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｢

古
代
の
天
皇

か

日
本
を
初
め
て
統

一
し
た
大
和
朝
廷
の
下
､
天
子
の
姓
を
易
え
ず
'
つ
ま
り
易
姓
革
命
を
な
さ
ず
､
一
つ
の

王
鯛
の
下
に
あ
り
'
現
在
も
そ
の
王
朝
を
戴
い
て
い
る
こ
と
の
幸
せ
お
よ
び
歴
史
発
展
で
の
貢
献
は
'
日
本
人

よ
り
も
'
私
の
よ
う
に
台
湾
人
で
外
か
ら
見
て
い
る
者
の
方
が
よ
く
分
か
る
｡L1▲･oねん

l
O
世
紀
末
に
皇
帝
と
な
っ
た
宋
の
太
宗
は
'
東
大
寺
か
ら
の
渡
来
僧
帝
然
か
ら
日
本
の
万
世

1
系
の
話

とう
い

を
耳

に
し
て
'
と
て
も
日
本
に
憧
れ
'
そ
れ
は
島
夷
し
か
で
き
な
い
こ
と
と
嘆
い
た
｡
宋
以
後
の
波
宋
､
波
元
､

波
明
僧
の
中
に
は
中
国
に
森
も
寺
も
な
い
殺
風
景
な
惜
累
を
見
て
､ーわ
ざ
わ
ざ
中
国
に
ま
で
来
て
学
ぶ
こ
と
は

な
い
と
嘆
い
た
留
学
僧
も
い
た
｡

じ
っ
は
太
宗
自
身
､
兄
太
祖
を
暗
殺
し
た
疑
い
が
あ
っ
た
｡
と
い
う
の
も
万
以
上
の
数
で
太
子

一
族
を
殺
し

た
か
ら
だ
っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
皇
族
間
の
殺
し
合
い
は
決
し
て
宋
代
だ
け
で
は
な
い
O
中
国
歴
代
王
朝
の
皇
帝
は

約
二
〇
〇
人
を
数
え
る
が
'
天
寿
を
全
う
で
き
な
か
っ
た
者
が
三
人
に

一
人
も
お
り
､
朝
鮮
半
島
は
中
国
よ
り

も
過
酷
で
あ
り
､
新
羅
朝
も
高
腰
朝
も
国
王
が
平
均
二
人
に

1
人
が
殺
さ
れ
た
の
だ
が
､
そ
れ
が
し
ば
し
ば
皇

族
間
の
殺
し
合
い
で
起
こ
る
の
だ
｡
儒
教
思
想
の
理
論
に
よ
れ
ば
'
徳
を
も
つ
｢有
徳
者
｣
が
天
命
を
受
け
て
天

子
に
な
り
､
天
下
万
民
を
統
率
す
る
と
い
う
｢易
姓
革
命
｣
の
大
義
名
分
が
あ
る
｡
が
､
中
国
の
明
君
と
言
わ
れ

る
皇
帝
を
検
証
し
て
み
て
も
'
一
族
兄
弟
皆
殺
し
の
み
な
ら
ず
'
快
の
武
帝
の
親
子
､
唐
の
則
天
女
帝
の
母
子
､
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兄
弟
姉
妹
で
の
殺
し
合
い
が
あ
っ
た
｡
中
国
馳

l
の
名
君
と
言
わ
れ
る
店
の
太
宗
も
六
二
六
年
の
玄
武
門
の
変

で
'
兄
太
子
と
弟
斎
王

f
族
数
万
人
を
殺
し
て
か
ら
帝
位
に
つ
き
'
明
君
と
な
っ
た
o

中
国
史
で

1
族
皆
殺
し
に
L
t
民
衆
虐
殺
を
し
な
い
か
ぎ
り
､
天
子
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
は
､
夢

二
車
で

見
た
よ
う
に
歴
史
の
法
則
の
よ
う
な
も
の
だ
｡
南
朝
の
乗
は
南
京
で
劉

一
族
が
争
い
(内
ゲ
バ
)
､
虐
殺
を
繰
り

返
し
､
と
う
と
う
帝
位
を
継
ぐ
も
の
が
い
な
く
な
り
､
王
朝
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
｡

]t
llつ

も
ち
ろ
ん
日
本
も
皇
位
の
継
承
が

1
月
し
て
穏
や
か
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
古
く
は
武
烈
天

皇
の
と
こ
ろ
で
血
統
が
途
絶
え
て
し
ま
い
､
大
和
朝
廷
は
消
滅
の
危
機
に
陥
っ
た
｡
こ
の
と
き
武
烈
天
皇
よ
り

心･pじ人

け
いた
い

十
代
前
の
天
皇
で
あ
る
応

神

天
皇
の
五
世
の
孫
を
迎
え
て
'
継

体

天
皇
と
し
て
皇
統
を
守
っ
た
こ
と
が
あ
っ

た
｡

▼

し
●
ん

第
三
十
二
代
天
皇

崇

岐

天

皇
は
'
物
部
氏
と
蘇
我
氏
の
争
い
で
物
部
氏
が
敗
れ
て
滅
ん
だ
後
'
五
八
七
年

そ
が
のうま
こ

に
天
皇
と
な
っ
た
｡
崇
唆
天
皇
は
や
が
て
物
部
氏
を
滅
ぼ
し
た
蘇

我

馬

子

と
対
立
す
る
よ
う
に
な
り
'
馬
子
に

ょ
っ
て
殺
さ
れ
た
｡
臣
下
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
へ
こ
の
崇
峻
天
皇
だ
け
だ
が
'

こ
れ
に
よ
っ
て
'
日
本
の
天
皇
に
も
臣
下
に
殺
さ
れ
た
天
皇
が
い
る
こ
と
は
椛
か
だ
｡

蘇
我
氏
の
勢
い
は
大
き
く
'
こ
こ
で
易
姓
革
命
が
行
わ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
状
況
が
出
て
き
た
が
'

いっ
し

LljE･のお心えりqう
じ

L>かとみのか土たり

六
四
五
年
'
乙
巳
の
変
で
'
後
の
天
智
天
皇
と
な
る
中
大
兄
皇

子

と
後
に
藤
原
氏
の
祖
と
な
る
中
臣

鎌
足
が
協

そ
がの
いN)
]Ez

力
し
て
宮
廷
で
戯

我

入

鹿

を
斬
り
殺
し
､
易
姓
革
命
の
芽
が
摘
ま
れ
る
｡

う
つ

だ
が
'
時
代
が
選
り
､
や
が
て
天
皇
は
､
政
治
の
実
権
を
失
っ
て
い
く
段
借
に
入
る
｡
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古
く
は
天
皇
は
'
神
道
の
祭
主
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
も
実
際
に
行
っ
て
い
た
が
､
幽
家
と
し
て
の
営
み
'

い
わ
ゆ
る
同
額
行
為
が
高
度
化
す
る
に
し
た
が
っ
て
､
政
治
の
実
務
か
ら
離
れ
'
政
治
の
実
権
は
失
っ
て
い
く

こ
と
に
な
る
｡
八
世
紀
か
ら

T
O
1世
紀
に
か
け
て
は
､
政
治
の
実
権
は
臓
原
氏
に
移
り
'
さ
ら
に
糾
か
く
見
れ

だ
いし一'

ば
､
こ
の
期
関
に
は
､
天
皇
が

早
々
に
次
の
皇
嗣
に
天
皇
の
位
を
譲
り
､
自
ら
は
上
皇
(
太

上

天
皇
)
と
な
っ

て
､
す
で
に
少
な
く
な
っ
て
い
た
天
皇
の
政
治
的
実
権
を
天
皇
で
は
な
く
上
皇
が
行
使
す
る
こ
と
に
な
り
､
天

皇
と
し
て
は
少
な
く
な
っ
た
政
治
的
実
権
を
さ
ら
に
失
う
よ
う
に
な
っ
た
｡
天
皇
は
､
年
か
さ
の
い
か
な
い
子

供
が
ま
さ
に
象
徴
的
に
就
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
｡

二
.
中
世
の
天
皇

二

九
二
年
'
腺
痛
朝
が
鎌
倉
幕
府
を
開
き
'
政
治
的
実
権
は
'
鯛
廷
外
の
'
武
家
の
棟
梁
が
掌
握
す
る
こ
と

と
な
っ
た
｡

I)
だ
l､

ご

1
三
三
三
年
'後
醍

醐

天

皇
に
よ
る
｢建
武
の
中
卿
｣
が
起
こ
り
'
政
権
を
坤
回
し
た
が
､
た
ち
ま
ち
失
敗
に

.'d>〃q(

<しかが
たかうし

終
わ
っ
た
｡
後
醍
醐
天
皇
に
反
旗
を
翻
し
た
足
利
尊
氏
は

1
三
三
六
年
自
ら
別
の
天
白
を
立
て
'
天
皇
は
足
利

尊
氏
の
立
て
た
北
朝
の
天
皇
と
'
後
醍
醐
天
皇
の
側
の
南
朝
の
天
皇
と
､
二
人
の
天
皇
が
立
っ
て
争
っ
た

｡

や
が
て
､
南
朝
は
北
朝
に
吸
収
さ
れ
る
形
で
消
滅
し
'
現
在
の
皇
室
は
北
朝
の
系
統
を
引
く
も
の
で
あ
る
｡

朝
廷
が
二
系
統
に
分
か
れ
て
争
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
万
世

1
系
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
天

34

]5･L
か

皇
と
し
て
は
看
過

で

き
な
い
深
刻
な
問
題
で
あ
る
O

▼
ト
1.)

戦
国
時
代
へ
皇
室
は
経
済
的
に
も
衰
微

L
t
滅
ぶ
危
機
が
あ
っ
た
が
'
こ
れ
を
助
け
て
大
い
に
経
済
的
援
助

を
し
た
戦
国
武
将
の
巨
頭
は
織
田
信
長
で
あ
る
｡
し
か
し
織
田
信
長
は
第
四
･群
で
述
べ
た
よ
う
に
'
中
国
の
易

わ.E･

姓
革
命
の
歴
史
観
に
冒

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
'
崩
終
的
に
天
皇
を
ど
の
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
の

か

は
分
か
ら
な
い
｡
そ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
､
天
皇
が
与
え
よ
う
と
す
る
位
階
を
受
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
り
､

山お
b
Nち

正

親

町

天
皇
に
譲
位
を
迫
っ
た
り
､
朝
廷
の
定
め
る
暦
に
改
暦
を
迫
る
な
ど
t
的
延
を
廃
止
す
る
恐
れ
も
あ
っ

た
｡
想
像
の

範
囲
内
で
は
あ
る
が
､
第

一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
､
明
智
光
秀
の
謀
反
は
､
皇
室
を
守
ろ
う
と
い
う

動
機
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
意
図
が
少
な
く
と
も
動
機
の
1
部
に
は
あ
っ
た
､
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
O

信
長
は
'
戦
争
の
仕
方
か
ら
判
断
し
て
'
中
国
の
戦
争
の
仕
方
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
｡

自
分
が
天
下
を
完
全
に
掌
握
し
た
段
階
で
,
天
皇
を
追
放
し
朝
廷
を
廃
止
す
る
こ
と
は
,
あ
り
え
な
い
と
私
に

爪

は
思
わ
れ
る
が
'
し
か
し
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

だ
が
'
信
長
が
た
と
え
天
皇
を
追
放
し
た
と
し
て
も
､
自
ら
天
皇
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
確
実
に
言
え
る
｡
天
皇
を
追
放
し
'
天
皇
を
存
在
し
な
く
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
へ
自
ら
を
天
皇
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
い
か
に
武
力
が
強
大
で
あ
ろ
う
と
､
天
皇
を
め
ぐ
る
歴
史
の
重
み
を
静
ね
返
す
こ
と

は
で
き
な
い
と
'
確
信
を
も
っ
て
言
え
る
｡

ど
の
よ
う
に
武
力
を
行
使
し
て
も
､
そ
し
て
神
話
に
も
繋
が
っ
て
い
る
鯛
延
の
天
皇
を
廃
止
し
て
も
､
自
ら

が
天
皇
と
な
り
天
皇
と
呼
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
歴
史
と
い
う
も
の
は
'
人
間
の
生
き
方
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の
総
体
で
あ
る
と
言
え
る
重
み
が
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

≡
.
江
戸
時
代
の
天
皇

次
に
徳
川
幕
府
で
あ
る
が
'
武
力
で
日
本
を
統

1
し
た
徳
川
鞘
府
の
政
治
的
な
力
は
強
大
だ
っ
た
｡
公
家
諸

法
度
な
ど
を
'
一
方
的
に
定
め
る
な
ど
'
武
力
を
根
拠
に
し
た
公
家
へ
の
介
入
は
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
が
､

朝
廷
を
廃
止
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
｡
廃
止
し
よ
う
と
す
れ
ば
廃
止
で
き
る
だ
け
の
武
力
的
基
盤
は
持
ち
な

が
ら
も
'
そ
れ
は
し
な
か
っ
た
｡
そ
の
時
代
に
生
き
る
者
は
'
そ
の
時
代
以
降
の
日
本
人
に
も
召
任
を
持
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
'
家
康
は
歴
史
を
知
る
者
と
し
て
の
見
識
に
揺
る
ぎ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

だ
が
へ
こ
の
よ
う
に
徳
川
幕
府
の
巨
大
な
政
治
権
力
の
下
に
細
々
と
存
続
す
る
し
か
な
い
朝
廷
は
い
っ
た
い

ど
ん
な
社
会
的
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
O
経
済
的
に
見
れ
ば
無
駄
な
存
在
な
の
で
は
な
い
か
と
'
私
は
と
も

か
く
'
日
本
の
外
か
ら
見
て
い
る
外
国
人
は
つ
い
つ
い
そ
う
見
て
し
ま
い
そ
う
だ
｡
日
本
人
の
中
に
も
そ
う
思

う
人
が
少
な
か
ら
ず
い
る
｡

だ
が
､
京
都
の
御
所
に
ひ
っ
そ
り
と
存
在
す
る
天
皇
は
､
果
た
し
て
如
意
味
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
｡
そ
の
こ
と

は
天
皇
自
身
も
よ
く
考
え
た
に
違
い
な
い
｡

考
え
て
み
る
に
'
政
治
的
権
力
を
ま
っ
た
く
奪
わ
れ
て
い
る
天
皇
と
し
て
'
で
き
る
こ
と
は
何
で
あ
る
か
｡

そ
れ
は
皇
室
に
お
い
て
受
け
継
い
で
い
る
祭
把
を
行
い
'
そ
し
て
民
の
平
安
'
幸
福
を
厭
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡

徳
川
幕
府
は
'
そ
の
よ
う
な
民
の
平
安
と
幸
福
を
折
る
こ
と
し
か
社
会
的
に
存
在
し
て
い
な
い
皇
室
の
下

で
､
し
か
し
な
が
ら
形
式
的
に
は
そ
こ
か
ら
権
力
を
委
譲
さ
れ
て
政
治
を
行
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
,
民
､
人
民

を
大
切
に
す
る
政
治
か
ら
外
れ
て
恋
意
的
な
政
治
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
｡
し
た
が
っ
て
､
徳

川
鵜
府
を
主
宰
す
る
征
夷
大
将
軍
は
､
中
国
の
皇
帝
の
よ
う
に
'
次
心意
的
に
棟
力
を
行
使
し
､
裾
君
と
な
る
こ

と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
｡

こう
かく

かん
い･)のみや↑け
ひと

古ら
のみや

1
七
八
〇
年
に
天
皇
に
な
っ
た
光
格
天
皇
は
'
閉
院
宮
典
仁
親
王
の
璽

ハ
王
子
の
祐
宮
(の
ち
非
仁
)
が
,

一)
JJfの

_)'う■l･1

前
の
後
桃
園
天
皇
に
皇
女
し
か
い
な
か
っ
た
た
め
､急
嘩

養
子
に
迎
え
ら
れ
･
皇
位
を
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て

天
皇
に
な
っ
た
O
光
格
天
皇
は
九
歳
で
即
位
し
た
｡
即
位
し
て
か
ら
数
年
後
の
天
明
二
年
(
1
七
八
二
年
)
か
ら

天
明
七
年
(
1
七
八
七
年
)
に
か
け
て
発
生
し
た
天
明
の
大
飢
錨
の
際
に
'
京
都
御
所
に
向
か
っ
て
救
済
を
祈
る

民
が
集
ま
り
始
め
た
の
で
あ
る
o
人
々
は
自
分
た
ち
の
窮
状
に
目
を
向
け
な
い
幕
府
権
力
を
見
限
り
,
御
所
に

向
か
っ
て
お
祈
り
を
し
､
門
か
ら
萎
銭
を
投
げ
込
ん
で
救
い
を
求
め
た
｡
初
め
は
数
人
の
規
根
の
も
の
だ
っ
た

が
'
一
〇
日
後
に
は
七
万
人
に
も
達
し
て
御
所
を
囲
ん
で
巡
っ
て
歩
い
た
｡
こ
れ
に
ひ
ど
く
心
を
痛
め
た
光
格

天
皇
は
'民
衆
の
救
済
を
京
都
所
司
代
に
申
し
入
れ
､
聞
き
届
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
O

こ
れ
は
'
江
戸
非
府
の
創
設
以
来
'
幕
府
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
内
政
上
の
弔
項
に
対
し
､
天
皇
が
初
め
て
関

与
し
た
事
例
で
'
荷
府
も
こ
れ
に
従
っ
た
ご
｣
れ
は
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
｡

こ
,P<l

節
百
二
十

T
代
孝

明

天
皇
(在
位

一
八
EZlハ
-

1
八
六
六
年
)
は
'
明
治
天
皇
の
父
で
あ
る
｡
ペ
リ
I
が
捕
如Z

j=
-
ド

に
魂
航
し

た
琴
空
ハ
年
､
7八
五

三
年
か
ら
明
治
緋
新
に
至
る
栄
末
の

一
五
年
間
は
'
孝
明
天
皇
の
在
位
の
時

)37 訂!rLTI Ij木を乎加のLJ,で発展させたのは天1.1のff-lEだ



】

期
で
あ
っ
た
.

十｣ハ歳
で
皇

位
を

継
承し
て

三
十
六

歳
で
没
す
る
ま
で
の
二〇
年
間は
国
難
の
時
期
で
あ
る
O

ぎ
■

せい

京
都
の
御
所

の奥深

い
と
こ

ろ
で
'

孤独
に

耐
え
な

が
ら
詠
ま
れ
た御

製を
紹介
しよ
う
.

ことくに

あ
さ
ゆ
ふ
に
民
や
す
か
れ
と
思
う
身
の
こ
こ
ろ
に
か
か
る
巣
国
の
船

解
説
は
不
要
で
あ
ろ
う
｡

b
>i]

く
L)た
み

此
の
春
は
花
う
ぐ
ひ
す
も
捨
て
に
け
り
わ
が
な
す

業

ぞ

国
民

の

事

党
の
声
を
聴
い
て
心
楽
し
む
と
い
う
こ
と
も
取
り
や
め
た
と
い
う
心
持
ち
を
歌
っ
た
も
の
で
'
天
皇
の
心
を

つ
ね
に
占
め
て
い
た
の
は
国
土
の
保
全
と
国
民
の
安
寧
で
あ
っ
た
｡

く
ら
い
や
N

朴
ご
こ
ろ
い
か
に
あ
ら
む
と

位

山

お

ろ
か
な
る
身
の
居
る
も
く
る
し
き

神
の
心
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
思

うと

'

盟
か
な
自
分
が
天
皇
の
位
に

居
る

こ
と
が
苦

し
く
て
な
ら
な

い
t

と
い
う
意
味
で
あ
る
｡

孝
明
天
皇
は
穣
夷
の
意
思
が
固
く
'
開
国

に
反
対
で
あ
っ
た
た
め
'
秘

かに
謁
殺
さ
れ

た
と
い

う
う
わ
さ

が

あ
る
o
L
か
L
t
天
皇
が
民
の
こ
と
を
思
い
､
日
本
の
行
く
末
の
こ
と
を
思
う
の
に
は
変
わ
り
な
い
｡
一
般
人
に

あ
る
私
心
の
よ
う
な
も
の
が
い
さ
さ
か
も
な
い
｡

四
.
天
皇

の
存
在
あ

っ
て
克
服
で
き
た
幕
末

の
危
横

建
国
以
来
､
連
綿
と
続
い
て
い
る
皇
室
の
下
'
群
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
国
家
的
な
危
機
は
ど
の
よ
う
に

乗
り
越
え
ら
れ
た
か
｡

有
り
体
に
言
え
ば
'
幕
末
の
紛
争
は
､
徳
川
非
府
と
'
そ
し
て

〓
ハ
〇
〇
年
に
関
ケ
原
の
合
戦
で
敗
れ
た
外

様
の
薩
摩
と
長
州
両
藩
と
の
主
導
権
争
い
だ
っ
た
｡
こ
の
と
き
'
薩
摩

と
長
州
が
徳
川
幕
府
を
倒
し
て
両
蒲
が

新
た
に
幕
府
を
開
く
と
い
う
形
で
あ
れ
ば
'
紛
争
は
幕
府
政
権
を
め
ぐ
る
易
姓
革
命
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
'

そ
の
場
合
は
必
ず
や
血
み
ど
ろ
な
戦
い
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
薩
摩
と
長
州
は
自
分
た
ち
が
幕
府
を

開
く
と
は
言
わ
な
か
っ
た
｡
朝
廷
に
政
治
を
返
せ
と
言
っ
た
の
だ
｡
そ
う
な
れ
ば
､
徳
川
鞘
府
は
薩
摩
と
長
州

の
下
に
降
伏
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
な
る
か
ら
降
伏
し
や
す
い
o

･L{し
の))I

一
八
六
八
年
'
薩
長
連
合
の
軍
と
幕
府
軍
は
鳥
羽
伏
見
で
激
突
す
る
｡
屈
後
の
将
軍
徳
川
塵
富
は
幕
府
軍
は

決
し
て
軍
事
力
で
劣
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
'
薩
長
連
合
軍
に
'
天
皇
の
旗
で
あ
る

｢錦
の
御
旗
｣
が
か
か
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
'
戦
乱
と
な
る
の
を
避
け
る
た
め
､
負
け
て
い
る
と
は
言
え
な
い

_
L]J
{

の
に
､
松
平
容

保

ち
引
き
連
れ
て

1
日
散
で
大
阪
か
ら
江
戸
に
逃
げ
帰
っ
た
O
日
本
人
の
中
に
こ
の
と
き
の
慶



.

言
の
行
動
を
部
下
を
置
き
去
り
に
し
て
退
却
し
た
卑
怯
な
行
為
と
見
る
人
も
い
る
よ
う
だ
が
､
こ
れ
は
ま
ち

が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
O
慶
喜
ら
が
い
れ
ば
職
い
の
続
行
は
避
け
ら
れ
な
く
な
る
の
で
､
そ
れ
を
避
け
る

た
め
に
あ
え
て
大
坂
城
を
去
っ
た
の
だ
ろ
う
.
か
く
し
て
'
日
本
は
大
危
機
を
大
和
糾
延
な
る
皇
室
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
｡げ

しん

そ
の
後
､
政
府
軍
が
東
北
諸
満
を
攻
撃
し
た
伐

辰

城

争
で
'
か
な
り
の
死
傷
者
が
出
た
O
だ
が
､
こ
れ
を
除
け

ば
血
を
多
く
流
さ
ず
政
治
体
制
の
大
変
革
を
な
し
と
げ
た
の
だ
｡

イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
が
干
渉
し
よ
う
と
し
て
も
干
渉
の
ス
キ
を
与
え
な
か
っ
た
｡
徳
川
慶
書
は
'
フ
ラ
ン

ス
の
公
使
よ
り
軍
事
的
支
援
を
申
し
出
ら
れ
る
が
'
こ
れ
を
断
っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
国
家
的
危
機
を
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
は
'
そ
の
と
き
天
皇
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
と
言
う
よ
り

外
は
な
い
｡
天
皇
が
有
史
以
来
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
義
は
ま
こ
と
に
大
き
い
｡
私
は
台
湾
の
出
身
だ
が
'

日
本
の
天
皇
の
存
在
は
'
中
国
や
韓
国
か
ら
見
れ
ば
極
め
て
う
ら
や
ま
し
い
も
の
で
あ
り
､
世
界
的
意
義
が
あ

る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
中
国
の
ボ
ス
の
習
近
平
国
家
主
席
で
さ
え
､
主
席
に
な
る
前
に
日
本
の
天
皇

は
い九
つ

へ
の
拝
謁
に
よ
っ
て
格
を
つ
け
た
と
い
う
部
実
か
ら
見
て
'
世
界
的
に
は
日
本
の
天
皇
は
別
格
で
あ
り
､
｢万
邦

細
…比
｣
な
の
で
あ
る
｡

五
.
偉
大
な
る
明
治
維
新

か
く
し
て
､
最
小
限
の
戦
乱
を
も
っ
て
'
天
皇
の
下
に
政
治
の
権
力
が
戻
っ
て
き
て
政
治
が

一
元
化
し
た
O

そ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
'
土
地
と
人
民
を
天
皇
に
返
す
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
従
来

の
徳
川
幕
府
の
下
､
国
土
は
満
に
分
か
れ
へ
各
港
ご
と
に
土
地
と
人
民
と
が
藩
主
に
'
私
的
に
支
配
さ
れ
て
い

た
.
こ
の
体
制
を
｣ハ
四
五
年
の
大
化
の
改
新
に
始
ま
る
公
地
公
民
の
制
度
に
戻
す
必
輩
が
あ
っ
た
.

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
明
治
政
府
は
､
明
治
四
年
(
1
八
七

l
年
)
'
天
皇
の
名
に
お
い
て
廃
部
班
児
を
布
告

し
た
｡
つ
ま
り
'
燕
を
廃
止
L
t
新
し
く
県
と
い
う
組
椛
を
置
い
て
'
地
方
の
政
治
を
新
た
に
行
う
と
し
た
の
で

あ
る
O
こ
の
制
度
に
よ
り
､
蒲
の
仕
事
を
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
全
国
の
武
士
が
失
業
す
る
こ
と
に
な
る
｡

武
士
は
江
戸
時
代
､
刀
を
帯
び
た
武
力
の
実
力
集
団
で
あ
る
か
ら
'
通
常
な
ら
暴
軌
が
起
こ
る
と
考
え
て
よ
い
｡

し
か
し
起
こ
ら
な
か
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
政
策
が
天
皇
の
名
に
お
い
て
行
わ
れ
､
そ
れ
に
服
す
る
こ
と
が
美
徳

で
あ
る
と
い
う
観
念
が
日
本
の
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
て
い
て
'
併
せ
て
失
業
す
る
武
士
が
､
日
本
の
発
展
の
た

め
に
は
仕
方
が
な
い
と
､
公
の
精
神
の
下
に
武
士
と
し
て
殉
じ
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
自
己
犠
牲
の
精
神
と

も
言
え
る
｡

｢新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
｣
が
編
集
し
て
平
成
二
十
四
年
か
ら
凹
年
間
使
わ
れ
た
中
学
校
歴
史
教
科

む
の
『新
し
い
歴
史
教
科
苔
J)で
'
北
陸
の
福
ル
藩
に
雇
わ
れ
て
い
た
グ
リ
フ
ィ
ス
(ウ
ィ
リ
ア
ム

･
E
･
グ
リ

フ
ィ
ス
)
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
の
記
録
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
｢廃
蒲
提
供
の
知
ら
せ
が
衆
京
か
ら
届
い
た
と

･一んが
い

き
'
失
業
す
る
こ
と
に
な
る
蒲
の
武
士
た
ち
は
憤

慨

し
て
大
騒
ぎ
と
な
っ
た
｡
し
か
し
､
そ
の
渦
中
に
あ
っ
て

も
､
浦
校
教
え
子
の
武
士
た
ち
は
r
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
､
あ
な
た
の
国
や
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
国
々
の
仲
間

14] yrruTTi n =̂をILEAJのIllで甥Ftitさせたのは=̂=F:!の/irlJJだ



入
り
が
で
き
る
』
と
意
気
揚
々
と
語
っ
た
｣
と
｡

今
ま
で
支
配
の
立
場
に
あ
っ
た
武
士
が
失
職
L
t
路
頭
に
迷
う
改
非
を
黙
っ
て
受
け
入
れ
た
明
治
維
新
の
成

功
は
､
ま
さ
に
口
本
が
世
界
に
誇
る
べ
き
位
実
で
あ
る
｡

こ
れ
は
'
天
皇
の
権
威
と
武
士
の
武
士
道
が
あ
っ
て
こ
そ
の
許
で
あ
る
｡

こ
こ
で
明
治
二
十
二
年
(
1
八
八
九
年
)
発
布
の
大
日
本
帝
国
忍
法
の
話
に
移
ろ
う
｡

妥
法
は
言
う
ま
で
も
な
く
､
国
家
の
仕
組
み
の
基
本
を
示
す
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
を
制
定
し
発
布
す
る
こ
と

は
'
国
家
と
し
て
の
知
見
の
蓄
積
と
'
国
家
体
制
の
整
備
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
｡
そ
う

し
た
蓄
積
の
な
い
と
こ
ろ
で
へ
突
然
憲
法
を
制
定
し
て
も
効
果
は
出
て
こ
な
い
｡

言
う
ま
で
も
な
く
'
こ
の
忍
法
は
東
洋
で
は
初
め
て
制
定
さ
れ
た
憲
法
で
あ
る
O

そ
も
そ
も
国
家
と
は
何
か
｡
西
洋
文
明
で
発
達
し
た
近
代
国
家
と
は
'
国
境
を
定
め
､
そ
の
国
内
に
生
活
す

る
国
民
の
安
全
と
幸
福
を
維
持
､
発
展
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
同
家
が
大
き
く
て
も
小
さ

く
て
も
平
等
に
権
利
を
持
つ
と
い
う
止=,3味
で
の
｢主
権
｣
を
持
つ
｡
そ
の
よ
う
に
国
家
と
し
て
ま
と
ま
る
柿
能
を

_』
際
的
に
,I+
癌
と
呼
び
'
同
家
ど
う
L
は
そ
の
主
権
を
互
い
に
鵡
良
し
あ
い
､
純
米
と
し
て
入
熱
全
休
の
至
福

を
願
う
も
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
国
家
と
は
入
熱
の
歴
史
に
お
け
る
一
定
授
階
に
到
達
し
た
際
に
作
り
･･1;
す
人

工
物
で
あ
り
､
そ
れ
が
西
洋
文
明
の
下
で
発
展
し
､
国
家
を
も
っ
て
人
間
が
生
粁
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
窮

二
番
で
述
べ
た
よ
う
に
､
｢国
家
文
明
｣
と
言
う
の
だ
｡

日
本
は
有
史
以
来
､
海
と
い
う
自
然
の
防
壁
を
国
境
と
し
て
､
そ
の
中
で
民
､
人
民
が
平
和
に
過
ご
し
て
き

I42

た
O
そ
し
て
共
同
社
会
を
発
展
さ
せ
'
自
然
に
'
国
家
文
明
た
る
｢国
家
｣
の
条
件
を
整
え
て
い
た
の
で
あ
る
｡

欧
米
に
お
い
て
国
家
は
国
民
の
自
由
や
権
利
を
基
に
'
原
則
的
に
言
語
や
宗
教
等
の
一
致
す
る
共
同
体
が
'

多
く
の
場
合
'
王
を
主
権
を
代
表
す
る
元
首
と
L
t
国
家
を
形
成
し
た
C

フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
､
王
を
お
か
ず
人
民
が
主
権
を
持
つ
と
し
て
､
大
統
徹
等
を
主
権
の
代
表

者
た
る
元
首
に
す
る
よ
う
な
国
家
の
形
式
も
あ
る
｡
い
さ
さ
か
形
式
は
多
様
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
'
国
家
が

1

定
の
国
境
を
も
っ
て
そ
の
中
に
生
活
す
る
国
民
の
安
寧
'
辛
柿
を
図
り
'
増
進
さ
せ
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る

こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
｡

日
本
は
有
史
以
来
､
す
で
に
国
境
を
定
め
､
国
民
の
安
全
を
維
持
し
､
幸
福
を
増
進
さ
せ
る
た
め
の
国
家
を

明
治
以
前
に
'
実
質
的
に
実
現
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡

要
す
る
に
'
日
本
は
中
華
文
明
の
傍
ら
で
'
｢天
下
｣
で
は
な
く
｢国
家
｣
と
い
う
独
自
な
文
明
を
築
い
て
い
た

の
だ
｡
現
代
の
文
明
は
'
一
文
明
内
に
複
数
の
国
家
が
共
存
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
'
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
(サ

ち
か
ら

ミ
ュ
エ
ル
･
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
)
が
『文
明
の
衝
突
』
(鈴
木
主
税
訳

集
英
社

一
九
九
八
年
)
で
言
っ
て
い
る
よ

~
ヽ

う
に
'
日
本
は
1
国
家
で
1
文
明
を
築
い
て
い
た
と
い
う
稀
有
な
存
在
な
の
だ

六

.

五
箇
条
の
御
誓
文
と
大
日
本
帝
国
憲
法

徳
川
慶
喜
の
大
政
奉
迎
を
受
け
て
'
慶
臆
三
年
(
1
八
六
七
年
)
十
二
月
九
日
(新
暦
で
1
八
六
八
年

1
月
三
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日
)
､
王
政
役
古
の
大
号
令
が
発
せ
ら
れ
た
｡
慶
臆
四
咋
(
l
八
六
八
年
)
九
月
八
日
明
治
と
改
元
す
る
.
そ
の

ご
か
し.+ワ
一)
セ
いJん

間
｢五
箇

条

の
御

誓

文

｣

が
発
布
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
慶
庶
凶
年
(
1
八
六
八
年
)
三
月
十
凶
日
､
明
治
天
皇
が
京

し
しんfJん

く
ぎ▲サ

b

都
御
所
の
紫

窟

殿

に
お
い
て
'
公

卿

･

諸
侯
･
百
官
を
率
い
て
'
天
地
神
明
に
S
]わ
れ
る
形
で
発
表
さ
れ
た
O議

ざんし.+う吉L)とみ

定
諏
副
総
裁
の
三
条
実
美
が
天
皇
に
替
わ
っ
て
｢広
ク
会
誠
ヲ
鍬
シ
万
機
公
論
こ
決
ス
ベ
シ
｣
か
ら
始
ま
る
五

箇
条
を
神
前
に
秦
上
し
､
天
皇
が
諸
臣
の
先
頭
に
立
っ
て
､
新
政
に
取
り
組
む
こ
と
を
神
々
に
誓
っ
た
の
で
あ

る
O
天
皇
の
廷
臣
へ
の
命
令
と
し
て
出
し
た
も
の
で
は
な
く
'
君
臣

1
休
を
表
わ
す
た
め
､
天
皇
が
神
々
に
誓

う
形
式
を
取
っ
た
｡

五
箇
条
の
御
誓
文

おこ

｢

広
ク
会
議
ヲ
興
シ
'
万
機
公
論
二
決
ス
ベ
シ

し･.4う
か

いつ

bかん
け
いりん

1
､
上

下

心
ヲ
1

二
シ
テ
へ盛

二
経

論
ヲ
行
フ
ベ
シ

いっ
と

二

宮
武

l
途
庶
民
二
至
ル
迄
へ
各
其
上心
ヲ
遂
ゲ
'
人
心
ヲ
シ
テ
倦
マ
ザ
ラ
シ
メ
ン
弔
ヲ
変
ス

ろうし■う

一
､
旧
来
ノ
随
習

ヲ
破
り
､
天
地
ノ
公
道
二
盛
ク
ベ
シ

おqい

一
､
智
識
ヲ
世
界
二
求
メ
､大

二
皇
基
ヲ
振
起
ス
ベ
シ

こ
の

五
節
条
を
誓
っ
た
後
､
臣
下
に
下
し
た
勅
語
に
は
｢
斯

国

是
ヲ
定
メ
､
万
民
保
全
ノ
遺
ヲ
立
ン
ト
ス
｣
と
あ

44

り
､
こ
の
国
是
を
定
め
た
目
的
は
'
｢万
民
保
全
の
道
｣
に
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
し
て
あ
る
｡

つ
ま
り
'
国
家
形
成
の
目
的
を
｢万
民
保
全
の
退
｣
だ
と
宣
し
て
お
り
'
つ
ま
り
日
本
は
す
で
に
観
念
の
上
で

国
家
の
実
体
を
備
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
｡
す
で
に
'
国
家
と
し
て
存
在
し
て
い
る
状
態
を
'
単
に
文
辞
で

言
い
表
し
た
の
が
｢大
日
本
帝
国
憲
法
｣
だ
と
言
え
ば
言
え
る
｡
逮
法
制
定
は
日
本
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
の
難
業

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

じ
っ
は
'
日
本
で
は
'
国
家
が
'
民
､
国
民
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
『日
本
f:3紀
』
の
記
録
に
も
す
で

に
Tm
Uか
れ
て
い
る
.
『日
本
書
紀
J)に
仁
徳
天
皇
の
事
紙
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
｡

家
々
か
ら
炊
煙
が
立
ち
上
っ
て
い
な
い
様
子
を
見
て
'
困
窮
し
て
飯
を
炊
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
は
な
い

か
と
憂
え
'
三
年
間
税
を
止
め
'
三
年
後
に
高
台
に
立
っ
て
民
の
か
ま
ど
に
煙
の
立
つ
の
を
見
て
'
｢そ
も
そ
も

天
が
天
子
を
立
て
る
の
は
'
ひ
と
え
に
百
姓
の
た
め
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
天
子
は
百
姓
を
も
っ
て
本
と
す
る
｣

と
言
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
は
'
伝
説
に
伝
わ
る
中
国
の
古
い
聖
帝
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
､
中
国
で
は

少
な
く
と
も
秦
の
始
皇
帝
が
中
国
を
統

1
し
て
以
来
､
こ
の
よ
う
な
天
子
は

1
人
も
現
れ
な
か
っ
た
O
武
力
を

も
っ
て
自
己
の
繁
栄
を
追
う
天
子
ば
か
り
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
｡
中
国
人
が
自
ら
｢家

天
下
｣
と
称
す
る
も
の
は
､
中
国
で
の
｢天
下
｣
で
あ
り
､
マ
ッ
ク
ス
･
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
言
う
｢家
産
制
国
家
｣
で

あ
ろ
う
｡

俄
か
に
､
西
洋
の
国
家
文
明
に
接
し
､
新
し
く
学
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
0
人
民
を
｢自
由
｣
や
｢権
利
｣
の
概
念
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で
も
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
は
そ
れ
ま
で
し
て
い
な
か
っ
た
｡
国
家
の
意
思
を
定
め
る
た
め
に
､
議
会
で
話
し
合

う
と
い
う
'
議
会
政
治
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
､
江
戸
時
代
の
終
わ
る
ま
で
は
日
本
に
は
な
か
っ
た
｡

だ
が
､
欧
米
の
君
主
国
に
あ
っ
て
'
長
い
歴
史
を
経
て
､
や
っ
と
た
ど
り
つ
い
た
立
競
君
主
の
考
え
方
を
'
日

本
で
は
す
で
に
自
然
に
十
分
に
完
成
さ
せ
て
い
た
の
だ
｡
す
な
わ
ち
､
｢君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
｣
で
､
君
主

は
国
家
の
意
思
の
決
定
に
は
関
与
し
な
い
も
の
と
し
､
そ
れ
ゆ
え
に
､
君
主
は
政
治
に
お
い
て
失
政
す
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
｡
君
主
は
無
答
畠
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
西
洋
の
君
主
国
で
は
､
実
態
は
と
も
か
く

と
し
て
'
理
念
的
に
は
確
立
し
て
い
た
｡

そ
の
立
憲
君
主
の
考
え
方
が
日
本
で
は
'
平
安
時
代
ま
で
も
含
め
て
よ
い
が
'
鎌
倉
時
代
以
降
の
幕
府
の
制

度
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
て
い
た
O

先
ほ
ど
'
議
会
を
設
置
す
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
'
江
戸
時
代
ま
で
は
日
本
の
人
民
の
間
に
は
な
か
っ

こヽ㌧

た
と
述
べ
た
が
'
し
か
し
六
〇
四
年
の
聖
徳
太
子
の
塞
法
十
七
条
の
第
十
七
条
に
は
｢事
は
独
り
断
む
べ
か
ら

▲ろ

<けつら

ず
､
必
ず
衆
と
と
も
に
宜
し

く
論
ふ
べ
し
｣
と
あ
り
'
人
民
と
の
話
し
合
い
の
中
で
決
定
を
な
す
べ
L
と
､
議
会

開
設
の
原
理
を
言
っ
て
い
る
O
も
っ
と
以
前
に
は
'
神
代
の
神
誠
が
あ
り
､
そ
れ
は
日
本
民
主
主
義
の
原
点
と

も
言
え
る
｡

明
治
二
十
二
年
(
1
八
八
九
年
)
二
月
十

l
日
'
大
日
本
帝
国
忍
法
は
発
布
さ
れ
た
D

:‖

大
日
本
帝
国
悉
法
の
第

1
条
は
｢大
日
本
帝
国
ハ
万
世

1
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
窓
法
の

こわし

起
草
に
か
か
わ
っ
た
井
上
毅
は
明
治
二
十
年
(
一
八
八
七
年
)
五
月
､
帝
国
憲
法
本
文
の
試
案
の
第

一
条
を
｢日

[J.
,.一

本
帝
国
ハ
万
世

1
系
ノ
天
皇
ノ
治
ス
所
ナ
リ
｣
と
記
し
て
､
総
理
大
臣
の
伊
藤
博
文
に
提
出
し
た
｡
井
上
は
こ

の
第

一
条
を
も
っ
て
､
我
が
国
の
天
皇
統
治
の
理
念
を
宣
明
す
る
規
定
に
し
よ
う
と
し
た
o
こ
れ
が
損
終
的
に

は
伊
藤
の
判
断
に
よ
り
'
｢大
日
本
帝
国
ハ
万
世

1
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
｣
と
な
り
､
大
日
本
帝
国
定
法
の
第

1
条
と
し
て
確
定
し
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
条
文
は
井
上
の
次
の
よ
う
な
意
味
を
合
志
し
て
い
た
.
(井
上

ご
いんモん
u,p

の
迫
稿
鵜
『楕
陰

存

稲

』

よ
り
引
用
)
｡

とな

御
国
に
て
は
'
古
来
此
の
国
の
国
土
人
民
を
支
配
す
る
こ
と
の
思
州
心を
何
と
称
へ
た
る
か
.
占
蔀
記

たけ
み
か▼ちのかみ

い
ま
し
か
-
し
は
け
ろ
ACL
は
ち
な
か
つ
く
に
は

に

建

御

雷

神

を
下
し
た
ま
ひ
て
大
国
主
神
に
問
は
し
め
ら
れ
し
条
に
'
汝
之

字

志

波

祁

流

苛

庶

中

国

者

もかみこのLLEtLI
Oくに
とこと▲bしたi入り

ことは

我

子
之
所

知

国
吉

依
賜
と
あ
り
｡
う
し
は
く
と
い
ひ
､
し
ら
す
と
い
ふ
こ
の
二
つ
の
詞
ぞ
'
太
古
に
､
人
主

丘丁

の
国
土
人
民
に
対
す
る
働
き
を
名

け
た
る
も
の
な
り
き
｡
さ
て
l
は
､
｢う
し
は
く
｣
と
い
ひ
'
他
の
l
は
､

けじ

l､壬L

｢し
ら
す
｣
と
称
へ
た
ま
ひ
た
る
に
は
'
二
つ
の
間
に
差

め
な
く
て
や
は
あ
る
べ
き
｡
大
国
主
神
に
は
､
汝

のたN

が
う
し
は
け
る
と
宣

ひ
'
御
子
の
た
め
に
は
t
L
ら
す
と
宣
ひ
た
る
は
'
此
の
二
つ
の
詞
の
間
に
雲
泥
水

iI

火
の
意
味
の
違

ふ
こ
と
～
ぞ
覚
ゆ
る
O
う
し
は
く
と
い
ふ
詞
は
'
本
居
氏
の
解
釈
に
従
へ
ば
､
即
ち
領
す

ふ
5う･入んゆ
り

と
い
ふ
こ
と
に
し
て
'
欧
羅
巴
人
の
｢オ
キ
ュ
バ
イ
ト
｣
と
称
へ
'
志
那
人
の
禽

有

奄

有

と
称
へ
た
る
意
義

))
I)I

と
全
く
同
じ
O
こ
は

1
の
上
家

の
所
作
に
し
て
､
土
地
人
民
を
我
が
私
産
と
し
て
取
入
れ
た
る
､
大
同
･lt

･p(〃

山お
み
わr

神
の
し
わ
ざ
を
画

い
た
る
な
る
べ
し
｡
正
当
の
皇
孫
と
し
て
'
御
凶
に
燃
し
臨
み
TL
ふ
大

兄

選

は

'
う
し

は
く
に
は
あ
ら
ず
し
て
t
L
ら
す
と
称
へ
給
ひ
た
り
｡
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I

何
と
'
西
洋
の
君
主
国
の
原
理
た
る

｢君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
｣
は
'
日
本
に
お
け
る
天
皇
の
場
合
は
､
大
和
朝

廷
の
淵
源
と
な
る
神
話
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
'
大
日
本
帝
国
追
法
に
あ
っ
て
は
｢君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
｣
は
､
い
さ
さ
か

の
抵
抗
も
な
く
､
天
皇
も
'
そ
し
て
そ
の
臣
下
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡

日
本
は
凄
法
制
定
に
当
た
っ
て
､
単
に
す
で
に
あ
る
状
態
を
文
黄
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
ほ
ど
に
'

す
で
に
国
家
た
り
え
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
点
で
何
の
努
力
も
付
加
し
な
い
ま
ま
に
'
す
で
に
国
家
に
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
､
日
本
が
天
皇
を
戴
く
こ
と
の
偉
大
さ
が
あ
る
｡
日
本
の
歴
史
が
全
人
規
に
よ
っ
て
見
つ
め
ら
れ
て

よ
い
理
由
で
あ
る
O

七
.
現
行
憲
法
の
奇
妙
な
解
釈

つ
い
で
な
が
ら
､
現
行
怒
法
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
.
現
行
態
法
界

l
条
の
天
皇
の
規
定
は
｢天
皇
は
'
日
本

国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
っ
て
､
こ
の
地
位
は
､
主
柵
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基

く
｣
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
条
文
か
ら
'
天
皇
は
象
徴
で
は
あ
る
が
'
国
家
の
元
首
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
が
大
っ
ぴ
ら
に
行
わ
れ

わ+)～

て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
は
問
題
だ
｡
日
本
の
歴
史
を
弁

え
な
い
と
ん
で
も
な
い
解
釈
で
あ
る
と
､
台
湾
人

48

の
私
も
思
う
.
日
本
の
歴
史
的
背
嶺
な
く
し
て
何
ゆ
え
に
象
徴
と
な
れ
る
の
か
O
天
皇
は

1
党
派
の
代
表
者
で

も

一
倍
屑
の
代
表
者
で
も
な
い
｡
国
民
全
体
の
代
表
者
な
の
だ
｡
だ
っ
た
ら
'
国
の
代
表
者
で
あ
り
'
元
首
で
は

な
い
か
｡
天
皇
は
歴
史
的
に
見
れ
ば
'
君
主
で
あ
り
'
そ
れ
ゆ
え
に
大
日
本
帝
国
怒
法
の
改
正
手
続
き
を
形
式

的
に
は
踏
ま
え
て
で
き
た
'
現
行
の
日
本
国
悉
法
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
君
主
で
は
な
い
か
C
私
は
あ
ま
り

詳
し
く
な
い
が
'
日
本
に
こ
の
憩
法
を
抑
し
っ
け
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
自
身
が
天
皇
は
元
首
だ
と
し
て
い
た
と
言

う
で
は
な
い
か
｡

日
本
の
法
学
者
や
法
関
係
者
は
こ
の
賓
法
が
明
治
の
大
日
本
帝
国
窟
法
の
改
正
手
続
き
を
取
っ
て
曲
が
り
な

り
に
も
改
正
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
'
何
ゆ
え
に
天
皇
の
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
､
大
日
本
帝
国
違
法
の

解
釈
を
引
き
継
ぎ
'
解
釈
を
し
な
い
の
か
｡
ま
こ
と
に
奇
妙
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
菜
法
学
者
を
は
じ

め
と
し
て
日
本
の
法
関
係
者
は
何
を
し
て
い
る
の
か
｡
日
本
国
憲
法
を
よ
り
悪
く
し
て
い
る
の
は
､
日
本
人
自

身
が
行
う
憲
法
解
釈
な
の
で
あ
る
｡

一
度
戦
争
に
負
け
た
く
ら
い
で
'
何
ゆ
え
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
考
え
て
い
た
以
上
に
'
翁
窓
な
解
釈
を
し
て

日
本
を
ダ
メ
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
｡

現
行
適
法
第
四
条
第

1
項
に
は
｢天
皇
は
'
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み
を
行
ひ
､
国
政

に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
｣
と
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
内
容
は
大
日
本
帝
国
憲
法
で
も
実
質
的
に
は
同
じ
で
は

な
い
の
か
｡
そ
れ
が
立
憲
君
主
制
の
も
と
も
と
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
の
か
.

つ
ま
り
､
天
皇
は
'
実
際
の
政
治
決
定
に
は
関
わ
ら
な
い
と
い
う
立
怒
君
主
制
は
'
大
日
本
帝
国
恕
法
に
お
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い
て
築
か
れ
て
い
た
日
本
の
憲
法
の
'
根
幹
の
巾
の
根
幹
で
は
な
か
っ
た
か
｡

人
口
木
神
岡
寂
法
で
｢大
日
本
帝
国
ハ
乃
陛

l
系
ノ
天
･14之
ヲ
統
折
ス
｣
と
表
現
し
た
｡
｢君
臨
す
れ
ど
も
統

治
せ
ず
｣
と
同
じ
｢統
治
｣
と
い
う
言
柴
を
使
い
､
｢統
治
せ
ず
｣
と
い
う
原
理
の
下
に
あ
り
な

が
ら
態
法
で
は

｢統
治
す
｣
と
言
い
表
わ
す
こ
と
に
な
り
,
そ
の
た
め
に
混
乱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
'
大
日
本
帝
国
慈
法
の

｢統
治
｣
は
｢し
ら
す
｣
と
い
う
･)･=,3味
で
､
そ
の
言
葉
自
体
が
｢君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
｣
の
志
味
を
も
っ
て
い

た
の
だ
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
,
｢元
首
｣
と
｢象
徴
｣
と
は
重
出
の
関
係
に
あ
り
､
天
皇
が
元
首
で
な
く
し
て
象
徴
た

り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
,
憲
法
自
体
が
証
明
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
し
か
し
､
日
本
の
法
関
係
者
や
､
憲
法
学

者
は
占
領
軍
も
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
劣
悪
な
解
釈
を
し
て
い
る
よ
う
だ
0

集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て
､
歴
代
の
内
閣
法
制
局
長
官
は
'
日
本
は
集
団
的
自
相
棒
を
保
持
す
る
け
れ
ど
も

行
使
は
で
き
な
い
と
奇
妙
な
脈
釈
に
固
執
し
て
き
た
｡
鮭
団
的
自
衛
権
の
関
越
は
'
円
本
の
安
全
と
い
う
こ
と

が
テ
ー
マ
で
あ
る
の
に
,
そ
の
こ
と
に
は

t
顧
だ
に
せ
ず
,
｢保
持
す
る
け
れ
ど
も
行
使
は
で
き
な
い
｣
と
奇
妙

奇
天
烈
な
こ
と
窒

い
い
張
っ
た
｡
こ
れ
で
日
本
の
政
府
の
内
閣
法
制
局
長
官
と
亭
見
る
の
か
o

や
は
り
,
こ
う
し
た
市
妙
な
解
釈
を
排
除
す
る
に
は
､
肩
椴
に
任
せ
ず
,
政
府
白
身
が
解
釈
を
な
す
べ
き
だ
.

日
本
の
社
会
に
は
今
な
お
､
占
領
下
で
占
領
軍
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
ウ
オ
ー
･ギ
ル
ト
･イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ

ン
･プ
ロ
グ
ラ
ム
(日
本
人
に
戦
争
胸
壁

=E3識
を
育
成
す
る
た
め
の
実
施
計
画
)
の
作
用
が
働
い
て
い
る
O

し
か
し
､
昭
和
二
十
七
年
(
1
九
五
二
年
)
に
占
領
が
終
わ
っ
て
六
五
年
'
現
在
な
お
'
作
用
が
続
い
て
い
る
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の
は
占
領
軍
が
原
因
で
は
な
い
｡
日
本
人
自
身
に
よ
る
も
の
だ
O
占
禎
軍
は
六
五
年
前
に
ア
メ
リ
カ
に
引
き
揚

げ
て
い
る
.
そ
れ
以
後
は
'
日
本
人
自
身
が
日
本
と
い
う
国
家
を
勤
か
し
て
い
る
の
だ
｡

日
本
が
戦
争
に
負
け
て
,
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
利
得
を
得
た
者
が
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
o
そ
の
敗
峨
利
得

者
が
,
そ
う
し
た
作
用
を
引
き
続
き
働
か
せ
て
い
る
の
だ
.
そ
し
て
歴
史
認
孤
に
お
い
て
も
､
こ
と
さ
ら
に
自

虐
的
に
見
よ
う
と
す
る
の
だ
｡
占
領
軍
の
引
き
揚
げ
た
後
､
こ
う
し
た
ウ
オ
ー
･ギ
ル
ト
･
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ

ン
.
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
継
承
し
て
へ
継
続
し
て
作
用
を
出
し
続
け
た
敗
戦
利
得
者
は
､
多
く
は
､
戦
争
に
行
か
な

か
っ
た
武
士
道
を
わ
き
ま
え
て
い
な
い
学
者
や
官
僚
や
マ
ス
コ
ミ
の
人
た
ち
だ
｡
そ
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
日
本

は
舷
め
ら
れ
て
お
り
,
そ
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
'
日
本
を
ダ
メ
に
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
､
近
隣
諸
国
に
も
'

大
い
な
る
迷
惑
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
｡

さか1.ぱ
遡
れ
ば
神
話
に
た
ど
り
着
く
天
皇
の
存
在
は
'
中
国
の
皇
帝
が
遭
遇
し
た
ほ
ど
の
苛
酷
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
が
,
そ
れ
な
り
に
危
機
は
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
先
祖
が
そ
れ
な
り
に
努
力
し
'
そ
の
危
機
を
乗
り
撃

へ
存
続

を
図
り
'
現
在
で
は
断
ト
ツ
に
世
界
最
古
の
王
朝
と
な
っ
て
い
る
の
だ
｡

こ
の
よ
う
な
王
朝
の
存
続
が
'
日
本
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
こ
と
は
第
四
車
で
述
べ
た
｡
戦
争
を

少
な
く
し
て
,
つ
ま
り
人
殺
し
を
あ
ま
り
せ
ず
歴
史
を
発
展
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
を
､
十
分
に
説
明
し
た
つ
も

り
だ
が
,
も
う

-
点
､
歴
史
の
訴
象
と
し
て
は
っ
き
り
指
摘
で
き
る
も
の
を
示
し
て
お
き
た
い
｡
そ
れ
は
宗
教

文
化
だ
｡

朝
鮮
半
畠
に
李
朝
が
建
っ
た
と
き
'
李
朝
は
三
国
時
代
か
ら
高
麗
王
朝
ま
で
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
大
切
に



し
て
い
た
仏
教
を
大
弾
圧
L
t
仏
教
を
朝
鮮
の
社
会
か
ら
追
い
出
し
た
｡
そ
れ
ま
で
の
朝
鮮
で
大
切
に
し
て
い

た
精
神
支
柱
の

1
つ
で
あ
る
仏
教
が
､
李
氏
王
軌
が
武
力
を
背
ht
に
し
て
排
除
さ
れ
､
消
滅
し
て
い
っ
た
｡
武

力
を
背
崇
に
し
て
い
る
だ
け
に
､
朝
鮮
の
人
々
は
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
o

口
本
で
は

二
二
世
紀
に
な
っ
て
､
比
叡
山
に
駁
か
れ
た
天
台
宗
か
ら
誕
生
す
る
形
で
､
浄
土
宗
や
日
蓮
宗
な

ど
庶
民
の
仏
教
が
発
展
し
て
い
っ
た
O
こ
れ
ら
は
武
力
を
背
崇
と
し
た
政
策
展
開
で
は
な
か
っ
た
｡
仏
教
そ
れ

り
せ
いけ
い

自
体
の
内
的
発
展
だ
っ
た
｡
第

二
早
で
述
べ
た
が
､
鯛
鮮
半
島
で
は
､
l
四
世
紀
末
､李

成
桂

が
明
の
軍
事
力
を

か
し

背
景
に
､
高
麗
を
滅
ぼ
し
た
｡
明
か
ら
｢朝
鮮
｣
と
い
う
国
号
を
下

賜

さ
れ
'
そ
の
代
わ
り
に

明
の
皇
帝
を
神
様

_▲
い
)ヽ

と
し

て
拝
脆
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

は
く

ぜ

た

t

]･
て
い

中
凶
で
は
仏
教
に
心
酔
L
t
仏
教
の
深
奥
を
極
め
な
が
ら
も
'
四
四
六
年
'

北

軌

の

大

武

帝

が

僧
侶
の
堕
落

を
理
由
に
'
興
隆
し
て
い
た
仏
教
に
大
弾
圧
を
加
え
る
｡
寺
や
仏
塔
は
壊
さ
れ
､
僧
侶
は
追
放
さ
れ
た
｡
武
力
を

背
景
に
し
た
皇
帝
の
命
令
ゆ
え
に
誰
も
抵
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
o

ま
た
'
五
〇
二
年
南
朝
で
仏
教
に
心
酔
し
た
武
帝
に
よ
っ
て

梁

が
姓
て
ら
れ
た
が
'
染
は
惑
切
り
に
盛
切
り

+)･つけ
い

を
続
け

て
き
た
ろ
く
で
も
な
い
俣
員
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
｡

日
本
で
も
､
聖
徳
太
子
以
来
､
奈
良
を
中
心
に
賦
促
し
た
仏
教
が
､
l
時
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

かん
じ

た
O
だ
か
ら
と
言
っ
て
'
奈
良
の
寺
院
や
仏
像
を
破
壊
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
O
桓
武

天
皇
に
よ
っ
て
都
を
今

I+つ

の
京
都
に
遷

し
'
比
叡
山
に
新
し
い
仏
教
の
基
盤
を
す
え
､
古
い
仏
教
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
｡
仏
教
は
庶
民
に

広
が
り
'
歴
史
的
な
古
い
寺
院
は
､
信
長
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
'
武
力
に
よ
っ
て
弾
圧
ざ
れ
た
り
壊
さ
れ
る
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こ
と
は
な
か
っ
た
｡

戦
後
､
占
領
軍
の
室
夙
司
令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
I
は
'
日
本
を
キ
リ
ス
ト
教
化
し
よ
う
と
試
み
た
が
､
い
さ
さ

か
も
成
功
し
な
か
っ
た
｡

仏
教
は
現
代
日
本
人
に
心
深
く
戯
さ
れ
て
い
る
｡
も
し
'
鯛
即
半
島
に
今
な
お
仏
教
が
隆
々
と
盛
ん
で
あ
る

な
ら
'
今
の
輪
国
と
北
朝
鮮
の
人
た
ち
は
も
っ
と
柔
和
な
国
民
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
原
始

社
会
の
ま
ま
の
､
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
左
右
さ
れ
て
､
日
本
を
呪
い
続
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
ろ
う
｡

日
本
は
､
天
皇
が
存
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
仏
教
の
み
な
ら
ず
､
あ
ら
ゆ
る
文
化
が
'
過
去
の
も
の
を
あ
え

て
壊
す
こ
と
は
な
く
'
古
い
文
化
の
上
に
新
し
い
文
化
を
積
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
形
で
発
達
し
て
い
っ
た
｡

日
本
の
歴
史
を
外
か
ら
見
る
と
き
､
そ
の
意
義
が
よ
く
見
え
る
の
だ
｡
そ
れ
は
'
神
道
と
仏
教
が
習
合
し
た
よ

う
に
'
｢習
合
｣
の
原
理
が
ず
っ
と
生
き
て
い
る
か
ら
だ
｡

日
本
人
が
自
信
を
も
っ
て
立
派
な
歴
史
を
顕
彰
す
る
こ
と
は
､
日
本
人
に
と
っ
て
の
み
良
い
こ
と
で
は
な

い
｡
我
々
台
湾
人
に
と
っ
て
も
必
要
で
あ
り
'
中
国
や
朝
鮮
半
島
で
も
心
あ
る
人
に
と
っ
て
も
必
要
な
の
だ
｡

日
本
に
は
反
日
日
本
人
と
い
う
'
い
か
に
も
公
明
正
大
で
な
い
人
た
ち
が
い
る
｡
反
日
日
本
人
は
反
日
と
し
て

日
本
だ
け
を
ダ
メ
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
他
国
を
も
ダ
メ
に
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
｡
日
本
で
目

究
め
て
い
る
人
は
､
こ
う
し
た
反
日
日
本
人
と
は
ど
こ
の
誰
で
あ
り
､
何
を
し
て
い
る
人
か
'
何
を
し
た
人
か

を
も
っ
と
明
篠
に
指
摘
し
て
'
社
会
的
に
は
っ
き
り
糾
弾
す
べ
き
だ
｡

本
･L
iは
､
日
本
の
天
皇
を
戴
く
国
の
あ
り
方
が
い
か
に
優
れ
た
も
の
か
､
い
か
に
日
本
の
発
展
に
員
献
し
て
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い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
章
だ
っ
た
が
､
日
本
人
自
身
が
そ
の
こ
と
に
必
ず
し
も
十
分
に
気
づ
い
て
い
な
い
こ

と
を
指
摘
し
て
､
こ
の
章
を
終
え
た
い
｡


