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【
論
文
】 

 
 

玄
洋
社
に
内
在
す
る
「
半
超
越
的
天
皇
」 ―

そ
の
世
俗
的
普
遍
性
を
中
心
に 

尹 
 

粹
娟 

 

１
．
玄
洋
社
を
ど
う
形
容
す
る
か 

 

玄
洋
社
（
一
八
八
〇
～
一
九
四
五
）
を
ど
う
形
容
す
る
か
。
玄
洋

社
の
全
体
像
を
探
る
こ
の
問
い
は
、
彼
ら
に
内
在
す
る
一
貫
し
た
論

理
の
把
握
に
繋
が
る
。
こ
れ
ま
で
に
玄
洋
社
の
全
体
像
は
右
翼
の
大

御
所
、
戦
犯
結
社
、
東
洋
豪
傑
な
ど
の
無
数
の
別
称
に
よ
っ
て
分
節

化
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
漠
然
と
し
た
分
節
化
の
背
後
に
は
、
玄
洋
社

を
ア
ジ
ア
主
義
、
ま
た
超
国
家
主
義
と
す
る
戦
後
の
主
流
的
立
場
が

現
在
ま
で
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
こ
の
両
立

場
が
提
示
し
た
よ
う
に
、
玄
洋
社
の
活
動
、
特
に
ア
ジ
ア
に
向
け
ら

れ
た
そ
の
態
度
が
侵
略
的
か
否
か
と
い
う
問
題
が
、
玄
洋
社
を
論
じ

る
際
に
常
に
つ
き
ま
と
う
。 

 

玄
洋
社
は
、
一
八
八
〇
年
福
岡
で
結
成
さ
れ
る
。
社
の
結
成
は
神

功
皇
后
の
三
韓
征
伐
や
蒙
古
襲
来
な
ど
、
福
岡
の
半
神
話
的
歴
史
が

そ
の
基
底
に
あ
り
、
「
第
一

條 

皇
室
を
敬
戴
す
可

し
、
第
二
條 

本

國
を
愛
重
す
可
し
、
第
三
條 

人
民
の
權
利
を
固
守
す
べ
し
一

」
の
三

憲
則
を
活
動
の
中
軸
と
す
る
。
玄
洋
社
は
炭
鉱
事
業
、
柔
道
場
運
営
、

新
聞
刊
行
な
ど
地
域
密
着
形
の
事
業
か
ら
活
動
資
金
を
確
保
し
、
そ

の
主
な
活
動
に
は
金
玉
均
、
孫
文
、
ラ
ス
・
ビ
ハ
ー
リ
ー
・
ボ
ー
ス

な
ど
の
庇
護
と
い
う
ア
ジ
ア
各
国
と
の
紐
帯
を
形
成
し
た
。
そ
の
一

方
で
近
衛
内
閣
の
大
東
亜

共
栄
圏
政
策
や
大

政
翼

賛
会
へ
協
力
し
、

大
東
亜
戦
争
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
玄
洋
社
の
全
体
像
は
、
そ
の
活
動
が
侵
略
的
か
否
か

を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
何
を
持
っ

て
「
侵
略
」
と
す
る
の
か
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
疑
問
に
従
っ
て
玄

洋
社
を
ア
ジ
ア
主
義
、
ま
た
超
国
家
主
義
と
形
容
す
る
二
つ
の
立
場

を
検
討
し
て
み
よ
う
。
戦
後
に
お
い
て
玄
洋
社
を
ア
ジ
ア
主
義
の
一

類
型
と
し
た
最
初
の
研
究

は
、
竹
内
好
の
「

日
本

の
ア
ジ
ア
主
義
」

（
一
九
六
三
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
竹
内
は
、
玄
洋
社
の
行
動
様
式
か

ら
如
何
に
健
全
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
掬
い
あ
げ
る
か
、
と
い
う
問

題
を
投
げ
か
け
た
。
竹
内
は
玄
洋
社
の
金
玉
均
擁
護
、
ま
た
玄
洋
社

か
ら
派
生
し
た
天
佑
侠
と
東
学
党
と
の
「
連
帯
の
意
識
」
を
「
一
種

の
ア
ジ
ア
主
義
の
発
現
形
態
」
二

と
み
な
す
。
し
か
し
玄
洋
社
を
ア

ジ

ア

主

義

の

可

能

性

と

す

る

竹

内

の

試

み

は

日

韓

併

合

と

共

に

挫

折
す
る
。
彼
の
挫
折
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
安
全
な
確
保
と
い
う
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前

提

を

戦

前

の

混

沌

的

ア

ジ

ア

秩

序

に

押

し

付

け

た

当

然

の

帰

結

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
松
本
健
一
に
言
わ
せ
ば
、
竹
内
の
限
界
は
「
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ア
ジ
ア
主
義
が
オ
ー
ヴ
ァ
・
ラ
ッ
プ
し
て
し
ま
う
三

」

結
論
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
玄
洋
社
は
ア
ジ
ア
の
紐
帯
か
ら
侵
略

側
へ
の
転
向
者
と
な
り
、
彼
ら
に
一
貫
す
る
思
想
を
把
握
す
る
こ
と

は
ほ
ぼ
放
置
さ
れ
て
し
ま
う
。 

 

一

方

で

玄

洋

社

を

超

国

家

主

義

と

す

る

Ｇ

Ｈ

Ｑ

の

解

散

指

令
四

は
、
カ
ナ
ダ
の
外
交
官
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
（
一
九
〇
九
～
一

九
五
七
）
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
。
ノ
ー
マ
ン
は
日
本
占
領
軍
総

司
令
部
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
の
対
敵
諜
報
部
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）
調
査
分
析
課
長

の
経
歴
が
あ
り
、
ノ
ー
マ
ン
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で
の
博
士
論
文

「
日
本
に
お
け
る
近
代
国
家
の
成
立
」
（
一
九
三
七
）
、
ま
た
「
日
本

政
治
の
封
建
的
背
景
」
（
一
九
四
四
）
な
ど

の
研
究

は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
戦

後
処
理
を
証
拠
立
て
る
。
ノ
ー
マ
ン
は
、
玄
洋
社
を
日
本
の
学
界
で

始
め
て
取
り
上
げ
、
天
皇
主
義
と
し
て
の
そ
の
全
体
像
を
浮
き
彫
り

に
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
ノ
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
玄
洋
社
の
天
皇
論

は

超

国

家

主

義

す

な

わ

ち

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

の

普

遍

運

動

の

図

式

に
そ
の
ま
ま
接
続
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ノ
ー
マ
ン
の
意
図
は
玄
洋

社
を
徹
底
的
に
超
国
家
主
義
に
塗
り
つ
ぶ
す
も
の
で
、
玄
洋
社
の
諸

活
動
は
日
本
の
指
導
権
を

許
容
さ
せ
る
た
め

の
手

段
に
す
ぎ
な
い
。 

 

玄
洋
社
を
ア
ジ
ア
主
義
、
ま
た
超
国
家
主
義
と
す
る
立
場
は
ナ
シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

と

い

う

強

固

な

枠

に

当

て

は

め

て

論

を

展

開

し

て

い

る
。
こ
の
両
立
場
は
、
玄
洋
社
の
全
体
像
を
極
端
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
す
る
結
論
づ
け
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
な
お
か
つ
こ
の
作
業
は

健

全

な

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

以

外

の

団

結

に

は

目

を

向

け

な

い

傾

向

を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
戦
前
に
お
け
る
ア
ジ
ア
紐
帯
の
多

様
な
在
り
方
を
一
色
化
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
限
界

を
踏
ま
え
て
、
本
稿
は
玄
洋
社
を
天
皇
主
義
と
形
容
す
る
第
三
の
立

場
を
と
り
た
い
。
こ
の
試
み
は
、
玄
洋
社
へ
の
厳
密
な
評
価
が
玄
洋

社
本
来
の
内
在
的
論
理
、
つ
ま
り
天
皇
論
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と

い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
玄
洋
社
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
か
ら
解
放
す
る
基
礎
作
業
で
あ
り
、
玄
洋
社
に
一
貫
し
て
い
た

思
想
を
説
明
し
て
い
く
意
味
を
持
つ
試
み
で
あ
る
。 

 

２
．
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
と
天
皇
主
義
と
し
て
の
玄
洋
社 

２―

１
．
ノ
ー
マ
ン
の
天
皇
主
義
に
対
す
る
理
解 

 

玄
洋
社
の
天
皇
論
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
は
戦
後
処
理
に
お
い

て
玄
洋
社
の
何
が
隠
蔽
さ

れ
た
の
か
を
明
確

に
す

る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
は
な
ぜ
玄
洋
社
を
戦
争
犯
罪
の
主

犯
と
し
て
特
定
し
た
の
か
、
ま
た
ノ
ー
マ
ン
の
玄
洋
社
を
超
国
家
主

義
と
す
る
そ
の
背
景
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
か
ら
論
を
展
開
し
て

い
き
た
い
。 

 

ノ
ー
マ
ン
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
民
主
化
政
策
を
称
揚
し
、
完
全
な
天
皇
制

終
焉
の
シ
ナ
リ
オ
を
講
じ

て
い
た
。
ノ
ー
マ

ン
の

理
解
に
よ
れ
ば
、
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天
皇
制
は
「
最
も
英
雄
的
な
人
道
主
義
で
知
性
の
高
い
者
を
除
く
す

べ
て
の
国
民
の
頭
を
幻
惑
し
、
欺
き
、
つ
い
に
は
堕
落
さ
せ
る
よ
う

な
魔
法
の
護
符
五

」
で
あ
り
、
そ
の
消
滅
さ
れ
る
べ
き
「
魔
法
の
護

符
」
の
代
行
者
に
玄
洋
社
を
特
定
し
た
。
た
だ
ノ
ー
マ
ン
は
天
皇
主

義

の

玄

洋

社

を

神

秘

的

存

在

と

す

る

素

朴

な

批

判

に

と

ど

ま

ら

な

い
。
ノ
ー
マ
ン
の
最
大
関
心
は
、
大
東
亜
戦
争
へ
向
か
っ
て
い
た
玄

洋
社
と
民
衆
の
共
鳴
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
こ
で
ノ
ー
マ
ン

の
天
皇
制
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
理
解
を
検
討
し
て
み
よ
う
。 

 

非

常

に

多

く

の

外

国

人

観

察

者

は

天

皇

制

度

を

全

面

的

フ

ァ

シ

ス

ト

政

権

化

を

ふ

せ

ぐ

憲

法

的

防

壁

と

考

え

て

い

る

け

れ

ど
も
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
ま
さ
に
天
皇
制
度
こ
そ
そ
の
よ

う

な

フ

ァ

シ

ス

ト

独

裁

の

必

要

を

未

然

に

排

除

す

る

も

の

で

あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
い
っ
て
も
、
天
皇
を
ヒ
ト
ラ
ー
や
ム
ッ

ソ
リ
ー
ニ
と
同
等
視
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
明
治
時
代
の

中

期

お

よ

び

末

期

に

成

立

し

た

独

特

の

専

制

政

府

が

あ

っ

た

た
め
に
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
よ
う
に
、
自
由
主
義

的

な

い

し

民

主

主

義

的

政

権

を

粉

砕

す

る

た

め

の

強

力

な

統

一

政

党

を

つ

く

り

あ

げ

る

必

要

が

こ

れ

ま

で

決

し

て

な

か

っ

た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
六 

  

政
治
決
定
に
お
け
る
ノ
ー
マ
ン
の
問
題
意
識
は
、
そ
れ
に
関
わ
る

意
志
の
所
在
に
あ
る
。
ノ

ー
マ
ン
に
と
っ
て

政
治

決
定
の
意
志
は
、

一
人
の
独
裁
者
か
多
数
の
民
衆
を
想
定
し
て
お
り
、
そ
れ
は
彼
自
身

の

中

で

天

皇

制

を

め

ぐ

る

フ

ァ

シ

ズ

ム

と

民

主

主

義

の

問

題

に

繋

が
っ
て
い
た
。
た
だ
ノ
ー
マ
ン
は
、
以
上
の
よ
う
に
独
裁
政
治
で
も

な
く
民
主
主
義
を
抑
制
す
る
必
要
も
な
い
、
つ
ま
り
あ
る
種
の
民
衆

の

政

治

的

参

与

を

含

ん

で

い

る

天

皇

制

の

特

徴

も

把

握

し

て

い

た

の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ノ
ー
マ
ン
の
玄
洋
社
を
「
最
も
粗
野
な
シ

ョ
ー
ビ
ニ
ズ
ム
と
侵
略
を
支
持
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
り
、
天
下

御
免
で
日
本
人
の
精
神
を
毒
し
て
き
た
七

」
と
す
る
批
判
は
、
玄
洋

社
と
民
衆
の
共
鳴
に
対
す
る
強
い
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た

だ
ノ
ー
マ
ン
の
そ
の
共
鳴
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
超
国
家
主
義
の
源

流
的
存
在
に
玄
洋
社
を
特
定
す
る
執
拗
さ
に
繋
が
っ
て
い
る
。 

 

本

稿

で

は

こ

の

よ

う

な

ノ

ー

マ

ン

の

執

拗

さ

に

直

線

的

な

批

判

を
加
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
ノ
ー
マ
ン
は
長
野
県
軽
井
沢
で
生
ま
れ

育
ち
、
彼
自
身
の
い
う
よ
う
に
日
本
人
の
性
格
に
つ
い
て
一
般
論
を

述
べ
る
よ
う
な
外
国
の
日
本
観
察
者
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
戦
後
リ

ベ

ラ

ル

知

識

人

を

代

表

す

る

加

藤

周

一

と

丸

山

眞

男

の

証

言

の

通

り
ノ
ー
マ
ン
は
「
複
雑
な
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
へ
の
愛
情
八

」
を
持
ち
、

ま
た
「
す
べ
て
を
「
黒
と

白
に
ぬ
り
わ
け
る

」
よ

う
な
単
純
化
や
、

問
題
の
一
挙
な
解
決
の
仕

方
に
対
し
て
ほ
と

ん
ど

本
能
的
に
警
戒
、

い
な
嫌
悪
を
抱
い
た
九

」
研
究
者
で
あ
っ
た
。
ノ
ー
マ
ン
が
把
握
し

た
戦
時
中
の
玄
洋
社
と
民
衆
の
共
鳴
、
ま
た
そ
れ
の
説
明
に
関
わ
る
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難
題
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
以
下
で
は
ノ
ー
マ
ン
が
取
り
組
ん
で

い
た
こ
の
難
題
を
「
日
本

政
治
の
封
建
的
背

景
」
（

一
九
四
四
）
を

中
心
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。 

 

２―

２
．
ノ
ー
マ
ン
の
限
界 

 

「
日
本
政
治
の
封
建
的
背
景
」
は
ノ
ー
マ
ン
に
よ
る
玄
洋
社
研
究

の
決
定
版
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
東
亜
戦
時
中
の
時
期
が
議
論
の
対
象

で
は
な
く
、
ノ
ー
マ
ン
の
焦
点
は
そ
れ
よ
り
も
っ
と
早
い
、
徳
川
幕

府
の
崩
壊
か
ら
明
治
維
新
ま
で
に
遡
る
。
そ
れ
は
民
衆
に
お
け
る
あ

る
重
要
な
変
化
が
明
治
維
新
を
境
に
起
き
て
い
た
た
め
で
あ
る
。 

 

意
味
深
い
こ
と
に
、
明
治
維
新
の
の
ち
に
は
、
こ
れ
に
似
た
騒

ぎ
は
な
に
も
起
こ
っ
て
い
な
い
。〔…

〕
そ
の
新
し
い
社
会
に
、

社

会

的

圧

迫

や

激

し

い

苦

痛

や

ま

た

欲

求

不

満

が

存

在

し

な

か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
も
の
が
封
建

時

代

の

お

蔭

参

り

と

同

じ

律

動

的

な

熱

狂

や

同

じ

型

に

よ

る

大
衆
的
反
応
を
せ
き
た
て
る
こ
と
は
も
う
な
か
っ
た
〔…
〕
近

代
日
本
に
お
け
る
民
衆
心
理
は
〔…

〕
あ
の
よ
う
な
狂
踏
乱
舞

や

辛

辣

な

俗

謡

の

突

発

的

大

流

行

に

排

け

口

を

求

め

よ

う

と

は
も
は
や
し
な
か
っ
た
。
近
代
に
お
い
て
民
衆
の
感
情
が
み
ち

び
か
れ
て
い
っ
た
経
路
は
、
全
権
力
機
構
を
広
く
網
目
の
よ
う

に
張
り
め
ぐ
ら
し
、
高
度
に
中
央
集
権
化
さ
れ
た
近
代
国
家
の

必
要
に
よ
っ
て
形
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
〇 

  

ノ
ー
マ
ン
の
い
う
変
化

は
民
衆
の
社
会
に

対
す

る
不
満
、
「
民
衆

の
感
情
」
そ
の
表
出
の
在
り
方
が
「
高
度
に
中
央
集
権
化
さ
れ
た
近

代
国
家
」
に
完
全
に
収
斂
し
た
、
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
明
治

維
新
を
境
に
す
る
こ
の
変
化
の
頂
点
に
は
、
超
越
的
な
天
皇
が
立
っ

て
い
た
と
い
う
の
が
ノ
ー
マ
ン
の
観
察
で
あ
る
。
こ
の
観
察
に
お
い

て
「
陰
気
で
異
様
な
も
の
、
迷
信
、
ヒ
ス
テ
リ
ア
、
お
ど
け
、
わ
い

せ
つ
な
ど
が
入
り
混
っ
て
成
り
立
一
一

」
っ
て
い
た
民
衆
の
勢
い
は
超

越
的
天
皇
に
収
斂
さ
れ
、
完
全
に
喪
失
さ
れ
る
。 

 

こ
こ
で
以
上
の
ノ
ー
マ
ン
の
観
察
、
ま
た
本
稿
の
趣
旨
に
合
わ
せ

て

明

治

維

新

を

境

に

す

る

民

衆

と

天

皇

の

性

格

を

整

理

し

て

み

よ

う
。
そ
の
際
に
も
っ
と
も
際
立
つ
相
違
点
だ
け
を
取
り
上
げ
、
明
治

維
新
以
前
の
そ
れ
を
「
半

超
越
的
」
、
ま
た

そ
の
以

後
を
超
越
的
、

で
あ
る
と
暫
定
的
に
設
定
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

 

「
半
超
越
的
天
皇
・
民
衆
」 

＝
非
合
理
的
、
感
覚
的
、
帰
納
的
、
世
俗
的
普
遍
性…

 

超
越
的
天
皇
・
民
衆 

＝
合
理
的
、
理
性
的
、
演
繹
的
、
普
遍
性…

 

  

ノ
ー
マ
ン
は
「
半
超
越
的
天
皇
・
民
衆
」
の
超
越
的
価
値
へ
の
収



自然と実学   第 8号・2023年 12月 

 

 

 

56 

斂
を
把
握
し
て
い
た
。
そ
れ
は
天
皇
と
民
衆
の
共
鳴
に
お
け
る
非
合

理
的
、
感
覚
的
、
帰
納
的
、
ま
た
世
俗
的
普
遍
性
の
完
全
な
無
化
を

意
味
す
る
。
こ
の
「
半
超
越
的
」
と
超
越
的
、
に
関
す
る
詳
述
は
第

３
節
か
ら
第
５
節
に
委
ね
、
ま
ず
は
「
半
超
越
的
」
性
格
を
完
全
に

無
化
さ
せ
る
ノ
ー
マ
ン
の
説
明
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
玄
洋

社
を
超
国
家
主
義
と
す
る
意
図
、
す
な
わ
ち
ノ
ー
マ
ン
の
核
心
的
な

限
界
が
暴
露
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

ノ

ー

マ

ン

の

最

大

関

心

は

明

治

維

新

を

境

に

す

る

天

皇

と

民

衆

と
の
共
鳴
と
、
そ
こ
か
ら
な
る
政
治
的
シ
ナ
ジ
ー
に
あ
る
。
ノ
ー
マ

ン
は
「
半
超
越
的
天
皇
」
と
民
衆
の
こ
の
無
方
向
的
な
共
鳴
と
、
明

治
維
新
と
の
関
係
性
の
説
明
に
お
い
て
西
郷
隆
盛
を
援
用
し
た
。
西

郷
隆
盛
は
「
人
心
の
動
向
に
細
心
の
警
戒
を
怠
ら
」
ず
「
大
地
に
耳

を
つ
け
て
い
た
よ
う
に
」
「
大
衆
狂
乱
」
を
幕
府
崩
壊
に
用
い
一
二

、

そ

の

精

神

的

後

継

者

で

あ

る

玄

洋

社

も

大

東

亜

戦

争

に

そ

の

よ

う

な
共
鳴
が
可
能
で
あ
っ
た
、
と
す
る
の
が
ノ
ー
マ
ン
の
理
解
で
あ
る
。

し
か
し
、
ノ
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
西
郷
隆
盛
お
よ
び
玄
洋
社
と
民
衆
の

共
鳴
は
否
定
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
帝
国
日
本
に
よ
る
超
越
的
価
値
に

収
斂
さ
れ
否
定
さ
れ
る
。
ノ
ー
マ
ン
の
こ
の
よ
う
な
否
定
に
は
、
玄

洋
社
の
天
皇
論
へ
の
理
解
不
足
が
決
定
的
に
作
用
し
て
い
る
。
玄
洋

社
の
天
皇
論
は
、
ノ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
神
功
皇
后
の
三
韓
征
伐
を

背
景
に
す
る
排
外
膨
張
的
な
、
ま
た
天
降
り
の
指
導
者
意
識
を
正
当

化
す
る
超
越
的
装
置
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
主
義
の
玄

洋
社
と
民
衆
の
共
鳴
、
そ
こ
で
民
衆
の
政
治
参
加
が
如
何
に
可
能
で

あ
っ
た
の
か
、
が
ノ
ー
マ
ン
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
玄
洋

社
に
内
在
す
る
「
半
超
越
的
天
皇
」
の
感
覚
的
、
非
合
理
的
、
世
俗

的
普
遍
性
を
見
落
と
し
た
結
果
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
考
え

で
あ
る
。 

 

ノ
ー
マ
ン
に
よ
る
「
半
超
越
的
天
皇
」
の
完
全
な
無
化
は
、
政
治

に
お
け
る
民
衆
の
没
主
体
化
に
繋
が
る
。
ノ
ー
マ
ン
は
玄
洋
社
に
内

在
す
る
天
皇
と
民
衆
を
超
越
的
価
値
に
収
斂
さ
せ
、
両
者
の
共
鳴
を

解
こ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
徳
川
の
封
建
社
会
に
お
け
る
民
衆
、
そ
の

民
衆
を
「
政
治
の
伝
統
や
経
験
を
何
一
つ
も
っ
て
い
な
か
っ
た
一
三

」

存
在
と
す
る
前
提
の
上
で
の
説
明
で
あ
る
。
ノ
ー
マ
ン
は
非
合
理
的
、

感
覚
的
、
帰
納
的
、
世
俗
的
普
遍
性
を
持
つ
民
衆
の
勢
い
か
ら
合
理

的
な
政
治
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
、
と
い
う
難
題
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し

た
。
こ
こ
で
ノ
ー
マ
ン
の
言
う
民
衆
の
「
静
か
な
満
足
」
、「
素
朴
な

喜
び
」
一
四

も
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
民

衆
の
生
活
の
中
に
温
存
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
性
格
と
、
政
治
と
の

関
係
性
を
ノ
ー
マ
ン
も
否
め
な
い
だ
ろ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
な
ノ
ー
マ
ン
の
限
界
は
、
玄
洋
社
に
内
在
す
る
「
半

超
越
的
天
皇
」
に
向
き
合
え
な
か
っ
た
意
図
的
で
も
あ
る
結
論
で
あ

っ
た
。
一
方
で
ノ
ー
マ
ン
の
限
界
は
、
丸
山
眞
男
の
「
超
国
家
主
義

の
論
理
と
心
理
」
（
一

九
四
六
）
の
そ
れ
と

相
応
し

て
い
る
。
丸
山

の
こ
の
論
を
簡
単
に
い
え
ば
、
日
本
の
超
国
家
主
義
と
は
究
極
的
価
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値
た
る
天
皇
へ
接
近
し
て
い
く
国
家
の
全
体
運
動
で
あ
る
。
こ
こ
で

天
皇
と
い
う
「
究
極
的
権
威
へ
の
親
近
性
に
よ
る
得
々
た
る
優
越
意

識
一
五

」
に
よ
っ
て
民
衆
の
超
国
家
主
義
の
運
動
が
可
能
に
な
る
と
い

う
。 

 

丸
山
に
よ
る
超
国
家
主
義
を
端
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
普
遍
運
動
で
あ
る
。
ま
た
日
本
超
国
家
主
義
の
最
も
の
典

範
と
さ
れ
る
こ
の
論
は
、
民
衆
の
政
治
的
没
主
体
性
を
前
提
と
す
る

ノ
ー
マ
ン
の
限
界
を
共
有
し
て
い
た
。
丸
山
に
よ
れ
ば
、
民
衆
は
徳
川

の
「

で

あ

る

」
社

会―
―

先

天

的

な

身

分

の

属

性

に

よ

っ

て

多

様

な

人
間

関
係

や

活
動

が

限
定

さ
れ

る―
―

に

よ
っ

て
「

自
分

の
生

活

と

実
践
の
な
か
か
ら
制
度
づ
く
り
を
し
て
い
っ
た
経
験
に
乏
し
い
一
六

」

存
在
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
丸
山
は
超
越
的
天
皇
に

向
か
っ
て
い
く
民
衆
を
説
明
し
得
た
の
で
あ
る
。 

 

丸
山
自
身
が
い
う
よ
う
に
、
玄
洋
社
の
頭
山
満
は
「
近
代
的
合
理

性
は
一
片
も
な
い
一
七

」
。
だ
が
、
玄
洋
社
を
超
国
家
主
義
の
大
御
所

と
す
る
丸
山
の
意
図
は
、
民
衆
と
の
共
鳴
を
把
握
し
た
こ
と
を
意
味

す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
丸
山
は
ノ
ー
マ
ン
と
同
じ
く
玄
洋
社
に
内

在
す
る
「
半
超
越
的
天
皇
」
の
感
覚
的
、
非
合
理
的
、
世
俗
的
普
遍

性
へ
の
理
解
が
全
く
な
か
っ
た
。 

   

３
．
研
究
方
法 

３―

１
．
橋
川
文
三
の
「
超
国
家
主
義
」
の
方
法
論 

 

本
稿
は
、
玄
洋
社
に
内
在
す
る
「
半
超
越
的
天
皇
」
を
、
彼
ら
の

一
貫
し
た
思
想
と
し
て
捉
え
る
試
み
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
玄
洋
社

の
活
動
か
ら
健
全
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
掬
い
あ
げ
、
そ
れ
を
擁
護

す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
。 

 

玄
洋
社
の
「
第
一
條 

皇
室
を
敬
戴
す
可
し
、
第
二
條 

本
國
を
愛

重
す
可
し
、
第
三
條 

人
民
の
權
利
を
固
守

す
べ
し

」
の
三
憲
則
は

そ

れ

ぞ

れ

の

条

項

が

天

皇

の

基

に

結

ば

れ

て

い

た

こ

と

を

中

島

岳

志
は
指
摘
す
る
一
八

。
中
島
に
よ
り
竹
内
好
の
玄
洋
社
を
民
権
か
ら
国

権
へ
の
転
向
者
、
そ
の
転
向
点
を
超
国
家
主
義
の
発
端
と
す
る
限
界

は
こ
こ
で
克
服
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
前
提

に
す
る
中
島
の
議
論
は
、
健
全
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
保
証
さ
れ
な

い
状
況
に
お
い
て
玄
洋
社

を
超
国
家
主
義
に

収
斂

さ
せ
て
し
ま
う
。 

 

近
年
の
多
く
の
研
究
は

こ
の
よ
う
な
結
論

を
繰

り
返
し
て
い
る
。

そ

の

た

め

健

全

な

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

が

比

較

的

に

温

存

さ

れ

て

い

た
一
八
八
〇
年
代
、
な
か
で
も
玄
洋
社
と
金
玉
均
と
の
関
係
を
過
大

に
評
価
す
る
傾
向
が
登
場
し
つ
つ
あ
る
一
九

。
玄
洋
社
を
再
評
価
し
よ

う
と
す
る
近
年
の
心
情
は
、
玄
洋
社
を
ア
ジ
ア
主
義
の
可
能
性
と
す

る
竹
内
の
挫
折
を
継
承
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

 

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
継
承
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て

橋
川
文
三
の
「
昭
和
超
国

家
主
義
の
諸
相
」
（
一
九

六
四
）
を
参
照
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す
る
。
橋
川
は
、
玄
洋
社
に
始
ま
る
国
家
主
義
が
そ
の
ま
ま
超
国
家

主
義
に
到
っ
た
と
す
る
解

釈
に
問
題
を
提
起

し
、
「

超
国
家
主
義
」

と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
打

ち
出
し
た
。
「
超

国
家
主

義
」
と
は
、
あ

る
信
仰
を
媒
介
に
「
現
実
の
国
家
を
超
越
し
た
価
値
を
追
及
す
る
と

い
う
形
態
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
二
〇

」
思
想
か
つ
運
動
で
あ
る
。
「
超

国
家
主
義
」
の
概
念
的
定
義
の
曖
昧
さ
は
橋
川
の
自
認
そ
の
通
り
で

あ
る
が
、
橋
川
が
取
り
上
げ
た
「
超
国
家
主
義
」
の
多
く
の
例
に
一

定
の
パ
タ
ー
ン
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

そ
の
パ
タ
ー
ン
を
簡
単
に
図
式
化
す
れ
ば
、
自
我→

信
仰→

「
超

国
家
主
義
」
、
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
そ
れ

と
は
、
明
治
国

家
の
よ
う
に
「
人
間
が
人
間
と
し
て
の
生
衝
動
を
追
求
し
、
そ
の
内

側
か
ら
論
理
原
則
二
一

」
の
構
築
が
禁
圧
さ
れ
た
時
、
信
仰
を
媒
介
に

「
追
求
し
た
自
我
と
は
何
か
、
人
間
、
社
会
、
国
家
、
世
界
と
は
何

か
と
い
う
求
道
の
過
程
が
、
そ
の
ま
ま
に
「
世
界
革
命
」
の
シ
ン
ボ

ル
に
収
斂
二
二

」
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
超
国
家
主

義
」
の
い
う
「
超
越
」
は
、
あ
る
信
仰
を
媒
介
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
超
え
て
い
く
意
味
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
超

越
」
の
方
法
に
よ
っ
て
、
玄
洋
社
の
天
皇
論
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

を
強
引
に
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
く
な
ろ
う
。 

 

橋
川
の
「
超
国
家
主
義
」
は
個
人
の
信
仰
体
験
を
媒
介
に
す
る
「
超

越
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
論
で
は
大
東
亜
戦
争
に
身
を
賭

し
た
民
衆
が
如
何
に
「
超
越
」
的
価
値
に
参
加
し
得
た
の
か
、
は
説

明
で
き
な
い
。
こ
こ
で
玄
洋
社
の
機
関
紙
『
玄
洋
』
の
昭
和
十
九
年

三
月
十
五
日
の
記
事
、
山
崎
和
党
の
「
死
生
觀
」
を
確
認
し
て
み
よ

う
。 

 
 

既

に

多

く

の

勇

士

が

從

容

と

し

て

死

に

就

く

の

事

實

を

現

前

の

國

家

に

具

現

さ

れ

て

ゐ

る

の

は

禪

師

等

の

外

来

宗

教

の

要

素

に

基

づ

く

も

の

で

は

な

く

三

千

年

の

傳

統

に

輝

く

日

本

の

國

體

が

國

民

に

對

す

る

生

み

の

根

源

た

る

意

義

を

確

保

し

て

ゐ
る
か
ら
で
、
國
民
が
國
家
の
為
に
死
す
る
こ
と
は
直
ち
に
生

ま

れ

た

源

へ

の

復

歸

即

ち

死

を

見

る

こ

と

歸

す

る

が

如

し

と

云

ふ

古

來

日

本

民

族

と

し

て

の

純

情

的

發

露

と

な

つ

て

ゐ

る

か
ら
で
あ
る
二
三

。 

  

「
國
民
が
國
家
の
為
に
死
す
る
こ
と
」
は
「
生
み
の
根
源
」
す
な

わ
ち
「
三
千
年
の
傳
統
に

輝
く
日
本
の
國
體

」
へ

の
回
帰
で
あ
る
。

た
だ
「
外
来
宗
教
」
の
悟
り
は
こ
こ
で
必
要
と
し
な
い
。
当
記
事
に

よ
れ
ば
、
そ
の
回
帰
は
「
宇
宙
の
一
體
た
る
生
命
觀
の
中
に
あ
る
こ

と
を
生
活
と
し
て
味
二
四

」
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
な
、
「
日
々
の

生
活
が
直
ち
に
生
死
を
賭
し
て
ゐ
る
二
五

」
民
衆
の
「
純
情
的
發
露
」

で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
こ
で
い
う
「
生
活
」
と
は
、
玄
洋
社
出
版
の
『
皇

民
十
訓
抄
』
（
一
九
三
八
）
に
よ
れ
ば
、
「
衣
食
住
男
女
の
情
欲
二
六

」

を
意
味
す
る
。 
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信
仰
の
み
を
媒
介
す
る

「
超
越
」
で
は
な

く
、
「

衣
食
住
男
女
の

情
欲
」
と
い
う
世
俗
的
普
遍
性
を
も
含
め
た
「
半
超
越
的
」
価
値
が

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
え
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
天
皇
は
世
界

の
頂
点
に
立
っ
て
世
俗
的

普
遍
性
を
統
轄
す

る
「

半
超
越
的
天
皇
」

存
在
で
あ
り
、
民
衆
は
生
活
を
通
じ
て
そ
の
「
半
超
越
的
」
価
値
に

向
か
っ
て
い
く
存
在
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
稿
で
は
、
玄
洋

社
に
内
在
す
る
天
皇
を
こ
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
「
半
超
越
的
」
で

あ
る
と
す
る
。 

 

３―

２
．
『
臣
民
の
道
』
と
『
皇
民
十
訓
抄
』 

 

玄
洋
社
に
内
在
す
る
天
皇
を
「
半
超
越
的
」
で
あ
る
と
す
る
場
合
、

そ
の
肝
心
な
と
こ
ろ
と
は
何
か
。
そ
れ
は
玄
洋
社
の
「
半
超
越
的
天

皇
」
と
超
越
的
天
皇
の
重
な
る
部
分
と
そ
れ
と
対
を
な
す
部
分
と
は

何
か
、
と
い
う
問
い
に
繋
が
る
。
本
稿
で
は
、
玄
洋
社
の
「
半
超
越

的
天
皇
」
と
超
越
的
天
皇
と
の
重
な
る
部
分
の
中
で
際
立
つ
相
違
点

を
抽
出
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
「
半
超
越
的

天
皇
」
の
肝
心
な
と
こ
ろ
が
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ

ろ
う
。 

 

玄
洋
社
に
内
在
す
る
「
半
超
越
的
天
皇
」
と
超
越
的
天
皇
の
重
な

る

部

分

は

霊

魂

論

的

国

体

観

と

そ

れ

に

関

わ

る

民

衆

の

生

活

に

あ

る
。
そ
こ
で
最
も
異
質
な
部
分
を
取
り
上
げ
る
一
段
階
と
し
て
、
本

稿
で
は
民
衆
の
生
活
の
ほ
う
を
検
討
の
対
象
と
す
る
。
霊
魂
論
的
国

体

観

こ

そ

両

者

に

お

け

る

信

仰

を

比

較

す

る

重

要

な

軸

と

な

る

も

の
の
、
本
稿
は
玄
洋
社
の
序
説
的
研
究
と
し
て
、
ま
ず
は
「
半
超
越

的
天
皇
」
の
世
俗
的
普
遍
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
ま
た
そ
れ
は

玄
洋
社
に
内
在
す
る
「
半
超
越
的
天
皇
」
と
民
衆
が
如
何
に
共
鳴
し
、

「
半
超
越
」
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

本
稿
は
超
越
的
天
皇
と
「
半
超
越
的
天
皇
」
と
の
比
較
を
、
文
部

省
の
『
臣
民
の
道
』
（

一
九
四
一
）
と
玄
洋

社
の
『

皇
民
十
訓
抄
』

（
一
九
三
八
）
か
ら
行
う
。
こ
の
二
つ
の
文
献
は
、
国
家
総
力
戦
の

只

中

で

国

体

に

結

ば

れ

て

い

る

民

衆

の

生

活

を

論

じ

た

も

の

で

あ

る
。 

 

『
臣
民
の
道
』
と
『
皇
民
十
訓
抄
』
に
お
い
て
民
衆
の
生
活
は
、

天

皇

を

媒

介

に

八

紘

一

宇

と

い

う

ス

ロ

ー

ガ

ン

と

緊

密

に

結

び

つ

い
て
い
る
。
八
紘
一
宇
は
『
臣
民
の
道
』
と
大
東
亜
共
栄
圏
の
核
心

的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
り
、
近
衛
内
閣
の
協
力
者
で
あ
る
玄
洋
社
も

例
外
な
く
用
い
て
い
た
。 

 

こ
こ
で
全
く
同
じ
文
字
を
媒
介
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
八

紘
一
宇
は
い
っ
た
い
何
を
換
気
し
て
い
る
の
か
、
を
問
う
こ
と
に
す

る
。
要
す
る
に
全
世
界
的
な
企
画
で
あ
る
八
紘
一
宇
は
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
普
遍
運
動
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
を
超

え
て
い
く
運
動
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
を
確
認
す
る
た
め
、
第
４
節

と
第
５
節
に
お
い
て
『
臣
民
の
道
』
と
『
皇
民
十
訓
抄
』
に
お
け
る

八
紘
一
宇
の
肇
国
精
神
、
天
皇
、
ま
た
民
衆
の
生
活
を
整
理
し
比
較
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す
る
。
特
に
、
肇
国
精
神
と
天
皇
、
ま
た
天
皇
と
民
衆
の
生
活
が
共

鳴
す
る
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。 

 

４
．
『
臣
民
の
道
』
の
場
合
：
超
越
的
天
皇 

 

『
臣
民
の
道
』
は
『
国
体
の
本
義
』（
一
九
三
七
）
に
続
く
政
府
の

公
式
的
国
体
論
で
あ
り
、
民
衆
の
生
活
を
よ
り
強
調
す
る
実
践
的
な

宣
伝
文
書
で
あ
る
。『
臣
民
の
道
』
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。「
皇
國

臣
民
の
道
は
、
國
體
に
淵
源
し
、
天
壌
無
窮
の
皇
運
を
扶
翼
し
奉
る

に
あ
る
。
そ
れ
は
抽
象
的
規
範
に
あ
ら
ず
し
て
、
歴
史
的
な
る
日
常

實
踐
の
道
で
あ
り
、
國
民
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
・
活
動
は
、
す
べ
て
偏

へ
に
皇
基
を
振
起
し
奉
る
こ
と
に
歸
す
る
の
で
あ
る
二
七

」
。
こ
こ
で

民
衆
の
生
活
は
国
体
に
回

帰
す
る
歴
史
的
、

実
践

的
な
道
で
あ
り
、

『
臣
民
の
道
』
に
お
い
て
そ
れ
は
肇
国
精
神
に
繋
が
る
。 

 

肇
国
精
神
は
満
州
事
変
（
一
九
三
一
）
、
志
那
事
変
（
一
九
三
七
）
、

ま
た
日
独
伊
三
国
同
盟
（
一
九
四
〇
）
に
当
た
っ
て
世
界
的
使
命
と

し
て
顕
現
さ
れ
た
。
そ
の
使
命
と
は
「
萬
邦
を
し
て
各
々
そ
の
所
を

得
し
む
る
を
以
つ
て
恆
久
平
和
二
八

」
を
基
本
理
念
と
す
る
八
紘
一
宇

の
実
現
で
あ
る
。
こ
の
世
界
的
使
命
と
民
衆
の
生
活
は
如
何
に
繋
が

っ
て
い
た
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
民
衆
の
生
活
が
如
何
に
肇
国
精

神
と
共
鳴
し
て
い
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
循
環
的
問
い
を
解
く
た
め
以

下
の
よ
う
に
再
問
し
て
み
よ
う
。
つ
ま
り
肇
国
精
神
と
天
皇
の
共
鳴
、

ま
た
そ
れ
と
民
衆
の
生
活
は
如
何
に
共
鳴
し
得
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
節
で
は
こ
れ
ら
の
問
い
に
基
づ
い
て
『
臣
民

の
道
』
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。 

 

ま
ず
、
肇
国
精
神
と
天

皇
の
共
鳴
を
説
明

す
る

た
め
、
『
臣
民
の

道
』
の
い
う
肇
国
精
神
を

検
討
し
て
み
よ
う

。
「
我

が
國
は
、
皇
祖

天
照
大
神
が
皇
孫
瓊
瓊
杵
ノ
尊
に
神
勅
を
授
け
、
こ
の
豐
芦
原
の
瑞

穗
の
國
に
降
臨
せ
し
め
給
ひ
し
よ
り
、
萬
世
一
系
の
天
皇
、
皇
祖
の

神
勅
を
奉
じ
て
永
遠
に
し
ろ
し
め
し
給
ふ
。
臣
民
は
億
兆
心
を
一
に

し
て
忠
孝
の
大
道
を
履
み
、
天
業
を
翼
賛
し
奉
る
。
萬
古
不
易
の
我

が
國
體
は
こ
こ
に
燦
と
し
て
耀
い
て
ゐ
る
二
九

」
。
皇
孫
瓊
瓊
杵
尊
の

神
勅
へ
の
奉
り
が
天
皇
を
万
世
一
系
の
存
在
と
し
、
臣
民
の
「
忠
孝

の
大
道
」
、
ま
た
国
体

に
ま
で
繋
が
る
。
し

か
し
、

神
勅
の
み
で
は

こ
の
名
高
い
肇
国
精
神
の

永
遠
性
が
十
分
に

理
解

で
き
な
い
。
『
臣

民
の
道
』
の
肇
国
精
神
に
は
こ
の
執
拗
な
連
続
を
正
当
化
す
る
た
め
、

よ
り
強
力
な
装
置
が
備
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
天
照
大
神
の
「
大

御
心
」
と
い
う
超
越
的
装
置
で
あ
る
。 

 

肇
国
精
神
に
お
い
て
最
も
重
要
な
の
は
、
天
照
大
神
を
め
ぐ
る
神

勅
の
背
景
で
あ
る
。
天
照
大
神
は
、
伊
邪
那
岐
と
伊
邪
那
美
の
「
天

ツ
神
諸
々
の
み
こ
と
も
ち
て
こ
の
漂
へ
る
國
の
修
理
固
成
三
〇

」
と
共

に
生
ま
れ
る
。
ま
た
「
天
照
大
神
は
高
天
ノ
原
の
神
々
を
始
め
、
二

尊
の
生
ま
せ
ら
れ
た
國
土
を
愛
護
し
、
群
品
を
撫
育
し
、
生
成
發
展
せ

し
め
給
ふ
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
大
御
業
を
天
壤
と
共
に
窮
ま
り

な
く
弥
榮
え
に
榮
え
し
め
給
は
ん
と
し
て
、
皇
孫
瓊
瓊
杵
ノ
尊
三
一

」
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の
神
勅
を
授
け
ら
れ
た
。
こ
の
神
勅
の
背
景
に
は
天
照
大
神
の
「
大

御
心
」
が
あ
る
。
こ
の
「
大
御
心
」
の
超
越
性
は
天
照
大
神
と
そ
の

生
み
が
絶
対
的
超
越
者
で

あ
る
こ
と
に
留
ま

ら
ず
、
「
國
土
を
愛
護

し
、
群
品
を
撫
育
し
、
生
成
發
展
」
さ
せ
る
心
情
の
性
格
も
超
越
的

に
決
め
ら
れ
て
い
た
。
超
越
的
な
「
大
御
心
」
が
万
世
一
系
の
天
皇

と
臣
民
、
ま
た
国
体
に
ま
で
継
が
れ
る
肇
国
精
神
の
根
幹
と
な
っ
て

い
た
。
な
ら
ば
、
「
大

御
心
」
を
根
幹
と
す

る
肇
国

精
神
と
天
皇
は

如
何
に
共
鳴
し
得
た
の
か
。
こ
れ
は
『
臣
民
の
道
』
が
、
天
皇
は
万

世
一
系
の
超
越
的
存
在
で
あ
る
、
と
す
る
根
拠
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。 

 

歴

代

の

天

皇

が

発

し

て

い

た

神

勅

は

そ

れ

ぞ

れ

が

相

違

し

て

い

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
勅
は
八
紘
一
宇
の
実
現
に
民
衆
を
動
員

さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
関
し
て
『
臣
民
の
道
』
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。
「
歴

代
の
天
皇
は
天
照
大

神
の
御

心
を
以
つ
て
御

心
と
し
、
大
神
と
御
一
體
と
な
ら
せ
給
ひ
、
現
御
神
と
し
て
下
萬
民

を
統
べ
し
ら
し
給
ふ
。
即
ち
皇
祖
の
御
心
の
ま
に
ま
に
天
業
を
恢
弘

し
給
ひ
、
臣
民
を
赤
子
と
し
て
愛
撫
せ
ら
れ
、
そ
の
協
翼
に
倚
藉
し

て
皇
猷
を
弘
め
ん
と
思
し
召
さ
れ
る
三
二

」
。
こ
こ
で
天
皇
は
「
大
御

心
」
の
体
現
者
で
あ
る
。
歴
代
の
天
皇
が
「
天
照
大
神
の
「
御
心
」
」

を
以
て
「
大
神
と
御
一
體
」
し
、
現
人
神
と
し
て
民
衆
の
前
に
君
臨

す
る
。
つ
ま
り
天
皇
に
よ
る
各
々
の
神
勅
に
は
「
大
御
心
」
が
貫
い

て
い
た
こ
と
を
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

。
天

皇
の
「
大
御
心
」

の
体
現
は
、
す
な
わ
ち
肇
国
精
神
と
の
一
体
化
を
意
味
し
、
天
皇
は

超
越
的
存
在
で
あ
る
と
す
る
『
臣
民
の
道
』
の
根
拠
が
こ
こ
で
実
現

さ
れ
る
。 

 

ま
た
こ
の
超
越
的
天
皇
の
「
神
を
祀
ら
せ
ら
れ
る
こ
と
と
政
を
み

そ
な
は
せ
給
ふ
こ
と
と
は
、
そ
の
根
本
に
於
い
て
一
で
あ
る
。
こ
こ

に
天
皇
の
御
敬
神
は
そ
の
ま
ま
に
愛
民
の
御
政
治
と
な
る
。
こ
れ
祭

政
一
致
の
我
が
國
體
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
三
三

」
。
こ
れ
は
、

祭

祀

を

媒

介

に

超

越

的

天

皇

と

肇

国

精

神

は

一

体

化

し

、

そ

れ

が

「
愛
民
の
御
政
治
」
に
そ
の
ま
ま
繋
が
っ
て
い
る
構
造
で
あ
る
。
祭

祀
は
天
皇
を
「
大
御
心
」
の
体
現
者
、
つ
ま
り
超
越
的
存
在
と
す
る

最
も
重
要
な
行
い
で
あ
り

、
ま
た
そ
れ
に
よ

る
「

愛
民
の
御
政
治
」

は
「
國
土
を
愛
護
し
、
群
品
を
撫
育
し
、
生
成
發
展
」
さ
せ
る
「
大

御
心
」
に
よ
っ
て
超
越
的
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ

ら
に
こ
の
よ
う
な
「
祭
政
一
致
」
は
天
皇
と
臣
民
、
ま
た
国
体
へ
の

連
続
を
強
引
に
正
当
化
し
て
い
た
。 

 

歴
代
の
天
皇
は
皇
祖
の
神
裔
で
あ
ら
せ
ら
れ
、
皇
祖
と
天
皇
と

は
御
親
子
の
關
係
に
あ
ら
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
天
皇
と
臣
民
と

の
關
係
は
、
義
は
君

臣
に
し
て
情
は

父
子
で
あ
る

。
神
と
君
、

君
と
臣
と
は
ま
さ
に
一
體
で
あ
り
、
そ
こ
に
敬
神
崇
祖
、
忠
孝

一
本
の
道
の
根
基
が
あ
る
。
か
か
る
國
體
に
し
て
、
よ
く
永
遠

に
生
成
發
展
し
て
天
地
と
竝
び
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於

い
て
國
體
は
國
民
の
規
範
と
な
り
、
生
成
は
天
業
翼
賛
の
行
と
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し
て
實
現
せ
ら
れ
る
。
永
遠
な
る
も
の
、
無
窮
な
る
も
の
こ
そ
、

眞
理
の
實
相
で
あ
り
、
我
等
の
生
命
の
根
源
で
あ
る
三
四

。 

  

「
皇
祖
と
天
皇
と
は
御
親
子
の
關
係
」
の
連
続
は
、
超
越
的
天
皇

と
臣
民
を
父
子
関
係
で
あ

る
と
す
る
連
続
と

な
っ

て
い
る
。
「
神
と

君
、
君
と
臣
と
は
ま
さ
に
一
體
」
で
あ
る
こ
と
は
「
敬
神
崇
祖
」
か

ら
な
る
「
忠
孝
一
本
」
の

体
現
で
あ
る
。
要

す
る

に
「
敬
神
崇
祖
」

を
媒
介
に
「
大
御
心
」
は
天
皇
と
民
衆
の
間
に
お
い
て
「
忠
孝
一
本
」

と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
「
忠
孝
一
本
」
の
「
孝
」

は
超
越
的
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
を
気
付
か

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
家
で
の
父
子
関
係

は
自
然
な
人
情
で

は
な

く
「
敬
神
崇
祖
」

を
媒
介
に
、
超
越
的
な
「
忠
孝
一
本
」
す
な
わ
ち
「
大
御
心
」
に
連

続
し
て
い
く
。
超
越
的
な
「
忠
孝
一
本
」
が
充
満
す
る
国
体
、
ま
た

そ
れ
自
体
が
「
國
民
の
規
範
と
な
り
、
生
成
は
天
業
翼
賛
の
行
と
し

て
實
現
せ
ら
れ
」「
生
命
の
根
源
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

民

衆

の

生

活

に

お

い

て

こ

の

よ

う

な

連

続

が

ど

の

よ

う

に

具

現

さ

れ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。 

 

『
臣
民
の
道
』
に
お
い
て
民
衆
は
皇
運
扶
翼
の
「
み
こ
と
」
持
ち

で
生
ま
れ
た
も
の
の
、
は
じ
め
か
ら
完
璧
な
皇
国
の
臣
民
で
は
な
か

っ
た
。
「
皇
國
臣
民
の

生
活
は
各
々
そ
の
分

に
生
き

、
そ
の
分
を
通

じ
て
常
に
國
家
奉
仕
の
ま
こ
と
を
致
し
、
皇
運
を
扶
翼
し
奉
る
こ
と

を
根
本
精
神
と
す
る
。
こ
の
精
神
に
立
脚
し
て
不
斷
の
修
練
を
重
ね

る
と
こ
ろ
に
、
臣
民
の
道
が
成
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
三
五

」
。
民
衆
が

皇
国
臣
民
に
な
る
た
め
に
は
「
不
斷
の
修
練
」
が
家
の
生
活
に
お
い

て
要
求
さ
れ
る
。
な
か
で
も
「
皇
運
を
扶
翼
し
奉
る
」「
敬
神
崇
祖
」

が
特
に
強
調
さ
れ
、
家
は
「
大
御
心
」
す
な
わ
ち
「
忠
孝
一
本
」
を

体
現
す
る
超
越
的
な
場
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

家
の
生
活
に
於
い

て
は
、
衣
食
住

の
質
素
を
尚

ぶ
と
共
に
、

物
資
を
愛
護
す
る
風

を
徹
底
せ
し
め

る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。

剛
健
な
る
精
神
は
簡
素
な
る
生
活
の
中
に
養
は
れ
、
奢
侈
贅
澤

に
よ
つ
て
害
な
は
れ
る
。
我
が
國
に
あ
つ
て
は
古
來
質
素
を
重

ん
ず
る
風
が
強
く
、
物
資
を
尊
重
愛
護
し
自
然
に
感
謝
す
る
念

が
厚
か
つ
た
。
即
ち
山
川
草
木
は
す
べ
て
神
の
生
み
給
ふ
と
こ

ろ
で
あ
り
、
國
民
と
祖
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
し
て
、
古
來
自
然

を
單
な
る
自
然
と
は
認
め
て
ゐ
な
い
。
我
等
の
生
活
資
料
は
す

べ
で
神
よ
り
頂
く
も
の
と
し
て
神
に
感
謝
し
、
從
つ
て
ま
た
自

然
に
對
し
て
も
生
産
者
に
對
し
て
も
感
謝
す
る
の
で
あ
る
三
六

。 

  

以
上
の
よ
う
な
家
の
生
活
で
は
「
衣
食
住
男
女
の
欲
情
」
と
い
う

世
俗
的
普
遍
性
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
、
こ
の
点
こ
そ
「
半
超
越
的

天
皇
」
の
世
界
観
と
の
確
然
た
る
相
違
点
で
あ
る
。
超
越
的
天
皇
の

世
界
観
に
お
い
て
「
山
川
草
木
は
す
べ
て
神
の
生
み
」
で
あ
り
、「
國

民
と
祖
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
し
て
、
古
來
自
然
を
單
な
る
自
然
と
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は
認
め
て
ゐ
な
い
」
。

ま
た
超
越
的
な
自
然

を
資
源

と
す
る
生
活
で

は
「
自
ら
報
恩
感
謝
の
念
が
滲
み
出
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
我
が
國
民

本
來
の
心
情
で
あ
る
三
七

」
と
い
う
。
こ
の
「
國
民
本
來
の
心
情
」
は
、

神
と
天
皇
の
「
大
御
心
」

す
な
わ
ち
天
皇
と

民
衆

の
「
忠
孝
一
本
」

と
な
る
。
自
然
に
対
す
る
「
國
民
本
來
の
心
情
」
は
、
自
然
の
産
み

で
あ
る
神
へ
の
「
大
御
心
」
と
な
り
、
ま
た
自
然
と
祖
先
は
同
根
で

あ
る
が
所
以
に
孝
は
超
越
的
と
な
り
、
よ
っ
て
超
越
的
な
「
忠
孝
一

本
」
も
完
成
さ
れ
る
。
こ
こ
で
民
衆
は
「
大
御
心
」
と
「
忠
孝
一
本
」

を
繋
ぐ
天
皇
を
生
活
に
お
い
て
「
敬
神
崇
祖
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
國
民
本
來
の
心
情
」
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
「
國

民
本
來
の
心
情
」
は
、
肇
国
精
神
と
天
皇
の
共
鳴
、
ま
た
そ
れ
と
民

衆

の

生

活

と

の

共

鳴

で

あ

っ

た

と

言

え

よ

う

。

こ

の

よ

う

に

し

て

『
臣
民
の
道
』
が
具
体
的
か
つ
歴
史
的
で
あ
る
と
す
る
民
衆
の
生
活

は
、
実
に
超
越
的
な
生
活
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

『
臣
民
の
道
』
に
お
い
て
八
紘
一
宇
の
「
萬
邦
を
し
て
各
々
そ
の

所
を
得
し
む
る
を
以
つ
て
恆
久
平
和
」
は
民
衆
の
生
活
に
繋
が
っ
て

い
た
。
民
衆
の
「
敬
神
崇
祖
」
の
生
活
化
は
「
大
御
心
」
す
な
わ
ち

「
忠
孝
一
本
」
の
実
践
と
な
る
。
そ
の
実
践
は
『
国
体
の
本
義
』
に

よ
れ
ば
、
「
国
の
和
が

實
現
せ
ら
れ
る
」
こ

と
で
あ

り
、
そ
の
た
め

に
は
「
国
民
各
々
が
そ
の
分
を
竭
く
し
、
分
を
発
揚
す
る
よ
り
外
は

な
い
三
八

」
と
い
う
。
ま
た
こ
の
「
国
の
和
」
と
は
「
天
皇
の
聖
徳
と

国
民
の
臣
節
と
は
互
に
融
合
し
て
、
美
し
い
和
を
な
し
て
ゐ
る
三
九

」

こ
と
で
も
あ
る
。
国
民
各
々
の
異
な
る
職
分
は
、
そ
の
深
層
が
「
大

御
心
」
す
な
わ
ち
「
忠
孝
一
本
」
に
よ
り
結
ば
れ
て
「
国
の
和
が
實

現
」
さ
れ
る
。
超
越
的
天
皇
に
よ
る
八
紘
一
宇
も
こ
の
よ
う
な
構
造

か
ら
説
明
で
き
る
。
つ
ま
り
「
萬
邦
を
し
て
各
々
そ
の
所
を
得
し
む

る
」
こ
と
は
、
そ
の
深
層

が
「
大
御
心
」
す

な
わ

ち
「
忠
孝
一
本
」

に
よ
り
結
ば
れ
て
八
紘
一
宇
の
「
恆
久
平
和
」
が
実
現
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
『
臣
民
の
道
』
は
世
界
の
頂
点
に
超
越
的

天
皇
を
立
た
せ
て
「
大
御
心
」
を
普
遍
化
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は

超

越

的

天

皇

を

頂

点

に

す

る

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

の

普

遍

運

動

で

あ

っ
た
。 

 

５
．
『
皇
民
十
訓
抄
』
の
場
合
：
「
半
超
越
的
天
皇
」  

 

昭
和
十
三
年
八
月
一
日
『
玄
洋
』
は
『
皇
民
十
訓
抄
』
を
次
の
よ

う
に
紹
介
す
る
。
「
時

局
に
處
す
る
の
方
途

を
選
び

國
民
精
神
總
動

員

運

動

の

前

線

に

立

ち

以

て

現

下

時

局

に

應

ず

る

玄

洋

社

の

大

方

針
を
闡
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
四
〇

」
。
玄
洋
社
は
国
民
精
神
総

動
員
運
動
（
一
九
三
七
）
、
大
政
翼
賛
会
（
一
九
四
〇
）
、
大
東
亜
共

栄
圏
へ
の
協
力
に
よ
っ
て

、
超
国
家
主
義
の

形
容

が
付
け
ら
れ
る
。

た
だ
、
玄
洋
社
を
超
国
家
主
義
と
す
る
立
場
は
玄
洋
社
と
民
衆
の
共

鳴
を
把
握
し
た
も
の
の
、
そ
の
共
鳴
に
お
け
る
感
覚
的
、
非
合
理
的
、

世
俗
的
普
遍
性
へ
の
理
解
は
全
く
な
か
っ
た
。 

 

『
臣
民
の
道
』
の
場
合
、
超
越
的
天
皇
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
普



自然と実学   第 8号・2023年 12月 

 

 

 

64 

遍
運
動
の
頂
点
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
玄
洋
社
の
場
合
は
、
ナ
シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

を

超

え

て

い

く

世

俗

的

普

遍

運

動

の

頂

点

に

天

皇

が

立
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
天
皇
は
超
越
的
で
は
な
く
、
ま
た
信
仰
の
み

を
媒
介
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
え
て
い
く
「
超
越
」
的
存
在
で
も

な
い
。
玄
洋
社
に
内
在
す
る
天
皇
は
「
衣
食
住
男
女
の
情
欲
」
の
世

俗
的
普
遍
性
を
含
ん
で
い
る
「
半
超
越
的
」
な
存
在
と
し
て
世
界
の

頂
点
に
立
つ
。
本
節
で
は
、
玄
洋
社
に
内
在
す
る
天
皇
が
「
半
超
越

的
」
で
し
か
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
か
で
も
「
半
超
越
的

天
皇
」
と
民
衆
は
如
何
に
共
鳴
し
得
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
如
何
に

し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
え
よ
う
と
し
た
の
か
、
を
中
点
的
に
答

え
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
『
皇
民
十
訓
抄
』
の
い
う
「
肇
国

精
神
」
を
確
認
し
て
み
よ
う
。 

 

 

陰
陽
二
神
は
、
世
界
の
種
實
と
な
つ
て
、
陽
は
餘
る
所
あ
り
、

陰
は
足
ら
ざ
る
處
あ
る
を
お
互
い
に
相
補
つ
て
、
世
界
を
化
成

し
、
萬
物
を
化
成
し
、
人
類
を
化
成
し
た
と
云
ふ
の
が
、
我
大

古
の
神
話
に
よ
り
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
意
味
が
即
ち
、
既
に

人
間
共
存
の
大
主
義
を
喝
破
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
も
二
神

は
、
現
在
の
人
間
と
格
物
で
は
な
い
。〔…

〕
神
も
人
も
乃
至
草

木
、
禽
獸
、
虫
魚
、
鱗
介
の
如
き
生
氣
あ
る
も
の
と
し
て
、
世

に
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
勿
論
、
風
も
、
火
も
、
水
も
、
土
石
も
、

日
本
人
の
信
ず
る
處
で
は
そ
の
形
こ
そ
異
な
れ
、
全
生
命
體
の

一
部
分
と
し
て
吾
々
人
間
と
一
連
の
も
の
で
あ
る
。
是
れ
が
神

徳
、
人
徳
は
同
揆
の
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
所
以
で
あ
る
。
四
一 

  

玄
洋
社
の
「
肇
国
精
神
」
は
、
作
為
的
な
超
越
性
を
一
切
認
め
な

い
世
界
観
で
あ
る
。
陰
陽
二
神
の
伊
邪
那
岐
と
伊
邪
那
美
も
「
現
在

の
人
間
と
格
物
で
は
な
」
く
、
す
べ
て
は
「
全
生
命
體
の
一
部
分
と

し
て
吾
々
人
間
と
一
連
の

も
の
で
あ
る
」
。

こ
の
よ

う
な
「
肇
国
精

神
」
に
は
絶
対
的
超
越
者
が
存
在
す
る
余
地
は
な
く
、『
臣
民
の
道
』

の
い
う
超
越
的
な
「
大
御
心
」
の
強
引
な
結
び
付
き
は
ど
こ
に
も
存

在
し
な
い
。
た
だ
、
宇
宙

の
生
成
消
滅
を
説

明
す

る
陰
陽
の
原
理
、

そ
の
有
機
体
的
な
秩
序
に
す
べ
て
が
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
天
皇

は
全
生
命
体
の
一
部
分
で
あ
り
、
神
も
天
皇
も
人
間
も
同
様
の
存
在

と
な
る
。 

 

玄
洋
社
の
「
肇
国
精
神
」
で
は
、
陰
陽
の
原
理
に
よ
っ
て
す
べ
て

が
有
機
的
に
結
ば
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
天
皇
も
例
外
な
く
そ
の
秩

序
の
支
配
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
天
化
の
大
則
と
は
、

天
化
自
然
に
四
時
の
化
育
が
あ
つ
て
人
間
よ
り
、
禽
獸
草
木
に
至
る

迄
皆
其
化
育
の
大
則
、
即

ち
法
則
順
序
が
あ

る
。
〔…

〕
そ
の
順
序

大
則
に
従
ふ
は
、
神
代
よ
り
人
間
一
定
の
歸
着
點
で
あ
る
。
こ
の
自

然
率
に
は
個
人
も
、
家
庭
も
、
國
家
も
、
そ
の
支
配
を
受
け
ね
ば
な

ら
ぬ
四
二

」
。
要
す
る
に
「
天
化
の
大
則
」
す
な
わ
ち
陰
陽
の
有
機
体

的
秩
序
は
個
人
、
家
庭
、
国
家
の
統
治
原
理
と
な
り
、
そ
れ
は
ま
た
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「
肇
国
精
神
」
に
お
け
る
「
人
間
共
存
の
大
主
義
」
を
意
味
す
る
。

『
皇
民
十
訓
抄
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
天
化
の
大
則
」
の
政

治
領
域
へ
の
支
配
は
、
天
皇
に
そ
の
重
大
な
役
割
が
担
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
そ
れ
と
は
、
天
皇
の
「
祭
政
一
致
」
の
役
割
で
あ
る
。 

 

 

由
來
我
國
に
、
神
嘗
祭
、
新
嘗
祭
の
あ
る
の
は
、
遼
遠
な
古

代
に
於
い
て
我
が
皇
祖
が
、
人
類
の
要
求
す
る
所
、
衣
食
住
男

女
の
情
慾
を
滿
足
し
て
、
其
生
活
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ

る
こ
と
を
識
破
せ
ら
れ
、
五
穀
の
種
子
を
以
て
、
之
を
水
田
陸

田
に
植
ゑ
付
け
ら
れ
、
そ
の
秋
穫
の
成
功
を
天
に
告
げ
ら
れ
た

の
が
濫
觴
で
あ
る
。
四
三 

  

「
祭
政
一
致
」
の
最
も
の
目
的
は
、
民
衆
の
生
活
機
能
を
維
持
す

る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
天
皇
は
「
衣
食
住
男
女
の
情
慾
」
を
洞
察

し
「
其
生
活
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
識
破
」
し
て
「
天
に
告
げ
」
る
。

ま
た
こ
の
「
祭
政
一
致
」

の
基
本
は
「
天
化

の
大

則
に
率
由
し
て
、

生
命
あ
る
民
族
が
そ
の
生
活
機
能
を
維
持
し
、
そ
の
共
存
の
福
祉
を

進
め
て
四
四

」
い
く
こ
と
に
あ
る
。
要
す
る
に
「
祭
政
一
致
」
は
「
衣

食
住
男
女
の
情
欲
」
と
「

天
化
の
大
則
」
が

「
生

活
機
能
を
維
持
」

す
る
次
元
に
達
し
た
際
に
可
能
に
な
る
。
ま
た
そ
の
次
元
は
「
自
然

に
出
來
た
風
俗
が
繼
續
的
に
、
同
一
の
場
合
に
同
一
の
こ
と
を
繰
返

さ
る
ゝ
」
慣
例
と
「
慣
例
の
一
歩
を
進
め
た
」
典
礼
に
繋
が
っ
て
い

た
四
五

。
『
皇
民
十
訓
抄
』
に
お
い
て
天
皇
は
、
民
衆
の
「
衣
食
住
男

女
の
情
欲
」
の
世
俗
的
普
遍
性
を
洞
察
す
る
。
天
皇
は
そ
の
世
俗
的

普
遍
性
に
基
づ
く
政
治
を
図
る
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
秩
序
は

「
天
化
の
大
則
」
と
決
し
て
反
す
る
こ
と
の
な
い
有
機
体
的
な
も
の

で
あ
り
、
世
俗
的
普
遍
性
に
基
づ
く
「
人
間
共
存
の
大
主
義
」
で
あ

る
。 

 

た
だ
、
こ
こ
で
天
皇
は
「
無
為
」
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
天
皇
の
「
民
の
赴
を
明
察
し
給
ひ
て
制
定
し
給
へ
る
も
の
が
、

民
の
公
例
と
す
る
處
に
寸
毫
も
違
は
な
か
つ
た
か
ら
、
無
為
に
し
て

天
の
化
言
を
賛
け
給
ふ
こ
と
ゝ
も
な
り
て
、
愈
々
無
窮
の
皇
運
を
啓

か
し
め
給
へ
た
の
で
あ
る
四
六

」
。「
衣
食
住
男
女
の
情
欲
」
＝
「
祭
政

一
致
」
＝
「
天
化
の
大
則

」
、
の
内
容
に
天

皇
が
独

断
的
に
関
与
す

る
余
地
は
な
い
。
つ
ま
り
、
天
皇
は
「
無
為
」
で
あ
る
た
め
「
天
化

の
大
則
」
す
な
わ
ち
「
衣
食
住
男
女
の
情
欲
」
の
そ
の
ま
ま
を
政
治

秩
序
化
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
。
『
皇

民
十
訓

抄
』
は
、
歴
史

の

古

さ

と

超

越

性

に

よ

っ

て

天

皇

を

正

当

化

し

て

い

る

の

で

は

な

い
。
玄
洋
社
に
内
在
す
る
天
皇
は
「
天
化
の
大
則
」
の
有
機
体
的
秩

序
を
、
民
衆
の
世
俗
的
普
遍
性
に
よ
り
実
現
し
た
存
在
と
し
て
秩
序

の
頂
点
に
立
っ
て
い
た
。 

 
こ
こ
で
昭
和
十
七
年
一
月
二
一
日
『
玄
洋
』
の
記
事
を
確
認
し
て

み
よ
う
。 
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宇

宙

間

の

新

羅

萬

象

皆

自

然

に

支

配

さ

れ

て

ゐ

る

こ

と

は

今

更
事
新
し
く
申
し
述
べ

る
迄
も
な
い
こ
と

で
あ
る
。
〔…

〕
自
然

の
現
象
は
千
万
年
に
至
っ
て
も
變
ら
な
い
の
で
あ
る
。
民
族
に
於

い

て

も

又

同

様

自

然

の

支

配

節

理

に

基

づ

き

各

々

其

所

を

得

て

生
存
し
繁
榮
す
る
も
の

で
あ
る
。
〔…

〕
吾
日
本
は

天
の
命
ず
る

儘

に

即

ち

神

意

に

従

ひ

世

界

中

の

被

壓

迫

民

族

を

救

出

す

る

為

め
蹶
然
奮
起
し
て
神
な
が
ら
の
道
を
形
に
表
し
、
海
に
陸
に
空
に

鬼

神

の

如

く

奮

戦

米

英

を

し

て

再

び

立

つ

能

は

ざ

る

迄

に

撃

滅

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
〔…
〕
然
ら
ば

神
の
道
と
は

何
か
、
そ
れ

は
誠
で
あ
る
。
何
事
も
自
然
に
逆
肝
要
至
誠
以
て
事
に
當
る
こ
と

が
最
も
は
ず
で
あ
る
。
自
然
に
従
ひ
至
誠
を
以
て
各
民
族
を
指
導

し

各

民

族

を

指

導

し

各

々

其

の

所

を

得

せ

し

む

る

時

に

初

め

て

共

存

共

榮

の

實

が

擧

が

り

東

亜

共

榮

圈

が

完

成

せ

ら

れ

八

紘

一

宇
の
理
想
が
顯
現
せ
ら
る
ゝ
の
で
あ
る
。
四
七 

  

『
皇
民
十
訓
抄
』
の
い
う
「
天
化
の
大
則
」
の
政
治
秩
序
化
、
つ

ま
り
そ
れ
が
「
人
間
共
存
の
大
主
義
」
と
な
る
構
造
を
こ
こ
で
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
宇
宙
間
の
新
羅
萬
象
皆
自
然
に
支
配
さ
れ
」

「
民
族
に
於
い
て
も
又
同
様
自
然
の
支
配
節
理
に
基
づ
き
各
々
其
所

を
得
て
生
存
し
繁
榮
す
る
」
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、「
天
化
の
大
則
」

に
す
べ
て
が
支
配
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
と
同
様
の
「
衣
食
住
男
女
の
情

欲
」
に
基
づ
い
て
「
人
間
共
存
の
大
主
義
」
と
な
る
構
造
で
あ
ろ
う
。 

 

「
各
々
其
所
を
得
て
生
存
し
繁
榮
す
る
」「
八
紘
一
宇
」
の
理
想
は
、

玄
洋
社
に
よ
れ
ば
、
日
本
一
国
の
塗
り
潰
し
で
は
な
い
。
玄
洋
社
の

「
八
紘
一
宇
」
は
「
自
然
の
支
配
節
理
」
、
「
天
化
の
大
則
」
の
有
機

体
的
秩
序
に
よ
る
支
配
で

あ
っ
た
。
「
各
國

發
達
の

歴
史
は
、
必
ず

し
も
同
一
で
は
あ
る
ま
い
。
是
れ
が
各
國
の
民
情
に
多
少
の
相
違
あ

る
所
以
で
、
民
情
に
相
違
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
相
當
す
べ
き
法
制
を

敷
か
な
け
れ
ば
な
ら
四
八

」
な
い
。
こ
れ
は
「
衣
食
住
男
女
の
欲
情
」

と
い
う
深
層
の
次
元
、
世
俗
的
普
遍
性
に
よ
っ
て
世
界
が
結
ば
れ
て

い
る
た
め
可
能
な
発
想
で
あ
る
。
玄
洋
社
の
「
八
紘
一
宇
」
は
「
衣

食
住
男
女
の
欲
情
」
の
世
俗
的
普
遍
性
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超

え
て
い
く
。
つ
ま
り
そ
れ
は
信
仰
の
み
を
媒
介
に
す
る
「
超
越
」
で

は
な
く
、
世
俗
的
普
遍
性
を
含
む
「
半
超
越
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
。

玄
洋
社
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
八
紘
一
宇
」
は
天
皇
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
る
。
天
皇
は
「
天
化
の
大
則
」
の
有
機
体
的
秩
序
を
、
民

衆

の

世

俗

的

普

遍

性

に

よ

り

実

現

し

た

存

在

と

し

て

秩

序

の

頂

点

に
立
つ
。
天
皇
は
「
衣
食
住
男
女
の
欲
情
」
の
世
俗
的
普
遍
性
を
管

轄
し
、
そ
れ
を
政
治
秩
序
化
す
る
こ
と
よ
っ
て
「
半
超
越
的
」
存
在

と
な
る
。
ま
た
そ
の
秩
序
と
は
「
宇
宙
間
の
新
羅
萬
象
」
に
お
け
る

「
自
然
の
支
配
節
理
」
で
あ
り
、
よ
っ
て
「
半
超
越
的
天
皇
」
は
世

界
の
頂
点
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
玄
洋
社
に
内
在
す
る
天
皇

は
、
世
俗
的
普
遍
性
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
え
い
く
「
半

超
越
的
」
存
在
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 
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「
半
超
越
的
天
皇
」
が
頂
点
に
立
っ
て
い
る
以
上
の
よ
う
な
世
界

に
お
い
て
、
民
衆
も
ま
た

そ
の
世
俗
的
普
遍

性
に

共
鳴
し
て
い
た
。

「
半
超
越
的
天
皇
」
の
世
界
を
支
配
し
て
い
る
の
は
「
天
化
の
大
則
」

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
「
衣
食
住
男
女
の
欲
情
」
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
「
天
化
の
大
則

に
率
由
し
て
、
生
命

あ
る
民

族
が
そ
の
生
活

機
能
を
維
持
し
、
そ
の
共

存
の
福
祉
を
進
め

て
ゆ

く
と
云
ふ
の
が
、

人
間
生
ま
れ
付
き
の
本
性
、
即
ち
言
換
ゆ
れ
ば
純
性
四
九

」
で
あ
る
。

民
衆
は
生
活
上
の
「
衣
食
住
男
女
の
情
欲
」
を
充
実
に
す
る
こ
と
で

「
純
性
」
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
天
化
の
大
則
」

へ
の
共
鳴
で
あ
る
一
方

、
「
飮
食
男
女
の
慾

は
、
社

會
共
存
の
大
道

に
照
ら
し
て
、
そ
の
範
規
を
破
る
如
き
も
の
は
、
之
を
斥
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
五
〇

」
。
民
衆
は
「
衣
食
住
男
女
の
情
欲
」
に
よ
っ
て
「
人

間
共
存
の
大
主
義
」
の
秩
序
を
形
成
す
る
一
方
、
ま
た
そ
れ
が
「
衣

食
住
男
女
の
情
欲
」
を
限
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
民
衆
は
世
俗

的
普
遍
性
か
ら
政
治
に
関
わ
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
民
衆
は
「
衣
食
住

男
女
の
欲
情
」
の
世
俗
的
普
遍
性
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
え
て

い
く
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
民
衆
の
生
活
は
そ
の
秩
序
の
頂
点
に
立

っ
て
い
る
「
半
超
越
的
天
皇
」
に
共
鳴
し
て
い
た
。 

 

さ
ら
に
「
超
越
的
天
皇
」
を
頂
点
に
す
る
民
衆
の
生
活
は
、
決
し

て
抽
象
的
か
つ
超
越
的
な
道
徳
の
実
践
で
は
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て

玄
洋
社
の
理
事
長
・
美
和
作
次
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

 

大

自

然

の

萬

古

不

易

の

理

法

を

確

實

に

知

覺

す

る

こ

と

は

〔…

〕
五
官
に
感
觸
な
く
只
第
六
官
の
意
識
と
そ
の
允
許
を
受

け
て
居
る
間
の
み
悟
り
ま
た
は
信
じ
、
意
識
が
消
へ
去
れ
ば
悟

り
も
信
仰
も
同
時
に

消
へ
失
せ
て
し

も
う
も
の
と

は
異
な
り
、

手
に
觸
れ
、
目
に
視
、
或
は
味
ひ
嗅
ぎ
聞
き
得
て
眞
實
を
慥
め
、

存

在

も

理

法

も

智

覺

感

應

に

し

て

確

實

に

理

解

し

得

る

の

で

あ
る
か
ら
、
消
失
又
は
冷
却
す
る
こ
と
の
あ
り
よ
う
譯
が
な
い
、

此

處

に

終

生

不

易

の

理

解

あ

る

體

得

と

信

仰

が

成

立

す

る

の

で
あ
る
。
五
一 

  

「
大
自
然
の
萬
古
不
易
の
理
法
」
は
五
官
の
感
触
、
「
智
覺
感
應
」

に
よ
っ
て
体
得
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
「
天
化
の
大
則
」
は

「
衣
食
住
男
女
の
欲
情
」
に
よ
っ
て
確
実
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
。
「
大
自
然
の
萬
古
不
易

の
理
法
」
、
「

天
化
の
大

則
」
は
修
練
に

よ
っ
て
悟
り
得
る
宗
教
体
験
で
は
な
く
、
感
覚
に
よ
っ
て
体
得
で
き

る
秩
序
で
あ
る
。
民
衆
は
「
衣
食
住
男
女
の
欲
情
」
を
以
て
非
合
理

的
か
つ
感
覚
的
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
え
て
い
く
。
ま
た
そ
れ
は

信
仰
の
み
を
媒
介
に
す
る
「
超
越
」
で
は
な
く
、「
手
に
觸
れ
、
目
に

視
、
或
は
味
ひ
嗅
ぎ
聞
き

得
」
る
「
半
超
越

的
」

実
践
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
「
天
化
の
大
則
」
の
「
人
間
共
存
の
大
主
義
」
へ
の
民
衆

の
共
鳴
は
「
半
超
越
的
」
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

ま
た
そ
の
共
鳴
を
実
現
す
る
天
皇
も
「
半
超
越
的
」
な
存
在
と
し
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て
民
衆
と
共
鳴
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
玄
洋
社
を
天
皇
主
義
、

ま
た
玄
洋
社
に
内
在
す
る
天
皇
を
「
半
超
越
的
天
皇
」
と
し
て
形
容

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

注 

一

玄
洋
社
々
史
編
纂
會

（

一
九
一
七
）
『
玄
洋
社
社
史
』
、
二
二
五
頁
。 

二

竹
内
好

（
一
九
九
三
）
「
日
本

の
ア
ジ
ア
主
義
」
『
日
本
と
ア
ジ
ア
』

ち
く
ま

学
芸
文
庫
、
三
一
一
頁
。 

三

松
本
健
一

（
二
〇
〇
五

）
『
竹
内
好
論
』
岩
波
書
店
、
二
五
四
頁
。 

四

一
九
四
六
年
一
月
四
日

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
「
一
四
四 

或
る

種
類
の
政
黨
、
協

會
、
結
社

そ
の
他
の
團
體

の
發
止
に
關
す
る

覺
書
」

に
よ
れ
ば
、

玄

洋
社
は
「
一
般
公
衆
に
間
違

ひ
の
な
い
知
識
を
持

た
せ
、
神
秘
的

な
、

国
家
主
義
的

な
超
国
家
主
義
的

な
、
叉
は

反
民
主
主
義
的

な
結
社
や

團
體
」
の
一
つ
と
し
て
解
散

さ
れ
る
。
日
本
管
理
法
令
研
究
会
編
（
一

九
九
二

）
『
日
本
管
理
法
令
研
究
』
第
三
巻 

大
空
社
、
四
二
頁
。 

五

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
（
二
〇
〇
一
）『

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン

全
集
』
第
一
巻
増
補 

岩
波
書
店
、
三
八
七
頁
。 

六

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
（
二
〇
〇
一
）
、
同
上
、
第
二
巻
増
補
、
二

九
六
頁
。 

七

同
上
、
三
七
三
頁
。 

八

加
藤
周
一

（
一
九
七
七

）
「
Ｅ
．
Ｈ
．
ノ
ー
マ
ン
・

そ
の
一
面
」
『
思

想
』
第
四
号
、
四
八
六
頁
。 

九

丸
山
真
男

（

二
〇
一
五

）
「
Ｅ
．
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン

を
悼
む
」

『
超
国
家
主
義

の
論
理

と
心
理
』
岩
波
文
庫
、
二
五
四
頁
。 

一
〇 

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
（
二
〇
〇
一

）
同
上
、
第
二
巻
増
補
、
六

一
頁
。 

一
一 

同
上
、
三
五
頁
。 

一
二 

同
上
、
六
〇
頁
。 

一
三 

同
上
、
六
五
頁
。 

一
四 

同
上
、
六
四
頁
。 

一
五 

丸
山
眞
男
（

二
〇
一
五

）「
超
国
家
主
義

の
論
理
と
心
理
」『
超
国
家

主
義
の
論
理

と
心
理
』
岩
波
文
庫
、
三
二
頁
。 

一
六 

丸
山
眞
男
（

二
〇
〇
三

）「
「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
」『

丸

山
眞
男
集
』
第
八
巻 

岩
波
書
店
、
三
七
頁
。 

一
七 

丸
山
眞
男
（

二
〇
〇
三

）「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム

の
思
想
と
運
動
」『
丸

山
眞
男
集
』
第
三
巻 

岩
波
書
店
、
三
一
八
頁
。 

一
八 

中
島
岳
志
（
二
〇
一
七

）
『
ア
ジ
ア

主
義
－
西
郷
隆
盛
か
ら

石
原
莞

爾
へ
』

潮
文

庫
、
一
〇
四
頁
。 

一
九 

例

え
ば
、
李

彩
華
（

二
〇
一
八
）「
頭
山
満

の
ア
ジ
ア
主
義
」『
哲
学

と
現
代
』
第
三
三
号
、
嵯
峨
隆
（
二
〇
二
一

）『
頭
山
満
－
ア
ジ
ア

主

義
者
の
実
像

』
ち
く
ま

新
書
、
な
ど
が
あ
る
。 

二
〇 
橋
川
文
三
（

一
九
六
四

）「
昭
和
超
国
家
主
義

の
諸
相
」『
現
代
日
本

思
想
体
系
』

三
一 

筑
摩
書
房
、
五
八
頁
。 

二
一 

同
上
、
三
二
頁
。 
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二
二 

同
上
、
三
四
頁
。 

二
三 
山
崎
和
党
（
昭
和
一
九
年
三
月
一
五
日

）
「
死
生
觀
」
『
玄
洋
』
。 

二
四 

同
上
。 

二
五 

同
上
。 

二
六 

山
口
彈
正
・
頭
山
秀
三

（
一
九
三
八
）
『
皇
民
十
訓
抄
』
玄
洋
社
編

集
局
、
一
四
頁
。 

二
七 

文
部
省
教
学
局

（
一
九
四
一

）
『
臣
民
の

道
』
、
一
頁
。 

二
八 

同
上
、
一
九
頁
。 

二
九 

同
上
、
三
〇
頁
。 

三
〇 

同
上
、
三
〇
頁
。 

三
一 

同
上
、
三
一
頁
。 

三
二 

同
上
、
六
二
頁
。 

三
三 

同
上
、
三
六
頁
。 

三
四 

同
上
、
六
三
頁
。 

三
五 

同
上
、
六
五
頁
。 

三
六 

同
上
、
七
九
頁
。 

三
七 

同
上
、
八
〇
頁
。 

三
八 

文
部
省

（
一
九
三
七
）
『
国
体
の
本
義
』
、
五
六
頁
。 

三
九 

同
上
、
五
八
頁
。 

四
〇 

作
者
不
詳
（
昭
和
一
三
年
八
月
一
日

）
「
響
く
時
代

の
警
鐘
「
皇
民

十
訓
抄
」
発
刊

さ
る
」
『

玄
洋
』
。 

四
一 

同
上
、
二
一
～
二
二
頁
。 

四
二 

同
上
、
五
頁
。 

四
三 

同
上
、
一
四
頁
。 

四
四 

同

上
。 

四
五 

同
上
、
四
八
頁
。 

四
六 

同
上
、
二
九
頁
。 

四
七 

亂
靜
（
昭
和
一
七
年
一
月
二
一
日

）
「
年
頭
所
感
」
『
玄
洋
』
。 

四
八 

同

上
、
二
五
～
二
六
頁
。

 

四
九 

同
上
、
一
四
頁
。 

五
〇 

同
上
、
三
四
頁
。 

五
一 

美
和
作
次
郎

（
一
九
二
九

）
『
大
自
然
觀
』
公
道
会
、
九
二
～
九
三

頁
。 

（
京
都
大
学
・
院
） 


