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憲
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序　

 「
終
戦
」
で
吹
い
た
の
は
神
風
だ
っ
た

　

元
寇
（
１
２
７
４
年
の
文
永
の
役
、
１
２
８
１
年
の
弘
安
の
役
）
は
、
二
度
と
も
神
風
（
時
な
ら
ぬ
台
風
の
襲
来
）

に
よ
る
勝
利
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
日
本
降
伏
の
日
に
も
、
も
う
一
度
神
風
が

吹
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
憲
法
と
呼
ば
れ
る
「
日
本
国
憲
法
」
の
押
し
付
け
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ

し
く
神
風
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
一
部
の
人
が
言
う
よ
う
に
戦
勝
国
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
押
し
付
け
だ
っ
た
の
で
す

か
ら
。
押
付
け
で
な
く
て
、ど
う
し
て
こ
ん
な
絶
対
平
和
の
憲
法
な
ど
、自
分
の
手
で
作
り
ま
し
ょ
う
か
、作
れ
ま
し
ょ

う
か
。
だ
か
ら
神
風
で
す
。
神
風
の
仕
業
で
す
。
…
…
…
こ
の
お
か
げ
で
、
日
本
は
以
後
六
十
余
年
も
の
平
和
を
保
っ

て
き
た
の
で
す
か
ら
。
…
…
…
と
人
は
言
い
た
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、
こ
れ
は
全
く
間
違
っ
た
解
釈
で
す
。

　

な
ぜ
か
？　

六
十
余
年
の
平
和
と
は
、
ア
メ
リ
カ
氏
の
隷
属
犬
と
し
て
飼
わ
れ
た
動
物
と
し
て
の
身
の
安
全
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。
で
も
、
や
は
り
神
風
な
の
で
す
。
な
ぜ
か
？　

こ
の
お
か
げ
で
日
本
が
日
本
に
目
覚
め
ま
す
。
全
世

界
が
こ
れ
か
ら
こ
の
憲
法
の
お
か
げ
で
、
恒
久
平
和
の
歴
史
の
時
代
に
移
れ
ま
す
か
ら
。
但
し
、
そ
れ
に
は
一
つ
の

大
事
な
条
件
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
秘
密
が
日
本
国
憲
法
の
「
前
文
」
の
中
に
秘
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
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一
、 

君
知
る
や　
「
日
本
国
憲
法
」「
前
文
」
に
秘
め
ら
れ
た

  

地
球
開
闢
の
真
義

　

皆
さ
ま

　

日
本
国
憲
法
の
「
前
文
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
…
…
…
…
…
、
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ

れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。」
と

　

右
の
前
提
条
件
あ
れ
ば
こ
そ
、
有
名
な
第
九
条
が
成
り
立
ち
ま
す
。

　
　

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
。

（
注
）
傍
線
は
筆
者
が
付
す

　

即
ち
日
本
国
の
永
久
の
、
一
つ
、
戦
争
の
放
棄
と
、
二
つ
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
の
放
棄
の
条
項
で
す
。
こ

れ
で
有
史
以
来
最
初
の
平
和
国
家
「
日
本
」
が
出
現
し
ま
し
た
。
で
も
、
エ
ヘ
ン
と
日
本
が
威
張
る
た
め
に
は
、
絶

対
二
つ
の
事
が
必
要
で
す
。
一
つ
は
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
を
結
ん
で
、
日
本
の
空
に
核
の
傘
を
張
り
め
ぐ
ら
し
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て
お
い
て
貰
う
こ
と
。
で
も
、
こ
れ
百
パ
ー
セ
ン
ト
絶
対
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
だ
っ
て
国
益
の
た
め
に
、

知
ら
ん
プ
リ
を
し
た
り
、
手
抜
き
を
す
る
こ
と
が
無
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
ど
う
し
ま
す
か
。
そ
の
時
あ
わ
て
て
は

い
け
な
い
た
め
に
、
平
素
か
ら
忠
犬
ハ
チ
公
み
た
い
に
準
属
国
に
な
っ
て
い
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。
マ
ア
、
奴
隷
犬
、

つ
ま
り
動
物
で
す
ね
。
こ
れ
だ
っ
て
絶
対
安
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
犬
で
す
か
ら
ね
、
ポ
イ
と
都
合
に
よ
っ
て
見
捨

て
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
平
和
国
家
「
日
本
」
の
実
状
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
動
物
犬
に
な
り
下
が
り
た
く
な
い
な
ら
、
ま
た
ど
ん
な
事
が
あ
っ
て
も
平
和
国
家
で
あ
り
た
い
な
ら
、

も
う
一
つ
の
条
件
が
絶
対
に
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
筆
頭
に
前
記
し
た
日
本
国
憲
法
の
「
前
文
」
で
す
。
も
う
一

度
記
し
ま
す
。

　
　「�

日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
…
…
…
…
…
、
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、

わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。」

　

こ
れ
を
空
念
仏
に
し
な
い
こ
と
。
他ひ

と人
頼
み
、
空
頼
み
、
お
天
気
ま
か
せ
に
し
な
い
こ
と
。
必
ず
日
本
国
の
手
で

右
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
。
つ
ま
り
全
世
界
諸
国
民
が
「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
」
に
な
っ
て
下
さ
る
こ
と
。「
公
正
と

信
義
に
信
頼
」
で
き
る
人
に
全
世
界
諸
国
民
が
な
っ
て
貰
う
こ
と
。
も
し
こ
の
前
提
条
件
が
な
け
れ
ば
、
日
本
国
憲

法
な
ん
て
ア
ブ
ク
で
す
、
仮
空
の
空そ
ら
ご
と事

の
ニ
セ
憲
法
で
す
。
だ
か
ら
一
部
の
人
々
が
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
憲
法
」「
押
し

付
け
憲
法
」
と
言
っ
て
馬
鹿
に
す
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
早
く
憲
法
改
正
せ
よ
と
か
、
戦
力
を
持
て
と
か
、
核
装
備

ま
で
せ
よ
と
か
言
う
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
単
な
る
戦
争
愛
好
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
愛
国
者
で
す
。
で
す
け
ど
、

過
去
の
一
度
犯
し
た
過
ち
の
道
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
で
す
。
ど
う
し
ま
す
か
？
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こ
こ
で
決
断
が
日
本
人
に
必
要
で
す
。
や
は
り
日
本
国
憲
法
の
「
前
文
」
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
私

達
の
手
で
、
全
世
界
諸
国
民
を
「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
」
に
変
え
る
こ
と
。「
公
正
と
信
義
に
信
頼
」
で
き
る
全
人

類
に
切
り
変
わ
っ
て
貰
う
こ
と
。
こ
れ
以
外
に
道
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
で
き
る
か
、
ユ
メ
み
た
い
な
事
言
う
な
。
そ
れ
な
ら
、
日
本
国
憲
法
を
改
正
し
て
下
さ
い
。

再
軍
備
で
も
何
で
も
し
て
下
さ
い
。
で
な
い
と
日
本
は
い
つ
か
必
ず
滅
び
ま
す
。
そ
れ
と
も
、永
久
に
ア
メ
リ
カ
氏
か
、

ど
な
た
氏
か
、
強
い
人
の
飼
い
犬
に
甘
ん
じ
ま
す
か
。
二
者
択
一
で
す
。

　

再
軍
備
か
？　

飼
い
犬
か
？　

…
…
…
そ
の
ど
ち
ら
も
嫌
な
ら
、
日
本
人
の
誇
り
の
た
め
に
、
こ
こ
ら
で
腹
を
く

く
っ
て
、
腹
を
切
る
覚
悟
を
し
て
、
日
本
国
憲
法
の
「
前
文
」
を
成
就
さ
せ
た
ら
い
か
が
で
す
か
？　

私
が
八
月
十
五

日
「
敗
戦
の
日
」
に
、
神
風
が
吹
い
た
と
言
っ
た
の
は
、
こ
こ
の
事
で
す
。
あ
の
日
、
日
本
は
焼
土
作
戦
、
全
員
玉

砕
戦
法
も
考
え
て
い
ま
し
た
。
昭
和
天
皇
の
裁
断
で
降
伏
し
ま
し
た
。
そ
の
か
わ
り
天
か
ら
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
憲
法
が

落
っ
こ
ち
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
神
風
で
す
。
ど
う
せ
腹
を
切
る
な
ら
世
界
の
た
め
に
腹
を
切
り
ま
せ
ん
か
。
即
ち

日
本
国
憲
法
「
前
文
」
の
成
就
で
す
。
日
本
人
が
決
断
し
て
、
こ
れ
か
ら
全
世
界
の
地
球
人
を
平
和
を
愛
す
る
諸
国

民
に
変
え
る
、
命
が
け
の
仕
事
に
と
り
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
ユ
メ
の
よ
う
な
事
、
成
せ
ば
成
る
で
す
。

日
本
の
独
立
と
名
誉
の
た
め
に
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
世
界
の
た
め
で
す
。
こ
れ
か
ら
そ
の
方
法
、
い
き
さ
つ
等
に
つ

い
て
い
ろ
い
ろ
書
い
て
み
ま
す
。

　

皆
さ
ま
、
そ
の
前
に
一
言
。
ユ
ネ
ス
コ
憲
章
を
ご
存
知
で
す
か
、
そ
の
「
前
文
」
に
こ
う
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
戦

争
は
人
の
心
の
中
で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、人
の
心
の
中
に
平
和
の
と
り
で
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

こ
れ
は
地
球
人
類
を
愛
の
人
類
に
切
り
替
え
よ
う
と
い
う
大
仕
事
で
す
。
思
い
切
っ
た
こ
と
を
記
し
て
あ
る
も
の
で
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す
。
で
も
、
ま
だ
実
現
を
み
て
い
ま
せ
ん
。
私
達
日
本
人
は
、
ユ
ネ
ス
コ
に
代
っ
て
、
そ
れ
よ
り
一
歩
早
く
、
独
自

の
力
と
方
法
で
や
り
抜
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ユ
ネ
ス
コ
待
ち
で
ア
テ
に
し
て
い
た
ら
、
い
つ
の
日
か
ポ
カ
ン
と
日

本
の
独
立
が
脅
か
さ
れ
ま
す
か
ら
。

二
、
人
間
と
は
何
か
、
こ
の
至
大
の
難
問

〈
三
つ
の
問
い
〉

1
、�

地
球
人
が
そ
っ
く
り
、
そ
の
心
が
愛
の
人
に
変
わ
れ
ば
、
地
球
か
ら
戦
争
が
無
く
な
る
。
理
窟
は
単
純
で
す
。

そ
ん
な
事
が
出
来
る
の
で
す
か
。

2
、�

人
は
戦
争
を
す
る
も
の
、
こ
れ
が
常
識
で
す
。
人
は
戦
争
を
通
じ
て
、
そ
の
文
明
が
発
達
し
て
き
た
、
こ
れ
が

歴
史
で
す
。

3
、�

人
が
愛
の
人
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
成
れ
る
の
で
す
か
。
日
本
人
に
そ
ん
な
大
そ
れ
た
〈
人
類

全
体
を
愛
の
人
に
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
、〉
大
仕
事
が
や
れ
る
の
で
す
か
。

　

先
ず
、「
人
間
と
は
何
か
」
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

初
め
に
、私
は「
日
本
人
は
犬
に
な
り
下
が
っ
て
い
る
」と
言
い
ま
し
た
。
人
は
犬
に
な
れ
る
の
で
す
か
。
成
れ
ま
す
。
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犬
よ
り
下
に
も
成
れ
ま
す
。
狼
と
か
、
鬼
ま
で
成
れ
ま
す
。
今
ま
さ
に
〈
鬼
さ
ん
文
明
花
盛
り
〉
に
な
り
か
か
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
、核
戦
争
の
危
機
と
か
、地
球
温
暖
化
・
地
球
環
境
破
壊
と
か
、も
う
一
つ
ま
さ
に
こ
れ
が
鬼
の
仕
業
、

人
類
の
経
済
格
差
の
酷ひ
ど

さ
。
六
秒
間
に
一
人
ず
つ
飢
え
て
死
ぬ
（
飢
餓
人
口
約
十
億
人
）。
そ
れ
な
の
に
毟む
し

り
取
る
こ

と
を
放
任
し
て
い
る
・
競
い
合
っ
て
い
る
〈
自
由
主
義
〉
と
か
〈
民
主
主
義
〉
と
か
呼
ぶ
誇
ら
し
げ
な
歪
い
び
つ

社
会
に
平

気
で
住
ん
で
い
る
。
そ
う
で
し
ょ
う
、
た
と
え
ば
世
界
の
一
年
間
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）
は
約
五
〇
〇
〇
兆
円
。

世
界
人
口
は
六
七
億
人
な
ら
、
一
人
あ
た
り
約
七
五
万
円
に
な
り
ま
す
。
四
人
家
族
な
ら
三
〇
〇
万
円
。
日
本
で
は

ギ
リ
ギ
リ
で
す
が
、
外
国
で
な
ら
悠
々
生
活
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
だ
っ
た
ら
飢
え
る
人
は
一
人
も
い
な
い
筈
。
何
か

が
お
か
し
い
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
世
界
の
富
の
40
パ
ー
セ
ン
ト
は
0
・
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
が
所
有
し
、
わ

ず
か
1
パ
ー
セ
ン
ト
の
富
に
50
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
口
が
し
が
み
付
い
て
い
る
と
か
。
こ
れ
っ
て
鬼
社
会
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
人
は
鬼
に
ま
で
成
れ
る
の
で
す
。

　

そ
れ
な
ら
、
神
さ
ま
に
は
成
れ
な
い
の
で
す
か
。
も
し
な
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
絶
対
平
和
、
ユ
ネ
ス
コ
憲
章

の
言
う
恒
久
平
和
「
人
の
心
の
中
に
平
和
の
と
り
で
が
築
か
れ
た
」
暁
の
（
戦
争
が
消
え
た
）
夢
の
現
実
世
界
で
す
。

ユ
ネ
ス
コ
憲
章
「
前
文
」
が
嘘
を
吐
い
て
い
な
け
れ
ば
、
ユ
ネ
ス
コ
は
人
は
神
さ
ま
に
成
れ
る
、
世
界
の
人
全
部
を

神
さ
ま
に
し
た
い
成
れ
る
か
ら
と
、
世
界
に
率
先
し
て
叫
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
本
当
に
人
は
神
さ
ま
に
成
れ
る
か
？

　

鬼
に
な
っ
た
り
、
神
さ
ま
に
成
っ
た
り
、
人
間
は
器
用
に
上
に
も
下
に
も
行
け
る
も
の
で
す
か
？　

こ
れ
が
「
人

間
と
は
何
か
」
で
す
。

　

私
は
、
人
を
十
段
階
に
、
上
は
ピ
ン
（
神
さ
ま
）
か
ら
人
は
キ
リ
（
鬼
）
に
ま
で
、
登
り
降
り
す
る
も
の
（
つ
ま

り
進
化
し
た
り
、
墮
落
し
た
り
が
出
来
る
も
の
）、
そ
う
考
え
て
『
表
』
を
作
っ
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
を
示
す
前
に
、
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先
ず
私
達
日
本
人
が
登
っ
た
り
降
り
た
り
し
た
過
去
の
歴
史
を
考
え
て
み
ま
す
。

三
、
幼
年
期
・
少
年
期
・
青
年
期
、
そ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
壮
年
期

１
、
日
本
の
国
産
み
を
し
た
聖
徳
太
子

　

人
に
人
格
が
あ
る
よ
う
に
、
国
に
は
国
柄
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
国
体
が
ハ
ッ
キ
リ
意
識
自
覚
さ
れ
（
注
、
物
心
つ
き
）、

内
外
に
明
ら
か
な
形
で
表
出
さ
れ
た
の
は
、
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
で
す
。
有
名
な
隋
の
煬
帝
へ
の
国
書
「
日
出
づ
る

と
こ
ろ
の
天
子
、
日
没
す
る
と
こ
ろ
の
天
子
に
書
を
致
す
、
恙
つ
つ
が

な
き
や
」。
こ
れ
は
日
本
の
独
立
を
外
交
の
上
で
鮮
明

に
し
、
邪
馬
台
国
と
は
異
質
の
存
在
（
中
国
の
四
囲
の
朝
貢
国
に
非
ざ
る
存
在
）
を
、
内
外
に
闡せ
ん
め
い明

し
た
、
大
和
政

権
の
世
界
史
へ
の
夜
明
け
で
す
。

　

日
本
は
物
真
似
・
猿
真
似
上
手
、
外
来
文
化
の
攝
取
で
肥ふ
と

っ
た
要
領
の
い
い
国
家
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
見

当
違
い
で
す
。
内
に
あ
る
天
分
を
外
に
発
揮
す
る
幼
年
期
・
少
年
期
に
学
習
と
体
験
が
不
可
欠
で
あ
る
の
と
同
じ
よ

う
に
、
天
分
発
現
の
歴
史
期
間
を
見
て
そ
う
評
さ
れ
る
の
で
す
。

　

天
分
の
目
覚
め
自
覚
が
聖
徳
太
子
の
飛
鳥
時
代
で
、
大
化
の
改
新
を
経
て
、
奈
良
朝
で
こ
の
天
分
が
国
体
と
し
て

国
史
に
記
さ
れ
ま
す
。
こ
の
記
す
作
業
が
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
で
し
た
。
国
体
と
は
万
世
一
系
の
天
皇
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が
し
ろ
し
め
す
国
、
そ
の
源
に
神
話
（
天あ
め
つ
ち地

の
初は
じ
め発

の
三
位
一
体
の
神
と
、
陰
陽
二
神
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
産

ん
だ
国
々
・
神
々
・
人
・
万
物
と
、
と
り
わ
け
三
み
は
し
ら
の
う
ず
の
み
こ

貴
子
の
筆
頭
天
照
大
神
の
本
流
で
あ
る
ニ
ニ
ギ
の
霊
統
を
代
々

伝
え
る
日
本
国
の
天
皇
た
ち
と
い
う
形
で
）、
こ
の
神
話
に
基
づ
い
て
日
本
国
の
国
体
を
形
成
さ
せ
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
日
本
の
国
体
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
宇
宙
初
発
の
、
い
わ
ば
創
造
主
の
生
成
の
目
的
を
完
遂
す
る
こ
と
。

こ
こ
で
目
的
論
的
に
宇
宙
が
と
ら
え
ら
れ
ま
す
、
生
成
の
目
的
あ
り
と
。
こ
こ
が
西
欧
文
化
の
粋
で
あ
る
自
然
科
学

と
分わ

か岐
れ
る
点
。
東
洋
で
は
、
な
か
ん
ず
く
日
本
の
文
化
で
は
、
自
然
界
は
（
宇
宙
は
）
生
き
も
の
、
生
命
と
し
て

受
け
と
り
ま
す
。
だ
か
ら
生
成
に
目
的
あ
り
。
生
き
も
の
で
す
か
ら
。
そ
の
目
的
と
は
自
己
貫
徹
。
自
己
と
は
愛
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
宇
宙
だ
け
あ
っ
て
、
私
が
無
い
の
が
無
い
よ
う
に
、
私
が
在
っ
て
、
宇
宙
が
無
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
私
は
宇
宙
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
我
れ
在
り
。
換
言
す
る
と
、
意
識
と
は
生
命
で
あ
り
愛
で
す
。

　

こ
れ
以
上
の
愛
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
が
そ
っ
く
り
宇
宙
大
に
ハ
マ
ッ
テ
し
ま
い
ま
し
た
。
一
切
万
物
衆し
ゅ
じ
ょ
う生�

─�

何
の
こ
と
は
な
い
私
で
す
。
何
だ
か
落
と
し
噺
に
聞
こ
え
ま
す
が
…
…
…
…
宇
宙
は
自
己
増
殖
を
つ
づ
け
る
生

き
も
の
で
す
。
蒸む

す
霊ひ

で
す
、
ム
ス
ヒ
は
結
び
で
す
。
で
す
か
ら
自
己
完
結
し
ま
す
。
そ
れ
は
愛
の
結
実
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
日
本
の
国
体
と
は
、
そ
も
そ
も
宇
宙
の
自
己
完
結
を
つ
づ
け
る
姿
を
、
日
本
の
歴
史
に
う
つ
し
と
ら

せ
る
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
（
国
柄
）
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
日
本
の
歴
史
は
地
球
全
体
の
愛
の
結
実
で

終
わ
り
ま
す
。
こ
こ
で
ユ
ネ
ス
コ
憲
章
「
前
文
」
と
ピ
タ
リ
一
致
し
ま
す
。
ま
た
、日
本
国
憲
法
「
前
文
」
の
貫
徹
が
、

そ
の
役
目
（
天
命
）
と
な
り
ま
す
。

　

と
い
う
訳
で
、
聖
徳
太
子
は
次
に
（
独
立
闡せ
ん
め
い明
の
次
に
）、
仏
教
を
と
り
あ
げ
国
に
定
着
さ
せ
て
、
幼お
さ
な
ご児
日
本
国
の

背
骨
を
作
る
仕
事
を
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
し
に
、
有
名
な
「
憲
法
十
七
条
」
と
「
冠
位
十
二
階
」
で
、
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日
本
国
の
君
（
天
皇
）
と
臣
と
の
分
を
明
ら
か
に
し
て
、
臣
の
心
構
え
を
厳
し
く
示
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
日
本
国

の
進
む
べ
き
大
方
向
を
「
和
」
に
あ
る
ぞ
と
明
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
和
と
は
君
臣
の
和
、
人
の
和
は
勿
論
で
す
が
、

実
は
神
と
人
の
大
和
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
考
え
ま
す
。
こ
れ
は
国
体
の
完
結
と
地
球
の
愛
の

結
実
と
深
く
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
何
と
し
て
も
中
国
の
律
令
制
度
を
取
り
入
れ
て
、
天
皇
を
中
心
に
し
た
日
本
国
の
律
令
体
制
を
確
立

さ
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
、
中
央
集
権
化
で
す
。
こ
の
仕
事
は
後
に
委
せ
る
た
め
に
、
さ
っ
ー
と
身
を
ひ
か
れ
ま
し
た
。

２
、
権
力
と
権
威
、
動
物
に
無
く
て
人
間
に
あ
る
こ
の
二
つ
の
も
の

　

人
間
と
い
う
も
の
は
二
つ
の
も
の
が
無
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
。
一
つ
は
食
、
こ
れ
は
体
を
支
え
る
も
の
。
こ

れ
は
動
物
な
ら
（
生
物
な
ら
）
皆
等
し
く
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
。
し
か
し
も
う
一
つ
、動
物
に
は
必
要
が
な
い
が
、

人
に
だ
け
は
不
可
欠
な
も
の
、
権
威
（
ひ
ろ
い
意
味
で
精
神
の
糧か
て

）。

　

食
は
動
物
な
ら
拾
っ
て
得
ら
れ
る
が
、
人
間
の
場
合
は
集
団
と
し
て
組
織
的
に
、
高
度
な
よ
り
多
量
の
食
を
得
よ

う
と
す
る
か
ら
、
組
織
者
つ
ま
り
支
配
者
が
必
要
で
あ
り
、
こ
こ
に
支
配
と
被
支
配
と
い
う
形
で
権
力
が
生
ま
れ
る
。

だ
か
ら
、人
間
に
お
い
て
、不
可
欠
な
二
つ
は
食
を
確
保
す
る
た
め
の
権
力
と
、も
う
一
つ
、精
神
の
糧
の
た
め
の
権
威
。

権
力
と
権
威
。

　

こ
の
二
つ
を
め
ぐ
っ
て
人
類
の
歴
史
は
展
開
さ
れ
て
い
く
。
権
力
は
食
、
動
物
性
の
不
可
欠
物
。
権
威
は
心
・
精

神
の
た
め
、
人
間
な
ら
で
は
の
不
可
欠
物
。
人
は
単
に
動
物
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
魂
と
呼
ば
れ
、
精
神
性
を
保
持
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す
る
別
種
の
生
き
も
の
。

　

従
っ
て
、
人
類
が
辿
り
来
し
道
筋
に
は
、
権
力
（
食
）
だ
け
で
な
く
、
権
威
（
心
・
精
神
）
の
二
つ
の
興
亡
、
二

つ
の
結
び
付
き
や
分
離
、
そ
の
有あ

り
様よ
う

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
人
間
の
歩
み
来
し
道
筋
、
ま
た
、

こ
れ
か
ら
歩
ん
で
行
く
道
筋
、
即
ち
こ
れ
が
人
類
史
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
日
本
の
歴
史
を
眺
め
て
み
よ
う
。

３
、
武
家
政
権
の
時
代
に
、
日
本
の
心
が
芽
を
吹
き
出
し
た

　

一
一
八
〇
年
に
源
頼
朝
が
鎌
倉
に
入
る
、
一
一
九
二
年
に
征
夷
大
将
軍
と
な
る
。
こ
れ
が
日
本
に
お
け
る
武
家
政

権
の
始
ま
り
で
す
。
こ
れ
は
地
震
で
言
え
ば
中
地
震
。
聖
徳
太
子
が
夢
み
た
天
皇
主
権（
神
の
皇
統
者
で
あ
る
権
威
と
、

政
治
に
よ
る
現
実
社
会
支
配
の
権
力
と
、
二
つ
な
が
ら
握
る
）、
そ
の
半
歩
前
進
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
大
地
揺
ら
い
で
、

人
は
そ
の
動
物
性
（
人
は
食
で
生
き
る
も
の
）
と
、
神
聖
性
（
精
神
で
生
き
る
も
の
）
と
の
、
二
つ
の
う
ち
前
者
・

動
物
性
の
牙
を
先
ず
表
に
出
し
て
、
経
済
力
と
武
力
つ
ま
り
「
権
力
」
で
人
類
支
配
が
出
来
る
、
そ
の
貴
重
な
体
験

の
歴
史
を
作
っ
て
い
っ
た
時
代
で
す
か
ら
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
神
は
在
り
ま
す
か
ら
…
…
…
（
注
）
現
代
の
無
神
論
者
に
は
通
じ
ま
せ
ん
が
、
古
代
・
中
世
の
人
は
何
民
族

に
よ
ら
ず
神
の
存
在
を
怖
れ
を
も
っ
て
信
じ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
…
…
…
神
は
在
り
ま
す
か
ら
、
権
力
（
物
と
力
に
よ
る
支
配
）

だ
け
で
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
神
威
を
笠
に
着
な
が
ら
治
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教
化
し
て
皇
帝
が
こ
れ
を
笠
に
着
た
り
、
や
が
て
は
皇

帝
と
別
に
ロ
ー
マ
教
皇
を
神
の
代
理
者
と
し
て
置
き
な
が
ら
、
皇
帝
は
、
ま
た
中
世
の
領
主
た
ち
も
、
そ
の
後
の
近
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代
の
領
邦
国
家
の
王
た
ち
も
、権
力
に
よ
る
支
配
が
事
な
き
を
得
て
い
ま
し
た
。
中
国
で
も
易
姓
革
命
な
ど
と
言
っ
て
、

徳
あ
る
者
が
天
命
を
受
け
て
支
配
す
る
禅
譲
時
代
を
通
り
、
や
が
て
革
命
で
天
か
ら
権
力
に
よ
る
社
会
支
配
を
委
任

さ
れ
た
と
す
る
、
放
伐
（
武
力
に
よ
る
権
力
支
配
の
交
替
）
を
も
是
認
す
る
巧
み
な
、
権
威
を
笠
に
着
た
権
力
支
配

が
続
き
ま
し
た
。

　

日
本
で
は
、
西
欧
や
中
国
と
は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。
何
と
い
っ
て
も
、
人
民
が
山
や
海
や
木
に
も
精
霊
（
神
々
）

が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
ア
ニ
ミ
ズ
ム
信
仰
が
強
か
っ
た
の
で
、
こ
の
神
々
の
大
元
で
あ
る
三
位
一
体
の
神
（
天
之

御
中
主
神
・
高
皇
産
霊
神
・
神
皇
産
霊
神
）
…
…
国
産
み
・
神
産
み
・
人
と
万
象
産
み
の
陰
陽
二
神
（
伊い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

弉
諾
尊
・

伊い
ざ
な
み
の
み
こ
と

弉
冉
尊
）
…
…
そ
の
三
貴
子
の
筆
頭
天
照
大
神
の
、
レ
ッ
キ
と
し
た
皇
孫
瓊に
に
ぎ
の
み
こ
と

瓊
杵
尊
に
つ
ら
な
る
万
世
一
系
の
天

皇
を
立
て
て
お
か
な
い
と
、
権
力
の
座
が
ゆ
る
み
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
頼
朝
以
来
江
戸
幕
府
ま
で
、
京
都
に
坐い
ま

す
天
皇
の
権
威
を
犯
す
こ
と
な
く
、
将
軍
は
代
々
征
夷
大
将
軍
を
天
皇
か
ら
任
命
さ
れ
た
者
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
、

つ
ま
り
神
な
る
天
皇
の
笠
を
や
は
り
被か
ぶ

り
、
権
力
支
配
（
土
地
と
人
民
を
、
武
力
経
済
力
で
支
配
す
る
）
体
制
を
と
っ

て
き
ま
し
た
。

　

で
も
、
天
皇
は
あ
っ
て
も
後
に
は
風
の
よ
う
に
弱
く
、
直
接
人
民
を
威
圧
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
の
で
、
権
力

者
で
あ
る
将
軍
は
何
か
の
権
威
を
持
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
こ
で
培
つ
ち
か
わ
れ
た
の
が
武
士
道
で
す
。
忠
孝
一

本
を
大
元
に
、
い
ろ
い
ろ
な
人
倫
を
か
ら
ま
せ
て
、
鎌
倉
か
ら
江
戸
期
に
至
る
武
家
の
倫
理
道
徳
で
す
。
こ
れ
は
人

民
に
ま
で
及
び
、
武
士
道
が
元
に
な
り
つ
つ
、
日
本
の
精
神
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
人
の
道
。
日
本
人
が
大
元
の
根
源
神
に
連つ
ら

な
る
天
皇
に
忠
誠
を
尽
す
工
合
い
に
、
将
軍
へ
、
大
名
な
る
主

君
へ
、
家
の
君
た
る
親
に
、
忠
誠
を
つ
ま
り
忠
孝
を
致
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
き
つ
い
人
倫
で
し
た
。
と
い
う
わ
け
で
、
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こ
の
武
士
道
を
元
に
し
た
日
本
精
神
が
あ
る
限
り
、
日
本
の
武
家
政
権
は
安
泰
を
得
て
き
た
の
で
し
た
。

　

随
分
う
ま
い
こ
と
い
っ
た
も
の
で
す
。
人
は
パ
ン
だ
け
で
生
き
る
も
の
で
は
な
い
。
パ
ン
の
他
に
、
人
倫
と
い
う

掟お
き
てみ

た
い
な
、
人
の
精
神
の
首
に
輪
を
は
め
る
よ
う
な
日
本
精
神
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
、
歴
代
の
将
軍
は
つ
ま
り
武

家
政
権
は
安
泰
だ
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
輪
は
犬
の
首
輪
に
非
ず
し
て
、
白
鳥
の
羽
と
か
、
天
馬
、
つ
ま
り
は
神
そ
の
も
の
の
手
が
、
人
を

天
空
に
ま
で
引
き
上
げ
る
た
め
の
、
仮
り
の
手
懸
り
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
こ
か
ら
歴
史
が
す
っ
か
り
変
わ
る
筈

で
す
。

４
、
明
治
維
新
は
武
士
道
に
よ
る
勝
利
で
し
た

　

黒
船
の
来
航
は
一
八
五
三
年
（
嘉
永
六
年
）、
そ
れ
か
ら
十
五
年
後
に
は
、
大
政
奉
還
・
王
政
復
古
（
政
治
権
力
の

座
を
将
軍
か
ら
、
天
皇
へ
移
す
）
大
号
令
が
発
せ
ら
れ
、
一
八
六
八
年
明
治
維
新
。
名
実
と
も
に
権
力
の
座
が
天
皇

の
権
威
の
座
と
一
つ
に
な
る
大
方
向
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
わ
ず
か
に
十
五
年
。

　

中
国
（
清
）
は
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
半
植
民
地
化
へ
の
道
を
一
筋
に
歩
い
て
お
り
、
十
九
世
紀
後
半

は
全
世
界
が
西
欧
の
帝
国
主
義
的
侵
略
の
波
を
受
け
、
一
九
一
四
年
第
一
次
大
戦
が
始
ま
る
頃
に
は
、
実
に
世
界
の

84
パ
ー
セ
ン
ト
が
そ
の
植
民
地
、
な
い
し
そ
の
支
配
下
に
入
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
の
孤
島
日

本
の
厳
た
る
独
立
は
奇
跡
で
し
た
。

　

こ
の
奇
跡
は
ひ
と
え
に
、
日
本
精
神
の
結
晶
体
で
あ
る
武
士
道
に
よ
る
精
華
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
明
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治
維
新
を
実
現
さ
せ
た
の
は
、
薩
摩
や
長
州
な
ど
下
級
武
士
の
活
動
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
あ
る
者
は
勤
皇
攘
夷
、

ま
た
は
開
国
を
叫
び
、
命
を
賭
け
て
（
多
く
の
者
が
命
を
捨
て
て
）
実
現
さ
れ
た
の
で
し
た
。
こ
の
滅
私
奉
公
（
無

償
で
、
国
の
た
め
、
君
の
た
め
、
主
の
た
め
に
命
を
捨
て
て
働
く
）
こ
れ
こ
そ
が
武
士
道
の
本
道
で
す
。
つ
ま
り
「
武

士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た
り
」、
む
な
し
く
命
を
捨
て
る
の
で
な
く
、
主
君
の
た
め
に
、
こ
れ
が
明
治
維
新
で

は
お
国
の
た
め
に
（
日
本
国
の
た
め
に
）
発
現
さ
れ
た
わ
け
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
日
本
は
近
代
化
も
急
ピ
ッ
チ
で
進
み
ま
す
。
明
治
二
十
二
年
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
の
発
布
。
こ
れ
で

日
本
は
民
主
的
な
立
憲
君
主
国
家
と
な
り
ま
す
。
ま
た
殖
産
興
業
政
策
で
近
代
的
な
工
場
が
つ
く
ら
れ
、
資
本
主
義

経
済
体
制
へ
と
入
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
徴
兵
制
も
施
行
さ
れ
、
近
代
的
な
国
民
軍
が
作
ら
れ
て
、
富
国
強
兵
・
近

代
化
。
こ
う
し
て
西
欧
諸
国
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
一
流
国
家
へ
の
道
を
歩
み
続
け
ま
す
。

　

こ
ん
な
目
覚
ま
し
い
、
東
洋
の
孤
島
の
奇
跡
は
、
武
士
道
精
神
の
賜
物
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
明
治
以
前
、
政
権
の

座
に
あ
っ
た
の
は
武
士
で
し
た
。
鎌
倉
以
来
七
〇
〇
年
間
、
武
家
は
権
力
の
座
に
坐
っ
て
お
り
ま
し
た
。
武
士
は
そ

の
い
わ
ば
官
僚
、
民
衆
か
ら
見
る
と
特
権
階
級
で
す
。
こ
の
武
士
が
明
治
維
新
で
は
、
い
わ
ゆ
る
近
代
化
・
民
主
化

へ
と
革
命
を
実
行
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
西
欧
と
反
対
で
す
。
西
欧
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
な
ど
民
主
革
命
は
、
平
民

で
あ
る
市
民
が
特
権
階
級
で
あ
る
貴
族
（
政
治
・
軍
事
・
経
済
の
特
権
階
級
）
を
打
倒
す
る
こ
と
で
実
現
さ
れ
た
の

で
す
。

　

日
本
で
は
武
士
自
身
が
特
権
の
座
か
ら
下
り
て
、
近
代
化
を
進
め
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
が
滅
私
奉
公
、
彼
ら
は
国

の
た
め
に
、
自
己
を
捨
て
た
わ
け
で
す
。
滅
私
と
奉
公
、
こ
こ
に
武
士
道
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
単
に
彼
ら
は
自
分

を
捨
て
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。
国
の
独
立
、
そ
の
中
に
は
、
天
皇
家
を
守
る
日
本
の
国
柄
と
い
う
強
い
意
識
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武士道の極は愛なり

が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
筈
で
す
。
こ
れ
が
勤
皇
で
す
。
こ
れ
は
外
国
に
は
無
い
日
本
独
自
の
も
の
で
す
。

５
、
騎
士
道
と
武
士
道
は
、
異
質
の
別
々
の
道

　

西
欧
に
は
騎
士
道
と
い
っ
て
、
武
士
道
と
似
た
道
が
中
世
以
来
あ
り
ま
す
。
敬
神
・
忠
誠
・
武
勇
・
礼
節
を
尊
た
っ
と

ぶ
。

こ
れ
は
武
士
道
と
瓜
二
つ
で
す
。
で
も
、
こ
れ
は
全
く
別
々
の
異
質
の
道
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
騎
士
道
は
契
約
関
係

で
あ
り
、
武
士
道
は
愛
の
道
だ
か
ら
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
中
世
の
騎
士
道
は
領
主
か
ら
荘
園
を
貰
う
時
、
こ
れ
と
引
替
え
に
契
約
を
し
て
封

建
領
主
と
の
間
に
主
従
の
契
約
を
結
び
ま
す
。
一
つ
の
荘
園
に
つ
い
て
は
、
戦
争
の
時
、
こ
れ
こ
れ
の
兵
を
差
し
出

す
。
二
つ
の
荘
園
を
貰
う
時
は
更
に
こ
れ
こ
れ
の
軍
を
差
し
出
す
。
更
に
、
Ａ
・
Ｂ
二
人
の
主
君
を
持
つ
こ
と
も
、
Ａ
・

Ｂ
・
Ｃ
三
人
の
主
君
を
持
つ
こ
と
も
可
能
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
貰
う
荘
園
の
数
に
応
じ
て
、
戦
争
の
時
に
兵
を
差
し

出
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
ら
。
Ａ
と
Ｂ
が
戦
っ
て
も
、
自
分
の
部
下
を
二
つ
に
分
け
て
、
大
き
な
荘
園
を
貰
っ

た
方
に
自
分
は
参
戦
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
こ
の
契
約
を
守
る
こ
と
が
忠
誠
で
あ
り
、
二
君
に
見ま
み

え
る
こ
と
も
、
三

君
に
ま
み
え
る
こ
と
も
決
し
て
二
股
武
士
で
は
な
く
、
荘
園
授
受
の
時
の
契
約
を
誠
実
に
履
行
す
る
か
ど
う
か
、
こ

こ
が
忠
誠
の
け
じ
め
で
す
。
だ
か
ら
西
欧
の
騎
士
道
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
土
地
、
財
を
産
む
土
地
、
即
ち
物
質
で
す
。

言
い
換
え
る
と
、
騎
士
道
の
価
値
観
は
食
（
肉
体
を
支
え
る
も
の
）、
つ
ま
り
「
人
は
パ
ン
で
生
き
る
も
の
」、
こ
の

人
間
観
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
武
士
道
は
全
く
異
質
で
す
。
決
し
て
二
人
の
主
君
を
持
つ
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
恥


