
假
名
遣
改
定
案
抗
議

木
下

杢
太
郞

（
與
謝
野
氏
、
同
夫
人
、
石
井
柏
享
氏
、
竹
友
藻
風
氏
の
驥
尾
に
附
し
、
一
夕
論
議
せ
る
も
の
の
速
記
の
う
ち
よ
り
）

わ
た
く
し
は
今
度
の
假
名
遣
の
問
題
、
並
に
少
し
以
前
の
漢
字
制
限
の
問
題
に
就
い
て
、
そ
の
細
目

に
亙
る
こ
と
は
未
だ
之
を
詳
に
し
ま
せ
ぬ
。
一
體
に
國
語
、
文
字
に
關
し
て
は
十
分
の
敎
育
を
受
け
な

い
の
で
、
假
名
遣
、
其
他
日
本
支
那
の
古
典
に
就
い
て
は
つ
き
り
と
し
た
知
識
を
持
つ
こ
と
が
出
來
な

か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
併
し
こ
の
問
題
一
般
の
傾
向
に
就
い
て
は
自
分
だ
け
の
意
見
を
持
つ
て
ゐ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
只
今
「
鷗
外
全
集
」
第
二
卷
で
森
先
生
が
こ
の
問
題
に
就
い
て
抱
い
て
居
ら
れ
た

意
見
を
ざ
つ
と
拜
見
し
ま
し
た
が
、
わ
た
く
し
も
そ
れ
に
同
感
で
あ
り
ま
す
。

抑
も
今
度
の
假
名
遣
の
問
題
に
し
ろ
、
或
は
前
回
の
漢
字
制
限
の
問
題
に
し
ろ
、
そ
の
決
定
を
見
た

動
機
と
な
る
も
の
に
二
つ
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
第
一
は
多
數
の
便
宜
の
爲
め
と
云
ふ
こ
と
、
卽
ち
便
宜
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主
義
、
多
數
決
主
義
。
第
二
は
敎
育
上
の
能
率
を
增
さ
う
と
い
ふ
こ
と
、
卽
ち
能
率
主
義
。
こ
の
二
つ

の
考
が
重
な
動
機
の
や
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
猶
此
外
に
も
も
う
一
つ
動
機
が
あ
つ
て
、
前
二
つ
の

動
機
に
比
し
て
劣
る
こ
と
無
き
重
要
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
併
し
そ
れ
は
明
か
に
國
語
調
査
會
の
委

員
其
他
の
人
々
の
意
識
に
は
上
つ
て
居
な
い
や
う
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
第
一
の
動
機
か
ら
云
ふ
と
、
在
來
の
假
名
遣
に
從
つ
て
國
語
を
書
き
表
は
す
と
云
ふ
こ
と
、
又

は
漢
字
を
正
し
く
書
き
、
そ
れ
を
多
く
用
ひ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
現
在
に
於
て
一
般
國
民
が
堪
へ
ら
れ

な
い
所
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
人
の
步
み
易
い
道
に
從
つ
て
、
卽
ち
便
宜
主
義
を
土
臺
と
し
て
、
新
假

名
遣
法
を
定
め
、
漢
字
の
使
用
を
局
限
し
、
そ
れ
を
文
部
省
の
權
威
或
は
調
査
會
の
權
威
で
敎
育
に
適

用
し
、
引
い
て
一
般
に
通
用
せ
し
め
よ
う
、
と
す
る
考
、
云
ひ
か
へ
れ
ば
學
術
上
の
詮
議
を
顧
慮
し
な

い
で
、
專
ら
多
數
者
の
便
宜
主
義
に
權
威
を
與
へ
よ
う
と
す
る
考
が
第
一
の
動
機
で
あ
り
ま
す
。

多
數
便
宜
の
主
義
は
我
國
現
代
の
病
弊
の
一
で
あ
つ
て
、
そ
の
例
を
こ
の
問
題
以
外
に
求
め
る
と
、

或
は
國
民
の
禮
式
、
或
は
國
民
の
服
裝
と
云
ふ
風
な
上
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
へ
ば
帝
劇
の
如
き
我

國
一
流
の
劇
場
へ
行
く
に
も
、
或
は
宿
屋
の
褞
袍
を
着
て
行
つ
た
り
、
或
は
帽
を
被
つ
た
ま
ま
で
學
生

が
演
戲
を
見
た
り
、
或
は
慕
間
に
ド
ア
を
開
閉
し
た
り
、
さ
う
い
ふ
亂
雜
な
行
狀
を
し
て
居
ま
す
。
ま

た
電
車
の
乘
り
降
り
に
先
を
爭
ひ
、
或
は
電
車
の
中
で
人
の
足
を
踏
ん
で
謝
り
も
し
な
い
。
或
は
電
車

や
汽
車
の
中
で
容
易
く
喧
嘩
を
す
る
と
い
ふ
風
な
こ
と
の
多
い
の
は
、
現
代
に
な
つ
て
國
民
の
行
儀
が
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著
し
く
惡
く
な
つ
た
と
解
釋
す
る
外
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
只
今
の
日
本
は
何
事
も
混
雜
し
た
過
渡
期
の

狀
態
に
在
つ
て
、
已
む
を
得
な
い
の
で
、
官
憲
の
力
、
或
は
敎
育
者
の
力
も
及
ば
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
言
は
ば
默
認
す
る
よ
り
外
に
仕
方
が
無
い
か
ら
默
認
し
て
置
く
と
云
ふ
狀
態
で
あ
り
ま
す
。
西

洋
に
於
て
は
い
ろ
い
ろ
な
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
の
問
題
が
あ
つ
て
も
、
併
し
儀
式
を
要
す
る
所
は
儀
式
を
用

ひ
、
規
則
を
要
す
る
所
は
規
則
を
用
ひ
て
居
ま
す
が
、
こ
の
點
に
な
る
と
、
只
今
の
日
本
は
甚
だ
無
秩

序
で
あ
り
亂
暴
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
若
し
何
事
も
多
數
の
便
宜
に
從
ふ
こ
と
が
最
も
妥
當
な
こ
と

で
あ
る
と
云
ふ
便
宜
主
義
に
由
る
な
ら
ば
、
今
の
公
衆
が
電
車
に
乘
り
芝
居
を
見
る
不
作
法
な
狀
態
を

默
認
す
る
以
上
に
、
之
に
權
威
を
與
へ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
話
が
甚
だ
極
端
に
な
つ

た
や
う
で
す
が
、
便
宜
主
義
た
る
こ
と
に
於
て
、
假
名
遣
や
漢
字
制
限
の
問
題
も
全
く
そ
の
關
係
は
こ

の
不
作
法
主
義
と
並
行
し
て
ゐ
る
と
思
ひ
ま
す
。

猶
他
の
文
化
の
方
向
で
見
れ
ば
、
日
本
に
於
て
現
在
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
建
築
の
樣
式
は
、
維
納
に
於

て
始
め
ら
れ
た
セ
セ
ツ
シ
ヨ
ン
と
云
ふ
風
が
輸
入
さ
れ
て
便
宜
主
義
に
墮
落
し
出
し
た
の
で
あ
り
ま

す
が
、
今
も
さ
う
云
ふ
風
な
も
の
が
新
し
い
建
築
の
上
に
重
に
行
は
れ
て
居
ま
す
。
そ
れ
か
ら
繪
畫
に

し
て
も
、
勞
せ
ず
し
て
安
易
に
功
を
收
め
よ
う
と
す
る
風
が
あ
り
ま
す
。
例
へ
ば
日
本
畫
に
於
て
以
前

帝
展
の
賞
に
入
つ
た
者
は
、
筆
で
線
を
書
く
こ
と
が
自
分
の
力
で
困
難
な
爲
め
に
木
炭
で
書
い
て
、
さ

う
し
て
其
上
に
繪
具
を
引
く
や
う
な
事
を
し
ま
し
た
。
遠
く
か
ら
見
る
と
如
何
に
も
逹
筆
に
見
え
る
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が
、
近
づ
い
て
見
る
と
木
炭
を
用
ひ
た
こ
と
が
解
り
ま
す
。
ま
た
、
現
に
巴
里
へ
留
學
し
て
ゐ
る
畫
家

に
ア
カ
デ
ミ
イ
の
敎
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
殆
ど
一
人
も
居
な
い
と
云
つ
て
宜
し
い
。
誰
も
皆
、

彼
國
で
最
近
流
行
の
人
の
遣
つ
た
所
か
ら
學
び
始
め
る
の
で
、
伊
太
利
或
は
希
臘
の
古
美
術
を
鑑
賞
す

る
こ
と
も
出
來
な
い
や
う
な
有
樣
に
な
つ
て
居
ま
す
。
か
う
い
ふ
風
な
狀
態
が
只
今
の
日
本
の
精
神

的
文
明
一
般
の
上
に
於
て
見
ら
れ
る
所
の
便
宜
主
義
的
傾
向
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。

所
で
か
う
云
ふ
混
亂
不
作
法
の
狀
態
を
矯
正
す
る
た
め
に
軌
範
を
與
へ
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て

も
や
は
り
歷
史
的
の
考
慮
と
い
ふ
も
の
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
無
論
わ
た
く
し
は
軌
範
と
い
ふ
も
の

が
あ
つ
て
欲
し
い
と
い
ふ
こ
と
か
ら
云
ふ
の
で
、
か
う
い
ふ
渾
沌
た
る
今
日
の
狀
態
が
善
い
と
は
決
し

て
思
は
な
い
。
さ
て
之
に
軌
範
を
與
へ
る
場
合
、
儀
式
と
か
風
俗
と
か
い
ふ
も
の
は
變
遷
す
る
か
ら
、

歷
史
的
遺
物
で
あ
る
と
も
云
は
れ
ま
す
が
、
併
し
文
字
及
び
假
名
遣
に
於
て
我
々
が
軌
範
を
定
め
る
時

に
用
ひ
る
歷
史
的
の
考
慮
と
い
ふ
こ
と
は
、
儀
式
や
作
法
の
軌
範
を
歷
史
的
の
傳
習
に
求
め
る
以
上
の

事
で
あ
つ
て
、
其
事
を
學
問
的
に
明
瞭
に
理
解
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
歷
史
を
熟
知
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
が
汽
車
中
で
偶
ま
讀
ん
だ
、
レ
オ
ン
・
ド
オ
デ
エ
が
去
年
佛
蘭
西
の

中
學
校
に
於
け
る
、
羅
甸
語
保
存
案
に
就
い
て
議
會
で
試
み
た
折
の
贊
成
演
說
の
中
に
、
獨
逸
の
フ
イ

ヒ
テ
の
「
獨
逸
語
が
明
晰
で
あ
る
上
に
思
想
を
明
晰
に
す
る
こ
と
の
出
來
る
の
は
一
つ
一
つ
語
原
が
明

に
解
つ
て
ゐ
る
の
に
由
る
の
で
あ
る
」
と
云
つ
た
言
葉
を
引
い
て
居
ま
す
が
、
わ
た
く
し
は
此
際
フ
イ
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ヒ
テ
の
言
葉
を
次
の
方
向
に
取
つ
て
意
味
を
見
出
す
の
で
あ
り
ま
す
。
卽
ち
我
々
が
言
葉
を
書
く
事

に
由
つ
て
思
想
を
明
瞭
に
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
書
く
言
葉
の
意
味
、
そ
れ
か
ら
こ
の
言
葉

の
歷
史
的
の
考
察
を
施
さ
な
け
れ
ば
、
次
第
に
こ
の
意
味
が
崩
れ
て
、
言
葉
の
持
つ
て
ゐ
る
本
來
の

良
い
性
質
と
運
用
の
能
力
と
を
失
つ
て
し
ま
ふ
も
の
だ
と
思
ふ
の
で
す
。
こ
の
見
地
か
ら
今
度
制
定

せ
ら
れ
た
假
名
遣
を
見
る
と
、
そ
れ
に
何
等
一
定
し
た
見
識
が
無
い
。
大
體
の
方
向
に
於
て
フ
オ
ネ

チ
ツ
ク
、
音
に
由
つ
て
書
き
現
す
事
を
主
と
す
る
や
う
で
す
が
、
併
し
手
爾
乎
波
は
や
は
り
「
ワ
」
を

「
ハ
」
と
書
き
、
そ
れ
か
ら
又
長
く
引
張
る
音
は
、「
オ
オ
」
と
書
か
な
い
で
「
オ
ウ
」
と
云
ふ
風
に
書

く
の
は
、
國
語
調
査
會
の
委
員
逹
に
於
て
も
全
然
文
字
及
び
オ
ル
ト
グ
ラ
フ
イ
イ
の
歷
史
主
義
を
無
視

す
る
こ
と
が
出
來
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
自
白
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
若
し
歷
史
主
義
の
無
視
を

自
覺
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
な
ら
ば
、
今
度
の
遣
方
は
實
に
中
途
半
端
な
遣
方
で
あ
り
ま
す
。
固
よ
り
か
う

い
ふ
問
題
は
嚴
格
に
徹
底
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
け
れ
ど
も
、
今
度
調
査
會
員
の
可
決
し
た
假
名
遣
案

は
、
實
に
極
く
初
步
の
中
途
半
端
な
遣
方
で
あ
つ
て
、
若
し
將
來
か
う
云
ふ
假
名
遣
の
敎
育
を
受
け
た

少
年
子
弟
中
の
秀
才
が
、
ど
う
し
て
我
々
は
こ
ん
な
文
字
を
書
く
の
だ
ら
う
と
い
ふ
疑
問
を
起
し
た
場

合
に
、
國
語
調
査
會
の
委
員
逹
は
、
少
年
子
弟
に
向
ひ
、
更
に
そ
の
疑
問
を
解
決
す
べ
く
努
力
す
る
た

め
に
却
て
以
前
よ
り
も
一
層
重
い
負
擔
を
與
へ
る
結
果
に
な
る
で
せ
う
。
人
間
の
知
識
欲
は
出
來
る

だ
け
徹
底
し
よ
う
、
根
源
を
窮
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
少
年
が
相
當
の
年
に
な
れ
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ば
、
却
て
混
亂
さ
れ
た
現
在
の
假
名
遣
を
も
つ
と
學
問
的
に
正
さ
う
と
企
て
る
や
う
に
な
る
で
せ
う
。

か
う
考
へ
る
と
國
語
調
査
會
の
改
定
案
は
さ
う
し
た
良
い
方
向
の
少
年
子
弟
の
精
神
的
萌
芽
を
幾
重

に
も
虐
げ
る
遣
方
で
あ
り
ま
す
。
一
體
人
類
の
生
活
は
、
若
し
出
來
る
な
ら
ば
成
る
べ
く
個
人
の
自
由

に
任
せ
て
欲
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
色
々
な
關
係
か
ら
已
む
を
得
ず
し
て
法
律
が
出
來

る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
併
し
精
神
的
文
化
の
方
向
に
對
し
て
は
、
出
來
る
だ
け
自
由
が
保
存
さ
れ
て
欲

し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
人
が
自
分
の
言
語
、
自
分
の
使
ふ
文
字
を
美
し
く
し
、
正
確
に
し
、

或
は
根
據
の
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
い
ふ
努
力
が
あ
る
に
拘
ら
ず
、
之
を
法
律
の
力
で
以
て
劃
一
し
よ

う
と
い
ふ
の
は
、
精
神
的
文
化
の
自
由
に
對
し
非
常
な
る
苛
酷
な
遣
方
で
あ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
近
來
文
部
省
が
軍
事
敎
育
を
學
校
に
入
れ
よ
う
と
し
て
、
そ
の
爲
に
多
く
の
人
々
が
反
對
し

異
議
を
唱
へ
て
居
り
ま
す
。
今
度
の
假
名
遣
及
び
以
前
の
漢
字
制
限
の
如
き
も
、
全
く
そ
れ
と
同
じ
こ

と
で
あ
つ
て
、
唯
だ
體
操
と
精
神
的
問
題
と
の
方
向
が
違
ふ
だ
け
で
、
や
は
り
い
ろ
い
ろ
の
人
が
個
人

的
の
發
展
を
し
よ
う
と
す
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
い
ふ
遣
方
は
同
じ
で
す
。
然
る
に
軍
事
敎
育
問
題

に
就
い
て
は
あ
の
や
う
に
反
對
し
な
が
ら
、
今
こ
の
假
名
遣
問
題
に
就
い
て
は
世
論
が
沸
騰
し
な
い
と

云
ふ
の
は
果
し
て
ど
う
い
ふ
わ
け
で
せ
う
か
。
わ
た
く
し
は
遺
憾
な
が
ら
之
を
目
し
て
、
日
本
人
が
精

神
的
文
化
と
い
ふ
方
向
に
對
し
て
甚
だ
冷
淡
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
の
證
據
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
す
。

次
は
第
二
の
動
機
た
る
能
率
主
義
に
就
い
て
述
べ
ま
す
が
、
國
語
調
査
會
が
こ
の
假
名
遣
案
を
斯
く
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決
定
し
た
の
は
、
小
學
兒
童
の
敎
育
の
能
率
を
高
め
よ
う
と
い
ふ
事
に
あ
る
の
だ
さ
う
で
あ
り
ま
す
。

併
し
何
の
能
率
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
そ
の
點
は
甚
だ
明
瞭
に
な
つ
て
居
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
小
學

校
に
漢
字
を
敎
へ
る
爲
に
、
或
は
在
來
の
古
典
的
假
名
遣
を
課
す
る
爲
に
兒
童
の
知
識
を
得
る
能
率
が

弱
め
ら
れ
る
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
煩
雜
な
る
も
の
を
學
ぶ
努
力
の
間
に
兒

童
の
精
神
的
の
智
能
が
餘
計
に
磨
か
れ
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
是
は
わ
た
く
し
が

敢
て
奇
矯
の
言
を
弄
す
る
の
で
無
く
、
嚮
に
も
述
べ
た
通
り
、
昨
年
佛
蘭
西
に
於
て
中
學
校
の
羅
甸
語

敎
育
を
廢
止
す
る
か
或
は
一
層
之
を
增
す
べ
き
か
と
い
ふ
問
題
が
盛
に
議
論
さ
れ
た
際
に
、
彼
國
の
知

名
の
政
治
家
及
び
學
者
が
云
つ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
卽
ち
彼
等
の
議
論
を
綜
合
す
る
に
、
我
々
は
羅

甸
語
と
い
ふ
も
の
を
習
ふ
爲
に
非
常
に
努
力
し
た
。
そ
し
て
今
或
一
派
の
人
々
が
羅
甸
語
は
中
學
か

ら
廢
し
て
も
宜
い
と
い
ふ
議
論
を
す
る
の
に
、
そ
の
や
う
に
明
瞭
な
美
し
い
議
論
を
さ
れ
た
の
は
、
結

局
お
互
が
精
神
敎
育
を
羅
甸
語
に
由
つ
て
受
け
た
結
果
で
あ
る
、
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
か
う
い
ふ

風
に
考
へ
て
來
る
と
、
兒
童
の
敎
育
の
能
率
を
增
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
實
は
國
語
調
査
會
の
人
々
が
さ

う
明
瞭
に
意
識
し
て
居
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
來
の
意
味
は
次
の
如
き
で
あ
ら
う

と
思
ひ
ま
す
。

今
日
の
文
化
敎
育
の
方
向
に
は
精
神
文
化
的
敎
育
と
自
然
科
學
的
敎
育
と
の
大
き
な
二
つ
が
對
時

し
て
居
ま
す
が
、
前
者
に
は
古
典
敎
育
が
主
と
な
つ
て
居
て
、
そ
の
不
便
の
ゆ
ゑ
に
自
然
科
學
的
敎
育
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の
方
面
の
能
率
を
增
す
こ
と
が
出
來
な
い
。
卽
ち
今
ま
で
曖
昧
に
且
つ
漫
然
と
能
率
が
惡
い
と
か
良

い
と
か
云
つ
て
ゐ
る
の
は
、
精
神
的
文
化
敎
育
の
能
率
の
方
で
は
無
く
、
こ
の
後
者
の
敎
育
の
能
率
を

云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
物
理
學
其
他
の
自
然
科
學
を
能
く
敎
ふ
べ
き
か
、
古
典
的
の
精
神
文
化
敎
育
を

能
く
敎
ふ
べ
き
か
と
い
ふ
根
本
問
題
に
先
づ
決
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
氣
が
付
か
ず
、
漫

然
と
能
率
と
い
ふ
風
な
も
の
を
漁
つ
て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
問
題
は
非
常
に
厄
介
な
問
題
で
、

今
直
ち
に
之
を
決
定
し
去
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
な
が
ら
若
し
古
典
へ
向
つ
て

行
く
―
―
古
典
を
遠
景
と
す
る
所
の
精
神
文
化
敎
育
が
廢
れ
て
、
單
に
自
然
科
學
と
い
ふ
も
の
が
盛
に

な
つ
た
文
明
と
い
ふ
も
の
を
想
像
し
て
見
た
ら
ば
ど
う
で
あ
ら
う
。
吾
人
は
今
之
に
對
す
る
結
論
を

し
な
い
け
れ
ど
も
、
所
謂
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
さ
う
云
ふ
文
明
の
空
氣
を
髣
髴
せ
し
め
る
言
葉
で
は

無
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
精
神
的
文
化
的
敎
育
と
離
れ
た
自
然
科
學
的
敎
育
と
い
ふ
も
の
は
、

旣
に
我
々
が
そ
の
缺
點
を
感
じ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
第
三
に
重
大
な
る
動
機
が
無
意
識
の
間
に
今
度
の
假
名
遣
や
前
の
漢
字
制
限
の
決
定
を

助
け
て
ゐ
る
と
い
ふ
議
論
に
移
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
國
語
調
査
會
の
各
委
員
及
び
そ
れ
に
雷
同
す
る

人
々
の
間
に
明
に
自
覺
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
な
が
ら
、
今
や
日
本
の
文
明
が
或
は
一
轉
化
に
向
ひ
つ
つ

あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
事
實
に
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
卽
ち
日
本
人
は
印
度
及
び
支
那
の
文
化
、

槪
し
て
所
謂
東
洋
的
文
化
―
―
近
頃
人
に
知
ら
れ
て
居
る
そ
の
代
表
者
と
し
て
は
タ
ゴ
オ
ル
が
あ
り
、

8
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辜
鴻
銘
又
は
孫
文
が
あ
り
ま
す
が
、
さ
う
い
ふ
風
な
東
洋
的
文
化
の
方
向
か
ら
し
て
、
泰
西
の
文
化
に

移
ら
う
と
い
ふ
一
轉
化
の
モ
メ
ン
ト
に
立
つ
て
居
ま
す
。
か
う
云
ふ
際
の
國
民
の
無
意
識
的
欲
求
が

知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
動
い
て
、
今
度
の
假
名
遣
問
題
の
決
定
を
見
る
重
要
な
一
つ
の
動
機
に
な
つ
た

と
わ
た
く
し
は
考
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
例
へ
ば
、
日
本
語
と
い
ふ
も
の
は
貧
弱
で
あ
つ
て
、
或
は
漢

語
を
借
り
な
け
れ
ば
到
底
細
か
い
こ
と
を
言
ひ
現
は
す
こ
と
の
出
來
な
い
場
合
が
多
く
、
こ
の
事
は
西

洋
の
心
理
學
的
若
く
は
文
學
的
著
述
を
飜
譯
し
て
見
る
と
最
も
容
易
に
解
り
ま
す
が
、
普
通
に
用
ひ
て

居
る
日
本
語
で
は
到
底
之
を
現
は
す
こ
と
が
出
來
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
爲
に
は
可
な
り
多
く

の
漢
字
と
漢
語
と
を
用
ひ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
試
み
に
「
美
し
い
も
の
」
と
「
好
い
も
の
」
と
に

關
す
る
意
味
を
現
は
す
日
本
語
の
種
類
を
擧
げ
て
見
れ
ば
直
ぐ
に
こ
の
事
が
感
ぜ
ら
れ
ま
す
。
若
し

文
部
省
が
制
限
し
た
漢
字
の
範
圍
に
從
つ
て
我
々
が
感
情
な
り
思
想
な
り
を
現
は
さ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
多
く
の
漢
字
制
限
論
者
が
夢
想
す
る
や
う
に
、
そ
の
爲
に
日
本
語
が
自
然
に
豐
富
に
な
る
と
い

ふ
こ
と
は
決
し
て
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
場
合
に
は
ど
う
な
る
か
と
云
ふ
と
、
今
ま
で
用
ひ
て

來
た
漢
字
及
び
漢
語
の
代
り
に
、
我
々
の
文
章
へ
英
語
な
り
佛
語
な
り
獨
逸
語
な
ど
が
盛
に
這
入
つ
て

來
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
卽
ち
外
國
語
が
國
語
に
混
つ
て
這
入
つ
て
來
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
漢
字
制
限
の
方
針
を
突
き
詰
め
て
行
く
と
、
我
々
が
今
よ
り
も
遙
か
に
多
く
の
西
洋
語
を

用
ひ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
狀
態
を
招
致
し
ま
す
。
卽
ち
東
洋
文
化
か
ら
西
洋
文
化
へ
遷
る
無
意
識
の
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傾
向
が
國
語
國
字
の
上
に
も
現
は
れ
て
行
き
ま
す
。
さ
う
な
る
と
、
多
く
の
人
々
が
敎
育
の
能
率
を
增

す
と
云
つ
て
ゐ
る
事
が
略
ぼ
解
決
さ
れ
る
や
う
に
思
ひ
ま
す
。
卽
ち
彼
等
が
今
日
無
意
識
に
言
つ
て

ゐ
る
所
の
「
漢
文
は
覺
え
な
く
て
も
よ
い
か
ら
、
西
洋
語
を
能
く
覺
え
さ
せ
て
、
外
國
語
に
能
く
通
じ

さ
せ
よ
う
」
と
云
ふ
こ
と
に
結
局
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
大
勢
が
さ
う
な
る
な
ら
ど
う
も
仕
方
が
無
い

と
し
て
、
さ
て
さ
う
な
る
と
更
に
新
し
い
問
題
が
起
り
ま
す
。
前
に
述
べ
た
通
り
、
人
間
は
必
ず
徹
底

し
な
け
れ
ば
承
知
し
な
い
性
質
を
持
つ
て
居
ま
す
か
ら
、
西
洋
語
の
助
け
に
依
つ
て
文
章
を
書
く
中
に

は
、
そ
の
西
洋
語
を
日
本
化
さ
せ
る
。
―
―
日
本
人
は
よ
く
同
化
す
る
か
ら
―
―
さ
う
す
る
と
今
度
は

西
洋
の
古
典
と
い
ふ
も
の
、
卽
ち
希
臘
語
及
び
そ
の
歷
史
傳
說
、
羅
甸
語
及
び
そ
の
歷
史
傳
說
と
い
ふ

風
な
も
の
を
詳
し
く
究
め
な
け
れ
ば
ほ
ん
た
う
に
承
知
し
な
い
や
う
に
な
る
の
は
當
然
で
す
。
そ
こ

で
一
方
に
東
洋
の
精
神
的
文
化
の
古
典
は
捨
て
た
が
、
西
洋
の
精
神
的
文
化
の
古
典
を
澤
山
學
ば
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
う
し
て
又
そ
れ
を
學
生
に
負
擔
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と

に
な
り
ま
す
。
若
し
そ
れ
で
は
困
る
と
い
う
た
な
ら
ば
、
精
神
的
文
化
の
方
向
に
於
て
日
本
國
民
を
悉

く
中
途
半
端
な
植
民
地
的
人
物
に
墮
落
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
若
し
國
語
調
査
會
の
委
員
逹
が
、

東
洋
の
古
典
か
ら
去
つ
て
西
洋
の
古
典
に
就
か
せ
、
東
洋
主
義
か
ら
西
洋
主
義
に
就
か
せ
る
と
云
ふ
事

が
日
本
の
國
民
を
良
く
す
る
と
い
ふ
風
に
考
へ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
見
識
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
そ
れ
が
た
め
に
學
生
の
負
擔
が
輕
く
な
る
と
い
ふ
風
に
考
へ
た
ら
、
そ
れ
は
大
間
違
で
あ
り
ま
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す
。
か
く
考
察
し
て
く
る
と
、
漢
字
制
限
や
新
假
名
遣
の
問
題
は
、
一
見
限
ら
れ
た
る
問
題
の
や
う
に

思
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
哲
學
的
背
景
を
取
つ
て
審
にあ

げ
つ論ら

ふ
と
非
常
な
る
大
問
題
に
面

接
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
果
し
て
國
語
調
査
會
の
當
局
者
は
そ
れ
だ
け
の
覺
悟
が
あ
つ
て
議
決
し
た

こ
と
で
あ
る
か
、
ど
う
か
。

わ
た
く
し
の
述
べ
た
い
と
思
つ
た
所
の
大
體
の
趣
旨
は
以
上
の
如
く
で
す
が
、
猶
わ
た
く
し
が
假
名

遣
及
び
漢
字
と
い
ふ
問
題
に
對
し
功
利
的
の
考
を
附
加
へ
て
云
ふ
と
、
日
本
人
は
特
殊
の
歷
史
か
ら
し

て
東
洋
の
學
問
を
硏
究
す
る
の
に
便
宜
を
持
つ
て
居
ま
す
。
加
ふ
る
に
東
洋
に
於
て
最
近
數
十
年
來

泰
西
の
文
化
を
も
硏
究
す
る
路
を
開
い
て
居
ま
す
。
然
る
に
支
那
は
現
在
の
や
う
な
狀
態
に
在
り
ま

す
。
支
那
自
身
が
現
在
無
爲
に
し
て
遺
し
つ
つ
あ
る
大
問
題
、
卽
ち
支
那
を
硏
究
す
る
と
い
ふ
こ
と

は
、
そ
れ
に
就
い
て
日
本
の
學
者
が
最
も
良
い
位
置
に
在
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
今
我
々
が
漢
字

を
用
ひ
漢
語
を
讀
む
と
い
ふ
こ
と
は
、
少
く
と
も
支
那
の
硏
究
に
、
そ
の
文
化
的
方
面
の
み
な
ら
ず
、

經
濟
的
方
面
に
於
て
も
有
力
な
る
後
援
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
文
化
の
轉
化
が
前
段
に

豫
想
し
た
や
う
に
層
一
層
泰
西
主
義
に
傾
く
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
少
く
と
も
そ
れ
ま
で

に
、
現
に
我
々
が
漢
字
に
對
す
る
理
解
及
び
同
情
を
持
つ
て
居
る
間
に
支
那
の
硏
究
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
か
う
い
ふ
有
力
な
後
援
は
泰
西
の
諸
國
に
於
て
決
し
て
見
出
す
こ
と
が
出
來

な
い
。
卽
ち
我
々
は
東
西
の
文
化
を
味
ひ
咀
嚼
す
る
こ
と
に
於
て
非
常
な
贅
澤
な
位
地
に
あ
る
の
で
、
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こ
の
位
地
を
維
持
し
善
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
我
々
は
漢
字
の
み
な
ら
ず
、
さ
う
い

ふ
文
化
生
活
を
な
す
た
め
に
は
非
常
に
豐
富
な
る
材
料
を
有
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
思
う
て
自
愛
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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