
 

は
じ
め
に—

前
提
と
な
る
仮
説

近
代
と
は
歴
史
を
描
き
、
歴
史
・
伝
統
に
頼
る
時
代
で
あ
る
。
自
然
法
の
支

配
と
は
、
そ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
日
本
近
代
も
王
政
復
古
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
。
で
は
何
故
に
そ
の
よ
う
に
近
代
は
生
ま
れ
た
の
か
、
そ
れ
を
考
え
る

の
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
当
然
出
発
点
は
、
前
稿
（「
神
と
心
の
歴
史—

日
本
史
試
論
（
上
）」
本
誌
第
二
号
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
）
で
も
述
べ
た
、

私
が
依
存
理
論
と
名
付
け
た
、
人
と
社
会
の
発
生
に
関
す
る
私
な
り
の
仮
説
で

あ
る
。

人
の
本
質
は
そ
の
自
立
性
に
で
は
な
く
、
絶
対
的
他
者
依
存
性
に
あ
る
。
網

野
善
彦
流
に
い
え
ば
有
主
・
有
縁
で
あ
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
無
主
・
無
縁
で

あ
る
こ
と
に
あ
る
。
比
喩
的
に
い
え
ば
大
人
で
あ
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
赤
子

で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
人
に
は
社
会
が
つ
く
れ
る
の
で
あ
る
。
誰
も
が

例
外
な
く
他
者
に
依
存
す
る
か
ら
、
人
は
人
で
あ
る
だ
け
で
、
自
ず
か
ら
依
存

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
も
人
の
他
者
依
存
性
は
、食
糧
（
エ
サ
）
の
確
保
と
い
う
、生
物
に
と
っ

て
最
も
重
要
な
行
為
さ
え
他
人
任
せ
に
す
る
、徹
底
し
た
他
者
依
存
性
で
あ
る
。

だ
か
ら
依
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
は
、
食
糧
の
獲
得
と
い
う
営
み
か
ら
解

き
放
た
れ
た
大
量
の
人
を
生
む
。
当
然
食
糧
確
保
か
ら
解
き
放
た
れ
た
人
は
、

二
足
歩
行
の
結
果
自
由
に
な
っ
た
手
と
、
大
き
な
大
脳
を
使
っ
て
、
多
種
多
様

な
能
力
を
発
展
さ
せ
る
。
依
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
形
成
さ
れ
る
や
、
た
ち

ま
ち
内
部
に
交
換
の
シ
ス
テ
ム
（
言
語
や
貨
幣
）
を
内
包
す
る
分
業
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
発
展
し
て
い
く
。
だ
か
ら
そ
れ
は
社
会
の
形
成
に
つ
な
が
る
。
こ
れ

が
依
存
理
論
と
名
付
け
た
私
の
仮
説
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
仮
説
を
前
提
に
す
る
と
き
、
社
会
は
、
社
会
契
約
説
が
想
定
す
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る
よ
う
な
、
人
が
人
為
的
に
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
で
は
な
く
な
る
。
む
し
ろ
自

然
発
生
的
で
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
に
な
る
。
し
か
も
そ
れ
は
一
定
の
分
業
の

調
和
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
の
秩
序
と
、
そ
れ
に
人

を
従
わ
せ
る
強
制
力
を
も
つ
。
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
が
秩
序
と
強
制
力
を
も
つ

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
神
の
支
配
す
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
る
。
前
稿
に

お
い
て
私
が
「
神
は
実
在
す
る
」
と
い
っ
た
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
社
会
に
は
一
つ
の
背
理
が
と
も
な
う
。
人
は
他
者
依
存

的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
依
存
と
分
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
社
会
を
形
成
す

る
、
し
か
し
社
会
を
形
成
す
る
と
、
あ
え
て
自
ら
食
糧
の
確
保
と
い
う
重
労
働

に
従
事
し
な
く
て
も
い
い
可
能
性
が
増
大
す
る
た
め
、
得
手
勝
手
（
自
由
）
に

生
き
る
こ
と
を
あ
た
か
も
権
利
の
如
く
認
識
し
始
め
る
。
人
が
、
他
者
依
存
的

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
社
会
的
で
自
己
中
心
的
な
存
在
に
な
る
と
い
う

背
理
で
あ
る
。

だ
か
ら
人
に
と
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
社
会
秩
序
の
化
身
た
る
神
は
、
常
に
自

ら
に
対
し
て
凶
暴
な
存
在
と
な
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
神
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
た
ち

に
と
っ
て
、
次
の
よ
う
に
、
常
に
自
ら
に
不
審
の
眼
を
向
け
、
殺
戮
を
繰
り
返

す
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
で
あ
る
。

① 

こ
の
民
は
い
つ
ま
で
わ
た
し
を
侮
り
、
わ
た
し
が
彼
ら
の
只
中
で
行
な
っ

た
す
べ
の
徴
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
ま
で
わ
た
し
を
信
じ
よ
う
と
し

な
い
の
か
。
わ
た
し
は
彼
ら
を
伝
染
病
で
撃
ち
、彼
ら
と
絶
縁
す
る
。（
旧

約
聖
書
翻
訳
委
員
会
『
旧
約
聖
書
』
Ⅰ 

律
法
、岩
波
書
店
、二
〇
〇
四
年
、

五
一
〇
頁
）

② 

こ
の
邪
悪
な
会
衆
は
、
一
体
い
つ
ま
で
わ
た
し
に
向
か
っ
て
不
平
を
言
い

続
け
る
の
か
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
ら
の
不
平
、
す
な
わ
ち
彼
ら
が
わ
た

し
に
対
し
て
不
平
を
言
い
続
け
る
の
を
、
わ
た
し
は
も
う
聞
き
飽
き
た
。

彼
ら
に
言
っ
て
や
れ
、「
わ
た
し
は
生
き
て
い
る—

ヤ
ハ
ウ
ェ
の
御
告

げ—

。
お
前
た
ち
が
わ
た
し
の
耳
に
告
げ
た
通
り
に
、
わ
た
し
は
お

前
た
ち
に
対
し
て
行
な
う
。
ま
さ
に
こ
の
荒
野
に
、
お
前
た
ち
の
死
体

は
倒
れ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
に
対
し
て
不
平
を
言
っ
た
者
、す
な
わ
ち
、

お
前
た
ち
の
内
二
十
歳
以
上
で
、
登
録
さ
れ
た
者
全
員
、
数
え
ら
れ
た

者
全
員
が
。
か
つ
て
わ
た
し
が
お
前
た
ち
を
そ
こ
に
宿
ら
せ
る
と
、
わ

た
し
の
片
手
を
挙
げ
て
〔
誓
っ
た
〕
あ
の
地
に
、
お
前
た
ち
が
入
る
こ

と
は
決
し
て
な
い
。
た
だ
し
、
イ
ェ
ネ
フ
の
子
カ
レ
ブ
と
ヌ
ン
の
子
ヨ

シ
ュ
ア
〔
だ
け
〕
は
例
外
と
す
る
。
…
…
（『
旧
約
聖
書
』
Ⅰ
、五
一
二
頁
）

そ
の
意
味
で
、
最
初
の
神
は
祟
り
神
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
佐
藤
弘
夫
の
指
摘

は
正
し
い
。

当
然
人
は
、
神
の
支
配
を
恐
れ
、
そ
れ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
考
え
始
め
る
。
彼

ら
に
宿
る
生
の
本
能
が
そ
れ
を
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
正
当
な
こ
と
と
認
識

さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
依
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
社
会
そ
の
も
の
に

は
生
命
は
な
く
、
生
命
は
あ
く
ま
で
も
一
人
一
人
の
人
間
に
宿
る
。
も
し
人
が

死
に
絶
え
た
ら
、
社
会
も
、
神
も
ま
た
死
に
絶
え
る
か
ら
で
あ
る
。
人
の
「
悪
」

を
憎
み
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
試
み
た
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
神
が
、
そ
れ
で
も
ノ
ア
の
家
族

だ
け
は
生
き
延
び
さ
せ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

で
は
人
が
、
神
の
支
配
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
か
っ
た
の

★
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か
。
出
エ
ジ
プ
ト
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
た
ち
が
や
っ
た
よ
う
に
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の

神
と
そ
の
代
理
人
（
預
言
者
）
モ
ー
ゼ
に
、
呪
い
の
言
葉
を
浴
び
せ
る
だ
け
で

よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

① 

ほ
う
っ
て
お
い
て
く
れ
、
俺
た
ち
は
エ
ジ
プ
ト
人
に
仕
え
た
い
の
だ
。

荒
野
で
死
ぬ
よ
り
、エ
ジ
プ
ト
人
に
仕
え
る
方
が
ま
し
だ
か
ら
…
…
（『
旧

約
聖
書
』
Ⅰ
、
一
八
八
頁
）

② 

あ
あ
、
俺
た
ち
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
地
で
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
手
に
か
か
っ
て

死
ん
で
い
れ
ば
よ
か
っ
た
。
あ
の
と
き
俺
た
ち
は
、肉
鍋
の
傍
ら
に
座
り
、

満
腹
す
る
ま
で
パ
ン
を
食
べ
て
い
た
。
お
前
た
ち
は
、
俺
た
ち
を
こ
の

荒
野
に
連
れ
出
し
、
こ
の
集
会
全
体
を
飢
え
で
死
な
せ
よ
う
と
し
て
い

る
。（『
旧
約
聖
書
』
Ⅰ
、
一
九
六
頁
）

③ 

な
ぜ
、
お
前
は
俺
た
ち
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
上
り
、
俺
と
、
俺
の
息

子
た
ち
と
、
俺
の
家
畜
を
渇
き
で
死
な
せ
る
の
か
。（『
旧
約
聖
書
』
Ⅰ
、

二
〇
〇
頁
）

④ 

さ
あ
、
頭
を
立
て
て
、
エ
ジ
プ
ト
へ
帰
ろ
う
。（『
旧
約
聖
書
』
Ⅰ
、

五
一
〇
頁
）

⑤ 

あ
あ
、
私
た
ち
の
兄
弟
た
ち
が
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
前
で
滅
び
た
と
き
に
、
私

た
ち
も
滅
び
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
、
あ
な
た
た
ち
は
、

ヤ
ハ
ウ
ェ
の
衆
会
を
こ
ん
な
荒
野
に
連
れ
て
来
た
の
で
す
か
。
私
た
ち

と
私
た
ち
の
動
物
た
ち
を
こ
こ
で
死
な
せ
る
た
め
な
の
で
す
か
。
な
ぜ
、

あ
な
た
た
ち
は
、
私
た
ち
を
わ
ざ
わ
ざ
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
上
り
、
私

た
ち
を
こ
ん
な
ひ
ど
い
場
所
に
連
れ
て
来
た
の
で
す
か
。
こ
こ
は
、
穀

物
も
、
無
花
果
も
、
葡
萄
も
、
石
榴
も
な
い
場
所
で
す
。
飲
み
水
さ
え

な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。（『
旧
約
聖
書
』
Ⅰ
、
五
四
二
頁
）

⑥ 

な
ぜ
、
あ
な
た
た
ち
は
、
私
た
ち
を
わ
ざ
わ
ざ
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
上
っ

て
、
こ
の
荒
野
で
死
な
せ
よ
う
と
す
る
の
で
す
か
。
こ
こ
に
は
食
物
も

水
も
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
た
ち
は
も
う
、
こ
の
惨
め
な
食
べ

物
に
は
飽
き
飽
き
し
ま
し
た
。（『
旧
約
聖
書
』
Ⅰ
、
五
四
六
頁
）

当
然
否
で
あ
る
。
人
に
と
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
社
会
の
秩
序=

神
に
は
、
結

局
人
は
従
う
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
神
の
支
配
を
、
神
と
同
様
の

能
力
を
も
っ
た
人
の
支
配
に
置
き
換
え
、
神
の
支
配
に
近
似
す
る
人
の
支
配
を

つ
く
り
出
す
し
か
な
か
っ
た
。
神
を
し
て
、
や
や
多
少
自
暴
自
棄
的
に
、
次
の

よ
う
に
い
わ
し
め
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

民
が
お
前
に
言
う
通
り
、
彼
ら
の
声
を
聞
き
入
れ
よ
。
彼
ら
は
、
お
前

を
拒
絶
し
た
の
で
は
な
く
、
わ
た
し
が
彼
ら
の
王
で
あ
る
こ
と
を
拒
絶

し
た
の
だ
。
わ
た
し
が
彼
ら
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
上
っ
た
日
か
ら
今

日
に
至
る
ま
で
、
彼
ら
の
し
た
事
と
い
え
ば
、
わ
た
し
を
捨
て
て
他
の

神
々
に
仕
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
お
前
に
対
し
て

も
し
て
い
る
の
だ
。
今
は
彼
ら
の
声
を
聞
き
入
れ
よ
。
た
だ
し
、
彼
ら

に
は
っ
き
り
警
告
し
、
彼
ら
を
治
め
る
王
の
権
能
に
つ
い
て
教
え
て
や

る
が
よ
い
。（
旧
約
聖
書
翻
訳
委
員
会
『
旧
約
聖
書
』
Ⅱ
、
歴
史
書
、
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
四
頁
）
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そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
分
業
と
依
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
社
会
の
全

体
を
知
り
、
何
事
も
神
の
如
く
行
う
こ
と
の
で
き
る
、
尋
常
を
超
え
た
人—

ヴ
ェ
ー
バ
ー
流
に
い
え
ば
カ
リ
ス
マ—

を
生
ま
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

一
、 

王
を
創
造
す
る
た
め
に

し
か
し
神
に
代
わ
り
、
こ
の
世
の
全
て
の
秩
序
を
把
握
す
る—

以
下
「
全

体
知
」
を
得
る
と
表
現
す
る—
人
を
、た
と
え
一
人
で
も
生
み
出
す
こ
と
は
、

至
難
の
技
だ
っ
た
。
他
者
に
依
存
し
、
そ
の
他
者
依
存
性
が
お
の
ず
か
ら
生
み

出
す
社
会
に
依
存
し
、
そ
れ
故
に
自
己
中
心
的
に
、「
得
手
」（
専
門
）
に
特
化

し
て
「
勝
手
」
に
生
き
る
自
由
を
え
た
人
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
る
は

ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
人
を
、
た
と
え
一
人
で
も
、
一

握
り
で
も
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
、
人
は
神
の
脅
威
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
常
に
、
神
の
祟
り
、
皆
殺
し
の
恐
怖
に
怯
え
続
け
な
く
て
は
な
ら
い
の
で

あ
る
。

で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
。
人
に
「
全
体
知
」
の
獲
得—

人
は
そ

れ
を
「
悟
り
」
と
呼
ん
だ
か
ら
、以
下
で
は
「
全
体
知
」
の
獲
得
の
こ
と
を
「
悟

り
」
と
呼
ぶ—

は
可
能
だ
と
い
う
言
説
を
ま
ず
構
築
し
、
そ
れ
を
共
有
す
る

し
か
な
か
っ
た
。

で
は
そ
の
言
説
と
は
。
第
一
は
、
人
は
、
長
期
に
わ
た
る
経
験
を
積
み
重
ね

れ
ば
、
必
ず
「
悟
り
」
に
到
達
し
う
る
と
の
言
説
で
あ
っ
た
。
知
と
は
経
験
で

あ
り
、「
全
体
知
」
と
は
網
羅
的
な
知
の
こ
と
で
あ
る
と
の
常
識
か
ら
く
る
言

説
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
の
長
く
経
験
を
積
め
ば
の
「
長
く
」
は
、
尋
常
な
ら
ざ

る
長
さ
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
で
な
い
と
、
人
に
「
全
体
知
」
の
獲
得

な
ど
で
き
な
い
と
考
え
る
人
の
常
識
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
っ
た
。
だ

か
ら
そ
の
言
説
は
、
や
が
て
「
輪
廻
」—

も
し
く
は
霊
魂
不
滅—

の
観
念

を
生
み
、「
輪
廻
」
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
「
悟
り
」
に
到
達
し
う

る
と
の
言
説
に
進
化
す
る
。
そ
の
進
化
し
た
言
説
が
仏
教
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
・
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
だ
っ
た
。

釈
迦
は
、人
が
「
輪
廻
」
を
繰
り
返
し
、膨
大
な
経
験
を
積
め
ば
、「
無
明
」（
無

知
）
の
状
態
か
ら
「
悟
り
」
の
状
態
に
移
行
で
き
る
と
考
え
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や

プ
ラ
ト
ン
は
「
わ
れ
わ
れ
の
魂
は
不
死
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
滅
び

去
る
こ
と
が
な
い
」（
藤
沢
令
夫
訳
『
国
家
』『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
11
、
岩
波
書

店
、
一
九
七
六
年
、
七
二
六
頁
）、
し
た
が
っ
て
「
す
で
に
い
く
た
び
と
な
く

生
ま
れ
か
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
、
こ
の
世
の
も
の
た
る
と

ハ
デ
ス
の
国
〔
死
者
の
国
・
小
路
田
〕
た
る
と
を
問
わ
ず
、
い
っ
さ
い
の
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
魂
が
す
で
に
学
ん
で
し

ま
っ
て
い
な
い
も
の
は
、何
ひ
と
つ
と
し
て
な
い
」、ゆ
え
に
「
徳
に
つ
い
て
も
、

そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
事
柄
に
つ
い
て
も
、
い
や
し
く
も
以
前
に
も
知
っ
て
い
た

と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
魂
が
そ
れ
ら
の
も
の
を
思
い
起
す
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
何
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
」（
藤
沢
令
夫
訳
『
メ
ノ
ン
』『
プ
ラ

ト
ン
全
集
』
９
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
二
七
七
〜
二
七
八
頁
）、「
魂
が

ど
の
よ
う
な
本
性
を
示
す
か
を
、
思
惟
の
力
に
よ
っ
て
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
凝
視
」

す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
「
正
義
と
不
正
、
そ
の
他
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
論
じ
た
す

べ
て
の
も
の
を
、も
っ
と
明
確
に
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」（『
国
家
』

★
3
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七
三
四
頁
）。
こ
う
考
え
、魂
の
不
滅
と「
輪
廻
」—

そ
の
経
験
の
豊
富
さ—

を
前
提
に
、
内
面
に
宿
る
魂
と
の
哲
学
的
（
内
省
的
）
対
話
が
で
き
れ
ば
、
人

は
「
悟
り
」
に
い
た
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
人
の
「
悟
り
」
の
可
能
性
を
語
る
言
説
に
は
も
う
一
つ
あ
っ
た
。
第

二
の
言
説
、
そ
れ
は
、
本
来
は
少
な
く
と
も
社
会
と
等
身
大
の
巨
人
で
あ
り
、

人
を
超
越
す
る
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
の
神
を
、
人
の
内
面
に
宿
る
存
在
と
し
て

認
識
し
直
し
、
そ
の
内
な
る
神
と
の
出
会
い
を
機
に
人
は
「
悟
り
」
に
到
達
し

う
る
と
す
る
言
説
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、『
日
本
書
紀
』（
顕
宗
天
皇
紀
）
に
記
さ
れ
た
、
後

の
仁
賢
天
皇
、
億
計
王
の
次
の
発
言
で
あ
る
。

白し
ら
か
の
す
め
ら
み
こ
と

髪
天
皇
〔
清
寧
天
皇
・
小
路
田
〕
は
、
吾こ

の
か
み兄
の
故
を
以
て
、
天

あ
め
の
し
た下

の
事
を
奉あ

げ
て
、
先
づ
我
に
属つ

け
た
ま
ひ
き.
我
、
其そ

れ
を
羞は

づ
。
惟

お
も
ひ
み

る
に
大み

こ王
は
、
首は

じ

め
て
利た

く
みに

遁の
が

る
る
こ
と
を
建さ

だ

む
。
聞
く
者
嘆な

げ息
く
。

帝き
み
の
み
こ
は
な

孫
な
る
こ
と
を
彰あ

ら
は顕

す
と
き
、
見
る
者ひ

と

殞か
な
し涕

ぶ
。
憫

う
れ
へ
た
る
う
ま
ひ
と
の
こ

憫
搢
紳
、
忻

よ
ろ
こ

び
て
天あ

め

を
戴い

た
だく
慶

よ
ろ
こ
びを
荷に

な

ふ
。
哀

か
な
し
び
た
る
お
ほ
み
た
か
ら

哀
黔
首
、悦
び
て
地つ

ち

を
履ふ

む
恩め

ぐ
みに
逢あ

ふ
。

是
を
以
て
、
克よ

く
四よ

も維
を
固
め
て
、
永
く
万よ

ろ
づ
よ葉

に
隆さ

か
りに

し
た
ま
ふ
。
功
、

造お
の
づ
か
ら
な
る

物
に
隣ち

か

く
し
て
、
清き

よ
き
み
ち猷、

世
に
映て

れ
り
。
超と

ほ

き
か
な
、
邈は

る
かな

る
か
な
。

粤こ
こ

に
得
て
称な

づ

く
る
こ
と
無
し
。
是
、
兄
と
曰い

ふ
と
雖
も
、
豈
先
に
処を

ら

む
や
。
功

い
さ
を
しに

非
ず
し
て
拠を

る
と
き
は
、
咎と

が
く
い悔

必
ず
至
り
な
む
。（
坂
本
太

郎
他
校
注
『
日
本
書
紀
』（
三
）
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
一
一
六
頁
）

億
計
王
、
弘
計
王
と
い
う
の
は
、
雄
略
天
皇
が
即
位
す
る
に
あ
た
っ
て
、
邪

魔
だ
っ
た
の
で
殺
害
し
た
市
辺
押
磐
皇
子
（
履
中
天
皇
の
子
）
の
子
供
た
ち
で

あ
る
が
、
雄
略
の
死
後
、
兄
億
計
王
は
、
生
き
な
が
ら
え
る
た
め
に
な
お
逃
亡

生
活
を
続
け
よ
う
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
弟
弘
計
王
は
、
雄
略
の
後
継
者
清

寧
天
皇
に
子
が
い
な
い
た
め
に
、
や
が
て
王
を
失
う
こ
と
に
な
る
人
民
の
嘆
き

を
考
え
、
あ
え
て
「
名
を
顕あ

ら
はし
貴

た
ふ
と
き
こ
とを
著あ

ら
は」（『
日
本
書
紀
』（
三
）
一
〇
六
頁
）

す
こ
と
を
決
意
し
た
。
結
果
的
に
は
そ
れ
が
、二
人
が
清
寧
天
皇
に
見
出
さ
れ
、

億
計
王
が
皇
太
子
に
、弘
計
王
が
皇
子
に
迎
え
ら
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
が
、

そ
の
と
き
弟
弘
計
王
が
示
し
た
「
功
」（
勇
気
）
を
称
え
て
、
億
計
王
は
こ
う

述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
述
べ
、
皇
太
子
た
る
自
ら
を
差
し
置
い
て
、
弟
（
顕

宗
天
皇
）
に
即
位
す
る
よ
う
促
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
発
言
の
何
が
興
味
深
い
の
か
。
弘
計
王
が
命
を
も
顧
み
ず
逃
亡
生

活
を
切
り
上
げ
よ
う
と
し
た
勇
気
を
、
億
計
王
が
「
造
物
に
隣
」
づ
く
契
機
と

捉
え
、
人
が
王
た
り
う
る
条
件
と
し
た
点
で
あ
る
。「
造
物
」
と
は
「
造
物
者
」

す
な
わ
ち
神
の
こ
と
で
あ
る
。
人
並
み
外
れ
た
「
功
」
を
発
揮
し
た
者
（
有
功

者
）
に
は
、
内
な
る
神
と
出
会
い
、
王
た
る
に
相
応
し
い
「
悟
り
」
に
い
た
る

こ
と
が
で
き
る
と
の
言
説
が
、
こ
の
背
景
に
は
あ
る
。
第
二
の
言
説
の
存
在
を

示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
「
功
」
を
発
揮
し
「
造
物
に
隣
」
づ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
人
は
「
悟

り
」
に
い
た
る
と
の
言
説
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
予
め
し
て
お
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
こ
と
が
一
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
神
の
あ
り
方
を
そ
れ
に
相
応
し
く
変

え
て
お
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
は
ど
の
よ
う
に
。
億
計
王
が
先
の
よ
う
に
発
言

し
た
の
と
相
前
後
し
て
お
き
た
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
、
次
の
三
つ
の
物
語

が
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
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一
つ
は
一
言
主
神
の
出
現
譚
で
あ
る
。
雄
略
四
年
、
雄
略
天
皇
が
葛
城
山
で

狩
り
を
し
て
い
る
と
、
天
皇
そ
っ
く
り
の
神
が
現
れ
、
天
皇
が
「
何
処
の
公
ぞ
」

と
問
う
と
、「
現
人
神
ぞ
」「
僕
は
是
、
一
言
主
神
な
り
」
と
応
え
て
き
た
。
そ

こ
で
雄
略
天
皇
は
神
と
轡
を
並
べ
て
終
日
狩
り
を
楽
み
、
日
が
暮
れ
る
と
、
神

に
宮
の
あ
る
初
瀬
ま
で
送
っ
て
も
ら
っ
た
。
す
る
と
そ
れ
を
み
て
い
た「
百
姓
」

た
ち
が
、
雄
略
天
皇
の
こ
と
を
、
口
を
揃
え
て
「
徳

お
む
お
むし

く
有ま

し
ま
す
天
皇
な
り
」

と
い
っ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
（『
日
本
書
紀
』（
三
）
三
十
四
頁
）。

二
つ
目
は
、
雄
略
天
皇
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
の
神
の
「
雷
」

（
別
雷
神
）
へ
の
改
名
譚
で
あ
る
。
雄
略
七
年
、
雄
略
天
皇
は
稀
代
の
力
持
ち

小ち
ひ
さ
こ
べ
の
む
ら
じ
す
が
る

子
部
連
蜾
贏
に
、
次
の
よ
う
に
、
三
諸
山
（
三
輪
山
）
の
神
、
オ
オ
モ
ノ
ヌ

シ
の
神
の
捕
獲
を
命
じ
た
が
、

朕わ
れ

、
三み

も
ろ
の
を
か

諸
岳
の
神
の
形
を
見
む
と
欲お

も

ふ
。
或
い
は
云
は
く
、
此
の
山
の

神
を
ば
大
物
主
神
と
為い

ふ
と
い
ふ
。
或
い
は
云
は
く
、
菟う

だ田
の
墨

す
み
さ
か
の
か
み

坂
神

な
り
と
い
ふ
。
汝い

ま
し、

膂ち
か
ら力

人
に
過
ぎ
た
り
。
自
ら
行
き
て
捉

と
ら
へ
ゐて

来
ま
う
こ

小
子
部
連
蜾
贏
が
首
尾
よ
く
「
大を

ろ
ち蛇

」
を
と
ら
え
て
戻
っ
て
く
る
と
、

「
斎も

の
い
み戒

」
す
る
こ
と
も
な
く
そ
れ
を
迎
え
、
そ
の
「
大
蛇
」
＝
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ

の
神
に
「
雷

い
か
づ
ち」
と
改
名
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
し
て
そ
の
上
で
「
岳
」
に
戻

さ
せ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
（『
日
本
書
紀
』（
三
）
四
十
四
頁
）。

そ
し
て
三
つ
目
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
の
出
現
譚
で
あ
る
。
顕
宗
三
年

阿あ
へ
の
お
み
こ
と
し
ろ

閉
臣
事
代
な
る
人
物
が
命
を
受
け
て
任
那
に
使
い
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
突

然
「
月
神
」
が
「
人
に
著か

か

り
て
」「
我
が
祖

み
お
や

高た
か
ひ
む
す
ひ
の
み
こ
と

皇
産
霊
、
預そ

ひ
て
天あ

め
つ
ち地

を
鎔あ

ひ

造い
た

せ
る
功

い
さ
を
し

有ま

し
ま
す
。
民

か
き
の
と
こ
ろ

地
を
以
て
、
我
が
月
神
に
奉つ

か
まれ

。
若
し
請こ

ひ

の
依ま

ま

に

我
に
献

た
て
ま
つら

ば
、
福

さ
い
は
ひ
よ
ろ
こ
び

慶
あ
ら
む
」（『
日
本
書
紀
』（
三
）
一
二
八
〜
一
三
〇
頁
）

と
語
り
か
け
て
き
た
。
記
紀
で
は
神
話
冒
頭
に
出
て
く
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神

が
、
歴
史
上
初
め
て
登
場
し
た
瞬
間
の
物
語
で
あ
っ
た
。

で
は
こ
れ
ら
の
物
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
を
表
わ
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
は
一
言
主
神
の
出
現
譚
で
あ
る
が
、
一
言
主
神
は
雄
略
天
皇
と
瓜
二
つ
の
現

人
神
で
あ
り
、
し
か
も
雄
略
天
皇
と
と
も
に
あ
る
と
き
、
天
皇
を
有
徳
の
天
皇

に
み
せ
る
力
を
も
つ
神
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
神
が
、
雄
略
天
皇
と
い
う
人
の
内

面
に
や
ど
り
、
そ
の
理
性
を
内
側
か
ら
支
え
る
存
在
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
表

わ
し
て
い
た
。

次
い
で
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
の
神
の
改
名
譚
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
詳
細
は
略
す

が
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
の
神
は
明
ら
か
に
死
者
の
国
に
権
威
を
由
来
す
る
神（
祖
神
）

で
あ
っ
た
。
そ
の
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
の
神
が
現
世
の
脅
威
で
あ
る
「
雷
」
に
改
名

さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
岸
が
否
定
さ
れ
、
祖
神
が
現
世
神
化
し

た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
た
。

そ
し
て
最
後
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
の
出
現
譚
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
よ
う

や
く
神
が
「
天あ

め
つ
ち地

を
鎔あ

ひ
造い

た

せ
る
」
神
、
万
物
の
創
造
者
＝
造
化
神
と
し
て
認

識
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
た
。

第
二
の
言
説
に
は
こ
う
し
た
物
語
が
伴
っ
た
。
人
の
「
悟
り
」
の
可
能
性
を

語
る
第
二
の
言
説
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
神
の
改
造
、
そ
れ
は
神
を
、
万
物

の
創
造
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
万
物
、
と
り
わ
け
人
に
宿
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に

宿
る
が
ゆ
え
に
、
形
を
も
た
ず
、
抽
象
的
で
、
現
世
的
な
神
に
す
る
こ
と
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
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当
然
そ
う
す
る
に
は
相
当
に
深
刻
な
宗
教
革
命
を
要
し
た
。
上
記
の
三
つ
の

物
語
は
そ
の
宗
教
革
命
に
伴
う
物
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。『
聖
書
』
の
編
纂
者

た
ち
が
、
そ
の
編
纂
の
最
後
に—

そ
し
て
「
創
世
記
」
の
冒
頭
に—

、
ヤ

ハ
ウ
ェ
の
神
に
よ
る
天
地
創
造
の
物
語
を
つ
け
加
え
、
神
を
内
に
宿
し
た
キ
リ

ス
ト
出
現
の
お
膳
立
て
を
つ
く
っ
た
の
も
、
そ
の
種
の
宗
教
革
命
で
あ
っ
た
。 

な
お
一
言
つ
け
加
え
て
お
く
と
、
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
上
記
の
三
つ
の
物

語
の
内
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
の
出
現
譚
だ
け
が
少
し
後
の
時
代
の
物
語
の
よ

う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
欽
明
天
皇
の
時
に
、
蘇
我
稲
目
が
次
の
よ
う
に
語
っ

た
よ
う
に
、
そ
れ
も
他
の
二
つ
の
物
語
同
様
、
雄
略
天
皇
の
時
に
誕
生
し
た
物

語
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
真
相
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。

昔む
か
し在
、
天
皇
大
泊
瀬
の
世
に
、
汝
の
国
、
高こ

ま麗
の
為
に
逼せ

め
ら
れ
て
、

危
き
こ
と
累

か
さ
な
れ
る
か
ひ
ご

卵
よ
り
も
甚
し
。
是
に
、
天
皇
、
神

か
む
つ
か
さ
の
か
み

祇
伯
に
命

み
こ
と
の
りし

て
、

敬
ひ
て
策

は
か
り
ご
とを

神
あ
ま
つ
や
し
ろ
く
に
つ
や
し
ろ

祇
に
受
け
し
め
た
ま
ふ
。
祝は

ふ
り者

、
迺す

な
はち

神
の
語

み
こ
と

に
託つ

け
て
報ま

う

し
て
曰
さ
く
、『
邦
を
建
て
し
神
を
屈

つ
つ
し
み
い
ま

請
せ
て
、
往
き
て
亡

び
な
む
と
す
る
主
を
救
は
ば
、
必
ず
当
に
国く

に家
謐し

づ
ま靖
り
て
、
人

お
ほ
み
た
か
ら物
又
安や

す

か
ら
む
』
と
ま
う
す
。
是
に
由
り
て
、
神
を
請ま

せ
て
行
き
て
救
は
し
め

た
ま
ふ
。
所か

れ以
、
社く

に稷
安や

す
ら
か寧

な
り
き
。
原

た
づ
ね
みれ

ば
夫
れ
、
邦
を
建
て
し
神

と
は
、
天
地
割ひ

ら

け
判わ

か

れ
し
代よ

、
草
木
言も

の
が
た
り
語
せ
し
時
に
、
自あ

ま

く

だ

天
降
来
り
ま

し
て
、
国
家
を
造
り
立
て
し
神
な
り
。
頃

こ
の
ご
ろ

聞
く
、
汝
が
国
、
輟す

て
て
祀

ら
ず
と
。
方
に
今
、前さ

き

の
過

あ
や
ま
ちを

悛あ
ら
ため

て
悔
い
て
、神
の
宮
を
繕
ひ
理お

さ

め
て
、

神
の
霊
を
祭
り
奉
ら
ば
、
国
昌さ

か盛
え
ぬ
べ
し
。
汝
当
に
忘
る
る
こ
と
莫な

か

れ
（『
日
本
書
紀
』（
三
）
三
二
二
頁
）

こ
こ
で
い
う
「
天
地
割ひ

ら

け
判わ

か

れ
し
代よ

、
草
木
言も

の
が
た
り

語
せ
し
時
に
、
自あ

ま

く

だ

天
降
来
り
ま

し
て
、
国
家
を
造
り
立
て
し
神
」
と
は
、
明
ら
か
に
「
天あ

め
つ
ち地

を
鎔あ

ひ
造い

た

せ
る
」

神
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

で
は
以
上
二
つ
の
言
説
は
こ
の
国
で
は
い
つ
完
成
し
た
の
か
。
第
一
の
言
説

は
、
仏
教
が
導
入
さ
れ
た
と
き
に
、
完
成
し
た
。
第
二
の
言
説
は
、
タ
カ
ミ
ム

ス
ヒ
の
神
が
出
現
し
、神
々
の
秩
序
に
根
本
的
な
改
変
が
加
え
ら
れ
た
と
き
に
、

完
成
し
た
。
何
れ
も
五
世
紀
の
末
か
ら
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
出
来
事
だ
っ

た
。
そ
の
と
き
、
こ
の
国
に
お
い
て
、
人
の
支
配
は
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
神

の
支
配
か
ら
人
の
支
配
へ
の
移
行
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
面
白
い
こ

と
に
、
そ
の
と
き
人
は
歴
史
を
書
き
始
め
た
の
で
あ
る
。

二
、
歴
史
（
記
紀
）
は
な
ぜ
書
か
れ
た
か

で
は
な
ぜ
人
の
支
配
が
完
成
す
る
と
、
人
は
歴
史
を
書
き
始
め
る
の
か
。
以

上
述
べ
て
き
た
こ
と
と
の
関
わ
り
で
い
う
と
、
直
接
的
な
理
由
は
二
つ
で
あ
っ

た
。一

つ
は
、
幾
多
の
神
が
そ
れ
以
前
に
存
在
し
て
い
な
が
ら
、
人
の
支
配
が
確

立
し
、
神
の
支
配
が
よ
う
や
く
終
焉
を
迎
え
よ
う
と
す
る
そ
の
時
に
な
っ
て
、

初
め
て
「
天あ

め
つ
ち地

を
鎔あ

ひ
造い

た

せ
る
」
神
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
が
登
場
し
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
万
物
生
成
の
源
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
論
理
的
に
は
歴
史
の
最

初
に
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
神
が
、
神
々
の
歴
史
の
た
そ
が
れ
時
に

な
っ
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
神
々
の
歴
史
は
強
引
に
で
も
、
語
り
直

★
4
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さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
次
の
如
く
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
の
誕
生

に
始
ま
る
、
新
た
な
神
話
の
構
築
が
不
可
欠
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

 
天あ

め
つ
ち
は
じ

地
初
め
て
発ひ

ら

け
し
時
、
高
天
の
原
に
成
れ
る
神
の
名
は
、

天あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
か
み

之
御
中
主
神
。
次
に
高
御
産
巣
日
神
。
次
に
、
神か

む
む
す
ひ
の
か
み

産
巣
日
神
。
こ
の

三
柱
の
神
は
、
み
な
独ひ

と
り
が
み神と

成
り
ま
し
て
、
身
を
隠
し
た
た
ま
ひ
き
。

次
に
、
国
稚わ

か

く
浮
き
し
脂
の
如
く
し
て
、
海く

ら
げ月

な
す
漂
へ
る

時
、
葦よ

し
か
び牙
の
如
く
萌
え
騰あ

が

る
物
に
よ
り
て
成
れ
る
神
の
名
は
、

宇う
ま
し
あ
し
か
び
ひ
こ
じ
の
か
み

摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
神
。
次
に
天あ

め
の
と
こ
た
ち
の
か
み

之
常
立
神
。
こ
の
二
柱
の
神
も

ま
た
、
独
神
ト
成
り
ま
し
て
、
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
。

上
の
件
の
五
柱
の
神
は
、
別こ

と
あ
ま天

つ
神
。

次
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
国く

に
の
と
こ
と
た
ち
の
か
み

之
常
立
神
。
次
に
、
豊と

よ
く
も
の
か
み

雲
野
神
。
こ
の

二
柱
の
神
も
ま
た
、
独
神
と
成
り
ま
し
て
、
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
。

次
に
、
成
れ
る
神
の
名
は
、
宇う

ひ
じ
に
の
か
み

比
地
迩
神
、
次
に
妹い

も
す
ひ
じ
に
の
か
み

須
比
智
迩
神
。

次
に
角つ

の
く
ひ
の
か
み

杙
神
、
次
に
妹い

も
い
く
く
ひ
の
か
み

活
杙
神
。
次
に
意お

ほ
と
の
じ
の
か
み

富
斗
能
地
神
、
次
に

妹い
も
お
ほ
と
の
べ
の
か
み

大
斗
乃
弁
神
。
次
に
於お

も
だ
る
の
か
み

母
陀
流
神
、
次
に
妹い

も
あ
や
か
し
こ
ね
の
か
み

阿
夜
訶
志
古
泥
神
。
次

に
伊
耶
那
岐
神
。
次
に
妹
伊
耶
那
美
神
。

上
の
件
の
国
之
常
立
神
以
下
、
伊
耶
那
美
神
以
前
を
、
併
せ
て
神
世

七
代
と
称
ふ
。（『
古
事
記
』
岩
波
文
庫
、一
九
六
三
年
、十
九
〜
二
十
頁
）

ち
な
み
に
こ
の
書
き
出
し
で
始
ま
る
『
古
事
記
』
冒
頭
に
書
か
れ
た
タ
カ
ミ

ム
ス
ヒ
の
神
が
、
五
世
紀
末
に
誕
生
し
た
、
先
ほ
ど
み
た
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神

と
同
じ
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
で
あ
る
こ
と
は
、
以
下
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
で

あ
っ
た
。
天
地
の
向
こ
う
（
彼
岸
）
に
で
は
な
く
、
天
地
の
間
（
現
世
）
に
生

ま
れ
た
こ
と
。
生
ま
れ
る
と
同
時
「
身
を
隠
し
」、
特
定
の
姿
形
を
も
た
な
い

抽
象
的
な
神
と
な
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
出
現
し
、
一
言
主
神

が
雄
略
天
皇
に
寄
り
添
っ
た
よ
う
に
、
他
の
神
、
他
の
物
に
寄
り
添
い
、
そ
の

他
の
神
や
物
を
内
側
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
局「
国
造
り
」

を
成
就
さ
せ
た
こ
と
な
ど
、
で
あ
る
。

高
天
原
か
ら
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
命
の
追
放
を
決
断
し
た
の
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

の
神
に
「
思
は
し
め
」（『
古
事
記
』
四
十
頁
）
ら
れ
た
思

お
も
ひ
か
ね
の
か
み

金
神
で
あ
っ
た
し
、

天
孫
降
臨
の
全
課
程
を
指
揮
し
た
の
は
、
天
照
大
神
に
し
っ
か
り
と
寄
り
添
っ

た
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
で
あ
っ
た
。「
熊
野
村
」
で
苦
戦
に
陥
っ
た
神
武
天
皇

に
「
一
ふ
り
の
横
刀
」（『
古
事
記
』
九
十
一
頁
）
を
送
り
、
東
征
を
成
就
さ
せ

た
の
も
、
天
照
大
神
と
共
に
あ
り
、
高
木
神
に
内
在
し
た
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神

で
あ
っ
た
。

『
古
事
記
』
に
描
か
れ
た
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
も
、
雄
略
・
顕
宗
期
に
登
場
し

た
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
も
共
に
、
人
に
内
在
す
べ
く
発
明
さ
れ
た
同
じ
神
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

か
く
て
『
古
事
記
』
が
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
登
場
以
降
の
地
点
に
た
っ
て

創
作
さ
れ
た
歴
史
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
に
述
べ
て

お
く
と
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
死
者
の
国
（
根
の
国
・
黄
泉
の
国
）
が
、
祖

神
た
ち
の
住
ま
う
彼
岸
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
こ
の
主
宰
イ
ザ
ナ
ミ
の
命
や
オ

オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
命
に
ウ
ジ
や
虱
や
ム
カ
デ
が
た
か
る
死
穢
の
国
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
の
も
、
そ
れ
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
の
誕
生
に
よ
り
神
が
現
世
神
化
し

て
以
降
に
制
作
さ
れ
た
物
語
だ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
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さ
て
人
の
支
配
す
る
時
代
に
な
れ
ば
人
が
歴
史
を
書
く
、も
う
一
つ
の
理
由
、

そ
れ
は
王
出
現
の
偶
然
性
を
克
服
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
王
に
な
れ
る
人
（「
真
の

王
」）
と
い
う
の
は
、「
輪
廻
」
を
繰
り
返
し
途
方
も
な
く
膨
大
な
経
験
を
積
み

重
ね
て
き
た
か
、
然
ら
ず
ん
ば
、
尋
常
な
ら
ざ
る
「
功
」
を
発
揮
し
て
、
内
な

る
神
と
邂
逅
し
た
か
、
そ
の
何
れ
か
に
よ
っ
て
「
全
体
知
」
を
獲
得
す
る
術
を

得
た
人
に
限
ら
れ
る
が
、
そ
ん
な
人
が
滅
多
に
い
る
わ
け
が
な
い
。
し
か
し
一

旦
神
の
支
配
を
人
の
支
配
に
移
し
替
え
た
以
上
、
王
の
存
在
は
恒
常
的
で
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
支
配
を
安
定
的
に
実
現
す
る
た

め
に
は
、「
真
の
王
」
出
現
の
偶
然
性
と
王
存
在
の
恒
常
性
の
間
を
埋
め
る
論

理
を
確
立
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
た
め
に

は
、
こ
の
国
で
は
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
な
歴
史
を
書
く
こ
と

が
必
然
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
国
で
易
姓
革
命
論
の
確
立
が
必
然
化
さ
れ
た

よ
う
に
、
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、『
魏
志
倭
人
伝
』
に
書
か
れ
た
次
の
二
つ
の
記
事

で
あ
る
。

そ
の
国
、
本
ま
た
男
子
を
以
て
王
と
な
し
、
住
ま
る
こ
と
七
、八
十
年
。

倭
国
乱
れ
、
相
攻
伐
す
る
こ
と
歴
年
、
乃
ち
共
に
一
女
子
を
立
て
て
王

と
な
す
。
名
づ
け
て
卑
弥
呼
と
い
う
。
鬼
道
に
事
え
、
能
く
衆
を
惑
わ

す
。
年
已
に
長
大
な
る
も
、
夫
婿
な
く
、
男
弟
あ
り
、
佐
け
て
国
を
治

む
。
王
と
な
り
し
よ
り
以
来
、
見
る
あ
る
者
少
な
く
、
婢
千
人
を
以
て

自
ら
侍
せ
し
む
。
た
だ
男
子
一
人
あ
り
、
飲
食
を
給
し
、
辞
を
伝
え
居

処
に
出
入
す
。
宮
室
・
楼
観
・
城
柵
、
厳
か
に
設
け
、
常
に
人
あ
り
、

兵
を
侍
し
て
守
衛
す
る
。（『
魏
志
倭
人
伝
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
一
年
、

四
十
九
頁
）

更
に
男
王
を
立
て
し
も
、
国
中
服
せ
ず
。
更こ

も
ご
も々

相
誅
殺
し
、
当
時
千
余

人
を
殺
す
。
ま
た
卑
弥
呼
の
宗
女
壱
与
年
十
三
な
る
を
立
て
て
王
と
な

し
、
国
中
遂
に
定
ま
る
。（『
魏
志
倭
人
伝
』
五
十
三
〜
五
十
四
頁
）

こ
の
国
で
は
「
真
の
王
」
の
出
現
は
、
し
ば
し
ば
女
帝
の
出
現
と
な
っ
て
現

れ
た
。
危
機
の
時
代
に
女
帝
が
出
現
す
る
の
は
、こ
の
国
の
政
治
風
土
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
国
に
お
い
て
人
の
支
配
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
は
、
通

常
は
男
系
の
血
統
で
継
が
れ
る
王
統
と
、
時
々
お
こ
る
女
帝
の
出
現
を
如
何
に

す
れ
ば
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
で
は
如
何
に
す
れ
ば
そ
れ
は
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
。

女
帝
に
推
戴
さ
れ
易
い
女
性
と
い
え
ば
、通
常
は
「
先
帝
の
皇
后
」
で
あ
る
。

崇
峻
天
皇
亡
き
後
即
位
し
た
推
古
天
皇
（
額
田
部
皇
女
）
は
、
亡
き
敏
達
天
皇

の
皇
后
で
あ
っ
た
し
、
舒
明
天
皇
亡
き
後
即
位
し
た
皇
極
天
皇
（
宝

た
か
ら
の
ひ
め
み
こ

皇
女
）

は
、
亡
き
舒
明
天
皇
の
皇
后
で
あ
っ
た
。
天
武
天
皇
亡
き
後
即
位
し
た
持
統
天

皇
（
鸕う

の
の
さ
ら
ら
の
ひ
め
み
こ

野
讃
良
皇
女
）
も
、
亡
き
天
武
天
皇
の
皇
后
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
皇
后

に
な
る
べ
き
女
性
を
、
皇
族
出
身
者
に
最
初
か
ら
限
っ
て
お
く
と
い
う
の
が
一

つ
の
方
法
で
あ
っ
た
。
推
古
が
即
位
し
よ
う
と
、
皇
極
（
斉
明
）
が
即
位
し
よ

う
と
、
持
統
が
即
位
し
よ
う
と
、
皇
統
上
に
何
の
問
題
も
お
き
な
か
っ
た
の
は
、



58人　文　学　の　正　午　No. 3  Jun.  2012

Article❷

彼
女
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
、
推
古
は
欽
明
の
皇
女
、
皇
極
は
、
敏
達
の
皇
子
押
坂
彦

人
大
兄
王
の
そ
の
ま
た
王
子
茅
渟
王
の
第
一
王
女
、
持
統
は
天
智
天
皇
の
皇
女

だ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
状
態
を
継
続
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
八

世
紀
前
半
に
お
き
た
藤
原
光
明
子
の
入
内
・
立
后
が
、
臣
下
か
ら
の
立
后
と
い

う
驚
天
動
地
の
出
来
事
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
八
世
紀

前
半
ま
で
は
、
そ
の
方
法
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
っ
た
。

し
か
し
近
親
相
姦
の
繰
り
返
し
が
生
物
学
上
も
危
険
な
こ
と
は
当
時
で
も
わ

か
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
と
ら
れ
た
第
二
の
方
法
は
、
八
一
五
年
に
嵯
峨
天
皇
の

命
で
編
纂
さ
れ
た
『
新
撰
姓
氏
録
』
が
、「
諸
蕃
」（
渡
来
系
豪
族
）
以
外
の
全

て
の
豪
族
を
、「
皇
別
」
も
し
く
は
「
神
別
」
に
分
類
し
、
広
い
意
味
で
の
同

族
関
係
に
お
い
た
よ
う
に
、
日
本
人
全
体
を
一
大
家
族
と
み
な
す
、「
家
族
国

家
観
」
を
確
立
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
「
皇
別
」
と
は
神
武

天
皇
即
位
以
降
に
天
皇
家
か
ら
分
か
れ
た
氏
族
の
こ
と
で
あ
り
、「
神
別
」
と

は
神
武
天
皇
即
位
以
前
（
神
代
）
に
天
皇
家
か
ら
別
れ
た
か
、
然
ら
ず
ん
ば
イ

ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
の
子
と
し
て
皇
祖
神
天
照
大
神
と
兄
弟
関
係
に
あ
っ

た
神
々
の
子
孫
か
の
、
何
れ
か
の
氏
族
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
日
本
人

が
同
族
化
す
れ
ば
、如
何
な
る
形
で
女
帝
が
出
現
し
て
も
、原
理
上
皇
統
が
「
一

族
」
の
外
部
に
流
出
す
る
危
険
性
は
な
く
な
る
。
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
方
法
を
と
る
た
め
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
で
は
本
当
に

こ
の
国
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
氏
族
は
、「
皇
別
」
も
し
く
は
「
神
別
」
に
分

類
し
う
る
氏
族
な
の
か
。
そ
の
こ
と
を
証
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

れ
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
結
局
次
の
如
き
書
き
方
で
、
歴
史
を
書
く
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

大
彦
命
（
孝
元
天
皇
の
長
男
）
は
、
是
阿あ

へ倍
臣
・
膳

か
し
は
で

臣
・
阿あ

へ閉
臣
・

狭さ
さ
き
の
や
ま
の
き
み

狭
城
山
君
・
筑
紫
国
造
・
越
国
造
・
伊
賀
臣
、
凡
て
七な

な
や
か
ら族

の
始は

じ
め
お
や祖

な

り
。（
坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
書
紀
』（
一
）
岩
波
文
庫
、一
九
九
四
年
、

二
六
八
頁
）

だ
か
ら
こ
の
国
で
は
、
人
の
支
配
が
実
現
し
た
と
き
、
ほ
ぼ
必
然
的
に
『
古
事

記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
如
き
歴
史
が
書
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
し
て
そ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
『
古
事
記
』
の
編
纂
を
主
導
し
た
の
が
、

娘
光
明
子
を
聖
武
天
皇
に
入
内
さ
せ
、
皇
族
内
婚
の
慣
例
に
終
止
符
を
打
ち
、

「
家
族
国
家
」
形
成
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
藤
原
不
比
等
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
逆
に
、
記
紀
編
纂
の
真
の
目
的
が
何
辺
に
あ
っ
た

の
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
く
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

三
、
「
道
理
」
も
し
く
は
「
一
般
意
思
」
の
成
立

し
か
し
歴
史
が
書
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
以
上
に
止
ま
ら

な
か
っ
た
。
も
う
一
つ
、
よ
り
重
要
で
、
今
日
我
々
が
歴
史
を
描
く
こ
と
に
も

つ
な
が
る
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
人
の
支
配
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
先

の
二
つ
の
言
説
の
確
立
が
、
同
時
に
、
人
に
よ
る
「
全
体
知
」
獲
得
の
不
可
能

性
へ
の
自
覚
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
所
詮
は
机
上
の

空
論
で
あ
り
、
土
台
無
理
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
誰
で
も
わ
か

★
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る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
証
拠
に
人
々
は
、
王
を
求
め
る
の
に
、
第

二
の
言
説
よ
り
も
、
第
一
の
言
説
の
方
に
多
く
を
頼
り
、
釈
迦
の
次
の
発
言
の

中
に
一
縷
の
可
能
性
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

世
間
は
『
今
、
世
に
尊
き
シ
ャ
ー
キ
ヤ
＝
ム
ニ
（
釈
迦
牟
尼
）
如
来
は

シ
ャ
ー
キ
ヤ
族
の
王
家
か
ら
出
家
さ
れ
、
ガ
ヤ
ー
と
い
う
大
都
城
に
お

い
て
、「
さ
と
り
」
の
勝
れ
た
壇
の
頂
に
坐
っ
て
、
い
ま
、
こ
の
上
な
く

完
全
な
「
さ
と
り
」
を
さ
と
ら
れ
た
。』
と
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
良

家
の
息
子
た
ち
よ
、
余
が
こ
の
上
な
く
完
全
な
「
さ
と
り
」
を
さ
と
っ

て
以
来
、
既
に
幾
千
万
億
劫
と
い
う
多
く
の
時
間
が
経
過
し
て
い
る
の

で
あ
る
。（
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
『
法
華
経
』
下
、
一
九
六
七
年
、

十
三
頁
）

良
家
の
息
子
た
ち
よ
、
余
は
汝
ら
に
告
げ
知
ら
せ
よ
う
。
ど
の
よ
う

に
多
く
の
世
界
が
あ
ろ
う
と
も
、
か
の
男
が
微
粒
子
を
捨
て
た
世
界

に
せ
よ
、
捨
て
な
か
っ
た
世
界
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
幾
千
万
億
と
い
う
世

界
の
す
べ
て
に
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
微
粒
子
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
数
は
余
が
こ
の
上
な
く
完
全
な
「
さ
と
り
」
を
さ
と
っ
て
以
来
の
幾

千
万
億
劫
の
数
に
及
ば
な
い
の
だ
。
そ
の
と
き
以
来
、
こ
の
サ
ハ
ー
世

界
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
他
の
幾
千
万
億
の
世
界
に
お
い
て
、
余
は
人
々

に
教
え
説
い
て
き
た
。
し
か
も
、
そ
の
間
に
は
、
余
は
デ
ィ
ー
ハ
ン
＝

カ
ラ
如
来
を
は
じ
め
と
し
て
も
ろ
も
ろ
の
如
来
を
賞
賛
し
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
如
来
た
ち
の
完
全
な
「
さ
と
り
」
の
た
め
に
、
余
は
巧
妙
な

手
段
を
用
い
て
教
え
説
く
現
実
の
手
段
を
つ
く
り
だ
し
た
の
だ
。（『
法

華
経
』
下
、
十
五
〜
十
七
頁
）

私
は
「
悟
り
」
を
開
い
た
結
果
涅
槃
の
境
地
に
達
し
、
安
楽
死
を
遂
げ
た
の

で
は
な
い
。
私
は
「
悟
り
」
を
開
い
た
結
果
、
ほ
ぼ
無
限
に
近
い
寿
命
を
得
、

以
来
「
巧
妙
な
手
段
を
用
い
て
教
え
説
く
現
実
の
手
段
」
を
確
立
す
べ
く
思
索

を
続
け
て
き
た
。
だ
か
ら
私
の
考
案
し
た
「
巧
妙
な
手
段
」（
方
便
）
に
従
い

修
行
す
れ
ば
、
い
か
な
る
人
で
あ
っ
て
も
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
「
悟
り
」
に
い
た

る
は
ず
だ
と
の
発
言
に
、
で
あ
る
。

第
一
の
言
説
は
堅
持
し
な
が
ら
、「
悟
り
」に
い
た
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
、

自
ら
「
輪
廻
」
を
繰
り
返
し
、
経
験
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
は
な
く
、「
輪
廻
」

を
繰
り
返
し
「
悟
り
」
を
開
い
た
釈
迦
か
ら
、「
悟
り
」
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
聞

く
こ
と
に
切
り
替
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
切
り
替
え
を
行
い
た
い
か
ら
、
悟
り
に
必
要
な
年
数
を
十
二
年
に
限
っ

た
最
澄（『
山
家
学
生
式
』）を
は
じ
め
多
く
の
人
は
、釈
迦
の
教
え
の
最
高
峰
に
、

釈
迦
の
「
無
量
寿
」
を
立
証
し
、「
無
量
寿
」
ゆ
え
に
釈
迦
が
紡
ぎ
だ
し
た
「
巧

妙
な
手
段
を
用
い
て
教
え
説
く
現
実
の
手
段
」
＝
「
方
便
」
の
有
効
性
を
説
い

た
『
法
華
経
』
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
切
り
替
え
は
、結
局
は
「
悟
り
」
の
断
念
に
つ
な
が
っ
た
。『
法

華
経
』
に
無
上
の
価
値
を
お
い
た
天
台
の
教
え
が
、
や
が
て
人
の
「
悟
り
」
の

不
能
を
説
く
浄
土
信
仰
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
っ

た
。
第
二
の
言
説
よ
り
も
第
一
の
言
説
に
重
き
を
お
き
、
神
道
よ
り
も
仏
教
に

★
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傾
斜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
人
は
「
悟
り
」
の
不
能
へ
の
目
覚
め
を
開
始

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
法
然
の
次
の
、
人
は
如
何
に
「
輪
廻
」
を
繰
り
返
そ
う

と
「
悟
り
」
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
、
人
に
で
き
る
の
は
死
後
極
楽
往
生
を

願
い
、
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
を
待
つ
だ
け
だ
と
の
趣
旨
の
語
り
は
、
そ
の
意
味

で
生
ま
れ
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
語
り
で
あ
っ
た
。

安
楽
集
の
上
に
云
く
、「
問
う
て
曰
く
、
一
切
衆
生
は
皆
仏
性
あ
り
。
遠

劫
よ
り
以
来
、
ま
さ
に
多
仏
に
値
ひ
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
何
に
よ
つ
て

か
、
今
に
至
る
ま
で
な
ほ
自
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
、
火
宅
を
出
ざ
る
や
。

答
へ
て
曰
く
、
大
乗
の
聖
教
に
よ
ら
ば
、
ま
こ
と
に
二
種
の
勝
法
を
得

て
、
も
つ
て
生
死
を
排
は
ざ
る
に
よ
る
。
一
に
は
謂
は
く
聖
道
、
二
に

は
謂
は
く
往
生
浄
土
な
り
。
そ
の
聖
道
の
一
種
は
、今
の
時
、証
し
難
し
。

一
に
は
、
大
星
を
去
れ
る
こ
と
遥
遠
な
る
に
よ
る
。
二
に
は
理
は
深
く

解
は
微
な
る
に
よ
る
」
と
。（
法
然
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
岩
波
文
庫
、

一
九
九
七
年
、
九
〜
十
頁
）

人
は
「
悟
り
」
う
る—

「
全
体
知
」
に
到
達
し
う
る—

と
の
言
説
の
成

立
は
、
確
か
に
人
は
「
悟
り
」
得
な
い
と
の
言
説
の
成
立
の
第
一
歩
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

で
は
人
は
「
悟
り
」
得
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
人
の
支
配
の

方
は
、
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
と
、
一
二
三
二
年

北
条
泰
時
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
御
成
敗
式
目
（
貞
永
式
目
）
を
制
定
し
た
よ

う
に
、「
道
理
」
の
支
配
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。

御
成
敗
候
べ
き
条
々
の
事
注
さ
れ
候
状
を
、
目
録
と
な
づ
く
べ
き
に
て

候
を
、
さ
す
が
に
政
の
体
を
も
注
載
ら
れ
候
ゆ
へ
に
、
執
筆
の
人
々
さ

か
し
く
条
式
と
申
字
を
つ
け
あ
て
候
間
、
そ
の
名
を
こ
と
〴
〵
し
き
や

う
に
覚
候
に
よ
り
て
式
目
と
か
き
か
へ
て
候
也
。
其
旨
を
御
存
知
あ
る

べ
く
候
歟
。
さ
て
こ
の
式
目
つ
く
ら
れ
候
事
は
、
な
に
を
本
説
と
し
て

被
注
載
之
由
、
人
さ
だ
め
て
謗
難
を
加
事
候
歟
。
ま
事
に
さ
せ
る
本
文

に
す
が
り
た
る
事
候
は
ね
ど
も
、
た
ゞ
道
理
の
お
す
と
こ
ろ
を
被
記
候

者
也
。（「
北
条
泰
時
消
息
」
北
条
重
時
宛
〔
貞
永
一
年
九
月
十
一
日
〕『
中

世
政
治
社
会
思
想
』
上
、
日
本
思
想
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、

四
十
頁
）

で
は
そ
の
「
道
理
」
の
支
配
の
「
道
理
」
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
。「
道
理
」

と
い
え
ば
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
を
引
き
合
い
に
出
す
の
が
一
般
的
だ
が
、
我
々

も
そ
の
慣
例
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
語
り
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
っ

た
。

日
本
国
ノ
世
ノ
ハ
ジ
メ
ヨ
リ
次
第
ニ
王
臣
ノ
器
量
果
報
ヲ
ト
ロ
ヘ
ユ
ク

ニ
シ
タ
ガ
イ
テ
、
カ
ヽ
ル
道
理
ヲ
ツ
ク
リ
カ
ヘ
〳
〵
シ
テ
世
ノ
中
ハ
ス

グ
ル
ナ
リ
。
劫
初
劫
末
ノ
道
理
ニ
、
仏
法
王
法
、
上
古
中
古
、
王
臣
万

民
ノ
器
量
ヲ
カ
ク
ヒ
シ
ト
ツ
ク
リ
ア
ハ
ス
ル
也
。（
慈
円
『
愚
管
抄
』
日

本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
三
二
六
頁
）
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あ
る
い
は

大
方
世
ノ
タ
メ
人
ノ
タ
メ
ヨ
カ
ル
ベ
キ
ヤ
ウ
ヲ
モ
チ
イ
ル
。
何
事
ニ
モ

道
理
詮
ト
ハ
申
也
。
世
ト
申
ト
人
ト
申
ト
ハ
、
二
ノ
物
ニ
テ
ハ
ナ
キ
也
。

世
ト
ハ
人
ヲ
申
也
。
ソ
ノ
人
ニ
ト
リ
テ
世
ト
イ
ワ
ル
ヽ
方
ハ
ヲ
ホ
ヤ
ケ

道
理
ト
テ
、
国
ノ
マ
ツ
リ
コ
ト
ニ
カ
ヽ
リ
テ
善
悪
ヲ
サ
ダ
ム
ル
ヲ
世
ト

ハ
申
也
。
人
ト
申
ハ
、
世
ノ
マ
ツ
リ
コ
ト
ニ
モ
ノ
ゾ
マ
ズ
、
ス
ベ
テ
一

切
ノ
諸
人
ノ
家
ノ
内
マ
デ
ヲ
ヲ
ダ
シ
ク
ア
ハ
レ
ム
方
ノ
マ
ツ
リ
コ
ト
ヲ
、

又
人
ト
ハ
申
ナ
リ
。
其
人
ノ
中
ニ
国
王
ヨ
リ
ハ
ジ
メ
テ
ア
ヤ
シ
ノ
民
マ

デ
侍
ゾ
カ
シ
。（『
愚
管
抄
』
三
二
八
頁
）

と
の
。

人
は
不
完
全
で
あ
り
そ
の
「
器
量
」
は
傾
向
的
に
低
下
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

有
効
な
社
会
規
範
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
思
え
ば
、
一
人
一
人
が
不
完
全
な
が

ら
「
大
方
世
ノ
タ
メ
人
ノ
タ
メ
ヨ
カ
ル
ベ
キ
ヤ
ウ
」
と
考
え
た
こ
と
を
「
ヒ
シ

ト
ツ
ク
リ
ア
ハ
ス
ル
」（
結
合
す
る
）
以
外
に
方
法
は
な
い
。
そ
の
人
々
の
主

観
的
判
断
を
結
合
し
た
も
の
、
そ
れ
が
「
道
理
」
で
あ
っ
た
。 

し
か
も
そ
の
主
観
的
判
断
を
「
ヒ
シ
ト
ツ
ク
リ
ア
ハ
」
す
人
々
の
範
囲
は
、

今
生
き
て
い
る
人
々
に
限
ら
れ
な
い
。「
劫
初
劫
末
ノ
道
理
ニ
、
仏
法
王
法
、

上
古
中
古
、
王
臣
万
民
ノ
器
量
ヲ
カ
ク
ヒ
シ
ト
ツ
ク
リ
ア
ハ
ス
ル
」
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、過
去
か
ら
現
在
に
か
け
て
こ
の
世
に
生
き
た
全
て
の
人
を
含
む
。

人
が
誕
生
し
て
か
ら
現
代
ま
で
、
こ
の
世
に
生
き
た
全
て
の
人
が
、「
道
理
詮
」

（
道
理
の
何
た
る
か
を
一
人
で
、
或
は
複
数
で
詮
議
す
る
こ
と
）
を
繰
り
返
し

な
が
ら—

あ
れ
こ
れ
悩
み
な
が
ら
（「
道
理
詮
」）—

、
主
観
的
に
善
か
れ

と
思
っ
た
こ
と
を
結
び
合
わ
せ
た
も
の
、
そ
れ
が
「
道
理
」
で
あ
っ
た
。
こ
の

世
の
構
成
員
が
新
た
に
増
加
し
た
り
、
人
々
の
「
道
理
詮
」
が
深
ま
れ
ば
、
当

然
そ
の
都
度
変
わ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
過
去
に
生
き
た
人
々
の
膨
大
な
主
観

に
拘
束
さ
れ
る
た
め
、
そ
う
容
易
に
は
変
化
し
な
い
、
伝
統
に
強
く
拘
束
さ
れ

た
人
々
の
総
意
、
そ
れ
が
「
道
理
」
で
あ
っ
た
。

 

で
は
も
う
少
し
現
代
的
に
い
う
と
ど
う
な
る
か
。
我
々
は
人
々
の
総
意
を
表

わ
す
「
よ
ろ
ん
」
と
い
う
言
葉
に
「
世
論
」
と
「
輿
論
」
の
二
通
り
の
漢
字
を

あ
て
る
が
、「
道
理
」
と
は
「
輿
論
」
の
方
の
「
よ
ろ
ん
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

最
も
広
い
意
味
で
の
人
々
の
総
意
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
ル
ソ
ー
が
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、「
一

般
意
志
」
が
「
道
理
」
で
あ
っ
た
。

主
権
者
は
、
立
法
権
以
外
の
な
ん
ら
か
の
力
を
も
た
な
い
の
で
、
法
に

よ
っ
て
し
か
行
動
で
き
な
い
。
し
か
も
、
法
は
一
般
意
志
の
正
当
な
働

き
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
人
民
は
集
会
し
た
と
き
に
だ
け
、
主
権
者

と
し
て
行
動
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
人
民
の
集
会
、
と
ん
で
も
な
い
空
想

だ
！

と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
今
日
で
は
、
空
想
で
あ
る
。

が
二
千
年
前
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。（
ル
ソ
ー
著
・
桑
原 

武
夫
・

前
川 

貞
次
郎
訳
『
社
会
契
約
論
』
岩
波
文
庫
、一
九
五
四
年
、一
二
七
頁
）

国
家
は
、
法
律
に
よ
っ
て
存
続
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
立
法
権
に
よ
っ

て
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
昨
日
の
法
律
は
、今
日
は
強
制
力
を
失
う
。

★
7
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し
か
し
、
沈
黙
は
暗
黙
の
承
認
を
意
味
す
る
。
主
権
者
が
法
律
を
廃
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
そ
れ
を
廃
止
し
な
い
場
合
に
は
、
彼
は
た

え
ず
そ
の
法
律
を
確
認
し
て
い
る
の
も
の
と
な
さ
れ
る
。
主
権
者
が
ひ

と
た
び
こ
う
欲
す
る
と
宣
言
し
た
こ
と
は
、
す
べ
て
、
取
り
消
さ
な
い

か
ぎ
り
、
つ
ね
に
そ
れ
を
欲
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

 

そ
れ
で
は
、
古
い
法
律
に
、
あ
の
よ
う
に
尊
敬
が
払
わ
れ
る
の
は
な
ぜ

か
。
そ
れ
は
、古
い
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
の
た
め
で
あ
る
。
昔
の〔
人
々

の
〕
意
志
が
す
ぐ
れ
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
、
古
い
法
律
を
そ
ん
な
に

長
く
保
存
は
で
き
な
い
、と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
主
権
者
が
、

そ
れ
を
た
え
ず
有
益
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は

そ
れ
を
千
回
も
取
り
消
し
た
で
あ
ろ
う
。
よ
く
組
織
さ
れ
た
す
べ
て
の

国
家
で
、
法
律
が
弱
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
た
え
ず
新
し
い
力
を
獲
得
し
つ

つ
あ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。（『
社
会
契
約
論
』
一
二
六
頁
）

「
一
般
意
志
」と
は
、「
人
民
」が「
集
会
」し
た
と
き
に
だ
け
示
さ
れ
る
真
の「
人

民
」
の
総
意
で
あ
る
と
同
時
に
、「
昨
日
の
法
律
は
、
今
日
は
強
制
力
を
失
う
。

し
か
し
、
沈
黙
は
暗
黙
の
承
認
を
意
味
す
る
。
主
権
者
が
法
律
を
廃
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
に
、
そ
れ
を
廃
止
し
な
い
場
合
に
は
、
彼
は
た
え
ず
そ
の
法
律

を
確
認
し
て
い
る
の
も
の
と
な
さ
れ
る
」
と
の
原
則
に
照
ら
し
、
過
去
に
生
き

た
す
べ
て
の
「
人
民
」
の
「
合
意
」
と
推
断
で
き
る
「
古
い
法
律
」（
自
然
法
）

の
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
く
て
「
道
理
」
の
支
配
と
は
、
ま
さ
に
「
輿
論
政
治
」、
最
も
根
源
的
な

意
味
に
お
け
る
「
共
和
政
治
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

人
は
「
悟
り
」
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
人
の
支
配
が
崩
壊
し
た
と

き
、代
わ
っ
て
誕
生
し
た
の
は
、ま
さ
に
「
輿
論
政
治
」
＝
「
共
和
政
治
」
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
以
降
の
統
治
権
力
が
し
ば
し
ば
「
公
方
」
や
「
公
儀
」

と
い
う
概
念
で
も
っ
て
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と

い
っ
て
よ
い
。

で
は
そ
の
「
輿
論
政
治
」「
共
和
政
治
」
の
代
名
詞
と
し
て
の
「
道
理
」
の

支
配
は
、
人
の
支
配
の
延
長
上
に
生
ま
れ
た
支
配
だ
っ
た
の
か
。
否
、
そ
れ
は

違
う
。
む
し
ろ
神
の
支
配
の
復
活
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
改
め
て
見
て
お
き
た
い

の
は
、
先
に
も
引
用
し
た
『
愚
管
抄
』
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

大
方
世
ノ
タ
メ
人
ノ
タ
メ
ヨ
カ
ル
ベ
キ
ヤ
ウ
ヲ
モ
チ
イ
ル
。
何
事
ニ
モ

道
理
詮
ト
ハ
申
也
。
世
ト
申
ト
人
ト
申
ト
ハ
、
二
ノ
物
ニ
テ
ハ
ナ
キ
也
。

世
ト
ハ
人
ヲ
申
也
。
ソ
ノ
人
ニ
ト
リ
テ
世
ト
イ
ワ
ル
ヽ
方
ハ
ヲ
ホ
ヤ
ケ

道
理
ト
テ
、
国
ノ
マ
ツ
リ
コ
ト
ニ
カ
ヽ
リ
テ
善
悪
ヲ
サ
ダ
ム
ル
ヲ
世
ト

ハ
申
也
。
人
ト
申
ハ
、
世
ノ
マ
ツ
リ
コ
ト
ニ
モ
ノ
ゾ
マ
ズ
、
ス
ベ
テ
一

切
ノ
諸
人
ノ
家
ノ
内
マ
デ
ヲ
ヲ
ダ
シ
ク
ア
ハ
レ
ム
方
ノ
マ
ツ
リ
コ
ト
ヲ
、

又
人
ト
ハ
申
ナ
リ
。
其
人
ノ
中
ニ
国
王
ヨ
リ
ハ
ジ
メ
テ
ア
ヤ
シ
ノ
民
マ

デ
侍
ゾ
カ
シ
。

「
道
理
」
が
、
過
去
・
現
在
の
人
々
の
総
意
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
前
提
に

し
て
い
る
一
人
一
人
の
主
観
は
、
実
は
「
世
ノ
マ
ツ
リ
コ
ト
ニ
モ
ノ
ゾ
マ
ズ
、

ス
ベ
テ
一
切
ノ
諸
人
ノ
家
ノ
内
マ
デ
ヲ
ヲ
ダ
シ
ク
ア
ハ
レ
ム
方
ノ
マ
ツ
リ
コ

ト
」
に
関
心
の
大
方
を
注
ぐ
タ
イ
プ
の
主
観
で
あ
っ
た
。「
悟
り
」
に
関
わ
る
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よ
う
な
こ
と
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
他
力
に
依
存
し
、
自
ら
は
「
悪
人
」
と
し
て

欲
望
の
赴
く
ま
ま
生
き
る
人
た
ち
の
主
観
で
あ
っ
た
（
親
鸞
）。
そ
の
よ
う
な

主
観
が
如
何
に
「
ヒ
シ
ト
ツ
ク
リ
ア
ハ
」
さ
れ
て
も
、結
局
は
「
私
」
と
「
私
」

の
競
合
の
結
果
生
み
出
さ
れ
る
、
自
然
発
生
的
な
「
総
意
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と

は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
誰
も
意
図
し
て
そ
れ
を
生
み
出
せ
な
い

以
上
、
そ
れ
に
基
づ
く
支
配
は
人
の
支
配
で
は
な
か
っ
た
。
人
の
相
互
依
存
が

生
み
出
す
自
然
発
生
的
な
秩
序
こ
そ
神
の
正
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

そ
れ
は
ま
さ
に
神
の
支
配
の
復
活
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、「
道
理
」
の
支
配
を
宣

言
し
た
御
成
敗
式
目
の
制
定
も
、
神
に
対
す
る
誓
い
、
起
請
文
と
い
う
形
式
を

と
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
「
道
理
」
の
支
配
が
神
の
支
配
と
異
な
る
の
は
、「
道
理
」
の
何
た
る

か
を
人
が
見
極
め
る
術
が
残
さ
れ
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
道
理
」は
現
在
の「
世

論
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
過
去
の
「
輿
論
」
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
ル
ソ
ー
も

述
べ
た
よ
う
に
、
過
去
の
「
輿
論
」
は
、
長
く
否
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
存
続
し

て
き
た
「
古
き
法
」
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
な
ら
ば
「
古
き
法
」
の

何
た
る
か
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
輿
論
」
や
「
道
理
」
の
輪
郭
も

ま
た
浮
き
彫
り
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。「
道
理
」
の
支
配
す
る
時
代
が
、
西

欧
に
お
い
て
は
自
然
法
が
支
配
す
る
時
代
と
し
て
認
識
さ
れ
、
日
本
に
お
い
て

は
「
祖
法
」—

も
し
く
は
「
先
王
制
作
の
道
」（
荻
生
徂
徠
）、「
古
道
」（
本

居
宣
長
）—

の
支
配
す
る
時
代
と
し
て
認
識
さ
れ
た
所
以
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
「
道
理
」
が
支
配
す
る
時
代
、
人
は
挙
っ
て
歴
史
を
描
こ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
作
が
『
大
日
本
史
』
で
あ
っ
た
。
す
で
に
人
が
支
配
す

る
時
代
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
人
が
歴
史
を
描
く
三
つ
目
の
理
由
が
こ
こ
に

あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
法
に
「
古
き
法
」
と
し
て
の
体
裁
を
与
え
た
の

で
あ
る
。
そ
の
典
型
が
、
明
治
天
皇
が
大
日
本
帝
国
憲
法
を
、
次
の
よ
う
に
述

べ
、
正
当
化
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

皇
朕
レ
謹
ミ
畏
ミ
皇
祖
皇
宗
ノ
神
霊
ニ
誥
ケ
白
サ
ク
、
皇
朕
レ
天
壌
無

窮
ノ
宏
謨
ニ
循
ヒ
惟
神
ノ
寳
祚
ヲ
承
継
シ
旧
図
ヲ
保
持
シ
テ
敢
テ
失
墜

ス
ル
コ
ト
無
シ
。
顧
ミ
ル
ニ
世
局
ノ
進
運
ニ
膺
リ
人
文
ノ
発
達
ニ
随

ヒ
、
宜
ク
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
訓
ヲ
明
徴
ニ
シ
、
典
憲
ヲ
成
立
シ
条
章
ヲ
昭

示
シ
、
内
ハ
以
テ
子
孫
ノ
率
由
ス
ル
所
ト
為
シ
、
外
ハ
以
テ
臣
民
翼
賛

ノ
道
ヲ
広
メ
永
遠
ニ
遂
行
セ
シ
メ
、
益
々
国
家
ノ
丕
基
ヲ
強
固
ニ
シ
、

八
州
民
生
ノ
慶
福
ヲ
増
進
ス
ヘ
シ
。
茲
ニ
皇
室
典
範
及
憲
法
ヲ
制
定
ス
。

惟
フ
ニ
此
レ
皆
皇
祖
皇
宗
ノ
後
裔
ニ
貽
シ
タ
マ
ヘ
ル
統
治
ノ
洪
範
ヲ
紹

述
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
ス
。（「
皇
室
典
範
お
よ
び
帝
国
憲
法
制
定
に
関
す
る

御
告
文
」
伊
藤
博
文
著
・
宮
沢
俊
義
校
注
『
憲
法
義
解
』
岩
波
文
庫
、

一
九
四
〇
年
、
一
九
一
ペ
ー
ジ
）

た
だ
、で
は
ひ
た
す
ら
歴
史
を
く
り
「
古
き
法
」
を
探
り
あ
て
さ
え
す
れ
ば
、

「
道
理
」が
完
全
に
明
ら
か
に
な
る
か
と
い
う
と
、そ
れ
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
は
や
は
り
今
現
在
の
「
世
論
」
を
顕
在
化
さ
せ
る
方
法
も
合
わ
せ
確
立

し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
今
現
在
の
「
世
論
」
を
顕
在

化
さ
せ
、「
古
き
法
」
と
合
わ
せ
て
、
真
の
「
道
理
」
の
支
配
を
実
現
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
。そ
の
方
法
の
確
立
こ
そ
が
実
は
近
代
化
の
課
題
で
あ
っ
た
。

し
か
し
今
回
は
紙
数
が
尽
き
た
。
そ
の
解
明
は
次
回
を
期
し
た
い
。
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結
び
に

た
だ
一
点
、
北
畠
親
房
が
『
神
皇
正
統
記
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
、
応
神
天

皇
か
ら
後
醍
醐
天
皇
に
続
く
皇
統
中
の
正
統
を
、繰
り
返
さ
れ
る
「
易
姓
革
命
」

の
試
練
を
く
ぐ
り
抜
け
た
血
統
と
し
て
論
証
し
た
の
は
、
そ
の
方
法
確
立
へ
の

第
一
歩
で
あ
っ
た
。

我
国
ハ
王
種
ノ
カ
ハ
ル
コ
ト
ハ
ナ
ケ
レ
ド
モ
、
政
ミ
ダ
レ
ヌ
レ
バ
、
暦

数
ヒ
サ
シ
カ
ラ
ズ
。
継
体
モ
タ
ガ
フ
タ
メ
シ
、所
々
ニ
シ
ル
シ
侍
リ
ヌ（
北

畠
親
房『
神
皇
正
統
記
』日
本
古
典
文
学
大
系
、岩
波
書
店
、一
九
六
五
年
、

一
一
六
頁
）

  

神
武
ヨ
リ
景
行
マ
デ
十
二
代
ハ
御
子
孫
ソ
ノ
マ
ヽ
ツ
ガ
セ
給
ヘ
リ
。
ウ

タ
ガ
ハ
シ
カ
ラ
ズ
。
日
本
武
尊
世
ヲ
ハ
ヤ
ク
シ
マ
シ
シ
ニ
ヨ
リ
テ
、
御

弟
成
務
ヘ
ダ
タ
リ
給
シ
カ
ド
、
日
本
武
尊
ノ
御
子
ニ
テ
仲
哀
伝
マ
シ
マ

シ
ヌ
。
仲
哀
・
応
神
ノ
御
後
ニ
仁
徳
ツ
タ
ヘ
給
ヘ
リ
シ
、
武
烈
悪
王
ニ

テ
日
嗣
タ
エ
マ
シ
シ
時
、
応
神
五
世
ノ
御
孫
ニ
テ
、
継
体
天
皇
エ
ラ
バ

レ
立
給
。
コ
レ
ナ
ム
メ
ヅ
ラ
シ
キ
タ
メ
シ
ニ
侍
ル
。
サ
レ
ド
二
ヲ
ナ
ラ

ベ
テ
ア
ラ
ソ
フ
時
ニ
コ
ソ
傍
正
ノ
疑
モ
ア
レ
、
群
臣
皇
胤
ナ
キ
コ
ト
ヲ

ウ
レ
ヘ
テ
求
出
奉
リ
シ
ウ
ヘ
ニ
、
ソ
ノ
御
身
賢
ニ
シ
テ
天
ノ
命
ヲ
ウ
ケ
、

人
ノ
望
ニ
カ
ナ
ヒ
マ
シ
マ
シ
ケ
レ
バ
、
ト
カ
ク
ノ
疑
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

其
後
相
続
テ
天
智
・
天
武
御
兄
弟
立
給
シ
ニ
、
大
友
ノ
皇
子
ノ
乱
ニ
ヨ

リ
テ
、
天
武
ノ
御
ナ
ガ
レ
久
敷
伝
ラ
レ
シ
ニ
、
称
徳
女
帝
ニ
テ
御
嗣
モ

ナ
シ
。
又
政
モ
ミ
ダ
リ
ガ
ハ
シ
ク
キ
コ
エ
シ
カ
バ
、
タ
シ
カ
ナ
ル
御
譲

ナ
ク
テ
絶
ニ
キ
。
光
仁
又
カ
タ
ハ
ラ
ヨ
リ
エ
ラ
バ
レ
テ
立
給
。
コ
レ
ナ

ン
又
継
体
天
皇
ノ
御
コ
ト
ニ
似
玉
ヘ
ル
。
シ
カ
レ
ド
モ
天
智
ハ
正
統
ニ

マ
シ
マ
シ
キ
。
第
一
ノ
御
子
大
友
コ
ソ
ア
ヤ
マ
リ
テ
天
下
ヲ
エ
給
ハ
ザ

リ
シ
カ
ド
、
第
二
ノ
皇
子
ニ
テ
施
基
ノ
ミ
コ
御
ト
ガ
ナ
シ
。
其
御
子
ナ

レ
バ
、
此
天
皇
ノ
立
給
ヘ
ル
ト
、
正
理
ニ
カ
ヘ
ル
ト
ゾ
申
侍
ベ
キ
。
今

ノ
光
孝
又
昭
宣
公
（
藤
原
基
経
）
ノ
エ
ラ
ビ
ニ
テ
立
給
ト
イ
ヘ
ド
モ
、

仁
明
ノ
太
子
文
徳
ノ
御
ナ
ガ
レ
ナ
リ
シ
カ
ド
、
陽
成
悪
王
ニ
テ
シ
リ
ゾ

ケ
ラ
レ
給
シ
ニ
、
仁
明
第
二
ノ
御
子
ニ
テ
、
シ
カ
モ
賢
才
諸
親
王
ニ
ス

グ
レ
マ
シ
マ
シ
ケ
レ
バ
、
ウ
タ
ガ
ヒ
ナ
キ
天
命
ト
コ
ソ
ミ
エ
侍
シ
。（『
神

皇
正
統
記
』
一
二
四
〜
一
二
五
頁
）

悪
王
武
烈
の
死
後
血
が
絶
え
た
の
は
「
政
ミ
ダ
レ
ヌ
レ
バ
、
暦
数
ヒ
サ
シ
カ
ラ

ズ
。
継
体
モ
タ
ガ
フ
タ
メ
シ
、所
々
ニ
シ
ル
シ
侍
リ
ヌ
」
こ
と
の
証
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
と
き
、「
応
神
五
世
ノ
御
孫
」（
継
体
天
皇
）
の
如
き
、
そ

の
血
統
に
つ
な
が
る
人
が
「
人
ノ
望
」
に
推
さ
れ
て
登
場
す
る
「
メ
ヅ
ラ
シ
キ

タ
メ
シ
」
が
、
こ
の
国
で
は
繰
り
返
さ
れ
る
。「
神
国
」
な
る
が
ゆ
え
に
。
そ

の
こ
と
を
論
証
し
、
皇
統
中
の
「
正
統
」
を
、「
人
の
望
」
に
推
さ
れ
た
国
民

代
表
と
し
て
正
当
化
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
の
が
『
神
皇
正
統
記
』
で
あ
っ
た
。

南
北
朝
内
乱
の
戦
塵
の
中
に
お
け
る
そ
の
誕
生
こ
そ
、
こ
の
国
に
お
け
る
近

代
政
治
思
想
の
誕
生
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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★
1 

拙
稿
「
人
・
社
会
・
神
の
誕
生
に
つ
い
て
の
仮
説—

依
存
理
論
の
確
立
に

向
け
て—

」『
日
本
史
の
方
法
』
Ⅳ
、
二
〇
〇
七
年
九
月
。

★
2 

佐
藤
弘
夫
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
変
貌
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
年
。

★
3 
拙
稿
「
古
代
と
は
何
か—

プ
ラ
ト
ン
か
ら
の
手
紙—

」
舘
野
和
己
・
小

路
田
泰
直
編
『
古
代
日
本
の
構
造
と
原
理
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。

★
4 

加
藤
隆
『
旧
約
聖
書
の
誕
生
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
。

★
5 

水
林
彪
『
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭
り
』〔
新
訂
版
〕
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。

★
6 

上
原
雅
文
『
最
澄
再
考—

日
本
仏
教
の
光
源—

』
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
〇
四
年
。

★
7 

拙
著
『
国
家
の
語
り
方—

歴
史
学
か
ら
の
憲
法
解
釈—

』
勁
草
書
房
、

二
〇
〇
六
年
。

こ
じ
た
・
や
す
な
お
（
日
本
近
代
史
／
奈
良
女
子
大
学
）




