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レ
大
国
隆
正
に
つ
い
て
の
断
面
的
考
察
ー
ー
i

田

原

嗣

郎

…
【
要
約
目
大
国
隆
正
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
理
由
は
、
彼
が
心
眼
層
に
属
し
、
明
治
薪
政
府
の
中
枢
に
登
場
す
る
国
学
蒋
の
首
領
で
あ
っ
て
、
政
治
的
動

一
向
案
詳
で
あ
る
農
村
の
そ
れ
ら
と
異
っ
て
・
維
新
後
の
行
動
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
・
彼
の
思
想
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
葉
国
学
と
明
治
維

…
新
と
の
関
係
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
、
り
こ
と
で
あ
る
・
大
国
の
思
事
他
の
軍
学
蓬
重
な
る
点
は
・
彼
等
が
全
て
の
塁
を
そ

…
の
内
容
と
関
係
な
と
勢
の
所
為
と
し
て
、
）
け
い
れ
る
あ
論
理
を
も
つ
に
対
し
・
彼
は
徳
川
体
制
を
動
か
ざ
る
も
の
と
し
て
支
持
す
る
一
そ
れ
が
泓

一
…
　
的
土
地
所
有
を
核
と
す
る
封
建
制
で
あ
っ
て
、
天
皇
が
全
国
を
直
轄
支
配
す
る
集
権
制
で
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
…
と
こ
ろ
に
あ
る
。
彼
は
こ
こ
か
ら

轟
海
賦
鶏
鰍
魏
福
蝶
、
欝
論
難
舗
醜
総
締
難
軽
賑
讐
纏
難
究
灘
離
霧

へ

｛
　
封
建
欄
が
克
服
さ
れ
る
と
共
に
、
彼
等
が
時
流
か
ら
脱
落
し
て
い
く
の
は
当
然
で
あ
る
。

〉

酬

　
わ
れ
わ
れ
が
幕
末
に
お
け
る
国
学
思
想
を
と
り
あ
げ
て
問
題
と
す

．
る
場
合
、
そ
れ
は
明
治
維
新
の
変
革
と
の
関
連
に
お
い
て
で
あ
る
こ

と
が
多
い
。
こ
れ
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
戦
前
に
お
い
て
も
事
情
は
同

様
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
国
学
は
、
反
「
岡
体
」
（
一
天
皇
制
）
的

　　　　　　　　　　一ttL．　／　　　　　　　　　ノ　L■r【■tt　　　　　　　　一　　甲、　　　　　　　Jiv　t　　　　　　買　ρv、　　　　’－r　「）吊　　　vt　t　　w　　t．　“．t　utレ「

な
幕
藩
体
制
の
下
に
自
か
ら
勃
興
し
た
「
国
体
扁
の
自
覚
と
し
て
、

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
殆
ど
無
条
件
に
明
治
維
新
鯛
王
政

復
古
へ
の
有
力
な
原
動
力
と
見
散
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
蒜
末

期
に
は
い
る
と
、
と
く
に
平
田
派
を
中
心
と
す
る
国
学
を
う
け
い
れ

る
底
辺
は
急
速
に
拡
大
す
る
、
そ
し
て
、
そ
の
門
人
数
は
明
治
初
年

に
む
か
っ
て
急
上
昇
し
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
か
ら
で
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も
、
そ
こ
に
国
学
と
維
新
と
の
聞
に
何
ら
か
の
関
連
が
考
え
ら
れ
て

し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
は
案
外
に

行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
戦
前
に
お
け
る
維
新
史
の
研
究
が
、
一

方
で
は
政
治
の
表
層
の
推
移
を
そ
の
主
な
対
象
と
し
、
他
方
で
は
明

治
維
新
の
経
済
的
発
展
段
階
の
劃
定
に
主
力
が
そ
そ
が
れ
た
結
果
で

あ
ろ
う
。

　
戦
後
に
な
る
と
近
世
・
近
代
史
研
究
の
視
野
が
拡
大
さ
れ
、
こ
と

に
農
村
社
会
史
の
研
究
が
広
汎
に
行
わ
れ
る
傾
向
を
示
し
、
そ
れ
ら

の
実
証
的
研
究
の
な
か
か
ら
、
新
た
に
維
新
の
史
的
発
展
段
階
が
問

題
と
ざ
れ
る
が
、
徳
川
封
建
体
制
の
基
盤
で
あ
る
農
村
社
会
に
お
け

る
階
層
分
化
を
通
じ
て
新
た
に
地
主
（
↓
寄
生
地
主
）
な
る
階
層
が
現

わ
れ
、
こ
れ
が
、
や
が
て
明
治
農
村
の
基
幹
、
明
治
国
家
の
有
力
な

る
基
盤
と
な
る
事
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ら

地
主
櫻
の
幕
末
期
に
お
け
る
農
斑
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
急
激
な
る
万
化

（
農
罠
闘
争
）
に
お
け
る
役
割
、
さ
ら
に
は
維
新
の
変
革
過
程
に
お
け

る
そ
れ
が
問
題
と
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
ま
た
、
幕
末
期
の
国

学
に
と
っ
て
も
、
こ
の
地
主
琵
村
落
支
配
者
厨
が
重
要
な
フ
ー
ノ
ク
タ

ー
と
な
る
、
と
い
う
の
は
幕
末
期
に
は
い
っ
て
急
速
に
ひ
ろ
ま
る
平

田
派
の
国
学
を
受
容
す
る
主
た
る
階
層
が
、
地
主
1
1
村
落
支
配
者
層

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
こ
に
新
し
く
国
学
が

明
治
維
新
史
研
究
の
舞
台
に
登
場
す
る
運
び
と
な
る
．
、

　
さ
れ
ば
、
こ
の
幕
末
国
学
の
研
究
は
い
わ
ゆ
る
国
学
の
四
大
人
以

後
の
群
小
国
学
者
を
直
接
そ
の
対
象
と
す
る
。
か
か
る
研
究
に
ま
ず

手
を
つ
け
た
の
は
、
戦
前
に
お
け
る
国
学
研
究
の
第
一
人
考
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
村
岡
典
嗣
氏
で
あ
っ
た
が
、
氏
の
研
究
は
戦
後
の
幕
末
国
学
研
究

と
は
直
結
せ
ず
、
む
し
ろ
戦
後
的
研
究
に
つ
な
が
る
線
に
よ
っ
て

一
と
い
っ
て
も
研
究
主
体
の
思
想
的
性
格
は
逆
で
あ
る
が
、
に
竜

か
か
わ
ら
ず
ー
ー
な
さ
れ
た
の
は
伊
東
多
三
郎
氏
に
よ
る
、
戦
中
に

お
け
る
〃
草
葬
の
国
学
”
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
田
万
の
伝
記
で

あ
る
『
国
学
者
の
道
』
や
各
地
に
散
在
し
た
幕
末
期
国
学
者
に
つ
い

て
記
さ
れ
た
『
草
器
4
の
国
学
』
、
未
刊
に
終
っ
た
「
農
村
の
国
学
者

～
一
鈴
木
雅
之
の
思
想
と
事
謄
礁
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
思
想
史
の

研
究
と
い
う
よ
り
は
伝
記
な
い
し
は
実
態
調
査
と
い
わ
れ
て
し
か
る

べ
身
〕
も
の
で
あ
る
。

　
伊
東
氏
譜
ら
一
九
五
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
「
国
学
史
研
究
の
動
向
」

（『

j
学
雑
誌
“
五
九
…
一
つ
）
の
な
か
で
、
　
こ
れ
か
ら
の
一
園
学
研
究
の

最
大
の
課
題
は
国
学
と
明
治
維
新
と
の
関
係
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、

ン
）
の
後
、
急
速
な
発
展
を
み
せ
た
徳
川
期
の
画
会
経
済
史
研
究
が
、
就
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中
、
地
主
制
の
研
究
に
巨
大
な
成
果
を
み
せ
始
め
た
時
、
か
つ
て
の
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

東
氏
に
よ
る
草
叢
の
国
学
研
究
の
発
展
的
継
承
の
道
が
ひ
ら
か
れ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
路
に
よ
っ
て
の
研
究
と
は
、
国
学
の
思
想
史
的
研
究

と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
各
地
に
お
け
る
農
村
の
経
済
史
的
・
社

会
史
的
調
査
を
含
む
調
査
を
不
可
欠
と
す
る
基
礎
作
業
で
あ
っ
て
、

多
く
の
困
難
を
含
む
た
め
、
現
在
で
は
緒
に
つ
い
た
程
度
の
状
況
で

m
あ
る
。
即
ち
、
現
在
で
は
〃
草
葬
の
国
学
”
研
究
ル
ー
ト
の
上
で
は
、

明
治
維
新
と
国
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
未
だ
無
理
で

あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
幕
末
国
学
の
現
在
ま
で
の
最
大
の
成
果
は
、
右
の
ご
と

き
〃
草
葬
の
国
学
”
研
究
の
路
が
ひ
ら
か
れ
る
以
前
に
結
実
し
た
松

本
三
之
介
氏
の
『
国
学
政
治
思
想
の
研
究
』
（
一
九
五
七
年
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
内
容
的
に
は
政
治
思
想
史
研
究
の
視
角
か
ら
の
、
宣
長
－

篶
胤
を
軸
と
す
る
近
世
国
学
の
抱
括
的
研
究
で
あ
る
が
、
　
「
近
世
日

本
に
お
け
る
国
学
の
政
治
的
課
題
と
そ
の
展
開
1
一
幕
末
国
学
に
関

す
る
一
考
察
」
（
『
国
家
学
会
雑
誌
』
一
九
五
一
－
二
年
）
と
な
づ
け
ら
れ

る
、
そ
の
原
題
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
宣
長
学
に
現
わ
れ
た
政
治

的
課
題
が
幕
末
に
お
い
て
い
か
に
展
開
す
る
か
、
が
そ
の
基
本
問
題

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
著
者
は
幕
末
の
い
わ
ゆ

る
草
葬
の
国
学
者
の
思
想
を
も
検
討
し
、
そ
の
政
治
的
機
能
を
追
求

し
て
、
　
「
と
も
あ
れ
近
世
の
国
学
は
、
人
間
の
感
情
を
尊
重
し
被
治

者
の
心
情
を
問
題
ど
し
た
が
故
に
、
非
政
治
的
方
法
、
換
書
す
れ
ば
、

上
か
ら
の
政
治
を
媒
介
と
せ
ず
に
被
治
者
の
心
情
に
訴
え
て
服
従
と

奉
仕
と
を
確
保
し
、
も
っ
て
下
か
ら
の
革
命
、
現
存
秩
序
の
転
覆
を

　
　
　
　
　
　
⑧

防
止
せ
ん
と
し
た
。
」
と
結
論
し
、
国
学
の
勃
興
に
よ
る
国
体
の
叢

雨
が
や
が
て
明
治
維
新
を
も
た
ら
し
た
と
い
っ
た
国
体
史
観
風
の
議

論
を
は
っ
き
り
と
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
幕
末
国
学
の
維
新
の
政

治
的
変
革
へ
の
関
係
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
「
豪
農
」
、

地
主
制
、
農
民
闘
争
の
研
究
と
関
連
し
て
、
即
ち
“
草
葬
の
国
学
－
－

研
究
ル
ー
ト
に
た
っ
て
、
こ
の
松
本
氏
の
見
解
に
疑
問
を
さ
し
は
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
④

む
者
も
み
う
け
ら
れ
る
。

　
現
在
で
の
幕
末
国
学
の
研
究
状
況
は
大
凡
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
は
幕
末
国
学
思
想
の

一
類
型
と
し
て
大
国
隆
正
の
思
想
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。　

そ
の
理
由
は
ま
ず
大
国
が
右
述
の
〃
薄
葬
の
国
学
”
研
究
ル
ー
ト

で
考
察
せ
ら
れ
る
べ
き
「
草
器
己
の
国
学
者
で
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
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大
国
隆
正
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
津
和
野
藩
士
今
井
秀
馨
の
子

と
し
て
江
戸
の
藩
邸
に
生
れ
た
。
彼
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
平
田

、
篤
胤
に
入
門
す
る
と
共
に
、
昌
平
鍛
に
入
り
古
賀
富
里
に
つ
い
て
修

学
し
昌
平
旗
門
長
と
な
っ
た
が
こ
れ
を
辞
し
、
音
韻
学
を
修
め
る
た

　
め
村
田
春
海
に
竜
つ
い
た
が
、
さ
ら
に
文
政
元
年
・
（
一
八
一
八
）
藩
許

に
よ
っ
て
長
崎
に
遊
学
し
西
洋
の
学
問
に
も
接
し
た
。
こ
の
後
、
彼

は
そ
の
思
想
の
錬
成
に
努
力
し
た
摸
様
で
あ
る
が
、
文
政
十
二
年
に

至
っ
て
脱
藩
し
野
之
口
と
改
姓
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
大
坂
に
出

　
て
彼
の
主
唱
に
か
か
る
「
本
教
本
学
」
の
門
を
開
き
、
名
声
が
あ
ら

わ
れ
る
。
翌
七
年
に
は
播
磨
小
野
藩
主
一
柳
末
延
に
聴
せ
ら
れ
て
客

と
な
り
、
藩
の
予
弟
教
育
の
た
め
に
帰
正
館
を
設
け
て
居
る
こ
と
六

年
、
同
十
二
年
忌
京
都
に
出
て
家
塾
報
本
学
舎
を
開
く
、
こ
こ
で
の

門
人
に
は
前
参
議
岩
倉
具
集
を
は
じ
め
玉
松
蔭
、
福
羽
美
静
、
鈴
木

重
胤
、
師
岡
正
胤
、
干
家
尊
宝
蔵
、
維
新
史
に
登
場
す
る
重
要
人
物

を
有
し
、
大
國
は
平
田
派
の
門
人
中
の
筆
頭
に
位
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
彼
は
そ
の
後
も
姫
路
藩
、
福
山
藩
（
藩
主
は
老
中
、
阿
部
正
弘
）
に

請
わ
れ
て
国
学
聖
教
授
し
て
い
る
が
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
は

彼
の
学
識
が
津
和
野
藩
主
亀
井
薮
監
に
認
め
ら
れ
て
復
製
す
る
。
又
、

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
石
見
国
津
和
野
に
赴
い
て
亀
井
の
た
め
に

「
尊
皇
撲
夷
異
説
弁
」
・
「
尊
皇
撰
惟
神
策
論
」
を
講
じ
た
が
、
ま
た
蓮

摩
郡
大
国
村
で
大
国
主
命
の
遺
跡
を
発
見
し
、
こ
こ
で
姓
を
大
国
と

改
め
、
そ
の
後
も
国
学
の
講
義
や
著
述
に
従
っ
て
い
る
。
慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
十
二
月
「
諸
事
神
武
創
業
の
始
に
原
づ
き
、
摺
紳
・
武

弁
・
堂
上
・
地
下
の
別
な
く
、
至
当
の
公
議
を
姦
し
、
天
下
と
休
戚

を
同
じ
く
遊
ぱ
さ
る
べ
し
」
と
い
う
王
政
復
古
の
大
号
令
が
出
さ
れ

た
後
、
義
定
徳
大
寺
実
則
の
諮
聞
に
応
じ
て
「
直
紙
官
本
義
」
を
提

出
、
維
新
後
は
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
三
月
微
士
内
国
事
務
局
権
判

事
↓
神
祇
事
務
局
権
判
事
、
四
月
老
齢
に
よ
り
辞
職
、
三
年
宣
教

使
御
用
掛
と
な
り
翌
四
年
八
月
死
芸
、
八
○
歳
。

　
と
い
う
の
が
大
国
隆
正
の
略
歴
で
あ
る
が
、
維
新
後
の
彼
の
地
位

に
つ
い
て
は
多
少
の
補
足
的
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
は
太
政
官
劇
中
に
神
　
舐
科
が
お
か
れ
二
月

に
は
神
祇
事
務
厨
が
改
め
設
け
ら
れ
る
、
又
閏
四
月
発
令
の
政
体
書

で
こ
れ
が
他
の
六
官
（
議
政
、
行
政
、
会
計
、
軍
務
、
外
羅
、
刑
法
）
と

並
ん
で
神
祇
官
と
か
わ
り
、
翌
明
治
二
年
七
月
の
官
制
改
革
で
神
被

官
は
大
宝
令
的
祭
政
一
致
の
形
式
を
と
っ
て
、
太
政
官
の
下
か
ら
そ

の
上
位
に
ま
で
引
上
げ
ら
れ
、
そ
の
職
務
内
容
も
そ
れ
ま
で
の
聖
賢
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祭
薦
、
祝
部
・
神
戸
の
総
判
に
加
え
て
、
宣
教
を
監
す
る
こ
と
が
附

加
さ
れ
る
に
至
り
、
さ
ら
に
三
年
正
月
に
は
大
教
藤
布
の
詔
書
が
発

　
　
　
　
か
ん
な
が
ら

せ
ら
れ
、
惟
神
の
道
を
宣
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
宣
教
使
が
置

か
れ
、
神
道
の
国
教
化
が
企
て
ら
れ
る
が
、
こ
の
前
後
に
神
仏
分

離
・
廃
仏
寒
寒
の
運
動
が
金
離
的
に
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
明
治
四

年
・
、
．
廃
藩
置
県
と
共
に
神
祇
官
は
ふ
た
た
び
太
政
官
の
下
に
は
い
っ

て
神
上
省
と
な
り
、
五
年
夏
は
神
祇
祭
麗
の
職
能
を
分
離
さ
れ
て
教

部
省
と
化
し
、
大
教
宜
布
の
た
め
の
教
導
職
養
成
の
た
め
大
教
院
が

置
か
れ
る
。
こ
の
期
の
大
教
（
↑
平
田
派
圏
学
神
道
）
の
宣
布
運
動
は

活
濃
を
き
わ
め
る
が
、
し
か
し
も
と
も
と
仏
教
僧
侶
と
の
協
同
の
上

で
の
教
化
運
動
で
あ
っ
た
か
ら
、
次
第
に
そ
の
不
統
一
が
表
面
化
し

て
八
年
に
は
解
散
し
、
つ
づ
い
て
一
〇
年
教
部
省
そ
の
も
の
も
廃
さ

れ
る
。

　
右
の
経
過
は
全
て
平
田
派
の
国
学
者
に
よ
つ
て
推
進
め
ら
れ
た
の

　
　
⑥

で
あ
り
、
こ
の
十
年
こ
そ
は
そ
れ
ま
で
一
介
の
野
党
に
す
ぎ
な
か
っ

た
平
田
派
の
国
学
者
が
、
そ
の
絶
頂
に
ま
で
登
り
つ
め
て
中
央
政
府

の
ト
ッ
プ
。
ク
ラ
ス
に
准
　
出
し
祭
政
一
致
的
政
治
形
能
…
を
実
現
し
、

か
つ
新
興
の
国
家
権
力
を
背
後
に
自
ら
の
思
相
心
（
腿
大
教
）
を
全
国
罠

に
宣
布
す
る
と
い
う
、
平
田
派
の
全
盛
時
代
で
あ
っ
た
。

　
平
田
派
と
い
っ
て
も
、
篤
胤
が
死
ん
だ
天
保
十
囚
年
（
一
八
四
三
）

以
後
、
そ
の
養
子
鎮
胤
が
平
田
派
の
代
表
者
と
し
て
江
戸
に
い
る
が
、

国
学
者
と
し
て
の
力
量
も
識
見
零
度
か
に
大
国
隆
正
に
及
ば
ず
、
又
、

明
治
新
政
府
に
進
出
し
て
働
い
た
平
田
派
の
国
学
考
は
殆
ど
綴
本
学

舎
に
お
け
る
隆
正
の
門
人
（
邸
ち
、
篤
胤
豊
後
の
門
人
と
し
て
平
田
門
に

登
録
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
れ
ら
は
実
は
八
十
歳
に
垂
ん
と
す
る
大

国
隆
正
を
頭
と
す
る
大
国
派
と
も
い
う
べ
き
一
団
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。　

服
部
之
領
民
は
、
　
「
こ
の
人
物
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
幕
末
か
ら
維

新
に
か
け
て
平
田
派
の
思
想
と
行
動
の
正
体
が
呆
け
て
く
る
の
で
あ

⑦る
つ
」
と
い
う
が
、
彼
、
大
国
隆
正
が
そ
の
学
派
琵
派
閥
的
関
係
に

お
い
て
、
右
に
略
述
し
た
平
田
1
1
大
国
派
国
学
者
、
す
く
な
く
と
も

ト
ッ
プ
・
ク
ラ
ス
の
一
〃
草
葬
”
に
対
し
て
い
え
ば
一
国
学
者

を
代
表
す
る
に
足
る
こ
と
は
既
に
断
言
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

又
そ
の
学
問
に
思
想
的
師
弟
関
係
を
ぬ
き
に
し
て
考
察
し
て
も
、
同

時
同
門
の
他
の
国
学
者
に
比
し
て
、
そ
の
思
想
的
著
作
の
量
と
質
に

お
い
て
、
矢
張
り
彼
等
の
代
表
者
と
見
敏
し
て
差
支
え
な
い
も
の
と

　
　
　
　
③

考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
平
田
一
大
圏
派
の
国
学
者
は
、
維
新
後
、
中
央
政
府
に
登
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劇嚢学思想の一類型（田源）

庸
さ
れ
る
（
又
は
宿
禰
す
る
）
の
で
あ
る
か
ら
、
未
だ
実
態
の
充
分
明

ら
か
で
な
い
〃
草
藩
4
”
の
国
学
者
に
比
較
し
て
、
　
一
見
し
て
客
観
的

性
格
が
明
確
で
あ
る
。
故
に
こ
の
派
．
の
思
想
と
行
動
を
知
る
こ
と
は

明
治
維
新
と
国
学
と
の
関
係
を
知
る
き
め
手
の
一
つ
と
な
り
得
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
音
一
味
で
こ
れ
は
一
類
型
で
あ
る
。

①
門
南
塁
有
郡
の
国
学
思
想
」
、
「
農
村
の
生
ん
だ
一
国
学
看
鈴
木
雅
之
」

　
『
日
塞
思
想
史
研
究
』
所
収
。

②
こ
の
ラ
イ
ン
で
は
芳
賀
登
「
天
保
捌
国
学
者
の
二
会
酌
機
能
」
（
『
史
潮
』

　
六
五
）
高
田
岩
男
「
遠
州
に
お
け
る
国
学
の
受
容
と
そ
の
展
開
」
　
（
国
史

　
襯
…
』
　
穴
六
）
　
な
ど
の
払
調
致
が
あ
り
、
碑
又
、
伊
東
多
三
郎
氏
も
戦
蒔
L
甲
の
業

　
綴
に
引
続
き
、
「
越
後
の
圏
学
」
　
（
岬
、
越
佐
研
究
』
一
）
、
「
庶
民
文
化
史
よ

　
り
見
た
る
下
・
総
の
塵
学
」
　
（
呪
日
本
豚
爬
史
〕
　
一
　
一
山
ハ
）
　
等
、
調
査
結
環
…
を
発

　
衷
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
最
近
臼
に
ふ
れ
た
も
の
に
木
代
修
一
「
藤
屋
学

　
の
地
方
浸
透
」
（
東
京
教
育
大
学
『
．
史
学
研
究
』
一
九
五
九
年
三
月
）
、
林

　
英
夫
「
羅
張
に
お
け
る
農
民
闘
争
と
薗
学
の
基
盤
一
草
葬
の
国
学
者
加

　
藤
磯
足
の
村
政
改
革
運
動
を
中
心
と
し
て
一
…
扁
（
『
史
苑
』
二
〇
一
一
）
、

　
入
交
好
脩
…
門
幕
末
土
佐
心
潜
に
於
け
る
国
学
の
発
展
と
鹿
西
雅
澄
」
（
『
社
ム
夙

　
経
済
史
学
」
二
四
一
四
）
な
ど
が
あ
る
。
意
外
に
平
田
派
の
国
学
に
関
す

　
る
も
の
は
す
く
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
新
し
い
〃
草
沸
の
醐
学
”
研

　
究
ル
ー
ト
の
上
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
録
し
て
よ
い
。
こ
と
に
林
・

　
入
交
両
氏
は
徳
川
時
代
社
会
経
済
史
の
専
門
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
盤
富
な

　
社
ム
四
経
済
…
史
的
知
識
と
虞
ら
の
専
攻
分
野
か
ら
提
起
さ
れ
る
…
間
題
と
に
基

　
い
て
麟
学
の
研
究
を
行
っ
た
も
の
で
、
こ
の
事
情
に
も
漸
傾
向
が
示
さ
れ

　
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
よ
う
な
調
査
・
研
究
に
単
に
〃
草
葬
の
風

　
学
”
研
究
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
今
臼
に
ま
で
も
つ
な
が
る
封
建
社
会

　
の
基
底
“
農
村
に
お
け
る
思
想
の
問
題
究
明
の
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て

　
資
霊
で
あ
り
、
各
地
に
行
わ
れ
て
い
る
経
済
史
的
・
社
会
史
的
調
査
と
並

　
行
し
、
協
遇
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
現

　
在
と
し
て
は
調
査
・
研
究
結
果
の
発
表
件
数
も
す
く
な
く
、
方
法
も
意
気

　
も
か
な
ら
ず
し
も
一
定
し
な
い
の
で
、
幕
末
国
学
思
想
研
究
の
視
点
か
ら

　
は
充
分
に
利
塗
し
う
る
段
階
に
達
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
患
わ
れ

　
る
。

③
『
国
学
政
治
思
想
の
研
究
」
一
＝
ハ
頁
。

④
例
え
ば
、
芳
賀
登
氏
の
書
評
、
照
．
歴
史
学
研
究
し
二
一
七
号
。

⑤
望
月
幸
雄
「
大
玉
隆
正
小
伝
」
（
伝
記
学
会
編
開
．
国
学
春
研
究
篇
所
収
）
、

　
お
よ
び
浩
原
貞
雄
『
醐
学
発
達
史
〕
に
よ
る
。

⑥
神
紙
富
再
興
の
運
動
は
纂
末
か
ら
神
二
三
の
家
柄
で
あ
る
白
川
家
に
よ

　
つ
て
も
行
わ
れ
て
い
る
が
ー
ー
も
つ
と
も
、
実
際
に
そ
の
建
議
譲
を
作
り

　
建
磁
に
及
ん
だ
の
は
平
田
門
の
矢
野
玄
道
（
霞
踊
象
の
学
齢
）
で
あ
る
一

　
明
治
元
年
閏
四
月
に
太
政
官
の
中
に
神
紙
冠
が
設
け
ら
れ
た
と
き
に
は
、

　
こ
れ
ま
で
神
学
に
関
係
．
の
あ
っ
た
も
の
は
一
切
採
用
し
な
い
こ
と
に
な
つ

　
て
い
た
（
は
じ
め
は
亀
井
完
工
が
副
知
事
で
福
羽
美
静
と
共
に
実
権
を
掌

　
握
し
て
い
た
が
、
二
年
五
月
目
は
人
材
公
選
の
入
札
に
よ
っ
て
落
選
し
中

　
山
忠
能
が
知
事
に
、
福
羽
美
静
が
副
二
二
と
な
る
）
こ
と
か
ら
も
、
「
神

　
紙
型
本
義
」
を
献
じ
た
大
国
隆
正
の
流
派
（
n
平
田
派
）
が
主
流
で
あ
っ

　
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
（
藤
井
責
文
「
神
紙
官
の
｝
得
興
と
其
機
能
」
上
、

　
出
丁
、
　
『
歴
山
入
筆
娼
理
』
　
轟
ハ
五
一
二
、
　
瓢
一
）
　
㎜
四
治
二
加
十
七
R
月
の
官
制
誉
田
平
坪
』
ト
“
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る
神
斜
壁
に
は
濡
紙
伯
中
山
忠
能
の
下
に
、
大
磯
と
し
て
膚
用
資
調
が
は

　
い
っ
て
く
る
が
、
実
権
は
依
然
と
し
て
少
講
福
羽
美
静
の
手
に
あ
っ
た
と

　
い
わ
れ
る
（
服
静
之
聡
「
青
山
半
蔵
i
明
治
絶
紺
童
義
の
下
綿
溝
造
」

　
『
著
作
集
』
6
所
収
）
。

⑦
「
脊
山
半
蔵
一
明
治
絶
対
主
義
の
下
部
構
造
」
『
著
作
集
』
6
。

⑧
ま
た
大
国
一
人
の
思
想
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
上
述
の
理
由
の
ほ
か
に
、

　
思
想
を
問
題
と
す
る
場
倉
ま
ず
一
人
置
に
結
実
す
る
思
想
を
確
実
に
と
ら

　
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
り
、
幕
末
三
二
一
般
を
類
型
的
に
と

　
ら
え
る
こ
と
を
疑
価
す
る
も
の
で
は
な
い
。

＝

　
大
国
隆
正
の
思
想
を
特
に
と
り
あ
げ
て
論
じ
た
も
の
は
非
常
に
す

　
　
　
⑨

く
な
い
が
、
こ
れ
は
大
国
の
思
想
が
独
立
し
て
と
り
あ
げ
る
ほ
ど
の

価
値
を
も
た
な
い
と
一
般
に
思
量
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
小
論
で
は
国
学
思
想
史
に
登
場
す
べ
き
多
数
の
国
学
者
の
思

想
と
大
国
の
思
想
と
の
思
想
的
価
値
の
較
量
な
い
し
思
想
史
的
地
位

の
稽
定
と
い
っ
た
㎜
問
題
を
獄
丁
生
し
、
蘭
引
暦
即
に
お
い
て
述
べ
ら
　
れ
た
樹
心

図
に
従
い
、
以
下
に
大
国
隆
正
の
思
想
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

　
大
国
は
自
ら
の
思
想
・
学
問
を
－
他
の
国
学
者
の
そ
れ
に
対
す

る
独
露
性
を
主
張
し
て
1
本
教
本
学
と
称
し
て
い
る
。
即
ち
「
本

教
し
を
中
心
に
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
本
教
と
は
、
大
国
に
よ
れ
ば
、

外
国
の
教
法
が
ま
だ
渡
来
し
な
か
っ
た
時
の
実
践
道
徳
、
つ
ま
り
古
ヂ

道
で
あ
っ
て
、
　
「
本
教
と
は
、
わ
が
天
皇
の
御
系
譜
に
し
て
、
天
地

の
い
で
き
は
じ
め
の
、
真
を
つ
た
へ
給
へ
る
、
神
代
の
古
謡
を
い

　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

ふ
。
」
（
本
学
挙
雲
上
）
本
居
宣
長
な
ら
ば
神
代
の
古
豪
は
あ
く
ま
で
事

で
あ
っ
て
道
徳
で
な
い
の
で
あ
る
が
、
大
国
で
は
「
本
数
は
儒
仏
の

教
と
問
じ
か
ら
ず
。
天
地
の
な
り
た
ち
を
と
き
て
、
そ
の
う
ち
に
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
行
ふ
べ
き
道
を
も
、
を
し
へ
て
あ
る
も
の
」
（
岡
）
で
、
こ
れ
が
即

ち
皇
国
の
道
で
あ
る
。
皇
国
の
み
ち
は
、
右
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
天

照
皇
大
神
が
皇
孫
に
国
を
援
け
た
時
に
始
ま
り
、
　
「
万
民
に
上
下
の

分
・
君
臣
の
義
を
あ
き
ら
か
に
し
ら
し
め
給
ふ
」
た
こ
と
を
、
そ
の

　
　
　
　
⑱

内
容
と
す
る
。
こ
れ
が
即
ち
「
神
道
」
の
根
幹
で
あ
り
、
，
さ
ら
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
の
事
前
無
窮
の
神
勅
そ
の
も
の
が
神
道
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
又
、
神
道
の
現
実
的
性
格
に
つ
い
て
、
彼
は
「
神
道
は
天
皇
、
大

将
軍
家
、
国
主
、
領
主
と
つ
ぎ
つ
ぎ
に
、
茅
、
の
主
人
を
た
ふ
と
び
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

別
に
教
主
を
た
て
て
、
こ
れ
を
た
ふ
と
ば
ず
。
」
（
本
学
緊
要
上
）
と
述

べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
常
に
政
治
的
支
配
圏
が
宗
教
的
崇
敬
の

対
象
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
現
実
の
身
分
制
的
了
階
層
的
社

会
秩
序
が
保
守
さ
れ
る
と
い
う
「
神
道
」
の
本
質
に
か
か
わ
る
政
治

納
機
能
が
明
ら
か
と
な
る
が
、
そ
れ
故
に
、
さ
ら
に
現
実
酌
－
具
体
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末園学思想の一類型（田源）

醜
に
は
神
道
は
現
在
す
る
制
度
・
法
令
》
、
の
も
の
と
一
致
す
る
。

「
時
の
制
度
、
処
の
掟
は
、
し
か
さ
だ
ま
る
べ
き
ゆ
ゑ
よ
し
あ
り
て
、

し
か
な
り
ぬ
る
神
道
な
り
。
御
高
札
の
は
じ
め
に
、
忠
孝
を
は
げ
ま

し
と
あ
り
。
…
…
そ
の
外
御
高
札
の
文
面
を
よ
く
守
る
べ
き
な
り
。

こ
れ
を
守
る
人
を
、
よ
く
神
道
に
順
ふ
人
と
い
ふ
べ
き
な
り
。
」
（
直

　
　
　
　
⑮

毘
霊
補
註
申
）

　
い
か
な
る
人
も
、
　
「
宝
酢
無
窮
の
神
勅
を
体
に
し
て
お
は
し
ま
す

天
皇
の
下
に
す
み
、
大
将
軍
家
の
法
令
に
し
た
が
ひ
、
天
照
大
神
の

神
獣
を
得
て
、
世
を
渡
る
こ
と
を
お
も
へ
ば
、
儒
者
・
出
家
人
も
な

ほ
、
神
道
を
ま
ぬ
が
る
る
こ
と
」
は
で
き
な
い
、
彼
等
と
い
え
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

「
し
ら
ず
し
ら
ず
神
道
の
恩
沢
に
浴
し
て
」
い
る
の
で
あ
る
、
と
大

国
は
い
う
。
こ
の
よ
う
に
儒
者
・
僧
侶
と
い
う
、
思
想
的
∵
宗
教
的

立
場
に
お
い
て
神
道
に
は
つ
き
り
と
異
を
た
て
て
い
る
看
に
対
し
て

ま
で
、
そ
の
思
想
的
・
宗
教
的
転
向
を
命
ず
る
こ
と
な
し
に
、
　
「
神

道
」
を
強
制
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
神
道
か
ら
は
思
想
性
・
宗
教

性
が
消
去
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
大
国
の
神
道
は

な
ん
ら
独
自
の
思
想
性
竜
な
に
も
な
い
、
時
の
制
度
や
法
令
と
い
う

よ
う
な
も
の
に
化
身
す
る
ほ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
す
る
と
神
道
と
他
の
思
想
・
宗
教
と
の
関
係
い
か
ん
と
い
う

問
題
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
大
国
は
異
国
の
縁
甲
は
す
べ
て
，

　
　
　
　
　
　
　
　
サ
キ
ミ
タ
マ

わ
が
神
代
の
神
々
の
分
霊
で
あ
る
と
い
う
平
田
篤
胤
の
考
え
を
継
承

⑧し
、
儒
教
も
仏
教
も
、
　
「
我
日
本
岡
の
彼
国
々
へ
も
う
つ
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
て
、
唐
土
・
天
竺
玉
上
の
道
に
あ
ら
ず
。
」
　
（
死
後
安
心
録
）
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

「
西
洋
の
窮
理
は
少
筆
名
の
神
の
遺
伝
」
（
学
運
諭
二
）
で
あ
る
な
ど

と
主
張
す
る
。
さ
れ
ば
、
又
逆
に
、
そ
の
主
張
の
故
に
、
「
臼
本
国
よ

り
い
で
て
、
も
ろ
こ
し
に
わ
た
り
、
か
へ
り
て
来
れ
る
も
の
と
お
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

へ
ば
、
露
華
の
こ
と
と
て
き
ら
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
」
（
三
二
後
案
一
）
、

「
か
く
の
ご
と
く
み
て
外
学
の
英
を
と
れ
ば
、
み
な
大
汝
・
繕
事
名
、

大
事
小
事
合
体
の
徳
に
し
て
、
わ
が
神
伝
に
そ
む
か
ざ
る
正
直
」

　
　
　
⑪

（
学
運
論
二
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
こ
こ
に
は

原
則
と
し
て
思
想
に
つ
い
て
の
排
外
的
要
素
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
ら

の
摂
取
に
は
何
ら
の
制
限
も
な
い
筈
で
あ
る
。
だ
が
、
一
方
大
国
は

そ
れ
ら
外
国
の
思
想
・
文
化
を
と
り
い
れ
る
に
当
っ
て
は
、
「
倭
魂
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
い
う
も
の
を
確
立
し
て
、
即
ち
国
家
的
・
主
体
的
に
一
i
一
層
、

具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
愚
臣
の
分
の
確
保
を
等
軸
に
据
え
て
1

摂
取
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
大
国
が
到
る
と
こ
ろ
で
、
儒
教
を
攻

撃
す
る
の
も
、
儒
教
が
「
革
命
」
を
許
容
し
て
い
る
か
ら
天
壊
無
窮

の
神
勅
に
反
し
、
君
臣
の
分
を
棄
れ
し
め
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
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こ
と
を
理
由
と
し
て
で
あ
る
。

　
こ
の
立
場
か
ら
し
て
彼
が
、
　
「
そ
も
そ
竜
儒
家
の
礼
楽
・
易
理
、

仏
家
の
輪
廻
・
応
報
、
蘭
学
の
地
動
・
元
素
等
、
そ
の
も
と
は
み
な

わ
が
神
道
よ
9
い
で
て
、
わ
が
神
道
中
の
も
の
な
る
を
、
世
の
国
学

者
の
神
道
よ
り
外
の
も
の
と
お
も
ひ
て
あ
る
こ
そ
拙
け
れ
。
又
そ
の

み
ち
み
ち
の
人
も
、
わ
が
神
道
よ
り
い
で
た
る
も
の
な
る
こ
と
を
し

ら
ず
。
そ
の
一
隅
を
馨
し
て
他
を
軽
蔑
す
る
は
、
拙
き
な
り
。
儒
家

の
世
に
行
は
る
る
は
、
そ
の
礼
楽
・
易
理
・
忠
孝
・
仁
義
を
と
け
ば

な
り
。
仏
学
の
世
に
廃
ら
ぬ
は
、
輪
廻
応
報
・
大
覚
真
如
を
と
け
ば

な
り
。
蘭
学
に
人
の
心
を
よ
す
る
は
、
地
動
・
元
素
・
窮
理
・
弁
物

を
あ
き
ら
か
に
と
け
ば
な
り
。
い
つ
れ
も
や
む
こ
と
な
き
天
地
問
の

神
道
に
て
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
み
な
わ
が
古
言
に
と
り
も
ど
し
、
混

和
し
て
真
の
神
道
を
あ
ら
は
さ
ん
と
す
・
」
（
　
　
　
⑪
神
理
一
貫
勲
ご
）
と
い
う

の
は
当
然
で
あ
る
が
、
か
く
し
て
は
神
道
の
本
体
は
行
方
不
明
で
あ

る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
こ
の
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
て
は
、
い
か
に
彼
が
神
道
の
最
高
至
上

を
説
い
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
内
容
は
、
他
の
学
問
・
思
想
・

宗
教
の
非
体
系
的
な
「
混
和
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
外
来
の
思
想
・

宗
教
に
対
し
て
一
こ
と
に
、
以
下
の
理
由
に
よ
っ
て
儒
…
教
に
対
し

て
一
ひ
そ
か
に
劣
等
感
が
弥
漫
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
就

中
、
日
常
的
倫
理
に
つ
い
て
、
大
国
が
「
忠
孝
仁
義
は
天
地
の
み
ち

な
り
。
儒
家
に
て
造
れ
る
み
ち
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
臨
　
（
交
配
虚
実

　
⑭論

一
）
と
強
弁
す
る
の
を
き
け
ば
、
神
道
の
実
践
と
は
儒
教
的
徳
口

の
実
践
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

即
ち
、
大
国
の
神
道
は
外
延
が
際
限
も
な
く
拡
張
せ
ら
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
そ
の
内
部
は
「
混
和
」
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
巨
大
な

空
洞
か
ら
成
り
、
そ
れ
は
実
践
的
に
は
儒
教
的
徳
目
を
そ
の
表
象
と

す
る
伝
統
的
道
徳
に
一
致
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
そ
の
時
女
の
権
力
者
の
た
て
た
綱
度
や
発
す
る
法
令
は
、
伝
統
的

道
徳
と
本
質
的
に
一
致
し
、
蓑
裏
の
関
係
を
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
こ
と
は
神
道
と
は
現
在
の
制
度
・
法
令
で
あ
る
と
い
う
彼
の
主

張
を
そ
の
内
側
か
ら
い
っ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
人

間
の
当
為
は
こ
れ
ら
忠
・
孝
・
頁
と
い
っ
た
儒
教
的
－
一
↓
伝
統
的
徳

羅
の
実
践
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
大
国
に
お
い
て
は
そ
れ
は
あ
く
ま
で
神
道
の
実
践
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
徳
霞
の
実
践
に
よ
る
価
値
の
実
現
は
儒
教
と

異
り
、
皇
祖
天
神
（
↓
天
皇
）
と
の
関
係
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な

　
　
⑳

ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
儒
教
の
場
合
と
の
内
容
納
な
相
異
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末国掌思想の一類型（鑓原）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
天
皇
と
臣
民
と
の
名
分
を
軸
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
い
う
こ
と
を
強
調
点
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
大
国
の
神
道
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

底
に
据
え
ら
れ
る
「
名
分
」
は
ま
た
、
　
「
や
ま
と
ご
こ
ろ
」
と
い
わ
、

れ
る
と
こ
ろ
が
ら
・
も
察
せ
ら
れ
る
ご
と
く
．
、
専
制
的
皇
帝
を
頂
点
に

尊
卑
上
下
長
幼
親
疎
之
分
を
具
体
的
内
容
と
す
る
朱
子
学
的
な
名
分

と
は
い
さ
さ
か
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
非
な
る
点
と
は
、

天
皇
に
関
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
ぎ
み

　
大
国
に
よ
れ
ば
「
わ
が
天
皇
は
た
だ
皇
国
の
天
皇
に
お
は
し
，
ま
す

の
み
に
あ
ら
ず
、
世
界
万
国
の
総
王
に
て
お
は
し
ま
す
」
　
（
憐
駁
港

⑳上
）
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
は
人
間
界
の
頂
点
に
位
す
る
絶

紺
的
な
専
制
君
主
で
あ
る
か
に
み
え
る
が
、
実
は
し
か
ら
ず
、
彼
は

こ
の
と
き
既
に
皇
祖
天
神
に
対
す
る
服
従
の
姿
勢
に
お
い
て
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
。

　
わ
が
β
本
國
の
天
皇
二
百
二
十
絵
世
、
み
な
乃
祖
の
父
の
を
し
へ
を
ま
も

　
り
、
宝
詐
を
か
し
こ
み
て
、
こ
れ
を
臣
下
に
ゆ
づ
り
た
ま
は
ず
、
皇
孫
に

　
て
も
、
姓
を
た
ま
は
り
て
臣
下
に
つ
ら
な
れ
る
も
の
に
は
、
ゆ
づ
り
た
ま

　
は
ぬ
例
に
て
、
そ
の
弾
弓
の
正
し
き
を
と
り
て
、
皇
子
お
は
し
ま
さ
ぬ
と

　
き
は
ゆ
づ
り
給
ふ
例
な
り
。
孝
道
正
し
き
国
に
あ
ら
ず
や
。
こ
れ
は
か
の

　
宝
酢
無
窮
の
神
勅
お
ご
そ
か
な
る
に
よ
る
こ
と
な
れ
ば
、
か
の
神
勅
に
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
道
の
真
も
ま
た
こ
も
り
て
あ
り
し
も
の
に
な
ん
。
　
（
交
武
虚
実
論
議
）

　
こ
の
よ
う
に
芙
皇
の
行
動
は
皇
祖
の
神
勅
に
よ
っ
て
規
…
制
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
宝
“
詐
無
窮
の
神
勅
に
よ
っ
て
神
な
る
皇
祖
か

ら
絶
対
的
王
権
が
授
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
、
そ
れ
故
に
臣
下
の
眼

に
う
つ
る
天
皇
は
、
お
の
れ
を
支
配
す
る
春
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ろ
皇
祖
へ
の
随
順
の
姿
勢
を
も
つ
。

　
最
高
位
の
支
配
者
で
あ
る
天
皇
が
、
こ
の
よ
う
に
支
配
へ
の
主
体

的
意
欲
を
全
く
示
さ
ず
、
豊
里
と
し
て
は
甚
だ
情
な
い
姿
を
し
て
い

る
た
め
に
、
臣
下
の
天
皇
に
対
す
る
服
従
も
、
臣
が
皇
位
を
纂
尽
し

な
い
と
い
う
こ
と
一
そ
の
結
果
と
し
て
皇
統
が
変
ら
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

一
を
要
点
と
し
て
説
か
れ
る
程
に
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
，
実
際
問
題
と
し
て
は
、
か
か
る
天
皇
の
姿
勢
1
一
－
皇
祖
天
神
に

対
し
て
天
皇
が
宝
酢
無
窮
の
神
勅
を
遵
守
す
る
服
従
の
姿
勢
i
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

「
大
孝
」
と
い
わ
れ
、
　
「
大
忠
」
と
並
ん
で
人
民
に
対
す
る
道
徳
実

践
の
範
型
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
積
極
的
役
割
を
果
す
の
で
あ
っ
勧
、

大
国
が
「
士
民
は
こ
と
ご
と
く
」
こ
れ
ら
を
基
本
と
し
て
、
先
祖
以

来
主
従
関
係
の
あ
る
主
に
対
す
る
「
小
忠
」
、
そ
の
家
の
父
母
に
対

す
る
「
小
孝
」
を
つ
と
む
べ
き
で
あ
る
と
い
い
、
さ
ら
に
「
わ
た
り

奉
公
す
る
も
の
竜
、
忠
心
の
ま
こ
と
は
た
が
は
ず
。
…
…
一
年
半
季
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の
恩
を
う
け
た
る
主
人
に
て
も
、
主
従
の
ち
ぎ
り
を
し
た
る
か
ら
は
、

そ
の
主
人
に
い
の
ち
を
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
も
ふ
べ
き
な
り
。
」
（
文

　
　
　
＠

武
虚
実
論
三
）
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
「
そ
の
か
み
の
や
ま
と
こ
こ

ろ
は
、
主
家
の
た
め
身
を
い
と
は
ぬ
ま
こ
こ
ろ
を
い
へ
る
も
の
〕

　
　
　
　
　
　
⑭

（
や
蜜
と
こ
こ
・
2
）
で
あ
る
と
い
う
彼
の
言
か
ら
し
て
、
大
国
の
駆

詰
に
あ
る
社
会
階
層
が
皇
位
纂
奪
な
ど
が
闘
題
と
な
り
う
る
よ
う
な

階
層
で
は
な
く
、
右
の
例
文
に
承
さ
れ
る
よ
う
な
、
庶
畏
⊥
卜
層
被

支
配
階
層
の
臼
常
的
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
お
け

る
「
天
皇
」
の
役
割
は
大
國
が
本
居
宣
長
の
直
箆
霊
の
「
い
に
し
へ

の
大
御
代
に
は
、
下
が
下
ま
で
、
た
だ
天
皇
の
大
御
心
を
心
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
モ
ホ
シ
メ
ス

て
」
に
対
す
る
寛
長
自
身
の
註
「
天
皇
の
所
思
酒
御
心
の
ま
に
ま
に

ツ
カ
ヘ
マ
ツ
リ
　
　
　
オ
ノ
　
　
シ

奉
仕
て
、
己
が
私
心
は
つ
ゆ
な
か
り
き
」
を
註
釈
し
て
、
「
こ
れ

は
上
の
法
令
を
い
ひ
て
、
か
の
御
高
札
の
表
を
い
は
れ
し
も
の
な
ら

ん
。
外
に
天
皇
の
御
心
を
知
る
べ
き
よ
し
な
け
れ
ば
な
り
。
」
（
蔑
毘

　
　
　
㊥

霊
補
註
下
）
と
き
わ
め
で
現
実
的
に
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
明
瞭

に
着
越
し
う
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
頂
点
に
位
置
す
る
天
皇
の
底
辺
に

お
け
る
現
実
的
機
能
…
無
作
為
な
る
が
故
に
政
治
的
た
り
う
る
と
’

い
う
一
が
露
骨
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
皇
祖
天
神
・
天
皇
を
頂
点
に
い
た

だ
く
、
大
国
の
神
道
思
想
が
儒
…
教
的
↓
伝
統
的
徳
目
の
実
践
を
そ

の
具
体
的
内
容
と
し
つ
つ
も
、
現
実
世
界
の
頂
点
に
在
る
天
皇
の
特

異
な
役
割
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
ひ
た
す
ら
に
被
支
配
層
の
現
実
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

体
制
へ
の
服
従
を
機
能
す
る
と
い
う
事
情
を
解
明
し
た
。
し
か
し
、

大
圏
の
思
想
を
全
面
的
に
取
扱
う
と
す
れ
ば
、
右
に
解
明
さ
れ
た
い

わ
ば
消
極
的
な
服
従
に
対
し
て
、
積
極
性
を
も
つ
奉
仕
、
即
ち
彼
が

理
想
的
一
－
身
分
制
的
・
静
止
的
社
会
と
観
る
徳
川
社
会
を
下
か
ら
単

純
再
生
産
す
．
へ
き
原
動
力
と
し
て
の
「
家
職
意
業
」
に
つ
い
て
の
考

え
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
「
家
職
産
業
」
論
は
と
く
に
大

国
の
思
想
の
社
会
的
基
盤
を
追
究
す
る
に
当
っ
て
重
要
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
小
論
の
欝
的
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
関
係
お
よ
び
小
論
の

課
題
解
決
の
た
め
に
は
「
家
職
産
業
」
論
の
考
察
が
か
な
ら
ず
し
も

必
要
で
な
い
事
情
か
ら
、
こ
の
論
に
つ
い
て
の
考
察
を
省
く
。

　
右
の
ご
と
く
下
に
対
し
て
は
た
だ
服
従
を
と
く
、
と
い
う
の
は
国

学
の
一
般
的
特
筆
で
あ
る
が
、
た
だ
服
従
を
説
く
と
い
う
現
実
的
機

能
が
同
じ
で
あ
る
と
し
て
竜
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
に
お
け
る
こ
の
部

分
と
他
の
部
分
と
の
関
係
は
い
ち
い
ち
の
検
討
を
必
要
と
す
る
、
こ

の
場
合
も
た
と
え
ば
宣
長
の
場
合
と
異
り
、
天
皇
の
特
異
な
位
概
ず
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け
は
当
然
に
、
そ
の
政
治
・
政
体
論
に
重
要
な
る
結
果
を
あ
ら
わ
す

に
相
異
な
く
、
し
か
も
大
国
の
思
想
は
む
し
ろ
政
治
に
つ
い
て
の
論

を
核
と
す
る
が
故
に
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
小

論
の
は
じ
め
に
か
か
げ
た
課
題
、
政
体
の
転
換
と
し
て
の
明
治
維
新

と
幕
宋
国
学
思
想
の
一
類
型
と
し
て
の
大
国
の
思
想
と
の
関
係
を
論

ず
る
に
当
っ
て
は
直
接
の
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
不
可
欠
で
あ

る
が
故
に
、
つ
ぎ
に
と
く
に
一
節
を
設
け
て
、
大
国
隆
正
の
支
配
形

態
論
・
政
体
論
を
中
心
と
す
る
政
治
の
論
を
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
結

論
を
み
ち
び
き
た
い
と
思
う
。

⑨
．
幕
末
園
学
を
扱
っ
た
論
文
で
大
国
隆
正
に
金
く
…
冨
及
し
な
い
と
い
う
の

　
も
殆
ど
な
い
が
、
こ
れ
を
独
立
し
て
学
術
的
考
察
の
対
象
と
し
て
と
り
あ

　
げ
た
も
の
は
殆
ど
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
上
田
賢
治
氏
も
そ
の

　
論
文
「
大
国
隆
正
の
思
想
と
そ
の
藻
本
的
性
格
」
（
『
神
道
宗
教
』
七
・
九

　
号
、
一
九
五
四
－
五
）
の
な
か
で
指
摘
し
て
い
る
。
尚
、
上
田
縞
の
こ
の

　
論
文
は
圏
学
神
道
に
対
す
る
護
教
的
な
立
場
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
筆
鳶
が
こ
こ
に
問
題
と
す
る
よ
う
に
、
明
治
維
新
と
の
関
係
で
、
非
護
教

　
的
↓
社
会
科
学
的
な
立
場
で
、
も
っ
と
も
強
調
点
を
お
い
て
、
大
照
を
と

　
り
あ
げ
た
の
が
服
部
氏
の
前
掲
論
文
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
宵
…
長

　
学
↓
篤
胤
学
↓
大
園
学
と
い
う
系
譜
的
轡
型
で
工
学
の
発
展
過
程
が
と
ら

　
え
ら
れ
、
騰
学
の
篤
胤
的
1
1
積
極
的
傾
向
を
、
闘
国
前
後
か
ら
激
化
す
る

　
二
本
の
危
機
に
直
恋
し
て
大
国
隆
疋
が
完
成
す
る
、
と
し
て
大
園
を
国
学

　
思
想
史
の
上
で
も
高
く
華
華
ざ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
国
の
思
想
に

　
つ
い
て
の
検
討
ほ
姶
ど
雀
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑩
　
大
国
隆
正
全
集
一
、
一
頁
（
以
下
、
　
「
全
」
と
略
す
）
。

⑪
全
一
、
三
頁
。

⑫
憐
駁
者
上
、
全
二
、
二
二
七
頁
。

⑨
　
　
直
田
膓
鱒
皿
補
註
由
丁
、
　
人
加
餐
、
　
一
　
二
山
ハ
百
ハ
Q

⑭
全
一
、
三
〇
頁
。

⑮
　
全
二
、
七
二
頁
。

⑯
二
一
霊
補
註
中
、
全
二
、
＝
一
八
頁
。

⑰
本
学
挙
要
下
、
全
皿
、
六
〇
頁
。

⑱
全
五
、
三
二
三
頁
。

⑲
全
騰
、
七
九
頁
。

⑳
　
全
三
、
二
五
八
頁
。

⑳
二
四
、
七
九
頁
。

⑳
　
や
ま
と
ご
こ
ろ
・
定
本
こ
、
全
三
、
　
八
九
頁
。

⑳
や
ま
と
、
こ
こ
ろ
一
、
全
三
、
四
四
頁
、
五
七
頁
。
駅
戎
問
答
上
、
全
一
、

　
八
蹴
頁
、
文
武
虚
実
論
五
、
全
一
、
三
二
七
頁
、
斥
儒
仏
、
全
闘
、
一
七

　
七
頁
、
な
ど
の
諸
処
で
こ
の
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
特
に
徳

　
翔
期
を
代
表
す
る
朱
子
学
を
中
心
と
し
た
儒
教
は
名
分
論
を
二
軸
と
し
て

　
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
践
的
な
意
味
で
は
大
圏
の
儒
教
批
判
は
無
意
味

　
に
ち
か
い
。
単
三
機
に
学
ん
だ
大
岡
が
こ
う
い
う
こ
と
を
知
ら
ぬ
筈
は
な

　
い
が
、
彼
が
敢
て
こ
の
こ
と
を
繰
返
し
強
調
す
る
の
は
一
そ
れ
が
彼
の

　
非
常
な
関
心
事
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
が
一
…
ひ
と
つ
に
は
波
状
的
な
紅
筆

　
か
ら
の
衝
撃
を
う
け
つ
つ
あ
っ
た
幕
末
口
本
に
お
け
る
彼
の
「
前
期
的
」

　
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
鼠
鳩
の
で
あ
り
、
一
そ
れ
故
に
、
彼
に
よ
れ
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ば
孔
子
や
朱
子
も
「
周
室
を
た
も
ち
」
、
「
血
潮
を
豪
も
れ
る
入
」
で
あ
る

か
ら
尊
敬
さ
れ
る
の
で
あ
り
（
藏
毘
霊
補
註
上
、
全
二
、
九
一
頁
、
嬉
嬉

論
～
、
三
四
、
二
九
頁
）
一
「
さ
れ
ば
日
本
燭
に
う
ま
れ
て
、
孔
朱
の

道
を
し
た
ふ
と
な
ら
ば
、
本
屠
翁
の
ご
と
く
、
こ
れ
ま
で
は
中
華
と
い
ひ

て
尊
め
る
支
那
を
西
戎
と
い
や
し
め
、
孔
孟
の
道
を
も
わ
が
神
道
の
下
に

つ
け
て
、
お
と
し
む
べ
き
こ
と
に
な
ん
。
」
（
直
巨
霊
補
註
上
、
全
二
、
九

九
頁
）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
又
樹
上
に
大
国
の
い
う
本
教

翻
神
道
が
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
月
華
的
倫
理
に
お
い
て
、
儒
教
道
徳
を

そ
の
ま
ま
充
当
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
、
大
き
な
空
洞
を
有
し
て
い
る

と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
、
儒
教
に
対
す
る
、
思
想
的
な
劣
等
感
を
も
た

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
國

は
、
ま
た
人
毛
を
団
結
せ
し
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
君
臣
の
分
・
陽
暦
的
序

列
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
天
主
教
（
キ
リ
ス

ト
教
）
を
非
難
す
る
な
ど
（
直
毘
霊
補
註
中
、
全
二
、
一
四
八
頁
）
1

そ
の
批
判
が
当
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
一
そ
の
基
本
線
は
く

ず
し
て
い
な
い
。

　
尚
、
つ
い
で
な
が
ら
申
し
添
え
る
と
、
彼
は
仏
教
に
対
し
て
は
蒋
に
批

澗
を
行
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
大
國
の
批
判
基
準
か
ら
考
え
て
了
解
で
き

な
い
で
は
な
い
が
、
彼
の
師
平
田
篤
胤
が
徹
底
的
に
罵
倒
し
つ
く
し
た
仏

教
に
対
す
る
批
判
が
、
こ
こ
で
全
颪
的
な
後
退
を
み
せ
て
い
る
と
い
う
事

実
は
、
気
三
舎
門
の
代
表
的
人
物
が
至
芸
か
ら
大
国
隆
正
へ
と
交
替
す
る

頃
か
ら
、
　
平
田
三
厩
学
受
容
の
底
辺
が
、
　
主
と
し
て
農
村
の
非
武
士
層

（
お
そ
ら
く
村
落
支
配
者
腰
）
の
な
か
で
急
速
に
拡
大
す
る
と
い
・
旗
購
実
を

み
の
が
し
て
は
充
分
に
は
理
解
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
仏
教
を
有
力
な
要
素

　
と
す
る
農
村
社
会
の
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
的
状
況
が
三
雲
の
も
つ
仏
教
批
覇
へ

　
の
大
ぎ
い
抵
抗
と
な
っ
た
こ
と
は
、
幕
末
か
ら
明
治
へ
か
け
て
激
増
す
る

　
平
話
の
門
人
教
が
神
仏
分
離
・
排
仏
棄
釈
の
運
動
に
対
し
て
急
速
に
減
退

　
し
て
い
く
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
が
、
大
圏
に
お
け
る
仏
教
批
判
の
後

　
退
は
こ
の
面
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
全
五
、
｝
三
九
－
一
四
〇
頁
。

⑳
　
全
一
、
一
五
二
頁
。

⑳
　
こ
の
関
係
に
よ
る
神
道
実
践
の
説
明
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、

　
ま
ず
「
未
発
」
の
も
の
と
し
て
人
心
に
内
在
す
る
忠
．
孝
．
貞
な
ど
の
徳

　
を
、
天
照
大
神
の
黒
光
が
「
引
出
さ
ん
引
出
さ
ん
と
下
土
を
照
臨
」
し
て

　
「
人
の
徳
行
を
成
就
せ
し
め
た
ま
ふ
こ
と
」
が
門
神
道
の
肝
要
」
で
あ
る
、

　
「
さ
れ
ば
1
人
間
の
側
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
　
（
引
王
者
）
！
忠

　
孝
・
貞
節
・
仁
義
・
友
愛
等
の
事
業
あ
ぎ
ら
か
に
、
不
忠
．
不
孝
．
不
仁

　
・
不
義
等
の
暗
ぎ
行
ひ
な
き
も
の
を
、
天
照
大
神
の
神
光
に
か
な
へ
る
人

　
と
い
ふ
べ
き
な
り
。
扁
（
直
毘
霊
補
註
上
、
全
二
、
一
〇
一
一
二
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
う

⑳
一
毅
的
な
看
臣
の
分
で
は
な
く
、
天
皇
と
臣
斑
の
分
が
二
軸
と
な
る
と

　
こ
ろ
に
特
殊
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
の
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
も
、
ま

　
た
「
神
道
の
真
面
目
は
た
だ
窯
詐
無
窮
に
あ
り
と
し
る
べ
し
」
　
（
本
二
神

　
理
説
一
、
金
五
、
一
〇
頁
）
と
の
大
国
の
こ
と
ば
か
ら
も
了
解
で
き
る
と

　
思
う
が
、
こ
の
宝
酢
撮
鐙
躬
と
い
う
こ
と
ば
が
永
続
　
的
な
「
分
」
を
意
映
㎝
す

　
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
天
皇
を
も
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

　
て
は
後
述
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
メ
ラ
や

⑳
　
や
ま
と
ご
こ
ろ
と
は
「
大
臣
に
い
た
れ
る
ひ
と
、
天
皇
の
大
御
位
に
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ソ

　
こ
ろ
を
か
け
ず
、
い
つ
く
ま
で
も
臣
下
の
分
を
ま
も
り
一
島
、
つ
か
へ
た
て
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ま
つ
る
を
い
へ
る
こ
と
ば
な
り
け
り
。
」
（
や
ま
と
ご
こ
ろ
一
、
全
三
、
　
一

　
頁
）
。

⑧
　
全
二
、
一
九
七
頁
。

⑳
　
　
全
一
、
　
二
二
六
百
ハ
。

⑭
　
こ
の
よ
う
な
天
皇
の
姿
は
、
　
「
何
事
に
も
大
か
た
御
自
分
の
御
か
し
こ

　
だ
て
の
御
料
簡
を
ば
用
ひ
た
ま
は
」
ず
「
た
だ
天
照
大
御
神
の
大
御
心
を

　
大
御
心
と
し
て
、
万
事
、
神
代
に
定
ま
れ
る
跡
の
ま
ま
に
行
は
せ
玉
」
う

　
べ
き
も
の
と
し
て
、
既
に
本
居
宣
長
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
　
（
瞬
く

　
し
げ
、
岩
波
文
庫
本
、
三
三
頁
）
し
か
し
、
宣
長
の
場
合
は
雅
や
か
に
美

　
わ
し
い
上
古
的
和
歌
の
世
界
へ
の
、
現
実
か
ら
の
逃
避
…
I
v
没
入
に
は
、

　
ぎ
た
な
く
い
や
し
い
現
実
の
世
界
そ
の
も
の
を
所
与
と
し
て
絶
対
的
に
肯

　
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
結
果
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

　
の
論
が
た
て
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
宣
長
学
は
主
体
的
な
政
治
酌

　
関
心
と
は
無
縁
に
成
立
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
　
（
拙
稿
「
近
世

　
一
挙
治
平
繍
心
史
に
お
け
ノ
る
日
切
　
学
と
宣
長
学
扁
　
［
、
史
学
雑
誌
ゐ
六
六
－
七
）

　
そ
の
た
め
、
天
皇
の
姿
こ
そ
皇
祖
天
神
に
対
す
る
服
従
を
示
し
て
い
る
が
、

　
天
皇
の
行
為
に
対
す
る
規
制
原
理
は
示
さ
れ
ず
、
他
か
ら
天
皇
を
批
判
し

　
う
る
手
が
か
り
は
全
く
な
い
の
に
対
し
、
大
国
の
場
合
は
例
文
に
み
え
る

　
ご
と
く
、
　
又
「
宝
韓
無
窮
の
神
勅
を
守
り
た
ま
ふ
は
、
　
天
皇
の
大
孝
に

　
て
」
　
（
文
武
虚
実
論
三
、
全
二
、
二
四
九
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

　
天
皇
の
行
為
は
〃
翠
”
と
い
う
既
成
道
徳
に
よ
っ
て
規
舗
を
う
け
て
い
る
。

　
さ
ら
に
大
国
学
は
、
宣
長
学
が
歌
学
を
軸
と
し
て
形
成
さ
れ
た
一
即
ち

　
政
治
論
は
主
穣
で
な
か
っ
た
…
の
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
政
治
論
を
中

　
心
に
か
た
ち
ず
く
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
形
成
の
契
機
を
全
く
異
に
す
る
な

　
ど
の
婁
情
…
か
ら
、
大
国
の
天
皇
は
批
判
を
う
け
る
手
が
か
り
と
そ
の
関
心

　
と
を
他
の
手
に
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
審
実
、
大
図
隆
正
は
個
肉

　
の
天
皇
に
つ
い
て
の
批
判
を
行
い
、
さ
ら
に
天
皇
の
あ
り
か
た
を
論
ず
る

　
に
至
る
の
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。

⑳
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
註
2
8
お
よ
び
「
隆
正
は
じ
め
て
古
人
の
用
例

　
を
く
は
し
く
正
し
く
考
へ
て
、
忠
義
の
こ
こ
ろ
あ
つ
ぎ
を
や
ま
と
ご
こ
ろ

　
と
定
め
い
ふ
に
っ
き
て
、
ま
た
し
り
う
ご
つ
人
あ
り
。
日
本
に
も
不
忠
の

　
人
た
え
て
な
ぎ
に
あ
ら
ず
。
保
元
以
来
慶
長
の
こ
ろ
ま
で
、
上
を
凌
ぎ
犯

　
す
入
の
多
か
り
し
を
お
も
へ
ば
、
忠
義
の
岡
と
も
い
ひ
が
た
し
と
い
ふ
よ

　
し
。
そ
れ
ら
は
そ
も
そ
も
末
な
り
。
皇
統
の
か
は
ら
せ
た
ま
は
ぬ
大
本
に

　
つ
ぎ
て
こ
そ
い
ふ
ぺ
け
れ
。
」
（
や
ま
と
ご
こ
ろ
一
、
全
三
、
一
五
頁
）
に

　
よ
っ
て
、
そ
の
度
合
を
知
ら
れ
た
い
。

　
　
ア
メ
ノ
か
シ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト

⑧
　
天
瓶
日
命
が
天
皇
に
身
を
す
て
命
を
さ
さ
げ
ん
と
誓
っ
た
こ
と
を
指

　
す
、
こ
れ
が
臣
道
の
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
る
（
文
武
虚
実
論
三
、
全
一
）
。

⑭
　
「
紳
武
天
皇
の
大
孝
を
示
し
た
ま
へ
る
は
、
田
本
陣
中
の
入
に
大
照
を

　
つ
く
さ
し
め
た
ま
は
ん
た
め
に
ぞ
あ
り
け
る
扁
（
文
武
虚
実
論
議
、
全
～
、

　
一
九
九
頁
）
が
そ
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
大
国
に
お
い
て
は
倫
理

　
的
に
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ッ
シ
ュ
な
構
造
に
お
い
て
家
族
が
と
ら
え
ら
れ
、
こ
の

　
働
理
的
構
造
の
基
底
で
あ
る
家
族
に
お
け
る
道
徳
（
家
族
主
義
的
道
徳
）
が
、

　
そ
の
ま
ま
上
昇
す
れ
ば
、
君
臣
の
分
1
↓
・
〃
忠
”
と
い
う
関
係
と
な
り
、

　
逆
に
皇
祖
天
神
一
i
I
天
皇
一
将
軍
－
と
い
う
公
的
な
関
係
が
下
降
し
て
は
、

　
そ
の
倫
理
的
基
礎
を
家
族
道
徳
に
見
出
す
、
忠
孝
一
本
と
い
う
一
種
の
家

　
中
卒
家
観
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
核
と
な
る
関

　
係
で
あ
．
る
。
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⑳
　
全
一
、
ご
五
　
頁
。

⑳
　
全
三
、
五
頁
コ

⑰
　
全
二
、
一
八
二
頁
。

⑱
　
こ
の
こ
と
は
結
果
的
に
み
て
、
か
つ
て
松
本
三
之
介
氏
が
『
国
学
政
治

　
思
想
の
研
究
』
に
夢
4
9
い
て
、
幕
末
照
学
一
般
に
つ
い
て
解
明
さ
れ
た
、
そ

　
の
現
実
的
…
機
能
と
同
じ
で
あ
る
。
㎞
松
本
氏
は
大
岡
隆
鷺
に
つ
い
て
は
殆
ど

　
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
松
本
氏
の
立
論
の
正
し
さ
を
確
認

　
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
小
論
で
は
明
治
維
新
と
幕
末
の
国
学
・
園
長
旛

　
と
の
、
む
し
ろ
直
接
酌
な
関
係
の
解
明
を
課
題
と
す
る
故
に
、
本
節
で
の

　
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
前
提
的
役
劇
を
果
す
も
の
で
、
大
瞬
の
支
酎

　
形
至
論
を
中
心
と
す
る
次
節
が
主
役
と
な
る
の
で
あ
る
。

三

　
す
べ
て
の
事
実
は
常
に
1
湿
た
の
活
動
の
結
果
と
し
て
ー
ー
歴

史
的
所
与
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
に
認
容
す
る
ど
、
い
う
宣
長
以
来
の
国

学
の
伝
統
的
特
質
に
従
っ
て
、
大
国
は
一
般
論
と
し
て
、
　
「
世
の
う

ご
き
う
つ
る
も
み
な
神
の
み
し
わ
ざ
に
て
、
お
の
つ
か
ら
今
の
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
な
り
か
は
り
ぬ
る
は
、
か
む
は
か
り
な
り
。
」
（
神
道
受
用
考
証
一
）

と
述
べ
、
さ
ら
に
具
体
的
に
現
実
の
徳
川
体
制
に
つ
い
て
、
　
「
い
ま

の
制
度
ば
か
9
め
づ
ら
し
く
よ
ろ
し
き
制
度
は
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
こ

そ
、
三
百
年
に
ち
か
く
、
よ
は
お
だ
や
か
に
を
さ
ま
り
て
あ
る
な
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

此
ま
ま
に
千
年
も
万
年
も
あ
り
た
き
こ
と
に
な
ん
。
」
（
嗣
）
と
讃
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ず
ま
て
る

し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
　
「
東
四
神
の
命
の
安
国
と
し
づ

め
ま
し
け
る
御
世
は
万
世
」
（
玉
鉾
百
首
）
と
詠
っ
た
本
居
宣
長
の
場

合
と
別
段
の
変
り
は
な
い
。

　
し
か
し
、
大
国
の
こ
の
現
実
容
認
な
い
し
賞
讃
は
宜
長
学
の
場
合

と
結
論
的
表
現
こ
そ
同
じ
で
あ
れ
、
そ
の
筋
道
は
ち
が
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
そ
の
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
こ
と

宣
長
学
で
は
、
　
「
当
代
の
天
皇
を
し
も
、
神
と
申
し
て
、
実
に
神
に

し
坐
シ
ま
せ
ば
一
善
悪
き
御
う
へ
の
論
ひ
を
す
て
て
、
ひ
た
ぶ
る
に

　
　
　
　
ま
つ
ろ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
「

畏
み
敬
ひ
奉
仕
ぞ
、
ま
こ
と
の
道
に
は
有
け
る
。
」
　
（
直
毘
霊
）
と
の

．
原
理
か
ら
、
「
善
悪
き
御
う
へ
の
論
ひ
を
す
て
て
」
、
即
ち
そ
の
内
容

の
い
か
ん
に
関
り
な
く
現
実
を
う
け
い
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
時
の
支
・
配
形
態
が
た
ま
た
ま
封
建
欄
で
あ
る
か
ら
、
　
そ
れ
が

「
神
の
御
命
」
と
し
て
承
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
第

一
義
的
な
の
は
神
の
し
わ
ざ
そ
れ
自
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
．
所
為
の
内

容
で
は
な
い
、
封
建
綱
そ
れ
自
体
が
い
い
か
わ
る
い
か
は
第
二
義
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
大
国
の
二
合
に
は
、
こ
の
現
実

畦
徳
川
封
建
制
は
、
も
ち
ろ
ん
神
の
み
し
わ
ざ
で
あ
る
が
、
そ
の
み

し
わ
ざ
の
内
容
、
即
ち
封
建
髄
で
あ
る
と
い
う
ご
と
に
よ
っ
て
容
認
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幕宋睡i学思想の一類型（田際）

さ
れ
、
賞
讃
さ
れ
る
の
で
あ
る
，

　
大
国
は
全
て
の
支
配
形
態
を
封
建
と
郡
県
の
工
に
分
類
す
る
が
、

こ
の
う
ち
封
建
が
よ
く
て
郡
県
は
よ
く
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

上
古
の
封
建
の
制
度
が
聖
徳
太
子
か
ら
文
武
天
皇
に
至
る
間
に
郡
漿

制
に
か
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
な
げ
く
に
も
あ
ま
り
あ

　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
衰
世
」
で
あ
っ
た
、
そ
れ
故
、
鎌
倉
政
権
の
興
隆
は
、
封
建
制
の

再
興
と
し
て
、
　
「
衰
運
の
・
‘
3
ち
に
、
今
田
の
盛
運
を
含
み
た
る
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
か
ん
は
か
り
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
と
は
皇
天
二
祖
の
薬
毒
」
（
本
学
挙
切
上
）
と
い
わ
れ
る
。

　
い
う
ま
で
屯
な
く
、
大
国
に
と
っ
て
「
世
の
う
ご
き
う
つ
る
も
み

な
神
の
み
し
わ
ざ
」
、
歴
史
は
神
門
の
恣
意
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
筈

　
　
⑬

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
ま
た
大
圏
は
「
気
運
」
と
い
う
法
則
を
た
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
矛
盾
を
お
か
し

て
い
る
。
　
「
人
間
世
界
は
集
ま
り
て
散
り
、
散
り
て
ま
た
集
ま
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
に
な
ん
。
　
こ
れ
を
気
運
と
い
ふ
。
」
　
（
古
伝
通
解
四
）
。
そ
の
気
運
は

内
容
的
に
は
「
か
ぶ
す
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
さ
れ
る
。
　
そ
れ
は

「
カ
ブ
ス
は
の
ぼ
り
つ
め
て
く
だ
る
な
り
。
そ
の
と
き
、
そ
の
あ
と

に
つ
き
て
下
よ
り
の
ぼ
る
も
あ
り
。
…
…
さ
き
に
の
ぼ
り
た
る
も
の

は
く
だ
診
、
お
く
れ
た
る
も
の
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
の
ぼ
る
か
た
ち
か
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
ご
と
し
。
こ
れ
を
か
ぶ
す
と
い
ふ
。
偏
（
交
武
虚
実
手
垢
）
と
い
う
、

い
わ
ば
億
環
論
で
あ
っ
て
、
内
容
と
し
て
は
他
愛
の
な
い
も
の
で
法

則
な
ど
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
気
運
が
「
人
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
」
ざ
る
こ
と
は
勿
論
、
　
「
皇
天
二
尉
の
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

力
に
も
及
ば
ぜ
た
ま
は
ぬ
よ
し
あ
り
て
」
　
（
文
武
虚
実
論
五
）
と
、
神

な
の
支
配
下
に
あ
る
も
の
で
な
い
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

　
　
　
　
　
　
　
⑭

注
撰
す
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
大
国
の
歴
史
理
解
に
お
い
て
は
、
「
か
ぶ
す
」
は
、
支

配
者
の
意
志
・
行
為
に
関
っ
て
、
「
奢
る
」
聾
「
天
下
の
富
（
腫
土
地
）

を
集
中
す
る
」
…
↓
・
「
全
国
直
轄
支
配
一
郡
県
制
（
乱
悪
）
」
な
る
支

配
形
態
が
、
「
寡
欲
・
暫
ハ
素
」
鷲
「
天
下
の
富
（
繕
土
地
）
を
分
散
所
有

せ
し
め
る
」
…
↓
「
分
権
的
支
配
聾
封
建
制
（
善
）
」
な
る
支
醜
形

態
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
の
反
擬
の
過
程
を
示
す
循
環
の
図
式
を
意
味

す
る
が
、
具
体
的
に
は
、
　
「
神
武
天
皇
は
、
気
運
に
か
ぶ
す
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
コ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

こ
と
の
あ
る
を
し
ろ
し
め
し
、
土
地
を
臣
下
に
わ
か
ち
あ
た
へ
て
、

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
め
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

を
し
み
た
ま
は
ず
。
さ
ら
に
ほ
こ
り
お
ご
り
た
ま
は
ず
。
質
素
を
む

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
も

ね
と
し
た
ま
へ
る
は
、
か
ぶ
さ
ん
こ
と
を
お
そ
れ
た
ま
へ
る
な
り
。
」

＠（
同
）
と
い
わ
れ
て
、
神
武
天
皇
が
封
建
制
の
始
祖
と
な
り
、
以
後
の

歴
史
が
、
　
「
聖
徳
太
子
の
後
、
土
地
を
を
し
み
て
、
天
下
の
利
益
を

朝
塚
に
あ
つ
め
た
ま
へ
翫
は
、
こ
の
か
ぶ
す
こ
と
わ
り
を
し
ろ
し
め
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逃
ざ
り
し
も
の
な
り
．
産
か
ぶ
し
を
お
こ
し
て
は
、
と
ど
ま
り
が

た
き
も
の
に
て
、
か
ぶ
し
か
ぶ
し
つ
ひ
に
今
日
に
及
び
た
り
。
気
運

は
あ
や
し
き
も
の
に
な
ん
。
」
（
同
）
か
く
し
て
、
朝
廷
の
威
権
は
藤

氏
に
、
源
平
に
、
北
条
に
、
足
利
に
、
つ
い
で
織
照
に
う
つ
り
、

　
「
豊
臣
は
織
田
の
下
よ
り
出
て
織
田
を
か
ぶ
し
東
酒
神
鴛
一
た
び
は

豊
臣
に
つ
き
た
ま
へ
れ
ど
、
豊
臣
を
か
ぶ
し
て
足
利
の
あ
と
を
つ
ぎ
、

征
夷
大
将
軍
に
任
じ
た
ま
へ
り
。
ほ
こ
り
お
ご
る
と
き
は
、
し
P
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ら
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
も

に
必
か
ぶ
す
も
の
あ
り
。
東
照
神
君
よ
く
質
素
を
守
り
た
ま
へ
る
に

銀
、
・
れ
に
て
か
ぶ
し
は
と
ま
り
た
り
・
」
（
㊥
同
）
と
説
明
さ
れ
る
・

徳
川
封
建
制
が
「
よ
く
質
素
を
守
り
た
ま
ふ
偏
つ
ま
り
封
建
制
で
あ

る
か
ぎ
り
、
最
終
的
な
支
配
形
態
で
あ
る
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

　
封
建
制
が
な
ぜ
よ
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
土
地
を
臣
下
に

わ
か
ち
あ
た
へ
て
、
を
し
み
た
ま
は
」
な
い
か
ら
で
あ
㌍
又
・
反

対
に
郡
県
の
制
が
わ
る
い
の
は
、
そ
れ
が
天
皇
の
「
我
欲
に
ま
か
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

た
ま
へ
る
み
し
わ
ざ
」
　
（
文
武
虚
実
論
五
）
で
あ
る
の
が
理
由
で
あ
る
・

こ
の
郡
県
綱
1
1
律
ム
澱
体
制
の
批
判
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
行
わ
れ
る
。

　
「
任
国
受
領
は
わ
が
国
の
古
法
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
は
中
昔
そ
の
こ
ろ
の
唐

毒
郡
県
を
う
ら
や
み
、
か
の
国
造
三
主
の
た
ぐ
ひ
を
厚
め
泰
醜

　
と
し
、
任
国
受
領
と
い
ふ
こ
と
を
は
じ
め
給
へ
れ
ど
、
わ
が
国
体
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
ツ
　
　
ル
　
　
ネ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
リ
　
　
し
　
　
マ
　
　
ヤ
　
　
あ

　
　
人
情
に
も
、
か
な
は
ぬ
制
慶
に
て
、
そ
の
利
を
子
孫
に
つ
た
ふ
る
こ
と
あ

　
　
蕊
懸
叡
奮
払
驚
ひ
い
黛
・
員
尊
羨
夷
異
説
偽
）

　
　
「
こ
れ
に
よ
り
、
人
ま
た
わ
が
子
孫
の
た
め
に
荘
園
を
ひ
ろ
く
し
て
、
そ

　
　
の
中
に
て
稲
を
つ
く
り
、
あ
さ
を
う
ゑ
、
こ
れ
を
子
孫
に
つ
た
ふ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
を
お
こ
し
た
り
。
扁
（
交
武
虚
実
三
五
）

　
・
石
の
よ
う
に
、
郡
県
制
の
批
判
も
封
建
制
の
是
認
も
泓
酌
な
土
地

所
有
の
問
警
訂
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
粥
・
又
畜
に
よ

れ
ば
す
べ
て
の
歴
史
的
現
実
は
「
み
な
神
の
み
し
わ
ざ
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
、
か
か
る
支
配
形
態
に
つ
い
て
の
価
値
判
断
の
基

準
が
神
と
何
ら
か
の
関
係
を
も
た
ず
に
は
す
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
大
国
は
い
ヶ
、
南
北
朝
の
内
乱
に
お
い
て
、
南
朝
が
敗
れ
北
朝
が

勝
を
配
し
た
の
は
皇
天
二
葉
の
意
図
に
よ
る
、
即
ち
、
南
朝
方
の
天

皇
が
王
政
復
古
1
1
中
央
集
権
的
郡
県
制
の
回
復
を
企
て
た
の
が
「
皇

天
二
祖
の
み
こ
こ
ろ
」
に
か
な
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
北
の
帝
は

た
だ
宝
酢
を
守
る
こ
と
に
専
心
し
て
封
建
制
的
現
状
に
手
を
ふ
れ
よ

う
と
し
な
か
っ
た
か
ら
、
皇
天
二
祖
の
意
図
に
か
な
っ
た
の
で
あ
る
、

「
承
久
．
建
武
と
も
に
、
中
古
の
郡
県
に
世
を
復
さ
ん
と
お
ぼ
し
た

ち
け
れ
ど
、
中
古
の
郡
県
は
皇
天
二
祖
の
い
た
く
き
ら
ひ
給
へ
る
こ

と
に
て
、
み
こ
・
ろ
ざ
し
な
ら
ざ
り
し
な
り
・
」
（
文
武
虚
実
論
五
）
狸
・

62　（62）



幕末閣学思想の一一一一類型（田原）

　
大
国
は
そ
れ
に
つ
け
加
え
て
、
　
「
な
ら
ざ
夢
し
事
跡
を
み
て
、
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

天
二
祖
の
み
こ
こ
ろ
を
は
か
り
て
た
て
ま
つ
る
べ
き
な
り
。
」
（
同
）
、

そ
れ
ぞ
れ
の
事
の
鳳
至
結
果
か
ら
逆
推
し
て
神
の
意
図
を
測
る
べ
き

だ
と
い
う
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
知
ら
れ
た
神
の
傷
心
図
が
価
値
判
断
の

基
準
と
な
る
、
こ
れ
が
自
覚
的
な
大
国
の
思
惟
方
法
で
あ
る
。
だ
が
、

個
々
の
事
の
跡
か
ら
彼
が
考
え
る
神
慮
の
内
容
が
、
既
述
か
ら
知
ら

れ
る
ご
と
く
、
常
に
一
定
し
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
大
国

に
よ
れ
ば
、
由
来
、
歴
史
は
神
々
の
評
価
心
的
な
意
図
の
表
現
や
活
動

の
結
果
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
そ
の
時
々
の
事
の
跡
や
神
慮
に
一
定

な
る
こ
と
を
求
め
た
り
、
ま
し
て
や
、
そ
の
神
慮
を
基
準
と
し
て
事

の
跡
に
価
値
判
断
を
加
え
よ
う
と
す
る
が
ご
と
き
は
あ
る
べ
き
筈
も

な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
彼
が
こ
の
禁
を
あ
え
て
犯
し
て
い
る

の
は
、
彼
、
大
国
隆
正
の
真
の
思
惟
方
法
が
彼
自
ら
が
自
覚
し
て
い

る
そ
れ
と
は
異
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
う

　
即
ち
、
彼
の
思
惟
方
法
は
彼
自
ら
が
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

事
の
跡
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
一
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た

　
　
　
　
へ
　
　
も

ら
判
断
の
基
準
は
、
け
っ
し
て
た
て
ら
れ
な
い
一
最
終
、
唯
一
の

華
の
跡
一
語
に
存
在
す
る
徳
川
封
建
制
か
ら
出
発
し
、
こ
れ
を
弁
難

す
る
た
め
に
、
こ
の
時
点
で
の
神
慮
を
絶
対
化
し
一
基
準
と
す
る
も

の
で
、
彼
は
こ
れ
を
全
歴
史
現
象
に
お
し
つ
け
て
解
釈
し
た
の
で
あ

る
。　

こ
の
無
自
覚
の
方
法
と
意
識
的
な
方
法
を
つ
な
げ
る
た
め
に
、
彼

は
気
運
聾
か
ぶ
す
と
い
う
よ
ヶ
な
も
の
を
造
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
気
運
一
か
ぶ
す
と
神
慮
・
神
国
と
の
関
係
は
、
　
「
頼
朝
出
世
し
て

郡
県
の
制
度
や
ぶ
れ
、
信
長
・
秀
吉
出
世
し
て
武
家
よ
り
官
位
を
た

ふ
と
び
の
ぞ
む
み
よ
と
な
り
に
し
こ
と
を
思
ふ
に
、
気
運
に
ま
か
せ

て
あ
や
ど
り
た
ま
へ
る
神
慮
い
ち
じ
る
き
も
の
に
な
ん
。
天
下
の
利

を
朝
家
の
利
に
せ
ん
と
、
国
運
を
廃
し
た
ま
へ
る
朝
家
の
御
あ
や
ま

り
は
頼
朝
の
は
か
ら
ひ
に
よ
り
て
、
封
建
の
い
に
し
へ
に
早
り
、
武

門
を
い
や
し
め
し
藤
氏
の
あ
や
ま
り
は
、
信
長
・
秀
吉
の
申
こ
ふ
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ト

家
昇
進
の
官
位
に
よ
り
て
、
つ
ぐ
の
へ
り
と
い
ふ
べ
し
。
こ
れ
は
太

マ
ユト

の
ま
ち
が
た
循
環
の
神
理
に
て
、
む
く
い
あ
る
こ
と
、
朝
家
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

も
の
が
れ
た
ま
ふ
こ
と
あ
た
は
ず
。
扁
（
文
武
虚
実
論
五
）
と
の
表
現
か

ら
考
え
て
み
る
と
、
実
は
気
運
の
内
容
「
か
ぶ
す
」
一
循
環
す
る
、

は
神
慮
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
即
ち
、
彼
は
現
実
を
肯

定
す
る
こ
と
か
ら
考
え
は
じ
め
る
と
い
う
伝
統
的
な
国
学
的
思
考
に

依
拠
し
な
が
ら
、
現
実
を
流
動
す
べ
き
も
の
と
み
ず
、
現
実
の
固
定

化
を
志
し
た
た
め
に
、
最
高
の
神
慮
の
内
容
を
規
定
せ
ね
ば
な
ら
な

63　（63）



い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
彼
は
自
ら
の
無
自

覚
的
な
方
法
に
よ
る
思
考
結
果
を
神
慮
に
み
た
て
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
神
慮
が
固
定
し
、
こ
の
固
定
し
た
基
準
に
よ
っ

て
、
天
皇
も
ま
た
誤
り
を
お
か
す
ば
か
り
で
な
く
、
批
判
さ
れ
制
肘

さ
れ
る
と
い
う
論
理
が
成
立
す
る
。
皇
祖
天
神
も
天
皇
も
、
既
に
そ

れ
自
ら
が
基
準
で
あ
る
よ
う
な
絶
対
的
存
在
で
は
な
い
。

　
又
、
気
運
の
内
容
は
循
環
な
の
で
あ
る
か
ら
、
徳
川
封
建
制
と
い

え
ど
も
安
泰
で
は
あ
り
え
な
い
筈
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
が
「
東
照
神

君
よ
く
質
素
を
守
・
り
た
ま
へ
る
に
よ
り
、
こ
れ
に
て
か
ぶ
し
は
と
ま

夢
た
り
。
篇
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
循
環
を
阻
心
す
る
フ
灌
ノ
ク
タ
ー

は
「
土
地
を
臣
下
に
わ
か
ち
あ
た
へ
て
、
を
し
」
ま
な
い
封
建
制
な

の
で
あ
っ
て
、
国
学
の
思
想
に
お
け
る
神
と
現
実
と
の
関
係
が
、
本

居
宣
長
の
よ
う
に
、
神
に
、
で
は
な
く
現
実
に
重
き
を
お
い
て
考
え

ら
れ
た
結
果
、
全
て
が
固
定
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
か

ら
し
て
彼
の
思
想
は
、
そ
の
内
容
は
い
か
に
も
あ
れ
、
神
女
の
御
所

為
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
現
実
体
制
を
認
容
す
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

う
の
で
は
な
く
、
現
実
に
存
在
す
る
徳
川
封
建
制
を
固
定
し
て
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
を
保
守
す
る
思
想
と
な
る
。

　
そ
れ
故
に
王
政
復
古
1
一
支
配
形
態
と
し
て
は
中
央
集
権
的
郡
県

制
1
…
は
明
確
に
否
定
さ
れ
る
。
　
「
い
ま
王
室
家
と
い
ふ
儒
者
・
倭

学
者
の
中
に
も
、
こ
の
承
久
・
建
武
の
こ
と
を
い
ひ
て
、
そ
の
こ
と

の
な
ら
ざ
り
し
を
な
げ
き
、
天
を
う
た
が
ふ
も
の
お
ほ
か
り
。
い
と

ま
が
ま
が
し
き
こ
こ
ろ
に
な
ん
。
今
よ
り
後
も
、
朝
家
・
廷
距
に
さ

る
こ
と
を
す
す
め
た
て
ま
つ
る
た
ぐ
ひ
の
こ
と
あ
り
て
は
、
朝
家
の

御
衰
と
、
隆
正
は
こ
こ
ろ
を
い
た
む
る
こ
と
に
な
ん
。
」
　
（
文
武
虚
実

　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

論
五
）
、
こ
れ
は
制
度
変
革
へ
の
俘
為
で
あ
る
か
ら
否
定
さ
れ
る
ば
か

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

り
で
な
く
、
そ
の
内
容
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
右
の
大
国
の
論
理
か
ら
し
て
、
天
皇
竜
ま
た
批
糊
を
う
け
る
の
で

あ
り
、
外
側
か
ら
そ
の
存
在
の
条
件
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
が
、
事
実
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
例
の
封
建
制
と
郡
県
制
と

い
う
問
題
に
ま
つ
わ
る
論
点
か
ら
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
即
ち
、

「
世
歳
の
天
皇
の
う
ち
、
お
ご
り
ほ
こ
り
給
ふ
天
皇
は
、
そ
の
御
代

さ
か
え
た
ま
は
ず
。
臣
下
に
う
ち
ま
か
せ
て
、
た
だ
よ
く
そ
の
位
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

ま
も
り
給
へ
る
天
皇
は
、
御
壷
さ
か
え
た
ま
へ
り
。
」
（
駅
戎
問
答
上
∀

と
い
う
、
歴
史
的
事
実
に
即
し
て
の
彼
の
評
価
や
、
　
「
神
武
天
皇
や

ま
と
に
う
つ
り
た
ま
ひ
し
後
も
、
地
を
雛
民
に
わ
か
ち
あ
た
へ
て
み

つ
ぎ
の
さ
た
屯
な
く
、
み
こ
こ
ろ
ひ
ろ
く
お
は
し
ま
し
け
り
。
た
だ

宝
詐
を
だ
に
ま
も
・
り
た
ま
へ
ば
、
貞
講
祖
神
磁
泓
へ
の
御
孝
心
は
た
つ
・
も
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㊥

の
な
り
。
」
（
学
叢
論
一
）
、
「
み
つ
か
ら
政
事
を
と
砂
て
、
世
を
お
も
ふ

ま
ま
に
し
た
ま
ふ
を
、
帝
王
の
事
業
と
お
も
ふ
は
、
外
国
の
事
に
て
、

　
　
　
　
ひ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
は
い
と
汚
き
見
識
な
り
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
や
ま
と
こ
髄
こ
ろ
異
本
一
）
な
ど
の
言
に

よ
っ
て
、
大
国
に
お
い
て
は
た
だ
宝
鑑
を
守
る
だ
け
で
、
現
実
政
治

に
お
い
て
は
無
為
、
君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ざ
る
“
封
建
綱
”
的
天

　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ

皇
が
あ
る
べ
き
天
皇
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
か
か
る
意
見
が
、
ど
こ
か
ら
出
て
来
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は

天
皇
が
空
位
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
現
実
徳
川
政
治
体
綱
か
ら
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
霞
明
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
体
制
を
、

「
か
く
の
ご
と
く
諸
国
に
大
名
あ
り
て
官
位
を
朝
廷
よ
り
う
け
、
土

地
を
将
軍
家
よ
り
わ
か
ち
た
ま
は
り
て
お
は
し
ま
す
は
、
い
か
に
も

よ
き
制
度
な
り
。
是
に
よ
り
い
つ
く
も
い
つ
く
・
も
、
わ
が
ま
ま
を
し

た
ま
ふ
ま
じ
《
と
り
く
み
て
あ
る
屯
σ
な
り
。
お
の
れ
は
い
ま
の
綱

度
こ
そ
、
万
世
無
窮
の
制
度
に
て
、
こ
の
う
へ
は
あ
る
べ
か
ら
ず
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

お
も
ふ
こ
と
な
り
。
」
（
神
道
受
用
考
証
一
）
と
讃
美
し
て
現
実
を
理
想

と
観
た
上
で
、
盧
接
、
天
皇
・
朝
廷
に
対
し
て
は
、
　
「
天
皇
は
た
だ

よ
く
そ
の
宝
酢
を
ま
も
り
た
ま
ひ
て
、
ほ
こ
り
お
ご
り
た
ま
ふ
こ
こ

ろ
お
は
し
ま
さ
ず
。
廷
臣
は
政
事
を
武
家
に
ま
か
せ
て
、
こ
こ
ろ
の

ど
か
に
学
観
し
た
ま
ひ
、
和
歌
・
管
絃
・
書
画
の
た
ぐ
ひ
、
い
や
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

か
ら
ぬ
わ
ざ
に
あ
そ
び
く
ら
し
た
ま
ひ
…
…
」
　
（
交
武
虚
実
論
五
）
と
、

徳
川
幕
尉
が
制
定
し
た
「
禁
中
方
御
講
陰
」
と
同
様
の
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
。

　
か
く
し
て
、
支
配
形
態
を
論
じ
天
皇
を
云
々
す
る
大
国
の
卒
論
か

ら
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
が
い
か
に
眼
前
に
存
在
す
る
事
実
を
そ
の

ま
ま
に
満
足
し
、
最
上
の
竜
の
と
し
て
観
じ
、
そ
れ
ら
を
範
と
し
て

立
論
す
る
と
い
う
彼
の
思
考
の
径
路
i
↓
論
理
を
確
認
し
た
が
、
こ

の
と
こ
ろ
が
小
論
に
お
け
る
キ
ー
・
ス
ト
ー
ン
と
も
な
る
の
で
、
当

時
も
つ
と
も
問
題
的
な
問
題
で
あ
り
、
こ
と
に
国
粋
的
な
立
場
か
ら

は
過
激
な
議
論
の
で
や
す
か
っ
た
外
交
問
題
に
つ
い
て
の
彼
の
意
見

に
当
っ
て
こ
の
・
思
考
の
径
路
を
検
証
し
、
確
認
す
る
と
共
に
、
さ
き

に
若
干
ふ
れ
た
大
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
、
い
さ
さ
か

の
説
明
を
加
え
た
い
と
思
う
。

　
大
国
隆
正
が
外
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
著
作
の
綱
常
年
代

は
、
徳
川
幕
府
二
百
五
十
年
の
夢
を
破
っ
て
℃
霞
棚
提
督
の
率
い

る
黒
船
が
来
航
し
た
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
か
ら
、
幕
府
が
倒
壊
し

王
政
復
古
が
宣
せ
ら
れ
る
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
ま
で
、
徳
川
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

最
後
の
十
五
年
間
に
当
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
こ
と
に
留
意
し
た
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い
、
と
く
に
政
治
的
に
竜
思
想
的
に
も
対
外
問
題
を
軸
と
し
て
大
揺

れ
に
ゆ
れ
た
そ
の
一
般
的
背
景
と
、
朝
廷
と
幕
府
と
の
関
係
に
つ
い

て
の
問
題
1
い
わ
ゆ
る
安
政
仮
条
約
の
調
印
と
井
研
大
老
の
殺
害

に
．
露
わ
れ
る
ー
ー
を
含
む
、
外
国
と
の
関
係
の
形
態
に
つ
い
て
。

　
こ
の
緊
張
と
動
乱
の
時
代
に
、
ま
ず
大
国
は
日
本
自
ら
の
国
際
的

地
位
を
い
か
に
規
定
す
る
か
？
　
彼
は
タ
テ
マ
エ
と
し
て
は
、
日
本

国
は
「
神
代
よ
り
、
皇
統
た
が
は
せ
た
ま
は
ず
。
こ
れ
に
よ
り
、
日

本
を
本
と
し
、
尊
し
と
し
、
万
国
を
末
と
し
、
卑
し
と
す
る
。
」
（
新

　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隻
ウ
ゴ

其
公
法
論
）
と
い
う
、
し
か
し
ま
た
「
霊
芝
国
に
虎
．
研
と
い
ふ
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
り
て
、
万
国
公
法
と
い
ふ
学
業
を
興
し
た
り
。
」
と
い
う
文
章
で

は
じ
ま
る
「
新
真
黒
法
論
」
に
よ
れ
ば
、
彼
は
そ
の
欧
米
列
強
の
間

に
国
と
国
と
の
平
等
関
係
を
も
と
と
し
て
国
際
関
係
を
律
す
る
「
万

国
公
法
」
が
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
す
ら
知
っ
て
い
る
が
、
そ

の
彼
が
欧
米
列
強
の
進
出
の
前
に
動
揺
し
混
乱
す
る
幕
末
の
日
本
に

あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
妄
想
的
見
解
に
終
始
す
る
が
ご
と
き
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
彼
は
あ
く
ま
で
タ
テ
マ
エ
と
し
て
、
霞
本
国
を
中
心
と

す
る
新
し
い
困
際
関
係
ー
ー
「
真
の
公
法
」
一
を
主
張
し
て
い
う
。

「
今
、
万
国
に
、
統
轄
の
君
な
け
れ
ば
、
万
国
同
等
の
も
の
と
し
て

公
法
を
た
っ
と
い
ふ
こ
と
、
お
の
れ
は
諾
ひ
が
た
く
お
も
ふ
こ
と
な

り
。
…
…
さ
て
そ
の
帝
国
の
う
ち
に
、
た
だ
こ
の
日
本
国
の
天
皇
の

み
、
神
代
よ
り
皇
統
を
つ
た
へ
て
お
は
し
ま
す
な
り
。
さ
れ
ば
こ
の

日
本
園
の
天
皇
を
、
世
界
の
総
論
と
し
て
、
万
国
よ
り
仰
ぎ
た
て
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
理
の
当
然
な
り
。
」
（
新
皆
掛
法
論
）
と
。

　
こ
の
、
　
「
真
の
公
法
」
は
、
た
だ
タ
テ
マ
エ
た
る
に
と
ど
ぎ
る
の

で
あ
っ
て
、
い
か
に
こ
れ
が
「
当
然
の
理
」
で
あ
っ
て
も
現
実
へ
の

適
用
が
論
外
で
あ
る
こ
と
は
大
国
自
ら
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
彼
は
引
つ
づ
い
て
い
う
、
　
「
し
か
れ
ど
も
、
こ
の
説
、
万

園
に
ゆ
き
わ
た
ら
ず
。
　
一
国
に
て
も
う
べ
な
は
ぬ
國
あ
る
と
き
は
、

ま
つ
日
本
か
ぎ
り
の
私
説
と
し
て
と
り
の
け
お
き
、
万
国
一
問
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
の
説
に
し
た
が
ふ
時
を
ま
つ
べ
き
な
り
。
」
　
（
同
）
万
国
が
こ
の
説

に
し
た
が
う
時
を
ま
っ
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
屯
武
力
↓
侵
略
を

意
味
す
る
の
で
な
く
、
自
発
的
に
承
伏
す
る
ま
で
は
同
等
の
国
で
あ

　
　
　
　
　
　
⑧

る
と
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
圏
の
日
本
至
高
説
が
な
ん
ら
現
実
に

変
更
を
与
え
よ
う
と
い
う
音
心
志
を
含
む
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か

と
な
る
。

　
一
方
、
こ
の
説
が
「
あ
た
は
ぬ
く
に
の
人
す
ら
も
、
党
識
を
た
て

て
世
界
の
総
王
た
ら
ん
と
す
。
も
と
よ
り
、
そ
の
徳
そ
な
は
れ
る
日
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本
属
の
人
、
こ
の
見
識
を
た
て
ぬ
は
あ
か
ぬ
こ
と
に
な
ん
。
」
（
文
武

　
　
　
⑭

虚
実
論
一
）
と
い
う
前
期
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
意
識
に
支
え
ら
れ

て
、
撮
本
国
の
対
外
的
独
立
一
対
等
的
国
際
関
係
保
持
の
願
望
を
こ

め
て
、
日
本
人
自
身
に
対
し
、
「
日
本
人
の
見
識
」
を
た
て
る
べ
し

と
の
精
神
的
要
請
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
、
そ
こ
に

　
　
　
　
　
も
　
　
　
た

わ
れ
わ
れ
は
幕
末
国
学
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
を
見
る
。

　
現
実
に
即
し
て
は
、
彼
は
さ
ら
に
各
国
元
善
と
徳
川
将
軍
と
の
間

で
結
ば
れ
て
い
る
外
交
関
係
i
i
白
本
国
を
代
表
す
る
も
の
が
天
皇

で
は
な
く
将
軍
で
あ
る
こ
の
体
綱
は
、
し
ば
し
ば
問
題
と
な
り
、
分

米
通
商
条
約
の
調
印
を
め
ぐ
っ
て
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
井
伊
大
老

が
擬
夷
派
の
水
戸
浪
士
に
殺
さ
れ
た
の
も
、
結
局
は
こ
れ
が
故
で
あ

る
一
…
i
を
、
　
「
天
皇
を
ば
至
尊
と
し
て
さ
し
お
き
、
国
々
の
国
王
と
、

わ
が
大
樹
公
（
一
将
軍
）
と
、
同
等
の
礼
を
竜
て
、
交
り
た
ま
ふ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
、
的
当
と
い
ふ
べ
き
な
り
。
」
（
新
真
公
法
論
）
と
自
己
の
理
論
に
即

し
て
弁
証
し
、
こ
れ
を
擁
護
す
る
。

　
「
壌
夷
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
彼
は
言
葉
と
し
て
は
こ
れ

　
　
　
　
③

を
肯
定
す
る
。
し
か
し
、
彼
か
ら
摂
夷
の
説
明
を
き
け
ば
、
豪
胆
と

い
う
言
葉
の
も
つ
活
動
性
が
骨
抜
き
と
な
り
、
逆
に
非
嬢
夷
的
な
現

実
の
事
態
を
む
し
ろ
積
極
的
に
容
認
す
る
た
め
の
言
葉
に
変
貌
せ
し

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
　
「
軍
を
お
こ
し

て
、
む
か
へ
た
た
か
ふ
を
の
み
、
撰
夷
と
お
も
ふ
は
こ
こ
ろ
狭
し
。
」

と
ま
ず
い
っ
た
後
、
万
国
平
等
を
基
礎
原
理
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る

「
万
国
公
法
」
が
世
界
に
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
れ
を
支
那

人
が
承
認
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
の
人
間
．
を
中
華
と
夷
秋
に
二

分
し
て
、
支
那
の
国
王
を
天
子
と
称
し
て
い
る
支
那
の
褥
称
を
打
倒

し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
実
を
撲
夷
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の

　
　
　
　
　
⑰

だ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
国
の
理
窟
と
し
て
は
、
さ
き
に
述
べ

た
真
の
公
法
の
弘
通
過
程
を
歩
む
こ
と
が
撰
夷
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
見
地
か
ら
し
て
彼
は
撲
夷
を
つ
ぎ
の
ご
と
く
説
明
す
る
。

「
膿
夷
に
大
小
の
わ
か
ち
・
あ
り
。
小
嬢
夷
は
、
軍
を
む
か
へ
て
た
た

か
ふ
皇
霊
な
り
σ
大
撲
夷
は
、
た
た
か
は
ず
し
て
、
か
れ
を
服
従
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

し
む
る
辛
夷
な
り
。
乙
丑
の
勅
許
は
、
服
従
せ
し
む
べ
き
大
等
軸
の

は
じ
め
と
し
て
、
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
に
な
ん
。
小
南
夷
は
、
勝
…
敗

あ
ら
か
じ
め
定
め
が
た
し
。
…
…
大
撲
夷
の
か
た
は
、
．
天
地
の
道
理

を
も
て
、
お
し
つ
め
、
か
れ
よ
り
い
ふ
公
法
を
く
じ
き
、
そ
の
端
を

ひ
・
り
き
お
き
、
　
時
の
至
ワ
O
を
ま
つ
こ
と
な
れ
ば
、
　
敗
を
と
る
べ
き
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
あ
ら
ず
。
」
　
（
新
真
芯
法
論
）
。

　
以
上
の
、
外
国
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
を
め
ぐ
る
大
圏
の
議
論
に
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薄
い
て
亀
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
が
あ
く
ま
で
も
幕
末
徳
川
的
外
交
体
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ツ
簸
ナ
リ
ズ
ム

な
る
現
実
の
肯
定
を
中
心
に
、
そ
の
国
家
主
義
に
支
え
ら
れ
な
が
ら

も
、
す
べ
て
の
外
交
的
現
実
に
是
認
を
与
え
て
い
る
事
実
を
知
る
が
、

結
論
的
に
は
彼
の
意
見
は
正
統
的
支
配
者
（
徳
川
幕
府
）
か
ら
み
て
極

’
め
て
穏
健
で
あ
り
、
余
り
に
も
平
静
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
筆
者
は

は
じ
め
に
こ
の
問
題
を
取
扱
っ
て
い
る
｛
彼
の
著
作
が
生
み
出
さ
れ
た

時
期
に
つ
い
て
注
音
心
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
新
政
府
の
中
枢
に
時
を
得
顔
に
乗
込
む
国
学
者
の
首
回
領
大
国

隆
正
の
、
幕
末
激
動
期
に
お
い
て
揉
み
に
も
ま
れ
る
薄
雪
問
題
に
つ

い
て
の
平
静
か
つ
楽
観
的
な
意
見
は
、
常
に
事
実
を
固
定
化
↓
範

型
化
し
て
、
そ
れ
を
弁
証
す
る
か
た
ち
で
立
論
す
る
と
い
う
、
さ
き

に
わ
れ
わ
れ
が
抽
出
し
た
大
国
の
思
惟
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

，＠　＠　・S　＠＠＠　op

全
五
、
二
七
五
頁
。

同
右
、
二
七
三
頁
。

岩
波
文
庫
本
、
二
五
頁
。

丸
由
其
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
二
七
二
頁
。

文
武
虚
実
論
難
、
全
一
、
三
五
四
頁
。

金
「
、
　
　
西
ハ
百
ハ
。

こ
の
故
に
、
歴
史
に
お
け
る
人
間
の
主
体
的
活
動
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
「
新
照
・
糖
ほ
忠
臣
な
り
、
足
利
は
逆
臣
な
り
。
そ
の
忠
臣
は
こ
こ
ろ
ざ

　
し
を
え
ず
し
て
、
逆
薩
は
こ
こ
ろ
ざ
し
を
え
た
り
。
こ
れ
に
も
ま
た
皇
天

　
工
祖
の
み
こ
こ
ろ
の
あ
り
し
こ
と
な
る
べ
し
。
」
　
（
文
武
虚
実
論
五
、
全

　
～
、
三
七
一
頁
）
、
「
頼
朝
胸
∵
東
照
宮
、
み
な
神
議
に
つ
か
は
れ
た
ま
ひ

　
て
、
こ
の
功
業
を
な
し
た
ま
へ
る
も
の
な
り
。
」
（
醇
酒
通
解
三
、
全
六
、

　
｝
七
二
頁
）
か
ら
具
体
的
に
知
ら
れ
た
い
。
右
か
ら
し
て
大
岡
が
、
　
「
よ

　
の
国
学
者
は
お
ほ
く
大
内
裏
の
い
に
し
へ
に
か
へ
さ
ん
と
ね
が
ふ
を
、
隆

　
正
は
し
か
ら
ず
」
　
（
神
道
受
用
考
証
一
、
全
五
、
二
七
四
頁
）
と
王
政
復

　
古
の
政
浩
酌
変
革
へ
の
作
為
排
除
の
基
本
的
熊
襲
を
示
し
て
い
る
の
は
当

　
然
で
あ
る
。

⑯
全
六
、
一
九
一
頁
。

⑰
　
　
ム
島
一
、
　
一
二
山
ハ
ニ
百
ハ
。

⑱
　
　
古
伝
通
解
…
悶
圏
、
全
山
ハ
、
　
一
九
一
翼
。

⑲
　
　
全
一
、
　
ご
エ
ハ
七
頁
。

⑩
　
大
圏
の
表
現
に
も
「
気
運
」
が
神
々
の
支
配
か
ら
常
に
独
立
し
て
い
る

　
と
い
い
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
と
こ
ろ
の
全
交
を
示
す
と
、
　
「
白
鞘

　
天
二
祖
の
天
に
あ
り
て
は
か
り
た
ま
へ
る
や
う
、
神
武
天
皇
よ
り
六
百
二

　
十
五
年
の
運
に
あ
た
り
て
、
西
方
の
気
運
日
本
に
わ
た
り
ぞ
め
、
チ
ニ
菅

　
置
十
年
の
運
に
あ
た
り
て
、
蘇
我
の
馬
子
上
を
犯
し
た
て
重
つ
り
、
聖
徳

　
太
子
女
帝
を
た
て
て
、
そ
の
馬
子
と
共
に
世
を
ま
つ
り
こ
ち
、
お
も
ふ
ま

　
ま
に
仏
瀞
を
た
て
た
窪
へ
る
は
、
か
ぶ
し
ほ
じ
め
の
気
運
に
て
、
皇
天
二

　
祖
の
御
力
に
も
及
ば
せ
た
ま
は
ぬ
よ
し
あ
り
て
、
そ
の
気
運
に
ま
か
せ
た

　
ま
へ
る
な
り
。
」
（
全
「
、
三
六
六
－
七
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

　
気
運
と
皇
天
二
祖
の
御
力
と
の
関
係
は
、
や
や
鰻
昧
で
あ
る
が
、
こ
れ
鳳
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＠＠＠＠ 　
大
麟
の
思
惟
方
法
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後

　
述
す
る
。

⑳
　
　
ム
止
｝
、
　
瓢
瓢
ハ
鷲
一
頁
、
勢
占
…
引
m
川
敷
。

⑳
　
　
同
朋
、
　
一
瓢
六
四
百
ハ
、
傍
占
…
引
用
者
。

㊥
そ
の
謬
情
に
つ
い
て
は
、
左
の
例
文
か
ら
了
解
さ
れ
た
い
。

　
「
神
武
天
皇
の
こ
ろ
に
い
た
り
て
は
、
相
凌
壊
し
て
、
皇
命
に
も
従
は
ざ

　
り
し
に
よ
り
、
東
征
の
事
あ
り
て
、
つ
ひ
に
大
和
に
京
を
定
め
た
ま
へ
る

　
　
　
　
ウ
サ
ッ
ヒ
認
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ト
ン
キ

　
な
り
。
菟
狭
津
彦
を
菟
狼
国
造
に
封
じ
た
ま
ひ
、
弟
磯
城
を
磯
城
の
県
主

　
に
封
じ
た
ま
へ
る
な
ど
、
そ
れ
は
、
も
と
其
地
を
押
領
し
て
あ
り
け
、
る
も

　
の
な
り
。
そ
の
押
領
を
ゆ
る
し
て
、
其
地
の
羅
馬
・
県
主
に
封
じ
た
ま
ヘ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
る
は
、
地
を
わ
か
ち
て
を
し
み
た
ま
は
ぬ
大
量
な
ら
ず
や
。
…
…
頼
朝
卿

　
以
来
、
諸
国
の
大
小
名
、
大
か
た
薄
徳
あ
り
て
人
の
な
つ
き
た
る
も
の
な

　
れ
ば
、
そ
れ
に
ザ
て
の
地
を
ま
も
ら
せ
た
ま
へ
る
こ
と
、
神
武
天
白
萬
の
故
事

　
に
か
な
へ
り
。
今
世
は
、
大
将
軍
家
こ
れ
を
ふ
さ
ね
、
つ
か
さ
ど
り
た
ま

　
ふ
に
よ
り
、
そ
の
大
小
名
ま
た
、
そ
の
民
を
虐
す
る
こ
と
を
得
ず
。
そ
の

　
大
小
名
の
家
臣
み
な
、
世
緑
世
臣
な
る
に
よ
り
、
其
主
君
を
お
も
ふ
忠
心

　
厚
く
、
こ
と
あ
ら
ば
命
を
す
て
ん
と
お
も
ふ
も
の
ば
か
り
な
り
。
」
（
や
ま

　
と
こ
こ
ろ
．
異
本
㎝
、
全
三
、
＝
一
一
二
頁
、
傍
点
引
用
考
）
。

　
　
全
　
、
三
七
五
頁
。

　
全
二
、
三
四
〇
頁
。

　
全
　
、
三
七
五
頁
Q

　
大
國
は
道
徳
を
三
段
階
に
分
っ
て
、
そ
の
最
低
一
－
人
た
る
の
最
低
の
条

件
一
－
「
人
之
常
行
」
と
し
て
「
入
の
ゆ
る
さ
ぬ
を
と
ら
ず
」
と
「
お
や
子

兄
弟
あ
ひ
と
つ
が
ず
偏
を
あ
げ
て
い
る
。
　
（
後
齋
は
家
族
内
的
道
徳
の
問

罐
で
あ
る
が
ら
、
こ
こ
で
は
捨
象
す
る
。
）
右
お
よ
び
、
そ
れ
に
つ
い
て

の
「
こ
こ
ろ
を
つ
け
て
み
よ
。
’
世
の
中
の
あ
し
き
誤
は
み
な
、
　
人
の
ゆ

る
さ
ぬ
も
の
を
し
ひ
て
え
ん
と
し
、
あ
な
が
ち
に
得
た
る
よ
り
お
こ
る
も

の
な
り
。
」
（
神
道
受
用
考
証
　
、
全
五
、
一
霞
四
頁
）
と
い
う
強
い
表
現

か
ら
し
て
所
有
権
の
確
保
に
大
園
が
い
か
に
深
い
関
心
を
も
つ
て
い
た
か

が
わ
か
る
。
こ
れ
を
基
底
と
し
て
、
大
国
に
お
い
て
は
、
　
「
人
之
常
行
1
1

所
有
権
の
尊
重
ヤ
・
「
家
職
産
叢
↓
「
忠
・
孝
・
（
点
）
」
と
三
段
階
に
滋
徳

的
価
値
序
列
が
編
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
高
の
道
徳
的
価
値
が
実

現
さ
れ
る
た
め
の
基
底
が
確
保
せ
ら
れ
た
る
所
有
権
と
考
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
治
晒
斎
象
の
現
融
火
酌
基
礎
で
あ
る

家
職
産
業
；
農
業
を
中
心
と
し
た
、
だ
か
ら
土
地
所
有
（
↑
保
有
）
が

限
属
で
あ
る
一
を
成
立
た
し
め
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
形
成
さ
れ
た
視

角
か
ら
の
理
論
で
あ
ろ
う
。

⑲
　
　
A
黒
｝
、
　
ご
一
一
ハ
・
九
一
…
二
七
（
）
謄
只
。

㊥
　
同
右
、
三
七
〇
頁
。
、

⑭
　
　
岡
＋
個
、
　
一
瓢
七
六
一
七
頁
。

⑧
こ
の
徳
川
封
建
制
が
、
ど
こ
に
重
点
を
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
と

　
い
．
）
こ
と
が
、
大
國
の
思
想
成
立
の
契
機
、
お
よ
び
、
そ
の
祉
会
的
基
盤

　
を
問
題
と
す
る
際
の
き
め
手
と
な
る
が
、
大
国
が
領
憲
的
な
問
題
を
と
り

　
あ
げ
な
い
で
、
私
的
な
十
…
地
所
有
に
執
し
て
終
始
問
題
を
展
闘
し
、
そ
こ

　
か
ら
し
て
支
配
形
態
・
政
体
の
優
劣
を
ま
で
論
じ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば

　
非
武
士
的
な
土
地
所
有
者
腿
地
主
肘
を
そ
の
背
後
に
予
想
す
る
こ
と
が
可

　
能
で
あ
る
が
、
小
論
で
は
こ
の
問
題
に
た
ち
い
ら
な
い
。

＠
　
全
一
、
三
七
〇
…
一
買
、
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＠
　
岡
右
、
九
二
頁
。

⑧
全
賜
、
一
七
頁
。

㊥
　
全
三
、
一
一
〇
頁
Q

⑳
　
全
五
、
二
七
五
頁
。

⑧
　
全
一
、
三
七
八
頁
。

⑧
大
国
の
外
国
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
は
大
凡
つ
ぎ
の
著
作
か
ら
知
ら
れ

　
る
、
そ
れ
ら
の
舗
作
年
代
と
と
も
に
列
挙
す
る
。

　
1
交
武
虚
実
論
（
嘉
永
六
、
一
八
五
三
）

　
2
駅
戎
問
答
（
安
政
二
、
一
八
五
五
）

　
3
憐
駅
春
（
岡
右
）

　
4
尊
皇
嬢
夷
異
説
弁
（
文
久
二
、
一
八
六
二
）

　
5
新
真
公
法
諭
（
慶
芯
三
、
一
八
六
七
）

⑧
金
三
、
一
二
四
頁
。

（
⑩
　
同
右
、
二
一
一
頁
、
虎
将
と
は
鷹
二
α
Q
o
O
戦
○
江
蛋
ω
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

＠
全
三
、
二
一
四
頁
。

＠
岡
右
、
二
～
四
一
五
頁
。

⑧
　
　
「
日
本
国
の
大
王
は
し
か
ら
ず
。
か
の
歴
肉
王
の
ご
と
く
、
他
国
に
か

　
せ
ぎ
て
天
下
の
総
主
た
ら
ん
こ
と
を
も
と
め
ず
。
時
運
の
い
た
る
を
ま
ち
、

　
海
中
に
孤
絶
し
て
他
と
交
は
ら
ず
。
か
れ
ら
が
こ
こ
ろ
ざ
し
を
あ
ら
た
め
、

　
地
球
上
の
総
王
を
も
と
む
る
と
き
、
み
な
が
ら
に
し
て
地
上
の
総
研
困
た

　
ら
ん
と
す
る
も
の
な
り
。
」
（
文
武
虚
実
論
二
、
全
一
、
二
一
九
頁
）

　
「
…
…
し
か
れ
ど
も
い
ま
だ
外
国
の
人
は
、
こ
の
神
理
（
1
1
真
の
公
法
）

　
を
し
ら
ざ
る
に
よ
り
承
伏
せ
ず
。
承
伏
せ
ざ
る
う
ち
は
、
い
つ
ま
で
も
同

　
等
の
く
に
な
り
。
そ
の
こ
こ
ろ
え
に
て
、
外
国
と
億
交
る
べ
き
な
り
。
」

　
（
斥
儒
仏
、
全
四
、
一
八
三
頁
）
。
ヒ

＠
全
一
、
一
五
九
頁
。

㊨
全
三
、
二
一
四
頁
。

⑯
　

「
そ
も
そ
も
尊
皇
撰
夷
は
、
わ
が
大
臼
本
國
の
大
道
に
し
て
、
東
四
神

　
君
早
く
み
こ
こ
ろ
を
こ
こ
に
と
め
た
ま
ひ
、
水
戸
の
贈
大
納
言
蒼
昭
の
卿

　
ふ
か
く
お
も
ひ
は
か
り
た
ま
ひ
…
…
」
　
（
尊
皇
媛
夷
異
説
弁
、
全
二
、
三

　
三
八
頁
）
。

⑰
新
真
公
法
論
、
金
三
、
ニ
ニ
一
頁
。

⑲
　
日
米
通
商
条
約
、
い
わ
ゆ
る
安
政
仮
条
約
の
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

　
に
お
け
る
勅
許
を
い
う
。

⑲
全
三
、
二
二
一
頁
。

四

　
以
上
に
お
い
て
大
国
隆
正
の
思
想
な
い
し
思
惟
方
法
の
大
略
を
小

論
の
臼
的
に
そ
っ
て
解
説
し
た
。

　
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
得
た
結
果
に
よ
れ
ば
、
彼
は
被
治
者
に
対
し

て
は
服
従
を
、
そ
れ
も
単
に
消
極
的
に
で
は
な
く
、
生
産
活
動
（
「
家

職
産
業
」
）
を
以
て
す
る
積
極
的
服
従
一
奉
仕
を
説
き
、
現
実
読
会
序

列
と
体
制
と
を
保
持
せ
ん
と
し
、
ま
た
政
治
体
制
そ
の
も
の
に
対
し

て
は
現
実
の
徳
川
幕
藩
的
封
建
体
制
を
そ
の
ま
ま
に
固
定
す
る
べ
く
、

そ
の
神
道
懸
本
教
思
想
を
現
実
的
に
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
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幕
末
国
学
の
正
統
的
｛
類
型
で
あ
る
大
国
の
思
想
は
、
本
居
宣
長
の

場
合
と
異
り
、
固
定
的
に
徳
川
封
建
制
を
支
持
し
、
明
治
維
新
の
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

革
に
は
何
等
積
極
的
な
関
係
を
有
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
大
国
灘
身
の
政
治
的
変
革
と
し
て
の
明
治
維
新
に
つ
い
て
の
感
想

は
、
明
治
元
年
の
著
で
あ
る
「
魂
醜
弁
」
に
よ
る
と
、
　
「
明
治
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
ら

世
の
中
江
り
た
る
を
、
人
は
あ
や
し
く
お
も
ふ
め
れ
ど
、
お
の
れ
は

り
　
　
　
も
　
　
　
ろ
　
　
　
も
　
　
　
ロ
　
　
　
も
　
　
　
も

何
と
屯
お
も
は
ず
。
論
議
に
て
か
く
の
ご
と
く
な
り
ぬ
べ
き
こ
と
と

　
　
　
⑳

思
ふ
な
り
。
」
で
あ
る
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
す
こ

し
で
も
ふ
れ
た
彼
の
著
作
は
同
書
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
の

べ
た
大
国
の
思
惟
方
法
・
思
想
内
容
に
こ
の
感
想
を
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
が
維
新
へ
の
運
動
に
い
さ
さ
か
も
関
係
や
関
心
が
・
な
か

っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
彼
は
同
書
で
、
　
「
大
国
主
の
神
の
か
へ
さ
れ
し
を
、
初
度

の
大
革
運
と
し
、
慶
応
三
年
徳
川
君
の
か
へ
さ
れ
し
を
、
再
度
の
大

蓬
と
す
・
お
も
ひ
し
ゑ
㎏
・
」
と
・
大
国
美
山
が
そ
れ
ま
で
掌

握
し
て
い
た
人
問
界
（
顕
露
事
）
を
天
孫
一
＝
一
歳
ノ
命
に
返
還
し
た
と

い
う
神
代
の
一
大
事
件
に
比
し
て
、
自
ら
を
納
得
せ
し
め
よ
う
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
彼
に
と
っ
て
明
治
維
新
一
王
政
復
古
の
実
現

は
、
既
述
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
余
程
意
外
な
こ
と
で
あ

っ
た
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
．

　
そ
の
心
を
動
揺
せ
し
め
な
が
ら
も
、
彼
は
こ
れ
を
神
議
と
し
て
う

け
て
肯
定
し
た
こ
と
は
事
実
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
常
に
自
ら
は

作
為
の
論
理
を
包
含
せ
ず
、
現
実
を
そ
の
ま
ま
に
肯
定
す
る
国
学
的

論
理
の
特
質
が
、
彼
の
硬
化
せ
る
思
惟
方
法
を
貫
通
し
て
、
多
少
の

苦
痛
を
経
た
後
、
新
現
実
を
容
認
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
に
お

け
る
国
学
的
思
惟
方
法
の
硬
化
現
象
が
彼
が
現
実
的
土
地
所
有
春
聾

農
村
の
地
主
を
そ
の
思
想
形
成
の
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す

る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
政
体
の
変
革
と
し
て
の
崩
治
維
新
は
地
主
的

土
地
所
有
の
危
機
と
は
な
り
え
ず
、
ま
た
、
明
治
元
年
の
段
階
で
は
、

幕
府
の
倒
壌
と
王
政
復
古
の
み
が
実
現
せ
ら
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
彼

が
強
く
固
執
す
る
“
封
建
捌
”
に
は
変
化
が
な
か
っ
た
こ
と
に
想
い

到
る
な
ら
ば
、
右
の
苦
痛
に
堪
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
と
考
え

て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
此
度
王
政
復
古
神
武
創
業
ノ
始
二
被
レ
為
レ
基
」
と
い
う
明
治
元

年
三
月
の
布
告
が
、
大
平
隆
正
の
指
導
原
理
に
よ
る
と
い
う
説
が
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

上
毅
の
「
梧
陰
存
知
」
以
来
さ
か
ん
で
あ
り
、
ま
た
反
対
説
も
あ
る
が
、

こ
の
説
が
正
し
い
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
大
国
の
「
神
武
天
皇
」
が
い

か
な
る
歴
史
的
存
在
で
あ
っ
た
か
を
知
る
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
そ
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れ
が
、
い
か
な
る
意
味
で
も
、
近
代
国
家
へ
の
出
発
点
と
し
て
の
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
、

治
維
新
の
指
導
理
念
で
は
あ
言
え
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
大
国
隆
正
以
下
の
国
学
者
た
ち
が
新
政
府
に
登
庸
さ
れ
る
の
は
、

「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
、
そ
の
主
人
を
た
ふ
と
び
て
、
別
に
教
主
を
た
て
」

な
い
彼
等
の
現
実
に
随
順
し
て
い
く
姿
を
示
す
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ

な
い
。
そ
の
時
、
彼
ら
に
は
天
皇
の
政
府
に
直
接
奉
仕
す
る
喜
び
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
国
学
者
の
多
く
は
中
央
集
権
的

近
代
国
家
へ
と
成
長
し
て
い
く
歴
史
の
歩
み
と
歩
調
を
揃
え
る
こ
と

が
で
き
ず
、
次
第
に
落
伍
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
封
建
綱
」
を
核
心
と
し
て
天
皇
の
直
轄
支
配
を
否
定
す
る
政
治

理
念
を
堅
持
し
た
大
国
隆
正
が
、
明
治
四
年
廃
藩
三
三
が
行
わ
れ

「
郡
県
制
」
が
施
行
さ
れ
た
後
、
　
一
月
に
し
て
死
去
し
た
こ
と
は
象

徴
的
で
あ
る
。

⑩
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
上
田
賢
治
氏
は
、
維
新
を
直
前
に
し
て
「
大
将
軍

　
家
を
ま
た
万
代
不
易
な
る
べ
し
」
（
文
武
虚
実
諭
一
、
全
一
、
一
六
七
頁
）

　
と
幕
府
政
治
を
礼
讃
し
た
大
国
が
、
明
治
元
年
に
「
な
な
ぞ
ぢ
に
七
つ
余

　
れ
る
喜
は
、
あ
ら
た
な
る
御
代
に
あ
へ
る
な
り
け
り
。
」
（
魂
醜
弁
、
金
四
、

　
二
憲
三
頁
）
と
維
新
の
変
を
謳
歌
し
た
の
は
不
可
解
で
あ
る
と
し
て
、
お

　
そ
ら
く
は
幕
府
の
違
勅
問
題
を
契
機
と
し
て
熊
度
が
急
激
に
変
化
し
た
の

　
だ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
が
、
既
に
わ
れ
わ
れ
が
み
た
ご
と
く
、
大
愚
は
安

　
政
仮
条
約
の
勅
許
を
歓
迎
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
直
接
に
こ
の
問
題

　
に
関
し
な
い
で
も
、
い
わ
ゆ
る
違
勅
問
題
以
後
、
幕
府
支
持
の
論
調
は
変

　
つ
て
い
な
い
か
ら
、
上
田
氏
の
推
測
は
承
認
で
き
な
い
が
一
、
し
か
も
、

　
大
国
が
喜
ん
で
い
る
の
は
維
蕎
の
変
で
は
な
く
て
、
こ
こ
に
引
か
れ
た
短

　
歌
は
、
五
十
書
の
こ
響
一
義
を
さ
と
っ
た
こ
と
、
神
人
分
別
の
ま
こ
と
を

　
得
た
る
こ
と
、
臼
本
国
の
天
子
の
す
ぐ
れ
て
尊
き
こ
と
の
三
つ
を
知
っ
た

　
こ
と
が
う
れ
し
い
と
し
て
詠
じ
た
二
首
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
の
で
あ
っ

　
て
、
上
田
氏
の
見
解
は
成
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

⑧
全
四
、
ニ
ニ
四
頁
。

㊥
　
同
右
、
二
二
四
一
五
頁
。

⑧
　
例
え
ば
、
望
月
幸
雄
「
大
国
隆
正
小
伝
」
（
『
国
学
者
研
究
』
所
収
）
、

　
平
泉
澄
「
明
治
維
新
と
国
学
」
（
『
明
治
維
新
史
研
究
』
所
叡
）
、
服
部
之

　
聡
「
脊
山
半
蔵
」
　
（
著
作
集
6
）
、
も
っ
と
も
根
拠
は
す
べ
て
「
梧
陰
存

　
稿
」
で
あ
る
。

⑭
　
例
え
ば
、
徳
重
浅
吉
「
維
新
改
革
の
思
想
的
背
景
」
（
『
維
新
精
神
史
研

　
究
』
所
…
収
）
、
藤
井
東
一
二
「
神
祇
官
ハ
の
再
興
と
其
機
能
扁
（
『
歴
史
地
理
』

　
六
五
一
二
、
　
一
二
）
。

⑱
）
服
部
之
飯
氏
は
大
国
の
思
想
を
重
商
主
義
的
で
あ
る
と
考
え
、
ス
ト
レ

　
ー
ド
に
絶
対
主
義
思
想
へ
発
展
す
る
因
子
と
考
え
、
大
国
こ
そ
は
明
治
維

　
新
の
過
程
を
先
頭
に
た
て
て
推
進
す
る
者
と
い
う
。
（
「
絶
対
主
義
思
潮
の

　
接
木
」
、
「
青
由
半
蔵
」
『
著
作
集
』
6
）
し
か
し
、
か
か
る
見
解
は
わ
れ

　
わ
れ
に
と
っ
て
頗
る
奇
異
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
小
論
を
説
き
お
こ
す

　
に
当
っ
て
、
服
部
氏
を
利
用
し
た
関
係
も
あ
る
の
で
、
維
新
後
の
思
想
的

　
状
況
は
本
稿
の
対
象
で
は
な
い
が
、
服
部
氏
の
見
解
に
つ
い
て
＝
爵
つ
け

　
加
え
る
。
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服
離
㎜
氏
は
平
・
田
国
学
の
底
辺
に
都
市
の
富
一
商
議
と
農
村
の
豪
農
暦
が
あ

る
と
考
え
、
　
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
小
論
で
は
論
及
し
な
か
っ
た
が
、

と
く
に
後
春
に
つ
い
て
は
毒
血
も
岡
感
で
あ
る
。
）
こ
れ
ら
の
階
層
が
明

治
七
年
に
民
庶
議
院
設
立
建
白
書
を
提
出
す
る
「
豪
家
ノ
農
商
し
の
一
部

に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
。
か
か
る
歴
史
的
理
解
に
た
っ
て
、
か
れ
ら

を
赴
会
的
藩
盤
と
す
る
大
国
隆
正
の
思
想
を
思
想
酌
な
分
析
を
ぬ
き
に
し

て
、
i
そ
れ
故
に
戦
前
・
戦
中
の
皇
国
史
観
に
よ
る
伝
詑
な
ど
に
依
拠

し
て
i
服
部
氏
が
考
え
た
こ
の
富
商
・
豪
縫
暦
の
政
治
的
・
経
済
的
性

格
か
ら
単
純
反
映
的
に
、
い
わ
ば
恣
意
的
に
規
定
し
た
も
の
と
考
え
ざ
る

を
え
な
い
が
、
　
（
国
学
を
受
容
す
る
農
艮
と
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
を
提

出
す
る
も
の
と
を
具
体
的
に
連
続
酌
に
と
ら
え
る
こ
と
だ
け
に
つ
い
て
も
、

團
学
を
受
容
す
る
憂
脚
質
は
全
園
一
様
の
分
布
を
も
つ
の
で
ほ
な
い
か
ら
、

こ
の
点
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
）
そ
の
臭
体
的
な

蜜
実
は
と
も
か
く
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
既
に
検
討
し
た
大
国
の
思
想
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

こ
の
御
繊
過
が
そ
の
ま
ま
誠
心
網
心
切
一
に
つ
な
が
る
と
は
裏
金
考
え
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
轟
ハ
○
年
歳
月
一
〇
n
口
）

幕寒i魍学思想の一類型（瞬原）
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Feudal　Rule　and　the’PeaSantry　around　’the　Restoration

　　　　　　by

Sadao　Ariizumi

　　In　thぴKai甲斐　d呈strict　in施e　E40　Era　a　taxation　law　called

エ）aish6giri大小切was　g．xecuted，　and　the　rate　of　money　payment

in　feudal　rent　was　higher　than　ln　the　other　districts．．EspeciallY

in　the　territory　of　the　Tayasus田安．家who　played　a　role　of　bulwark

・of　the．　Tok’ugawa徳川Shogunate，　it　must　be　remarked　that　the　rent

was　almost　paid　in　money　there．

　　This　article　tries　to　explain，　through　the．analysls　of　the　peasants’

・complaints　and　the　way　of　participation　to　the　riots，　what　classes　of．．

peasants　were　formed，　how　different　they　appeared　in　the　area　of

growing　commodity　production，　．how　the　contradletion　of　lords　against

peasants　or．w2thin　peasants　£hemselves　was　enhanced　by　the　lordS’

pollcy　which　・aimed　at　covering　the　decline　o£　real　．revenue　throug！．

the　separatiOn　of　meney－payraent　prlee　from　rice　prlce，．　tmder　th’e

almost　perfect　progress　of　money　payment．

An　Aspect　of　Kobugabu国学in　the　Later

　　　　　　　　　　　　　　　　　Edo　Era

　　　　　　　　　　　　　　　ム
　　　　　in　case　of　Oleuni　Takamαsa大国隆正

　　　　　　　by

Tsttgur6　TaWara

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん
　　We　treat　the　case　of　Ofluni　Takanzasa大国隆正，　because　he　belonged

t6　the　samurai　class，　and　was　the　chief　of　KoJeugafeu国学scholars　in

the　core　of　the娩嬢明治new　govern・ment；and　so　we　can　partly　recog－

nize　the　relation　between　Kofeugαleu　in　the　later　Edo　era　and撫e磁擁

Restoration，　by　researching　his　thougねts，　for　the　accottnt　of　his　vety

血ov6ment　after　the　Restoration　which　was　d縦efent　frorn　rura圭．．schL

olars’unknown　move瓶ent　in’垂盾撃奄狽奄モ刀D　｝Iis　d澄erence　with　Qther

scholars　who　accepted　all　realities　indlfferent　to　their　contents　as

．acts　of　God　consisted圭n　his　supporting　the　Tokugawa　System　as　the

磁．moved－as　it　was　t．he　feudal　system　based　on　parson．al　landholdin－

9s，　not　on’the　central　gevernment　dlrectly　ruled　by晦e　Emperor．
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　Then　he　set　his　logic　by　which　he　could　criticise　or　regulate　even

the　Emperor’s　acts．　Though　the　1〈oleugaleu　scholars　led　by　him　with

his　logic　cannot　be　thought　to　have　joined　the　movement　to　the　Meiii

Restoration　as　a　reformation　of　body　polltic，　his　cooperation　for　tl）e

Mei］’i　government　means　their　subjection　to　the　God’s　acts　after　all，

and　it　is　natural　that　they　sloughed　off　the　new　current，　the　time

the　ne’w　government　conquered　the　feudal　systern．

Shamanism　in　the　Six　Dynasties　Period

　　　　　　　　by

Hisayuki　Miyagawa

　　By　examining　some　examples　of　shac　manism　in　the　Six　Dynasties

period　in　China，　this　article　studies　its　inexorft．　ble　survival，　the　intro－

duction　of　Buddhism，　and　the　intercourse　between　shamanisxn　and

Taoism，　semiworld－wide　religion　which　was　generated　within　the

Chlnese　society，　outlining　the　formation　of　the　Taoistic　culture　to　the

modern　ag’e　by　the　connection　of　those　religious　cultures．

ChaM9－chz：fn　張濃　and　wu－chien　呉跡　in　SZtZ－ch‘uan　四Jii

　　　　　　　　　　　　　　of　Nan－sung南宋Dynasty

　　　　　　　　　　　　on　process　of　their　shift　of　power

　　　　　　　　by

Masahiro　Yamauchl

　　Chan9冨chii7z張俊，　who　was跳磁π吻一61z‘u－chih－shih宣撫処置使and　was

authorized　with　the　power　equal　to　a　sovereign　by　the　Nan－sun8’南宋

dynasty，　established　the　base　in　Lang－chozs　waY・［S　of　Stu－ch‘uan－she”ng

四川省after　1131　A．　D．，　and　defended　against　Chin金army　by　the

power　which　consisted　of　the　so－called　strongest　soldiers　in　Shen－si－

s層πg陳西省and　the　abundant　property　inε宮髭一ch‘ttan四川．　As　this

Chang－c乃伽g’s　power　was　an　obstacle　to　the　Nan－sung　dynasty　which

had　tried　to　rule　SxtVt－ch‘uan－she“ng　under　direct　control，　the　Nan－sung

ac　drninistrac　tion，’　ftom　’33，　to　’36，　divided　the　rights　of　military，　fina－

ncial，　and　civilcontrol　with　which　llsiian－ftt－ch‘ii－chih－shih　was　endowed

into　indepeBdent　institutions　of跳磁η伽一shih宣撫使，　Tu－clzuan－ptun－s愚

論転運司，and　O励一ch‘τ4－s編制『置司each．　On　the　other　hand，既4－chieh
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