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こ
の
国
で
書
く
こ
と

ー

l

『
吉
野
葛
』
と
南
北
朝
正
閏
論
争
｜
｜

五
味
測

典
嗣

谷
崎
潤
一
郎
「
吉
野
葛
』
（
「
中
央
公
論
」一
九
コ
二
・
一
e
e－－
3

二
）
が
、
主
な
担
い
手
を
異
に
す
る
二
つ
の
挿
話
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

43 

は
じ
め
に

は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
決
し
て
少
な
く
な
い
先
行
諸
論
考
が
問
題
に
し
て
き
だ
の
も
、
窮
極
的
に
は
、そ
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
、

と
い
う
点
に
帰
着
す
る
。
す
な
わ
ち
、
作
家
「
私
」
の
「
歴
史
小
説
」
に
か
ん
す
る
く
だ
り
と
、
「
私
」
の

友
人
・
津
村
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
母
と
子
の
物
語
と
を
ど
の
よ
う
に
結
ぴ
合
わ
せ
（
ま
た
は
結
ぴ
合
わ
せ
ず
）
、
同
一
性
や
差
異
を
ど
こ
に
読

み
と
る
の
か
が
、
作
の
評
価
と
密
接
に
連
動
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
南
朝
の
後
衣
聞
を
主
人
公
と
す
る
は
ず
だ
っ
た
と
い
う
「
私
」

の
「
歴
史
小
説
」
構
想
に
つ
い
て
は
、
「
創
作
目
的
の
偽
装
に
す
ぎ
ず
、そ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
は
読
み
を
誤
る
」
（
川
島
淳
史
〔
一

九
九
六
〕
）
と
す
る
根
強
い
見
方
が
あ
る
一
方
で
、
「
谷
崎
潤
一
郎
の
小
説
の
な
か
で
使
わ
れ
な
か
っ
た
自
天
王
関
係
の
材
料
」
が
「
モ
ッ
タ

イ
な
い
」
と
の
思
い
か
ら
、
小
説
と
し
て
の
リ
ラ
イ
ト
を
試
み
た
花
田
清
輝
（
一
九
九

O
）
を
は
じ
め
、
主
に
明
治
末
年
の
南
北
朝
正
閏
論

(160) 



争
と
の
関
係
を
め
ぐ
り
小
森
陽

（
一
九
九
二
）
、
宮
沢
剛
（
一
九
九
七
）
が
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

主
に
花
田
・
小
森
・
宮
沢
の
三
者
と
共
通
す
る
問
題
意
識
か
ら
「
私
」

の
「
歴
史
小
説
」
構
想
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
試
み

は
、
確
か
に
、
屋
上
屋
を
架
す
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。
し
か
し
、

先
に
挙
げ
た
諸
論
考
に
は
、
①
南
北
朝
正
閏
論
争
の
論
点
把
握
②
南

北
朝
正
閏
論
争
と
『
吉
野
葛
』

と
の
連
関
の
二
点
に
つ
い
て
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
以
上
の
事
柄
を
踏
ま
え
、
わ
た
し

は
、
『
吉
野
葛
』
に
埋
め
込
ま
れ
た
（
めB
Z
E

包
）
不
在
の
作
品
の
輪
郭
を
可
能
な
限
り
明
確
に
し
、

そ
の
作
が
な
ぜ
書
か
れ
な
か
っ
た
の

か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
れ
は
恐
ら
く
、
「
自
天
王
を
め
ぐ
る
南
朝
方
の
歴
史
を
題
材
と
し
た
物
語
を
書
こ
う
と
し
て
書
け
な
か
っ

た

『
私
」と
い
う
作
家
」
が
、
お
よ
そ
二
O
年
も
の
時
を
隔
て
て
、
あ
え
て
「
そ
の
書
け
な
か
っ
た
理
由
を
語
る
こ
と
で
小
説
を
書
い
て
い

る
物
語
」
（
藤
森
清
〔
一
九
八
九
〕
）
を
綴
り
置
こ
う
と
し
た
、そ
の
選
択
の
意
味
を
問
い
直
す
上
で
も
必
須
の
階
梯
で
あ
る
は
ず
だ
。

に
本
稿
の
問
題
設
定
は
、
や
が
て
書
か
れ
る
べ
き
『
吉
野
葛
』
論
へ
向
け
た
基
礎
的
な
作
業
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
言
明
し
て
お
く
。

「
私
」σ〉

「
歴
史
小
説
」

「
私
」
の
「
歴
史
小
説
」
構
想
に
つ
い
て
記
す
『
吉
野
葛
』

「
そ
の
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
「
私
は
、
遠
隔
の
地
に
い

て
調
べ
ら
れ
る
だ
け
の
事
は
調
べ
て
し
ま
っ
た
」

の
で
あ
り
、
「
実
地
を
踏
査
し
な
い
で
も
、
あ
と
は
自
分
の
空
想
で
行
け
る
」
。つ
ま
り

「
私
」
は
、
吉
野
旅
行
以
前
の
段
階
で
、
相
当
程
度
具
体
的
な
腹
案
を
ま
と
め
あ
げ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。と
り
わ
け
注
意
し
た
い
の

は
、
次
の
く
だ
り
で
あ
る
。

私
の
知
り
得
た
こ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
の
資
料
は
、

か
ね
て
か
ら
考
え
て
い
た
歴
史
小
説
の
計
画
に
熱
度
を
加
え
ず
に
は
い
な
か
っ

(159) 
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た
。

（
略
）
し
か
も
拠
り
所
の
な
い
空
想
で
は
な
く
、
正
史
は
勿
論
、
記
録
や
古
文
書
が
申
し
分
な
く
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

作
者
は
た
だ
与
え
ら
れ
た
史
実
を
都
合
よ
く
配
列
す
る
だ
け
で
も
、
面
白
い
読
み
物
を
作
り
得
る
で
あ
ろ
う
。が
、
も
し
そ
の
上
に
少

し
ば
か
り
潤
色
を
施
し
、
適
当
に
口
碑
や
伝
説
を
取
り
交
ぜ
、
あ
の
地
方
に
特
有
な
点
景
、
鬼
の
子
孫
、
大
峰
の
修
験
者
、
熊
野
参
り

の
巡
礼
な
ど
を
使
い
、
王
に
配
す
る
に
美
し
い
女
主
人
公
、
ー
ー
ー
大
塔
宮
の
御
子
孫
の
女
王
子
な
ど
に
し
て
も
い
い
が
、
ー
ー
を
創
造

し
た
ら

一
層
面
白
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
れ
だ
け
の
材
料
が
、
何
故
今
日
ま
で
稗
史
小
説
家
の
注
意
を
惹
か
な
か
っ
た
か
を
不

思
議
に
思
っ
た
。

（
「
そ
の
一
」
）

こ
こ
に
は
、
職
業
作
家
「
私
」
が
、
自
身
の
手
に
入
れ
た
「
材
料
」
を
い
か
に
料
理
し
よ
う
と
し
た
か
が
端
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
書
か

れ
た
も
の
・
文
字
で
記
録
さ
れ
た
も
の
か
ら
見
出
さ
れ
る
「
史
実
」
を
「
都
合
よ
く
配
列
」
し
、
語
ら
れ
た
も
の
・
口
伝
え
さ
れ
た
「
史

-45-

実
」
な
ら
ざ
る
も
の
を
「
潤
色
」
と
し
て
付
け
加
え
て
い
く
。
さ
ら
に
、
馬
琴
の
名
を
挙
げ
つ
つ
、
「
稗
史
小
説
家
」
の
系
譜
に
み
ず
か
ら

を
位
置
づ
け
る
「
私
」
が
、
〈
面
白
い
小
説
〉
〈
面
白
い
作
品
〉
で
は
な
く
「
面
白
い
読
み
物
」
と
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

「
十
八
才
に
な
り
給
う
う
ら
若
き
白
天
王
」
「
岩
窟
の
奥
に
隠
さ
れ
た
る
神
璽
」
「
雪
中
よ
り
血
を
噴
き
上
げ
る
王
の
御
首
」
等
々
の
「
絶
好

な
題
材
」
に
心
を
惹
か
れ
た
と
い
う
当
時
の
「
私
」
が
考
え
て
い
た
の
は
、
い
わ
ば
、
吉
野
と
い
う
「
素
敵
」
な
「
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
背

景
に
「
南
朝
の
流
れ
を
酌
み
給
う
」
皇
子
と
そ
の
一
党
の
活
躍
す
る
、
大
衆
的
な
波
澗
万
丈
の
歴
史
U

物
語
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
の

だ
。す

な
わ
ち
「
私
」
は
、
す
で
に
吉
野
に
出
掛
け
る
以
前
の
段
階
で
、
「
材
料
」
と
な
る
「
資
料
」
を
集
め
終
え
、
書
く
べ
き
主
題
も
、そ

れ
を
書
く
た
め
の
方
法
論
も
、
さ
ら
に
は
目
指
す
べ
き
作
品
の
あ
り
方
ま
で
も
決
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

晶
画
守
、
、

十
人
カ

そ
れ
は
結
局
、
「
材
料
負

(158) 

け
」
（
「
そ
の
六
」
の
た
め
、
挫
折
す
る
。
こ
の
こ
と
を

い
っ
た
い
ど
う
理
解
す
べ
き
な
の
か
。



こ
の
間
い
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
「
私
」
が
こ
の
「
歴
史
小
説
」
を
構
想
し
て
い
た
時
期
の
問
題
を
見
落
と
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

「
既
に
二
十
年
ほ
ど
前
」
の
「
明
治
の
末
か
大
正
の
初
め
頃
」
だ
と
さ
れ
た
「
私
」
の
吉
野
旅
行
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
川
島
（
一
九
九

一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
晩
秋
と
見
る
の
が
最
も
適
切
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、

ハ
）
・
た
つ
み
（
一
九
九
三
）
が
推
定
し
た
よ
う
に

「
私
」
の
吉
野
旅
行
は
、
天
皇
家
の
系
譜
の
正
統
性
が
議
論
さ
れ
た
南
北
朝
正
閏
論
争
の
翌
年
、

明
治
天
皇
の
死
と
大
正
天
皇
即
位
の
年
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、

こ
の
一
九
一
二
年
一
月
に
は
、
北
山
宮
（
「
自
天
王
」
）
の
墓
地
を
上
北
山
村
小
橡
の
龍
泉
寺
と
す
る
こ
と

が
官
報
で
告
示
さ
れ
、
す
で
に
小
松
宮
彰
仁
親
王
題
額
の
自
天
王
碑
を
建
て
て
い
た
川
上
村
と
の
間
で
、

一
触
即
発
の
対
立
が
起
こ
っ
て
も

E

’- 

lV9

’h 

（
瀧
川
〔
一
九
五
六
〕
）
。つ
ま
り
「
私
」
は
、
様
々
な
意
味
で
き
わ
め
て
微
妙
な
時
期
に
、天
皇
家
の
系
譜
に
抵
触
す
る
「
歴
史
小
説
」

を
書
下
｝
う
と
し
、

だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
書
か
れ
な
か
っ
た
「
私
」
の
「
歴
史
小
説
」

そ
の
取
材
旅
行
に
赴
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
、
南
北
朝
正
閏
論
争
と
か
か
わ
っ
て
、
さ
ら
に
重
大
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。

南
北
朝
正
閏
論
争
を
読
む

一
九
一
一
年
一
月
一
九
日
付
け
記
事
を
参
照
す
る
（
以
下
、
引
用
は
特
記
し
な
い
限
り
一
九

二
年
の
も
の
）
。
「
明
治
維
新
は
足
利
尊
氏
の
再
興
し
た
る
武
門
政
治
の
顛
覆
に
し
て
、
又
北
朝
の
滋
拠
し
た
る
征
夷
大
将
軍
の
断
絶
」
に

ま
ず
、
論
争
の
端
緒
と
な
っ
た
「
読
売
新
聞
」

他
な
ら
ず
、
そ
の
「
大
業
」
の
「
導
火
線
」
こ
そ
「
南
朝
を
宗
と
し
た
る
尊
王
論
」
だ
っ
た
、
と
い
う
そ
の
記
事
は
、
こ
う
続
け
て
い
る
。

来
四
月
よ
り
新
に
尋
常
小
学
生
に
課
す
べ
き
日
本
歴
史
の
教
科
書
に
、
文
部
省
が
断
然
先
例
を
破
っ
て
南
北
朝
の
皇
位
を
対
等
視

し
、
其
結
果
楠
公
父
子
、
新
田
義
貞
、
北
畠
親
房
、
名
和
長
年
、
菊
池
武
時
等
諸
忠
臣
を
以
て
、
逆
賊
尊
氏
、
直
義
輩
と
全
然
伍
を
同

う
せ
し
め
た
る
に
在
り
。

天
に
二
日
な
き
が
若
く
、
皇
位
は
唯
一
神
聖
に
し
て
不
可
分
也
。
設
し
両
朝
の
対
立
を
し
も
許
さ
ば
、
国
家

057) 46 



の
既
に
分
裂
し
た
る
こ
と
、
灼
然
火
を
賭
る
よ
り
も
明
か
に
、
天
下
の
失
態
之
よ
り
大
な
る
は
莫
か
る
可
し
。
（
中
略
）
今
日
は
憲
法

上
継
承
の
順
位
巨
細
一
定
し
て
亦
紛
争
の
余
地
な
し
と
雄
も
、
古
来
正
閏
を
批
判
す
る
に
は
皇
祖
天
照
大
神
の
神
勅
に
依
り
、
神
器
の

所
在
を
以
て
唯
一
の
典
拠
と
せ
り
。
而
し
て
其
当
時
を
顧
み
れ
ば
、
明
か
に
南
朝
に
相
伝
し
、
後
亀
山
天
皇
に
至
り
て
父
子
の
札
を
以

て
始
め
て
之
を
北
朝
に
譲
り
た
れ
ば
、
其
間
北
朝
の
諸
帝
が
問
位
に
在
す
こ
と
自
ら
明
か
な
り
。
（
「
南
北
朝
対
立
問
題
（
固
定
教
科
書
の

失
態
）
」
「
読
売
」1

・
凹

い
わ
ゆ
る
〈
大
逆
事
件
〉
被
告
へ
の
死
刑
判
決
を
伝
え
る
報
道
と
同
日
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
文
章
は
、
簡
潔
に
一
方
の
問
題
設
定
と
論
点

を
整
理
し
て
い
る
。
①
「
文
部
省
」
が
「
先
例
」
を
破
り
「
南
北
朝
の
皇
位
を
対
等
視
」
し
た
こ
と
。
②
両
朝
対
立
は
「
国
家
」
の
「
分

裂
」
を
意
味
し
「
皇
位
」
の
「
神
聖
」
を
汚
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
③
「
正
閏
」
の
決
定
は
「
神
器
の
所
在
」
が
「
唯
一
の
典
拠
」
で
あ
る

こ
と
。
④
南
北
朝
合
一
は
「
後
亀
山
天
皇
」
の
代
に
「
父
子
の
礼
を
以
て
」
行
わ
れ
た
こ
と
。
し
か
し
、
こ
の
論
争
を
、
「
南
朝
が
ホ
ン
モ

ノ
で
あ
る
の
か
、
北
朝
が
ニ
セ
モ
ノ
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、

そ
の
あ
べ
こ
べ
で
あ
る
の
か
」
（
花
田
）
と
い
う
対
立
で
の
み
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
。
な
す
べ
き
こ
と
は
、
誰
が
・
ど
ん
な
資
格
で
こ
の
論
争
に
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
が
何
を
解
決
す
べ
き
問
題
と
見

な
し
た
か
を
、
再
度
捉
え
返
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（1
）
歴
史
学
者
た
ち
の
〈
場
〉

歴
史
学
者
た
ち
は

こ
の
論
戦
の
〈
場
〉
に
、

さ
し
あ
た
り
、
非
難
の
矢
面
に
立
っ
た
教
科
書
編
纂
委

ど
ん
な
形
で
か
か
わ
っ
た
の
か
。

員
・
喜
田
貞
吉
の
「
弁
疏
」
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。

抑
も
文
部
省
が
小
学
校
に
於
け
る
歴
史
教
育
の
本
旨
は
小
学
校
令
施
行
細
則
第
五
条
に
於
て
「
日
本
歴
史
は
国
体
の
大
要
を
知
ら
し
め
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兼
て
国
民
た
る
の
志
操
を
養
う
を
以
て
要
旨
と
な
す
」
と
確
定
し
吾
も
変
動
す
る
こ
と
な
し

此
趣
旨
に
依
っ
て
歴
史
の
教
科
書
を
も

改
め
た
る
次
第
に
て
今
更
事
事
し
く
之
を
騒
ぎ
立
つ
る
は
事
情
に
迂
な
る
者
な
り
、
南
北
両
朝
の
対
立
は
我
歴
史
上
の
一
時
の
変
態
に

し
て
固
よ
り
常
例
を
以
て
律
す
べ
き
に
非
ず

「
南
北
朝
事
件
真
相

喜
田
博
士
の
弁
疏
」
「
東
京
朝
日
新
聞
」2
・

1
0
以
下
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
す
べ
て
引
用
者
）

こ
の
喜
田
談
話
に
は
、
大
逆
事
件
の
「
逆
徒
」
に
「
紀
州
出
身
の
者
多
く
紀
州
は
南
朝
の
忠
臣
が
最
後
ま
で
奮
戦
し
た
る
処
な
る
が
故
に

彼
等
の
中
或
は
『
北
朝
の
皇
統
の
如
き
何
ぞ
や
』
と
激
語
す
る
者
あ
り
し
ゃ
に
伝
」
え
ら
れ
る
が
、

な
ど
と
い
う
言
を
含
み
、
非
公
開
だ
っ

た
は
ず
の
裁
判
の
様
子
が
い
つ
の
ま
に
か
噂
と
し
て
流
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
興
味
深
い
の
だ
が
、

そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
措
く
。
ま
ず
見

る
べ
き
は
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
だ
が
、
喜
田
が
あ
く
ま
で
「
小
学
校
令
施
行
細
則
第
五
条
」
を
忠
実
に
遵
守
す
る
歴
史
教
育
者
と
し
て
発

言
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
喜
田
は
本
当
に
「
犠
牲
者
』
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
う
伊
藤
大
介
（
一
九
九
八
）
が
論
じ

て
い
る
よ
う
に
、
彼
も
ま
た
「
忠
良
な
る
臣
民
を
養
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
歴
史
教
育
の
意
味
を
見
い
だ
す
国
家
主
義
的
な
歴
史
教
育
者
」

に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
「
史
学
」
と
「
小
学
校
教
育
」
と
は
別
物
で
あ
り
、
「
国
民
道
徳
を
教
え
る
上
に
於
て
も
矢
は
り
姑
ら

く
事
実
の
ま
、
に
語
る
方
が
よ
ろ
し
い
」
と
い
う
三
上
参
次
（
「
教
科
書
に
於
け
る
南
北
正
問
問
題
の
由
来
」
「
太
陽
」
4

・
1
）
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。

ゆ
え
に
問
題
は
、

黒
板
勝
美
の
言
を
借
り
れ
ば
、
「
事
実
を
曲
げ
て
教
育
上
都
合
の
よ
い
様
に
す
る
」
こ
と
で
は
な
く
、
「
既
に
知
ら
れ
た

過
去
の
事
実
」
か
ら
「
教
育
上
必
要
な
部
分
」
を
「
如
何
な
る
方
針
に
よ
り
、
如
何
な
る
取
捨
案
排
を
す
べ
き
か
」
（
「
南
北
朝
正
閏
論
の
史

実
と
其
断
案
」
「
日
本
及
日
本
人
」
3

・
日
）
に
他
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
い
み
じ
く
も
浮
田
和
民
が
述
べ
る
通
り
、
「
従
来
本
邦
の
歴
史
は

未
だ
正
史
と
稗
史
と
の
節
い
分
け
が
し
て
な
い
か
ら
事
実
其
事
が
多
く
問
題
で
あ
る
」
（
「
南
北
朝
正
閏
論
の
断
案
」
「
太
陽
」
4

・
1
）
。
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参
次
の
い
う
「
事
実
の
ま
、
に
語
る
」
こ
と
そ
の
も
の
が
、
決
し
て
自
明
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

」
の
論
争
で
は
、
「
事
実
」

「
史
実
」
そ
れ
自
体
が
係
争
点
と
な
る
（
そ
れ
は
、
後
述
す
る
（
2
）
の
〈
場
〉
の
論
者
た
ち
へ
の
反
駁
で
も
あ
る
）
。
だ
か
ら
こ
そ
歴
史
学
者
た

ち
は
、
単
に
教
科
書
に
載
せ
る
た
め
の
歴
史
叙
述
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
よ
り
専
門
的
な
立
場
か
ら
発
言
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
歴
史
学
者
た
ち
は
、
教
科
書
執
筆
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
の
／
の
た
め
の
〈
国
史
〉
を
書
け
、
と
要
求
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

だ
か
ら

こ
こ
が
重
要
な
の
だ
が
、
歴
史
学
者
た
ち
は
必
ず
し
も
〈
客
観
的
〉
〈
実
証
的
〉
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
彼
ら
は
、

「
事
実
」
「
史
実
」の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
、
「
事
実
」
「
史
実
」
と
見
な
し
う
る
事
柄
を
い
か
に
矛
盾
な
く
並

べ
ら
れ
る
か
、
と
い
う
関
心
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
彼
ら
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
現
在
形
に
よ
る
遂
行
的
な
言
表
で
あ
り

つ
つ
、
あ
る
べ
き
〈
過
去
〉
の
姿
を
書
き
込
ん
で
し
ま
っ
て
も
い
る
「
大
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
」
と
い
う
一
文
と
、

実
際
の
歴
史
叙
述
と
を
い
か
に
す
り
あ
わ
せ
、
首
尾
一
貫
し
た
物
語
へ
と
仕
立
て
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
国
の
歴

史
リ
物
語
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に

い
か
に
整
合
性
を
持
た
せ
る
か
。
「
一
国
の
歴
史
若
く
は
其
の
歴
史
の
一
部
分
だ
け
を
道
徳
上
の
標
準

に
よ
っ
て
判
断
せ
ん
と
す
る
こ
と
」
に
は
無
理
が
伴
う
、
も
し
そ
う
す
れ
ば
「
勢
い
国
史
の
全
部
に
動
揺
を
及
ぼ
し
て
前
後
矛
盾
し
収
拾
す

可
か
ら
ざ
る
結
果
を
生
」
じ
か
ね
な
い
、
と
い
う
浮
田
和
民
が
、
「
神
器
の
所
在
」
だ
け
を
優
先
さ
せ
る
名
分
論
的
論
法
で
い
く
と
、
皇
位

を
め
ぐ
り
天
皇
同
士
が
争
っ
た
壬
申
の
乱
は
ど
う
す
る
の
か
・
神
器
と
と
も
に
天
皇
が
水
中
に
没
し
た
寿
永
の
乱
は
ど
う
な
る
の
か
、

い
た
だ
す
と
き
、
彼
の
脳
裏
に
あ
る
問
題
意
識
は
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、

黒
板
勝
美
が
「
室
町
時
代
に
一
時
神
器
が
奪
わ
れ
た
こ
と
」
（
「
神

器
の
所
在

黒
板
博
士
の
補
論
」
「
東
朝
」
2
・
幻
）
を
指
摘
し
、
吉
田
東
伍
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
も
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
な
の
だ
。

若
し
神
器
の
所
在
を
以
て
正
統
の
皇
位
と
す
れ
ば
、
嘉
吉
三
年
に
、
南
朝
の
余
党
楠
木
二
郎
等
が
、
夜
禁
中
に
犯
し
て
、
剣
、
璽
を
窃

み
て
叡
山
に
逃
れ
、
剣
は
間
も
な
く
宮
中
に
還
っ
た
が
、
璽
を
持
ち
て
大
和
の
十
津
川
に
奔
り
、
十
五
年
の
後
（
長
禄
二
年
）
に
至
っ
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て
、
赤
松
の
遺
臣
に
依
て
漸
く
京
に
持
ち
還
る
を
得
た
如
き
は
、

ど
う
説
明
す
る
か
。
神
器
の
所
在
の
み
を
問
う
と
、
斯
く
の
如
く
頗

る
不
都
合
な
こ
と
を
生
ず
る
。
（
「
皇
位
正
統
の
所
在
」
「
太
陽
」
4

・
1

）

「
神
器
の
所
在
」
の
み
を
問
題
化
し
た
と
き
に
起
こ
っ
て
し
ま
う
「
頗
る
不
都
合
な
こ
と
」
を
、

い
っ
た
い
「
ど
う
説
明
す
る
か
」
。
例
え

て
言
う
な
ら
、
歴
史
学
者
た
ち
は
、
次
の
難
問
を
解
け
、

と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
《
次
の
条
件
を
満
た
す
こ
の
国
の
歴
史
U

物
語
を
記
述

せ
よ
。
①
「
大
日
本
帝
国
」
は
「
万
世
一
系
の
天
皇
」
が
統
治
し
て
き
た
・
今
後
も
す
る
国
で
あ
る
。
②
現
在
の
天
皇
は
北
朝
系
の
子
孫
に

あ
た
る
。
》
こ
の
課
題
に
対
し
、
喜
田
貞
吉
・
三
上
参
次
・
久
米
邦
武
は
両
朝
対
立
と
し
な
け
れ
ば
整
合
性
を
持
た
な
い
と
答
え
、
浮
田
和

民
と
吉
田
東
伍
は
や
は
り
現
在
ま
で
勝
ち
残
っ
た
北
朝
が
正
統
だ
と
考
え
、
黒
板
勝
美
と
三
浦
周
行
は
南
朝
正
統
で
大
丈
夫
だ
と
い
う
答
案

を
提
出
し
て
み
せ
た

と
い
う
わ
け
だ
。

見
て
き
た
と
お
り
、
南
北
朝
正
閏
論
争
と
は

フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
右
翼
運
動
家
と
体
制
内
保
守
派
と
に
よ
る
学
問
・
教
育
へ
の
政
治
的

介
入
と
い
っ
た
事
件
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
前
掲
伊
藤
論
文
が
示
唆
す
る
通
り
、
「
忠
君
愛
国
主
義
対
歴
史
学
主
義
」
（
伊
藤
大
介
）
の
対
立

と
い
う
把
握
は
妥
当
性
を
欠
い
て
い
る
。

そ
う
し
た
理
解
は
、
立
場
上
・
制
度
上
歴
史
教
育
に
も
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た

の
み
な
ら
ず
、

個
々
の
歴
史
学
者
た
ち
を
免
罪
し
、
学
問
と
し
て
の
歴
史
の
中
立
性
と
い
う
神
話
を
保
持
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

け
れ
ど
も
、
歴
史
学
者
／
歴
史
教
育
者
た
ち
の
言
説
の
〈
場
〉
が
、

る
上
で
は
、

こ
の
論
争
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
南
北
朝
正
閏
論
争
に
つ
い
て
考
え

(2
) 

む
し
ろ
、
こ
れ
以
外
の
論
者
た
ち
に
よ
る
言
表
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

（2
）
歴
史
学
批
判
者
た
ち
の
〈
場
〉

南
北
朝
正
閏
論
争
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、

少
な
か
ら
ぬ
論
者
が
、
み
ず
か
ら
の
語
る
資
格
に
き
わ
め
て
自
覚
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
と
り
わ
け
、
「
歴
史
家
」
を
批
判
し
つ
つ
こ
の
〈
場
〉
に
加
わ
る
と
い
う
言
説
が
目
に
付
く
。
す
な
わ
ち
、
「
我
々
は
専
門
の
歴
史
家
で

は
な
し
感
情
的
か
は
知
ら
ぬ
が
」
（
沢
柳
政
太
郎
、
「
東
朝
」
2
・
口
）
・
自
分
は
「
歴
史
家
で
も
無
い
か
ら
、
史
論
を
戦
わ
す
程
の
材
料
も
貯

え
て
居
ら
ぬ
」
（
小
牧
昌
業
「
歴
史
家
の
任
務
」
「
日
本
及
日
本
人
」
3

・
日
）
な
ど
、
自
己
の
主
張
を
「
歴
史
家
」
と
は
異
な
る
〈
場
〉

位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
振
る
舞
い
が
頻
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

こ
こ
に
は
、
こ
の
論
争
が
義
務
教
育
、

し
か
も
初
等
教
育
の
教
科
書
を
め
ぐ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
理
論
上

〈
国
民
〉
の
誰
も
が
読
む
は
ず
で
あ
る
と
こ
ろ
の
数
百
ペ
ー
ジ
に
も
満
た
な
い
書
物
に
、

そ
の
よ
う

い
か
な
る
内
容
を
盛
り
込
む
べ
き
か
。

に
聞
い
を
立
て
た
と
き
、
必
ず
し
も
「
専
門
の
歴
史
家
」
で
は
な
い
人
聞
が
、
む
し
ろ
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
奇
貨
と
し
て
、
論
戦
に
介
入
す

る
余
地
が
生
ま
れ
て
く
る
。
次
の
言
説
は
、
そ
の
あ
た
り
の
機
微
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

歴
史
は
国
を
造
り
、
国
は
歴
史
に
依
り
て
維
持
せ
ら
る
。
そ
の
歴
史
の
中
に
て
国
民
教
育
に
最
も
重
大
の
地
位
を
占
む
る
も
の
は
、

ト
ラ
品
ア
イ
シ
ヨ
ン

伝
説
な
り
。
而
し
て
其
伝
説
の
価
値
は
主
と
し
て
道
徳
的
な
る
所
に
存
す
。
先
第
一
に
天
皇
の
天
位
を
犯
す
可
ら
ざ
る
も
の
と
し

て
、
二
千
五
百
有
余
年
の
永
き
に
維
持
し
、
又
今
後
無
窮
に
之
を
維
持
す
る
の
力
は
、
大
に
伝
説
に
拠
り
て
生
じ
、
大
に
歴
史
に
拠
り

て
生
ず
る
も
の
な
り
。
国
民
教
育
に
用
い
ら
る
、
歴
史
教
育
書
が
此
心
得
を
以
て
作
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
は
、
何
人
に
も
異
議
な
き
所

な
る
可
し
。
（
略
）
文
部
省
が
単
に
専
門
歴
史
学
者
の
説
を
聴
き
、
南
北
朝
正
閏
如
何
の
問
題
を
疑
問
に
附
し
た
る
は
、
実
は
歴
史
学

に
関
し
て
は
正
直
極
ま
る
と
も
見
ん
。
し
か
し
国
民
教
育
の
必
要
の
上
よ
り
は
、
必
ず
別
論
を
来
さ
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。

「
歴
史
教
育
問
題
」
「
東
朝
」2
－

m

こ
の
論
者
は
続
け
る
。
「
国
民
教
育
」
に
お
い
て
は
「
伝
説
」
の
力
を
無
視
で
き
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
「
水
戸
黄
門
」
が
建
て
た
「
南
朝

正
統
論
は
明
治
の
御
代
を
開
け
る
原
動
力
と
も
な
り
、
確
に
日
本
歴
史
の
一
伝
説
」
と
な
っ
た
。
「
史
実
の
穿
撃
上
確
か
に
之
を
破
る
」
証

ノ＼
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拠
が
あ
れ
ば
と
も
か
く
、

さ
も
な
け
れ
ば
、
「
徳
川
幕
府
以
来
大
切
な
る
伝
説
」
を
軽
々
し
く
捨
て
去
る
べ
き
で
は
な
い
、
と

論
者
が
「
史
実
の
穿
撃
」
の
結
果
、
「
伝
説
」
が
覆
さ
れ
る
可
能
性
を
留
保
し
て
お
く
の
は
、か
つ
て
の
児
島
高
徳
の
こ
と
を
想
起
し
た

た
め
か
。

と
も
か
く
こ
こ
で
は
、
先
に
確
認
し
た

（1
）
の
〈
場
〉
と
は
や
や
異
な
る
問
題
意
識
・
問
題
構
制
の
存
在
に
着
目
し
て
お
き
た

い
。
な
る
ほ
ど
、
歴
史
学
者
た
ち
も
、
学
問
と
し
て
の
歴
史
と
歴
史
教
育
と
を
分
け
て
は
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
観
点
か
ら
、
「
史
実
」
の

選
択
と
配
列
の
重
要
性
を
説
い
て
は
い
た
。
け
れ
ど
も
彼
ら
は
、
「
歴
史
の
中
で
最
も
国
民
教
育
に
重
大
の
地
位
」
を
占
め
る
の
は
「
伝
説
」

で
あ
る
な
ど
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ま
し
て
や
、
「
国
民
教
育
の
歴
史
教
科
に
は
、
判
然
た
る
誤
謬
の
外
、
伝
説
を
敬
重
し
て
之
を
採
る
」

前
掲
「
歴
史
教
育
問
題
」

と
記
す
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い

彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
は
自
殺
行
為
に
等
し
い
）
。

「
専
門
の
歴
史
家
」
を
否
定
的
に
差
異
化
し
つ
つ
こ
の
論
争
に
加
わ
っ
た
論
者
た
ち
が
、
例
外
な
く
熱
心
な
南
朝
正
統
論
者
だ
っ
た
こ
と

は
、
偶
然
で
は
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
南
朝
正
統
論
と
は
「
明
治
の
御
代
を
開
い
た
原
動
力
」
で
あ
り
、
「
日
本
歴
史
の
一
伝
説
」
な
の
で

あ
る
。
「
維
新
の
改
革
を
起
し
、
日
清
日
露
の
戦
役
に
は
、
挙
国
一
致
な
ら
し
め
、
今
上
陛
下
に
対
し
て
絶
対
的
忠
順
な
ら
し
め
、
以
て
今

日
の
文
明
を
致
し
、
幸
徳
一
輩
に
対
し
て
は
、
其
肉
を
喰
わ
ず
ん
ば
止
ま
ざ
る
感
情
を
起
」
さ
せ
る
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
来
歴
の
物
語
な
の

で
あ
る
（
「
両
朝
正
問
問
題
の
決
」
「
読
売
」2
－

m
）
。
神
器
を
戴
く
南
朝
に
一
命
を
榔
っ
て
忠
節
を
尽
く
し
た
楠
正
成
ら
忠
臣
た
ち
の
物
語

は
、
そ
れ
を
信
じ
て
実
行
に
移
し
た
結
果
と
し
て
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
在
る
と
さ
れ
る
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
来
歴
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
国

民
教
育
」
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
安
易
に
否
定
す
る
こ
と
な
ど
許
き
れ
な
い
。
そ
の
発
想
か
ら
、次
の
よ
う
な
言
表
ま
で
は
あ

と
一
歩
で
あ
る
。

企
社
会
学
者
の
憤
慨
（
略
）
仮
り
に
其
れ
（
並
立
論
i

｜
引
用
者
注
）
が
歴
史
上
の
真
実
と
す
る
も
国
民
が
普
く
信
奉
し
て
然
る
後
之

を
児
童
に
教
授
す
る
を
以
て
順
序
と
す
、
蓋
し
信
念
は
実
に
国
体
を
維
持
す
る
柱
石
に
し
て
一
学
者
の
私
見
杯
に
よ
り
軽
々
し
く
国
民
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的
信
仰
を
打
破
さ
る
べ
き
も
の
に
非
ず
由
来
南
朝
正
位
は
国
民
普
通
の
信
念
に
て
吾
人
の
一
挙
一
動
は
皆
之
に
支
配
き
る
、
若
し
国
民

の
道
徳
意
識
が
変
更
せ
る
暁
は
之
を
改
定
す
る
も
可
也
然
ら
ず
ん
ば
国
家
は
忽
に
し
て
転
覆
す
べ
し
吾
輩
は
社
会
学
の
見
地
よ
り
断
子

と
し
て
之
に
反
対
す
云
々

「
先
ず
喜
田
博
士
を
葬
れ
」
「
読
売
」2
－

M

私
は
此
南
朝
正
統
論
こ
そ
、
実
に
国
体
な
る
語
を
具
体
的
に
説
明
す
べ
き
最
良
の
教
訓
な
り
と
思
ふ
、
南
北
朝
の
戦
は
、
不
幸
に
し
て

南
風
競
わ
ず
、
其
忠
臣
は
悉
く
戦
死
し
族
滅
し
、
一
人
の
子
孫
を
遺
さ
ず
、
剰
き
え
其
御
皇
胤
も
跡
を
絶
つ
に
到
り
ま
し
た
が
、
し
か

も
其
人
々
は
永
え
に
死
せ
ず
し
て
、
今
猶
吾
々
の
目
前
に
生
存
す
、
こ
れ
其
心
に
一
点
私
心
な
く
利
己
心
な
く
し
て
、
口
ハ
そ
の
義
憤
の

た
め
に
生
命
を
忘
れ
、
財
産
を
忘
れ
、
族
滅
に
到
り
て
悔
い
ざ
る
も
の
、
我
国
史
中
一
あ
り
て
こ
な
き
所
、
こ
れ
乃
ち
南
朝
正
統
の
観

念
が
吾
々
に
与
え
た
る
教
訓
で
あ
り
ま
す
。
（
略
）

の
頭
の
中
や
体
の
中
に
残
っ
て
、
何
時
ま
で
も
消
え
ま
せ
ん

こ
れ
が
乃
ち
国
史
の
信
念
で
あ
っ
て

そ
の
信
念
が
乃
ち
国
体
で
あ
る

-53-

南
北
朝
史
に
到
り
て
は
、
其
面
白
味
が
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
的
小
説
に
譲
り
ま
せ
ん
、
そ
し
て
読
み
終
り
ま
し
た
あ
と
に
何
物
か
ゾ
、
五
口
々

の
で
す
、
そ
し
て
こ
の
信
念
な
る
も
の
が
、
何
も
の
で
あ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、

乃
ち
こ
れ
が
二
千
五
百
年
と
申
す
、
長
い
長
い
間
伝

え
て
来
た
、
五
口
々
大
和
民
族
の
忠
の
凝
っ
て
出
来
る
も
の
で
あ
り
ま
す
、

（
姉
崎
正
治
「
国
体
と
名
分
と
を
論
じ
て
正
統
論
に
及
ぶ
」
「
日
本
及
日
本
人
」

3

・
日
）

「
国
民
的
信
仰
」
「
国
民
的
道
徳
」
の
方
が
、
「
歴
史
上
の
真
実
」
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
「
信
仰
」
「
信
念
」
こ
そ
「
国

体
を
維
持
す
る
柱
石
」
で
あ
り
、
「
吾
人
の
一
挙
一
動
」
を
統
御
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
的
小
説
」
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の

「
面
白
味
」
を
持
つ
「
南
北
朝
史
」
を
読
み
終
え
た
後
、
剰
余
と
し
て
残
る
な
に
が
し
か
の
思
い
、
そ
れ
こ
そ
が
「
国
家
の
信
念
」
「
国
体
」
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に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
こ
そ
が
「
二
千
五
百
年
」
も
の
長
き
に
わ
た
る
「
大
和
民
族
」
の
連
続
性
の
証
し
で
あ
る
。



こ
れ
ら
の
言
表
は
、

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
的
歴
史
H

物
語
論
で
あ
る
。
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
一
体
性
と
連
続
性
を
支
え
る
「
信
念
」

ほ
と
ん
ど
、

と
し
て
の
歴
史
。
〈
わ
れ
わ
れ
〉
が
本
来
あ
る
べ
き
〈
わ
れ
わ
れ
〉
自
身
と
な
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
の
、
来
歴
の
語
り
。

時
に
そ
れ
は
、
先
の
「
社
会
学
者
」
が
言
う
よ
う
に
、
「
歴
史
上
の
真
実
」
か
ら
も
自
由
と
な
っ
て
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の

た
め
の
物
語
と
し
て
機
能
す
る
。
「
各
国
民
の
歴
史
に
は
常
に
国
民
を
刺
撃
す
る
に
足
る
べ
き
著
明
の
過
去
の
追
懐
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
こ

そ
「
国
民
の
誇
り
」
「
国
民
が
奮
起
の
料
」
が
あ
る
な
ど
と
、
近
年
の
歴
史
修
正
主
義
者
ま
が
い
の
文
を
書
き
記
す
笹
川
臨
風
が
「
南
朝
史

は
国
史
の
精
華
に
し
て
国
民
の
経
典
な
り
」
と
綴
る
の
は
、
偶
然
で
は
な
い

「
南
朝
史
は
国
史
の
精
華
な
り
」
「
読
売
」
2
・
日
i口
J
0

〈
い

宇
品
・
下
」
予
」
〉σ3 

〈
わ
れ
わ
れ
〉
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
来
歴
の
語
り
。
国
家
が
教
科
書
を
策
定
・
検
定
す
る
制
度
の
続
く
限
り
、こ、
7
1
v
た

語
り
を
教
科
書
に
載
せ
ろ
と
い
う
論
は
、必
然
的
に
生
ま
れ
出
る
。

天
皇
を
旗
頭
に
、
天
皇
と
共
に
戦
い
続
け
た
結
果
と
し
て
、
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
い
る
〈
わ
れ
わ
れ
〉
。

か
っ
て

そ
の
〈
わ
れ
わ
れ
〉
は
、

同
じ
よ
う
に
天
皇
と
共
に
戦
い
天
皇
に
身
を
捧
げ
た
者
た
ち
の
歴
史
リ
物
語
を
、
手
に
汗
を
握
り
な
が
ら
読
む
こ
と
で
、
自
分
た
ち
を
奮
い

立
た
せ
て
き
た
。
だ
か
ら
、

そ
ん
な
南
朝
の
歴
史
U
物
語
か
ら
価
値
を
奪
う
こ
と
は
、
そ
の
語
り
が
封
印
し
て
き
た
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
内
部

の
葛
藤
や
対
立
や
分
裂
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
て
し
ま
う
。
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
こ
う
し
て
あ
る
〈
わ
れ
わ
れ
〉
は
決
し
て
以
前
か
ら
一
枚

岩
的
に
強
く
結
ぼ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
数
々
の
内
乱
・
内
戦
を
経
験
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
露
呈
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

だ
か
ら

〈
場
〉
の
論
者
が
恐
れ
て
い
る
の
は
、
単
に
万
世
一
系
神
話
の
崩
壊
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
彼
ら
自
身
、

2 

σ3 

あ
る
い
は
彼
ら
の
両
親
の
世
代
が
生
々
し
く
生
き
た
は
ず
の
、
内
戦
の
記
憶
の
回
帰
で
あ
る
。
「
帝
京
近
」
が
二
分
す
る
こ
と
こ
そ
な
か
っ
た

が
、
南
北
朝
時
代
の
「
天
下
二
分
し
」
た
「
た
、
き
合
い
、
殺
し
合
い
、
大
擾
乱
、
大
戦
争
」
に
も
通
じ
る
内
戦
で
あ
っ
た

（
木
村
鷹
太
郎

「
近
時
の
大
愚
論
」
「
読
売
」
2－
n
）
戊
辰
・
西
南
戦
争
、

た
か
だ
か
三
0
1
四
O
年
ほ
ど
前
の
記
憶
の
現
前

そ
し
て
民
権
運
動
へ
と
到
る
、
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で
あ
る
。

そ
れ
自
体
と
し
て
は
別
個
の
事
件
の
は
ず
の
〈
大
逆
事
件
〉
と
正
閏
論
争
と
が
、
こ
と
あ
る
こ
と
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
理
由
は

こ
こ
に
こ
そ
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
事
件
は
、

の
意
味
を
、
見
事
な
ま
で
に
浮
き
彫
り
に
し

日
本
と
い
う
国
民
日
国
家
に
と
っ
て
の
〈
天
皇
〉

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

四

こ
の
国
で
書
く
こ
と

第
二
節
で
確
認
し
た
通
り
、
「
私
」の
構
想
し
た
「
歴
史
小
説
」
は
、
南
朝
の
生
き
残
り
の
「
う
ら
若
き
皇
子
」
と
「
南
朝
の
遺
臣
」
た

ち
が
活
躍
す
る
、
波
澗
万
丈
の
「
面
白
い
読
み
物
」
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
「
私
」
は
、
「
正
史
」
「
記
録
」
「
古
文

書
」
等
の
文
字
資
料
か
ら
見
出
し
た
「
史
実
」
を
「
都
合
よ
く
配
列
し
」
、
「
口
碑
や
伝
説
」
に
よ
る
「
潤
色
」
を
施
し
、

さ
ら
に
そ
の
地
方

特
有
の
風
物
を
織
り
ま
ぜ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
た
。

だ
が
、
南
北
朝
正
閏
論
争
で
の
一
方
の
論
点
は

い
っ
た
い
何
を
書
く
べ
き
「
史
実
」
と
し
、
そ
れ
を
い
か
よ
う
に
「
配
列
」
し
て
い
く

か
、
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
都
合
よ
く
配
列
」
す
べ
き
「
史
実
」
そ
れ
自
体
が
係
争
点
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
従
来
本
邦
の

歴
史
は
未
だ
正
史
と
稗
史
と
の
筋
い
分
け
が
し
て
な
い
か
ら
事
実
其
事
が
多
く
問
題
で
あ
る
」
（
浮
田
和
民
、
前
掲
論
文
）
。
そ
こ
で
は
、
資

料
空
間
の
中
か
ら
何
を
信
湿
性
の
高
い
記
録
と
し
て
選
別
し
、

そ
の
中
か
ら
何
が
「
史
実
」
な
の
か
判
断
し
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
「
配

列
」
し
て
い
く
か
、

と
い
う
所
作
一
つ
一
つ
が
、
否
応
な
く
政
治
的
な
意
味
を
持
っ
て
し
ま
う
。
南
北
朝
正
閏
論
争
へ
の
ス
タ
ン
ス
か
ら
、

自
天
王
王
墓
問
題
で
川
上
・
北
山
の
い
ず
れ
に
つ
く
の
か
、

と
い
う
レ
ベ
ル
ま
で
、
「
私
」
自
身
の
解
釈
が
前
景
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し

こ
れ
は
歴
史
叙
述
に
伴
う
原
理
的
な
問
題
で
あ
り
、
「
私
」
の
「
歴
史
小
説
」
に
の
み
特
権
的
に
あ
て
は
ま
る
話
で
は
な
い
。

真
に
重
要
な
の
は
、
「
私
」
が
、
「
自
天
王
」
を
め
ぐ
る
物
語
を
「
小
説
」
と
し
て
、し
か
も
「
面
白
い
読
み
物
」
と
し
て
書
こ
う
と
し
て
い
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る
こ
と
の
方
で
あ
る
。
慎
重
に
言
葉
を
選
ぶ
「
私
」
が
言
う
と
こ
ろ
の
、
「
十
津
川
、
北
山
、
川
上
の
庄
あ
た
り
」
の
「
土
民
」
た
ち
・
「
遠

い
先
祖
か
ら
南
朝
に
無
二
の
お
味
方
を
申
し
、
南
朝
び
い
き
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
き
た
吉
野
の
住
民
」
・
「
南
朝
の
宮
方
に
お
仕
え
申
し
た

郷
土
の
血
統
」
の
人
々
の
間
で
、

の
来
歴
と
し
て
、

」
の
物
語
を
語
る

つ
ま
り
は
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
の
〈
わ
れ
わ
れ
〉

こ
と
は

き
し
て
問
題
と
は
な
ら
な
い

（
瀧
川
政
次
郎
〔
一
九
五
六
〕
に
よ
れ
ば
、
「
満
州
事
変
」
以
来
の
「
苛
酷
な
菊
花
御
紋
章
取
締
り
の
嵐
の

中
」
に
あ
っ
て
も
「
川
上
村
の
御
朝
拝
」
は
「
黙
許
」
き
れ
て
い
た
と
い
う
）
。
だ
い
い
ち
、
嘉
吉
三
年
の
神
器
奪
取
事
件
に
つ
い
て
は
、
南
北

朝
正
閏
論
争
の
過
程
で
先
に
挙
げ
た
吉
田
東
伍
以
下
何
名
の
歴
史
家
が
指
摘
し
て
い
る
。
友
声
会
編
『
正
閏
断
案

国
体
之
擁
護
」
（
一
九

二
と
い
う
一
目
で
内
容
の
明
ら
か
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
さ
え
、
「
南
山
の
飛
花
落
葉
（
悲
壮
な
る
南
朝
皇
系
の
絶
滅
と
其
遺
跡
）
」
と
し
て
、

「
自
天
王
」の
存
在
と
そ
の
事
歴
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
「
私
」
と
い
う
小
説
家
の
手
に
よ
っ
て
、
「
面
白
い
読

み
物
」
と
し
て
あ
た
り
に
流
通
し
た
と
し
た
ら
ど
、7

な
る
か
。

先
の
姉
崎
正
治
の
言
を
想
起
し
よ
う
。
「
南
北
朝
の
戦
」
で
「
忠
臣
悉
く
戦
死
し
族
滅
し
、
一
人
の
子
孫
を
遺
さ
ず
、
剰
さ
え
其
御
皇
胤

も
跡
を
絶
つ
に
到
」
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
其
人
々
は
永
え
に
死
せ
ず
し
て
、
今
猶
吾
々
の
目
前
に
生
存
す
」
。
そ
し
て
、
〈
い
ま
・
こ
こ
〉

〈
わ
れ
わ
れ
〉
は
、
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
的
小
説
」
に
も
譲
ら
ぬ
「
面
白
味
」
を
持
つ
「
南
北
朝
史
」
を
読
み
、
「
国
史
の
信
念
」
「
国
体
」
を
実

感
す
る
。
こ
こ
で
姉
崎
が
二
一
一
口
う
南
朝
の
「
御
皇
胤
」
が
誰
を
指
す
か
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、い
ず
れ
に
せ
よ
「
私
」
の
「
歴
史
小

説
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
続
き
と
し
て
書
き
起
こ
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
吉
野
葛
』
の
語
を
使
え
ば
、
「
い
わ
ゆ
る
吉
野
朝
」
は
、
決
し
て

「
廃
絶
」
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
と

ご
く
あ
ら
ま
し
を
播
い
摘
ま
ん
で
い
う
と
、
普
通
小
中
学
校
の
歴
史
の
教
科
書
で
は
、
南
朝
の
一
花
中
九
年
、
北
朝
の
明
徳
三
年
、
将
軍

い
わ
ゆ
る
吉
野
朝
な
る
も
の
は
こ
の
時
を
限
り
と
し
て
、
後
醍
醐
天
皇
の
延
一
万
元
年
以
来

義
満
の
代
に
両
統
合
体
の
和
議
が
成
立
し
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五
十
余
年
で
廃
絶
し
た
と
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も

そ
の
の
ち
嘉
吉
三
年
九
月
二
十
三
日
の
夜
半
、
楠
二
郎
正
秀
と
い
う
者
が
大
覚
寺

統
の
親
王
万
寿
寺
宮
を
奉
じ
て
、
急
に
土
御
門
内
裏
を
襲
い
、
三
種
の
神
器
を
倫
み
出
し
て
叡
山
に
立
て
篭
っ
た
事
実
が
あ
る
。
こ
の

時
、
討
手
の
追
撃
を
受
け
て
宮
は
自
害
し
給
い
、
神
器
の
う
ち
宝
剣
と
鏡
と
は
取
り
返
さ
れ
た
が
、
神
璽
の
み
は
南
朝
方
の
手
に
残
っ

た
の
で
、
楠
氏
越
智
氏
の
一
族
等
は
更
に
宮
の
御
子
お
二
方
を
奉
じ
て
義
兵
を
挙
げ
、
伊
勢
か
ら
紀
井
、
紀
井
か
ら
大
和
と
、
次
第
に

北
朝
軍
の
手
の
届
か
な
い
奥
吉
野
の
山
間
僻
地
へ
逃
れ

一
の
宮
を
自
天
王
と
崇
め
、
二
の
宮
を
征
夷
大
将
軍
に
仰
い
で
、
年
号
を
天

靖
と
改
元
し
、
容
易
に
敵
の
窺
い
知
り
得
な
い
峡
谷
の
問
に
六
十
有
余
年
も
神
璽
を
擁
し
て
い
た
と
い
う
。
（
「
そ
の
一
」
）

「
大
覚
寺
統
」
の
「
お
ん
末
」
で
「
南
朝
の
流
れ
を
酌
み
給
う
お
方
」
と
、そ
れ
を
支
え
る
楠
姓
の
人
物
。
「
北
朝
軍
」
「
京
方
」
に
比
し

て
、
軍
事
的
に
は
圧
倒
的
に
不
利
だ
け
れ
ど
も
、
「
楠
氏
越
智
氏
」
ら
の
「
義
兵
」
に
守
ら
れ
、
「
伊
勢
か
ら
紀
井
、
紀
井
か
ら
大
和
」
ノ＼

と

-57-

「
山
間
僻
地
」
に
逃
れ
な
が
ら
、
神
器
を
擁
し
て
対
抗
し
続
け
た
「
南
朝
方
」
の
物
語
（
神
器
は
当
初
、
三
種
す
べ
て
が
盗
ま
れ
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
）
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
、
「
南
朝
史
」
で
あ
る
。
「
私
」
自
身
が
「
南
朝
の
秘
史
」
と
名
付
け
、
あ
か
ら
さ
ま
に
南
朝
と
の
連
続
性
が

強
調
さ
れ
た
こ
の
物
語
は
、
し
ば
し
ば
「
南
風
競
わ
ず
」
と
形
容
さ
れ
、
「
国
史
の
精
華
」

の
模
像
な
の
で
あ
る
。
「
若
し
正
当
の
天
子
た
る
以
上
は
、
如
何
に
流
浪
落
塊
し
給
う
と
も
屋
従
の
臣
は
僅
に
一
二
人
に
至
る
と
も
万
世
の

「
国
民
の
経
典
」
と
呼
ば
れ
た
、
南
朝
の
歴
史

下
動
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
る
な
り
」
（
尊
皇
生
「
正
問
問
題
に
就
て
」
「
読
売
」
2
・
凹
）

と
い
う
南
朝
正
統
論
の
論
法
か
ら
す
れ
ば
、

一
度

は
神
器
を
三
種
す
べ
て
手
に
入
れ
た
と
い
う
「
自
天
王
」

一
派
に
も
、
「
正
当
な
天
子
」
の
資
格
が
あ
っ
て
よ
い
は
ず
だ
。

し
か
し

こ
の
後
南
朝
の
物
語
は
、
「
南
朝
史
」
と
あ
る
一
点
で
決
定
的
に
異
な
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
南
朝
正
統
論
の
文
脈
で

は
、
南
朝
側
に
「
相
伝
」
し
た
「
神
器
」
は
、
「
後
亀
山
天
皇
」
の
代
に
「
父
子
の
礼
を
以
て
」
、つ
ま
り
擬
似
的
な
養
父
i

養
子
の
関
係
を
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経
て
北
朝
方
の
天
皇
（
後
小
松
）
に
手
渡
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
考
え
な
い
と
、

そ
れ
以
後
一
貫
し
て
持
明
院
統
の
天
皇
が
神
器
と



共
に
皇
位
に
在
り
続
け
た
こ
と
が
説
明
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
後
亀
山
が
神
器
を
譲
っ
て
し
ま
っ
た
瞬
間
、
南
朝
・
北
朝
と
い
う
対
立
そ

れ
自
体
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、

タ
テ
マ
エ
上
、
「
南
朝
の
流
れ
を
酌
み
給
う
お
方
」
の
決
起
は
、
正
統
の
天
皇
へ
の
武
力
叛

乱
（
大
逆
？
）
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
国
史
の
精
華
」
「
国
民
の
経
典
」
と
き
え
言
わ
れ
た
「
南
朝
史
」
の
そ
の
後
を
描
き
な
が

ら
、
し
か
も
全
く
同
じ
系
譜
を
引
く
人
物
た
ち
が
活
躍
す
る
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
（
「
私
」
は
ご
丁
寧
に
も
「
大
塔
宮
の
御
子
孫
の
女
王
子
」
ま

で
登
場
さ
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
い
う
）
、
「
自
天
王
」
を
め
ぐ
る
物
語
は
、
決
し
て
祝
福
さ
れ
る
も
の
と
は
な
り
得
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

(3
) 

そ
の
内
側
か
ら
押
し
拡
げ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
例
え

南
朝
正
統
論
の
語
り
が
何
と
か
弥
縫
し
、
見
な
い
ふ
り
を
し
て
い
た
ほ
こ
ろ
び
を
、

ば
、
想
像
し
て
み
る
と
よ
い
。
作
家
は
、
「
万
寿
寺
宮
」
と
そ
の
臣
下
た
ち
が
蜂
起
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
を
、

い
か
な
る
も
の
と
し

て
刻
む
の
か
。
作
家
は
、
無
念
に
も
志
半
ば
に
自
害
す
る
「
万
寿
寺
宮
」
の
最
期
に
、
ど
ん
な
言
葉
を
語
ら
せ
る
の
か
。
作
家
は
、
神
器
奪

還
の
た
め
「
自
天
王
」

一
派
を
追
い
つ
め
て
い
く
「
北
朝
軍
」
と
、
そ
の
頂
点
に
立
つ
は
ず
の
「
京
方
」
の
天
皇
と
を
、
ど
の
よ
う
に
描
く

の
か
。
そ
し
て
何
よ
り
作
家
は
、
「
自
天
王
」
自
身
の
自
己
認
識
を
、
い
か
な
る
も
の
と
し
て
書
き
つ
け
る
の
か
。

も
し
「
面
白
い
読
み
物
」
と
し
て
「
白
天
王
」
の
悲
劇
が
読
ま
れ
た
後
、
読
者
の
脳
裏
に
残
る
の
は
、
ど
ん
な
思
い
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ

く
ま
で
仮
定
の
話
だ
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
一
つ
だ
け
は
言
え
る
。
そ
れ
は
確
か
に
、
「
南
朝
史
」
と
通
じ
る
、
皇
胤
と
共
に
戦
い
敗
れ

た
者
た
ち
の
物
語
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
、
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
天
皇
と
共
に
い
る
〈
わ
れ
わ
れ
〉
を
肯
定
す
る
も
の
と
は
な
り
得
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
、
敗
戦
後
の
混
乱
期
に
起
こ
っ
た
熊
沢
天
皇
事
件
が
パ
ロ
デ
ィ
ッ
ク
に
示
す
よ
う
に
、
別
の
天
皇
、
別
の
〈
わ
れ
わ
れ
〉

能
性
を
、
夢
想
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
後
南
朝
史
の
専
門
家
で
あ
る
瀧
川
政
次
郎
（
一
九
五
六
）
が
、
自
ら
の
研
究
の
モ
テ
ィ
ー

フ
を
「
後
南
朝
史
を
秘
史
に
し
て
し
ま
っ
た
た
め
」
に
起
こ
る
「
禍
い
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
」
だ
と
述
べ
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。
「
日
本

国
民
史
の
精
髄
」
と
さ
れ
た
「
南
朝
史
」
と
、
「
私
」
に
よ
っ
て
リ
ラ
イ
ト
さ
れ
る
、
後
南
朝
を
め
ぐ
る
「
歴
史
小
説
」
。
同
じ
く
「
読
み
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物
」
と
し
て
の
面
白
き
を
持
つ
と
さ
れ
る
、
二
つ
の
主
題
を
連
続
さ
せ
た
歴
史

H

物
語
は
、
し
か
し
、
ま
っ
た
く
正
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
を
描

い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
信
じ
て
戦
い
、

そ
の
結
果
と
し
て
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
い
る
と
さ
れ
た
〈
わ
れ
わ
れ
〉

の
来
歴
の
語
り
を
、

脱
リ
構
築
し
て
み
せ
る
こ
と
。
広
く
〈
国
民
〉
に
読
ま
れ
う
る
と
い
う
近
代
小
説
の
歴
史
的
条
件
を
逆
手
に
と
っ
て
、
〈
国
民
〉
と
し
て
の

〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
来
歴
の
語
り
を
内
側
か
ら
食
い
破
る
こ
と
。

「
国
民
の
教
科
書
」
（
笹
川
臨
風
、
前
掲
論
文
）
と
呼
ば
れ
た『
太
平
記
』
を
「
愛
読
」
し
て
い
た
と
い
う
「
私
」
が

い
つ
か
ら
そ
の

「
歴
史
小
説
」
を
構
想
し
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
当
時
の
「
私
」
が
、ど
こ
ま
で
自
己
の
作
品
の
政
治
的
・
批
評
的
な
可
能
性

に
自
覚
的
だ
っ
た
か
も
不
明
で
あ
る
。

一
度
文
筆
に
携
わ
っ
た
経
験
の
あ
る
者
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
行
為

さ
ら
に
言
え
ば
、

と
し
て
の
〈
書
く
〉
こ
と
は
絶
え
ざ
る
断
絶
と
逸
脱
の
過
程
な
の
だ
か
ら
、
当
初
の
思
惑
通
り
の
も
の
が
書
け
る
と
も
限
ら
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
こ
こ
に
は
、
国
民
文
学
と
し
て
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
近
代
小
説
が
行
い
う
る
批
評
的
実
践
の
あ

り
ょ
、
つ
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

も
ち
ろ
ん
、

そ
の
「
歴
史
小
説
」
は
書
か
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
虚
構
世
界
の
中
で
す
ら
痕
跡
と
し
て
し
か
遺
き
れ

て
い
な
い
テ
ク
ス
ト
の
行
方
を
追
い
求
め
る
こ
と
自
体
が
無
駄
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

た
と
え
偽
書
的
な
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、

だ
が
、

『
吉
野
葛
』
の
「
私
」
は
、
き
わ
め
て
微
妙
な
時
期
に
・
き
わ
め
て
微
妙
な
主
題
に
つ
い
て
・
き
わ
め
て
微
妙
な
問
題
を
は
ら
む
小
説
を
構

想
し
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
の
は
確
実
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
を
改
め
て
、
「
読
者
」
を
前
に
記
し
置
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
事
実

だ
け
は
、
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

’

a
A
V、、

十
人
，
刀

そ
の
「
歴
史
小
説
」
の
記
憶
を
、
再
び
前
景
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
。
津
村
の
挿
話
に
も
、

そ
れ
に
し
で
も
な
ぜ
「
私
」
は
、

こ
の
「
歴
史
小
説
」
の
問
題
が
大
き
く
影
を
落
と
し
て
い
る
と
わ
た
し
は
考
え
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
な
け
れ
ば

一59-(144) 
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な
ら
な
い
。
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、
王

年
代
設
定
の
根
拠
と
し
て
、
「
私
」
が
白
天
王
の
墓
地
を
「
北
山
の
荘
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
「
私
」
と
津
村
の
利
用
し
た
軽
便
鉄
道
の
開
業

が
一
九
一
二
年
一
O
月
で
あ
る
こ
と
、
吉
野
1

中
千
本
聞
の
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
営
業
開
始
が
一
九
二
九
年
三
月
で
あ
り
、
「
吉
野
葛
」
本
文
中

の
「
近
頃
は
、
中
の
千
本
へ
ケ
ー
ブ
ル
や
自
動
車
が
通
う
よ
う
に
な
っ
た
」
（
「
そ
の
二
」
）
と
い
う
記
述
と
合
致
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
二

十
年
ほ
ど
前
」
と
い
う
言
表
が
、
『
吉
野
葛
』
発
表
時
点
で
あ
る
一
九
三
二
年
と
整
合
す
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

宮
沢
（
一
九
九
七
）
は
、
南
北
朝
正
閏
論
争
に
つ
い
て
、
両
立
派
・
南
朝
派
・
北
朝
派
の
「
三
種
の
主
張
す
べ
て
が
「
事
実
」
に
基
づ
い
て

い
る
」
と
す
る
が
、
論
争
全
体
の
把
握
と
し
て
は
妥
当
性
を
欠
く
。
こ
れ
は
、
宮
沢
の
参
照
し
た
資
料
体
が
歴
史
学
的
な
言
説
に
偏
っ
て
い

る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
森
茂
暁
（
一
九
九
七
）
が
引
く
、
後
南
朝
史
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
・
中
村
直
勝
の
発
言
は
興
味
深
い
。
中
村
は
、
著
書
『
南

朝
の
研
究
』
（
一
九
二
七
）
の
冒
頭
で
、
「
後
南
朝
」
と
い
う
題
目
が
「
不
穏
当
」
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。
「
南
朝
と
い
う
の
は
、

北
朝
に
た
い
し
て
の
詞
で
あ
る
以
上
、
南
北
両
朝
が
合
一
し
て
皇
統
一
に
帰
し
た
後
に
於
い
て
、
北
朝
の
あ
ろ
う
筈
は
な
く
、
随
っ
て
南
朝

の
生
じ
よ
う
筈
は
な
い
」
。

千
葉
俊
二
（
一
九
九
三
）
は
、
津
村
の
挿
話
の
重
要
な
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
「
義
経
千
本
桜
」
が
、
「
兄
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た

義
経
と
源
氏
に
よ
っ
て
皇
位
を
退
け
ら
れ
た
安
徳
天
皇
と
が
一
体
化
」
す
る
物
語
だ
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
「
初
音
の
鼓
」

を
所
蔵
す
る
大
谷
家
の
来
歴
が
、
「
壬
申
の
乱
」
で
祖
先
が
「
天
武
帝
の
お
味
方
を
し
て
大
友
皇
子
を
討
ち
奉
っ
た
」
（
「
そ
の
三
」
）
こ
と
に

始
ま
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
天
皇
家
の
系
譜
そ
れ
自
体
が
問
題
に
な
る
三
つ
の
争
乱
が
「
吉
野
葛
』
に
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な

ヲ
。
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2 3 4 【
参
照
文
献
】

伊
藤
大
介
、
一
九
九
八
「
南
北
朝
正
問
問
題
再
考
」
（
「
宮
城
歴
史
科
学
研
究
」
一
九
九
八
・
四
）



川
島
淳
史
、
一
九
九
六
「
『
吉
野
葛
』
試
論
｜
｜
隠
さ
れ
た
〈
真
実
〉
｜
｜
」
（
「
論
輯
」
（
駒
沢
大
学
大
学
院
国
文
学
会
〕

小
森
陽
一
、
一
九
九
二
『
縁
の
物
語
｜
｜
『
吉
野
葛
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
新
典
杜

瀧
川
政
次
郎
、
一
九
五
六
「
後
南
朝
を
論
ず
」
（
後
南
朝
史
編
纂
会
編
『
後
南
朝
史
論
集
』
新
樹
杜
）

花
田
清
輝
、
一
九
九
O

（
一
九
七
三
）
『
室
町
小
説
集
」
講
談
社
文
芸
文
庫

藤
森
清
、
一
九
八
九
「
〈
語
り
〉
の
機
能
｜
｜
「
吉
野
葛
」
の
場
合
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
一
九
八
九
・
一
O
）

細
江
光
・
た
つ
み
都
志
・
千
葉
俊
二
、
一
九
九
三
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
吉
野
葛
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
九
三
・
六
）

宮
沢
剛
、
一
九
九
七
「
『
吉
野
葛
』
論
｜
｜1
〈
物
語
〉
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
（
「
語
文
論
叢
」
〔
千
葉
大
学
〕
一
九
九
七
・
二

森
茂
暁
、
一
九
九
七
『
閣
の
歴
史
、
後
南
朝
後
醍
醐
流
の
抵
抗
と
終
吾
川
』
角
川
書
店

一
九
九
六
・
五

＊
引
用
文
中
の
ル
ビ
は
省
略
し
、
旧
仮
名
・
旧
漢
字
は
適
宜
通
行
の
も
の
に
改
め
た
。
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