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北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』
は
、
戦
前
に
は
「
国
体
論
」
の
淵
源
と
さ
れ
た
。

例
え
ば
、
国
体
論
の
集
成
と
も
言
え
る
『
国
体
の
本
）
1
（
義
』（
昭
和
一
二
年
）
は
、
日

本
が
戦
争
に
向
か
う
中
、
天
皇
は
現
御
神
で
あ
り
臣
民
が
天
皇
を
敬
い
忠
誠
を
尽
く

す
こ
と
が
自
然
の
姿
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、
臣
民
の
忠
誠
の
究
極
の
形
が
戦
死

で
あ
る
と
い
う
論
理
を
文
部
省
が
示
し
た
も
の
で
あ
る
。『
国
体
の
本
義
』
は
、
日

本
に
お
け
る
「
国
体
論
」
の
歴
史
を
示
し
た
章
で
、
北
畠
親
房
の
思
想
を
以
下
の
よ

う
に
紹
介
し
て
い
る
。

　
　

北
畠
親
房
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

　
　
　

凡
そ
王
土
に
は
ら
ま
れ
て
、
忠
を
い
た
し
命
を
拾
つ
る
は
人
臣
の
道
な
り
。

必
ず
こ
れ
を
身
の
高
名
と
思
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
、
後
の
人
を

は
げ
ま
し
、
其
の
跡
を
あ
は
れ
み
て
賞
せ
ら
る
ゝ
は
、
君
の
御
政
な
り
。
下

と
し
て
競
ひ
諍
ひ
申
す
べ
き
に
は
あ
ら
ぬ
に
や
。
ま
し
て
、
さ
せ
る
功
な
く

し
て
過
分
の
望
を
い
た
す
事
、
み
づ
か
ら
あ
や
ぶ
む
る
は
し
な
れ
ど
、
前
車

の
轍
を
み
る
こ
と
は
、
実
に
有
り
が
た
き
習
な
り
け
む
か
し
。

　
　

と
嘆
じ
て
ゐ
る
。

 

（
第
二
国
史
に
お
け
る
国
体
の
顕
現　

一
、国
史
を
一
貫
す
る
精
神　

七
五
）
2
（
頁
）

こ
の
『
神
皇
正
統
記
』
の
引
用
部
分
で
、『
国
体
の
本
義
』
が
強
調
し
た
い
の
は
、

日
本
に
お
い
て
忠
を
尽
く
し
て
命
を
捨
て
る
の
を
人
臣
の
道
で
あ
る
と
い
う
記
述
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
『
神
皇
正
統
記
』
の
一
文
は
、
本
来
こ
の
点
を
強
調
す
る

も
の
で
は
な
く
、
報
賞
と
し
て
限
り
あ
る
土
地
や
官
位
を
得
る
こ
と
を
貪
欲
に
求
め

て
戦
い
に
加
わ
る
武
士
を
牽
制
し
、
無
私
の
心
で
命
を
捨
て
て
君
に
尽
く
す
の
が
正

し
い
姿
だ
と
嘆
く
も
の
で
あ
る
。『
国
体
の
本
義
』
は
、
親
房
の
本
意
を
あ
え
て
無

視
を
す
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
に
続
い
て
『
国
体
の
本
義
』
は
、「
大
義
名
分
論
」
│
│
名
と
分

を
守
る
、
君
臣
の
上
下
関
係
を
絶
対
に
崩
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
主
張
│
│
に
宋

代
儒
教
、
こ
と
に
朱
子
学
が
影
響
を
与
え
た
と
述
べ
る
。
儒
教
や
朱
子
学
を
、
上
下

の
分
を
踏
み
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
思
想
と
解
釈
し
、
日
本
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
と
論
じ
る
。

　
　

先
に
鎌
倉
時
代
に
於
て
宋
学
・
禅
学
が
大
義
名
分
論
・
国
体
論
の
生
起
に
与
つ

て
力
が
あ
り
、
延
い
て
建
武
中
興
の
大
業
の
達
成
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
徳

川
幕
府
は
朱
子
学
を
採
用
し
、
こ
の
学
統
よ
り
大
日
本
史
の
編
纂
を
中
心
と
し

て
水
戸
学
が
生
じ
、
又
そ
れ
が
神
道
思
想
、
愛
国
の
赤
心
と
結
ん
で
は
、
山
崎

闇
斎
の
所
謂
崎
門
学
派
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
闇
斎
の
門
人
浅
見
絅
斎
の
靖
献

遺
言
、
山
鹿
素
行
の
中
朝
事
実
等
は
、
い
づ
れ
も
尊
皇
の
大
義
を
強
調
し
た
も

の
で
あ
つ
て
、
太
平
記
、
頼
山
陽
の
日
本
外
史
、
会
沢
正
志
斎
の
新
論
、
藤
田

東
湖
の
弘
道
館
記
述
義
、
そ
の
他
国
学
者
の
論
著
等
と
共
に
、
幕
末
の
勤
皇
の
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志
士
に
多
大
の
影
響
を
与
へ
た
書
で
あ
る
。 

 
（
第
二
国
史
に
お
け
る
国
体
の
顕
現　

一
、国
史
を
一
貫
す
る
精
神　

七
七
頁
）

儒
教
思
想
は
、
本
来
、
革
命
を
肯
定
す
る
論
理
で
あ
る
。
幕
末
ご
ろ
か
ら
、
後
期
水

戸
学
や
吉
田
松
陰
ら
が
、
君
臣
上
下
の
関
係
は
絶
対
だ
と
強
調
し
て
儒
教
思
想
を
曲

げ
て
広
め
）
3
（

た
。
こ
の
よ
う
に
ゆ
が
め
ら
れ
た
「
儒
教
」
思
想
が
、
明
治
の
天
皇
制
や

国
体
論
を
準
備
し
た
。『
国
体
の
本
義
』
は
、
あ
た
か
も
朱
子
学
や
儒
教
の
本
来
の

論
理
に
国
体
論
的
な
も
の
│
│
革
命
論
を
否
定
す
る
も
の
│
│
が
あ
り
そ
の
側
面
が

日
本
思
想
に
影
響
を
与
え
た
と
す
る
が
、
そ
も
そ
も
革
命
を
肯
定
す
る
儒
教
思
想
と

そ
れ
を
否
定
す
る
国
体
論
は
ま
っ
た
く
異
な
る
論
理
で
あ
る
。

　

親
房
の
天
皇
論
は
、
儒
教
的
神
道
論
で
あ
り
、
国
体
論
の
淵
源
と
は
言
え
な
い
。

本
論
文
で
は
、
ま
ず
、『
国
体
の
本
義
』
か
ら
国
体
論
と
言
わ
れ
る
思
想
の
特
徴
を

整
理
す
る
。
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
で
親
房
の
政
治
思
想
の
特
性
を
明
ら
か
に
し
て

ゆ
く
。（

１
）『
国
体
の
本
義
』
の
論
理
構
造

　
『
国
体
の
本
義
』
は
、
天
皇
は
皇
祖
と
一
体
で
、
天
皇
自
身
も
現
御
神
で
あ
り
、

臣
民
が
神
で
あ
る
天
皇
を
敬
う
の
は
自
然
で
あ
り
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
現
実
だ

と
い
う
論
理
を
前
提
と
す
る
。
戦
争
に
向
か
う
中
、
天
皇
の
た
め
に
戦
死
す
る
こ
と

を
名
誉
と
考
え
る
国
民
意
識
を
喚
起
し
よ
う
と
し
た
。

　
　

皇
位
は
、
万
世
一
系
の
天
皇
の
御
位
で
あ
り
、
た
ゞ
一
す
ぢ
の
天
ッ
日
嗣
で
あ

る
。
皇
位
は
、
皇
祖
の
神
裔
に
ま
し
ま
し
、
皇
祖
皇
宗
の
肇
め
給
う
た
国
を
承

け
継
ぎ
、
こ
れ
を
安
国
と
平
ら
け
く
し
ろ
し
め
す
こ
と
を
大
御
業
と
せ
さ
せ
給

ふ
「
す
め
ら
ぎ
」
の
御
位
で
あ
り
、
皇
祖
と
御
一
体
と
な
つ
て
そ
の
大
御
心
を

今
に
顕
し
、
国
を
栄
え
し
め
民
を
慈
し
み
給
ふ
天
皇
の
御
地
位
で
あ
る
。
臣
民

は
、
現
御
神
に
ま
し
ま
す
天
皇
を
仰
ぐ
こ
と
に
於
て
同
時
に
皇
祖
皇
宗
を
拝

し
、
そ
の
御
恵
の
下
に
我
が
国
の
臣
民
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
皇
位

は
尊
厳
極
ま
り
な
き
高
御
座
で
あ
り
、
永
遠
に
揺
ぎ
な
き
国
の
大
本
で
あ
る
。

 

（
第
一
大
日
本
国
体　

一
、肇
国 

一
七
頁
）

天
皇
は
天
照
大
神
の
子
孫
で
あ
り
、
皇
祖
皇
宗
の
神
裔
で
あ
り
、
皇
宗
と
一
体
と

な
っ
て
位
に
あ
る
が
ゆ
え
に
権
威
を
も
つ
。
祭
祀
は
、「
天
皇
が
御
親
ら
皇
祖
皇
宗

の
神
霊
を
ま
つ
り
、
弥
々
皇
祖
皇
宗
と
御
一
体
と
な
ら
せ
給
ふ
た
め
で
あ
つ
て
、
こ

れ
に
よ
つ
て
民
人
の
慶
福
、
国
家
の
繁
栄
を
祈
ら
せ
給
ふ
（
第
一
大
日
本
国
体  

二
、
聖
徳　

二
五
頁
）」
た
め
に
あ
る
。「
天
皇
は
祭
祀
に
よ
つ
て
、
皇
祖
皇
宗
と
御

一
体
と
な
ら
せ
給
ひ
（
第
一
大
日
本
国
体　

二
、
聖
徳　

二
六
頁
）」
と
い
う
こ
と

を
明
示
す
る
。
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
解
釈
は
、『
神
皇
正
統
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い

も
の
で
あ
る
。

　

天
皇
と
臣
民
の
関
係
は
、「
一
つ
の
根
源
よ
り
生
ま
れ
、
肇
国
以
来
一
体
と
な
つ

て
栄
え
て
来
た
も
の
で
あ
る
。（
第
一
大
日
本
国
体　

三
、
臣
節　

三
三
頁
）」

　
　

天
皇
は
、
常
に
皇
祖
皇
宗
を
祀
り
給
ひ
、
万
民
に
率
先
し
て
祖
孫
一
体
の
実
を

示
し
、
敬
神
崇
祖
の
範
を
垂
れ
給
ふ
の
で
あ
る
。
又
我
等
臣
民
は
、
皇
祖
皇
宗

に
仕
へ
奉
つ
た
臣
民
の
子
孫
と
し
て
、
そ
の
祖
先
を
崇
敬
し
、
そ
の
忠
誠
の
志

を
継
ぎ
、
こ
れ
を
現
代
に
生
か
し
、
後
代
に
伝
へ
る
。

 

（
第
一
大
日
本
国
体　

三
、
臣
節　

三
七
頁
）

藤
原
氏
の
祖
先
で
あ
る
天
児
屋
命
と
皇
祖
の
関
係
が
、
藤
原
氏
と
天
皇
の
関
係
の
原

形
に
な
っ
て
い
て
、
神
話
時
代
の
上
下
関
係
が
永
続
的
に
続
き
、
変
え
ら
れ
な
い
現

実
で
あ
る
と
す
る
。

　

天
皇
は
、
臣
民
ひ
と
り
ひ
と
り
を
「
天
皇
は
億
兆
臣
民
を
御
一
人
の
臣
民
と
せ
ら
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れ
ず
、
皇
祖
皇
宗
の
臣
民
の
子
孫
と
思
召
さ
せ
給
ふ
の
で
あ
る
。（
第
一
大
日
本
国

体　

二
、
聖
徳　

三
〇
頁
）」、
天
皇
と
臣
下
の
関
係
は
す
べ
て
家
の
論
理
で
語
ら
れ

る
。「
我
が
国
民
の
生
活
の
基
本
は
、
西
洋
の
如
く
個
人
で
も
な
け
れ
ば
夫
婦
で
も

な
い
。
そ
れ
は
家
で
あ
る
。
家
の
生
活
は
、
夫
婦
兄
弟
の
如
き
平
面
的
関
係
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
根
幹
と
な
る
も
の
は
、
親
子
の
立
体
的
関
係
で
あ
る
。（
第
一
大
日

本
国
体　

三
、
臣
節　

四
三
頁
）」

　
　

親
子
の
関
係
は
自
然
の
関
係
で
あ
り
、
そ
こ
に
親
子
の
情
愛
が
発
生
す
る
。
親

子
は
一
連
の
生
命
の
連
続
で
あ
り
、
親
は
子
の
本
源
で
あ
る
か
ら
、
子
に
対
し

て
は
自
ら
撫
育
慈
愛
の
情
が
生
ま
れ
る
。
子
は
親
の
発
展
で
あ
る
か
ら
、
親
に

対
し
て
は
敬
慕
報
恩
の
念
が
生
ま
れ
る
。

 

（
第
一
大
日
本
国
体　

三
、
臣
節　

四
五
頁
）

「
我
が
国
の
孝
は
、
人
倫
自
然
の
関
係
を
更
に
高
め
て
、
よ
く
国
体
に
合
致
す
る
と

こ
ろ
に
真
の
特
色
が
存
す
る
。（
第
一
大
日
本
国
体　

三
、
臣
節　

四
六
頁
）」
さ
ら

に
以
下
の
よ
う
に
続
く
。「
臣
民
は
祖
先
に
対
す
る
敬
慕
の
情
を
以
て
、
宗
家
た
る

皇
室
を
崇
敬
し
奉
り
、
天
皇
は
臣
民
を
赤
子
と
し
て
愛
し
み
給
ふ
の
で
あ
る
。」

　

神
で
あ
る
天
皇
を
自
然
に
慕
う
臣
民
と
、
そ
れ
を
我
が
子
同
然
に
慈
し
む
天
皇
と

い
う
宗
教
的
構
造
を
示
す
場
所
が
神
社
で
あ
る
。

　
　

臣
民
は
、
こ
の
大
御
心
を
承
け
奉
つ
て
、
同
じ
く
祭
祀
を
以
て
我
が
肇
国
の
精

神
を
奉
体
し
、
私
を
捨
て
て
天
皇
の
御
安
泰
を
祈
り
奉
り
、
又
国
家
に
報
ず
る

精
神
を
磨
く
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
天
皇
の
神
に
奉
仕
せ
ら
れ
る
こ
と
と
臣

民
の
敬
神
と
は
、
い
づ
れ
も
そ
の
源
を
同
じ
う
し
、
天
皇
は
祭
祀
に
よ
つ
て

弥
々
君
徳
を
篤
く
し
給
ひ
、
臣
民
は
敬
神
に
よ
つ
て
弥
々
そ
の
分
を
竭
く
す
の

覚
悟
を
堅
く
す
る
。

 

（
第
二
国
史
に
於
け
る
国
体
の
顕
現　

四
、
祭
祀
と
道
徳　

一
〇
三
頁
）

『
国
体
の
本
義
』
は
、「
我
が
国
の
神
社
は
、
古
来
祭
祀
の
精
神
及
び
そ
の
儀
式
の
中

心
と
な
つ
て
来
た
。
神
社
は
惟
神
の
道
の
表
現
で
あ
つ
て
、
神
に
奉
斎
し
、
報
本
反

始
の
誠
を
致
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
第
二
国
史
に
於
け
る
国
体
の
顕
現　

四
、
祭
祀

と
道
徳　

一
〇
四
頁
）」
と
規
定
す
る
。

　

天
皇
が
我
が
子
と
扱
う
臣
民
の
持
つ
べ
き
心
の
あ
り
方
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
偏
心
は
「
主
我
的
な
心
」
と
さ
れ
、
い
わ
ば
西
洋
的
な
主
体
的
精
神
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
を
否
定
し
た
も
の
が
真
心
で
あ
る
。

　
　
（
冨
士
谷
）
御
杖
は
心
を
偏
心
・
一
向
心
・
真
心
と
い
ふ
が
如
く
に
分
け
て
ゐ

る
。
偏
心
と
は
主
我
的
な
心
で
あ
り
、
一
向
心
と
は
頑
な
に
行
ふ
心
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
完
全
な
心
と
は
い
は
れ
な
い
。

 

（
第
一
大
日
本
国
体　

四
、
和
と
「
ま
こ
と
」　

六
〇
頁
）

続
い
て
『
国
体
の
本
義
』
は
、
真
心
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　

真
心
と
は
心
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
矩
を
踰
え
ざ
る
心
で
あ
る
。
か
ゝ
る

心
は
即
ち
わ
ざ
で
あ
り
、
言
で
あ
り
、
行
で
あ
り
、
よ
く
一
事
・
一
物
に
執
せ

ず
し
て
融
通
無
礙
で
あ
る
。
即
ち
私
を
離
れ
た
純
粋
の
心
、
純
粋
の
行
で
あ

る
。
実
に
ま
こ
と
は
万
物
を
融
合
一
体
な
ら
し
め
、
自
由
無
礙
な
ら
し
め
る
。

ま
こ
と
は
芸
術
に
現
れ
て
は
美
と
な
り
、
道
徳
と
し
て
は
善
と
な
り
、
知
識
に

於
て
は
真
と
な
る
。
美
と
善
と
真
と
を
生
み
出
す
根
源
に
ま
こ
と
の
あ
る
こ
と

を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
ま
こ
と
は
又
所
謂
明
き
浄
き
直
き
心
、
即
ち
清

明
心
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
が
国
民
精
神
の
根
柢
と
な
つ
て
ゐ
る
。

 

（
第
一
大
日
本
国
体　

四
、
和
と
「
ま
こ
と
」　

六
〇
頁
）

真
心
、
す
な
わ
ち
清
明
心
（
清
浄
）
は
、
伊
勢
神
道
や
北
畠
親
房
に
お
け
る
正
直
の

概
念
に
近
い
が
、『
国
体
の
本
義
』
は
、
そ
れ
を
「
国
民
精
神
の
根
柢
」
と
定
義
す

る
。
こ
の
よ
う
な
真
心
の
淵
源
に
、
武
士
道
の
精
神
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
儒
教
や
仏
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教
な
ど
の
外
来
思
想
を
超
越
し
た
所
に
成
立
し
た
。

　
　
　

我
が
国
民
道
徳
の
上
に
顕
著
な
る
特
色
を
示
す
も
の
と
し
て
、
武
士
道
を
挙

げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
武
士
の
社
会
に
は
、
古
の
氏
族
に
於
け
る
我
が
国
特
有

の
全
体
的
な
組
織
及
び
精
神
が
よ
く
継
承
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
故
に
主
と
し
て
儒

教
や
仏
教
に
学
び
な
が
ら
、
遂
に
よ
く
そ
れ
を
超
え
る
に
至
つ
た
。
即
ち
主
従

の
間
は
恩
義
を
出
て
結
ば
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
恩
義
を
超
え
た
没
我
の
精
神
と

な
り
、
死
を
視
る
こ
と
帰
す
る
が
如
き
に
至
つ
た
。
そ
こ
で
は
死
を
軽
ん
じ
た

と
い
ふ
よ
り
は
、
深
く
死
に
徹
し
て
真
の
意
味
に
於
て
こ
れ
を
重
ん
じ
た
。
即

ち
死
に
よ
つ
て
真
の
生
命
を
全
う
せ
ん
と
し
た
。
個
に
執
し
個
を
立
て
て
全
を

失
ふ
よ
り
も
、
全
を
全
う
し
全
を
生
か
す
た
め
に
個
を
殺
さ
ん
と
す
る
の
で
あ

る
。
生
死
は
根
本
に
於
て
一
で
あ
り
、
生
死
を
超
え
て
一
如
の
ま
こ
と
が
存
す

る
。
生
も
こ
れ
に
よ
り
、
死
も
亦
こ
れ
に
よ
る
。
然
る
に
生
死
を
対
立
せ
し

め
、
死
を
厭
う
て
生
を
求
む
る
こ
と
は
、
私
に
執
著
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
武
士

の
恥
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
生
死
一
如
の
中
に
、
よ
く
忠
の
道
を
全
う
す
る

の
が
我
が
武
士
道
で
あ
る
。

 

（
第
二
国
史
に
於
け
る
国
体
の
顕
現　

四
、
祭
祀
と
道
徳　

一
一
〇
頁
）

結
局
、
私
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
自
己
の
命
を
軽
く
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
心
の
持
ち

方
こ
そ
真
心
で
あ
り
、
そ
の
淵
源
に
武
士
道
や
親
房
の
思
想
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ

る
。

　

臣
民
の
心
の
あ
り
方
に
対
応
し
て
、
天
皇
は
ど
の
よ
う
な
心
を
持
て
ば
よ
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
神
の
子
孫
で
あ
り
自
身
も
神
で
あ
る
天
皇
で
も
暴
虐
な
ら
ば
尊
敬
さ
れ

る
は
ず
は
な
い
。『
国
体
の
本
義
』
は
、
歴
代
の
天
皇
の
徳
政
ぶ
り
を
強
調
す
る
。

　
　

天
皇
の
、
億
兆
に
限
り
な
き
愛
撫
を
垂
れ
さ
せ
給
ふ
御
事
蹟
は
、
国
史
を
通
じ

て
常
に
う
か
が
は
れ
る
。
畏
く
も
天
皇
は
、
臣
民
を
「
お
ほ
み
た
か
ら
」
と

し
、
赤
子
と
思
召
さ
れ
て
愛
護
し
給
ひ
、
そ
の
協
翼
に
倚
藉
し
て
皇
猷
を
恢
弘

せ
ん
と
思
召
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
大
御
心
を
以
て
歴
代
の
天
皇
は
、
臣
民

の
慶
福
の
た
め
に
御
心
を
注
が
せ
給
ひ
、
ひ
と
り
正
し
き
を
勧
め
給
ふ
の
み
な

ら
ず
、
悪
し
く
枉
れ
る
も
の
を
も
慈
し
み
改
め
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 

（
第
一
大
日
本
国
体　

二
、
聖
徳　

二
八
頁
）

た
だ
し
、
能
力
で
天
皇
を
評
価
す
る
の
は
副
次
的
な
こ
と
で
あ
り
、
天
皇
の
そ
の
神

聖
性
ゆ
え
に
自
然
に
敬
わ
れ
る
と
い
う
論
理
が
先
立
つ
。

　

儒
教
の
徳
治
主
義
や
西
洋
の
民
主
主
義
に
お
い
て
、
一
見
合
理
的
に
見
え
て
も
、

統
治
者
の
徳
が
衰
え
る
、
あ
る
い
は
民
意
の
混
乱
で
国
家
の
運
営
が
う
ま
く
い
か
な

い
場
合
も
あ
る
。

　
　

個
人
の
集
団
を
以
て
国
家
と
す
る
外
国
に
於
て
は
、
君
主
は
智
・
徳
・
力
を
標

準
に
し
て
、
徳
あ
る
は
そ
の
位
に
即
き
、
徳
な
き
は
そ
の
位
を
去
り
、
或
は
権

力
に
よ
つ
て
支
配
者
の
位
置
に
上
り
、
権
力
を
失
つ
て
そ
の
位
を
逐
は
れ
、
或

は
又
主
権
者
た
る
民
衆
の
意
の
ま
ゝ
に
、
そ
の
選
挙
に
よ
つ
て
決
定
せ
ら
れ
る

等
、
専
ら
人
の
仕
業
、
人
の
力
の
み
に
よ
つ
て
こ
れ
を
定
め
る
結
果
と
な
る
の

は
、
蓋
し
止
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
而
も
こ
の
徳
や
力
の
如
き
は
相

対
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
き
ほ
ひ
権
勢
や
利
害
に
動
か
さ
れ
て
争
闘
を
生

じ
、
自
ら
革
命
の
国
柄
を
な
す
に
至
る
。

 

（
第
一
大
日
本
国
体　

一
、肇
国　

一
八
頁
）

そ
も
そ
も
儒
教
の
徳
治
主
義
や
西
洋
の
民
主
主
義
は
、
権
力
者
や
主
権
者
の
資
質
や

判
断
に
基
づ
く
統
治
を
理
想
と
し
、
神
の
子
孫
で
あ
る
天
皇
と
そ
れ
を
慕
う
国
民
と

い
う
不
変
の
「
自
然
」
関
係
を
基
礎
と
す
る
国
体
論
に
較
べ
れ
ば
、
不
安
定
を
引
き

起
こ
す
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
、「
臣
民
が
天
皇
に
仕
へ
奉
る
の
は
所
謂
義
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北
畠
親
房
の
天
皇
論
（
下
川
）

務
で
は
な
く
、
又
力
に
服
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
止
み
難
き
自
然
の
心
の
現
れ
で
あ

り
、
至
尊
に
対
し
奉
る
自
ら
な
る
渇
仰
随
順
で
あ
る
。
我
等
国
民
は
、
こ
の
皇
統
の

弥
々
栄
え
ま
す
所
以
と
、
そ
の
外
国
に
類
例
を
見
な
い
尊
厳
と
を
、
深
く
感
銘
し
奉

る
の
で
あ
る
。（
第
一
大
日
本
国
体　

一
、
肇
国　

一
九
頁
）」
と
、
君
臣
の
自
然
的

感
情
を
基
礎
と
す
る
の
で
が
混
乱
が
起
こ
ら
な
い
。

　
『
神
皇
正
統
記
』
で
は
、
君
徳
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
が
ゆ
え
に
価
値
を
持
つ
三
種

神
器
で
あ
る
が
、『
国
体
論
の
本
義
』
で
は
、
臣
民
の
尊
敬
心
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。

　
　

而
し
て
こ
の
三
種
の
神
器
に
つ
い
て
は
、
或
は
政
治
の
要
諦
を
示
さ
れ
た
も
の

と
解
す
る
も
の
も
あ
り
、
或
は
道
徳
の
基
本
を
示
さ
れ
た
も
の
と
拝
す
る
も
の

も
あ
る
が
、
か
ゝ
る
こ
と
は
、
国
民
が
神
器
の
尊
厳
を
い
や
が
上
に
も
仰
ぎ
奉

る
心
か
ら
自
ら
流
れ
出
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

 

（
第
一
大
日
本
国
体　

一
、
肇
国　

二
〇
頁
）

　
『
国
体
の
本
義
』
は
、
明
治
の
西
洋
的
近
代
国
家
の
一
応
の
達
成
と
し
て
発
布
さ

れ
た
憲
法
に
つ
い
て
も
、
近
代
の
立
憲
主
義
の
到
達
と
い
う
観
点
と
は
異
な
る
点
を

評
価
す
る
。

　
　

而
し
て
憲
法
欽
定
の
特
殊
な
る
御
目
的
は
、
君
臣
の
遵
守
規
範
を
明
徴
に
し
、

又
臣
民
翼
賛
の
道
を
広
め
給
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
拝
せ
ら
れ
る
。
而
し
て

世
局
の
進
運
、
人
文
の
発
達
が
、
こ
の
憲
法
御
制
定
の
機
縁
と
な
つ
て
ゐ
る
。

こ
の
こ
と
も
亦
「
夫
れ
大
人
の
制
を
立
つ
る
、
義
必
ず
時
に
随
ふ
」
と
の
御
祖

訓
に
随
は
せ
給
う
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
立
憲
の
御
精
神
を
拝
し
て
外
国

に
於
け
る
憲
法
制
定
の
由
来
に
思
を
及
ぼ
す
時
、
よ
く
彼
我
の
憲
法
の
本
質
的

差
異
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

 

（
第
二
国
史
に
於
け
る
国
体
の
顕
現　

六
、
政
治
・
経
済
・
軍
事　

一
三
一
頁
）

憲
法
を
、
神
で
あ
る
天
皇
と
そ
れ
に
絶
対
的
慕
う
（
べ
き
）
臣
民
と
し
て
の
遵
守
規

範
を
示
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
。

　
『
国
体
の
本
義
』
は
、
西
洋
の
思
想
の
本
質
を
、
個
人
主
義
す
な
わ
ち
個
を
国
家

に
優
先
す
る
思
想
と
解
釈
し
、
共
産
主
義
思
想
や
ナ
チ
ス
の
思
想
も
そ
の
よ
う
な
側

面
を
持
つ
も
の
と
す
る
。

　
　
　

か
く
の
如
く
、
教
育
・
学
問
・
政
治
・
経
済
等
の
諸
分
野
に
亙
つ
て
浸
潤
し

て
ゐ
る
西
洋
近
代
思
想
の
帰
す
る
と
こ
ろ
は
、
結
局
個
人
主
義
で
あ
る
。
而
し

て
個
人
主
義
文
化
が
個
人
の
価
値
を
自
覚
せ
し
め
、
個
人
能
力
の
発
揚
を
促
し

た
こ
と
は
、
そ
の
功
績
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
な
が
ら
西
洋
の
現
実
が
示

す
如
く
、
個
人
主
義
は
、
畢
竟
個
人
と
個
人
、
乃
至
は
階
級
間
の
対
立
を
惹
起

せ
し
め
、
国
家
生
活
・
社
会
生
活
の
中
に
幾
多
の
問
題
と
動
揺
と
を
醸
成
せ
し

め
る
。
今
や
西
洋
に
於
て
も
、
個
人
主
義
を
是
正
す
る
た
め
幾
多
の
運
動
が
現

れ
て
ゐ
る
。
所
謂
市
民
的
個
人
主
義
に
対
す
る
階
級
的
個
人
主
義
た
る
社
会
主

義
・
共
産
主
義
も
こ
れ
で
あ
り
、
又
国
家
主
養
・
民
族
主
義
た
る
最
近
の
所
謂

フ
ァ
ッ
シ
ョ
・
ナ
チ
ス
等
の
思
想
・
運
動
も
こ
れ
で
あ
る
。

 

（
結
語　

一
五
四
頁
）

西
洋
の
個
人
主
義
思
想
と
異
な
り
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
命
を
投
げ
出
せ
る
こ
と
、

自
己
を
も
た
な
い
こ
と
、
無
我
・
没
我
こ
そ
日
本
精
神
の
本
質
で
あ
る
。
天
皇
の
命

で
戦
争
に
い
き
、
命
を
も
捨
て
る
こ
と
を
美
徳
と
す
る
精
神
が
歴
史
的
に
国
民
に
培

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
家
よ
り
も
個
人
の
権
利
や
尊
厳
を
重
ん
じ
る
西
洋
思
想

を
受
容
す
る
際
は
、
日
本
風
に
変
容
さ
せ
な
け
れ
ば
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

　
　
　

人
が
自
己
を
中
心
と
す
る
場
合
に
は
、
没
我
献
身
の
心
は
失
は
れ
る
。
個
人

本
位
の
世
界
に
於
て
は
、
自
然
に
我
を
主
と
し
て
他
を
従
と
し
、
利
を
先
に
し

て
奉
仕
を
後
に
す
る
心
が
生
ず
る
。
西
洋
諸
国
の
国
民
性
・
国
家
生
活
を
形
造
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る
根
本
思
想
た
る
個
人
主
義
・
自
由
主
義
等
と
、
我
が
国
の
そ
れ
と
の
相
違
は

正
に
こ
ゝ
に
存
す
る
。
我
が
国
は
肇
国
以
来
、
清
き
明
き
直
き
心
を
基
と
し
て

発
展
し
て
来
た
の
で
あ
つ
て
、
我
が
国
語
・
風
俗
・
習
慣
等
も
、
す
べ
て
こ
ゝ

に
そ
の
本
源
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　

わ
が
国
民
性
に
は
、
こ
の
没
我
・
無
私
の
精
神
と
共
に
、
包
容
・
同
化
の
精

神
と
そ
の
働
と
が
力
強
く
現
れ
て
ゐ
る
。
大
陸
文
化
の
輸
入
に
当
つ
て
も
、
己

を
空
し
う
し
て
支
那
古
典
の
字
句
を
使
用
し
、
そ
の
思
想
を
採
り
入
れ
る
間

に
、
自
ら
我
が
精
神
が
こ
れ
を
統
一
し
同
化
し
て
ゐ
る
。
こ
の
異
質
の
文
化
を

輸
入
し
な
が
ら
、
よ
く
我
が
国
特
殊
の
も
の
を
生
む
に
至
つ
た
こ
と
は
、
全
く

我
が
国
特
殊
の
偉
大
な
る
力
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
代
の
西
洋
文
化
の
摂

取
に
つ
い
て
も
深
く
鑑
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

 

（
第
二
国
史
に
於
け
る
国
体
の
顕
現　

三
、
国
民
性　

九
六
頁
）

大
陸
か
ら
移
入
し
た
儒
教
や
仏
教
思
想
も
、
没
我
の
国
民
精
神
と
異
な
る
個
人
主
義

的
傾
向
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
受
容
す
る
際
に
は
日
本
の
没
我
精
神
に
引
き
寄
せ

て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
没
我
の
精
神
は
、
単
な
る
自
己
の
否
定
で
は
な

く
、
小
な
る
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
大
な
る
真
の
自
己
に
生
き
る
こ
と

で
あ
る
。（
第
二
国
史
に
於
け
る
国
体
の
顕
現　

三
、
国
民
性　

九
七
頁
）」
と
あ

り
、
個
人
の
否
定
│
│
究
極
的
に
は
個
人
の
命
を
失
う
こ
と
、
戦
死
す
る
こ
と
│
│

は
、
個
人
を
こ
え
て
国
家
に
つ
な
が
る
崇
高
な
行
為
で
あ
る
。『
国
体
の
本
義
』

は
、
中
国
思
想
、
と
く
に
老
荘
思
想
を
、
社
会
や
国
家
か
ら
の
逃
避
の
論
理
と
と
ら

え
、
わ
が
ま
ま
で
個
人
主
義
に
偏
っ
た
も
の
だ
と
す
る
。
ま
た
、
儒
教
思
想
の
個
人

主
義
的
傾
向
を
指
摘
す
る
。

　
　
　

我
が
国
に
輸
入
せ
ら
れ
た
支
那
思
想
は
、
主
と
し
て
儒
教
と
老
荘
思
想
と
で

あ
つ
た
。
儒
教
は
実
践
的
な
道
と
し
て
優
れ
た
内
容
を
も
ち
、
頻
る
価
値
あ
る

教
で
あ
る
。
而
し
て
孝
を
以
て
教
の
根
本
と
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
支
那
に
於

て
家
族
を
中
心
と
し
て
道
が
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
孝
は
実
行

的
な
特
色
を
も
つ
て
ゐ
る
が
、
我
が
国
の
如
く
忠
孝
一
本
の
国
家
的
道
徳
と
し

て
完
成
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
家
族
的
道
徳
を
以
て
国
家
的
道
徳
の
基
礎
と
し
、

忠
臣
は
孝
子
の
門
よ
り
出
づ
る
と
も
い
つ
て
ゐ
る
が
、
支
那
に
は
易
姓
革
命
・

禅
譲
放
伐
が
行
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
忠
孝
は
歴
史
的
・
具
体
的
な
永
遠
の

国
家
の
道
徳
と
は
な
り
得
な
い
。
老
荘
は
、
人
為
を
捨
て
て
自
然
に
帰
り
、
無

為
を
以
て
化
す
る
境
涯
を
理
想
と
し
、
結
局
そ
の
道
は
文
化
を
否
定
す
る
抽
象

的
の
も
の
と
な
り
、
具
体
的
な
歴
史
的
基
礎
の
上
に
立
た
ず
し
て
個
人
主
義
に

陥
つ
た
。
そ
の
末
流
は
所
謂
竹
林
の
七
賢
の
如
く
、
世
間
を
離
れ
て
孤
独
を
守

ら
う
と
す
る
傾
向
を
示
し
、
清
談
独
善
の
徒
と
な
つ
た
。
要
す
る
に
儒
教
も
老

荘
思
想
も
、
歴
史
的
に
発
展
す
る
具
体
的
国
家
の
基
礎
を
も
た
ざ
る
点
に
於

て
、
個
人
主
義
的
傾
向
に
陥
る
も
の
と
い
へ
る
。
併
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
我

が
国
に
摂
取
せ
ら
れ
る
に
及
ん
で
は
、
個
人
主
義
的
・
革
命
的
要
素
は
脱
落

し
、
殊
に
儒
教
は
我
が
国
体
に
醇
化
せ
ら
れ
て
日
本
儒
教
の
建
設
と
な
り
、
我

が
国
民
道
徳
の
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
が
大
で
あ
つ
た
。

 

（
結
語　

一
四
六
頁
）

中
国
思
想
は
、
日
本
の
没
我
の
精
神
と
は
異
な
る
も
の
で
、
日
本
人
が
受
容
す
る
際

に
は
日
本
的
な
儒
教
に
変
容
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
儒
教
思
想
は
、
日
本

に
お
い
て
、
没
我
・
無
我
ゆ
え
に
国
家
を
優
先
す
る
精
神
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

北
畠
親
房
の
天
皇
論
は
、
儒
教
的
色
彩
の
濃
い
政
治
思
想
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

『
国
体
の
本
義
』
の
い
う
没
我
・
無
我
の
日
本
精
神
、
国
体
論
の
淵
源
と
言
え
る
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
国
体
論
と
は
か
な
り
異
な
る

も
の
で
あ
る
。
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（
２
）『
神
皇
正
統
記
』
に
お
け
る
徳
と
神
慮
の
論
理

　

南
北
朝
時
代
ご
ろ
、
日
本
に
宋
代
の
新
儒
教
が
入
っ
て
き
た
。
後
醍
醐
天
皇
の
朝

廷
で
、
朱
子
の
新
注
が
読
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
北
畠
親
房
も
、
主
著
『
神

皇
正
統
記
』
に
お
い
て
、
儒
教
の
重
要
性
を
主
張
す
る
。

　
　

君
も
臣
も
神
明
の
光
胤
を
う
け
、
或
は
ま
さ
し
く
勅
を
う
け
し
神
達
の
苗
裔
な

り
。
誰
か
是
を
あ
ふ
ぎ
た
て
ま
つ
ら
ざ
る
べ
き
。
此
理
を
さ
と
り
、
其
道
に
た

が
は
ず
は
、
内
外
典
の
学
問
も
こ
ゝ
に
き
は
ま
る
べ
き
に
こ
そ
。
さ
れ
ど
、
此

道
の
ひ
ろ
ま
る
べ
き
事
は
内
外
典
流
布
の
ち
か
ら
な
り
と
云
つ
べ
し
。
魚
を
う

る
こ
と
は
網
の
一
目
に
よ
る
な
れ
ど
、
衆
目
の
力
な
け
れ
ば
是
を
う
る
こ
と
か

た
き
が
如
し
。
応
神
天
皇
の
御
代
よ
り
儒
書
を
ひ
ろ
め
ら
れ
、
聖
徳
太
子
の
御

時
よ
り
、
釈
教
を
さ
か
り
に
し
給
し
、
是
皆
権
化
の
神
聖
に
ま
し
ま
せ
ば
、
天

照
太
神
の
御
心
を
う
け
て
我
国
の
道
を
ひ
ろ
め
ふ
か
く
し
給
な
る
べ
し
。

 

（『
神
皇
正
統
記
』
彦
々
瓊
々
杵
尊
の
条　

三
八
）
4
（
頁
）

こ
こ
で
、
神
道
の
教
え
は
、
儒
教
（
と
仏
教
）
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
日
本
に
広
め

る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
親
房
は
、
儒
教
思
想
を
日
本
に

お
い
て
不
可
欠
な
も
の
と
考
え
る
。

　
　

三
十
一
年
庚
戌
の
年
も
ろ
こ
し
の
周
の
二
十
三
代
の
君
、
霊
王
の
二
十
一
年

也
。
こ
と
し
孔
子
誕
生
す
。
自
㍾是
七
十
三
年
ま
で
お
は
し
け
り
。
儒
教
を
ひ

ろ
め
ら
る
。
此
道
は
昔
の
賢
王
、
唐
堯
・
虞
舜
・
夏
の
初
の
禹
・
殷
の
は
じ
め

の
湯
・
周
の
は
じ
め
の
文
王
・
武
王
・
周
公
の
国
を
治
め
、
民
を
な
で
給
し
道

な
れ
ば
、
心
を
正
し
く
し
、
身
を
な
を
く
し
、
家
を
治
め
、
国
を
治
め
て
、
天

下
に
を
よ
ぼ
す
を
宗
と
す
。
さ
れ
ば
こ
と
な
る
道
に
あ
ら
ね
ど
も
、
末
代
と
な

り
て
、
人
不
正
に
な
り
し
ゆ
へ
に
、
其
道
を
お
さ
め
て
儒
教
を
た
て
ら
ゝ
る
な

り
。 

（
綏
靖
天
皇
の
条　

四
八
頁
）

聖
徳
太
子
が
な
ぜ
偉
大
か
、
親
房
に
よ
れ
ば
、
内
外
典
、
す
な
わ
ち
儒
教
と
仏
教
の

文
献
を
踏
ま
え
て
教
え
を
説
い
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　

十
七
年
己
巳
に
憲
法
十
七
ヶ
条
を
つ
く
り
て
奏
し
給
。
内
外
典
の
ふ
か
き
道
を

さ
ぐ
り
て
、
む
ね
を
つ
ゞ
ま
し
や
か
に
し
て
つ
く
り
給
へ
る
な
り
。
天
皇
悦
て

天
下
に
施
行
せ
し
め
給
き
。 

（
推
古
天
皇
の
条　

七
八
頁
）

　

ま
た
、
宇
多
天
皇
の
『
寛
平
御
誡
』
の
内
容
を
分
析
し
て
、
天
皇
に
は
和
漢
の
古

典
の
素
養
、
こ
と
に
統
治
の
学
問
と
し
て
の
儒
教
的
教
養
が
必
須
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
儒
教
的
教
養
の
あ
る
天
皇
の
子
孫
は
、
そ
の
有
徳
の
余
薫
に
よ
っ
て
繁
栄
す

る
（
後
宇
多
院
の
条
、
一
六
一
頁
）。

　

さ
ら
に
、
親
房
は
、『
神
皇
正
統
記
』
で
、
儒
教
の
国
で
あ
る
中
国
の
歴
史
を
併

記
し
、
日
本
歴
史
を
中
国
の
事
例
か
ら
見
て
評
価
す
る
。
皇
位
継
承
の
異
常
事
態
で

あ
る
斉
明
天
皇
の
重
祚
も
、
則
天
皇
后
に
よ
る
政
治
の
混
乱
の
後
に
中
宗
が
重
祚
し

た
唐
の
先
例
を
挙
げ
て
正
当
化
す
る
（
斉
明
天
皇
の
条　

八
二
頁
）。
称
徳
天
皇
に

よ
る
道
鏡
の
寵
愛
も
、
則
天
皇
后
の
暴
政
と
重
ね
批
判
す
る
（
称
徳
天
皇
の
条　

九

〇
頁
）。
清
和
天
皇
時
代
の
摂
政
制
導
入
も
、
中
国
の
先
例
に
基
づ
い
て
正
当
化
す

る
（
清
和
天
皇
の
条　

一
〇
六
頁
）。

　

親
房
は
、
天
皇
位
の
正
統
な
後
継
者
に
、
常
に
学
問
的
能
力
、
統
治
者
と
し
て
の

能
力
、
道
徳
的
な
能
力
を
求
め
た
。
例
え
ば
、
弟
の
彦
火
々
出
見
尊
（
山
幸
）
が
兄

の
海
幸
を
差
し
置
い
て
位
を
継
承
し
た
の
は
そ
の
人
間
的
共
感
力
が
兄
よ
り
優
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
り
、
長
幼
よ
り
も
継
承
者
の
資
質
や
能
力
を
重
視
し
た
（
彦
火
々
出

見
尊
の
条　

四
一
頁
）。

　

ま
た
、
親
房
は
、
天
皇
が
暴
政
を
す
れ
ば
、
直
系
の
子
孫
は
断
絶
す
る
と
は
っ
き
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紀　

要　

第
四
八
号

り
と
記
し
て
い
る
。

　
　

性
さ
が
な
く
ま
し
て
、
悪
と
し
て
な
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
伋
天
祚
も
久
か

ら
ず
。
仁
徳
さ
し
も
聖
徳
ま
し
〳
〵
し
に
、
此
皇
胤
こ
ゝ
に
た
え
に
き
。「
聖

徳
は
必
百
代
に
ま
つ
ら
る
。」〈
春
秋
に
見
ゆ
〉
と
こ
そ
見
え
た
れ
ど
、
不
徳
の

子
孫
あ
ら
ば
、
其
宗
を
滅
す
べ
き
先
蹤
甚
を
ほ
し
。
さ
れ
ば
上
古
の
聖
賢
は
、

子
な
れ
ど
も
慈
愛
に
お
ぼ
れ
ず
、
器
に
あ
ら
ざ
れ
ば
伝
こ
と
な
し
。
堯
の
子
丹

朱
不
肖
な
り
し
か
ば
、
舜
に
さ
づ
け
、
舜
の
子
商
均
又
不
肖
に
し
て
夏
禹
に
譲

ら
れ
し
が
如
し
。
堯
舜
よ
り
こ
な
た
に
は
猶
天
下
を
私
に
す
る
故
に
や
、
必
子

孫
に
伝
こ
と
に
な
り
に
し
が
、
禹
の
後
、
桀
、
暴
虐
に
し
て
国
を
失
ひ
、
殷
の

湯
聖
徳
あ
り
し
か
ど
、
紂
が
時
無
道
に
し
て
永
く
ほ
ろ
び
に
き
。（
中
略
、
親

房
は
イ
ン
ド
の
暴
政
の
結
果
子
孫
が
断
絶
し
た
例
を
示
す
）
か
ゝ
れ
ば
先
祖
大

な
る
徳
あ
り
と
も
、
不
徳
の
子
孫
宗
廟
の
ま
つ
り
を
た
ゝ
む
こ
と
う
た
が
ひ
な

し
。

 

（
武
烈
天
皇
の
条　

七
〇
頁
）

武
烈
天
皇
直
系
の
断
絶
も
、
そ
の
不
徳
に
原
因
が
あ
る
。
親
房
に
は
統
治
者
に
は
徳

を
求
め
る
儒
教
的
論
理
が
明
白
で
あ
る
。
天
武
か
ら
聖
武
天
皇
と
い
う
偉
大
な
統
治

者
の
系
統
が
断
絶
し
た
の
も
称
徳
天
皇
の
暴
政
が
原
因
で
あ
る
。
そ
の
後
、
天
智
系

統
の
光
仁
天
皇
が
即
位
し
た
の
も
和
気
清
丸
が
復
権
し
た
の
も
徳
の
論
理
で
説
明
す

る
（
称
徳
天
皇
の
条　

九
二
頁
）。
光
仁
天
皇
の
即
位
は
、
彼
の
徳
ば
か
り
で
は
な

く
、
先
祖
で
あ
る
天
智
天
皇
の
余
慶
で
も
あ
る
。

　
　

し
か
れ
ど
天
智
御
兄
に
て
ま
づ
日
嗣
を
う
け
給
。
そ
の
か
み
逆
臣
を
誅
し
、
国

家
を
も
安
し
給
へ
り
。
こ
の
君
の
か
く
継
体
に
そ
な
は
り
給
、
猶
正
に
か
へ
る

べ
き
い
は
れ
な
る
に
こ
そ
。 

（
光
仁
天
皇
の
条　

九
三
頁
）

　

陽
成
天
皇
の
廃
止
も
、「
此
天
皇
性
悪
に
し
て
人
主
の
器
に
た
ら
ず
見
え
給
け
れ

ば
、
摂
政
な
げ
き
て
廃
立
の
こ
と
を
さ
だ
め
ら
れ
に
け
り
。」
と
記
し
、
天
皇
も
能

力
が
な
け
れ
ば
廃
さ
れ
る
こ
と
を
正
当
と
し
、
中
国
の
先
例
も
紹
介
す
る
。
ま
た
、

不
徳
の
陽
成
天
皇
を
廃
位
に
し
た
藤
原
基
経
の
子
孫
が
、
藤
原
氏
の
中
で
も
こ
と
さ

ら
繁
栄
し
た
の
は
、
基
経
の
積
善
の
余
慶
で
あ
る
（
陽
成
天
皇
の
条　

一
一
〇
頁
）。

　

親
房
は
宇
多
天
皇
の
統
治
を
、「
無
為
の
御
政
」
と
記
し
、「
天
下
の
明
徳
、
虞
舜

か
ら
は
じ
ま
る
」
と
い
う
中
国
の
聖
代
に
も
並
ぶ
も
の
と
評
価
す
る
（
宇
多
天
皇
の

条　

一
一
六
頁
）。
ま
た
、
醍
醐
天
皇
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

此
君
久
く
世
を
た
も
た
せ
給
て
、
徳
政
を
こ
の
み
行
は
せ
た
ま
ふ
こ
と
上
代
に

こ
え
た
り
。
天
下
泰
平
民
間
安
穏
に
て
、
本
朝
仁
徳
の
ふ
る
き
跡
に
も
な
ぞ
ら

へ
、
異
域
堯
舜
の
か
し
こ
き
道
に
も
た
ぐ
へ
申
き
。

 

（
醍
醐
天
皇
の
条　

一
一
八
頁
）

親
房
は
、
儒
教
に
お
け
る
聖
人
の
統
治
を
理
想
と
し
、
そ
れ
に
近
い
徳
政
を
評
価
し

た
。
後
二
条
天
皇
の
早
世
後
、
そ
の
遺
児
で
は
な
く
後
醍
醐
天
皇
が
継
承
し
た
理
由

も
、
彼
の
学
問
熱
心
な
（
と
く
に
真
言
密
教
な
ど
）
姿
勢
に
求
め
た
（
後
醍
醐
天
皇

の
条　

一
六
六
頁
）。

　

臣
下
に
関
し
て
も
、
例
え
ば
藤
原
氏
に
つ
い
て
、
鎌
足
の
息
子
た
ち
の
四
門
の
う

ち
、
南
家
・
式
家
も
儒
教
の
家
と
し
て
そ
れ
な
り
に
は
繁
栄
し
て
い
る
が
、
本
当
に

繁
栄
し
て
い
る
の
は
北
家
の
み
で
あ
る
。
そ
の
繁
栄
は
、
北
家
の
祖
「
房
前
の
大
将

人
に
こ
と
な
る
陰
徳
こ
そ
お
は
し
け
め
。」（
文
武
天
皇
の
条　

八
六
頁
）
に
由
来
す

る
。
ま
た
、
親
房
は
、
藤
原
氏
が
、
天
孫
降
臨
の
際
に
天
照
大
神
に
任
じ
ら
れ
た
補

佐
神
天
児
屋
命
の
子
孫
ゆ
え
に
取
り
立
て
ら
れ
る
の
を
当
然
視
す
る
が
、
同
時
に
、

「
鎌
足
に
い
た
り
て
大
勲
を
た
て
、
世
に
寵
せ
ら
れ
し
に
よ
り
て
、
祖
業
を
お
こ
し

先
烈
を
さ
か
や
か
さ
れ
る
、
無
㍾止
こ
と
な
り
。」（
皇
極
天
皇
の
条　

八
一
頁
）

と
、
鎌
足
自
身
の
徳
の
余
慶
で
繁
栄
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
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藤
原
氏
以
外
の
人
臣
、
源
氏
は
天
皇
家
の
子
孫
で
あ
る
が
新
興
勢
力
に
す
ぎ
な

い
。
親
房
は
、
天
照
大
神
の
誓
い
、
す
な
わ
ち
天
皇
の
補
佐
は
天
児
屋
命
の
子
孫
藤

原
氏
だ
と
い
う
原
則
を
乗
り
超
え
る
た
め
に
は
相
当
な
努
力
が
必
要
な
の
に
、
源
氏

流
派
は
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
な
い
と
非
難
す
る
。
天
照
大
神
の
神
慮
と
徳
の
論
理
が

対
立
す
る
時
、
徳
の
論
理
に
よ
っ
て
そ
れ
を
乗
り
超
え
ら
れ
る
と
い
う
親
房
の
考
え

が
あ
る
。
た
だ
し
、
多
く
の
源
氏
は
天
皇
家
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
に
安
住
し
て
能
力

を
磨
い
て
い
な
い
（
村
上
天
皇
の
条　

一
二
三
頁
）。

　

そ
の
中
で
も
例
外
的
に
繁
栄
し
た
の
は
村
上
源
氏
で
あ
る
が
、
親
房
は
そ
の
繁
栄

を
村
上
天
皇
の
余
慶
と
し
て
徳
の
論
理
で
説
明
す
る
。
徳
あ
れ
ば
繁
栄
す
る
が
、
そ

の
反
対
で
あ
れ
ば
滅
亡
す
る
。
平
治
の
乱
で
敗
死
し
た
源
義
朝
は
、
父
殺
し
と
い
う

人
倫
の
大
罪
を
犯
し
た
が
ゆ
え
に
滅
亡
し
た
。
親
房
は
、
中
国
の
聖
人
の
舜
が
、
殺

人
を
犯
し
た
父
を
擁
護
し
て
天
子
の
位
ま
で
も
軽
々
と
捨
て
た
と
い
う
『
孟
子
』
の

逸
話
を
あ
げ
な
が
ら
、
源
義
朝
の
父
殺
し
を
非
難
す
る
（
二
条
院
の
条　

一
四
〇

頁
）。

　

北
条
氏
に
つ
い
て
、
親
房
は
そ
の
治
政
を
評
価
す
る
。
承
久
の
乱
の
後
鳥
羽
院
の

行
動
を
批
判
し
、
北
条
氏
と
鎌
倉
幕
府
の
徳
政
を
超
え
る
ほ
ど
の
徳
政
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
に
倒
幕
を
企
て
た
院
に
つ
い
て
「
民
や
す
か
る
ま
じ
く
は
、
上
天
よ

も
く
み
し
給
は
じ
。（
順
徳
院
の
条
、
一
五
三
頁
）」
と
非
難
）
5
（
し
、
北
条
氏
の
徳
を
た

た
え
る
。

　

政
治
の
基
本
は
、
統
治
者
に
よ
る
正
し
い
任
官
、
能
力
に
基
づ
く
適
材
適
所
の
登

用
で
あ
る
（
後
醍
醐
天
皇
の
条　

一
七
三
頁
）。
そ
し
て
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
臣
下

も
ま
た
正
し
い
態
度
が
必
要
で
あ
る
。
地
位
や
報
賞
を
自
ら
の
欲
の
た
め
に
望
ま
な

い
私
心
な
き
態
度
が
求
め
ら
れ
る
。
親
房
が
高
く
評
価
す
る
北
条
義
時
は
、
時
の
最

高
権
力
者
で
あ
り
最
高
位
を
望
め
ば
簡
単
に
得
れ
る
の
に
あ
え
て
し
な
か
っ
た
（
後

醍
醐
天
皇
の
条　

一
七
六
頁
）。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
に
は
五
九
四
の
郡
し
か
な
い
。

私
欲
の
た
め
に
土
地
を
求
め
て
も
得
ら
れ
る
人
数
は
限
ら
れ
る
。
従
っ
て
臣
下
は
、

全
体
の
利
益
の
た
め
に
私
欲
を
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
後
醍
醐
天
皇
の
条　

一

八
二
頁
）。
寛
弘
年
間
ま
で
は
、
能
力
が
あ
れ
ば
家
柄
に
よ
ら
な
い
任
官
が
行
わ
れ

た
が
（
後
醍
醐
天
皇
の
条　

一
七
八
頁
）、
そ
の
後
は
家
柄
重
視
の
任
官
が
広
ま

り
、
無
能
な
人
間
で
も
高
位
の
職
に
就
く
こ
と
が
増
え
、
ま
た
、
荘
園
の
発
生
に
よ

り
天
皇
の
統
治
が
届
か
な
い
地
域
も
あ
ら
わ
れ
、
国
全
体
の
利
益
に
基
づ
い
た
正
し

い
任
官
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
嘆
く
。
統
治
者
は
能
力
に
基
づ
く
適
材
適
所

の
任
官
や
報
賞
を
行
い
、
そ
れ
に
臣
下
が
呼
応
す
る
の
が
理
想
の
姿
で
あ
り
、
そ
の

理
想
を
実
践
す
れ
ば
天
は
子
孫
に
も
繁
栄
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
な
儒
教
的
論
理
が

『
神
皇
正
統
記
』
に
貫
か
れ
て
い
る
。「
積
善
の
余
慶
」、
す
な
わ
ち
徳
に
応
じ
た
繁

栄
が
一
代
か
ぎ
り
で
な
く
、
子
孫
の
運
命
を
左
右
す
る
と
い
う
の
も
親
房
の
思
想
の

特
徴
で
あ
る
。

　

徳
あ
る
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
態
を
さ
す
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
正
直
と

い
う
心
の
あ
り
方
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。
親
房
は
、
正
心
と
い
う
『
大
学
』
の
概
念

に
関
連
づ
け
て
正
直
を
説
明
す
る
。
親
房
は
、『
元
元
集
』
の
「
神
国
要
道
篇
」

で
、「
古
欲
∮御
㍼大
道
㍽明
∫明
徳
㊧者
、
先
修
㍼其
身
㊥
欲
㍾修
㍼其
身
㍽者
、
先
正
㍼其

心
㊥
欲
㍾正
㍼其
心
㍽者
、
在
㍼于
致
∑
）
6

　（
知
」
と
述
べ
、「
理
政
安
民
之
業
」
を
実
践
す

る
た
め
に
は
修
身
・
誠
心
・
致
知
の
三
つ
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

『
元
元
集
』
の
「
明
明
徳
」
と
は
、「
大
学
之
道
、
在
明
明
徳
、
在
親
（
新
）
民
、
在

止
於
至
善
」
と
い
う
『
大
学
』
の
三
綱
領
の
ひ
と
つ
の
こ
と
で
あ
る
。「
修
身
・
正

心
・
致
知
」
は
、『
大
学
』
の
八
条
目
の
一
部
で
あ
）
7
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
房
は
、

正
直
と
い
う
神
道
的
概
念
を
朱
子
学
で
重
視
さ
れ
た
『
大
学
』
の
正
心
に
等
し
い
も

の
と
解
釈
す
る
。
親
房
の
正
直
と
は
、
き
れ
い
に
磨
い
た
鏡
の
よ
う
に
心
の
曇
り
を
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ぬ
ぐ
い
去
り
心
に
神
を
や
ど
し
た
状
態
を
さ
す
が
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
朱
子
学
的

な
正
心
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
気
質
の
拘
束
を
排
し
て
本
然
の
性
に
復

初
し
た
状
態
を
さ
す
。
親
房
は
、
絶
対
的
に
善
な
る
本
性
を
有
す
る
人
間
に
、
独
自

の
尊
厳
を
認
め
る
朱
子
学
的
思
惟
を
そ
の
論
理
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
。

　
『
国
体
の
本
義
』
は
、
没
我
・
無
私
の
精
神
こ
そ
日
本
精
神
と
す
る
。
国
家
よ
り

も
先
に
か
け
が
え
の
な
い
個
人
の
尊
厳
を
認
め
る
西
洋
思
想
や
、
絶
対
的
に
善
な
る

本
性
を
有
す
る
人
間
の
尊
厳
を
認
め
る
儒
教
思
想
を
、
と
も
に
個
人
主
義
と
し
り
ぞ

け
る
。
朱
子
学
的
論
理
を
踏
ま
え
て
い
る
親
房
の
思
想
は
、
国
体
論
と
は
隔
た
っ
た

も
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
親
房
は
、『
国
体
の
本
義
』
と
同
様
に
、
天
照
大
神
の
神
慮
を
重
視

し
、
そ
れ
が
歴
史
を
動
か
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　
　

天
地
も
昔
に
か
は
ら
ず
。
月
日
も
光
を
あ
ら
た
め
ず
。
況
や
三
種
の
神
器
世
に

現
在
し
給
へ
り
。
き
は
ま
り
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
我
国
を
伝
る
宝
祚
な
り
。
あ

ふ
ぎ
て
た
っ
と
び
た
て
ま
つ
る
べ
き
は
日
嗣
を
う
け
給
す
べ
ら
き
に
な
む
お
は

し
ま
す
。 

（『
神
皇
正
統
記
』
鵜

草
葺
不
合
尊
の
条　

四
四
頁
）

親
房
は
、
こ
の
世
界
が
、
天
照
大
神
の
神
慮
、
す
な
わ
ち
天
皇
支
配
が
三
種
神
器
と

と
も
に
永
遠
に
続
く
と
い
う
原
理
に
貫
か
れ
て
い
る
と
も
考
え
る
。
皇
位
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
る
三
種
神
器
の
価
値
を
高
め
る
た
め
に
、
そ
れ
以
外
の
神
宝
、
例
え
ば
神
代

に
重
視
さ
れ
た
十
種
瑞
宝
を
天
皇
の
管
理
下
に
お
い
て
無
価
値
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
三
種
神
器
の
至
高
性
を
示
し
、
天
皇
の
権
威
を
高
め
よ
う
と
し
た
。

　
　

彼
宇
麻
志
間
見
の
命
又
御
饒
速
日
の
尊
天
降
し
時
、
外
祖
高
皇
産
霊
の
尊
さ
づ

け
給
し
十
種
の
瑞
宝
を
伝
も
た
り
け
る
を
天
皇
に
奉
る
。

 

（
神
武
天
皇
の
条　

四
六
頁
）

ま
た
、
親
房
は
、
天
照
大
神
と
天
皇
の
価
値
を
高
め
る
た
め
に
伊
勢
神
宮
が
創
建
さ

れ
た
と
す
る
。

　
　

此
所
は
昔
天
孫
あ
ま
く
だ
り
給
し
時
、
猿
田
彦
の
神
ま
い
り
あ
ひ
て
、「
わ
れ

は
伊
勢
の
狭
長
田
の
五
十
鈴
の
川
上
に
い
た
る
べ
し
。」
と
申
け
る
所
也
。
大

倭
姫
の
命
、
宮
所
を
尋
給
し
に
、
大
田
の
命
と
云
人
〈
又
興
玉
と
も
云
〉
ま
い

り
あ
ひ
て
、
此
所
を
を
し
へ
申
き
。（
中
略
）
こ
れ
よ
り
皇
大
神
と
あ
が
め
奉

て
、
天
下
第
一
の
宗
廟
に
ま
し
ま
す
。 

（
垂
仁
天
皇
の
条　

五
三
頁
）

伊
勢
神
宮
は
、
天
下
第
一
の
宗
廟
で
あ
り
、「
伊
勢
の
皇
太
神
大
和
姫
の
命
に
を
し

へ
て
、
丹
波
国
與
佐
の
魚
井
の
原
よ
り
し
て
豊
受
の
太
神
を
迎
へ
奉
ら
る
。」（
雄
略

天
皇
の
条　

六
七
頁
）、
天
皇
の
権
威
の
象
徴
で
あ
る
伊
勢
の
内
外
宮
が
整
え
ら
れ

て
い
っ
た
歴
史
を
記
し
て
い
る
。

　

親
房
は
、
第
十
四
代
の
仲
哀
天
皇
以
降
の
天
皇
を
代
と
世
と
い
う
二
つ
の
単
位
で

数
え
る
。
歴
代
の
す
べ
て
の
天
皇
を
代
を
使
っ
て
数
え
、
そ
の
中
で
も
後
醍
醐
・
後

村
上
天
皇
父
子
に
直
系
に
つ
な
が
る
血
統
の
天
皇
の
み
を
世
を
使
っ
て
数
え
る
。
世

数
で
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
天
皇
が
正
統
な
天
皇
で
あ
る
。
正
統
か
傍
系
か
分
類

は
、
後
醍
醐
・
後
村
上
天
皇
父
子
に
つ
な
が
る
血
統
で
あ
る
か
ど
う
か
に
基
づ
く
。

血
統
が
、
徳
の
論
理
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
徳
治
を
高
く

評
価
さ
れ
た
仁
徳
天
皇
は
、
正
統
な
天
皇
で
は
な
い
。

　
　

日
嗣
を
う
け
給
ひ
し
よ
り
国
を
し
ず
め
民
を
あ
は
れ
み
給
こ
と
、
た
め
し
も
ま

れ
な
り
し
御
事
に
や
。
民
間
の
貧
き
こ
と
を
お
ぼ
し
て
、
三
年
の
御
調
を
止
ら

れ
き
。
高
殿
に
の
ぼ
り
て
み
給
へ
ば
、
に
ぎ
は
ゝ
し
く
見
え
け
る
に
よ
り
て
、

　
　
　
　

高
屋
に
の
ぼ
り
て
み
れ
ば
烟
立
民
の
か
ま
ど
は
に
ぎ
は
ひ
に
け
り

　
　

と
ぞ
よ
ま
せ
給
け
る
。
さ
て
猶
三
年
を
許
さ
れ
け
れ
ば
、
宮
の
中
破
て
雨
露
も

た
ま
ら
ず
。
宮
人
の
衣
壊
て
其
よ
ろ
ほ
ひ
全
か
ら
ず
。
御
門
は
是
を
た
の
し
み

と
な
む
お
ぼ
し
け
る
。
か
く
て
六
年
と
云
に
、
国
々
の
民
各
ま
い
り
進
て
大
宮
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造
し
、
色
〳
〵
御
調
を
備
へ
け
る
と
ぞ
。
あ
り
が
た
か
り
し
御
政
な
る
べ
し
。

 

（
仁
徳
天
皇
の
条　

六
五
頁
）

親
房
は
、
仁
徳
天
皇
の
仁
政
を
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
世
数
で
数
え
て
お
ら
ず
正

統
な
天
皇
と
は
認
め
な
い
。
仁
徳
天
皇
か
ら
応
神
天
皇
と
い
う
有
徳
な
天
皇
の
系
譜

は
、
後
に
断
絶
し
た
。
親
房
は
、
こ
の
断
絶
の
理
由
を
「
か
く
世
を
た
も
た
せ
給
こ

と
、
い
か
な
る
故
に
か
お
ぼ
つ
か
な
し
。」（
継
体
天
皇
の
条　

七
二
頁
）
と
述
べ

る
。
儒
教
的
な
徳
の
論
理
か
ら
は
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
親
房
は
、

続
け
て
「
そ
れ
も
お
の
ず
か
ら
天
命
な
り
と
い
は
ば
、
凡
慮
の
及
ぶ
べ
き
に
あ
ら

ず
。」
と
述
べ
る
。
こ
の
場
合
の
天
は
、
儒
教
的
な
天
で
は
な
く
、
天
照
大
神
の
神

慮
の
こ
と
で
あ
る
。
神
慮
に
よ
っ
て
、
有
徳
な
系
譜
が
断
絶
し
た
の
で
あ
っ
て
、
神

慮
が
徳
の
論
理
を
超
え
た
の
で
あ
る
。

　

後
醍
醐
天
皇
が
京
都
に
凱
旋
し
て
天
皇
親
政
を
回
復
し
た
の
も
天
照
大
神
の
神
慮

で
あ
る
。

　
　

此
天
皇
の
御
代
に
掌
を
か
へ
す
よ
り
も
や
す
く
一
統
し
給
ぬ
る
こ
と
、
宗
廟
の

御
は
か
ら
い
も
時
節
あ
り
け
る
と
、
天
下
こ
ぞ
り
て
ぞ
仰
奉
り
け
る
。

 

（
後
醍
醐
天
皇
の
条　

一
七
一
頁
）

後
村
上
天
皇
が
、
儲
の
君
な
の
に
し
ば
ら
く
東
国
に
と
ど
め
お
か
れ
た
の
も
皇
大
神

の
意
志
（
後
醍
醐
天
皇
の
条　

一
八
八
頁
）
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
試
練
の
後

に
、
天
照
大
神
は
後
村
上
天
皇
に
皇
位
を
与
え
、
正
統
な
継
承
を
実
現
し
た
。
親
房

は
、
や
が
て
後
村
上
天
皇
に
よ
る
南
北
朝
の
統
一
が
天
照
大
神
の
神
慮
に
よ
っ
て
も

ら
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
）
8
（
て
（
後
村
上
天
皇
の
条　

一
九
〇
頁
）『
神
皇
正
統
記
』
を

し
め
く
く
る
。
皇
位
の
み
な
ら
ず
、
藤
原
氏
の
家
督
も
、
三
男
が
継
ぐ
事
例
が
続
い

て
い
る
が
、親
房
は
そ
れ
を
神
慮
に
よ
る
と
解
釈
す
る（
一
条
院
の
条　

一
二
八
頁
）。

　

親
房
は
、
こ
の
よ
う
に
、
父
子
一
系
の
継
承
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
天
照
大
神

の
神
慮
が
歴
史
を
動
か
す
と
考
え
る
が
、
同
時
に
、
光
孝
天
皇
以
前
に
は
、
継
承
の

変
動
が
大
き
か
っ
た
と
も
述
べ
る
。
親
房
は
そ
の
変
動
が
、
衆
生
の
果
報
す
な
わ
ち

徳
の
論
理
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
（
光
孝
天
皇
の
条　

一
一
二
頁
）。
天

照
大
神
の
神
慮
を
補
完
す
る
の
が
、
儒
教
的
徳
の
論
理
で
あ
っ
た
。
安
徳
天
皇
は
、

三
種
神
器
と
と
も
に
海
に
沈
ん
だ
が
、
三
種
神
器
と
は
帝
徳
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、

物
で
あ
る
三
種
神
器
は
失
わ
れ
た
が
、
徳
あ
る
と
こ
ろ
に
継
承
が
あ
る
と
い
う
原
則

は
け
っ
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
る
（
安
徳
天
皇
の
条　

一
四
六
頁
）。

　

天
照
大
神
の
神
慮
だ
け
で
は
説
得
力
が
な
い
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
最
新
の
学
問

で
あ
る
宋
代
の
儒
教
の
論
理
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
）
9
（
る
。
こ
の
よ
う
な
『
神
皇
正
統

記
』
の
構
造
は
、
国
体
論
の
も
の
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
─
─
象
徴
天
皇
論
と
の
連
関

　

儒
教
的
徳
に
基
づ
く
親
房
の
論
理
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
『
国
体
の
本
義
』
の
論

理
は
、
思
想
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
現
在

は
、
日
本
国
憲
法
下
の
象
徴
天
皇
制
で
あ
る
。
国
民
主
権
の
原
則
か
ら
考
え
る
と
、

天
皇
の
位
置
づ
け
は
難
し
い
が
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
継
続
と
い
う
歴
史
的
経
過
の

結
果
で
あ
る
。
ま
も
な
く
退
位
の
今
上
天
皇
は
、
象
徴
天
皇
制
の
も
と
で
即
位
し
た

最
初
の
天
皇
で
あ
る
。
天
皇
も
国
民
も
、
こ
の
象
徴
天
皇
制
を
ど
の
よ
う
に
運
用
し

確
立
す
る
か
の
手
探
り
の
平
成
年
間
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

日
本
国
憲
法
の
三
大
原
則
は
、
国
民
主
権
・
基
本
的
人
権
の
尊
重
・
平
和
主
義
で

あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
権
利
や
民
主
主

義
の
思
想
、
す
な
わ
ち
、
各
人
が
か
け
が
え
の
な
い
権
利
を
有
し
、
そ
れ
を
守
る
手

段
と
し
て
人
々
が
人
工
的
に
国
家
を
作
り
、
国
家
が
個
人
の
尊
厳
を
ふ
み
に
じ
っ
た
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場
合
に
は
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
そ
れ
を
改
廃
で
き
る
と
い
う
論
理
に
拠
っ
て
い

る
。
そ
こ
に
戦
争
放
棄
の
主
張
が
加
わ
っ
て
、
日
本
国
憲
法
の
基
調
を
な
し
て
い

る
。
天
皇
は
、
こ
の
日
本
国
憲
法
の
原
則
の
可
視
化
を
意
識
し
て
続
け
て
き
た
。
国

内
外
の
戦
争
被
害
者
を
訪
ね
る
慰
霊
の
旅
、
人
権
侵
害
の
対
象
に
な
り
や
す
い
弱
者

へ
の
励
ま
し
を
一
貫
し
て
継
続
し
）
10
（

た
。

　

日
本
国
憲
法
が
依
拠
す
る
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
は
、
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
権
利
を

も
つ
人
々
が
、
国
家
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
個
人
の
尊
厳
を

国
家
よ
り
も
重
ん
じ
る
。
国
家
は
、
個
人
の
尊
厳
を
守
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。『
国
体
の
本
義
』
は
、
そ
の
よ
う
な
西
洋
思
想
を
、
個
人
主
義
と
よ
び
、
日
本

に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
し
た
。
さ
ら
に
、『
国
体
の
本
義
』
は
、
個
人
主
義
が
中

国
思
想
に
も
見
ら
れ
、
そ
れ
は
日
本
の
没
我
・
無
我
の
精
神
と
異
な
る
も
の
と
し

た
。
朱
子
学
的
思
惟
と
西
洋
の
民
主
主
義
思
想
と
の
論
理
的
親
和
性
を
意
識
し
た
の

は
中
江
兆
民
で
あ
る
）
11
（

が
、
個
人
の
尊
厳
を
重
ん
じ
る
中
国
の
儒
教
思
想
を
取
り
込
ん

だ
親
房
の
天
皇
論
は
、
国
体
論
の
淵
源
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
日
本
国
憲
法
下
の
天

皇
制
の
論
理
に
つ
な
が
る
要
素
も
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

注（
１
） 

日
本
は
、
万
世
一
系
の
天
皇
を
戴
く
国
柄
で
あ
る
と
強
調
し
た
国
体
論
は
、
戦
争
に

向
か
う
昭
和
期
に
、
国
体
を
守
る
た
め
に
戦
死
を
厭
わ
な
い
こ
と
が
臣
民
の
つ
と
め
と

強
調
す
る
『
国
体
の
本
義
』
や
『
戦
陣
訓
』
が
登
場
し
そ
の
論
理
が
極
限
化
し
て
ゆ
く
。

（
２
） 

『
国
体
の
本
義
』
は
、
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
文
部
省
編
纂
の
冊
子
に
よ
っ

た
。
論
文
中
で
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
あ
ら
た
め
た
。

（
３
） 

吉
田
松
陰
『
講
孟
余
話
』
の
冒
頭
に
「
故
に
漢
土
の
臣
は
縦
へ
ば
半
季
渡
り
の
奴
婢

の
如
し
。
其
の
主
の
害
悪
を
択
ん
で
転
移
す
る
こ
と
固
よ
り
其
の
所
な
り
。
我
が
邦
の

臣
は
譜
第
の
臣
な
れ
ば
主
人
と
死
生
休
戚
を
同
じ
う
し
、
死
に
至
る
と
雖
も
主
を
棄
て

て
去
る
べ
き
の
道
絶
え
て
な
し
。」（『
吉
田
松
陰
集
』
日
本
の
思
想
19
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
年
、
二
四
三
頁
）、
中
国
に
は
革
命
が
あ
る
が
、
日
本
で
は
君
臣
関
係
は
不

変
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
が
幕
末
か
ら
台
頭
し
、
儒
教
的
論
理
を
近
代

思
想
に
つ
な
げ
て
ゆ
く
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
た
。

（
４
） 

『
神
皇
正
統
記
』
は
、
岩
波
文
庫
（
岩
佐
正
、
一
九
七
五
年
）
に
よ
る
。
本
論
文
で

は
新
漢
字
体
に
あ
ら
た
め
た
。

（
５
） 

親
房
は
、
冷
泉
院
と
花
山
院
に
は
「
邪
気
」（『
神
皇
正
統
記
』
花
山
院
の
条　

一
二

七
頁
）
が
あ
っ
た
と
記
す
。「
邪
気
」
と
は
、
今
谷
明
が
、『
現
代
語
訳 

神
皇
正
統

記
』（
新
人
物
文
庫
、
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
一
五
年
）
で
、『
源
平
盛
衰
記
』
一

六
「
冷
泉
院
御
位
の
時
、
現
御
心
も
な
く
御
物
狂
わ
し
く
御
坐
け
れ
ば
、
な
が
ら
え
て

天
下
を
知
召
さ
ん
事
も
い
か
が
と
思
食
め
る
」
と
い
う
用
例
を
引
い
て
説
明
し
て
い

る
。
親
房
は
、
天
皇
に
も
判
断
力
の
な
い
無
能
力
者
が
い
た
と
考
え
て
お
り
、
無
批
判

に
天
皇
の
神
聖
性
を
認
め
る
こ
と
を
け
っ
し
て
し
な
い
。

（
６
） 

北
畠
親
房
『
元
元
集
』
は
、
平
田
俊
春
・
白
山
芳
太
郎
校
注
『
神
道
大
系 

論
説
編

一
九 

北
畠
親
房
（
下
）』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
る
。

（
７
） 

『
大
学
』
は
、
朱
熹
撰
『
四
書
章
句
集
注
』（
新
編
諸
子
集
成
第
一
輯
）（
北
京
・
中

華
書
局
出
版
、
一
九
八
三
年
）
に
よ
る
。

（
８
） 

親
房
は
『
神
皇
正
統
記
』
で
、
た
び
た
び
「
時
の
災
難
」
と
い
う
表
現
を
す
る
。
例

え
ば
、
木
曽
義
仲
の
滅
亡
を
「
時
の
災
難
」
と
よ
ぶ
（
後
鳥
羽
院
の
条　

一
四
七
頁
）。

天
皇
も
執
政
も
落
ち
度
が
な
い
の
に
「
平
将
門
の
乱
、
藤
原
純
友
の
乱
」
が
お
こ
っ
た

こ
と
も
「
時
の
災
難
」
と
し
た
（
朱
雀
天
皇
の
条　

一
二
〇
頁
）。
儒
教
的
徳
の
論
理

で
も
、
天
照
大
神
の
神
慮
の
論
理
で
も
説
明
が
つ
か
な
い
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
「
時
の
災

難
」
と
記
す
が
、
い
ず
れ
は
徳
か
神
慮
の
論
理
に
収
斂
す
る
と
考
え
て
い
た
。

（
９
） 

本
郷
和
人
『
天
皇
の
思
想 

闘
う
貴
族 

北
畠
親
房
の
思
惑
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇

一
〇
年
）「
第
八
章 

１
北
畠
親
房
は
徳
を
重
ん
じ
る
」
に
詳
し
い
指
摘
が
あ
る
。

（
10
） 

例
え
ば
、
天
皇
は
二
〇
一
八
年
八
月
一
五
日
の
在
位
最
後
の
戦
没
者
追
悼
式
に
お
い

て
も
、
終
戦
七
〇
年
の
追
悼
式
か
ら
四
年
連
続
で
先
の
大
戦
に
つ
い
て
「
深
い
反
省
」

と
踏
み
込
ん
だ
発
言
を
し
、
不
戦
の
誓
い
を
強
調
し
た
。
二
〇
一
八
年
七
月
の
西
日
本

豪
雨
の
被
災
者
を
早
急
に
慰
問
し
た
い
と
強
く
希
望
し
た
。
天
皇
の
行
動
は
、
反
戦
や

弱
者
の
人
権
保
護
と
い
う
日
本
国
憲
法
の
本
質
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
11
） 

下
川
玲
子
『
朱
子
学
か
ら
考
え
る
権
利
の
思
想
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
七
年
）

「
Ⅰ 

朱
子
学
の
論
理
と
人
権
の
論
理
」。
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