
介早

る
。
博
士
の
南
北
朝
正
潤
論
の
立
論
の
基
準
は
、
皇

位
の
象
徴
た
る
三
種
神
器
の
存
否
に
か
か
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
、
戦
前
の
「
大
義
名
分
論
」
的
発

想
に
不
満
を
感
ず
る
の
は
、
果
し
て
紹
介
者
の
み
で

あ
ろ
う
か
。

　
本
書
は
多
数
の
優
秀
な
古
文
書
の
蒐
集
家
で
も
あ

る
著
者
の
所
蔵
文
書
を
は
じ
め
、
多
く
の
古
文
書
を

駆
使
し
て
縦
横
の
論
を
展
開
す
る
が
、
髄
質
天
皇
の

伝
記
と
い
う
本
書
の
性
格
も
あ
っ
て
所
論
が
上
層
貴

族
階
級
に
限
ら
れ
て
い
る
う
ら
み
が
あ
る
。
著
者
が

か
つ
て
名
論
文
「
荘
民
の
生
活
」
（
史
林
八
ノ
一
）
で

展
開
し
た
視
角
、
即
ち
庶
民
の
生
活
に
ま
で
立
入
つ

た
視
角
を
本
書
で
も
援
用
さ
れ
た
な
ら
ば
、
駈
論
は

一
層
の
興
味
深
さ
を
期
待
し
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
今
一
つ
、
気
に
な
る
の
は
、
著
者
が
欝
欝
紀
年

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
岩
茸
の
兇

識
に
よ
る
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
西
暦
紀
年
を
使
い
な

れ
た
者
に
は
、
換
算
の
煩
し
さ
が
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
む
し
ろ
奇
異
に
す
ら
感
ず
る
。
多
数
の
読
春
i

そ
れ
に
は
多
数
の
着
者
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か

ら
、
西
暦
紀
年
を
使
用
す
る
ほ
う
が
親
切
で
は
な
か

ろ
う
か
。
　
（
A
5
覇
二
一
六
頁
　
昭
和
三
十
六
年
四

月
淡
交
新
社
刊
　
定
価
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
田
善
人
）

三
木
与
吉
郎
編

阿
波
藍
譜
　
史
話
図
説
篇

　
昨
年
末
『
阿
波
藍
譜
』
史
話
図
説
篇
が
刊
行
さ
れ

新
春
畢
々
、
一
読
す
る
機
会
を
も
つ
た
。
三
木
藍
業

殊
式
会
社
三
木
与
吉
郎
氏
と
、
三
木
文
庫
後
藤
捷
一

氏
の
御
尽
力
に
よ
り
、
　
『
三
木
文
星
断
蔵
庶
民
史
料

目
録
』
二
冊
が
上
梓
さ
れ
、
つ
い
で
『
阿
波
藍
譜
』

栽
培
製
造
篇
が
学
界
に
送
ら
れ
た
の
は
、
ま
だ
臼
穎

し
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
撃
つ
ぐ
出
版
に
は
関
係
春

各
位
の
御
心
労
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た

ろ
う
と
推
察
し
て
い
る
。
本
書
も
既
刊
の
そ
れ
に
劣

ら
な
い
立
派
な
出
来
栄
え
で
あ
り
、
豪
華
な
製
本
、

図
版
の
鮮
麗
な
る
こ
と
、
ま
た
原
物
の
手
板
紙
を
一

枚
宛
、
書
物
に
付
し
て
あ
る
凝
り
よ
う
に
は
、
さ
す

が
に
感
歎
し
て
し
ま
っ
た
。

　
さ
て
本
書
は
史
話
図
説
篇
と
あ
る
よ
う
に
藍
に
関

す
る
史
的
考
察
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
付
随
し
て
蛍
雪

写
糞
図
版
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
史
話
と
い
う
限
り

内
容
は
く
だ
い
た
も
の
と
と
れ
る
が
、
し
か
し
平
明

な
文
章
で
い
て
、
内
容
は
欝
欝
に
が
っ
ち
り
し
た
研

究
書
で
あ
り
、
信
頼
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

断
雷
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
筆
潜
の
自
負
の
程
も
う

な
づ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
阿
波
藍
の

研
究
に
お
い
て
は
必
須
の
文
献
と
な
ろ
う
。
さ
て
、

内
容
は
、
藍
原
草
、
藍
建
発
酵
法
、
紺
屋
雑
記
と
、

ま
ず
藍
染
の
基
本
に
つ
い
て
記
さ
れ
、
つ
い
で
阿
波

藍
に
つ
い
て
栽
培
、
製
法
、
生
産
額
か
ら
販
売
状
況

を
明
ら
か
に
さ
れ
、
明
治
以
隆
、
人
造
藍
の
移
入
と

藍
作
の
衰
退
を
概
観
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

阿
波
藍
の
展
開
は
、
蜂
須
賀
藩
の
政
策
が
問
題
に
な

る
が
、
こ
こ
で
も
発
生
か
ら
統
無
策
が
検
討
さ
れ
海

商
の
組
織
、
取
引
慣
行
、
店
方
の
内
部
組
織
ま
で
流

通
面
の
分
祈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
他
国
の

．
藍
、
阿
波
地
方
の
逸
詣
、
民
家
に
付
属
し
て
い
る
ブ

チ
ョ
ウ
の
構
造
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
附
録
と
し

て
の
統
計
表
は
、
前
著
の
そ
れ
に
明
治
初
年
物
産
表

よ
り
の
藍
関
係
統
計
が
付
せ
ら
れ
、
更
に
完
備
さ
れ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
阿
波
藍
の
み
な
ら
ず
広
く
藍

に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
概
説
書
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
な
り
に
今
少
し
精
細
に
展
慶
し
て
い
た
だ
き
た
か

っ
た
点
も
な
い
で
は
な
い
が
、
史
謡
と
い
う
以
上
、

こ
れ
も
望
蜀
の
感
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
薩
業
史

と
い
う
も
の
は
、
と
く
に
技
術
問
題
が
重
要
で
あ

り
、
私
な
ど
自
分
の
研
究
で
そ
の
弱
点
を
よ
く
感
じ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
本
は
さ
す
が
に
実
際
業
務
に
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携
っ
て
こ
ら
れ
た
方
の
識
見
が
ひ
か
っ
て
お
り
、
豊

富
な
図
解
と
あ
わ
せ
て
、
一
々
教
示
さ
れ
る
と
こ
ろ

が
多
か
っ
た
。
ま
た
随
処
に
民
謡
、
文
芸
が
入
っ
て

い
る
の
も
、
筆
者
な
ら
で
は
の
博
引
で
、
楽
し
み
な

が
ら
読
ま
せ
て
頂
い
た
。

　
簡
単
な
紹
介
で
は
、
こ
の
労
作
に
対
し
て
申
訳
な

い
の
で
あ
る
が
、
藍
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
文
献
を

え
た
喜
び
を
伝
え
て
、
一
読
を
お
す
す
め
す
る
。
い

つ
も
な
が
ら
三
木
産
業
が
単
に
一
会
社
の
営
利
を
超

え
て
、
、
　
「
藍
」
産
業
全
体
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
書

物
を
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
敬
意
を
表
す
る
と

と
も
に
、
執
筆
に
当
ら
れ
た
後
藤
挺
一
通
が
老
来
ま

す
ま
す
御
壮
健
に
て
、
後
進
を
稗
益
さ
れ
ん
こ
と
を

期
待
し
て
や
ま
な
い
。
（
A
5
判
本
文
二
九
六
頁
　
付

録
統
計
一
八
八
頁
　
三
木
産
業
株
式
通
気
刊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脇
田
　
修
）

沼
津
市
誌
編
纂
委
員
会
編

　
沼
津
市
誌
　
上
巻

　
広
重
の
「
東
海
道
五
十
三
次
続
絵
」
に
黄
昏
の
道

を
い
そ
ぐ
旅
人
の
姿
と
と
も
に
え
が
か
れ
た
沼
津
宿

は
、
今
日
岳
南
の
工
業
地
帯
の
中
心
と
し
て
将
来
を

期
待
さ
れ
る
近
代
的
都
市
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
。
そ

の
沼
津
市
が
、
昭
和
三
十
年
以
来
、
こ
の
地
の
出
身

蕎
で
あ
る
故
後
藤
守
一
博
士
（
明
大
教
授
）
と
掌
大

教
擾
内
藤
黒
氏
を
監
修
春
に
迎
え
、
地
元
の
研
究
者

に
よ
っ
て
、
六
年
余
の
才
月
を
か
け
て
全
三
巻
の
市

誌
が
完
成
さ
れ
た
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
押
書
上
巻
は
、

「
霞
然
環
境
編
」
　
（
第
隔
章
　
地
形
・
地
質
、
第
二

章
　
生
物
）
と
「
歴
史
篇
扁
の
う
ち
の
「
総
説
扁
と

「
各
論
篇
」
の
う
ち
「
政
治
篇
」
が
収
め
ら
れ
て
い

る
が
、
本
巻
の
大
部
分
は
、
歴
史
的
記
述
が
中
心
で

あ
っ
て
、
い
わ
ば
〃
沼
津
市
史
”
と
も
い
う
べ
き
も

の
に
絹
当
す
る
。
以
下
、
歴
史
的
配
述
を
中
心
に
紹

介
を
試
み
た
い
。

　
ま
ず
「
総
説
」
は
、
本
書
の
中
心
的
部
分
を
な
す

「
各
論
篇
の
個
別
的
研
究
へ
の
導
入
」
と
い
う
役
割

を
も
た
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
所
感
沼
津
を
中
心
と

す
る
地
域
社
会
の
歴
史
的
発
展
を
あ
と
づ
け
る
こ
と

を
直
接
的
巨
標
に
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
爽
質
酌

に
は
概
説
の
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

無
土
器
文
化
か
ら
、
先
史
・
古
代
：
甲
世
・
近
世
・

及
び
近
代
現
代
に
至
る
地
域
的
発
展
を
六
章
に
わ
た

っ
て
論
述
し
て
い
る
。
「
各
論
篇
」
第
一
篇
「
政
治
」

で
は
、
第
一
章
「
古
代
国
郡
の
変
遷
と
沼
津
地
方
」

以
下
、
　
「
岡
野
馬
牧
と
大
岡
庄
」
　
「
鎌
倉
幕
府
の
成

立
と
沼
津
」
　
「
封
建
制
度
の
発
展
」
　
「
戦
国
動
乱
と

三
枚
寸
時
」
「
徳
州
幕
府
の
成
立
と
代
官
支
配
」
「
水

野
氏
と
沼
津
卸
商
　
「
幕
末
維
新
期
の
沼
津
」
　
「
近
代

の
沼
津
…
町
と
甫
…
」
「
市
法
と
警
察
」
等
含
せ
て

十
章
の
假
別
的
研
究
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
前
近
代

社
会
に
つ
い
て
、
古
代
以
来
の
史
料
的
に
も
比
較
的

め
ぐ
ま
れ
、
且
重
要
な
時
点
の
諸
問
題
を
翠
雲
的
に

追
求
す
る
と
い
う
方
法
は
、
一
般
に
史
料
的
劇
約
の

多
い
地
方
史
の
記
述
の
あ
り
方
と
し
て
は
ユ
ニ
…
ク

な
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
戦
國
期
の
後
北

条
・
今
川
・
武
田
二
等
の
沼
津
を
中
心
と
す
る
駿

河
・
傍
豆
の
支
配
関
孫
の
究
明
は
、
学
界
に
も
多
大

の
貢
献
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
近
世
の
沼
津
藩

の
研
究
も
、
史
料
的
黙
約
を
受
け
な
が
ら
、
漸
史
料

の
発
掘
に
つ
と
め
ら
れ
、
旧
記
誌
の
段
階
を
大
き
く

発
展
せ
し
め
て
い
る
こ
と
も
特
筆
す
べ
ぎ
で
あ
ろ

㍉
）
。

　
近
代
以
後
の
翻
分
に
つ
い
て
は
、
個
鯛
研
究
に
分

散
化
さ
れ
、
総
説
の
部
分
が
あ
ま
り
に
簡
略
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
お
し
ま
れ
る
。
　
（
近
代
に
つ
い
て

は
、
中
巻
以
下
の
教
育
・
社
会
・
藍
業
・
経
済
等
の

短
篇
参
照
）
　
た
し
か
に
、
今
日
の
段
階
で
は
「
近
代

に
属
す
る
一
つ
の
都
市
の
発
展
を
（
中
略
）
綜
合
的

に
理
解
す
る
こ
と
」
は
「
至
難
の
業
」
で
あ
る
に
し

て
も
、
そ
れ
を
敢
て
試
み
る
こ
と
は
決
し
て
「
市
民
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