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はじめに

　
　
　
は
じ
め
に

　
日
本
列
島
の
お
よ
そ
中
央
に
目
を
向
け
る
と
、
京
都
と
鎌
倉
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
中
世
都
市
が
あ
り
、
そ
の
狭
間
に
て
西
か
ら
東
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
受
け
つ
つ
東
海
道
諸
国
の
地
域
社
会
は
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
。

　「
東
海
道
」
と
い
う
と
、
一
方
で
は
古
代
の
五
畿
七
道
の
一
つ
に
あ
た
る
地
域
区
分
で
あ
り
、
他
方
で
は
京
都
と
鎌
倉
を
結
ぶ
街
道
の

名
称
で
も
あ
る
。
前
者
を
取
る
な
ら
ば
、
伊
賀
国
か
ら
常
陸
国
ま
で
の
十
五
ヶ
国
に
相
当
す
る
が
、
本
論
集
で
主
に
扱
う
の
は
伊
豆
国
以

西
の
諸
地
域
に
相
当
す
る
。
こ
の
場
合
、
あ
る
い
は
「
東
海
地
方
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
中
世
と
い
う
時
代
は
、
列
島
社
会
の
な
か
の
各
エ
リ
ア
が
多
彩
な
個
性
を
帯
び
た
「
地
域
の
時
代
」
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
東
海
地
方
の
場
合
、
京
都
と
鎌
倉
と
い
う
二
つ
の
権
力
の
磁
場
か
ら
政
治
・
経
済
・
文
化
の
諸
相
に
て
強
い
影
響
を
受

け
つ
つ
、
さ
ら
に
小
さ
な
地
域
ご
と
に
独
自
の
特
色
が
形
成
・
獲
得
さ
れ
て
き
た
。

　
今
回
、
刊
行
に
い
た
っ
た
『
東
海
道
中
世
史
研
究
』
は
、
こ
う
し
た
東
海
地
方
の
諸
地
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
そ
れ
ら
の
豊
か
な
個
性

を
描
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
第
一
巻
『
諸
国
往
反
の
社
会
史
』
で
は
交
通
・
流
通
を
介
し
て
結
ば
れ
る
社
会
の
基
層
の
あ
り
方

を
、
第
二
巻
『
領
主
層
の
共
生
と
競
合
』
で
は
公
家
・
武
家
・
寺
社
な
ど
の
諸
権
力
と
社
会
の
関
わ
り
を
そ
れ
ぞ
れ
共
通
の
テ
ー
マ
と
し

て
い
る
。
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本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
上
記
の
通
り
、
交
通
・
流
通
と
い
う
テ
ー
マ
が
本
書
の
諸
論
文
に
通
底
す
る
が
、
そ
の
な

か
で
政
治
・
経
済
・
文
化
の
諸
相
に
て
諸
地
域
の
特
色
を
多
角
的
に
あ
ぶ
り
出
す
。
ま
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
要
点
で
あ
る
宿
・
関
・
湊

の
性
格
と
、
そ
れ
ら
の
場
に
対
す
る
領
主
層
の
関
わ
り
に
も
注
目
す
る
。

　
ま
ず
、
第
1
部
「
行
き
交
う
人
と
物
」
で
は
、
そ
れ
ら
の
移
動
、
す
な
わ
ち
交
通
・
流
通
の
広
が
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
具
体
的
に

い
え
ば
、
文
献
史
料
に
見
え
る
馬
・
塩
の
移
送
や
、
考
古
資
料
で
あ
る
土
器
・
陶
器
の
流
通
を
取
り
上
げ
る
。
ま
た
、
音
楽
・
造
仏
の
活

動
を
通
じ
た
武
士
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
も
注
目
す
る
。
こ
う
し
た
人
と
物
の
移
動
を
多
角
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
多
層
的
な
交

通
・
流
通
の
広
が
り
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
高
橋
一
樹
「
牧
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
交
通
体
系
―
中
世
前
期
に
お
け
る
南
関
東
と
そ
の
周
辺
域
を
中
心
に
―
」
は
、
馬
の
生
産
地
か
ら

京
都
に
い
た
る
貢
馬
の
ル
ー
ト
に
注
目
し
、
人
と
馬
が
そ
れ
ぞ
れ
の
牧
を
つ
な
ぐ
状
況
を
想
定
す
る
。
こ
れ
を
「
牧
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

と
概
念
づ
け
、
と
り
わ
け
甲
斐
国
か
ら
の
南
北
ル
ー
ト
が
つ
な
が
る
駿
河
国
に
つ
い
て
、
そ
の
交
通
上
の
重
要
性
を
高
く
評
価
す
る
。
そ

し
て
、
平
泉
か
ら
の
貢
馬
が
相
武
国
府
ル
ー
ト
で
通
過
す
る
相
模
国
と
と
も
に
、
諸
街
道
が
結
節
す
る
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
の
性
格
を
論

じ
る
。

　
鈴
木
正
貴
「
供
膳
具
が
語
る
西
と
東
―
伊
勢
・
尾
張
・
三
河
―
」
は
、
東
海
地
方
西
半
域
の
こ
れ
ら
三
ヶ
国
を
対
象
に
、
土
師
器
皿
と

山
茶
碗
と
い
う
二
つ
の
供
膳
具
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
流
通
圏
を
考
察
す
る
。

　
池
谷
初
恵
「
供
膳
具
が
語
る
東
と
西
―
伊
豆
・
駿
河
・
遠
江
―
」
は
、
鈴
木
論
文
に
対
し
て
、
東
海
地
方
東
半
域
の
三
ヶ
国
を
対
象
と

す
る
。
同
じ
く
か
わ
ら
け（
土
師
器
皿
）と
山
茶
碗
の
二
つ
の
供
膳
具
に
焦
点
を
あ
て
る
。

　
な
お
、
鈴
木
論
文
と
池
谷
論
文
は
対
と
な
る
論
稿
で
あ
り
、
両
論
文
を
通
じ
て
東
海
地
方
に
お
け
る
供
膳
具
の
流
通
の
傾
向
を
把
握
で

き
よ
う
。
ま
ず
、
か
わ
ら
け（
土
師
器
皿
）に
関
し
て
は
、
京
都
の
影
響
を
受
け
た
手
づ
く
ね
成
形
の
も
の
が
お
よ
そ
伊
勢
国
か
ら
遠
江
国
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ま
で
の
西
半
域
の
諸
国
を
中
心
に
広
く
普
及
し
た
。
一
方
、
伊
豆
国
で
は
ロ
ク
ロ
成
形
の
も
の
が
主
体
で
あ
り
つ
づ
け
た
と
い
う
。
つ
ま

り
、
そ
の
成
形
技
法
に
は
東
海
地
方
の
な
か
で
東
西
差
が
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
山
茶
碗
に
関
し
て
は
、
お
よ
そ
窯
ご
と
の
類

型
に
よ
っ
て
流
通
の
広
が
り
が
整
理
さ
れ
、
生
産
地
と
の
関
係
か
ら
地
域
固
有
の
流
通
圏
の
形
成
が
論
じ
ら
れ
る
。

　
渡
邊
浩
貴
「
初
期
鎌
倉
幕
府
の
文
化
源
流
と
し
て
の
伊
豆
・
駿
東
地
域
―
伊
豆
狩
野
氏
の
拠
点
と
そ
の
周
辺
か
ら
―
」
は
、
幕
府
成
立

以
前
の
武
士
拠
点
で
の
文
化
的
状
況
に
注
目
し
、
さ
ら
に
鎌
倉
へ
の
文
化
流
入
の
歴
史
的
過
程
を
追
う
。
な
か
で
も
、
京
都
―
鎌
倉
の

関
係
に
収
斂
し
な
い
複
線
的
な
伝
播
の
様
相
を
探
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
伊
豆
半
島
・
富
士
山
麓
・
駿
河
湾
一
帯
の
地
域
を
取
り
上
げ
る
。

特
に
、
武
士
た
ち
の
音
楽
受
容
や
造
像
事
業
に
焦
点
を
あ
て
、
彼
ら
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
文
化
的
環
境
の
形
成
過
程
を
分
析
す
る
。

　
貴
田
潔
「
駿
河
湾
か
ら
広
が
る
塩
の
流
通
―
地
域
経
済
の
多
層
性
を
捉
え
る
た
め
に
―
」
は
、
地
域
社
会
の
人
々
を
歴
史
の
主
体
と
位

置
づ
け
、
彼
ら
を
起
点
と
し
た
流
通
の
広
が
り
を
捉
え
よ
う
と
試
み
る
。
具
体
的
に
は
、
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
の
双
方
で
生
産
さ
れ
た

塩
を
事
例
と
し
て
、
そ
れ
が
甲
斐
国
・
信
濃
国
な
ど
の
内
陸
部
地
域
に
移
送
さ
れ
る
状
況
を
捉
え
た
。
こ
こ
に
列
島
社
会
が
南
北
か
ら
交

わ
り
合
う
「
塩
の
道
」
の
祖
型
を
想
定
し
、
京
都
や
畿
内
社
会
を
介
さ
な
い
経
済
の
広
が
り
を
認
識
し
た
。

　
山
本
智
子
「
中
世
後
期
の
東
海
産
陶
器 

生
産
と
流
通
」
は
、
瀬
戸
美
濃
窯
と
常
滑
窯
の
陶
器
に
つ
い
て
、
そ
の
生
産
と
流
通
の
状
況

を
概
観
す
る
。
十
五
世
紀
末
に
瀬
戸
美
濃
系
大
窯
と
呼
ば
れ
る
独
自
性
の
強
い
窯
炉
が
完
成
し
、
生
産
力
が
向
上
し
た
と
い
う
が
、
本
論

文
で
は
そ
の
全
国
規
模
の
流
通
の
様
相
が
明
示
さ
れ
る
。
一
方
、
常
滑
窯
に
つ
い
て
は
中
世
後
期
に
な
る
と
そ
の
流
通
規
模
が
縮
小
し
、

東
海
地
方
か
ら
南
関
東
ま
で
が
主
要
な
流
通
圏
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
各
生
産
地
の
全
国
的
な
競
合
関
係
を
見
出
す
。

　
次
に
、
第
2
部
「
宿
・
関
・
湊
」
で
は
、
交
通
・
流
通
の
要
点
と
な
る
こ
れ
ら
の
場
に
つ
い
て
論
じ
る
と
と
も
に
、
そ
の
支
配
に
深
く

関
わ
っ
た
武
士
な
ど
の
領
主
層
の
存
在
に
注
目
す
る
。
ま
た
、
地
域
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
核
と
な
っ
た
寺
社
の
問
題
も
取
り
上
げ

た
。
つ
ま
り
、
第
1
部
で
は
多
層
的
な
人
と
物
の
動
き
を
描
い
た
の
に
対
し
て
、
第
2
部
で
は
そ
れ
ら
が
通
過
・
結
節
す
る
場
の
性
格
と
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領
主
層
の
関
与
を
テ
ー
マ
と
し
た
。

　
高
橋
慎
一
朗
「
東
海
道
の
宿
と
遊
女
」
は
、
社
会
集
団
と
し
て
の
「
宿
」
の
内
部
構
造
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
宿
ヘ

の
関
与
が
想
定
さ
れ
る
武
士
な
ど
の
領
主
層
と
、
遊
女
・
有
徳
人
な
ど
の
宿
の
構
成
員
、
さ
ら
に
は
寺
社
と
の
相
互
関
係
を
注
視
し
た
。

結
論
と
し
て
、
東
海
道
で
は
宿
の
長
者
が
遊
女
の
長
者
と
重
な
る
傾
向
が
強
い
と
論
じ
る
。
ま
た
、
両
者
が
異
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

宿
の
長
者
で
あ
る
武
士
と
縁
者
の
女
性
が
一
体
と
な
っ
て
、
い
わ
ば
「
長
者
の
家
」
を
形
成
し
て
い
た
と
評
価
す
る
。

　
湯
浅
治
久
「
都
鄙
間
に
お
け
る
陸
関
の
展
開
と
在
地
領
主
支
配
―
国
家
的
シ
ス
テ
ム
と
在
地
慣
習
の
関
連
か
ら
―
」
で
は
、「
国
家
的

支
配
」
と
「
在
地
慣
習
」
の
関
係
を
前
提
に
、
在
地
領
主
の
交
通
へ
の
関
与
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
特
に
、
室
町
幕
府
・
鎌
倉
府
の
も
と

で
設
置
さ
れ
た
公
用
関
の
多
く
に
て
、
在
地
領
主
の
掌
握
・
請
負
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
十
五
世
紀
中
葉
に
な
る
と
、
彼
ら
の

実
力
支
配
が
進
展
し
、
新
関
の
設
置
や
路
次
物
騒
と
い
う
形
で
交
通
障
碍
が
頻
発
し
た
と
論
じ
る
。

　
伊
藤
裕
偉
「
道
・
宿
・
関
・
港
の
実
像
を
ど
う
探
る
の
か
」
は
、
道
と
、
道
を
介
し
て
成
立
す
る
宿
・
関
・
港
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の

実
像
を
検
討
す
る
上
で
必
要
な
視
角
と
課
題
を
提
示
す
る
。
考
古
資
料
と
文
献
史
料
の
情
報
は
そ
れ
ぞ
れ
断
片
的
で
あ
り
、
こ
う
し
た
場

の
性
格
を
論
じ
る
際
の
限
界
を
意
識
す
べ
き
だ
と
警
告
す
る
。
中
世
の
交
通
史
に
関
わ
り
、
研
究
者
は
い
わ
ゆ
る
都
市
的
な
場
に
過
大
な

評
価
を
与
え
が
ち
だ
が
、
今
後
も
そ
の
本
質
に
向
き
合
う
上
で
必
読
の
論
稿
と
な
ろ
う
。

　
服
部
光
真
「
中
世
寺
院
の
展
開
と
東
海
道
周
辺
の
交
通
―
三
遠
国
境
南
端
地
域
を
中
心
と
し
て
―
」
は
、
交
通
と
の
関
わ
り
と
と
も
に
、

地
域
社
会
に
お
け
る
中
世
寺
院
の
存
立
を
論
じ
る
。
ま
ず
、
国
境
を
越
え
た
僧
侶
た
ち
の
日
常
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
当
該
地
域
に
広
が

っ
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
法
華
宗
陣
門
流
の
本
興
寺
の
事
例
か
ら
、
在
地
領
主
や
村
落
に
支
え
ら
れ
た
中
世
寺
院
の
姿
を
描
き
、
そ

の
存
立
が
交
通
を
介
し
た
地
域
社
会
全
体
の
結
合
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
評
価
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
書
『
諸
国
往
反
の
社
会
史
』
で
は
社
会
の
基
層
に
お
け
る
交
通
・
流
通
の
実
態
を
主
た
る
テ
ー
マ
に
据
え
た
。
つ
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ま
り
、
人
と
物
の
移
動
を
多
角
的
・
多
層
的
に
描
く
と
と
も
に
、
そ
の
通
過
点
・
結
節
点
と
な
る
宿
・
関
・
湊
な
ど
の
場
の
性
格
と
領
主

層
の
関
与
を
論
じ
て
い
る
。

　
な
お
、
続
く
第
二
巻
『
領
主
層
の
共
生
と
競
合
』
と
の
関
わ
り
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
本
書
で
は
交
通
・
流
通
の
実
態
に
焦
点
を
あ
て

た
が
、
こ
れ
が
各
時
代
の
国
家
的
支
配
体
制
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
か
は
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
京
都
と
鎌
倉

と
い
う
二
つ
の
権
力
的
な
中
核
都
市
に
挟
ま
れ
た
東
海
地
方
の
諸
地
域
は
、
公
家
・
武
家
・
寺
社
と
い
う
諸
権
力
の
均
衡
の
も
と
に
編
成

さ
れ
つ
づ
け
た
。

　
そ
う
し
た
意
味
で
、
本
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
地
域
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
、
そ
れ
を
統
御
し
よ
う
と
し
た
領
主
層
の
動
向
は
、
各

時
代
の
国
家
的
支
配
体
制
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
絡
め
取
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
、
院
政
・
鎌
倉
期
で
あ
れ
ば
荘
園
制
や
鎌

倉
幕
府
に
よ
る
武
士
た
ち
の
統
制
が
、
室
町
期
で
あ
れ
ば
室
町
幕
府
・
鎌
倉
府
の
緊
張
の
も
と
で
進
む
地
域
社
会
の
編
成
が
大
き
な
論
点

と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
戦
国
期
に
入
り
、
こ
れ
ら
が
弛
緩
す
る
と
、
戦
国
大
名
権
力
の
展
開
と
と
も
に
諸
地
域
の
社
会
構
造
は
ど
の
よ

う
に
組
み
替
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
は
、
次
巻
『
領
主
層
の
共
生
と
競
合
』
で
正
面
か
ら
向
き
合
う
。

　
最
後
に
、
こ
の
二
冊
の
論
集
が
編
ま
れ
た
経
緯
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
二
〇
一
九
年
に
静
岡
県
で
開
催
さ
れ
た
第
五
七
回
中
世
史
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
「
富
士
山
南
麓
か
ら
広
が
る
中
世
社
会
―
境
界
と
し
て
の

駿
河
―
」
が
そ
の
発
端
と
な
っ
て
い
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
池
谷
初
恵
・
近
藤
祐
介
・
木
下
聡
・
鈴
木
将
典
の
諸
氏
に
報
告
い
た
だ
き
、

西
国
と
東
国
の
境
界
帯
に
位
置
す
る
駿
河
国
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
ビ
ー
ル
講
に
て
論
集
化
の
話
題

が
上
が
っ
た
こ
と
が
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
後
日
、
実
行
委
員
会
に
関
わ
っ
て
い
た
大
石
泰
史
氏
が
高
志
書
院
の
濱
久
年
氏
に
論
集
化
の
企
画
を
持
ち
か
け
た
と
こ
ろ
、

「
視
野
が
狭
い
」
と
い
う
批
判
を
受
け
た
。
そ
の
た
め
、
度
重
な
る
練
り
直
し
の
結
果
、
西
は
伊
勢
国
か
ら
東
は
伊
豆
国
に
い
た
る
東
海
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地
方
の
ほ
ぼ
全
域
に
フ
ィ
ー
ル
ド
は
広
が
っ
た
。
ま
た
、
濱
氏
の
助
言
と
手
腕
の
も
と
、
文
献
史
学
だ
け
で
な
く
、
考
古
学
の
研
究
者
に

も
参
画
い
た
だ
き
、
ま
さ
に
高
志
書
院
ら
し
い
、
極
め
て
学
際
的
な
企
画
へ
と
変
貌
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
方
、
中
世
史
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
か
ら
の
問
題
意
識
を
継
承
し
、
そ
の
後
も
数
度
の
打
ち
合
わ
せ
と
研
究
会
を
重
ね
て
き
た
こ
と
で
、

二
冊
の
論
集
の
執
筆
者
の
間
で
は
主
た
る
論
点
・
視
角
と
と
も
に
多
く
の
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
困
難
も
挟
み
、
お
よ

そ
五
年
間
も
の
歳
月
を
要
し
た
が
、
そ
の
分
、
重
厚
な
共
同
研
究
の
成
果
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
東
海
地
方
は
列
島
社
会
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
、
そ
こ
に
生
き
た
人
々
は
政
治
・
経
済
・
文
化
の
諸
相
で
特
色
あ
る
地
域
性
を

育
ん
で
き
た
。
こ
う
し
た
豊
か
な
地
域
の
性
格
を
総
合
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
な
く
、
一
筋
縄
で
い
か
な
い
。
し
か
し

そ
れ
で
も
、
専
門
を
異
に
す
る
研
究
者
が
集
ま
り
、
共
同
的
な
成
果
を
出
し
た
こ
と
の
意
義
は
、
小
さ
く
な
か
ろ
う
。
地
域
に
根
ざ
し
た

歴
史
学
を
志
す
者
と
し
て
、
今
回
、
二
冊
の
論
集
が
形
に
な
っ
た
こ
と
に
は
、
そ
の
社
会
の
新
し
い
知
の
共
有
を
な
し
え
た
と
い
う
意
味

で
大
き
な
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。

　
　
　
二
〇
二
四
年
九
月
吉
日
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