の
一
つ
が
日
本
史
研
究
会
で
︑
吉

川
さ
ん
も
そ
の
若
手
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
き
︑
時
代
の
変
遷
に
は
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
︒

ま
た
︑
日
文
研
の
側
で
も
︑
そ
れ
ま
で
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
文
献
歴
史
学
者
と
は
縁
が
薄
く
︑
国
史
学
科
出
身
の
文
献
史
学
専
任

教
員
は
︑
村
井
康
彦
・
今
谷
明
両
氏
を
除
い
て
は
在
籍
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
特
に
東
大
の
国
史
学
科
出
身
者
は
誰
も
日
文
研
専

任
教
員
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
︑
共
同
研
究
員
と
な
っ
た
の
も
︑
管
見
の
限
り
で
は
武
光
誠
氏
の
み
で
あ
っ
た
︒

私
は
日
文
研
に
就
職
し
て
以
来
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
を
︑
日
文
研
の
教
員
と
し
て
も
歴
史
学
界
の
一
員
と
し
て
も
︑
憂
慮
し
て
お

り
︑
何
と
か
し
て
日
文
研
と
歴
史
学
界
と
の
交
流
︵
和
解
︶
を
促
進
し
な
け
れ
ば
と
念
願
し
て
い
た
︒
た
ま
た
ま
そ
の
当
時
︑
研
究

調
整
主
幹
︵
研
究
・
国
際
担
当
︶
の
任
に
あ
っ
た
の
で
︑
余
計
に
大
束
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
こ
で
吉
川
さ
ん
の
主
宰
す
る
共
同
研
究
会
を
立
ち
上
げ
︑
京
大
・
東
大
国
史
︵
日
本
史
︶
学
科
の
教
員
や
出
身
者
に
参
加
し
て

い
た
だ
く
こ
と
で
︑
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
第
一
歩
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒
吉
川
さ
ん
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

し
た
関
西
中
心
の
研
究
者
に
加
え
︑
東
大
の
大
津
透
さ
ん
と
そ
の
関
連
の
研
究
者
を
加
え
る
こ
と
で
︑
歴
史
学
界
の
中
堅
か
ら
若
手
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に
至
る
中
心
的
な
研
究
者
を
�
え
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
れ
は
日
文
研
に
と
っ
て
も
︑
歴
史
学
界
に
と
っ
て
も
︑
大
き
な
一
歩
と
な

っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
吉
川
さ
ん
と
大
津
さ
ん
が
︑
日
文
研
の
共
同
研
究
会
に
席
を
並
べ
る
な
ん
て
︑
想
像
し
た
だ
け
で
も
わ
く
わ
く

し
た
も
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
東
大
の
も
う
一
人
の
古
代
史
教
員
で
あ
る
佐
藤
信
さ
ん
は
︑
す
で
に
私
の
主
宰
す
る
﹁
日
記
の
総
合
的

研
究
﹂
に
︑
二
〇
一
〇
年
か
ら
参
加
さ
れ
て
い
た
︒

と
こ
ろ
が
そ
の
年
は
︑﹁
共
同
研
究
を
主
宰
す
る
客
員
教
員
﹂
へ
の
応
募
が
多
く
︑
共
同
研
究
委
員
会
で
の
選
考
は
︑
か
な
り
難

航
し
た
︒
受
け
入
れ
教
員
の
推
薦
演
説
で
は
︑﹁
吉
川
さ
ん
は
研
究
が
卓
越
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
︑
人
格
も
素
晴
ら
し
い
希
有
な

存
在
で
あ
る
﹂
と
語
り
︑
そ
の
後
の
投
票
で
︑
第
一
位
と
な
っ
た
吉
川
さ
ん
と
そ
の
共
同
研
究
会
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
︒

と
い
う
わ
け
で
二
〇
一
三
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
﹁
時
空
﹂
班
で
あ
っ
た
が
︑
始
ま
っ
て
み
る
と
︑
そ
の
よ
う
な
思
惑
と
は
関
係
な

く
︑
た
だ
た
だ
面
白
い
研
究
会
と
な
っ
た
︵
特
に
二
〇
一
四
年
三
月
に
行
な
っ
た
長
崎
県
対
馬
市
で
の
所
外
研
究
会
︶
︒
久
々
に
学
問
に
対

す
る
純
粋
な
情
熱
が
湧
き
上
が
っ
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ

た
も
の
と
思
う
︒
や
は
り
吉
川
さ
ん
が
設
定
し
た
テ
ー
マ
と
︑
二
人
で
選
ん
だ
メ
ン
バ
ー
の
卓
越
性
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
日
文

研
も
こ
れ
に
多
少
な
り
と
も
寄
与
で
き
た
と
な
る
と
︑
い
さ
さ
か
誇
ら
し
い
︒

た
だ
︑
一
年
間
の
共
同
研
究
で
成
果
出
版
を
行
な
う
の
は
︑
な
か
な
か
に
至
難
の
業
で
あ
っ
た
︒
種
々
の
事
情
に
よ
っ
て
︑
こ
の

論
集
の
刊
行
が
遅
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
︑
編
者
の
一
人
と
し
て
︑
こ
こ
に
お
詫
び
す
る
次
第
で
あ
る
︒
し
か
し
で
き
あ
が
っ
て
み

る
と
︑
さ
す
が
に
こ
の
メ
ン
バ
ー
が
書
い
た
論
集
で
あ
り
︑
そ
の
レ
ベ
ル
は
︑
や
は
り
自
慢
す
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
︑
い

さ
さ
か
自
負
し
て
い
る
︒

二
〇
一
七
年
四
月
一
七
日

倉

本

一

宏
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﹁
日
本
的
時
空
観
の
形
成
﹂
共
同
研
究
会
開
催
一
覧

■
準
備
回

︿
二
〇
一
三
年
三
月
一
七
日
﹀

吉
川
真
司
﹁︿
日
本
的
時
空
観
の
形
成
﹀
の
射
程
﹂

■
第
一
回
研
究
会

︿
二
〇
一
三
年
六
月
一
五
日
﹀

西
本
昌
弘
﹁
日
出
処
の
元
日
朝
賀
と
銅
烏
幢
﹂

武
田
和
哉
﹁
東
ア
ジ
ア
地
域
と
そ
の
周
縁
・
日
本
に
お
け
る
都
城
の

方
位
と
占
地
に
つ
い
て
﹂

︿
二
〇
一
三
年
六
月
一
六
日
﹀

上
川
通
夫
﹁
中
世
的
時
空
観
の
成
立
﹂

荒
木

浩
﹁
言
語
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
物
語
の
三
国
構
想
﹂

堀
井
佳
代
子
﹁
遣
唐
使
の
出
発
時
の
儀
礼
に
つ
い
て
﹂

■
第
二
回
研
究
会

︿
二
〇
一
三
年
八
月
一
七
日
﹀

宇
野
隆
夫
﹁
時
空
間
情
報
科
学
か
ら
み
た
日
本
的
時
空
観
﹂

大
津

透
﹁
日
本
古
代
の
オ
オ
ヤ
ケ
構
造
﹂

︿
二
〇
一
三
年
八
月
一
八
日
﹀

本
庄
総
子
﹁
税
帳
と
税
帳
使
の
年
度
サ
イ
ク
ル
﹂

武
井
紀
子
﹁
古
代
日
本
の
農
事
慣
行
と
地
域
社
会
﹂

吉
川
真
司
﹁
天
寿
国
繡
帳
の
時
空
﹂

徳
永
誓
子
﹁
絵
巻
物
に
み
る
時
間
表
現
│
�
融
通
念
仏
縁
起
�
を
素

材
に
│
﹂

■
第
三
回
研
究
会

︿
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
九
日
﹀

河
上
麻
由
子
﹁
梁
職
貢
図
と
そ
の
世
界
観
│
研
究
状
況
の
紹
介
と
今

後
の
課
題
│
﹂

井
上
直
樹
﹁
�
高
句
麗
勢
力
圏
�
と
東
ア
ジ
ア
世
界
﹂

︿
二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
〇
日
﹀

下
垣
仁
志
﹁
日
本
古
代
�
国
家
形
成
期
�
の
時
空
観
﹂

今
津
勝
紀
﹁
美
作
国
の
成
立
│
古
代
に
お
け
る
空
間
認
識
の
復
原
的

研
究
︵
に
向
け
て
︶
│
﹂

横
内
裕
人
﹁
日
本
中
世
仏
教
の
世
界
観
│
法
隆
寺
蔵
﹃
五
天
竺
図
﹄

を
手
が
か
り
に
│
﹂

■
第
四
回
研
究
会

︿
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
四
日
﹀

倉
本
一
宏
﹁
摂
関
期
古
記
録
の
時
間
軸
に
つ
い
て
│
特
に
﹃
御
堂
関
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白
記
﹄
の
執
筆
日
時
に
つ
い
て
│
﹂

門
井
直
哉
﹁
古
代
日
本
の
方
位
観
と
国
土
観
﹂

︿
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
五
日
﹀

細
井
浩
志
﹁
古
代
の
時
刻
制
度
に
つ
い
て
﹂

佐
藤
早
紀
子
﹁
�
天
下
�
観
と
天
下
触
穢
﹂

畑
中
彩
子
﹁
親
王
に
と
っ
て
の
過
去
・
未
来
│
﹃
吏
部
王
記
﹄
重
明

親
王
を
例
に
│
﹂

神
戸
航
介
﹁
熟
国
・
亡
国
概
念
と
摂
関
期
の
地
方
支
配
﹂

■
第
五
回
研
究
会

︿
二
〇
一
四
年
二
月
一
五
日
﹀

劉

暁
峰
﹁
比
較
文
化
視
野
の
﹃
本
朝
月
令
﹄
研
究
﹂

林
部

均
﹁
律
令
国
家
と
畿
内
産
土
師
器
│
土
器
か
ら
み
た
国
家
の

空
間
認
識
と
そ
の
変
遷
│
﹂

︿
二
〇
一
四
年
二
月
一
六
日
﹀

上
島

享
﹁
日
本
中
世
に
お
け
る
︿
冥
界
﹀
観
│
顕
界
と
冥
界
│
﹂

榎
本

渉
﹁
遣
明
使
を
守
る
神
々
﹂

古
松
崇
志
﹁
一
〇
〜
一
二
世
紀
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
に
お
け
る
天
下

観
﹂

■
第
六
回
研
究
会
︵
於
・
対
馬
︶

︿
二
〇
一
四
年
三
月
二
一
日
﹀

横
内
裕
人
﹁
豆
酘
多
久
頭
魂
神
社
の
中
世
史
料
﹂︵
多
久
頭
魂
神
社

に
て
︶

対
馬
南
部
の
古
代
〜
中
世
遺
跡
︵
天
道
法
師
塔
ほ
か
︶
の
見
学

井
上
亘
﹁
亀
卜
の
時
空
│
神
話
と
儀
式
の
現
在
│
﹂

︿
二
〇
一
四
年
三
月
二
二
日
﹀

坂
上
康
俊
﹁
金
田
城
跡
調
査
研
究
の
成
果
と
課
題
﹂︵
金
田
城
跡
に

て
︶

金
田
城
跡
︑
対
馬
北
部
の
古
代
〜
中
世
遺
跡
︵
黒
瀬
観
音
堂
ほ
か
︶

の
見
学

︿
二
〇
一
四
年
三
月
二
三
日
﹀︵
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
に
て
︶

亀
卜
関
係
資
料
︑
対
外
関
係
史
料
の
検
討

細
井
浩
志
﹁
対
馬
の
亀
卜
資
料
﹂
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