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第
三 

  
 

編 

年 
   
 
 
 
 

一 
  

「
記
録
」
が
多
く
残
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
を
解
明
す
る
の
は
、

至
難
の
業
で
あ
る
。日
本
史
上
、最
大
の
謎
と
さ
れ
る「
邪
馬
台
国
」

の
こ
と
を
記
す
同
時
代
資
料
は
、
晋
の
陳
寿
と
い
う
人
が
残
し
た

「
魏
志
倭
人
伝
」
に
含
ま
れ
る
約
一
千
八
百
文
字
で
し
か
な
い
。 

 

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。 

 
 
 

土
地
山
險
多
深
林 

道
路
如
禽
鹿
徑 

 
 

土
地
は
山
険
し
く
深
き
林
多
く 

道
路
は
禽
鹿
の
径
の
如
し 

 

多
竹
木
叢
林 

有
三
千
許
家 

 
 

竹
木
と
叢
林
多
く 

三
千
許
り
の
家
有
り 

 

差
有
田
地
耕
田 

猶
不
足
食 

 
 

田
地
に
差
有
り
、
田
を
耕
せ
ど
も 

猶
食
す
る
に
足
ら
ず 

 

草
木
茂
盛 

行
不
見
前
人 

 
 

草
木
繁
茂
し
て 

行
く
に
前
人
を
見
ず 

 

好
捕
魚
鰒 

 

水
無
深
淺 

皆
沈
没
取
之 

 
 

好
ん
で
魚
鰒
を
捕
ら
え 

 
 

水
の
深
浅
な
く
皆
沈
没
し
之
を
取
る 

 
 
 

こ
の
よ
う
な
記
事
か
ら
、
史
学
者
は
、
帯
方
郡
の
郡
使
が
松
浦
半

島（
佐
賀
県
唐
津
市
）に
上
陸
し
た
の
は
夏
の
盛
り
で
あ
っ
た
ろ
う
、

と
推
測
し
て
い
る
。
前
を
行
く
人
が
見
え
な
い
ほ
ど
草
木
が
茂
っ

て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
う
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

 

事
実
、海
上
自
衛
隊
や
気
象
庁
が
観
測
し
て
い
る
季
節
ご
と
の
波

高
と
海
流
、
風
向
、
風
速
な
ど
を
見
る
と
、
七
、
八
月
の
玄
界
灘
は

穏
や
か
な
日
が
続
く
。 

 

ま
た
、
魏
の
皇
帝
が
女
王
・
卑
弥
呼
に
下
し
た
詔
書
を
原
文
の
ま

ま
記
録
し
て
も
い
る
。中
国
の
史
書
が
蛮
地
の
記
事
に
皇
帝
の
詔
書

を
記
載
す
る
の
は
あ
ま
り
例
が
な
い
。 

 

一
方
、 

 
 
 

自
郡
至
女
王
國 

萬
二
千
餘
里 

 
 

郡
よ
り
女
王
国
に
至
る 

万
二
千
余
里 

 
計
其
道
里 

當
在
會
稽
東
冶
之
東 

 
 

其
の
道
里
を
計
る
に
、
當
（
ま
さ
）
に
会
稽
（
か
い
け
い
） 

 
 

東
冶
（
と
う
や
）
の
東
に
在
る
べ
し 

 

又
有
侏
儒
國
在
其
南 

人
長
三
四
尺 
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又
侏
儒
國 

其
の
南
に
在
り 

人
の
長
三
、
四
尺 

 
 
 

な
ど
、
実
情
と
合
わ
な
い
記
述
も
あ
る
。 

 

漢
魏
晋
の
こ
ろ
の
一
里
は
四
百
三
十
四
メ
ー
ト
ル
、一
尺
は
二
十

三
・
一
セ
ン
チ
と
さ
れ
る
。
侏
儒
國
が
空
想
上
の
記
述
で
あ
る
と
し

て
も
、
具
体
的
な
里
数
が
示
さ
れ
る
「
自
郡
至
女
王
國 

萬
二
千
餘

里
」
は
東
京
〜
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
直
線
距
離
に
相
当
す
る
。 

 

陳
寿
も
そ
の
距
離
に
疑
問
を
覚
え
た
の
か
、
も
う
一
つ
「
當
在
會

稽
東
冶
之
東
」
と
地
理
上
の
情
報
を
加
え
て
い
る
。「
會
稽
」
は
現

在
の
紹
興
市
の
郊
外
な
の
で
、
そ
の
東
の
治
所
と
い
う
こ
と
な
の

か
、
会
稽
郡
の
東
冶
（
福
建
省
福
州
市
付
近
）
の
東
と
な
る
と
台
湾

島
か
琉
球
諸
島
と
い
う
意
味
な
の
か
。 

 

そ
う
な
る
と
「
従
郡
至
倭
」
の
行
程 

 

「
始
渡
一
海
千
餘
里
…
…
又
南
渡
一
海
千
餘
里
…
…
東
南
陸
行
五

百
里
…
…
東
南
百
里
…
…
東
行
百
里
…
…
」 

 

が
ど
こ
ま
で
信
じ
ら
れ
る
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。 

 

江
戸
時
代
に
お
い
て
さ
え
、三
年
ご
と
に
往
来
し
た
朝
鮮
使
を
江

戸
ま
で
案
内
す
る
の
に
、幕
府
の
官
吏
た
ち
は
そ
の
都
度
道
を
変
え
、

難
儀
な
道
を
遠
回
り
し
た
。 

 

一
つ
に
は
万
一
の
こ
と
を
考
え
て
地
理
を
知
ら
れ
た
く
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
は
国
土
が
い
か
に
広
大
で
あ
る
か
に

見
せ
か
け
た
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
魏
・
晋
時
代
の

長
里
・
短
里
を
も
っ
て
実
際
の
地
図
に
あ
て
は
め
る
こ
と
自
体
、
空

し
い
作
業
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

ま
し
て
実
際
に
倭
の
地
を
踏
ん
だ
帯
方
郡
使
の
原
資
料
に
さ
え
、

想
像
や
類
推
、
誤
解
が
混
入
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
陳
寿

が
生
き
た
時
代
の
信
仰
や
政
治
情
勢
な
ど
が
微
妙
に
影
響
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
こ
と
ど
も
を
勘
案
し
て
邪
馬
台
国
を
探
る
に
は
、

あ
ま
り
に
情
報
が
少
な
い
。 

 

そ
こ
で
歴
史
の
研
究
は
、
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
相
互

に
補
足
し
合
う
こ
と
に
な
る
。 

 

す
な
わ
ち
、 

  
 

物
に
か
か
わ
る
知
見 

 
 

文
献
に
基
づ
く
検
証 

 
 

総
合
的
な
評
価 

  

の
三
つ
で
あ
る
。 

 

物
に
か
か
わ
る
知
見
と
は
、地
下
の
時
代
層
か
ら
共
通
し
て
発
見

さ
れ
る
特
定
の
利
器
（
例
え
ば
石
器
や
土
器
）
を
、
そ
の
塑
性
や
形

状
、
文
様
な
ど
で
分
類
し
、
比
較
し
て
先
と
後
を
定
め
る
こ
と
で
あ

る
。 

 

こ
れ
は
原
始
・
古
代
に
限
ら
ず
、
地
中
で
あ
る
と
水
中
で
あ
る

と
を
問
わ
ず
、
有
史
に
入
っ
て
も
な
お
有
効
な
手
法
で
あ
っ
て
、
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一
般
に
は
「
考
古
学
」
と
称
さ
れ
る
。
ま
た
、
先
後
を
定
め
る
作
業

を
「
編
年
」
と
い
う
。
そ
の
場
合
、
要
と
な
る
の
は
編
年
の
指
標

を
何
に
定
め
る
か
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

二 
  

現
代
史
の
探
求
に
お
い
て
も
、編
年
の
指
標
を
策
定
す
る
作
業
は
、

編
年
表
以
上
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
。足
し
算
で
な
く
引
き
算
で
あ

る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
時
代
を
表
徴
す
る
利
器
か
ら
何
を
削
ぎ
落
と

す
か
、
何
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
置
く
か
を
論
じ
る
プ
ロ
セ
ス
そ

の
も
の
が
、
時
代
を
分
析
す
る
こ
と
に
通
じ
る
。 

 

文
献
に
基
づ
く
検
証
と
は
、
文
献
の
生
い
立
ち
を
確
認
し
、
文
字

を
判
読
し
、
文
の
意
味
を
理
解
し
、
社
会
的
事
象
を
再
構
築
す
る
作

業
を
指
し
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
墨
や
紙
の
材
質
、
製
法
す
ら

解
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
業
は
「
文
献
批
判
」
と
呼

ば
れ
、
理
性
的
な
解
釈
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

最
後
の
総
合
的
な
評
価
は
、物
に
か
か
わ
る
知
見
と
文
献
に
基
づ

く
検
証
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
、
そ
の
時
代
の
印
象

や
風
景
を
、
社
会
全
般
に
広
げ
て
論
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
別
の
言

い
方
を
す
る
な
ら
、「
社
会
の
再
現
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。 

 

以
上
の
認
識
を
Ｉ
Ｔ
産
業
に
適
用
す
れ
ば
、物
に
か
か
わ
る
知
見

と
文
献
に
基
づ
く
検
証
に
は
こ
と
欠
か
な
い
。
残
る
の
は
総
合
的

な
評
価
だ
が
、
物
と
文
献
が
溢
れ
、
情
報
が
錯
綜
す
る
現
在
、
至
難

で
あ
る
の
は
む
し
ろ
「
過
ぎ
た
る
を
削
り
評
を
定
め
る
」
の
作
業

で
あ
ろ
う
。 

 

そ
こ
で
「
編
年
」（
な
い
し
指
標
）
が
再
び
重
要
な
役
割
を
果
た

す
。
む
ろ
ん
、
計
算
機
の
演
算
機
構
を
も
っ
て
世
代
を
論
じ
る
編
年

は
、
す
で
に
存
在
す
る
。 

 

す
な
わ
ち
、 

 
 
 

・
真
空
管
＝
第
一
世
代 

 

・
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
＝
第
二
世
代 

 

・
Ｉ
Ｃ
／
Ｌ
Ｓ
Ｉ
＝
第
三
世
代 

  

で
あ
る
。 

 

そ
の
前
に
電
気
で
動
く
パ
ン
チ
カ
ー
ド
式
計
算
機
が
あ
り
、
蒸

気
機
関
と
歯
車
で
動
く
計
算
機
が
あ
り
、さ
ら
に
手
廻
し
の
手
動
式

計
算
機
が
あ
っ
た
。
装
置
、
機
械
、
器
具
と
さ
か
の
ぼ
る
と
、
道
端

に
落
ち
て
い
る
石
や
山
に
生
え
て
い
る
木
の
葉
っ
ぱ
が
原
点
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
モ
ノ
の
始
め
の
多
く
は
自
然
界
に
た
ど
り
つ
く
。 

 
河
や
海
を
渡
る
の
に
最
初
は
丸
太
を
用
い
て
い
た
が
、
そ
の
う

ち
人
々
は
舳
先
を
付
け
た
ほ
う
が
波
を
切
る
の
に
都
合
が
い
い
こ

と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
が
構
造
船
と
な
り
、
次
い
で
素
材
が
木

か
ら
鉄
に
、
動
力
が
人
か
ら
風
に
、
風
か
ら
機
械
に
変
わ
っ
た
。 
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そ
の
意
味
で
い
え
ば
、計
算
機
に
お
い
て
も
真
空
管
の
前
に
歯
車
、

ギ
ア
、
対
数
表
、
紙
と
ペ
ン
、
石
こ
ろ
と
人
の
指
を
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

と
こ
ろ
が
以
上
の
指
標
は
、
機
械
装
置
（
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
）
を
基

軸
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｉ
Ｔ
産
業
を
概
観
す
る
と
き
必
要
か

つ
十
分
な
要
素
を
満
た
さ
な
い
。
計
算
の
た
め
の
機
械
・
器
具
と
電

子
計
算
機
を
決
定
的
に
区
分
す
る
の
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
新
し
い
編
年
の
基
軸
と
し
て 

 
 
 

・
プ
ロ
グ
ラ
ム
以
前 

 

・
プ
ロ
グ
ラ
ム
以
後 

 
 
 

が
想
定
さ
れ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
以
後
に
照
準
を
当
て
れ
ば 

 
 
 

・
Ｏ
Ｓ
以
前 

 

・
Ｏ
Ｓ
以
後 

  

の
二
区
分
が
浮
上
し
て
く
る
。 

 

「
Ｏ
Ｓ
以
前
」
と
は
、
計
算
機
が
ま
だ
機
械
と
し
て
の
純
粋
性
を

失
っ
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
「
Ｏ
Ｓ
以
後
」
の
電

子
計
算
機
に
お
い
て
は
、機
械
的
構
造
に
あ
ら
ざ
る
機
能
や
性
能
が

基
軸
に
な
る
。 

 

具
体
的
に
は 

 
 
 

・
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ 

 

・
仮
想
記
憶
方
式 

 

・
マ
イ
コ
ン 
 

・
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
管
理
シ
ス
テ
ム 

 

・
プ
ロ
ト
コ
ル 

 

・
Ｌ
Ａ
Ｎ 

 

・
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｅ 

 

・
開
放
型
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ 

 

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

 

・
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
指
向 

 

・
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
・
サ
ー
バ
ー
・
シ
ス
テ
ム
（
Ｃ
Ｓ
Ｓ
） 

  

等
々
、
な
ん
と
に
ぎ
や
か
な
用
語
の
連
な
り
で
あ
る
こ
と
か
。 

 

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
以
前
」
と
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
以
後
」
と
い
う

分
け
方
も
成
立
す
る
。
そ
の
場
合
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
以
後
」
は
さ

ら
に
「
ク
ロ
ー
ズ
ド
」
と
「
オ
ー
プ
ン
」
に
区
分
さ
れ
る
。
さ
ら

に
「
専
門
家
に
よ
る
独
占
の
時
代
」「
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
参
加
の
時

代
」「
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
の
時
代
」
に
整
理
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

た
だ
、
以
上
の
区
分
基
準
に
は
不
満
が
残
る
。 

 

と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
か
ら
か
、
シ
ス
テ
ム
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側
か
ら
見
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｉ
Ｔ
が
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
化
し
、
社

会
イ
ン
フ
ラ
と
な
っ
て
い
る
現
時
点
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
つ
ま
る

と
こ
ろ
、
基
軸
を
い
く
つ
用
意
し
て
も
、
総
合
的
な
評
価
に
は
な

り
え
な
い
。 

 

総
合
的
評
価
と
は
、時
代
の
印
象
や
風
景
を
社
会
全
般
に
広
げ
て

論
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
産
業
や
社
会
の
ニ
ー
ズ
も
ま
た
、

編
年
の
指
標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ニ
ー
ズ
と
は
、
す
な
わ

ち
社
会
的
要
請
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
筆
者
に
は
、
社
会
・
経
済
の

動
き
を
網
羅
的
に
収
録
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。 

  
 
 
 
 

三 
  

人
間
が
計
算
を
欲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
最
初
は
、
お
そ
ら
く
太

陽
、
月
、
星
の
動
き
を
測
る
こ
と
だ
っ
た
。
農
耕
が
定
住
を
促
し
富

の
蓄
積
に
つ
な
が
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
季
節
を
知
り
、
方
角
を
得

る
手
段
と
し
て
た
い
せ
つ
な
役
割
を
負
っ
た
。
太
古
に
あ
っ
て
占

星
術
は
王
権
の
裏
付
け
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。 

 

次
に
社
会
に
支
配
と
階
級
が
発
生
し
た
と
き
、他
人
が
生
み
出
し

た
生
産
物
の
一
部
を
「
税
」
の
名
の
も
と
で
搾
取
す
る
仕
組
み
が
誕

生
し
た
。
そ
の
た
め
に
誰
が
い
か
ほ
ど
を
生
産
し
、
そ
の
者
か
ら

ど
れ
ほ
ど
を
搾
取
で
き
る
か
、
定
め
た
量
を
間
違
い
な
く
納
め
た

か
、
不
足
は
な
い
か
を
調
べ
る
方
策
が
必
要
に
な
っ
た
。 

 

さ
ら
に
支
配
と
階
級
の
仕
組
み
を
備
え
た
人
間
の
集
団
が
武
器

を
も
っ
て
互
い
に
攻
伐
し
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
よ
り
上
位
の
支
配

と
階
級
の
関
係
を
築
く
よ
う
に
な
る
と
、
つ
ね
に
戦
争
に
備
え
る

た
め
に
必
要
な
兵
士
の
数
と
、そ
の
兵
士
を
養
う
食
糧
や
武
器
を
計

算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
予
測
と
備
蓄
で
あ
る
。
こ
こ

に「
計
画
」と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
、計
算
と
計
画
が
結
び
つ
い
た
。 

 

紀
元
前
十
世
紀
の
中
央
ア
ジ
ア
に
「
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
」（
ア
バ
カ

ス
）
と
い
う
道
具
が
あ
り
、
中
国
に
は
「
算
木
」
と
い
う
も
の
が

あ
っ
た
。
ア
バ
カ
ス
は
小
石
を
線
に
沿
っ
て
滑
ら
せ
る
こ
と
で
、

足
し
算
と
引
き
算
を
行
っ
た
。
計
算
の
た
め
に
用
い
た
小
石
は
「
カ

ウ
ン
タ
ー
」
と
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
り
、
線
を

引
い
た
木
製
の
板
の
上
で
貨
幣
に
似
た
小
型
の
円
盤
を
滑
ら
せ
、計

算
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
計
算
尺
の
原
理
が
こ
う
し
て
生
ま
れ

た
。 

 

ア
バ
カ
ス
が
東
方
に
伝
わ
っ
た
と
き
、
人
々
は
石
に
根
気
よ
く

穴
を
穿
ち
、
そ
こ
に
木
の
棒
を
通
す
こ
と
を
考
え
た
。
五
個
の
黒

い
石
を
数
え
る
ご
と
に
白
い
石
を
一
つ
置
く
。白
い
石
が
二
つ
で
緑

の
石
を
置
く
。
こ
れ
が
算
盤
（
十
露
盤
：
そ
ろ
ば
ん
）
の
原
型
で
あ

る
。 

 
し
か
る
に
イ
ン
ド
で
「
ゼ
ロ
」
が
発
見
さ
れ
、
こ
れ
が
ペ
ル
シ

ア
や
ア
ラ
ビ
ア
に
伝
わ
っ
て
方
位
を
探
る
学
問
と
結
び
つ
い
た
。

サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
や
ア
ラ
ビ
ア
の
民
は
砂
漠
の
住
民
で
は
あ
っ
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た
け
れ
ど
も
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
民
と
同
様
、
海
洋
に
乗
り
出
し
て

交
易
を
営
ん
だ
。 

 
彼
ら
は
航
海
を
行
う
た
め
に
羅
針
盤
を
発
明
し
、併
せ
て
夜
の
星

や
太
陽
の
位
置
で
方
角
を
知
っ
た
。方
位
学
と
は
す
な
わ
ち
数
学
と

天
文
の
探
求
で
あ
る
。こ
こ
に
数
式
を
理
論
的
に
解
く
技
法
が
発
明

さ
れ
て
い
く
。
数
学
と
は
、
つ
と
め
て
哲
学
的
か
つ
実
利
的
だ
っ

た
。 

 

計
算
の
用
途
は
、
最
初
は
石
こ
ろ
で
数
を
と
ど
め
、
羅
針
盤
で
方

角
を
割
り
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
中
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
そ

れ
が
貨
幣
の
勘
定
に
置
き
換
わ
っ
た
。
日
本
に
は
「
銭
盤
」
と
い
う

木
で
で
き
た
道
具
が
あ
っ
た
。地
方
の
民
俗
資
料
館
な
ど
に
行
く
と
、

そ
の
地
の
豪
商
、
豪
農
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
展
示
物
の
中
に
、
そ
う
い

う
道
具
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

銭
一
枚
分
の
厚
み
で
丸
い
窪
み
が
い
く
つ
も
彫
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
じ
ゃ
ら
じ
ゃ
ら
と
銅
の
銭
を
入
れ
る
。
取
っ
手
を
握
り
、

水
平
に
揺
す
る
と
、
そ
の
底
に
一
定
の
枚
数
の
銭
が
残
る
。
そ
れ
を

何
回
繰
り
返
し
た
か
を
覚
え
て
お
け
ば
、
銭
の
勘
定
が
で
き
る
。

元
始
的
な
計
算
機
（
器
具
）
に
は
違
い
な
い
。 

 

何
回
繰
り
返
し
た
か
を
覚
え
て
い
て
も
、
今
度
は
掛
け
算
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
の
指
は
両
手
で
十
本
な
の
で
、
十
ご
と

に
位
が
上
が
る
の
は
至
極
自
然
な
思
考
だ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か

そ
の
単
純
さ
を
嫌
う
傾
向
が
あ
っ
た
。
複
雑
に
す
る
こ
と
が
高
等

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
人
類
に
と
っ
て
ほ
ぼ
共
通
の
政
治
的
信
仰

に
近
い
。 

 

日
本
の
尺
貫
法
を
満
足
に
説
明
で
き
る
人
は
、こ
ん
に
ち
に
お
い

て
は
希
少
価
値
で
あ
ろ
う
。 

 

硬
貨
の
数
え
方
は
さ
ら
に
や
や
こ
し
い
。
通
貨
制
度
が
ほ
ぼ
確

立
し
た
日
本
の
江
戸
時
代
、
銅
の
銭
は
「
文
」
と
称
さ
れ
、
十
文
で

一
疋
、
二
十
五
疋
で
一
朱
、
十
六
朱
で
一
分
、
四
分
で
一
両
と
い
う

数
え
方
を
し
た
。
つ
ま
り
一
朱
は
銭
二
百
五
十
枚
、
一
両
は
銭
一
万

六
千
枚
で
あ
る
。 

 

日
本
は
十
進
法
で
下
一
桁
が
「
ゼ
ロ
」
だ
っ
た
か
ら
ま
だ
よ
か

っ
た
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
十
二
進
法
、六
十
進
法
を
組
み
合
わ
せ
た
。

た
め
に
下
一
桁
に
端
数
が
出
た
状
態
で
桁
上
が
り
を
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
れ
が
計
算
機
を
生
み
出
し
た
。 

 

『
Ｉ
Ｂ
Ｍ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
は
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
以
前
を
次
の
よ
う
に
記
す
。 

  

一
〇
〇
年
前
、
英
語
の
原
典
と
し
て
知
ら
れ
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド
辞
典
が
最
初
に
世
に
出
た
時
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
」
と
い
う

用
語
に
は
「
計
算
が
で
き
る
人
」
と
い
う
説
明
が
つ
け
ら
れ
て
お

り
、
ま
だ
「
計
算
機
」
と
い
う
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま

た
「
デ
ィ
ジ
タ
ル
」
と
い
う
言
葉
は
「
指
の
」
ま
た
は
「
指
に
関

す
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
デ
ィ
ジ
タ
ル
・
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
さ
し
ず
め
「
指
を
使
っ
て
計
算
で
き
る
人
を

意
味
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
時
代
が
過
ぎ
る
う
ち
に
、
文
明
の
発
展

に
は
よ
り
高
度
な
計
算
手
段
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き

ま
し
た
。
農
業
で
は
い
つ
種
を
ま
く
か
が
常
に
問
題
に
な
り
ま
す
。

商
業
で
は
取
引
の
結
果
を
集
計
し
、遠
方
の
地
ま
で
航
海
す
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
ま
す
。
ま
た
政
府
は
税
金
を
集
め
、
そ
れ
を
集
計
し
、

納
税
者
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

古
代
に
は
そ
ろ
ば
ん
が
発
明
さ
れ
、
そ
の
後
一
七
世
紀
に
か
け

て
、
工
芸
品
の
よ
う
に
み
ご
と
に
細
工
さ
れ
た
計
算
器
が
い
く
つ

か
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
中
に
は
革
新
的
な
発
明
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、各
種
の
計
算
機
械
が
本
格
的
に
日
常
生
活
に
登
場
す
る
の

は
約
二
〇
〇
年
前
の
産
業
革
命
の
時
代
で
す
。 

  

掲
示
さ
れ
て
い
る
文
章
は
、
漢
字
の
す
べ
て
に
ル
ビ
が
振
ら
れ

て
い
る
。
小
学
生
に
で
も
読
め
る
よ
う
に
、
と
い
う
工
夫
が
見
え

る
。
し
か
も
、 

 

「
百
年
前
ま
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
い
う
言
葉
は
機
械
を
さ
す

言
葉
で
は
な
か
っ
た
」 

 

「
デ
ィ
ジ
タ
ル
と
は
指
の
こ
と
だ
っ
た
」 

 

と
聞
け
ば
読
み
手
は
「
へ
ぇ
」
と
思
い
、
興
味
を
持
つ
。 

 

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
と
い
う
会
社
が
た
い
し
た
も
の
だ
、
と
感
心
す
る

の
は
、
こ
う
い
う
部
分
で
あ
る
。 
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〜
〜
〜 

補 

注 

〜
〜
〜
〜 

 

邪
馬
台
国 
い
わ
ゆ
る
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
よ
る
と
、
三
世
紀
中
葉
の
倭
は

女
王
・
卑
弥
呼
の
も
と
に
三
十
の
小
国
が
連
合
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
都

と
さ
れ
た
邪
馬
台
国
の
所
在
地
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
が
入
り
乱
れ
い
ま
だ
に
定

見
が
な
い
。
一
九
七
一
年
十
一
月
、
親
鸞
研
究
家
の
古
田
武
彦
が
文
献
を
詳

細
に
検
証
し
、「
邪
馬
台
国
」
と
い
う
表
記
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
以
後
、
多
く
の
論
説
は
「
邪
馬
臺
国
」
と
改
め
て
い
る
。 

魏
志
倭
人
伝 

正
確
に
は
『
三
国
志
』
魏
書
烏
丸
鮮
卑
東
夷
傳
倭
人
条
。「
邪

馬
台
国
」の
使
者
が
魏
の
帯
方
郡
と
接
触
し
た
の
は
二
三
八
年
、二
三
九
年
、

二
四
三
年
、
魏
の
帯
方
郡
使
が
倭
地
を
訪
問
し
た
の
は
二
四
〇
年
と
二
四
七

年
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
上
申
書
や
出
張
報
告
書
が
原
典
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
。 

草
木
茂
盛 

行
不
見
前
人 

帯
方
郡
の
遣
倭
使
節
団
は
現
在
の
佐
賀
県
松
浦

半
島
（
仮
屋
浜
か
唐
津
浜
）
に
上
陸
し
、
福
岡
県
糸
島
に
向
か
っ
た
。
海
沿

い
で
な
く
内
陸
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

卑
弥
呼
に
下
し
た
詔
書 

文
中
に
「
特
賜
汝
紺
地
句
文
錦
三
匹
、
細
班
華
罽

五
張
、
白
絹
五
十
匹
、
金
八
両
、
五
尺
刀
二
口
、
銅
鏡
百
枚
、
真
珠
、
鉛
丹

各
五
十
斤
」
と
あ
っ
て
、
き
ら
び
や
か
な
刺
繍
を
施
し
た
布
や
絹
織
物
、
鏡

や
真
珠
な
ど
、
当
時
特
別
な
存
在
だ
っ
た
女
王
へ
の
配
慮
が
う
か
が
え
る
。 

帯
方
郡 

漢
の
時
代
に
朝
鮮
半
島
西
北
部
に
置
か
れ
た
楽
浪
郡
が
、
後
漢
末

の
建
安
九
年
（
二
〇
四
）
ご
ろ
南
北
に
分
割
さ
れ
、
そ
の
南
半
が
帯
方
郡
と

な
っ
た
。
郡
役
所
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
現
在
の
平
壌
付
近
と
す

る
説
と
、
の
ち
に
百
済
王
国
が
王
都
を
置
い
た
京
畿
道
広
州
と
す
る
説
が
あ

る
。
魏
・
晋
時
代
、
東
夷
諸
族
は
こ
こ
を
窓
口
に
中
国
王
朝
と
交
易
し
た
。

晋
が
劉
氏
を
名
乗
っ
た
匈
奴
族
の「
漢
」に
滅
ぼ
さ
れ
た
あ
と
、三
一
三
年
、

高
句
麗
の
南
進
で
帯
方
郡
は
消
滅
し
た
。 

漢
魏
晋
の
一
里 

三
世
紀
中
国
で
は
尺
貫
法
に
基
づ
く
一
里
＝
四
百
三
十
四

ｍ
（
長
里
）
と
周
髀
算
経
（
中
国
最
古
の
数
学
）
に
基
づ
く
一
里
＝
七
十
五

ｍ
（
短
里
）
が
混
在
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
す
る
説
も
あ
る
。 

算
木 

Ｗ
ｉ
ｋ
ｉ
ｐ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
に
は
「
長
さ
３
〜
４
セ
ン
チ
の
木
製
ま
た
は

竹
製
の
細
長
い
直
方
体
で
、
縦
ま
た
は
横
に
並
べ
て
数
を
表
し
、
配
列
を
動

か
す
こ
と
で
四
則
演
算
、
開
平
、
開
立
な
ど
の
計
算
を
し
た
。
１
か
ら
５
ま

で
は
そ
の
数
だ
け
算
木
を
並
べ
、
６
以
上
は
異
な
る
向
き
の
１
本
で
５
を
表

し
た
」
と
あ
る
。
二
進
法
の
原
理
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
の
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
が
計
算
機
の
桁
上
が
り
に
採
用
し
た
。 

 

老
子
（Lǎozi

／
前
５
７
１
？
〜
４
７
１
？
）
の
教
え
を
ま
と
め
た
『
老
子

道
徳
経
』に「
善
數
者
不
用
籌
策
」と
あ
る
の
が
最
も
古
い
記
録
と
さ
れ
る
。

三
〜
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
竹
ま
た
は
木
の
細
い
棒
を
縦
横
に
並
べ
て
数

字
を
表
し
、
加
減
乗
除
、
平
方
根
な
ど
の
計
算
を
行
っ
た
。
中
国
で
は
十
三

世
紀
に
珠
算
が
主
流
と
な
り
、
易
八
卦
の
占
い
用
と
し
て
残
っ
た
。 

サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア 

紀
元
前
後
か
ら
九
世
紀
ご
ろ
ま
で
、
世
界
中
を
航
海

し
た
。
い
わ
ゆ
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
中
間
点
に
当
り
、
そ
の
行
動
範
囲
は
東

は
長
安
を
経
て
日
本
の
奈
良
、
西
は
ロ
ー
マ
を
経
て
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン

に
至
っ
て
い
る
。
中
国
で
駱
駝
の
唐
三
彩
が
作
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
ネ
ス
ト

リ
ウ
ス
派
の
教
義
が
「
景
教
」
の
名
で
伝
来
し
た
。
日
本
に
も
七
世
紀
か
ら

八
世
紀
に
か
け
て
ペ
ル
シ
ア
の
王
族
、
ア
ラ
ビ
ア
人
の
商
人
、
工
芸
師
な
ど

が
渡
来
し
て
い
た
こ
と
が
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
て
い
る
。 

尺
貫
法 
一
寸
（
三
・
〇
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
を
基
準
と
し
、
十
寸
＝
一

尺
、
六
尺
＝
一
間
（
一
・
八
一
ｍ
）、
十
尺
（
三
・
〇
三
ｍ
）
＝
一
丈
、
六
十

間
（
一
〇
九
・
一
ｍ
）
＝
一
町
、
三
十
六
町
（
三
・
二
九
七
㎞
）
＝
一
里
。
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一
間
四
方
＝
一
坪
（
三
・
二
八
平
方
ｍ
）
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
一
町
歩
は

一
町
四
方
で
は
な
く
三
千
坪
で
あ
る
。 
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