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一
、
論
文
内
容
の
要
旨 

 

本
論
文
の
目
的
は
、
中
日
両
国
に
お
け
る
書
及
び
書
道
の
伝
統
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
り
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
変
遷
の
様
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。

併
せ
て
伝
統
芸
術
で
あ
る
書
及
び
書
道
の
真
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
ま
た
、
基
本
用
語
の
概
念
に
関
し
て
は
狭
い
範
囲
の
解
釈
に
と
ど
ま
る
こ
と
な

し
に
、
東
洋
の
美
意
識
・
道
及
び
修
行
道
な
ど
と
の
関
係
性
を
図
り
加
え
て
実
技
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
挑
ん
だ
も
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
唐
代
書
文
化
隆
盛
の
生
き
生
き
と
し
た
場
面
を
取
り
上
げ
る
と
次
の
様
で
あ
る
。
唐
太
宗
は
書
聖
王
羲
之
の
真
蹟
の
収
集
を
積
極
的
に
行
い
中
で
も
行

書
の
名
品
で
あ
る
蘭
亭
序
に
は
並
々
な
ら
ぬ
愛
着
を
持
ち
、
そ
れ
に
対
す
る
執
着
心
は
、
何
延
之
著
の

賺た

ん

蘭
亭
の
逸
話
の
中
で

蕭
し
ょ
う

翼よ

く

を
遣
わ
し
て
老
僧
の
弁

才
か
ら
騙
し
取
っ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
。
ま
た
初
唐
三
大
家
の
虞
世
南
・
欧
陽
詢
・
褚
遂
良
に
そ
れ
ぞ
れ
蘭
亭
序
を
臨
書
さ
せ
、
更
に
は
死
に
臨
ん
で
は
蘭
亭
序

の
真
蹟
を
昭
陵
に
陪
葬
し
て
死
後
ま
で
も
自
分
だ
け
の
宝
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
蘭
亭
序
を
酷
愛
し
た
皇
帝
の
行
い
を
通
し
て
書
文
化
隆
盛
の
一
端
を

垣
間
見
る
の
で
あ
る
。
現
在
わ
れ
わ
れ
が
学
ぶ
蘭
亭
序
は
、
虞
・
欧
・
褚
ら
の
臨
書
に
よ
る
も
の
か
あ
る
い
は

憑
承
素

ふ
う
し
ょ
う
そ

ら
が
搨
摸
し
た
い
ず
れ
か
の
系
統
に
属

す
る
も
の
で
あ
り
、
千
六
百
年
余
に
わ
た
っ
て
人
々
に
愛
さ
れ
適
切
に
伝
承
さ
れ
た
。
書
の
内
容
面
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
用
筆
法
の
面
か
ら
は
、
王
羲
之
が
使
用

し
た
俯
仰
の
用
筆
が
褚
遂
良
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
古
墳
時
代
に
漢
字
が
伝
わ
っ
て
後
、
平
安
時
代
に
は
仮
名
書
き
が
発
明
さ
れ
わ
が
国
独
自

の
仮
名
書
道
文
化
を
生
み
だ
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
書
及
び
書
道
に
お
け
る
伝
統
は
、
あ
る
と
き
は
形
を
守
り
な
が
ら
ま
た
あ
る
と
き
は
形
を
変
化
さ
せ
な
が

ら
継
承
さ
れ
て
き
た
。 

本
論
文
は
伝
統
の
継
承
の
姿
を
探
る
こ
と
を
主
目
的
と
す
る
。 

 
 

目
次 

 

は
じ
め
に 

 

第
一
章 

書
道
に
つ
い
て
（
思
想
面
） 

 
 

第
一
節 

東
洋
の
世
界
観
と
書
道 

 
 

第
二
節 

書
道
は
道
教
的 

 
 

第
三
節 

書
の
美
術
論
争 
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第
二
章 

書
道
に
つ
い
て
（
実
技
面
） 

 
 

第
一
節 

書
の
点
画
と
絵
画
の
線 

 
 

第
二
節 

書
写
・
書
道
教
育
に
関
す
る
小
論 

 

第
三
章 

王
羲
之
書
法
の
継
承 

 
 

第
一
節 

褚
遂
良
の
王
羲
之
継
承
と
彼
の
楷
書
進
展
過
程 

 
 

第
二
節 

顔
真
卿
に
つ
い
て 

 
 

第
三
節 

争
坐
位
稿
に
み
る
王
書
の
影
響 

 

第
四
章 

近
代
日
本
に
お
け
る
継
承
の
か
た
ち 

 
 

第
一
節 

私
擬
治
河
議
草
稿
の
考
察 

 
 

第
二
節 

日
下
部
鳴
鶴
の
継
承
に
お
け
る
二
面
性 

 
 

第
三
節 

竹
田
津
極
山
に
つ
い
て 

 
 

第
四
節 

極
山
と
東
海
の
中
鋒
論
争 

 
 

第
五
節 

上
田
桑
鳩
の
書
に
つ
い
て 

 

第
五
章 

台
湾
書
道
考 

 

第
六
章 

そ
の
他 

 
 

・
不
白
筆
記
に
み
る
修
行 

 
 

・
わ
び
の
伝
統
的
な
考
え
方
と
今
日
的
可
能
性 

 
 

・
初
等
教
育
の
習
字
・
書
キ
方
教
育
の
一
考
察 
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・
臨
書
考 

 
 

・
私
の
作
品
観
（
現
在
思
う
こ
と
） 

 

お
わ
り
に 

 

添
付
資
料 

 
 

・
臨
書
（
筆
者
の
臨
書
習
作
綴 

五
十
八
分
冊
） 

 
 

・
筆
者
の
作
品
ア
ル
バ
ム
（
三
分
冊
） 

  
 
 

各
章
の
要
旨 

  
 

第
一
章 

書
道
に
つ
い
て
（
思
想
面
） 

 

第
一
章
及
び
二
章
は
、
書
道
の
基
本
的
な
部
分
を
思
想
面
と
実
技
面
の
二
方
向
か
ら
追
求
し
た
も
の
で
、
そ
の
大
半
は
現
代
に
流
行
し
て
い
る
誤
解
の
部
分
に
メ
ス

を
入
れ
た
り
筆
者
自
身
の
書
道
観
の
進
展
を
目
指
し
た
内
容
で
あ
る
。 

 

現
代
に
至
る
ま
で
一
元
化
の
方
向
へ
と
向
っ
て
い
る
西
洋
の
思
想
も
、
古
代
に
お
い
て
は
善
と
悪
と
い
う
互
い
に
認
め
あ
う
こ
と
の
な
い
対
立
的
二
元
思
想
が
存
在

し
た
。
古
代
に
お
い
て
東
洋
の
考
え
方
は
、
万
物
に
は
全
て
仏
が
宿
り
す
べ
て
平
等
で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
根
本
は
一
つ
と
い
う
自
然
本
位
の
思
想
を
要
と
し
て
い

た
。
書
及
び
書
道
は
、
東
洋
の
一
元
論
と
自
然
本
位
の
思
想
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
聖
人
に
よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
た
道
を
求
め
て
人
々
に
規
則
や
規
範
を
守
ら

せ
よ
う
と
す
る
の
が
有
為
之
道
で
あ
り
儒
教
的
で
あ
る
。
逆
に
道
教
の
無
為
之
道
は
人
々
が
自
然
と
調
和
し
て
自
然
の
中
に
進
ん
で
溶
け
こ
み
そ
の
中
に
お
い
て
本
来

の
自
己
を
自
覚
し
よ
う
と
努
め
る
。
書
は
本
来
無
為
自
然
之
道
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
書
及
び
書
道
に
お
い
て
技
法
と
修
養
と
の
両
面
の
統
一
性
を
求
め
る

際
は
、
両
者
を
別
々
の
も
の
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
荘
子
の
庖
丁
の
逸
活
に
あ
る
が
如
く
技
よ
り
進
め
て
道
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
技
に
対
す
る
不
断
の
修
練
が
道
と

重
な
っ
て
深
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
結
局
技
を
求
め
る
こ
と
と
道
を
求
め
る
こ
と
は
実
は
同
じ
で
あ
る
。 

 

次
に
小
山
正
太
郎
の
「
書
は
美
術
な
ら
ず
」
の
主
張
に
対
し
て
の
岡
倉
天
心
の
反
論
は
、
互
い
に
才
気
が
漲
り
見
事
な
展
開
を
見
せ
る
。
例
え
ば
、
書
の
鑑
賞
に
お

い
て
そ
の
文
学
的
意
味
と
筆
蹟
を
切
り
離
し
て
鑑
賞
し
て
い
る
と
主
張
す
る
小
山
に
対
し
て
、
岡
倉
は
書
の
鑑
賞
で
は
両
者
を
切
り
離
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
反
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論
し
た
。 

 
鑑
賞
で
は
普
通
視
覚
で
の
認
識
が
ま
ず
あ
り
次
に
思
考
へ
と
向
か
う
。
言
い
換
え
れ
ば
筆
跡
の
見
事
さ
が
ま
ず
目
に
飛
び
こ
ん
で
き
て
そ
の
後
に
文
学
的
意
味
を
知

ろ
う
と
す
る
興
味
へ
と
進
ん
で
い
く
。
岡
倉
は
そ
れ
が
本
来
の
鑑
賞
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。 

  
 

第
二
章 
書
道
に
つ
い
て
（
実
技
面
） 

本
章
に
お
け
る
多
方
面
に
わ
た
る
基
本
用
語
に
関
す
る
検
証
作
業
は
例
え
ば
、
線
の
意
味
と
点
画
の
意
味
を
探
り
つ
つ
比
較
す
る
こ
と
で
点
画
の
特
徴
の
把
握
に
至

っ
た
り
、
手
の
形
・
手
の
筋
肉
作
用
に
摸
し
た
毛
筆
を
創
り
出
し
た
古
代
人
の
智
恵
を
知
っ
た
り
、
筆
を
単
に
動
か
す
こ
と
と
筆
を
働
か
せ
る
こ
と
の
違
い
を
明
確
に

し
た
り
、
文
字
造
形
に
潜
む
精
神
的
自
由
世
界
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
主
張
し
た
り
、
ま
た
形
の
定
義
に
概
（
外
）
形
と
点
画
そ
の
も
の
の
形
の
二
つ

が
存
在
し
ど
ち
ら
の
形
が
書
の
味
わ
い
と
い
う
面
か
ら
見
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
主
張
し
た
。
勿
論
、
点
画
そ
の
も
の
の
形
が
書
の
性
格
及
び
特
徴
を
支
配
す

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
手
本
の
必
然
性
に
も
論
及
し
た
。 

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
か
ら
書
へ
の
接
近
、
あ
わ
せ
て
書
か
ら
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
へ
の
接
近
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。
第
一
・
二
章
に
お
い
て
は
、
書
の
基
本
に
つ
い
て
そ
の
考

え
方
等
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
の
重
要
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
残
念
乍
ら
右
に
述
べ
た
事
柄
に
つ
い
て
の
未
整
理
が
故
の
対
立
、
た
と
え
ば
執
筆
法
上
の
直
筆

（ 
 
 
 

）
と
側
筆
（ 

 
 
 

）
の
対
立
な
ど
は
、
現
代
書
家
間
で
互
い
に
自
己
の
主
張
を
譲
り
合
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
こ
れ
で
は
論
争
に
も
な
ら
な
い
。
筆

者
は
互
い
に
耳
を
傾
け
同
じ
土
俵
に
上
っ
て
謙
虚
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。 

 

第
三
章 

王
羲
之
書
法
の
継
承 

本
章
は
、
王
羲
之
書
法
の
継
承
の
姿
と
し
て
対
照
的
な
二
人
の
書
人
を
取
り
上
げ
た
。
褚
遂
良
と
顔
真
卿
で
あ
る
。
作
家
論
研
究
で
は
文
献
探
索
の
豊
富
さ
や
読
解

深
化
が
必
要
で
あ
り
、
作
品
論
で
は
作
品
の
核
心
を
射
抜
く
鋭
い
洞
察
力
な
ど
が
不
可
避
と
さ
れ
る
と
考
え
る
が
、
書
作
家
の
鑑
賞
に
は
加
え
て
筆
の
働
き
動
き
を
直

観
的
に
正
確
に
と
ら
え
る
高
い
観
察
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
筆
の
作
り
出
し
た
造
形
あ
る
い
は
時
間
経
過
中
の
軌
跡
は
筆
の
働
き
・
動
き
と
筆
鋒
の
運

動
そ
の
も
の
が
起
因
と
な
っ
て
生
ぜ
し
め
た
結
果
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
運
動
と
し
て
の
筆
鋒
の
働
き
と
造
形
と
の
因
果
関
係
を
正
し
く
認
識
す
る
眼

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
逆
に
結
果
と
し
て
の
造
形
に
だ
け
と
ら
わ
れ
て
い
る
様
で
は
、
書
作
家
の
鑑
賞
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
。 

王
羲
之
の
伝
統
書
法
の
肝
心

要
か
な
め

は
筆
を
多
様
に
働
か
せ
（
こ
れ
を
八
面
出
鋒
と
い
う
）
そ
の
働
き
を
刻
々
と
変
化
さ
せ
駆
使
し
て
筆
を
呼
吸
さ
せ
て
常
に
新
鮮
な

空
気
と
風
を
絶
え
ま
な
く
送
り
込
む
法
す
な
わ
ち
俯
仰
法
と
い
う
用
筆
な
の
で
あ
る
。
こ
の
俯
仰
法
の
観
点
か
ら
褚
遂
良
を
と
ら
え
る
と
、
彼
は
正
統
か
つ
典
型
的
継

- 5 - 



 
 

承
者
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
、
陰
陽
俯
仰
法
と
は
何
か
？ 

陰
陽
俯
仰
法
と
い
う
用
語
の
、
ま
ず
陰
陽
と
は
具
体
的
な
法
と
し
て
現
わ
れ
る
以

前
の
も
の
の
中
に
あ
る
も
の
で
そ
れ
は
法
を
背
後
で
し
っ
か
り
支
え
る
も
の
で
あ
る
。
陰
と
陽
は
東
洋
的
一
元
論
を
二
元
的
に
見
た
と
き
互
い
が
調
和
を
志
向
す
る
二

面
で
あ
る
。
陰
と
陽
は
対
立
を
嫌
い
調
和
を
目
指
す
二
面
な
の
で
あ
る
。
こ
の
陰
陽
の
調
和
論
に
基
い
て
具
体
的
な
法
と
示
さ
れ
る
の
が
用
筆
に
お
け
る
俯
仰
法
で
あ

る
。
俯
仰
法
は
、
筆
鋒
が
あ
る
一
面
を
移
動
す
る
時
す
な
わ
ち
起
筆
か
ら
送
筆
そ
し
て
収
筆
に
至
る
間
に
、
筆
法
は
俯
し
た
り
仰
い
だ
り
の
働
き
を
行
う
の
で
あ
る
。

法
を
支
え
る
背
景
に
あ
る
も
の
が
陰
陽
で
あ
り
陰
陽
を
具
体
化
し
た
法
に
ま
と
め
た
も
の
が
俯
仰
法
な
の
で
あ
る
。 

次
の
顔
真
卿
は
実
は
大
変
に
書
の
表
現
力
が
豊
か
で
、
楷
書
に
古
法
で
あ
る
篆
書
（
篆
意
）
を
導
入
し
た
り
、
行
草
に
篆
隷
を
取
り
入
れ
て

裴は

い

将
軍

し
ょ
う
ぐ
ん

碑ひ

の
よ
う

な
破
体
書
な
ど
も
書
く
一
方
で
、
行
草
書
の
基
本
は
王
羲
之
の
伝
統
書
法
で
あ
り
、
そ
の
中
に
と
ど
ま
り
許
容
し
た
。
顔
真
卿
は
伝
統
書
法
の
継
承
者
と
考
え
て
誤
り

は
な
い
、
と
筆
者
は
述
べ
る
。
た
だ
し
感
情
の
起
伏
は
非
常
に
激
し
く
心
情
は
せ
き
を
き
っ
た
如
く
流
出
す
る
。
従
っ
て
単
純
に
王
の
伝
統
書
法
に
対
抗
し
て
革
新
の

書
を
標
榜
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
感
情
急
激
な
露
出
が
伝
統
書
法
の
穏
健
さ
と
は
見
間
違
え
る
程
の
体
型
を
表
わ
し
て
い
る
点
で
は
、
表
面
的
に
は
革
新
の

書
と
見
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。 

結
論
的
に
は
、
褚
と
顔
は
同
じ
伝
統
書
法
の
継
承
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
一
方
は
正
統
的
・
典
型
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
一
方
顔
は
伝
統
的
・
個
性
的
で
あ

る
点
は
好
対
照
を
な
す
。 

 

第
四
章 

近
代
日
本
に
お
け
る
継
承
の
か
た
ち 

本
章
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
継
承
の
か
た
ち
の
研
究
に
関
し
て
四
人
の
書
家
を
取
り
あ
げ
た
。
そ
の
四
人
と
は
幕
末
の

貫
名

ぬ

き

な

菘
翁

す
う
お
う

で
あ
り
、
明
治
の
日
下
部
鳴

鶴
、
昭
和
戦
前
の

竹
田
津

た

け

だ

つ

極
山

き
ょ
く
ざ
ん

、
昭
和
戦
後
の
上
田
桑
鳩
で
あ
る
。
さ
て
、
近
代
日
本
書
道
界
の
大
変
革
期
は
二
度
の
社
会
構
造
の
激
変
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
。
一

度
目
は
、
江
戸
幕
府
崩
壊
か
ら
明
治
新
政
府
樹
立
期
で
、
武
家
社
会
か
ら
平
民
が
中
心
の
世
の
中
と
な
っ
た
。
そ
の
時
、
清
人
の
楊
守
敬
が
来
日
し
て
六
朝
書
道
（
い

わ
ゆ
る
北
碑
の
書
道
）
を
将
来
し
た
。
六
朝
書
道
は
明
治
書
道
界
に
強
烈
な
刺
激
と
な
り
そ
れ
ま
で
の
法
帖
中
心
の
唐
様
書
道
は
一
変
し
て
し
ま
っ
た
。
二
度
目
は
日

中
戦
争
・
太
平
洋
戦
争
の
戦
前
か
ら
敗
戦
を
経
た
戦
後
の
価
値
観
の
激
変
で
あ
る
。
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
が
持
ち
こ
ん
だ
自
由
・
権
利
・
個
性
や
個
性
表
出
・

個
性
的
芸
術
活
動
な
ど
が
日
本
人
に
対
し
て
新
し
い
展
開
を
始
め
る
様
に
と
促
し
た
。
取
り
上
げ
た
四
人
は
全
て
近
代
日
本
書
道
激
動
時
代
に
出
く
わ
し
時
代
に
翻
弄

さ
れ
つ
つ
も
独
自
の
書
活
動
に
打
ち
こ
ん
だ
人
々
で
あ
り
、
継
承
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
中
で
不
可
欠
な
具
体
例
を
示
し
て
く
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
貫
名
菘
翁

の

私
擬
治
河
議

し

ぎ

じ

か

ぎ

研
究
で
は
、
蔵
鋒
の
解
釈
と
通
会
の
境
地
へ
の
理
解
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
継
承
の
面
か
ら
は
、
王
羲
之
の
伝
統
書
法
が
日
本
で
は
平
安
の
空
海
に

伝
え
ら
れ
て
以
降
そ
れ
は
地
下
水
脈
の
中
に
深
く
潜
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
千
年
振
り
に
掘
り
上
げ
た
の
が
貫
名
で
あ
る
。
彼
の
よ
う
な
存
在
は
伝
統
が
姿
を
見
せ
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復
活
す
る
様
を
み
せ
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
全
く
稀
な
こ
と
で
あ
る
。 

次
に
日
下
部
鳴
鶴
の
谷
川
碑
研
究
に
お
い
て
は
、
彼
が
世
に
貢
献
し
よ
う
と
目
指
し
た
公
的
な
面
の
書
と
彼
の
心
の
中
に
密
に
抱
き
続
け
た
私
的
な
面
の
書
と
の
二

面
の
存
在
す
る
と
い
う
仮
説
の
証
明
を
試
み
た
。
公
的
な
面
で
は
楊
守
敬
の
将
来
し
た
鄭
父
公
下
碑
を
手
本
と
し
て
清
新
な
書
碑
を
多
く
揮
毫
し
て
そ
の
普
及
に
つ
と

め
た
。
私
的
な
面
で
は
空
海
か
ら
貫
名
を
経
て
姿
を
現
わ
し
た
俯
仰
法
の
修
得
に
努
め
た
。
勿
論
、
こ
れ
は
王
羲
之
の
伝
統
書
法
に
つ
な
が
る
。 

鳴
鶴
は
同
時
代
の
書
家
中
林
梧
竹
と
共
に
武
士
道
精
神
を
推
称
し
、
書
が
寄
っ
て
立
つ
心
の
在
り
様
を
武
士
道
を
考
え
た
。
こ
れ
は
文
明
開
花
の
時
代
風
潮
と
は
は

っ
き
り
と
一
線
を
画
す
考
え
方
で
あ
っ
た
。 

竹
田
津
極
山
は
、
古
風
、
そ
し
て
頑
固
な
人
で
あ
り
、
た
と
え
ば
師
に
対
し
て
は
一
途
な
人
柄
を
表
わ
す
と
い
う
点
に
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
極
山
の
一
途
さ

に
は
心
を
打
た
れ
る
。
又
極
山
は
伊
藤

東
海

と
う
か
い

と
中
鋒
論
争
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
筆
者
の
導
き
出
し
た
結
論
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
極
山
の
中
鋒
説
は
子
供

向
き
ま
た
書
写
教
育
的
で
あ
り
、
東
海
の
中
鋒
説
は
王
羲
之
の
伝
統
書
法
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
書
家
の
中
に
も
極
山
風
の
中
鋒
説
を
信
じ
る
人
が
多
く

い
る
の
は
、
不
思
議
で
あ
る
。 

上
田
桑
鳩
は
、
敗
戦
前
後
の
書
道
の
激
変
、
世
の
中
の
価
値
観
の
顛
倒
を
眼
の
あ
た
り
に
し
経
験
し
た
時
代
を
生
き
た
人
で
あ
る
。
戦
前
は
伝
統
を
墨
守
し
形
式
を

重
ん
じ
形
骸
化
し
た
書
道
界
、
戦
中
は
日
本
精
神
発
揚
の
た
め
に
戦
争
遂
行
に
協
力
し
た
書
道
界
、
そ
し
て
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
価
値
観
の
強
い
影
響
下
の

三
つ
の
有
り
様
を
経
験
し
た
。
桑
鳩
の
活
躍
し
た
戦
後
の
民
主
主
義
の
新
し
い
時
代
に
は
自
由
で
豊
か
な
新
書
道
を
提
案
す
る
人
々
が
ど
っ
と
輩
出
し
た
が
、
そ
の
中

で
も
最
も
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
存
在
が
桑
鳩
で
あ
っ
た
。
彼
が
前
衛
書
と
い
う
対
極
の
地
点
ま
で
突
き
進
ん
だ
理
由
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
の
志
向
は
時
代
の
波
が
背

中
を
押
し
そ
し
て
つ
い
に
は
彼
自
身
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
取
り
上
げ
た
四
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
多
様
な
主
張
が
あ
り
、
個
人
の
挑
戦
が
あ
り
、

新
し
い
も
の
の
創
造
を
し
て
い
る
点
で
は
書
活
動
の
活
発
な
事
例
で
あ
る
。 

第
三
章
は
中
国
唐
代
そ
し
て
第
四
章
は
日
本
近
代
を
研
究
し
た
結
果
は
、
共
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
て
い
た
と
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
残
念
乍
ら
爛
熟
期
を

迎
え
た
平
成
の
書
に
力
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
感
じ
ら
れ
な
い
。 

 

第
五
章 

台
湾
書
道
考 

本
章
の
台
湾
書
道
考
は
、
書
及
び
書
道
文
化
圏
に
位
置
す
る
台
湾
の
書
を
研
究
対
象
と
し
た
。
明
・
清
・
日
本
そ
し
て
中
華
民
国
に
よ
り
支
配
さ
れ
た
台
湾
に
お
い

て
は
、
自
主
的
・
積
極
的
な
進
展
が
図
ら
れ
る
こ
と
は
望
め
な
か
っ
た
。
支
配
側
の
伝
統
を
単
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
被
支
配
の
悲
哀
で
あ
っ
た
。
支
配
側
に
よ
っ
て

持
ち
こ
ま
れ
た
の
は
大
体
に
お
い
て
王
羲
之
の
伝
統
書
法
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
。
押
し
つ
け
ら
れ
た
書
は
形
骸
を
重
視
は
し
て
も
、
書
の
生
命
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
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る
精
神
の
活
動
と
筆
の
働
き
は
薄
く
、
沈
痛
で
あ
り
、
生
々
と
し
た
感
覚
の
作
家
や
新
し
い
展
開
の
芽
生
え
は
筆
者
の
眼
か
ら
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
将
来
本
邑
台
湾
人

の
力
の
結
集
が
新
鮮
さ
を
創
り
出
し
、
台
湾
人
ら
し
い
書
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
こ
の
台
湾
書
道
考
は
論
文
全
体
の
中
で
や
や
唐
突
感
も
あ
ろ
う
が
、
伝
統

書
法
を
受
け
入
れ
消
化
し
発
展
さ
せ
る
に
は
、
受
け
入
れ
る
側
に
自
由
な
主
体
性
と
主
体
的
な
個
の
確
立
な
ど
の
諸
条
件
が
保
障
さ
れ
る
社
会
の
存
在
が
大
前
提
で
あ

る
こ
と
を
痛
感
し
た
。 

  

第
六
章 

そ
の
他 

 

本
章
は
、
不
白
筆
記
と
、
わ
び
の
伝
統
的
な
考
え
方
と
今
日
の
可
能
性
に
つ
い
て
と
、
初
等
教
育
の
習
字
・
書
き
方
教
育
の
一
考
察
と
、
臨
書
考
と
、
私
の
作
品
観

の
五
つ
に
つ
い
て
記
述
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
書
及
び
書
道
が
他
の
伝
統
芸
術
分
野
の
美
意
識
や
道
の
概
念
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
の
興

味
と
同
時
に
臨
書
や
作
家
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
、
第
一
・
二
章
で
取
り
扱
っ
た
事
柄
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

不
白
筆
記
の
作
者
川
上
不
白
は
江
戸
後
期
の
茶
人
で
自
ら
の
修
行
体
験
に
基
づ
く
考
え
を
述
べ
る
。
い
わ
ゆ
る
修
行
に
お
い
て
は
、
さ
せ
ら
れ
る
修
行
か
ら
一
歩
も

二
歩
も
進
め
て
自
ら
求
め
る
修
行
へ
の
移
行
が
大
切
で
あ
る
と
し
た
。 

 

次
に
わ
び
の
伝
統
的
な
考
え
方
と
今
日
の
可
能
性
の
研
究
で
は
、
完
成
し
た
姿
が
表
わ
す
美
の
価
値
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
更
に
視
野
を
広
く
し
て
崩
れ
か
か

っ
た
姿
と
未
完
成
の
中
に
も
美
の
存
在
を
確
認
し
た
。
書
の
美
も
同
様
で
、
完
成
爛
熟
し
た
場
合
も
あ
れ
ば
、
簡
素
で
ほ
の
ぼ
の
し
た
も
の
や
未
熟
の
中
に
も
未
完
成

の
中
に
も
切
り
捨
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
魅
力
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
魅
力
に
価
値
を
積
極
的
に
附
与
す
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
様
な
美
意
識
は
書
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
和
歌
の
世
界
や
わ
び
茶
や
花
道
な
ど
日
本
の
伝
統
芸
術
文
化
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。 

 

臨
書
考
で
は
、
書
を
志
す
人
に
と
り
必
須
の
学
書
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
知
れ
渡
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
臨
書
を
楽
し
む
人
あ
る
い
は
臨
書
を
楽
し
め
る

人
が
意
外
に
も
少
数
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
て
、
臨
書
と
創
作
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
双
方
向
に
行
き
か
い
影
響
し
あ
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

臨
書
を
楽
し
む
こ
と
が
ほ
ぼ
九
割
以
上
を
占
め
、
あ
る
瞬
間
心
が
何
か
を
キ
ャ
ッ
チ
し
感
じ
た
時
に
、
心
に
従
っ
て
あ
る
が
ま
ま
に
創
作
そ
し
て
表
現
す
る
。
臨
書
は

単
に
基
礎
を
固
め
る
形
式
的
作
業
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
創
作
を
精
神
と
技
法
の
両
面
で
支
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
二
者
の
距
離
感
は
、
関
連
よ
り
一
歩
押
し
進
め
て

融
合
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

 

私
の
作
品
観
で
は
、
精
神
に
障
害
を
も
つ
人
々
の
芸
術
で
あ
る
ア
ー
ル
ブ
リ
ュ
ー
ト
作
品
観
の
特
色
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
制
約
か
ら
逃
れ
た
自
由

な
精
神
世
界
を
強
調
し
た
。
現
代
の
展
覧
会
書
道
で
展
示
さ
れ
る
作
品
群
と
比
較
し
て
ア
ー
ト
ブ
リ
ュ
ー
ト
の
作
品
は
真
の
自
由
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
観
点
か
ら
、
展
覧
会
書
道
の
現
状
に
対
し
て
一
つ
の
問
題
提
起
を
試
み
た
。 
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お
わ
り
に 

 

筆
者
の
目
指
す
書
及
び
伝
統
の
有
り
様
は
次
の
こ
と
ば
に
集
約
さ
れ
る
。
「
書
は
東
洋
の
哲
理
に
支
え
ら
れ
黒
と
白
と
が
せ
め
ぎ
あ
う
究
極
の
美
の
世
界
で
あ
る
。

こ
の
美
の
世
界
を
求
め
て
書
法
の
練
磨
に
突
き
進
ん
で
い
き
た
い
。
古
典
の
中
に
存
在
す
る
深
遠
な
美
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
筆
者
自
身
書
及
び

そ
の
伝
統
に
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
た
と
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
ま
た
、
本
研
究
の
書
及
び
書
道
の
継
承
は
、
中
国
及
び
日
本
の
各
時

代
に
様
々
な
形
を
と
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
中
で
筆
者
が
取
り
上
げ
た
の
は
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
い
。
現
段
階
で
は
未
完
で
あ
る
が
、
今
回
の
研
究
を
ス
タ
ー
ト

に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

二
、
本
論
文
の
評
価
さ
る
べ
き
特
色 

① 

論
者
久
保
田
氏
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
書
の
実
作
に
た
ず
さ
わ
り
、
書
の
学
的
研
究
に
た
ず
さ
わ
り
、
ま
た
実
作
と
学
の
両
面
に
わ
た
る
書
教
育
に
た
ず
さ
わ
っ

て
こ
ら
れ
た
。
大
学
の
教
壇
に
も
立
ち
、
書
道
展
の
審
査
員
も
つ
と
め
て
お
ら
れ
る
。 

 

論
者
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
「
書
の
研
究
は
理
論
と
実
技
と
の
一
体
化
を
目
指
し
て
ゆ
く
の
が
本
来
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
本
論
文
も
そ
の
よ
う
な

立
場
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
論
」
と
「
実
」
と
の
一
体
化
、
そ
れ
は
言
う
は
や
す
く
行
う
は
難
い
。
し
か
し
論
者
は
全
力
を
挙
げ
て
こ
れ
に
取
り
組
み
、
勝
れ
た
成
果
を
挙
げ
た
。
こ
こ
に
本

論
文
の
評
価
さ
る
べ
き
第
一
の
特
色
が
あ
る
。 

 

本
論
文
に
大
部
の
「
臨
書
習
作
綴
」
と
「
作
品
ア
ル
バ
ム
」
が
添
付
さ
れ
て
い
る
の
も
論
実
一
体
の
成
果
を
示
す
た
め
で
あ
る
。 

 

② 

総
じ
て
「
芸
」
は
師
よ
り
弟
子
へ
、
先
達
よ
り
後
進
へ
と
伝
達
さ
れ
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
存
続
し
、
発
展
す
る
。 

 

そ
の
継
承
は
い
か
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
論
者
は
そ
れ
を
中
国
に
お
け
る
王
羲
之
の
書
風
の
継
承
と
日
本
近
代
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
書
の
継
承
に
つ
い
て
考

察
し
、
特
に
王
羲
之
の
書
風
を
唐
の
顔
真
卿
が
い
か
に
継
承
し
た
か
を
実
証
的
に
解
明
し
た
。
こ
れ
が
本
論
文
の
評
価
さ
る
べ
き
第
二
の
特
色
で
あ
る
。 

 

論
者
は
、
顔
真
卿
が
、
い
わ
ゆ
る
初
唐
三
大
家
す
な
わ
ち
虞
世
南
、
欧
陽
詢
、
褚
遂
良
を
学
ん
だ
が
、
特
に
「
律
動
性
を
含
み
豊
か
さ
を
持
っ
た
点
画
の
褚
遂
良
に

魅
か
れ
て
い
っ
た
」
と
い
い
、
更
に
王
羲
之
の
典
型
を
破
ろ
う
と
す
る

張
ち
ょ
う

旭
き
ょ
く

ら
の
革
新
書
派
の
法
を
も
吸
収
し
て
、
お
の
れ
の
書
風
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
と
述

べ
る
。 
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し
か
し
な
が
ら
顔
真
卿
の
書
法
に
王
羲
之
の
影
響
が
失
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
論
者
は
そ
の
こ
と
を
王
羲
之
の
「
蘭
亭
序
」

の
二
八
行
三
二
四
字
と
顔
真
卿
の
「
爭
座
位
稿
」
六
四
行
一
一
九
五
字
と
を
綿
密
に
比
較
し
、
「
爭
座
位
稿
」
の
文
字
の
う
ち
の
「
蘭
亭
序
」
に
似
て
い
る
文
字
と
、

似
て
い
な
い
、
つ
ま
り
顔
真
卿
自
身
の
個
性
的
な
文
字
と
の
割
合
は
ほ
ぼ
一
対
一
で
あ
る
こ
と
を
調
査
し
、
顔
真
卿
に
は
、
実
は
王
羲
之
を
慕
い
古
法
を
継
承
し
よ
う

と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
し
た
。 

 

こ
う
し
て
論
者
は
、
従
来
、
顔
真
卿
を
、
王
羲
之
の
伝
統
を
破
る
革
新
的
な
書
家
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
顔
真
卿
に
は
伝
統
を
受
け
継
ぎ
守
ろ

う
と
す
る
面
が
確
固
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。 

 

③ 

論
者
は
こ
の
考
察
に
加
う
る
に
、
日
本
近
代
に
お
け
る
書
の
継
承
の
あ
り
よ
う
、
具
体
的
に
は
江
戸
末
の
貫
名
菘
翁
、
明
治
の
日
下
部
鳴
鶴
、
昭
和
戦
前
の
竹
田

津
極
山
、
戦
後
の
上
田
桑
鳩
に
お
け
る
書
の
継
承
の
あ
り
よ
う
の
考
察
を
通
し
て
、
書
の
継
承
の
あ
る
べ
き
姿
を
的
確
に
説
き
明
か
し
て
い
く
。
こ
こ
に
本
論
文
の
評

価
さ
る
べ
き
第
三
の
特
色
が
あ
る
。 

 

書
の
継
承
の
あ
り
方
の
問
題
は
、
必
然
的
に
「
典
型
と
個
性
」「
伝
統
と
革
新
」
の
問
題
に
帰
着
し
て
い
く
。 

 

論
者
は
書
を
学
ぶ
者
の
修
行
に
三
段
階
あ
り
と
す
る
。
「
無
法→

有
法→

格
出
」
で
あ
る
。
最
初
の
「
無
法
」
は
初
心
者
が
、
使
用
で
き
る
法
を
持
た
ず
で
た
ら
め

書
き
を
す
る
段
階
。
次
の
「
有
法
」
は
書
法
を
身
に
つ
け
規
範
に
の
っ
と
っ
て
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
。
「
格
出
」
は
有
法
の
極
み
に
お
い
て
本
当
の
自
己
の
存

在
を
見
出
し
、
自
分
ら
し
い
工
夫
を
し
て
い
く
段
階
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。 

 

こ
の
三
段
階
は
「
無
格→

有
格→

無
格
」
と
も
云
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
孫
過
庭
の
『
書
譜
』
で
は
「
平
正
（
平
直
端
正
）→

険
絶
（
奇
異
奔
放
）→

平
生
」
と

言
わ
れ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
明
治
に
活
躍
し
た
書
家
の
中
林
梧
竹
の
『
梧
竹
堂
書
話
』
に
も
同
趣
旨
の
左
の
論
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。 

 
 

凡
そ
書
に
法
無
き
は
固
よ
り
論
ず
る
に
足
ら
ざ
る
也
。
法
有
り
て
法
に

囿と

ら

わ
る
る
者
、
亦
可
と
す
べ
か
ら
ざ
る
也
。
法
有
る
よ
り
し
て
法
無
き
に
帰
り
、
法
無

く
し
て
法
有
る
は
、
所
謂

い
わ
ゆ
る

初
に
し
て
神
に
化
す
る
者
、
是
れ
を
上
と
為
す
。 

 

④ 

か
く
言
え
ば
、
典
型
を
重
ん
じ
る
「
有
法
」
の
段
階
は
、
次
の
「
格
出
」、
そ
の
意
味
で
の
「
無
法
」
の
段
階
へ
の
過
渡
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
論
者
は
、
李
嗣
真
の
「
古
の
学
者
は
皆
師
法
が
あ
る
が
、
今
の
学
者
は
師
心
の
独
性
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
、
王
羲
之
の
は
普
遍
的
で
あ
る
か
ら
典
型

と
貴
ば
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
軽
々
し
く
「
個
性
」
と
対
立
さ
せ
て
お
と
し
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
警
告
す
る
。 
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そ
し
て
論
者
は
、
右
の
修
行
の
三
段
階
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
茶
道
に
お
い
て
「
守
・
破
・
離
」
を
説
い
た
川
上
不
白
が 

 
 

修
行
は
師
に
つ
か
へ

能よ

く
至
り
て
、
又
師
を
離
る
後
、
又
師
に
つ
か
へ
、
二
へ
ん
つ
か
へ
申
候
が
よ
し 

と
、
師
に
二
度
仕
え
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
強
い
共
感
を
示
す
。
こ
れ
は
右
の
典
型
の
尊
重
さ
る
べ
き
を
説
く
趣
意
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
、
真
摯
に
芸
の

修
行
に
打
込
む
者
に
し
て
は
じ
め
て
言
い
得
る
こ
と
と
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

⑤ 

臨
書
は
従
来
、
創
作
へ
の
基
礎
段
階
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
論
者
は
、
論
実
一
体
の
立
場
か
ら
修
行
に
お
け
る
臨
書
の
意
義
を
検
討
し
、
臨
書
と
創

作
は
互
い
に
関
連
し
合
い
は
た
ら
き
会
う
図
式
、
す
な
わ
ち
「
臨
書
か
ら
創
作
へ
」
（
臨
書       

創
作
）
と
い
う
一
方
通
行
で
な
く
、
「
臨
書
か
ら
創
作
へ
、
そ
し

て
創
作
か
ら
臨
書
へ
」（
臨
書  

 

創
作
）
と
い
う
双
方
向
の
図
式
で
捉
え
る
べ
き
と
主
張
す
る
。
至
当
な
見
解
と
し
て
評
価
で
き
る
。 

 

⑥ 

本
論
文
に
付
載
さ
れ
た
「
台
湾
書
道
考
」
は
、
本
論
文
の
主
題
で
あ
る
書
の
継
承
か
ら
や
ゝ
逸
れ
て
い
る
が
、
数
少
な
い
台
湾
書
道
の
研
究
と
し
て
貴
重
な
も
の

で
あ
る
。 

 

三
、
残
さ
れ
た
課
題 

 

本
論
文
の
筆
者
は
、
日
本
を
代
表
す
る
大
き
な
展
覧
会
の
審
査
員
を
つ
と
め
、
大
学
で
も
書
を
講
ず
る
な
ど
、
世
間
的
に
言
え
ば
既
に
大
家
の
域
に
入
る
人
で
あ
る

が
、
書
に
か
け
る
情
熱
と
気
魄
は
気
鋭
の
若
者
の
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
論
文
を
力
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
反
面
気
持
が
走
り
過
ぎ
て
、
論
の
組
み

立
て
、
整
理
が
不
十
分
な
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
の
点
を
か
え
り
み
て
、
論
旨
を
更
に
精
緻
に
仕
上
げ
て
ほ
し
い
と
思
う
。 

 

四
、
審
査
結
果
の
要
旨 

 

本
委
員
会
は
、
以
上
の
如
き
観
点
か
ら
、
本
論
文
を
、
着
想
の
独
創
性
、
叙
述
の
仕
方
、
構
成
の
整
合
性
な
ど
に
わ
た
っ
て
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
員
の
一
致

を
も
っ
て
、
上
記
学
位
申
請
者
に
博
士
（
芸
術
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。 
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