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『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
か
ら
『
教
育
勅
語
』
へ

―
明
治
の
開
国
と
昭
和
の
開
国
―

平

川

祐

弘

　

明
治
元
年
の
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
か
ら
明
治
二
十
三
年
の
『
教

育
勅
語
』
に
い
た
る
明
治
前
半
の
歴
史
を
、
こ
の
二
つ
の
文
書
を
中

心
に
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
個
人
的
体
験
を
織
り
交
ぜ
る
こ
と
で
、
記

さ
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
の
移
り
変
わ
り
は
「
開
国
か
ら
愛
国
ヘ
」
と

い
う
国
是
の
重
点
の
置
き
方
の
変
換
を
示
し
た
も
の
と
私
は
巨
視
的

に
把
握
し
て
お
り
、
す
で
にCam

bridge H
istory of Japan･

（Cam
bridge･U
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）,vol･（

に
発
表
し
た
（
1
（

。
そ
の

よ
う
な
正
史
に
対
し
て
本
稿
は
昭
和
一
桁
生
れ
の
一
日
本
人
で
あ
る

私
が
、
自
分
自
身
の
体
験
と
し
て
感
じ
た
明
治
の
二
大
文
書
に
つ
い

て
の
回
想
を
交
ぜ
て
書
く
私
史
で
あ
る
。『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
と

『
教
育
勅
語
』
を
暗
記
し
て
育
っ
た
人
は
い
ま
や
稀
少
的
存
在
と
な

り
つ
つ
あ
る
。
私
は
記
憶
力
が
強
い
と
い
わ
れ
る
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
少
年
時
代
の
記
憶
に
歪
み
が
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
し

か
し
八
十
を
過
ぎ
た
今
、
そ
の
よ
う
な
個
人
的
な
追
懐
を
記
す
こ
と

も
ま
た
大
事
な
学
者
の
仕
事
で
あ
る
と
自
覚
さ
れ
る
年
齢
と
な
っ
た
。

『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
や
『
教
育
勅
語
』
に
つ
い
て
は
敗
戦
後
の
歴

史
学
界
の
一
部
に
は
そ
れ
を
軽
視
す
る
あ
ま
り
無
視
し
、
ま
た
別
の

一
部
に
は
重
視
す
る
あ
ま
り
内
容
の
批
判
を
も
斥
け
る
傾
き
に
あ
る
。

そ
ん
な
対
立
を
不
毛
に
思
い
、
よ
り
広
い
視
野
に
立
ち
、
明
治
の
開

国
が
昭
和
の
開
国
と
い
か
に
重
な
る
か
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

始
め
に
個
人
的
体
験
に
ふ
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

明
治
の
開
国
と
戦
後
の
開
国
―
個
人
的
体
験

　

昭
和
二
十
一
年
一
月
一
日
、
昭
和
天
皇
は
『
詔
書
』
を
出
さ
れ
た
。

「
神
格
化
否
定
」
の
詔
書
と
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』（
岩
波
書
店
）

に
は
記
さ
れ
、
世
間
は
天
皇
の
「
人
間
宣
言
」
と
取
沙
汰
し
て
今
日

に
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
ラ
ジ
オ
で
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
朗
読
す
る
の

を
聞
い
た
と
き
、
私
が
少
年
の
心
に
何
を
感
じ
た
か
と
い
う
と
、

「
茲
ニ
新
年
ヲ
迎
フ
。
顧
ミ
レ
バ
明
治
天
皇
明
治
ノ
初
国
是
ト
シ
テ

五
箇
条
ノ
御
誓
文
ヲ
下
シ
給
ヘ
リ
。
曰
ク
」
と
ま
ず
『
五
箇
条
ノ
御
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誓
文
』
が
朗
読
さ
れ
、
そ
れ
を
聞
い
て
は
っ
と
し
、
か
つ
ほ
っ
と
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、
広
ク
会
議
ヲ
興
シ
万
機
公
論
ニ
決
ス
ベ
シ

一
、
上
下
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
盛
ニ
経
綸
ヲ
行
フ
ベ
シ

一
、
官
武
一
途
庶
民
ニ
至
ル
迄
各
其
志
ヲ
遂
ゲ
人
心
ヲ
シ
テ
倦

マ
ザ
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス

一
、
旧
来
ノ
陋
習
ヲ
破
リ
、
天
地
ノ
公
道
ニ
基
ク
ベ
シ

一
、
智
識
ヲ
世
界
ニ
求
メ
、
大
ニ
皇
基
ヲ
振
起
ス
ベ
シ

　

こ
の
「
万
機
公
論
ニ
決
ス
ベ
シ
」
と
い
う
第
一
条
は
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
原
則
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
敗
戦
後
、
占
領
軍
の
指
示
も

あ
っ
て
の
こ
と
と
思
う
が
、
民
主
主
義
の
原
理
が
新
聞
ラ
ジ
オ
で
毎

日
の
よ
う
に
繰
返
し
唱
え
ら
れ
、
学
校
で
も
教
え
ら
れ
た
。
一
部
の

勢
力
が
独
断
専
行
す
る
の
で
な
く
、
皆
が
議
論
し
た
挙
句
、
多
数
決

で
決
定
す
る
。
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
の
民
主
主
義
を
尊
ぶ
こ
と
は
敗

戦
後
二
、
三
ヶ
月
の
う
ち
に
国
内
で
は
す
で
に
公
論
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
中
学
の
朝
礼
で
民
主
主
義
を
説
く
校
長
の
変
わ
り
身
の
あ
ま

り
の
早
さ
に
「
時
流
に
乗
っ
て
い
る
」
と
い
う
苦
々
し
さ
を
少
年
た

ち
は
感
じ
、
黒
板
に
吹
流
し
を
落
書
き
し
た
。
し
か
し
校
長
を
批
判

し
た
そ
の
生
徒
も
私
も
す
で
に
「
民
主
主
義
者
」
に
な
っ
て
い
た
。

そ
う
し
た
思
想
の
変
動
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
英
語
の
時
間
に

Feudalism
･is･over

と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の
声
明
を
暗
誦
し
た

り
し
た
。
私
は
疎
開
中
も
教
官
室
に
配
達
さ
れ
る
新
聞
を
毎
日
必
ず

読
む
二
人
の
少
年
の
一
人
だ
っ
た
が
、
そ
ん
な
少
年
は
敗
戦
後
は
も

ち
ろ
ん
新
聞
を
読
ん
で
い
た
。
そ
う
し
た
少
年
が
、
民
主
主
義
の
原

理
と
同
じ
こ
と
が
す
で
に
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
の
冒
頭
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
、
そ
う
気
づ
い
て
は
っ
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
御
誓

文
』
の
第
四
、
第
五
の
条
を
聞
い
た
と
き
は
、
そ
う
だ
、
日
本
は
知

識
を
世
界
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
痛
切
に
同
感
し
た
。
旧

来
の
日
本
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
て
は
駄
目
だ
。
そ
ん
な
こ
と
は
も
は

や
許
さ
れ
な
い
。
私
は
戦
争
中
、
日
本
の
科
学
戦
に
お
け
る
劣
勢
を

自
覚
し
た
人
々
に
よ
っ
て
発
案
さ
れ
実
施
さ
れ
た
特
別
科
学
組
に
選

ば
れ
集
中
的
な
教
育
を
受
け
た
。
そ
ん
な
期
待
の
目
で
見
ら
れ
た

「
理
科
少
年
」
の
一
員
だ
っ
た
だ
け
に
、
精
神
力
の
鼓
吹
だ
け
で
は

駄
目
だ
と
自
覚
し
て
い
た
。
日
本
帝
国
の
軍
国
主
義
的
な
膨
脹
は
明

ら
か
に
大
失
敗
で
あ
っ
た
。「
せ
め
て
満
洲
で
鉾ほ

こ

を
お
さ
め
て
お
け

ば
よ
か
っ
た
。「
大
欲
ハ
無
欲
ニ
似
タ
リ
」
と
は
こ
の
こ
と
か
」
と

敗
戦
の
年
の
秋
に
は
兄
と
話
し
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
世
界
を
敵
に

ま
わ
す
こ
と
と
な
っ
た
昭
和
前
期
の
軍
部
主
導
の
日
本
は
誤
っ
た
道

を
進
ん
だ
。
そ
の
自
覚
は
強
か
っ
た
。
そ
ん
な
科
学
面
、
軍
事
面
、

経
済
面
、
政
治
面
な
ど
で
「
遅
れ
て
い
る
日
本
」
と
感
じ
た
。
そ
れ

だ
け
に
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
が
進
む
べ
き
方
向
が
『
五
箇
条
ノ
御
誓

文
』
に
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
と
知
っ
て
ほ
っ
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
は
後
か
ら
気
づ
い
た
こ
と
を
い
ま
裏
返
し
て
い
う

の
だ
が
、
私
た
ち
は
明
治
以
来
の
日
本
の
過
去
を
全
否
定
す
る
必
要
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は
な
く
、
明
治
の
初
年
か
ら
日
本
で
は
こ
う
し
た
国
際
社
会
の
公
道

に
基
く
べ
き
こ
と
が
す
で
に
良
し
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
逸
脱
せ

ず
、
そ
れ
を
引
き
続
い
て
こ
れ
か
ら
先
も
進
め
ば
よ
い
と
感
じ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
気
持
は
多
く
の
家
庭
で
わ
か
ち
も
た
れ
て
い
た
の

だ
と
思
う
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
敗
戦
後
二
十
年
が
経
つ
と
司
馬
遼
太

郎
の
『
坂
の
上
の
雲
』
と
い
う
明
治
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
デ
ィ
ン

グ
の
歴
史
物
語
が
日
本
国
民
に
広
く
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
感
覚
が
も
し
私
の
家
で
と
く
に
強

か
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
は
多
少
説
明
が
要
る
。
こ
こ
で
私

史
を
記
す
に
際
し
、
家
庭
の
背
景
に
ふ
れ
る
こ
と
を
許
さ
せ
て
い
た

だ
く
。
父
は
大
正
七
年
に
京
都
帝
大
を
出
た
技
術
重
役
で
、
家
は

ア
ッ
パ
ー
・
ミ
ド
ル
に
属
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
家
で
は
、
重
臣

を
殺
害
し
た
五
・
一
五
事
件
や
二
・
二
六
事
件
の
青
年
将
校
に
対
す

る
反
感
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
敗
戦
後
、
昭
和
の
動
乱

に
つ
い
て
の
責
任
は
軍
部
に
あ
る
と
す
る
批
判
が
世
間
に
出
ま
わ
る

や
、
私
は
愛
国
少
年
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
同
調
し
た
。
理
工

系
出
身
者
が
揃
っ
て
い
た
家
庭
だ
っ
た
か
ら
、
日
本
精
神
を
ひ
た
す

ら
讃
美
す
る
風
潮
に
対
し
て
は
戦
時
中
か
ら
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
と
も
な
い
西
洋
滞
在
を
切
上
げ
て
帰
国

し
た
父
は
昭
和
十
五
年
に
、
小
学
校
三
年
生
の
私
を
ア
メ
リ
カ
婦
人

に
つ
い
て
英
語
を
習
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
駿
河
台
の
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
へ

通
っ
た
の
だ
が
、
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
小
学
校
の

級
友
に
も
な
に
も
い
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
年
の
夏
、
避
暑
へ
行
く
車

中
で
国
鉄
の
駅
名
表
示
か
ら
ロ
ー
マ
字
が
消
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
を
見

て
「
馬
鹿
な
真
似
を
す
る
」
と
父
は
呟
い
た
が
子
供
心
に
同
感
し
た
。

戦
争
末
期
の
冬
、
警
戒
警
報
が
発
令
さ
れ
、
電
燈
の
光
が
外
へ
洩
れ

ぬ
よ
う
に
遮
蔽
し
な
が
ら
英
語
教
科
書
を
読
ん
で
い
る
と
、
父
は

「
ロ
ン
ド
ン
の
下
宿
で
隣
の
少
年
が
朗
読
す
る
の
を
聞
く
よ
う
な
気

が
す
る
」
と
褒
め
て
く
れ
た
。
も
っ
と
も
子
供
の
発
音
の
良
し
悪
し

な
ど
教
師
次
第
で
た
ち
ま
ち
変
わ
る
。
Ｉ
先
生
か
ら
Ｙ
先
生
に
変

わ
っ
た
後
「
そ
の
発
音
は
何
じ
ゃ
」
と
父
に
い
わ
れ
た
が
子
供
に
は

わ
け
が
わ
か
ら
な
い
。
子
供
の
発
音
な
ど
教
師
で
あ
る
大
人
次
第
な

の
だ
。
実
は
そ
れ
と
同
様
、
子
供
の
、
い
や
お
そ
ら
く
多
く
の
大
人

た
ち
の
軍
部
批
判
な
ど
も
、
世
間
の
風
潮
次
第
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

あ
る
日
、
食
卓
で
そ
ん
な
批
判
を
繰
返
し
た
ら
、
父
は
私
の
批
判
に

同
調
せ
ず
「
明
治
以
来
の
先
輩
が
築
い
て
く
れ
た
日
本
を
こ
ん
な
状

態
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
わ
し
ら
の
世
代
の
責
任
だ
」
と
重
い
口
調

で
し
ん
み
り
と
答
え
た
の
で
、
高
校
生
に
な
っ
て
い
た
私
は
は
っ
と

口
を
つ
ぐ
ん
だ
。

　

そ
ん
な
雰
囲
気
の
中
で
育
っ
た
少
年
で
あ
っ
て
み
れ
ば
「
智
識
ヲ

世
界
ニ
求
メ
」
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
と
い
う
か
太
平
洋
戦
争

前
夜
の
昭
和
十
四
年
当
時
で
も
父
の
「
洋
行
」
と
い
う
言
葉
は
輝
き

を
帯
び
て
い
た
。
そ
の
「
智
識
ヲ
世
界
ニ
求
メ
」
る
と
い
う
日
本
の

進
む
べ
き
道
が
す
で
に
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
と
い
う
国
是
に
よ
っ
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て
さ
し
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
再
確
認
で
き
た
と
き
、
軍
部

暴
走
の
昭
和
前
期
の
日
本
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
若
い
者
が
、

明
治
の
初
心
に
戻
り
、
日
本
が
ふ
た
た
び
開
国
和
親
の
西
洋
化
路
線

に
戻
る
こ
と
を
良
し
と
し
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。『
五
箇
条
ノ
御

誓
文
』
に
は
そ
の
よ
う
な
近
代
化
路
線
の
正
当
性
が
あ
ら
た
め
て
感

じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
私
は
は
っ
と
し
、
か
つ

ほ
っ
と
し
た
の
だ
。
い
ま
思
い
返
し
て
も
、
あ
の
時
の
少
年
の
心
が

本
能
的
に
感
じ
た
こ
と
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
気
が
す
る
。

そ
れ
と
い
う
の
は
明
治
元
年
は
近
代
日
本
の
開
国
第
一
年
で
あ
り
、

昭
和
二
十
一
年
一
月
一
日
は
戦
後
日
本
の
第
二
の
開
国
第
一
年
で
も

あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
こ
に
は
多
く
の
相
似
性
と
継
続
性
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

私
は
そ
の
後
も
二
つ
の
開
国
を
な
に
か
と
重
ね
あ
わ
せ
た
。
た
と

え
ば
昭
和
二
十
年
の
秋
に
私
が
夢
中
に
な
っ
て
読
ん
だ
第
一
の
書
物

は
、
敗
戦
の
焼
跡
か
ら
明
日
の
太
陽
を
信
じ
て
立
ち
上
が
る
ス
カ
ー

レ
ッ
ト
・
オ
ハ
ラ
を
描
く
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
『
風
と
共
に
去
り
ぬ
』

だ
っ
た
が
、
私
た
ち
は
南
部
ア
メ
リ
カ
の
ア
ト
ラ
ン
タ
市
の
焼
跡
か

ら
の
復
興
を
日
本
の
焼
跡
か
ら
の
復
興
と
重
ね
あ
わ
せ
て
読
ん
で
い

た
の
で
あ
る
。
敗
戦
後
の
日
本
に
も
レ
ッ
ト
・
バ
ト
ラ
ー
の
よ
う
な

ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
さ
せ
る
闇
屋
や
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
大
き
な

顔
を
し
て
闊
歩
し
て
い
た
。
夢
中
に
な
っ
て
読
ん
だ
第
二
の
書
物
は
、

攘
夷
の
旧
弊
を
捨
て
て
開
国
に
向
う
明
治
維
新
を
地
方
か
ら
見
た
島

崎
藤
村
の
『
夜
明
け
前
』
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
明
治
の
開
国
を
戦

後
の
開
国
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
個
人
的
な
こ

と
を
さ
ら
に
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
尊
王
攘
夷
」
の
日

本
が
「
開
国
和
親
」
に
転
ず
る
や
明
治
の
留
学
生
が
新
知
識
を
海
外

に
求
め
、
祖
国
の
建
設
に
邁
進
し
た
よ
う
に
、
私
も
森
鷗
外
ら
を
範

と
し
て
戦
後
最
初
期
の
留
学
生
の
一
人
と
し
て
西
洋
に
渡
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。
福
澤
諭
吉
や
中
村
正
直
、
森
鷗
外
や
夏
目
漱
石
、

上
田
敏

―
そ
う
し
た
人
た
ち
が
敗
戦
後
の
祖
国
復
興
期
に
学
生
時

代
を
過
し
た
私
の
先
輩
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
の
は
一
種
の
必
然

で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　

な
ぜ
私
が
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
か
ら
そ
ん
な
印
象
を
受
け
る
こ

と
を
得
た
の
か
。「
そ
こ
に
民
主
主
義
原
理
が
す
で
に
出
て
い
る
と

気
づ
い
た
か
ら
子
供
心
に
感
銘
し
た
の
で
し
ょ
う
」
と
話
し
た
ら
明

治
神
宮
国
際
神
道
文
化
研
究
所
研
究
員
の
今
泉
宜
子
さ
ん
は
「
そ
ん

な
こ
と
本
当
に
あ
り
得
ま
す
か
」
と
い
っ
た
。
そ
う
疑
問
に
思
う
の

は
当
然
だ
ろ
う
。
私
が
ま
せ
て
い
た
に
せ
よ
、
そ
こ
ま
で
大
人
び
た

反
応
が
あ
り
得
た
は
ず
は
な
い
と
世
間
は
思
う
だ
ろ
う
。
無
理
は
な

い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
今
の
日
本
人
は
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
と

い
う
名
前
は
知
っ
て
い
て
も
中
身
は
必
ず
し
も
知
ら
な
い
。
そ
れ
だ

け
に
私
が
記
憶
力
の
良
い
人
間
だ
と
知
っ
て
い
る
人
も
、
ま
た
私
が

英
才
教
育
特
別
科
学
組
の
一
員
だ
っ
た
と
知
っ
て
い
る
人
も
、
少
年

が
そ
ん
な
こ
と
ま
で
憶
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
後
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か
ら
作
ら
れ
た
記
憶
で
な
い
か
と
疑
う
の
も
無
理
は
な
い
。
し
か
し

放
送
を
聞
い
て
、
十
四
歳
の
少
年
が
な
ぜ
即
座
に
反
応
し
た
か
と
い

う
と
、
わ
け
が
あ
っ
た
。
私
は
昭
和
十
八
年
、
当
時
は
国
民
学
校
と

い
っ
た
小
学
校
上
級
の
国
史
の
時
間
に
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
を
習

い
、
す
で
に
き
ち
ん
と
暗
記
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
文も

ん

言ご
ん

を

は
っ
き
り
脳
裡
に
と
ど
め
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
敗
戦
後
し
ば

ら
く
の
間
は
頭
の
隅
に
追
い
や
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
翌
二
十
一
年

の
元
日
、
詔
書
朗
読
を
聞
い
た
私
の
耳
に
は
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』

は
新
し
い
意
味
を
帯
び
て
響
い
た
の
で
あ
る
（
2
（

。

　

私
は
そ
の
後
、
唯
物
史
観
を
奉
じ
る
傾
向
的
な
学
生
た
ち

―
そ

の
一
人
は
不
破
哲
三
だ
っ
た

―
の
中
で
寮
生
活
も
送
っ
た
が
、
明

治
維
新
以
来
の
日
本
の
歴
史
を
全
否
定
す
る
よ
う
な
歴
史
観
に
対
し

て
は
左
翼
の
手
前
勝
手
なw

ishful･thinking

と
感
じ
て
い
た
。
明

治
維
新
を
不
徹
底
な
革
命
だ
と
い
っ
た
り
、
日
本
に
は
フ
ラ
ン
ス
の

よ
う
な
大
革
命
が
な
か
っ
た
か
ら
市
民
社
会
の
成
立
が
遅
れ
た
の
だ

と
い
っ
た
り
す
る
よ
う
な
、
な
い
も
の
ね
だ
り
に
類
し
た
歴
史
解
釈

に
は
な
じ
め
な
か
っ
た
。
自
分
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
な
い
と
い
っ
て
歎

い
て
み
せ
る
よ
う
な
仏
文
出
身
イ
ン
テ
リ
・
タ
イ
プ
と
は
肌
が
あ
わ

な
か
っ
た
。

　

子
供
の
こ
ろ
の
私
は
戦
中
も
戦
後
も
維
新
以
来
の
明
治
日
本
の
発

展
を
輝
か
し
い
歴
史
と
し
て
感
じ
て
い
た
。
ご
み
ご
み
し
た
下
町
の

中
で
滝
野
川
か
ら
新
庚
申
塚
ま
で
は
電
車
の
レ
ー
ル
が
真
っ
直
ぐ
に

の
び
て
い
る
。
そ
の
線
に
魅
力
を
感
じ
た
。
そ
の
よ
う
な
近
代
の
工

業
化
さ
れ
た
進
歩
を
有
難
い
も
の
に
感
じ
て
い
た
。
工
業
や
医
学
な

ど
の
物
質
面
だ
け
で
は
な
い
。
文
学
面
で
も
小
学
校
四
年
以
来
漱
石

の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
や
蘆
花
の
『
思
出
の
記
』
を
読
ん
で
い
た

私
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
江
戸
時
代
の
文
学
は
大
人
に
な
っ
て
も
長
い

間
よ
く
わ
か
ら
ず
、
徳
川
時
代
に
対
し
て
は
な
に
か
暗
い
別
世
界
と

い
う
印
象
を
持
っ
て
い
た
。
明
治
以
後
の
文
学
が
よ
く
わ
か
る
の
は

漱
石
も
鷗
外
も
西
洋
に
学
ん
だ
知
的
巨
人
だ
か
ら
だ
と
や
が
て
確
信

す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
日
本
の
近
代
に
西
洋
の
光
が
さ
す

の
が
明
治
で
あ
っ
て
、
そ
の
開
幕
を
告
げ
る
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』

は
そ
の
文
言
の
響
き
か
ら
し
て
す
で
に
す
ば
ら
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
五
箇
条
を
戦
争
中
に
繰
返
し
唱
え
て
記
憶
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

敗
戦
後
は
じ
め
て
迎
え
る
元
旦
の
日
、
明
治
元
年
の
言
葉
は
あ
ら
た

め
て
早
熟
な
中
学
二
年
生
の
耳
に
ラ
ジ
オ
か
ら
は
っ
き
り
と
は
い
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
ん
な
思
い
出
も
あ
る
。
私
は
そ
の
後
大
学
へ
進
み
、
日
本
の
近

代
を
説
き
明
か
す
べ
く
比
較
文
化
史
を
志
し
て
「
内
と
外
か
ら
の
明

治
日
本
」
を
研
究
の
中
心
課
題
に
す
え
た
。
東
京
大
学
大
学
院
に
戦

後
創
設
さ
れ
た
比
較
文
学
比
較
文
化
課
程
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
で

閉
じ
ら
れ
た
帝
国
大
学
風
の
古
い
学
問
区
分
の
視
野
狭
窄
の
枠
を
打

破
し
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
学
問
を
標
榜
し
て
い
た
。
私
が
第
一

回
の
入
学
生
、
第
一
回
の
留
学
生
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
非
常
勤
講
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師
の
よ
う
な
恰
好
で
出
講
し
て
い
る
戦
中
派
の
教
授
と
は
ち
が
っ
て
、

そ
の
新
し
い
大
学
院
の
学
問
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
（
木
村
彰
一
）
と
み

な
さ
れ
て
い
た
。
私
自
身
の
研
究
の
対
象
が
知
識
を
西
洋
に
求
め
、

明
治
日
本
の
国
造
り
に
参
画
し
大
い
に
な
す
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
人
々

で
あ
っ
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
そ
の
よ
う

な
方
向
に
斯
学
の
意
義
を
主
張
す
る
と
、「
平
川
は
『
五
箇
条
ノ
御

誓
文
』
の
よ
う
な
男
だ
な
」
と
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
井
上
教
授
が
揶
揄

し
た
こ
と
が
あ
る
。
影
響
関
係
を
重
視
す
る
コ
ン
パ
ラ
テ
ィ
ス
ム
が

「
智
識
ヲ
世
界
ニ
求
メ
」
た
先
人
の
跡
を
た
ど
る
学
問
で
あ
っ
て
み

れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
風
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
。
西
洋
文
化
を
摂

取
し
た
明
治
を
私
は
い
わ
ば
戦
後
の
日
本
の
今
の
問
題
と
し
て
も
調

べ
て
い
た
の
で
、
私
に
と
っ
て
森
鷗
外
は
多
く
の
意
味
に
お
い
て

ロ
ー
ル
・
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
ん
な
仕
事
を
し
て
い
た
私

は
、Cam

bridge H
istory of Japan

が
企
画
さ
れ
る
や
『
五
箇
条

の
御
誓
文
』
か
ら
『
教
育
勅
語
』
に
至
る
時
期
を
執
筆
す
る
よ
う
マ

リ
ユ
ス
・
ジ
ャ
ン
セ
ン
教
授
に
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
割
当
て
ら

れ
た
章
は
第
五
巻
（
十
九
世
紀
）
のJapan

’s･T
urn･to･the･W

est

の
章
で
、
そ
の
日
本
語
版
は
『
古
代
中
国
か
ら
近
代
西
洋
へ

―
明

治
日
本
に
お
け
る
文
明
モ
デ
ル
の
転
換
』
と
題
し
て
発
表
し
て
あ
る
（
3
（

。

そ
ち
ら
が
正
史
で
こ
ち
ら
が
私
史
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
、
こ
こ

で
は
私
の
個
人
的
な
思
い
出
を
た
ど
る
こ
と
で
、
前
者
に
書
き
そ
び

れ
た
こ
と
も
書
き
留
め
、
明
治
の
開
国
と
昭
和
の
開
国
の
重
な
る
所

以
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

暗
記
と
捧
読

　

こ
こ
で
、『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
や
特
に
『
教
育
勅
語
』
と
国
民

と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
関
係
し
た
暗
記
と
い
う
形
の
教
育
に
ま
ず

ふ
れ
た
い
。
暗
記
に
は
良
い
面
と
悪
い
面
が
あ
る
。
暗
記
は
憶
え
る

対
象
が
価
値
あ
る
文
章
な
ら
ば
教
育
と
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。

た
と
え
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
ず
と
も
子
供
が
百
人
一
首
や
『
論
語
』

を
そ
ら
ん
じ
る
、
と
か
い
う
こ
と
は
よ
い
こ
と
で
、
暗
誦
は
知
識
を

血
肉
化
す
る
。
も
っ
と
も
私
は
先
年
、
明
治
神
宮
の
展
示
室
で
『
五

箇
条
ノ
御
誓
文
』
の
第
三
条
の
「
上
下
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
」
に
「
シ
ョ

ウ
カ
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
あ
る
の
に
驚
い
た
。
小
学
生
と
し
て

「
ジ
ョ
ウ
ゲ
」
と
暗
記
し
て
そ
の
後
も
ず
っ
と
そ
う
発
音
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
私
は
「
シ
ョ
ウ
カ
」
を
異
な
発
音
に
感
じ
今
に
い

た
っ
て
い
る
。

　

昭
和
十
年
代
に
小
学
生
活
を
送
っ
た
私
は
よ
く
暗
記
し
た
。
神
武
、

綏
靖
、
安
寧
、
懿
徳
と
歴
代
の
天
皇
の
名
前
を
こ
と
ご
と
く
暗
ん
じ

た
だ
け
で
な
く
、
中
学
一
年
生
の
時
に
は
東
洋
史
の
最
初
の
時
間
に

夏
、
殷
、
周
、
秦
、
漢
、
三
国
、
晋
、
南
北
朝
、
隋
、
唐
、
五
代
、

と
中
国
の
王
朝
の
名
も
憶
え
た
。
日
本
の
歴
代
の
天
皇
の
名
前
は
戦

後
も
ま
だ
暫
く
の
間
は
第
百
二
十
四
代
ま
で
憶
え
て
い
て
、
悪
戯
者

の
私
は
孝
明
、
明
治
、
大
正
、
今
上
、
と
い
っ
て
一
呼
吸
お
い
て
、
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熊
沢
、
と
い
っ
て
級
友
を
笑
わ
せ
た
り
し
た
（
4
（

。
そ
ん
な
戦
後
の
混
乱

期
に
あ
ら
わ
れ
た
熊
沢
天
皇
と
称
す
る
人
の
名
を
入
れ
る
け
し
か
ら

ぬ
悪
ふ
ざ
け
が
許
さ
れ
た
の
も
、
も
は
や
不
敬
が
咎
め
ら
れ
な
く

な
っ
た
戦
後
ら
し
い
が
、
そ
ん
な
少
年
た
ち
が
天
皇
を
キ
リ
ス
ト
教

的
な
意
味
で
の
ゴ
ッ
ド
と
かGod-Em

peror

な
ど
と
は
戦
時
下
で

も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
御
先
祖
様

を
神
棚
に
祀
る
と
同
じ
意
味
で
、
明
治
天
皇
を
明
治
神
宮
に
祀
る
の

は
国
民
感
情
に
い
か
に
も
か
な
っ
て
い
る
し
、
昭
和
天
皇
も
昭
和
神

宮
に
祀
ら
れ
て
よ
い
方
で
は
な
い
か
、
と
畏
れ
多
い
こ
と
な
が
ら

思
っ
て
い
る
。
し
か
し
昭
和
の
日
は
制
定
さ
れ
て
も
神
宮
は
建
立
さ

れ
な
い
。
そ
れ
が
戦
後
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
戦
後
が

私
に
と
っ
て
決
定
的
に
戦
後
と
な
っ
た
の
は
歴
代
の
天
皇
の
名
前
を

い
つ
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
時
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
左
翼
内
閣
の
官

房
長
官
は
今
の
天
皇
は
第
百
二
十
五
代
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と

い
っ
て
憤
慨
す
る
保
守
党
代
議
士
が
い
た
が
、
し
か
し
そ
の
代
議
士

自
身
が
歴
代
の
天
皇
の
名
前
を
み
な
言
え
る
と
も
思
え
な
い
か
ら
、

そ
う
し
た
こ
と
で
追
及
し
た
り
す
る
こ
と
は
し
な
い
方
が
い
い
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
人
民
史
観
の
立
場
か
ら
歴
代
天
皇
の
名
前
を
暗
誦

さ
せ
た
か
つ
て
の
教
育
を
愚
列
と
指
弾
し
た
人
が
い
た
が
、
そ
の
人

に
は
、
ア
ダ
ム
や
そ
の
息
子
ア
ベ
ル
、
ノ
ア
や
法お

き
てを
立
て
た
モ
ー
セ
、

族
長
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
や
王
ダ
ビ
デ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
そ
の
父
や
子
供

た
ち
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
が
忠
実
に
仕
え
た
ラ
ケ
ル
な
ど
の
名
を

暗
誦
さ
せ
た
聖
書
教
育
も
実
は
似
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
想

い
起
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
時
代
は
神
代
は
別
格
と
し
て
、
大
和
、
奈
良
、
平
安
、
鎌

倉
、
室
町
、
安
土
桃
山
、
江
戸
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
も
ち
ろ
ん

憶
え
て
い
た
。
し
か
し
今
の
子
供
は
違
う
覚
え
方
を
す
る
。
最
初
に

神
代
と
は
い
わ
ず
縄
文
、
弥
生
と
い
っ
て
い
る
。
中
国
の
皇
帝
の
名

は
も
と
も
と
覚
え
な
か
っ
た
が
、
歴
代
の
王
朝
の
名
前
は
い
ま
も
覚

え
て
い
る
。
共
産
軍
が
南
下
し
始
め
た
こ
ろ
は
、
こ
れ
も
宋
、
元
、

明
、
清
、
中
華
民
国
、
と
い
っ
て
一
呼
吸
お
い
て
中
華
人
民
共
和
国
、

な
ど
と
い
っ
て
笑
っ
た
り
し
た
。

日
本
の
『
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
』

　
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
は
一
八
六
八
年
に
お
い
て
清
新
な
国
是
の

宣
言
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
四
分
の
三
世
紀
後
の
一
九
四
六
年
に
お
い

て
も
日
本
国
民
に
そ
の
行
く
べ
き
道
を
さ
し
示
す
宣
言
で
あ
り
、
そ

の
さ
ら
に
四
分
の
三
世
紀
後
に
な
ろ
う
と
す
る
今
日
に
お
い
て
も
、

な
お
き
わ
め
て
意
義
あ
る
文
書
と
私
は
思
う
。
明
治
元
年
（
一
八
六

八
年
）
に
明
治
の
新
政
府
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』

は
日
本
が
進
む
べ
き
方
向
と
そ
れ
に
処
す
る
心
構
え
を
示
し
た
我
国

の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
と
も
い
う
べ
き
一
大
憲
章
で
あ
っ
た
、
と
私
は

い
い
た
い
。「
広
ク
会
議
ヲ
興
シ
万
機
公
論
ニ
決
ス
ベ
シ
」
と
い
う

開
か
れ
た
姿
勢
が
い
い
。
徳
川
時
代
の
密
室
政
治
と
は
違
う
、
民
主
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主
義
的
政
治
精
神
を
う
た
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
ま
た
「
智
識
ヲ

世
界
ニ
求
メ
」「
天
地
ノ
公
道
ニ
基
ク
ベ
シ
」
と
い
う
主
張
は
鎖
国

主
義
と
違
う
、
国
際
主
義
を
高
ら
か
に
標
榜
し
て
い
る
。
そ
れ
は
明

治
日
本
の
改
革
開
放
路
線
の
宣
言
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
百
年
後
の

文
化
大
革
命
後
の
鄧
小
平
の
改
革
開
放
路
線
は
、
経
済
面
で
は
改
革

開
放
で
あ
る
が
、
し
か
し
中
南
海
の
一
党
独
裁
に
よ
る
密
室
政
治
を

続
け
て
い
る
点
で
は
旧
態
然
た
る
も
の
で
あ
る
。『
五
箇
条
ノ
御
誓

文
』
は
い
ま
な
お
日
本
の
義
務
教
育
の
時
間
に
少
年
少
女
に
暗
誦
す

る
こ
と
を
す
す
め
て
よ
い
教
材
で
あ
る
と
私
は
感
じ
て
い
る
。
明
治

天
皇
の
晩
年
の
御
製
に
、

よ
き
を
取
り
悪
し
き
を
捨
て
て
外
つ
国
に
劣
ら
ぬ
国
と
な
す
よ

し
も
が
な

　

と
あ
る
が
、
こ
の
精
神
は
健
全
だ
。『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
の
精

神
と
は
留
学
の
精
神
で
あ
る
。
日
本
か
ら
外
国
へ
行
く
留
学
生
が
二

十
一
世
紀
に
な
っ
て
減
り
始
め
た
の
は
「
智
識
ヲ
世
界
ニ
求
メ
」
る

精
神
が
衰
え
、
日
本
の
国
民
全
体
が
引
き
こ
も
り
現
象
を
呈
し
始
め

た
か
ら
だ
ろ
う
。
一
部
に
は
夜
郎
自
大
の
日
本
至
上
主
義
者
が
い
て

外
国
へ
出
た
が
ら
な
い
。
確
か
に
日
本
国
内
は
安
全
で
暮
ら
し
や
す

い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
う
い
う
安
直
な
選
択
を
奨
励
し
て

は
な
ら
な
い
（
（
（

。

　

イ
ギ
リ
ス
の
外
交
官
で
優
れ
た
日
本
史
家
で
あ
っ
た
サ
ー
・

ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ソ
ム
は
『
西
欧
世
界
と
日
本
』
の
中
で
『
五
箇
条

ノ
御
誓
文
』
を
「
こ
れ
が
明
治
の
日
本
の
政
治
の
源
泉
で
あ
り
基
礎

と
み
な
し
て
よ
い
、『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
は
憲
法
と
い
う
言
葉
こ

そ
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
が
近
代
日
本
の
最
初
の
憲
法
で
あ

る
」、the･first･constitution･of･m

odern･Japan

と
呼
ん
だ
（
（
（

。
英

国
人
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
切
な
憲
章
は
、
人
民
の
自
由
と
議
会
の

権
利
を
擁
護
し
た
と
さ
れ
る
『
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
』（
一
二
一
五
年
）

だ
が
、
こ
の
ラ
テ
ン
語M

agna･Carta

を
英
語
に
す
る
とthe･

Great･Charter

と
な
る
。
誰
が
最
初
に
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
に

the･Charter･O
ath

の
英
語
を
あ
て
た
の
か
、
そ
れ
を
あ
て
た
人

は
知
恵
者
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
私
は
こ
の
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』

を
近
代
日
本
の
国
是
と
し
て
重
ん
ず
る
一
人
だ
が
、
内
外
の
日
本
研

究
者
の
中
に
は
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
を
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
し
な
い

人
も
い
る
。
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
教
授
は
大
著
『
明
治
天
皇
』
の
中

で
さ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
。
私
は
そ
れ
は
戦
後
の
日
本
史
学
会
に

強
い
、
傾
向
的
な
史
観
の
単
な
る
反
映
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。

　

戦
後
の
左
翼
の
歴
史
家
は
、
天
皇
と
関
係
す
る
文
書
は
す
べ
て
重

視
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
ま
ず
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
と
敬
語

の
接
頭
語
を
つ
け
て
呼
ば
ず
日
本
史
教
科
書
に
も
『
五
箇
条
の
誓

文
』
と
書
く
。
岩
波
書
店
の
『
広
辞
苑
』
の
項
目
も
『
五
カ
条
の
誓

文
』
に
な
っ
て
い
る
が
そ
れ
で
も
説
明
の
最
後
に
『
五
箇
条
御
誓

文
』
と
歴
史
的
な
呼
称
が
載
せ
て
あ
る
。
私
は
日
本
の
歴
史
に
愛
着

も
あ
り
、
自
分
の
気
持
に
素
直
に
従
い
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
と
呼
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ば
せ
て
い
た
だ
く
。
テ
レ
ビ
局
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
は
俳
優
と
か
ス

ポ
ー
ツ
選
手
に
敬
語
は
使
う
が
宮
中
関
係
の
話
に
な
る
と
敬
語
を
に

わ
か
に
つ
け
な
く
な
る
も
の
が
い
る
。「
御
」
を
抜
け
ば
い
い
と

思
っ
て
い
る
記
者
も
い
る
。
し
か
し
「
御
所
」
や
「
御
殿
」
を
「
御
」

抜
き
に
し
て
「
所し

よ

」「
殿て
ん

」
と
呼
ん
だ
ら
滑
稽
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同

じ
で
「
御
誓
文
」
を
「
御
」
抜
き
に
し
て
「
誓
文
」
と
呼
ん
だ
ら
歴

史
的
文
書
と
し
て
の
重
み
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
彼
ら
の
狙
い
は
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
に
せ
よ
『
教
育
勅
語
』

に
せ
よ
、
そ
の
重
み
を
な
く
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
そ
れ
で
そ
の
よ

う
な
偏
向
言
語
の
使
用
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
の
よ
う
な
操
作
を
加
え
よ
う
と
す
る
か
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
先

行
の
歴
史
家
の
文
章
は
機
械
的
と
な
り
生
命
力
に
乏
し
く
な
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

　

こ
の
国
是
と
し
て
の
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
の
意
味
は
何
か
。
日

本
と
い
う
固
有
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
宗
教
文
化
の
伝
統
の
あ
る
国
柄
と
、

『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
に
宣
言
さ
れ
た
国
際
主
義
、「
智
識
ヲ
世
界
ニ

求
メ
」
と
い
う
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
発
想
と
の
関
係
は
い
か
な

る
も
の
か
、
王
政
復
古
と
国
際
主
義
に
は
矛
盾
は
あ
る
の
か
な
い
の

か
、
尊
王
攘
夷
の
尊
王
と
攘
夷
は
切
り
離
せ
る
の
か
離
せ
な
い
の
か
、

『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
は
一
八
六
八
年
と
い
う
そ
の
時
期
か
ぎ
り
の

国
是
な
の
か
。
そ
れ
と
も
近
代
日
本
を
貫
く
国
是
な
の
か
。

神
道
的
儀
礼
と
の
関
係

　

ま
ず
神
道
文
化
と
の
関
係
を
儀
式
面
か
ら
見
て
み
よ
う
。
慶
応
四

年
は
西
暦
一
八
六
八
年
に
あ
た
り
、
陰
暦
九
月
八
日
に
明
治
元
年
に

改
元
し
た
明
治
維
新
の
明
治
元
年
と
な
る
。
そ
の
陰
暦
三
月
十
四
日
、

明
治
天
皇
は
京
都
御
所
の
紫
宸
殿
で
公
卿
・
諸
侯
・
百
官
を
率
い
て
、

天て
ん

神し
ん

地ち

祇ぎ

、
あ
ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み
に
誓
う
と
い
う
形
で
こ
の

『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
を
公
表
し
た
。

　

そ
の
間
、
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
だ
が
、
江
戸
で
は
大
総
督
府
参
謀

西
郷
隆
盛
と
旧
幕
府
陸
軍
総
裁
勝
安
芳
が
江
戸
鹿
児
島
藩
邸
で
前
日

に
会
見
、
江
戸
開
城
の
交
渉
が
成
立
し
た
の
が
三
月
十
四
日
、『
五

箇
条
ノ
御
誓
文
』
が
京
都
の
御
所
で
誓
わ
れ
た
と
同
じ
日
で
あ
る
。

徳
川
幕
府
を
倒
し
た
新
し
い
維
新
政
府
は
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
を

宣
言
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
が
そ
れ
に
よ
っ
て
進
む

べ
き
新
し
い
基
本
方
針
、
国
是
を
宣
言
し
た
。
そ
の
宣
言
に
際
し
、

天
皇
・
公
卿
・
諸
侯
・
百
官
が
天
神
地
祇
に
誓
う
と
い
う
こ
と
は
、

儀
式
の
形
式
面
か
ら
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
が
神
道
文
化

に
立
脚
し
た
国
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
れ
は
米
国
新
大

統
領
が
就
任
に
際
し
聖
書
に
手
を
あ
て
て
宣
誓
す
る
こ
と
が
米
国
が

キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
に
立
脚
し
た
国
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る

の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
は
御
誓
文
発
布
の
儀
式
が
、
天
神
地
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祇
に
誓
う
祭
祀
と
い
う
ま
つ
り
ご
と
と
公
卿
・
大
名
・
百
官
が
こ
の

国
是
の
遵
守
を
天
皇
に
誓
約
す
る
誓
詞
奉
呈
儀
式
と
い
う
二
つ
か
ら

成
り
立
っ
た
。
こ
の
形
式
は
直
接
に
は
王
政
復
古
に
強
い
影
響
力
を

も
っ
た
復
古
神
道
の
影
響
が
あ
っ
た
が
、
天
皇
が
臣
下
に
遵
守
を
求

め
る
だ
け
で
は
な
く
、
天
皇
も
天
を
敬
い
天
神
地
祇
に
国
是
の
遵
守

を
誓
う
と
い
う
態
度
は
、
専
制
君
主
で
も
な
く
ま
し
て
や
独
裁
者
で

は
な
い
、
日
本
の
君
主
の
姿
勢
を
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
（
そ
の
よ
う
な
姿
勢
は
明
治
二
十
三
年
の
『
教
育
勅
語
』
が
君
主
の
命
令

と
い
う
形
式
で
は
な
く
「
朕
汝
臣
民
ト
倶
ニ
拳
々
服
膺
シ
テ
咸み
な

其
徳
ヲ
一
ニ

セ
ン
コ
ト
ヲ
庶
幾
フ
」
と
い
う
天
皇
自
身
も
い
ま
ま
で
述
べ
た
徳
目
を
常
に

心
に
留
め
そ
れ
に
服
す
る
願
い
を
表
明
す
る
態
度
に
共
通
す
る
）。
神
道
と

は
理
知
に
は
到
達
し
え
ぬ
優
越
者
を
す
な
お
に
受
け
い
れ
る
態
度
で

あ
り
、
私
た
ち
を
と
り
ま
く
神
秘
の
前
で
私
た
ち
個
人
の
存
在
を
小

さ
く
お
し
ち
ぢ
め
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
一
番
上
に
立

つ
人
で
も
、
自
分
に
到
達
し
得
な
い
天
を
お
そ
れ
自
ら
つ
つ
し
む
と

い
う
心
が
け
が
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
天
皇
も
天
神
地
祇
に
誓
い
、

「
臣
民
ト
倶
ニ
」
同
じ
徳
目
に
「
拳
々
服
膺
」
す
る
こ
と
を
希
う
の

で
あ
る
。
そ
の
天
や
空
の
広
々
と
し
た
心
を
で
き
れ
ば
自
分
の
心
と

し
た
い
と
い
う
の
が
日
本
の
神
道
的
な
心
で
あ
り
、
そ
れ
は
明
治
天

皇
の
お
歌
の
、

あ
さ
み
ど
り
澄
み
わ
た
り
た
る
大
空
の
広
き
を
お
の
が
心
と
も

が
な

　

な
ど
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
拝
察
す
る
。

開
国
か
ら
愛
国
へ

　

そ
の
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
が
新
し
い
時
代
の
開
幕
を
告
げ
る
宣

言
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）、
同
じ

く
明
治
政
府
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
『
教
育
勅
語
』
は
、
一
つ
の
時
代

の
終
焉
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
の
国
際
主

義
の
主
張
か
ら
国
家
主
義
の
強
調
へ
、
い
い
か
え
る
と
「
開
国
か
ら

愛
国
へ
」
の
方
向
転
換
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
五
箇
条

ノ
御
誓
文
』
と
『
教
育
勅
語
』
は
明
治
日
本
が
世
に
出
し
た
公
的
な

二
大
文
書
で
あ
る
ば
か
り
か
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
前
期
を
通
じ
て

の
二
大
教
育
文
書
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
二
つ
は
第
二
次
世
界
大
戦
が

終
わ
る
ま
で
は
わ
が
国
で
初
等
教
育
を
受
け
た
者
が
小
学
校
で
暗
記

す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
文
章
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
（
（

。
後
の

『
戊
申
詔
書
』
と
か
『
青
少
年
学
徒
に
賜
り
た
る
勅
語
』
な
ど
は
多

く
の
人
は
暗
誦
ど
こ
ろ
か
中
味
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。

　

で
は
明
治
の
日
本
国
民
に
新
し
い
方
向
を
指
し
示
し
一
つ
の
時
代

の
開
幕
で
あ
る
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
と
そ
の
方
向
性
に
一
定
の
枠

を
は
め
た
『
教
育
勅
語
』
の
両
者
で
は
、
一
体
何
が
違
う
か
。
最
大

の
相
違
点
は
西
洋
に
対
す
る
態
度
の
変
化
に
あ
る
。
新
し
い
国
際
主

義
を
宣
言
し
た
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
の
第
四
条
と
第
五
条
に
は
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「
旧
来
ノ
陋
習
ヲ
破
リ
、
天
地
ノ
公
道
ニ
基
ク
ベ
シ
。
智
識
ヲ
世
界

ニ
求
メ
、
大
ニ
皇
基
ヲ
振
起
ス
ベ
シ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
倒
幕
に

成
功
し
政
権
を
掌
握
し
た
尊
王
派
が
、
統
一
国
家
と
し
て
の
新
日
本

の
広
く
世
界
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
、
文
化
的
・
政
治
的
政
策
方
針

を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
こ
こ
で
「
天
地
ノ
公
道
」

と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
際
社
会
の
ル
ー
ル
に
日
本

が
従
お
う
と
す
る
努
力
目
標
を
掲
げ
た
。
そ
の
際
国
際
社
会
と
は
西

洋
主
導
の
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
勢
に
順
応
し
よ
う
と
す
る
こ
と

は
、
そ
れ
以
前
の
攘
夷
主
義
や
鎖
国
主
義
の
否
定
で
あ
り
、
さ
ら
に

一
歩
進
め
て
い
え
ば
、
鎖
国
時
代
の
日
本
が
暗
黙
裡
に
従
っ
て
き
た

中
国
中
心
の
華
夷
秩
序
か
ら
の
脱
却
を
も
間
接
的
に
意
味
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
問
題
は
華
夷
秩
序
か
ら
脱
却
し
た
も
の
の
今
度

は
西
洋
本
位
の
世
界
秩
序
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
方
向
転
換
を
あ
る
人
々
は
「
脱
亜
入
欧
」
と
非
難
し
た
。
そ
れ
で

は
日
本
は
ア
ジ
ア
で
覇
権
を
確
立
し
西
洋
本
位
の
世
界
秩
序
か
ら
別

の
東
亜
新
秩
序
を
建
設
で
き
る
の
か
、「
英
米
本
位
の
平
和
主
義
を

排
す
」
る
こ
と
な
ど
は
で
き
る
の
か
。

国
民
目
標
と
し
て
の
模
範
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か

　
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
が
、
国
民
の
目
標
と
し
て
の
模
範
を
、
日

本
人
た
ち
が
そ
の
文
化
の
優
越

―
と
意
識
さ
れ
た

―
を
実
感
し

て
い
た
西
洋
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
二
十
二
年
後
の

『
教
育
勅
語
』
は
、
そ
れ
を
先
験
的
な
日
本
の
歴
史
性
の
内
に
求
め

よ
う
と
し
て
い
た
。『
教
育
勅
語
』
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

朕
惟
フ
ニ
、
我
ガ
皇
祖
皇
宗
国
ヲ
肇
ム
ル
コ
ト
宏
遠
ニ
、
徳
ヲ

樹
ツ
ル
コ
ト
深
厚
ナ
リ
。
我
ガ
臣
民
克
ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ
、
億

兆
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
世
世
厥
ノ
美
ヲ
済
セ
ル
ハ
、
此
レ
我
ガ
国
体

ノ
精
華
ニ
シ
テ
、
教
育
ノ
淵
源
亦
實
ニ
此
ニ
存
ス
。

　

こ
こ
で
「
億
兆
」
と
い
う
数
が
日
本
の
人
口
の
実
数
で
は
な
い
よ

う
に

―
兆
と
い
う
数
字
が
億
の
十
倍
か
そ
れ
と
も
億
の
一
万
倍
か

な
ど
と
い
う
こ
と
は
先
ず
誰
も
問
題
に
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う

―
、

肇
国
以
来
二
千
五
百
五
十
年
続
い
た
と
称
す
る
「
宏
遠
」
な
万
世
一

系
の
歴
史
も
修
辞
的
表
現
で
あ
っ
た
。
日
本
人
の
多
く
は
こ
れ
ら
は

文
飾
で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
忠
孝
と
い
う
二
大
徳

目
に
つ
い
て
も
、
そ
の
漢
字
か
ら
推
し
て
中
国
起
源
の
儒
教
道
徳
で

あ
る
以
上
「
此
レ
我
ガ
国
体
ノ
精
華
」
と
い
っ
て
よ
い
か
と
感
じ
た

学
者
は
い
た
に
相
違
な
い
（
8
（

。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
起
源
や
文

化
的
背
景
の
是
非
を
問
う
気
持
は
『
勅
語
』
を
賜
っ
た
と
さ
れ
る
多

く
の
国
民
の
側
に
は
別
に
な
く
、
忠
孝
を
説
く
こ
と
で
教
育
の
大
本

を
明
治
の
日
本
国
民
に
指
し
示
す
こ
と
は
結
構
だ
と
納
得
し
て
い
た

人
は
知
識
層
に
も
多
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
も
そ
も
隣
邦
中
国

で
は
孝
行
と
い
う
徳
目
こ
そ
重
ん
ぜ
ら
れ
た
が
、
忠
義
と
い
う
徳
目

は
建
前
と
し
て
は
口
に
さ
れ
た
が
実
際
に
は
重
ん
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は

少
な
か
っ
た
、

―
漢
学
知
識
に
富
む
人
は
そ
う
も
考
え
て
い
た
で
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あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
普
通
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
「
我
ガ
臣
民
克

ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ
」
と
い
う
徳
性
が
日
本
民
族
の
歴
史
的
事
実
と
し

て
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
が
「
此
レ
我
ガ
国
体
ノ
精
華
ニ
シ
テ
」
と
聞
か

さ
れ
て
も
、
と
く
に
違
和
感
は
覚
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
『
教
育
勅
語
』
は
「
爾
臣
民
」
に
向
か
っ
て
さ
ら

に
次
の
よ
う
に
具
体
的
な
徳
目
を
述
べ
た
。

…
…
父
母
ニ
孝
ニ
、
兄
弟
ニ
友い

う

ニ
、
夫
婦
相
和
シ
、
朋
友
相
信

ジ
、
恭
倹
己
レ
ヲ
持
シ
、
博
愛
衆
ニ
及
ボ
シ
、
学
ヲ
修
メ
業
ヲ

習
ヒ
、
以
テ
智
能
ヲ
啓
発
シ
、
徳
器
ヲ
成
就
シ
、
進
デ
公
益
ヲ

広
メ
、
世
務
ヲ
開
キ
、
常
ニ
国
憲
ヲ
重
ジ
、
国
法
ニ
遵
ヒ
、
一

旦
緩
急
ア
レ
バ
義
勇
公
ニ
奉
ジ
、
以
テ
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶

翼
ス
ベ
シ
。

　

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
一
連
の
教
え
は
、
伝
統
的
な
国
民
感
情
に
深

く
訴
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
国
民
の
多
く
は
そ
れ
を
道
徳
的
な
目

標
と
し
て
受
け
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た

徳
目
が
自
明
な
徳
目
だ
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
そ

の
逆
を
考
え
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
。「
父
母
ニ
不
孝
ニ
」
が
い
い
の

か
、「
学
ヲ
修
メ
ズ
業
ヲ
習
ハ
ヌ
」
こ
と
が
い
い
の
か
、「
国
法
ニ
遵

ハ
ヌ
」
こ
と
が
い
い
の
か
、
と
い
え
ば
誰
も
そ
う
は
思
う
ま
い
。
そ

れ
に
こ
の
勅
語
は
努
力
目
標
で
あ
っ
て
命
令
で
は
な
い
。
天
皇
が
上

か
ら
国
民
に
強
制
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
天
皇
自
身
が
結
び
に
「
朕

爾
臣
民
ト
倶
ニ
拳
拳
服
膺
シ
テ
、
咸み

な

其
徳
ヲ
一
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
庶こ
ひ

幾ね
が

フ
」「
私
も
ま
た
国
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
、
祖
父
の
教
え
を
胸
に
抱

い
て
、
立
派
な
日
本
人
と
な
る
よ
う
に
、
心
か
ら
念
願
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。『
教
育
勅
語
』
に
「
夫
婦
相
和
シ
」

と
い
う
徳
目
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
夫
婦
が
不
和

で
離
婚
し
た
か
ら
と
い
っ
て
勅
語
に
違
犯
し
た
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る

わ
け
の
も
の
で
も
な
い
。

―
そ
し
て
勅
語
は
日
本
の
国
民
は
「
克

ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ
、
億
兆
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
世
世
ソ
ノ
美
ヲ
済な

」
し
た

と
し
、
そ
れ
を
我
が
国
の
美
点
で
あ
る
「
此
レ
我
ガ
国
体
ノ
精
華
ニ

シ
テ
」
と
し
た
。『
教
育
勅
語
』
は
こ
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
修
辞

的
に
は
、
国
民
統
合
と
国
民
道
徳
の
淵
源
を
日
本
国
史
の
歴
史
的
起

点
に
ま
で
遡
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
国
民
の
多
く
は
そ
の
よ
う
な
強
調

は
一
種
の
修
辞
的
強
調
で
、
そ
れ
が
正
確
な
歴
史
的
事
実
に
基
い
て

い
な
く
と
も
さ
ほ
ど
問
題
視
し
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
『
教
育
勅
語
』
の
字
面
を
そ
の
ま
ま
史
実
と
し
て
信
ず

る
こ
と
を
強
要
す
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
生
じ
、『
教
育
勅
語
』
の
内

容
に
つ
い
て
批
判
的
に
言
及
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、

こ
の
よ
う
な
歴
史
主
義
は
、
逆
に
、
す
べ
て
の
時
代
を
通
じ
て
そ
の

よ
う
な
統
合
と
道
徳
が
継
続
的
に
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
も
想
定
す

る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
、
超
歴
史
的
な
「
国
体
」
あ
る
い
は
「
国

体
の
精
華
」
と
い
っ
た
国
家
主
義
的
観
念
が
生
れ
、
思
想
統
制
が
始

ま
っ
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
『
教
育
勅
語
』
発
布
の
明
治
二
十
三
年
当
時
、「
国
体
の
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精
華
」
を
強
調
し
た
か
ら
と
い
っ
て
『
教
育
勅
語
』
の
内
容
自
体
が

全
面
的
に
反
西
洋
的
だ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
新
時
代

の
教
育
の
す
す
め
と
い
う
点
で
は
西
洋
的
な
市
民
道
徳
を
強
調
し
て

い
た
と
も
い
え
る
。「
学
ヲ
修
メ
業
ヲ
習
ヒ
、
以
テ
智
能
ヲ
啓
発
シ
、

徳
器
ヲ
成
就
シ
、
進
デ
公
益
ヲ
広
メ
、
世
務
ヲ
開
キ
」
と
い
う
一
連

の
学
問
の
勧
め
は
、
明
治
三
年
に
中
村
正
直
の
手
で
訳
さ
れ
て
明
治

の
最
大
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
ス
マ
イ
ル
ズ
の
『
西
国
立
志

編
』
が
説
い
た
市
民
道
徳
と
内
容
的
に
ほ
ぼ
重
な
る
。
し
ば
し
ば
儒

教
的
反
動
と
呼
ば
れ
る
『
教
育
勅
語
』
に
も
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い

要
素
は
採
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
教
育
勅

語
』
の
執
筆
は
最
初
は
中
村
正
直
に
委
嘱
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
歴
史

的
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
勅
語

は
、
自
国
の
伝
統
を
そ
の
ま
ま
普
遍
原
理
と
し
て
主
張
し
よ
う
と
す

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
当
時
に
あ
っ
て
普
遍
原
理
と
み
な
さ
れ

て
い
た
諸
価
値
を
古
来
の
伝
統
に
即
し
た
も
の
と
し
て
主
張
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
を
も
つ
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は

「
斯こ

ノ
道
ハ
實
ニ
我
ガ
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
訓
ニ
シ
テ
、
子
孫
臣
民
ノ
倶と
も

ニ
遵
守
ス
ベ
キ
所
」
と
い
う
の
は
歴
史
的
事
実
と
い
う
よ
り
も
教
訓

を
垂
れ
よ
う
と
す
る
人
が
修
辞
的
に
強
調
し
た
教
育
的
配
慮
と
も
い

う
べ
き
一
節
で
あ
り
、「
之
ヲ
古
今
ニ
通
ジ
テ
謬あ

や
ま
ラ
ズ
、
之
ヲ
中
外

ニ
施
シ
テ
悖も

と

ラ
ズ
」
と
い
う
『
教
育
勅
語
』
の
結
び
は
一
種
の
強
が

り
（
（
（

で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
『
教
育
勅
語
』
の
特
色
は
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
と
の
比
較
に
お

い
て
判
然
と
す
る
。
誰
し
も
が
気
づ
く
点
は
、『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』

に
比
べ
て
『
教
育
勅
語
』
の
視
野
の
中
か
ら
他
国
の
存
在
が
消
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
幕
末
以
降
の
日
本
史
の
特
色
は
、
鎖
国

時
代
の
そ
れ
と
違
っ
て
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
西

洋
を
中
心
と
す
る
外
国
の
存
在
が
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。

『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
で
は
国
際
社
会
に
遅
れ
て
参
加
し
た
日
本
が
、

自
国
の
独
立
を
保
全
す
る
手
段
と
し
て
外
国
に
学
び
文
明
開
化
の
道

を
進
む
こ
と
が
天
皇
・
公
卿
・
諸
侯
・
百
官
を
対
象
に
高
ら
か
に
宣

言
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
教
育
勅
語
』
は
、
天
皇
が
広
く

国
民
全
体
を
対
象
に
教
育
と
い
う
か
国
民
道
徳
を
述
べ
て
い
る
。

『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
が
京
都
の
紫
宸
殿
で
日
本
の
政
治
エ
リ
ー
ト

と
と
も
に
誓
っ
た
文
言
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
教
育
勅
語
』
は
西

洋
に
直
接
触
れ
る
こ
と
の
な
い
国
民
一
般
を
対
象
と
し
て
い
る
。
そ

の
点
で
は
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
と
は
発
布
時
の
性
格
を
異
に
し
て

い
る
。
し
か
し
そ
う
と
は
い
え
、『
教
育
勅
語
』
の
中
で
は
日
本
と

外
国
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
言
葉
と
し
て
は
、「
一
旦
緩
急
ア
レ

バ
義
勇
公
ニ
奉
ジ
、
以
テ
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶ふ

翼よ
く

ス
ベ
シ
」
と
い

う
非
常
の
事
態
を
想
定
し
た
語
句
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。『
教

育
勅
語
』
で
は
日
本
以
外
の
国
の
存
在
は
視
野
か
ら
消
え
去
っ
た
か

の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
し
か
し
西
洋
の
存
在
が
い
っ
さ
い
無
視
さ
れ

て
「
国
体
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
み
が
高
ら
か
に
宣
揚
さ
れ
て
い
る
こ
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の
『
教
育
勅
語
』
は
、
日
本
人
の
自
信
の
回
復
を
示
す
も
の
だ
ろ
う

か
。
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
外
国
の
存
在
が
無
視
さ
れ
て
い
る

の
は

―
外
国
と
の
か
か
わ
り
合
い
が
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
の
場

合
と
逆
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
「
一
旦
緩
急
ア
レ
バ
」
と
い
う
場
合
の
み

で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に

―
外
国
の
存
在
が
落

と
す
影
を
払
い
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
日
本
人
が
、
こ
と
さ
ら
に
内

発
の
価
値
に
依
拠
し
よ
う
と
し
た
。『
教
育
勅
語
』
は
そ
の
よ
う
な

不
安
に
満
ち
た
姿
勢
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
勅
語
に
は
共

通
の
国
民
道
徳
の
遵
守
と
、
そ
の
道
徳
の
淵
源
を
共
有
す
る
意
識
に

よ
っ
て
、
国
民
内
部
の
団
結
を
計
ろ
う
と
す
る
意
図
が
一
貫
し
て
お

り
、
そ
れ
は
始
ま
り
の
言
葉
「
我
ガ
臣
民
克よ

ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ
、
億

兆
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
」
か
ら
「
朕
爾な

ん
ぢ

臣
民
ト
倶
ニ
拳け
ん

拳け
ん

服ふ
く

膺よ
う

シ
テ
咸み
な

其
徳
ヲ
一
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
庶こ
ひ

幾ね
が

フ
」
と
い
う
結
び
に
い
た
る
ま
で
一

貫
し
て
は
っ
き
り
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
『
教
育
勅
語
』
は
、『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
が

そ
の
始
ま
り
を
象
徴
し
た
、
ひ
た
す
ら
な
「
西
洋
へ
の
傾
倒
」
の
時

代
を
終
ら
せ
る
べ
く
宣
言
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
『
五
箇
条

ノ
御
誓
文
』
が
、
い
ま
だ
日
本
に
お
い
て
顕
現
さ
れ
て
い
な
い
も
の

と
し
て
、
到
達
す
べ
き
目
標
と
し
て
「
天
地
ノ
公
道
」
と
い
う
価
値

を
打
ち
出
し
た
の
に
対
し
て
、
む
し
ろ
す
で
に
日
本
の
歴
史
に
お
い

て
実
現
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
依
拠
す
べ
き
根
拠
と
し
て
「
国

体
」
と
い
う
価
値
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
に
表
現
さ
れ
た
の
は
、
世
界
の
中
で
は
じ

め
て
物
心
が
つ
い
た
幼
児
の
、
外
な
る
も
の
を
取
り
込
も
う
と
す
る

姿
勢
で
あ
っ
た
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
そ
こ
に
生
じ
た
の
は
、
世
界

へ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
た
い
と
い
う
欲
求
で
あ
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
に
よ
る
「
西
洋
へ
の
傾
倒
」
を
急
ぎ
過

ぎ
た
と
気
づ
い
た
二
十
歳
過
ぎ
の
明
治
日
本
が
な
に
よ
り
も
切
実
に

求
め
た
の
は
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

で
あ
っ
た
。『
教
育
勅
語
』
は
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
確
認
の

努
力
の
幾
分
か
を
表
現
し
て
い
る
、
と
で
も
い
え
よ
う
。

　

非
西
洋
の
国
日
本
と
そ
の
国
民
は
そ
の
二
十
二
年
間
に
西
洋
か
ら

多
く
の
量
の
基
本
的
な
も
の
を
取
り
こ
ん
だ
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ら

の
制
度
や
観
念
な
し
で
は
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
す

る
こ
と
が
不
可
能
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
な
し
に
は

「
西
洋
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
秩
序
づ
け
ら
れ
た
国
際
社
会
に
お
い

て
、
日
本
国
家
が
独
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ

う
。
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
西
洋
か
ら
の
全
面
的
な
取
り
こ

み
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
あ
る
が
故
に
自
分
自
身
を
獲
得
し

て
自
立
す
る
、
と
い
う
自
己
確
立
の
基
礎
過
程
を
不
安
に
満
ち
た
も

の
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
面
に
お
け
る
西
洋
文
明
を
摂
取
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
国
家
理
性
の
要
請
と
、
そ
の
種
の
努
力
に
よ
っ
て
日

本
の
文
化
上
の
自
己
同
一
性
が
犯
さ
れ
は
し
ま
い
か
と
い
う
焦
燥
感

―
そ
の
よ
う
な
自
尊
心
の
傷
つ
き
や
す
い
心
理
上
の
問
題
が
底
辺
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に
ひ
そ
ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
、
日
本
人
は
対
西
洋
諸
国
と
の
外
交
危

機
に
際
し
て
、
そ
の
後
も
不
思
議
と
も
思
え
る
ほ
ど
の
熱
狂
を
示
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
国
体
護
持
」
と
い
う
言
葉
が
か
つ
て
人

心
を
深
く
と
ら
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
も
、
そ
の
種
の
心
理
上
の
問

題
と
深
い
つ
な
が
り
を
有
す
る
事
柄
に
相
違
な
い
。
日
本
の
西
洋
と

の
愛
憎
関
係
が
注
目
に
値
す
る
所
以
で
あ
る
。

ハ
ー
ン
が
報
じ
た
勅
語
捧
読
式

　

こ
こ
で
祝
日
の
行
事
と
し
て
の
勅
語
捧
読
に
ふ
れ
た
い
。『
教
育

勅
語
』
捧
読
式
の
模
様
を
い
ち
は
や
く
正
確
に
記
述
し
た
の
は
ラ
フ

カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
で
『
英
語
教
師
の
日
記
か
ら
（
（（
（

』
に
出
て
い
る
。

ハ
ー
ン
が
勤
め
た
松
江
の
島
根
尋
常
中
学
校
の
最
初
の
勅
語
奉
読
式

は
明
治
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日
に
行
な
わ
れ
た
。

　

午
前
八
時
、
我
々
中
学
校
の
関
係
者
は
全
員
講
堂
に
集
っ
て

知
事
の
来
校
を
待
っ
た
。
知
事
は
天
皇
の
お
言
葉
を
各
校
で
読

む
の
で
あ
る
。
我
々
は
起
立
し
て
知
事
に
一
礼
す
る
。
つ
い
で

国
歌
が
歌
わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
知
事
が
演
壇
に
の
ぼ
る
と
勅
語

を
取
り
出
す
。
漢
語
片
仮
名
ま
じ
り
の
巻
物
で
、
絹
の
袋
に
納

め
て
あ
る
。
ゆ
っ
く
り
と
絹
織
の
袋
か
ら
引
き
出
す
と
、
恭

う
や
う
やし

く
額ひ

た
いの
と
こ
ろ
ま
で
持
ち
あ
げ
、
巻
物
を
ひ
ろ
げ
、
ふ
た
た
び

額
の
と
こ
ろ
ま
で
捧
げ
る
と
、
一
瞬
厳お

ご
そか
に
間ま

を
置
い
て
か
ら

例
の
よ
く
通
る
朗
ら
か
な
深
い
声
で
、
ま
る
で
朗
詠
の
よ
う
な

古
式
の
読
み
方
で
一
音
一
音
に
節ふ

し

を
つ
け
る
ご
と
く
読
み
出
し

た
。

･
W

e･consider･that･the･Founder･of･O
ur･Em

pire･
and･the･ancestors･of･O

ur･Im
perial･H

ouse･placed･the･
foundations･of･the･country･on･a･grand･and･
perm

anent･basis,･and･established･their･authority･on･
the･principles･of･profound･hum

anity･and･benevolence.
･

T
hat･O

ur･subjects･have･throughout･ages･
deserved･w

ell･of･the･state･by･their･loyalty･and･piety･
and･by･their･harm

onious･cooperation･is･in･accordance･
w

ith･the･essential･character･of･O
ur･nation;･and･on･

these･very･sam
e･principles･O

ur･education･has･been･
founded.
･

Y
ou,･O

ur･subjects,･be･therefore･filial･to･your･
parents;･be･affectionate･to･your･brothers;･be･
harm

onious･as･husbands･and･w
ives;･and･be･faithful･to･

your･friends;･conduct･yourselves･w
ith･propriety･and･

carefulness;･extend･generosity･and･benevolence･
tow

ards･your･neighbors;･attend･to･your･studies･and･
follow

･your･pursuits;･cultivate･your･intellects･and･
elevate･your･m

orals;･advance･public･benefits･and･
prom

ote･social･interests;･be･alw
ays･found･in･the･good･
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observance･of･the･law
s･and･constitution･of･the･land;･

display･your･personal･courage･and･public･spirit･for･
the･sake･of･the･country･w

henever･required;･and･thus･
support･the･Im

perial･prerogative,･w
hich･is･coexistent･

w
ith･the･H

eavens･and･the･Earth.
･

Such･conduct･on･your･part･w
ill･not･only･

strengthen･the･character･of･O
ur･good･and･loyal･

subjects,･but･conduce･also･to･the･m
aintenance･of･the･

fam
e･of･your･w

orthy･forefathers.
･

T
his･is･the･instruction･bequeathed･by･O

ur･
ancestors･and･to･be･follow

ed･by･O
ur･subjects;･for･it･

is･the･truth･w
hich･has･guided･and･guides･them

･in･
their･ow

n･affairs･and･in･their･dealings･tow
ards･aliens.

･
W

e･hope,･therefore,･W
e･and･O

ur･subjects･w
ill･

regard･these･sacred･precepts･w
ith･one･and･the･sam

e･
heart･in･order･to･attain･the･sam

e･ends.

　

ハ
ー
ン
は
勅
語
の
英
訳
を
東
京
の
教
育
雑
誌T

he M
useum

か

ら
拾
っ
た
こ
と
を
注
記
し
、
翻
訳
で
は
原
文
が
与
え
る
荘
重
な
感
じ

を
と
て
も
伝
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
し
て
い
る
。
ち
な
み
にG.･

B.･Sansom
,･T

he W
estern W

orld and Japan

に
は
、
こ
れ
と

は
違
う
『
教
育
勅
語
』
の
公
認
の
英
訳
文
が
引
か
れ
て
お
り
、
Ｇ
・

Ｂ
・
サ
ン
ソ
ム
『
西
欧
世
界
と
日
本
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
第
十
五

章
、
三　

教
育
の
節
に
そ
の
英
訳
文
も
掲
げ
て
あ
る
が
、
そ
の
「
お

そ
る
べ
き
」
英
語
文
体
が
酷
評
さ
れ
て
い
る
。（
日
本
教
育
再
生
機
構

関
係
者
の
中
に
は
『
教
育
勅
語
』
を
尊
重
す
る
あ
ま
り
そ
の
英
訳
文
が
外
国

人
に
感
銘
を
与
え
た
か
の
よ
う
な
説
を
な
す
人
が
い
る
が
、
贔
屓
の
引
き
倒

し
に
類
す
る
発
言
で
あ
ろ
う
）。
英
訳
さ
れ
た
『
教
育
勅
語
』
が
必
ず

し
も
西
洋
人
に
感
銘
を
与
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
し
て
い
う

と
、『
教
育
勅
語
』
の
美
点
は
そ
の
漢
文
訓
読
体
と
し
て
の
文
章
の

良
さ
に
あ
る
。
単
純
な
人
間
が
守
る
べ
き
教
え
の
基
本
を
盛
っ
た
達

意
の
朗
々
た
る
響
き
の
よ
い
名
文
な
の
で
あ
る
。
そ
の
漢
文
訓
読
体

の
文
体
の
力
で
『
教
育
勅
語
』
は
も
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
国
民

道
徳
協
会
が
拵
え
た
口
語
訳
を
読
み
あ
げ
て
み
る
と
わ
か
る
。
口
語

訳
は
文
章
の
し
ま
り
が
な
く
、
訳
も
正
確
で
な
い
。
感
化
力
が
あ
ろ

う
と
は
思
わ
れ
な
い
。

私
が
体
験
し
た
勅
語
捧
読
式

　

私
は
小
学
校
以
来
四
大
節
に
東
京
文
理
科
大
学
学
長
が
『
教
育
勅

語
』
を
捧
読
す
る
の
を
聴
い
た
。
起
立
し
て
頭
を
垂
れ
、
冬
は
洟
を

す
す
っ
て
聴
い
た
。
歴
代
学
長
の
中
で
河
原
春
作
学
長
の
朗
読
が
声

音
が
美
し
く
め
り
は
り
が
あ
っ
た
。
し
か
し
敗
戦
後
の
あ
る
日
こ
ん

な
椿
事
が
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
年
十
一
月
三
日
の
明
治
節
の
朝
か
と

思
う
。
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
中
学
校
生
徒
は
焼
け
残
っ
た
小
学

校
講
堂
に
小
学
生
も
ろ
と
も
集
め
ら
れ
た
が
、
恒
例
の
式
が
始
ま
ら



166明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 48 号〕平成 23 年 11 月

な
い
。
事
務
官
が
あ
わ
た
だ
し
く
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
。
勅
語
が
見

つ
か
ら
な
い
と
い
う
。
そ
れ
で
捧
読
な
し
で
式
は
終
わ
っ
た
。
そ
し

て
そ
れ
き
り
次
の
四
大
節
に
も
勅
語
捧
読
は
な
か
っ
た
。
一
体
あ
れ

は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
あ
の
日
本
当
に
勅
語
は
見
あ
た
ら
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
空
襲
か
戦
後
か
校
舎
が
混
乱
し
て
保
管
場
所
が
わ

か
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
敗
戦
後
の
一
九
四
五
年
十

月
、
占
領
軍
総
司
令
部
は
い
ち
は
や
く
軍
国
主
義
的
教
育
・
超
国
家

主
義
的
教
育
の
禁
止
を
指
令
し
、
文
部
省
も
占
領
政
策
に
反
意
を
示

す
者
の
解
職
を
通
達
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
現
場
で
は
『
教
育
勅
語
』

を
捧
読
し
て
よ
い
か
否
か
わ
か
ら
ず
「
勅
語
が
見
つ
か
ら
な
い
」
を

口
実
に
捧
読
な
し
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
戦
時
中
は
美
術
研
究
所
で

矢
代
幸
雄
所
長
は
『
教
育
勅
語
』
を
誤
読
し
て
退
任
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
が
、
戦
後
は
『
教
育
勅
語
』
を
捧
読
し
て
校
長
は
退
任
を
余
儀

な
く
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
怖
れ
も
逆
に
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
実
際
、
一
九
四
六
年
十
月
、
文
部
省
は
勅
語

捧
読
の
廃
止
、
勅
語
・
詔
書
の
謄
本
の
神
格
化
廃
止
を
通
達
し
た
。

そ
し
て
一
九
四
八
年
六
月
十
九
日
、
日
本
の
衆
参
両
院
は
『
教
育
勅

語
』『
軍
人
勅
諭
』
の
失
効
確
認
・
排
除
に
関
す
る
決
議
案
を
わ
ざ

わ
ざ
可
決
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
戦
中
・
戦
後
の
過
渡
期
に
生
き
た
私
は
、
二
つ
の
時
代
を

生
き
、
二
つ
の
面
を
見
た
こ
と
で
歴
史
の
実
物
教
育
を
受
け
た
。
戦

後
に
教
育
を
受
け
た
民
主
主
義
世
代
の
人
た
ち
は
教
科
書
で
習
っ
た

こ
と
を
そ
の
ま
ま
信
じ
、
そ
の
点
単
純
で
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
足
り
な
い
。
だ
か
ら
戦
後
的
価
値
の
信
奉
者
と
『
五
箇
条
ノ
御

誓
文
』
や
『
教
育
勅
語
』
に
つ
い
て
私
が
話
そ
う
と
し
て
も
話
が
通

じ
な
い
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
そ
れ
は
い
ま
の
人
は
『
五
箇
条
ノ
御
誓

文
』
や
『
教
育
勅
語
』
の
名
前
は
知
っ
て
い
て
も
、
内
容
を
知
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
中
身
は
知
ら
な
い
が
『
教
育
勅
語
』
に
つ
い
て
は

な
に
か
反
動
的
と
い
う
否
定
的
な
印
象
だ
け
は
持
っ
て
い
る
。
だ
か

ら
『
教
育
勅
語
』
に
つ
い
て
話
す
る
こ
と
自
体
に
拒
否
反
応
を
示
す

人
も
い
る
。
ま
た
そ
れ
と
は
逆
に
、
占
領
下
に
『
教
育
勅
語
』
が
失

効
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
不
満
を
抱
き
、
そ
の
中
身
も
よ
く
知
ら
な
い

が
『
教
育
勅
語
』
の
復
権
を
主
張
す
る
人
も
い
る
。
私
は
前
者
も
困

り
者
だ
が
、
後
者
も
や
は
り
困
り
者
だ
と
思
う
。
と
く
に
『
五
箇
条

ノ
御
誓
文
』
と
『
教
育
勅
語
』
を
一
く
く
り
に
し
て
反
対
す
る
人
と
、

一
く
く
り
に
し
て
賛
成
す
る
人
と
が
い
る
が
、
と
も
に
単
純
す
ぎ
る

の
で
は
な
い
か
。
私
は
こ
の
両
文
書
に
つ
い
て
ま
ず
文
章
に
即
し
て

説
き
明
か
し
、
そ
の
中
身
を
味
わ
う
の
が
よ
い
と
考
え
る
。
そ
し
て

両
者
の
相
違
を
話
題
と
し
、
そ
の
二
つ
の
文
書
に
よ
っ
て
始
め
と
終

わ
り
を
く
く
ら
れ
た
明
治
前
期
の
歴
史
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
意

味
が
あ
る
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。

　

な
お
『
教
育
勅
語
』
に
つ
い
て
は
内
容
よ
り
も
そ
れ
の
取
扱
い
方
、

あ
の
余
り
に
仰
々
し
い
勅
語
捧
読
の
儀
式
、
あ
のcerem

onialism

だ
け
は
な
ん
と
か
廃
止
で
き
ぬ
も
の
か
と
い
っ
た
一
九
四
五
年
十
二
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月
当
時
の
占
領
軍
総
司
令
部
内
部
の
議
論
（
（（
（

に
は
一
理
あ
る
と
私
は
思

う
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
占
領
軍
総
司
令
部
が
日
本
の
教

育
内
容
に
干
渉
し
て
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
最
後
に
『
教
育
勅
語
』
の
扱
い
方
を
隣
国
の
『
毛
沢
東
語

録
』
の
扱
い
方
と
も
比
べ
て
み
た
い
。
暗
記
に
は
良
い
面
と
悪
い
面

が
あ
る
と
い
っ
た
が
、
暗
記
は
憶
え
る
対
象
が
価
値
あ
る
文
章
な
ら

ば
教
育
と
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
文
化
大
革
命
下
の
中

国
の
よ
う
に
何
億
と
い
う
国
民
が
声
を
揃
え
て
『
毛
主
席
語
録
』
を

暗
誦
す
る
。
中
学
生
の
英
語
の
時
間
は
そ
の
英
訳
の
暗
誦
で
始
ま
る
、

と
い
う
国
民
教
育
は
さ
す
が
に
馬
鹿
々
々
し
い
と
中
国
人
も
口
に
こ

そ
出
さ
ね
思
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
鄧
小
平
が
実
権
を
握
っ
て
改
革

開
放
路
線
に
転
ず
る
と
『
毛
主
席
語
録
』
は
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
、

誰
も
大
声
を
あ
げ
て
朗
読
し
な
く
な
っ
た
。
北
京
の
道
端
で
売
ら
れ

て
い
た
古
本
の
『
毛
主
席
語
録
』
の
値
も
天
安
門
事
件
の
後
で
は
十

元
だ
っ
た
か
と
記
憶
す
る
。
ち
な
み
に
そ
の
冒
頭
に
出
て
い
る
の
は

「
領
導
我
們
事
業
的
核
心
力
量
是
中
国
共
産
党
」
と
い
う
言
葉
だ
が
、

中
国
の
民
衆
は
も
は
や
そ
ん
な
党
の
指
導
に
満
幅
の
信
頼
を
置
い
て

い
な
い
か
ら
『
毛
主
席
語
録
』
の
古
本
は
日
本
円
で
二
百
五
十
円
の

安
値
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
十
元
で
売
っ
て
い
る
人
を
見
か
け

「
很ヘ

ン
・
グ
イ貴
」
と
値
切
ろ
う
と
し
た
が
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
こ
の

中
年
の
古
本
を
売
っ
て
い
る
男
は
『
毛
主
席
語
録
』
の
価
値
を

ひ
ょ
っ
と
し
て
ま
だ
信
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
た
。

　

勅
諭
と
い
う
皇
帝
の
文
書
を
謹
ん
で
承
ら
せ
る
の
は
中
国
文
化
の

伝
統
で
あ
る
。
冒
頭
に
掲
げ
た
皇
帝
な
り
主
席
な
り
の
主
張
を
畏

ま
っ
て
無
条
件
で
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
権

威
に
慴

し
ゆ
う

伏ふ
く

す
る
心
理
的
伝
統
は
『
論
語
』
な
ど
を
聖
賢
の
教
え
と
し

て
無
条
件
に
有
難
が
っ
た
知
的
風
土
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
し

か
し
「
承
詔
必
謹
」「
詔
を
承
り
て
は
必
ず
謹つ

つ
し
め
」
と
無
条
件
に
道

徳
律
を
押
し
付
け
ら
れ
る
の
は
困
る
。
そ
う
し
た
権
威
主
義
的
発
想

は
、
自
己
自
身
の
考
え
方
に
従
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
人
に
は
、

押
し
つ
け
が
ま
し
く
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
西
洋
で
も

『
モ
ー
セ
の
十
戒
』
な
ど
の
押
し
つ
け
に
反
対
す
る
人
が
い
る
の
と

同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
『
毛
主
席
語
録
』
を
ふ
り
か
ざ
す
こ
と
は

自
己
の
忠
誠
証
明
で
も
あ
っ
た
。
日
本
で
校
長
が
『
教
育
勅
語
』
を

誤
読
し
て
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、『
毛
主
席
語
録
』
を
誤
読

な
ど
す
れ
ば
三
角
帽
子
を
か
ぶ
ら
さ
れ
て
吊
し
上
げ
ら
れ
か
ね
な

か
っ
た
。『
毛
主
席
語
録
』
を
う
っ
か
り
上
下
逆
さ
に
手
に
も
っ
て

振
り
か
ざ
し
た
だ
け
で
周
囲
の
非
難
を
浴
び
反
逆
心
を
疑
わ
れ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　

私
は
戦
争
末
期
金
沢
市
か
ら
さ
ら
に
市
の
は
ず
れ
の
第
三
中
学
に

疎
開
し
た
。
八
月
は
じ
め
の
夜
、
空
が
赤
く
富
山
が
空
襲
さ
れ
た
と

わ
か
っ
た
。
そ
の
と
き
田
中
良
運
先
生
が
廊
下
に
立
っ
て
い
た
。
こ

れ
は
奉
安
殿
が
爆
撃
さ
れ
御
真
影
や
勅
語
が
焼
失
す
る
と
一
大
事
だ

か
ら
、
そ
れ
で
寝
ず
の
番
を
し
て
い
る
と
私
は
思
っ
た
。
か
つ
て
御
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真
影
焼
失
の
責
任
を
と
り
自
殺
し
た
小
学
校
長
の
話
は
聞
い
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
戦
後
三
十
年
経
っ
て
そ
の
話
を
ク
ラ
ス
会
で
し
て
級
友
に

笑
わ
れ
た
。
当
時
は
塩
不
足
で
海
水
を
料
理
に
使
っ
た
。
含
ま
れ
る

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
の
た
め
生
徒
は
下
痢
を
お
こ
し
、
長
い
廊
下
の
先
の

電
燈
も
な
い
大
便
所
ま
で
行
か
ず
に
洩
ら
し
て
し
ま
う
。
三
中
か
ら

苦
情
が
出
る
。
そ
れ
で
特
別
科
学
組
の
担
任
が
夜
見
張
り
に
立
っ
て

い
た
の
だ
と
い
う
。
私
は
自
分
が
い
か
に
観
念
的
な
皇
国
少
年
だ
っ

た
か
を
そ
の
時
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

御
真
影
拝
礼

　

ハ
ー
ン
は
『
教
育
勅
語
』
捧
読
式
と
並
ん
で
御
真
影
拝
礼
の
場
面

も
『
英
語
教
師
の
日
記
か
ら
』
の
第
十
節
に
紹
介
し
て
い
る
。
四
大

節
に
拝
礼
す
る
こ
と
は
明
治
二
十
一
年
以
後
行
な
わ
れ
た
が
、
諸
外

国
で
も
君
主
の
写
真
に
敬
意
を
表
さ
ぬ
者
が
出
た
よ
う
に
、
日
本
で

も
天
皇
の
写
真
に
礼
を
拒
む
者
が
出
た
。
第
一
号
は
一
高
教
授
で
キ

リ
ス
ト
者
の
内
村
鑑
三
で
、
内
村
は
当
時
は
非
常
な
非
難
を
浴
び
た

が
、
戦
後
は
な
に
か
そ
の
内
村
の
「
不
敬
」
が
正
し
か
っ
た
か
の
よ

う
に
一
部
で
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
見
が
あ
る
こ
と
は
、

現
在
の
日
本
が
複
数
の
価
値
観
の
共
存
を
許
容
す
る
こ
と
を
示
し
て

は
い
る
。
し
か
し
ハ
ー
ン
が
『
英
語
教
師
の
日
記
か
ら
』
の
第
十
八

節
で
述
べ
た
一
中
学
生
徒
と
の
会
話
が
、
い
ま
も
私
た
ち
に
強
く
訴

え
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
石
原
喜
久

太
郎
は
の
ち
に
東
大
医
学
部
教
授
と
な
っ
て
ツ
ツ
ガ
ム
シ
病
リ
ケ
ッ

チ
ャ
を
発
見
し
た
人
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
そ
の
石
原
生
徒
が
あ
る
日
、

二
本
の
梅
を
持
っ
て
来
て
、
こ
ん
な
こ
と
を
自
分
に
言
っ
た
と
書
い

て
い
る
。

　
「
先
生
が
天
長
節
の
式
の
際
に
天
皇
陛
下
の
御
写
真
の
前
で

御
辞
儀
を
な
さ
る
の
を
見
ま
し
た
が
、
先
生
は
前
に
い
ら
し
た

英
語
の
先
生
と
違
い
ま
す
」

　
「
ど
う
い
う
風
に
違
い
ま
す
か
？
」

　
「
前
の
先
生
は
私
た
ち
は
野
蛮
人
だ
と
言
い
ま
し
た
」

　
「
な
ぜ
で
す
？
」

　
「
ゴ
ッ
ド

―
と
い
っ
て
も
そ
の
先
生
の
ゴ
ッ
ド
で
す
が

―
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
様
以
外
に
尊
ぶ
べ
き
も
の
は
な
く
、

卑
俗
で
無
知
な
者
だ
け
が
そ
れ
以
外
の
も
の
を
尊
敬
す
る
の
だ

と
言
い
ま
し
た
」

　
「
そ
の
先
生
は
ど
こ
か
ら
来
た
人
で
す
か
？
」

　
「
そ
の
先
生
は
牧
師
で
、
英
国
臣
民
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま

し
た
」

　
「
し
か
し
も
し
英
国
臣
民
で
あ
る
な
ら
、
英
国
の
女
王
陛
下

を
尊
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
す
。
そ
の
人
は
帽
子
を
脱

が
ず
に
は
、
女
王
様
の
御
写
真
の
あ
る
英
国
領
事
の
事
務
室
に

だ
っ
て
は
い
れ
な
い
で
し
ょ
う
」

　

ハ
ー
ン
は
明
治
時
代
に
来
日
し
た
西
洋
人
中
、
キ
リ
ス
ト
教
的
西
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洋
の
絶
対
的
優
位
を
当
然
自
明
の
こ
と
と
し
な
い
例
外
的
な
人
だ
っ

た
が
、
右
の
会
話
に
出
て
く
る
よ
う
な
西
洋
人
宣
教
師
こ
そ
、「
野

蛮
人
で
、
卑
俗
で
、
無
知
で
、
凝
り
固
ま
っ
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
だ

と
思
っ
て
い
た
。

　

バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
こ
の
件
に
つ
い
て
は
ハ
ー

ン
と
同
意
見
で
『
日
本
事
物
誌
』
中
の
「
御
真
影
拝
礼
」
と
い
う
記

事
に
、「
皇
帝
御
自
身
の
前
で
す
る
敬
礼
が
偶
像
崇
拝
に
な
ら
な
い

と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
写
真
の
前
で
す
る
敬
礼
が
ど
う
し
て
偶
像
崇

拝
に
な
る
と
い
え
る
の
か
。
御
真
影
拝
礼
の
場
合
と
異
教
徒
の
偶
像

崇
拝
の
場
合
と
は
同
日
の
論
で
は
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。

複
眼
の
歴
史
観

　

私
は
東
大
の
一
般
教
育
演
習
で
、
内
容
の
是
非
は
と
も
か
く
影
響

力
と
い
う
点
で
過
去
百
五
十
年
の
日
本
史
を
通
し
て
重
要
な
公
式
文

書
で
あ
る
と
し
て
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』、『
教
育
勅
語
』、『
日
本
国

憲
法
』（
前
文
と
第
九
条
）
の
三
つ
を
読
み
比
べ
さ
せ
、
日
本
と
外
国

と
の
関
係
と
い
う
見
地
か
ら
、
そ
の
感
想
を
問
う
た
。
す
る
と
一
九

七
九
年
当
時
の
東
大
生
が
良
し
と
し
た
の
は
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』

が
第
一
で
、
一
九
四
六
年
の
『
日
本
国
憲
法
』（
前
文
と
第
九
条
）
よ

り
評
価
が
高
か
っ
た
。
学
生
の
感
想
は
教
師
の
意
見
に
影
響
さ
れ
た

結
果
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
反
応
を
興
味
深
く
感
じ
た
。
そ
れ
と

い
う
の
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
の
歴
史
学
界
は
左
翼
が
乗
っ

取
っ
た
格
好
で
、
そ
の
人
た
ち
の
手
に
な
る
教
科
書
で
は
、『
五
箇

条
ノ
御
誓
文
』
や
と
く
に
『
教
育
勅
語
』
に
た
い
し
て
は
評
価
が
高

く
は
な
い
。
と
い
う
か
低
い
。
そ
れ
と
裏
腹
に
『
日
本
国
憲
法
』
の

平
和
主
義
に
た
い
し
て
は
評
価
が
高
い
。
他
方
、
保
守
系
の
論
客
の

中
に
は
昭
和
二
十
一
年
の
占
領
下
の
『
日
本
国
憲
法
』
こ
そ
改
正
す

べ
き
で
、『
教
育
勅
語
』
は
立
派
と
主
張
す
る
向
き
が
い
る
。
私
の

演
習
に
出
た
東
大
生
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
あ
ま
り
と
ら
わ
れ
ず
感
想

を
書
い
た
人
が
大
半
だ
が
、
ま
ず
文
章
と
い
う
点
で
『
日
本
国
憲

法
』
の
翻
訳
調
は
一
九
四
六
年
憲
法
成
立
に
お
け
る
占
領
軍
の
圧
力

を
感
じ
さ
せ
る
点
で
評
判
が
良
く
な
か
っ
た
。

　

日
本
と
外
国
の
関
係
に
つ
い
て
は
「
一
旦
緩
急
ア
レ
バ
義
勇
公
ニ

奉
ジ
、
以
テ
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ベ
シ
」
と
い
う
非
常
事
態

の
想
定
の
み
が
あ
る
、
い
わ
ば
臨
戦
態
勢
を
思
わ
せ
る
『
教
育
勅

語
』
は
、
戦
後
世
代
に
は
評
判
は
良
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
戦
争

放
棄
」
の
『
日
本
国
憲
法
』
第
九
条
「
日
本
国
民
は
正
義
と
秩
序
を

基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争

と
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る

手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。
前
項
の
目
的
を
達
す

る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国

の
交
戦
権
は
こ
れ
を
認
め
な
い
」
は
、
周
辺
諸
国
が
軍
事
的
恫
喝
を

加
え
て
き
た
際
、
そ
れ
に
ど
う
対
処
す
る
か
を
述
べ
て
い
な
い
。
こ

れ
は
非
常
事
態
を
想
定
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
安
心
感
を
与
え
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て
く
れ
な
い
。
口
先
だ
け
の
理
想
主
義
が
欠
陥
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
多
く
の
学
生
も
承
知
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
日
本
と
外
国
の
関

係
に
つ
い
て
「
智
識
ヲ
世
界
ニ
求
メ
」「
旧
来
ノ
陋
習
ヲ
破
リ
、
天

地
ノ
公
道
ニ
基
ク
ベ
シ
」
と
い
う
明
確
な
指
針
を
示
す
『
五
箇
条
ノ

御
誓
文
』
が
昭
和
末
年
の
東
大
生
に
も
好
評
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
天
地
ノ
公
道
」
に
つ
い
て
は
そ
の
内
実
が
具
体
的
に
示
さ

れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
日
本
の
「
旧
来
ノ
陋
習
ヲ
破
」
ろ
う
と
す
る

と
、
反
射
的
に
西
洋
文
明
を
謳
歌
し
そ
れ
に
心
酔
す
る
欧
化
主
義
の

危
険
性
も
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
に
は
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
。
そ

し
て
敗
戦
後
の
日
本
に
も
根
無
し
草
の
国
際
主
義
は
流
行
し
た
。
知

識
を
世
界
に
求
め
た
英
才
才
媛
の
中
に
は
「
脳
内
白
人
化
」
す
る
傾

向
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

事
態
は
そ
の
後
さ
し
て
変
化
し
て
い
な
い
。
し
か
し
昨
今
の
日
本

の
相
対
立
す
る
歴
史
教
科
書
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
は
文
字
通
り
安

価
に
問
題
を
解
決
し
う
る
時
期
に
近
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
。
名
門

高
校
で
は
相
対
立
す
る
二
種
類
の
近
代
史
教
科
書
を
生
徒
に
購
入
さ

せ
、
複
数
の
視
点
か
ら
歴
史
を
再
考
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
訓
練
こ

そ
が
本
物
の
学
問
で
あ
ろ
う
。
教
科
書
問
題
の
深
刻
さ
に
比
べ
れ
ば

二
冊
の
歴
史
教
科
書
代
な
ど
安
価
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た

大
学
側
の
入
学
試
験
問
題
も
特
定
の
史
観
に
基
く
「
正
解
」
に
丸
を

つ
け
さ
せ
る
よ
う
な
現
状
を
放
置
し
て
は
な
ら
な
い
。
受
験
生
に
自

分
の
頭
で
答
え
を
考
え
さ
せ
る
べ
き
で
、
右
で
あ
れ
左
で
あ
れ
歴
史

の
授
業
を
政
治
的
洗
脳
の
学
習
に
使
う
べ
き
で
は
な
い
。
二
つ
の
面

を
自
分
の
目
で
見
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
最
良
の
歴
史
教
育
な
の
で
あ

る
。

　

馬
立
誠
氏
が
二
十
一
世
紀
の
初
頭
に
『
戦
略
与
管
理
』
誌
で
予
測

し
た
ご
と
く
「
開
国
か
ら
愛
国
へ
」
と
い
う
精
神
史
的
変
化
は
実
は

隣
国
で
も
再
び
進
行
し
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
国
の
歴
史
に
つ

い
て
も
愛
国
主
義
的
歴
史
観
や
自
虐
史
観
の
一
つ
の
み
で
判
断
を
下

す
こ
と
の
な
い
よ
う
自
戒
し
た
い
。
二
本
足
の
学
者
の
養
成
を
め
ざ

し
た
比
較
日
本
文
化
論
の
一
教
授
と
し
て
私
は
そ
の
こ
と
を
願
っ
て

い
る
。

注（1
）　･Sukehiro･H

irakaw
a,･"Japan

’s･turn･to･the･W
est",･M

.Jansen･
ed.,C

am
bridge H

istory of Japan (Cam
bridge･U

niversity･
Press,･1（8（),･vol･（,･pp432-4（8.　

こ
の
論
文
はB

ob･T
.･

W
akabayashi･ed.,M

odern Japanese T
hought,･(Cam

bridge･
U

niversity･Press,･1（（8),･pp30-（（

な
ら
び
に
さ
ら
に
補
完
さ

れ
た
形
でSukehiro･H

irakaw
a,･Japan

’s L
ove-H

ate 
R

elationship w
ith the W

est,･(U
.K

.F
olkestone:･G

lobal･
O

riental,･200（),･pp.4（-12（

に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　

ち
な
み
に
こ
の
詔
書
の
冒
頭
に
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
を
入
れ
る

よ
う
に
と
指
示
さ
れ
た
の
は
昭
和
天
皇
ご
自
身
で
あ
る
と
い
う
。

な
お
詔
書
の
天
皇
の
「
人
間
宣
言
」
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
は
都

会
の
少
年
は
別
に
驚
か
な
か
っ
た
。
後
年
私
は
『
平
和
の
海
と
戦
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い
の
海

―
二
・
二
六
事
件
か
ら
「
人
間
宣
言
」
ま
で
』
を
執
筆

し
た
際
、
一
九
四
六
年
一
月
五
日
の
『
ニ
ッ
ポ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
』

に
「
天
皇
の
新
年
の
詔
書
は
国
内
で
よ
り
も
海
外
に
お
い
て
さ
ま

ざ
ま
な
論
評
と
注
目
を
惹
い
た
か
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ど
う
や
ら

驚
愕
し
た
の
は
日
本
人
よ
り
も
外
国
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
い

う
皮
肉
と
も
取
れ
る
社
説
を
読
ん
で
「
あ
あ
そ
う
だ
っ
た
な
」
と

感
じ
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
）　

平
川
祐
弘
・
竹
山
護
夫
『
古
代
中
国
か
ら
近
代
西
洋
へ

―
明
治

日
本
に
お
け
る
文
明
モ
デ
ル
の
転
換
』
は
『
竹
山
護
夫
著
作
集
』

補
巻
（
名
著
刊
行
会
、200（,･pp1-11（

）
に
収
め
て
あ
る
。
執
筆

分
担
は
平
川
が
六
分
の
五
、
竹
山
が
六
分
の
一
で
あ
る
が
、
歴
史

学
の
論
文
と
し
て
は
日
本
近
代
史
を
専
門
と
し
た
今
は
亡
き
義
弟

の
協
力
に
謝
意
を
表
し
て
そ
ち
ら
に
発
表
し
た
の
で
あ
る
。

（
4
）　

大
陸
で
秦
の
始
皇
帝
か
ら
始
め
て
歴
代
皇
帝
の
名
を
読
み
あ
げ
、

最
後
に
宣
統
帝
溥
儀
と
い
い
、
そ
れ
か
ら
一
呼
吸
お
い
て
毛
皇
帝
、

と
い
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
ど
ん
な
目
に
会
う
だ
ろ
う
か
。

（
（
）　

官
庁
や
大
企
業
や
大
学
の
本
流
は
日
本
と
と
も
に
外
国
に
も
留
学

し
た
体
験
者
で
構
成
す
る
よ
う
に
仕
組
め
ば
、
そ
の
範
に
な
ら
っ

て
、
留
学
志
望
者
は
お
の
ず
と
増
加
す
る
は
ず
で
あ
る
。
外
交
官

試
験
に
外
国
語
の
能
力
を
求
め
な
い
よ
う
な
こ
と
を
す
る
か
ら
、

日
本
人
の
外
国
へ
向
け
て
の
発
信
力
は
低
下
し
、
あ
わ
せ
て
外
務

省
そ
の
も
の
が
地
盤
も
沈
下
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
通
訳
を
介

し
て
恋
愛
は
で
き
な
い
。
人
間
外
国
人
と
濃
密
な
交
渉
を
す
る
に

は
自
分
で
外
国
語
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
（
）　

Ｇ
・
Ｂ
・
サ
ン
ソ
ム
『
西
欧
世
界
と
日
本
』（
筑
摩
文
庫
）
下
、

第
十
三
章　

明
治
初
期
・
政
治
情
勢　

二　

封
建
制
の
残
滓
。

（
（
）　

そ
の
ほ
か
、
戦
時
中
は
『
宣
戦
ノ
詔
勅
』
を
、
ま
た
軍
の
学
校
を

志
望
す
る
中
学
生
は
『
軍
人
勅
諭
』
を
暗
記
し
よ
う
と
努
め
た
。

私
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。『
終
戦
ノ
詔
勅
』
も
日
本
人
の
記
憶

に
残
る
大
切
な
文
献
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
教
育
の
場
で
暗
記

す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
8
）　

内
藤
湖
南
は
後
に
『
日
本
文
化
史
研
究
』
に
収
め
ら
れ
た
『
日
本

文
化
と
は
何
ぞ
や
』（
其
一
）
と
い
う
一
九
二
二
年
の
論
文
で
日

本
人
の
自
国
の
文
化
が
自
発
的
で
あ
る
と
す
る
お
国
自
慢
を
批
判

し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　

･　

例
へ
ば
茲
に
忠
孝
と
云
ふ
事
が
あ
る
。
忠
孝
と
云
ふ
名
目

は
勿
論
支
那
よ
り
輸
入
し
た
語
で
あ
る
が
、
忠
孝
と
云
ふ
事

実
は
元
来
日
本
国
民
が
十
分
に
具
へ
て
ゐ
て
、
自
分
が
所
有

せ
る
も
の
に
支
那
か
ら
輸
入
し
た
名
目
を
応
用
し
た
も
の
と

云
ふ
こ
と
に
解
釈
し
や
う
と
欲
す
る
傾
が
あ
る
。
然
し
な
が

ら
之
を
根
本
よ
り
考
へ
て
見
る
と
、
既
に
国
民
が
も
つ
て
居

つ
た
徳
行
の
事
実
が
あ
り
、
而
し
て
又
他
方
に
固
有
の
国
語

が
あ
る
以
上
、
何
か
其
の
事
実
に
相
当
し
た
名
目
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
…
…
忠
孝
と
云
ふ
語
の
如
き
は
、
日

本
民
族
が
支
那
語
を
用
ゐ
る
以
前
に
如
何
な
る
語
で
表
し
て

ゐ
た
か
ゞ
殆
ど
発
見
し
が
た
い
。
孝
を
人
名
と
し
て
は
、「
よ

し
」
と
か
「
た
か
」
と
訓
む
が
、
其
れ
は
「
善
」「
高
」
と

云
ふ
意
味
の
言
葉
で
あ
つ
て
、
親
に
対
す
る
特
別
語
で
は
な

い
。
忠
も
「
た
だ
」
と
訓
む
の
は
「
正
」
の
意
味
で
、「
ま

め
や
か
」
と
云
ふ
義
に
訓
す
る
の
は
、
親
切
の
意
味
で
是
も

君
に
対
す
る
特
別
の
言
葉
で
は
な
い
。
一
般
の
善
行
正
義
と

云
ふ
や
う
な
外
に
、
特
別
な
家
族
的
な
並
に
君
臣
関
係
と
し

て
の
忠
孝
と
云
ふ
こ
と
が
、
既
に
古
代
に
其
の
言
葉
が
な
か

つ
た
と
す
れ
ば
、
其
の
思
想
が
あ
つ
た
か
否
や
が
大
な
る
疑
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問
と
す
る
に
足
る
で
は
な
い
か
。

（
（
）　

ち
な
み
に
先
に
引
用
し
たT

he M
useum

掲
載
の
『
教
育
勅
語
』

英
訳
に
は
「
之
ヲ
古
今
ニ
通
ジ
テ
謬
ラ
ズ
、
之
ヲ
中
外
ニ
施
シ
テ

悖
ラ
ズ
」
と
い
う
箇
所
に
示
さ
れ
た
古
今
中
外
に
通
じ
る
「
正
し

い
道
」
と
い
う
真
理
性
の
強
調
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
よ
ほ
ど
薄
ら
い

で
い
た
。
そ
の
英
訳
文
を
公
認
の
英
訳
文
の
同
一
箇
所
の
英
訳
文

T
he･W

ay･here･set･forth･is･indeed･the･teaching･
bequeathed･by･O

ur･Im
perial･A

ncestors,･to･be･observed･
alike･by･T

heir･D
escendants･and･the･subjects,･infallible･

to･all･ages･and･true･in･all･places.

と
比
べ
る
と
、
そ
の
印
象

の
異
な
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
な
お
英
訳
の
仕
方
で
印
象
が
異

な
る
様
は
『
五
箇
条
ノ
御
誓
文
』
に
つ
い
て
も
同
じ
で
「
大
ニ
皇

基
ヲ
振
起
ス
ベ
シ
」
は
一
九
四
六
年
に
はfor･the･purpose･of･

prom
oting･the･w

elfare･of･the･Em
pire

と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
穂
積
訳
を
踏
襲
し
た
も
の
で
浮
田
訳
で
はthus･the･

foundations･of･the･Em
pire･shall･be･extended

と
な
っ
て
い

る
。
な
お
こ
の
種
の
宣
言
に
は
お
国
自
慢
と
い
お
う
か
国
民
的
自

負
は
露
骨
に
示
さ
れ
が
ち
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
各
国
の
国
歌

の
歌
詞
に
は
い
ず
れ
も
自
国
の
美
徳
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
10
）　
『
英
語
教
師
の
日
記
か
ら
』
の
第
七
節
、
小
泉
八
雲
著
『
明
治
日

本
の
面
影
』
講
談
社
学
術
文
庫
所
収
。

（
11
）　

詳
し
く
はW

illiam
･P.･W

oodard,･T
he A

llied O
ccupation of 

Japan 1945-1952 and Japanese R
eligions (Leiden:･E.･J.･

Brill,･1（（2)

。
た
だ
し
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
記
述
に
は
ミ
ッ
シ
ョ
ナ

リ
ー
・
プ
レ
ジ
ュ
デ
ィ
ス
に
類
し
た
先
入
主
も
見
ら
れ
る
。

（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）


