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松
代
藩
士
長
谷
川
昭
道
の
思
想
―
神
観
と
皇
道
を
中
心
に神　

杉　

靖　

嗣　
　

　
　
　
　
は
じ
め
に

　

本
論
考
で
は
天
之
御
中
主
神
論
を
含
む
神
道
論
を
唱
え
た
重
要
人
物
と
し
て
長
谷
川
昭
道（

（
（

を
と
り
あ
げ
る
。
彼
は
神
道
家
で
な
く
儒
者

だ
が
、
儒
学
・
国
学
・
洋
学
な
ど
の
幅
広
い
学
識
と
尊
皇
精
神（

（
（

に
基
づ
く
現
実
的
な
教
育
制
度（

（
（

へ
の
提
言
は
岩
倉
具
視
の
目
に
留
ま
り（

（
（

、

平
田
鐡
胤
、
玉
松
操
、
矢
野
玄
道
な
ど
の
国
学
者（

（
（

に
代
表
さ
れ
る
「
学
舎
制
」
派
と
儒
学
者
を
中
心
と
す
る
学
習
院
派
の
間
を
調
整
す
べ

し
と
す
る
建
言
書（

（
（

は
岩
倉
等
の
政
策
決
定
に
影
響
を
与
え
、
皇
学
所
と
漢
学
所
の
設
立
と
い
う
具
体
的
成
果
に
結
実
し
た
。
幕
末
か
ら
明

治
に
か
け
て
同
じ
松
代
藩
出
身
の
四
歳
年
長
の
儒
学
者
・
洋
学
者
佐
久
間
象
山（

（
（

と
並
び
称
さ
れ
る
活
躍
を
し
、
藩
内
政
治
及
び
幕
末
の
激

動
時
の
公
武
関
係
・
攘
夷
論
な
ど
で
開
明
派
の
象
山
と
政
治
的
立
場
に
お
い
て
対
立
、
藩
論
を
尊
王
攘
夷
の
方
向
に
導
い
た
上
で
京
都
に

上
り
、
大
政
奉
還
に
賛
成
し
た
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
昭
道
は
明
治
新
政
府
の
教
育
政
策
へ
影
響
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
松
代
藩

校
の
文
武
学
校
の
創
設
に
関
わ
り
、
同
藩
の
教
育
・
宗
教
に
関
す
る
要
職
を
歴
任（

（
（

し
た
。
彼
は
明
治
初
期
の
大
教
宣
布
運
動
の
時
代
に
先

駆
け
て
、「
皇
道
」
復
興
に
基
づ
く
政
策
を
立
案
・
建
言
す
る
た
め
の
思
想
的
基
盤
を
固
め
る
べ
く
、
独
自
の
皇
道
論
的
神
観
を
展
開
し



98松代藩士長谷川昭道の思想

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
維
新
成
就
後
の
明
治
二
年
五
月
に
は
教
導
局
御
用
掛
の
官
途
に
就
き
、
同
局
廃
止
後
の
八
月
に
は
太
政
官
権
大

史
に
任
じ
ら
れ
て
い
る（

（
（

。
こ
の
よ
う
な
明
治
新
政
府
の
新
し
い
制
度
設
計
に
お
け
る
彼
の
影
響
力
の
強
さ
は
そ
の
行
動
力
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
学
識
の
深
さ
、「
皇
道
」
を
中
心
と
す
る
新
し
い
国
家
確
立
へ
の
情
熱
、そ
し
て
豊
か
な
政
治
的
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
基
盤
と
し
て
い
る
。

ま
た
特
筆
す
べ
き
点
と
し
て
、
長
谷
川
は
大
教
宣
布
の
詔
の
原
文
の
起
草
者（

（1
（

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。

　

長
谷
川
の
全
集
は
比
較
的
早
く
か
ら
出
版（

（（
（

さ
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
と
し
て
古
く
は
昭
道
の
著
作
『
皇
道
述
義
』
に
よ
り
そ
の
三
種
の

神
器
観
を
分
析
し
た
研
究（

（1
（

、
維
新
期
に
お
け
る
代
表
的
な
皇
学
派
の
教
育
思
想
と
し
て
説
明
し
た
も
の（

（1
（

、
民
族
的
伝
統
的
信
念
の
発
露
と

し
て
昭
道
の
思
想
を
と
ら
え
た
研
究（

（1
（

、
長
谷
川
の
思
想
を
皇
道
思
想
と
し
て
評
価
・
顕
彰
し
た
研
究
な
ど
が
あ
る（

（1
（

が
、
い
ず
れ
も
主
た
る

テ
ー
マ
に
関
連
し
て
断
片
的
に
昭
道
に
言
及
す
る
形
の
研
究
で
あ
る
。
先
駆
者
と
し
て
昭
道
の
人
物
や
皇
道
的
・
儒
教
的
思
想
に
つ
い
て

種
々
の
資
料
を
用
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
の
は
長
谷
川
昭
道
の
孫（

（1
（

で
あ
り
、
学
問
上
の
弟
子
で
も
あ
る
飯
島
忠
夫（
（1
（

で
あ
る
。
飯
島
の
資
料

収
集
と
全
集
編
纂
の
労
が
な
け
れ
ば
、
長
谷
川
は
ほ
と
ん
ど
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
今
日
に
お
い
て
も
昭
道

研
究
は
飯
島
の
研
究
蓄
積
を
基
盤
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
比
較
的
近
年
に
お
い
て
は
復
古
期
に
お
け
る
長
谷
川
の
皇
道
思

想
を
教
育
の
伝
統
主
義
的
側
面
に
お
い
て
分
析
し
た
も
の（

（1
（

や
、
皇
漢
両
派
の
対
立
が
激
化
し
た
際
、
長
谷
川
の
建
言
し
た
教
育
政
策
は
結

果
的
に
政
府
側
の
一
時
的
妥
協
案
と
し
て
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の（

（1
（

、
昭
道
と
岩
倉
具
視
と
の
思
想
的
関
連
に
つ
い
て
の

研
究（

11
（

が
あ
る
。
近
年
に
お
け
る
昭
道
研
究
は
主
と
し
て
、
沖
田
行
司
を
代
表
と
す
る
教
育
史
的
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ（

1（
（

で
あ
る
。

　

ま
た
最
近
、
佐
々
木
聖
使
に
よ
り
、
種
々
の
神
道
論
を
そ
れ
ぞ
れ
思
想
史
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
ユ
ニ
ー
ク
な
儒
学
者

の
神
観
の
一
例
と
し
て
昭
道
の
神
観
を
取
り
上
げ
た
研
究
が
な
さ
れ
た
。
佐
々
木
は
こ
こ
で
昭
道
の
皇
道
観
と
神
観
に
分
析
を
加
え
て
お

り
、同
研
究（

11
（

に
お
い
て
は
昭
道
の
『
古
事
記
』
の
読
み
方
は
か
な
り
恣
意
的
で
あ
り
そ
の
強
引
な
解
釈
か
ら
導
か
れ
る
神
観
は
牽
強
付
会
な

面
が
否
め
ず
、
結
論
的
に
は
天
照
大
神
を
最
高
神
と
し
て
収
束
す
る
神
観
の
一
つ
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
と
す
る
が
、
そ
の
神
道
論
と�
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し
て
の
思
想
的
価
値
に
つ
い
て
は
高
く
評
価
し
て
い
な
い
。
佐
々
木
の
研
究
に
お
い
て
は
、
純
然
た
る
国
学
者
の
神
道
論
等
と
比
較
し
た

場
合
の
思
想
的
完
成
度
の
高
低
へ
の
評
価
が
重
要
点
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
純
粋
に
神
道
論
と
し
て
評
価
す
る
場
合
、
昭
道

の
神
論
は
逐
条
的
に
精
密
な
解
釈
を
基
盤
に
し
な
い
強
引
さ
が
見
ら
れ
、
高
く
評
価
で
き
な
い
こ
と
は
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
昭
道
の
神
道
論
を
評
価
す
る
場
合
、
そ
の
神
道
論
と
し
て
の
純
理
論
的
な
完
成
度
だ
け
で
な
く
、
そ
の
学
識
の
幅
広

さ
に
よ
る
諸
学
問
の
融
合
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
昭
道
の
「
皇
道
理
論
」
を
解
釈
す
る
場
合
、
古
典
と
の
逐
条

的
な
一
致
や
神
論
と
し
て
の
理
論
的
整
合
性
を
中
心
に
見
た
場
合
、
そ
の
解
釈
の
強
引
な
面
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
否
め
な
い
。

ゆ
え
に
、
本
論
考
で
は
彼
の
著
作
に
忠
実
に
そ
の
皇
道
理
論
の
全
体
像
を
と
ら
え
、
そ
の
歴
史
的
位
置
付
け
や
存
在
意
義
を
再
評
価
す
る

と
い
う
姿
勢
で
臨
み
た
い
。
長
谷
川
は
学
問
に
臨
む
姿
勢
に
つ
い
て
、
従
来
の
水
戸
学
や
儒
学
や
仏
教
教
学
に
拘
泥
す
べ
き
で
な
く
、
ま

た
皇
道
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
と
昭
道
自
身
が
認
識
す
る
国
学
や
神
道
だ
け
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
さ
ら
に
根
本
的
で
広
大
な
「
神
皇
ノ
太

学
」
す
な
わ
ち
皇
学
を
中
心
に
据
え
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。
そ
れ
は
、
儒
教
や
国
学
や
水
戸
学
な
ど
の
単
独
的
学
問
で
な
く
、
そ
れ

ら
学
問
を
統
合
し
た
新
し
い
理
念
に
基
づ
く
新
時
代
の
教
育
制
度
の
構
想
へ
と
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
論
文
で
は
、
以
上
の
よ
う
な

昭
道
の
説
い
た
学
問
的
な
姿
勢
を
尊
重
し
、
彼
の
学
問
の
特
性
を
踏
ま
え
つ
つ
そ
の
皇
道
理
論
を
幅
広
い
文
脈
で
理
解
し
、
果
た
し
て
彼

の
神
道
論
が
天
照
大
神
最
高
神
論
に
類
型
化
さ
れ
る
も
の
な
の
か
否
か
の
検
討
も
含
め
て
考
察
を
進
め
る
。
昭
道
の
生
前
に
は
未
出
版
で

あ
っ
た
が
、
彼
の
神
道
論
の
代
表
作
と
も
言
う
べ
き
『
皇
道
述
義
』（
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
に
成
立
）
を
主
に
読
解
し
て
、
補
助
的

に
江
戸
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
活
動
し
た
儒
学
者
・
考
証
学
者
で
あ
る
大
田
錦
城
の
『
九
經
談
』
を
論
評
す
る
形
で
自
説
を
展
開
し
た

『
九
經
談
總
論
評
説
』（
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
に
成
立
）･

『
深
憂
狂
語
』（
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
に
成
立
）・『
戸
隠
舎
遺
稿
』
を

参
照
し
、
そ
の
皇
道
論
を
特
に
『
古
事
記
』
と
天
之
御
中
主
神
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
し
、
昭
道
思
想
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
と
歴
史
的

意
義
を
再
考
す
べ
く
分
析
を
進
め
る
。
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一
、
長
谷
川
昭
道
の
思
想
的
形
成
過
程

　

松
代
藩
で
は
、
佐
藤
一
斎
に
つ
い
て
学
ん
だ
者
も
多
く
、
昌
平
黌
に
連
な
る
朱
子
学
が
支
配
的
な
学
問
だ
っ
た
と
さ
れ
る（
11
（

。
ま
た
、
象

山
と
昭
道
の
共
通
の
師
で
あ
り
藩
老
の
首
席
に
あ
っ
た
鎌
原
桐
山
が
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
に
会
沢
正
志
斎
の
『
新
論
』
の
国
訳
に

着
手
し
て
い
る
よ
う
に
水
戸
学
が
入
っ
て
い
る
。
幕
末
に
は
、
幕
府
権
威
の
動
揺
に
伴
い
、
純
粋
な
学
統
・
学
派
は
維
持
さ
れ
ず
松
代
藩

も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
昭
道
も
水
戸
学
の
み
な
ら
ず
、
菅
沼
正
身
な
ど
の
影
響（

11
（

を
受
け
、
熊
沢
蕃
山
や
国
学
な
ど
へ
学
問
の
幅
を
広
げ

て
い
っ
た
。
昭
道
の
代
表
的
著
作
『
皇
道
述
義
』
は
水
戸
学
の
藤
田
東
湖
の
『
弘
道
館
記
述
義
』
の
中
に
見
え
る
「
神
皇
之
道
」
に
つ
い

て
詳
し
く
註
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
皇
道
述
義
』
は
単
な
る
祖
述
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
長
谷
川
特
有
の
思
想
が
貫

徹
さ
れ
て
い
る
。
象
山
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
で
中
国
が
イ
ギ
リ
ス
に
負
け
た
と
い
う
事
実
を
受
け
、
自
ら
の
学
問
的
基
盤
で
あ
る
儒
教
に
疑

問
を
持
ち
西
洋
の
科
学
技
術
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
べ
し
と
の
開
明
政
策
を
提
唱
し
、
昭
道
も
象
山
と
は
思
想
の
方
向
性
は
異
な
る

が
、
同
様
に
儒
教
に
対
し
て
は
批
判
的
に
な
っ
て
い
く
。
昭
道
は
、
そ
の
著
作
『
深
憂
狂
語
』
で
儒
教
以
前
に
日
本
に
は
固
有
の
道
が

あ
っ
た
と
の
主
張
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
儒
教
的
な
徳
目
は
後
天
的
に
聖
人
が
創
作
し
た
道
で
な
く
、
予
め
天
が
人
間
の
本
性
の
う
ち

に
与
え
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
古
来
の
聖
人
の
創
作
し
た
道
を
儒
教
の
教
え
と
し
て
重
視
す
る
荻
生

徂
徠（

11
（

な
ど
の
儒
者
と
は
思
想
的
に
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
影
響
関
係
は
定
か
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
国
学
者
の
本
居
宣
長
の
思
想
を

想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
触
れ
た
松
代
藩
藩
老
首
席
鎌
原
桐
山
に
よ
る
水
戸
の
会
澤
正
志
斎
の
『
新
論
』
の
国
訳
は
天
保
十
二

（
一
八
四
一
）
年
に
着
手
さ
れ
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
に
完
成
し
た
。
長
谷
川
は
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
に
自
ら
そ
れ
を
謄
写
し
、

同
四
年
に
は
藤
田
東
湖
が
蟄
居
中
、
眞
田
幸
貫
か
ら
林
鶴
梁
を
通
じ
て
の
尋
ね
に
答
え
る
か
た
ち
で
、
弘
道
館
の
施
設
を
詳
細
に
報
じ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
長
谷
川
の
学
問
の
基
盤
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
水
戸
学（

11
（

の
影
響
を
看
取
で
き
る
。
長
谷
川
の
思
想
は
こ
う
し
た
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藩
の
学
風（

11
（

と
必
ず
し
も
純
粋
な
学
統
が
維
持
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
時
代
背
景
の
中
で
醸
成
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
谷
川
は
嘉

永
二
（
一
八
四
九
）
年
に
『
深
憂
狂
語
』
を
著
し
て
藩
の
学
校
施
設
を
論
じ
、
日
本
精
神
を
基
調
と
し
て
武
士
の
本
分
を
果
た
す
べ
き
教

育
を
施
す
べ
き
こ
と
を
力
説
し
、
藩
の
教
育
行
政
に
も
積
極
的
な
関
り
を
持
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
水
戸
の
弘
道
館
で
は
孔
子
を
祀
り
当
然
な
が
ら
儒
学
の
開
祖
に
対
し
て
の
尊
崇
や
信
仰
に
近
い
気
持
ち
を
看
取
で
き
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
昭
道
は
松
代
藩
の
学
校
に
於
い
て
孔
子
を
祀
る
こ
と
を
否
定
し
、
な
お
か
つ
孔
子
を
以
て
遊
民
に
似
た
る
も
の
と
し
て
、
武

士
の
職
に
在
る
も
の
は
決
し
て
そ
の
行
迹
を
学
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
単
な
る
儒
学
原
理
主

義
者
で
は
な
い
昭
道
の
矜
持
が
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
昭
道
に
は
儒
教
や
水
戸
学
を
学
び
な
が
ら
始
祖
で
あ
る
孔
子
を
絶
対

化
す
る
と
い
う
姿
勢
は
み
ら
れ
ず
、
儒
教
の
教
え
に
つ
い
て
も
よ
い
と
考
え
る
と
こ
ろ
は
と
り
、
悪
い
と
感
じ
る
と
こ
ろ
は
排
除
し
て
違

う
も
の
で
補
っ
て
い
く
採
長
補
短
の
自
律
的
な
人
格
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
昭
道
の
考
え
る
「
道
」
に
つ
い
て
は
後
で
詳
述
す
る
が
、
こ
こ
で
重
要
点
を
少
し
述
べ
る
と
、
す
べ
て
の
根
源
た
る
「
道
」
は

天
か
ら
出
る
も
の
で
な
く
、
太
陽
か
ら
で
る
も
の
で
あ
る
と
し
、「
皇
道
は
一
誠
で
あ
る
。
一
誠
は
天
日
の
大
道
で
あ
る
。
天
日
は
一
誠

の
本
體
で
あ
る（

11
（

」
と
の
べ
て
い
る
。
天
・
地
・
人
で
は
な
く
、
日
・
地
・
人
と
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
和
漢
洋
の
三
つ
を

統
合
す
る
も
の
と
し
て
「
三
才
の
大
経
」
が
あ
り
、
ま
た
日
・
地
・
人
こ
そ
が
「
三
才
の
大
法
」
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
時
代

の
西
洋
天
文
学
の
成
果
を
古
典
の
解
釈
に
応
用
し
た
の
は
国
学
者
で
は
大
國
隆
正
で
あ
る
が
、
昭
道
は
大
國
と
の
直
接
の
関
係
は
看
取
で

き
な
い
。
し
か
し
、
昭
道
に
お
い
て
も
西
洋
天
文
学
の
影
響
は
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
飯
島
忠
夫
は
お
そ
ら
く
は
佐
藤
信
淵

と
水
戸
藩
に
仕
え
西
洋
天
文
学
の
素
養
も
あ
っ
た
国
学
者
の
鶴
峰
戊
申
の
影
響（

11
（

で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
西
洋
に
対
す
る
対
外
意
識

面
に
お
い
て
も
、
拝
外
主
義
よ
り
良
い
と
こ
ろ
は
取
り
入
れ
よ
う
と
い
う
意
味
で
現
実
主
義
的
で
あ
る
。
長
谷
川
に
は
教
育
以
外
に
関
連

す
る
意
見
書
も
多
く
、
特
に
明
治
元
年
八
月
に
岩
倉
に
対
し
て
提
出
し
た
官
制
、
称
謂
、
外
交
、
服
制
、
通
商
、
開
拓
、
財
政
、
学
政
等
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の
長
篇
の
建
白
書（

11
（

が
代
表
的
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
も
バ
ラ
ン
ス
に
優
れ
た
現
実
主
義
的
な
行
政
・
対
外
政
策
に
関
す
る
見
識
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。

　
　
　
　
二
、
『
皇
道
述
義
』
等
に
み
ら
れ
る
皇
道
論
的
神
観
念

　
　

�

神
皇
ノ
道
ヲ
皇
道
ト
稱
シ
、
其
法
ヲ
皇
法
ト
稱
シ
、
其
學
ヲ
皇
學
ト
稱
ス
。
是
レ
神
道
、
國
學
、
古
學
ノ
流
ト
、�

名
實
ヲ
異
ニ
ス
ル

ユ
エ
ン
ニ
シ
テ
、
誠
ニ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
。
謹
ミ
テ
按
ズ
ル
ニ
、
皇
道
ハ
彝
倫
ノ
ミ
。
皇
法
ハ
彝
倫
ヲ
叙
ス
ル
ユ
エ
ン
ニ
シ

テ
、
皇
學
ハ
彝
倫
ヲ
明
ニ
ス
ル
ユ
エ
ン
ナ
リ�

（「
九
經
談
總
論
評
説
下
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
五
九
九
頁
）

　

長
谷
川
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
皇
道
と
は
「
神
皇
の
道
」
で
あ
り
、
そ
の
法
を
皇
法
と
称
し
そ
れ
ら
を
学
ぶ
皇
学
の
目
的
は
「
彝
倫
」

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
る
。
こ
の
「
彝
倫
」
に
つ
い
て
は
、
明
治
元
年
に
長
谷
川
が
岩
倉
に
対
し
て
建
白
し
た
学

政
に
関
す
る
建
言
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、「
皇
道
」
と
関
連
す
る
長
谷
川
の
学
問
と
思
想
の
基
盤
と
な
る
概
念
を
表
現
す
る
言

葉
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。「
彝
倫
」
と
い
う
言
葉
は
儒
学
の
古
典
『
書
経
』
に
既
に
見
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
横
井
小
楠
、
矢
野
玄
道

等
も
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
特
に
昭
道
は
こ
の
言
葉
を
重
視
し
て
い
る
。

　

昭
道
に
よ
る
『
皇
道
述
義
』
は
未
完
に
終
わ
り
、
ま
た
公
刊
も
さ
れ
な
か
っ
た
。
同
著
作
の
経
緯
を
見
る
と
、
新
し
い
教
育
制
度
を
含

む
新
し
い
国
家
の
制
度
構
築
へ
の
関
わ
り
を
志
向
し
た
、昭
道
の
思
想
的
地
盤
固
め
の
性
格
も
含
ん
で
い
る
と
思
量
さ
れ
る
。
そ
の
「
序
」

に
お
い
て
「
皇
道
」
に
つ
い
て
昭
道
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

　
　

�

皇
道
者
、
一
誠
也
。
一
誠
者
、
天
日
之
大
道
也
。
天
日
者
、
一
誠
之
本
體
也
。
神
皇
、
繼
二
天
日
一、
以
立
二
皇
極
。
故
神
皇
之
道
、
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即
天
日
之
大
道
、
而
神
皇
之
大
德
即
同
二
於
天
日
一
也
矣
。�

（「
皇
道
述
義　

序
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
九
九
頁
）

　

こ
こ
で
昭
道
は
皇
道
を
天
日
之
大
道
と
同
じ
と
み
な
し
、
す
な
わ
ち
「
一
誠
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。「
神
皇
之
道
」
は
「
天
日
之�

大
道
」
と
同
じ
で
あ
り
、「
神
皇
之
大
德
」
は
天
日
と
同
じ
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
儒
教
的
観
念
で
あ
る
「
三
才
」
は�

「
天
地
人
」
で
あ
る
と
い
う
通
説
的
解
釈
に
対
し
て
、
昭
道
は
「
漢
土
ノ
人
、
天
・
地
・
人
ヲ
以
テ
三
才
ト
爲
ス
者
ハ
誤
也
」（「
皇
道
述

義　

日
止
之
巻
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集�

上
』、
一
〇
五
頁
）
で
あ
る
と
し
、「
大
経
」
と
は
「
天
下
萬
世
、
一
定
不
易
ノ
常
經
・
常
法
也
」�

（「
皇
道
述
義　

日
止
之
巻
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
一
〇
五
頁
）
と
す
る
。
そ
し
て
、「
日
・
地
・
人
ヲ
以
テ
三
才
ト
稱
ス
ル
ヲ
、

至
當
ト
爲
ス
ベ
シ
（
略
）
故
ニ
、
昭
道
ガ
三
才
ト
稱
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
天
・
地
・
人
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
日
・
地
・
人
ナ
リ
」（「
皇
道
述
義　

日�

止
之
巻
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
一
〇
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
昭
道
は
三
才
と
は
「
日
地
人
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
す
る

が
、「
天
」
を
「
日
」
と
変
え
る
と
こ
ろ
が
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
太
陽
か
ら
万
物
と
自
然
法
則
や
社
会
法
則
を
含
む
す
べ
て
の
道

が
始
ま
り
そ
れ
が
イ
コ
ー
ル
皇
道
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
が
昭
道
の
思
想
の
根
幹
を
な
す
。
こ
の
昭
道
の
思
想
に
関
し
て
、
特
殊
な
国

学
思
想
で
あ
り
、
破
天
荒
で
あ
る
と
の
現
在
の
研
究
者
の
評
価
も
存
在
す
る
が
、
当
時
の
科
学
知
識
（
地
動
説
）
を
取
り
入
れ
た
儒
学
思

想
の
一
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
類
型
化
す
べ
き
で
あ
り
そ
れ
ほ
ど
奇
矯
な
説
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
具
体
的
な
万
物
の
生
成
の
順

序
に
つ
い
て
昭
道
は
以
下
の
よ
う
に
と
ら
え
る
。

　
　

�

日
地
成
リ
、
然
ル
後
、
人
其
間
ニ
生
ル
。
人
ア
レ
バ
、
即
チ
君
臣
有
リ
。
君
臣
有
リ
テ
、
然
ル
後
夫
婦
有
リ
。
夫
婦
有
リ
テ
、
然
ル
後

父
子
有
リ
。
父
子
有
リ
テ
、
然
ル
後
兄
弟
有
リ
。
兄
弟
有
リ
テ
、
然
ル
後
長
幼
ア
リ
。
故
ニ
、
兄
弟
ニ
次
イ
デ
長
幼
ノ
大
道
ヲ
述
ブ

�

（「
皇
道
述
義　

日
止
之
巻
下
之
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
二
一
一
頁
）
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昭
道
は
こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
世
界
と
物
事
が
成
る
順
番
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。「
日
地
成
リ
、
然
ル
後
、
人
其
間
ニ
生
ル
」
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
の
後
儒
教
的
な
人
間
関
係
の
徳
目
の
順
番
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
昭
道
は�

「
日
輪
」
す
な
わ
ち
「
皇
道
」
の
根
元
性
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
そ
の
思
想
が
当
時
最
新
の
西
洋
天
文
学
の
羽
翼
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
も
正
直
に
告
白
す
る
。

　
　

�

其
至
大
・
至
明
・
至
誠
・
至
善
・
至
純
・
至
正
・
無
外
・
無
上
ノ
至
神
・
至
靈
・
至
尊
ニ
坐
マ
シ
テ
、
一
天
ノ
眞
中
ニ
正
座
シ
、
分

毫
モ
動
キ
給
ハ
ヌ
所
、
即
チ
日
輪
ノ
本
體
ニ
シ
テ
、
天
下
萬
世
、
一
定
不
易
ノ
根
底
也
。
謂
ハ
ユ
ル
三
才
ノ
大
經
・
大
法
ノ
由
リ
テ

立
ツ
ユ
ヱ
ン
ニ
シ
テ
、
即
チ
皇
道
ノ
大
本
也
、
皇
法
ノ
根
元
ナ
リ
。
是
レ
神
皇
ノ
大
道
ハ
、
即
チ
三
才
ノ
大
經
・
大
法
ニ
シ
テ
、
神

皇
ハ
即
チ
日
輪
ト
其
德
ヲ
同
ジ
ク
シ
給
フ
ユ
ヱ
ン
ナ
リ
。�

（「
皇
道
述
義　

日
止
之
巻
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
一
一
二
頁
）

　
　

�

近
世
、
西
洋
ノ
人
、
日
輪
ハ
一
天
ノ
眞
中
ニ
止
座
シ
、
地
球
ハ
日
輪
ヲ
心
ニ
シ
テ
轉
旋
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
發
明
セ
リ
。
宜
シ
ク

信
ヲ
取
ル
ベ
シ
。
然
レ
ド
モ
、
西
洋
ノ
人
、
多
年
ノ
積
功
ヲ
以
テ
、
漸
ク
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
。
神
皇
ニ
ハ
千
萬
年
ノ
先
ニ

生
レ
玉
ヒ
テ
、
生
レ
ナ
ガ
ラ
ニ
之
ヲ
明
識
シ
玉
フ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
素
ヨ
リ
比
倫
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
ト
雖
モ
、
神
皇
敕
語
ノ
決
シ
テ

虚
妄
ニ
ア
ラ
ズ
、
深
ク
尊
信
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
示
サ
ン
ガ
爲
ニ
、
聊
カ
西
洋
人
ノ
説
ヲ
記
シ
テ
、
以
テ
其
徴
ト
爲
ス
ノ
ミ

（「
皇
道
述
義　

日
止
之
巻
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
一
一
二
頁
）

　

す
な
わ
ち
、
昭
道
は
、
太
陽
は
地
球
か
ら
一
見
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、「
日
輪
ノ
本
體
」
は
「
一
天
ノ
眞
中
ニ
正
座
シ
、
分

毫
モ
動
キ
給
ハ
ヌ
」
と
動
か
な
い
も
の
と
し
、
す
な
わ
ち
「
皇
道
ノ
大
本
」、「
皇
法
ノ
根
元
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
解
釈
に
つ
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い
て
「
西
洋
ノ
人
、
日
輪
ハ
一
天
ノ
眞
中
ニ
止
座
シ
、
地
球
ハ
日
輪
ヲ
心
ニ
シ
テ
轉
旋
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
發
明
セ
リ
」
と
昭
道
自
身

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
最
先
端
の
西
洋
天
文
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
て
太
陽
を
真
ん
中
に
座
し
て
動
か
ぬ
も
の
と
解
釈
し
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
道
は
「
西
洋
ノ
人
、
多
年
ノ
積
功
ヲ
以
テ
、
漸
ク
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
。
神
皇
ニ
ハ
千
萬
年
ノ

先
ニ
生
レ
玉
ヒ
テ
、
生
レ
ナ
ガ
ラ
ニ
之
ヲ
明
識
シ
玉
フ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
素
ヨ
リ
比
倫
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
」
と
し
て
、
日
本
の
皇
道
の
根

元
性
・
優
位
性
を
同
時
に
強
調
し
て
い
る
。
昭
道
は
、
羽
翼
と
し
て
西
洋
の
科
学
的
成
果
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
皇
道
が
世
界

の
中
心
の
道
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
ま
た
、「
神
皇
」
に
つ
い
て
は
「
神
皇
ト
申
ス
ハ
、
神
明
ノ
大
德
ヲ
具
へ
坐
マ
セ
ル
古

昔
ノ
天
皇
ヲ
申
ス
也
」
と
し
つ
つ
、
註
釈
に
お
い
て
「
此
ノ
神
皇
ハ
、
第
一
ニ
国
常
立
尊
を
申
ス
也
」
と
し
て
お
り
、
神
々
を
神
秘
・
怪

異
な
も
の
と
は
せ
ず
、
た
だ
大
昔
の
天
皇
の
事
を
神
と
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
と
る
。
そ
し
て
、『
古
事
記
』
で
出
現
す
る
最
初
の
神

で
あ
る
天
之
御
中
主
神
に
つ
い
て
、
昭
道
は
次
の
よ
う
に
独
特
の
解
釈
を
施
す
。

　
　

�

古
事
記
ニ
載
ス
ル
所
ノ
天
地
初
發
之
時
於
高
天
原
成
神
名
天
之
御
中
主
神
ト
ア
ル
、
此
ノ
大
神
ハ
、
即
チ
日
輪
ノ
事
ヲ
申
ス
也
。

神
名
ニ
徴
シ
テ
知
ル
ベ
シ
。
天
ト
ハ
上
天
ノ
事
ナ
リ
。
御
中
ハ
眞
中
ナ
リ
。（
略
）
主
ハ
主
君
ナ
リ
。
天
之
御
中
主
神
ト
申
ス
ハ
、

即
チ
上
天
ノ
眞
中
ニ
坐
マ
シ
テ
、
一
天
ノ
主
君
タ
ル
神
靈
ト
申
ス
事
ナ
リ
。
之
ヲ
神
皇
ノ
敇
語
ニ
質
シ
、
之
ヲ
古
史
ノ
眞
傳
ニ
徴
シ
、

之
ヲ
当
今
ノ
天
象
ニ
験
シ
テ
、
其
實
ヲ
知
ル
ベ
シ
。�
（「
皇
道
述
義　

日
止
之
巻
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
一
一
一
頁
）

　

長
谷
川
は
天
之
御
中
主
神
の
「
御
中
」
を
「
眞
中
」
と
と
ら
え
、「
一
天
ノ
主
君
タ
ル
」「
日
輪
」
す
な
わ
ち
太
陽
の
神
霊
を
指
し
て
い

る
呼
び
名
で
あ
る
と
捉
え
る
。
こ
の
点
、
昭
道
は
古
伝
の
神
々
は
人
で
あ
り
、
天
皇
で
あ
る
と
と
ら
え
国
常
立
尊
に
つ
い
て
皇
祖
で
あ
る

と
す
る
の
で
あ
る
が
、
天
之
御
中
主
神
に
つ
い
て
は
太
陽
の
神
霊
を
指
し
て
い
る
と
し
て
お
り
、
こ
の
部
分
だ
け
見
る
と
天
之
御
中
主
神



106松代藩士長谷川昭道の思想

を
人
や
天
皇
で
あ
る
と
は
断
定
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
解
釈
は
他
に
類
を
見
な
い
独
自
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
一
方
に
お

い
て
、
同
著
作
の
後
の
部
分
で
天
之
御
中
主
神
の
事
も
天
皇
の
別
名
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

天
之
御
中
主
天
皇
（
略
）
國
之
眞
地
皇
后
（
略
）。
天
皇
又
ノ
御
名
ハ
高
御
産
巣
日
神
ト
モ
神
御
産
巣
日
神
ト
モ
、
高
木
神
ト
モ
申

ス
。
皇
后
又
ノ
御
名
ハ
、
國
狭
立
尊
ト
申
ス
。
偖
テ
天
之
御
中
主
天
皇
ト
申
ス
御
名
ノ
義
ハ
、
上
天
ノ
眞
中
ニ
坐
マ
シ
テ
、
一
天
ノ

主
君
タ
ル
須
米
良
美
古
登
ト
申
ス
事
ニ
シ
テ
、即
チ
天
ツ
日
ノ
御
事
也
。（
略
）
此
ノ
大
御
神
ハ
、一
天
ノ
眞
中
ニ
正
坐
マ
シ
マ
シ
テ
、

世
界
萬
國
ヲ
照
シ
玉
ヘ
ル
、
萬
物
・
萬
道
ノ
大
元
・
大
始
ニ
坐
マ
シ
テ
、
天
皇
ノ
太
祖
ニ
坐
マ
ス
至
尊
・
至
靈
ノ
大
御
神
ニ
テ
坐
マ

ス
ナ
リ
。（
略
）
昭
道
、
謹
ミ
テ
、
深
ク
考
フ
ル
所
ア
リ
テ
、
之
ヲ
神
皇
ノ
敇
語
ニ
質
シ
、
之
ヲ
古
史
ノ
眞
傳
ニ
徴
シ
、
之
ヲ
古
今

ノ
天
象
ニ
驗
シ
、
之
ヲ
天
皇
ノ
神
名
ニ
證
シ
、
掛
マ
ク
モ
恐
レ
有
リ
ト
雖
モ
、
斷
々
然
ト
シ
テ
、
此
ノ
大
御
神
ヲ
以
テ
、
天
日
ノ
御

事
也
ト
申
シ
、
天
皇
ノ
御
太
祖
也
ト
申
シ
定
ム
ル
也
。
僭
踰
不
敬
ノ
罪
、
素
ヨ
リ
免
ル
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
雖
モ
、
然
レ
ド
モ
、
是
レ

即
チ
神
皇
ノ
神
意
ニ
本
ヅ
キ�

（「
皇
道
述
義　

含
處
之
巻
上
之
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
二
八
〇
頁
）

　

昭
道
は
天
之
御
中
主
神
を
「
天
之
御
中
主
天
皇（

1（
（

（
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
）」
と
呼
び
、「
天
皇
又
ノ
御
名
ハ
高
御
産
巣

日
神
ト
モ
神
御
産
巣
日
神
ト
モ
、高
木
神
ト
モ
申
ス
」と
し
、『
古
事
記
』に
登
場
す
る
い
わ
ゆ
る
造
化
三
神
を
同
体
異
名
の
神（

11
（

と
み
て
い
る
。

そ
し
て
、
天
之
御
中
主
神
を
「
一
天
ノ
眞
中
ニ
正
坐
マ
シ
マ
シ
テ
、
世
界
萬
國
ヲ
照
シ
玉
ヘ
ル
、
萬
物
・
萬
道
ノ
大
元
・
大
始
ニ
坐
マ
シ

テ
、
天
皇
ノ
太
祖
ニ
坐
マ
ス
至
尊
・
至
靈
ノ
大
御
神
」
と
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
道
は
「
當
代
ノ
至
尊
ヲ
天
皇
ト
書
シ
申

ス
コ
ト
ハ
、
神
武
天
皇
ヨ
リ
始
マ
レ
ル
事
ナ
リ
」
と
し
な
が
ら
、
天
之
御
中
主
神
や
国
常
立
尊
に
至
る
ま
で
の
そ
れ
以
前
の
神
々
を
実
体

と
し
て
は
天
皇
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る（

11
（

の
で
あ
る
。
ま
た
、
國
狭
立
尊
を
天
之
御
中
主
神
の
皇
后（
11
（

で
あ
る
と
し
、「
國
之
眞
地
皇
后（
11
（

」
と
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称
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
昭
道
は
次
の
よ
う
に
神
々
の
関
係
を
規
定
す
る
。

　
　

�
古
事
記
ニ
、
上
件
五
柱
神
者
別
天
神
ト
ア
ル
ハ
誤
傳
ナ
ル
ベ
シ
。
此
ニ
五
柱
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
天
之
御
中
主
神
・
高
御
産
巣
日
神
・
神

御
産
巣
日
神
・
宇
麻
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
之
神
・
天
之
常
立
神
ヲ
申
ス
也
。
然
ル
ニ
、
前
ニ
往
々
述
ブ
ル
如
ク
、
神
御
産
巣
日
神
以

上
ノ
三
名
ハ
、
天
之
御
中
主
神
ノ
一
神
ニ
テ
坐
マ
シ
、
阿
志
訶
備
比
古
遅
之
神
ト
天
之
常
立
神
ト
ハ
、
二
名
一
神
ニ
テ
坐
マ
ス
御
事

ナ
レ
バ
、
五
柱
ニ
ハ
非
ズ
シ
テ
二
柱
ナ
リ
。
其
ノ
上
、
比
古
遅
之
神
ト
申
ス
モ
、
天
之
常
立
神
ト
申
ス
モ
、
共
ニ
國
之
常
立
天
皇
ノ

御
事
ニ
シ
テ
、
國
土
ニ
坐
マ
セ
ル
皇
太
宗
ニ
坐
マ
ス
ト
キ
ハ
、
決
シ
テ
別
天
神
ト
ハ
申
シ
難
シ
。
然
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
天
之
御
中
主
神

天
皇
ハ
天
日
ノ
御
事
ナ
レ
バ
、
別
天
神
ト
申
シ
難
キ
ニ
非
ズ
ト
雖
モ
、
然
レ
ド
モ
、
別
天
神
ト
爲
ス
ト
キ
ハ
、
皇
太
祖
ト
ハ
稱
シ
難

シ
。
二
典
ニ
モ
高
御
産
巣
日
神
ヲ
以
テ
皇
祖
ト
稱
セ
ラ
ル
ル
事
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
此
ニ
別
天
神
ト
申
シ
テ
ハ
、
首
尾
相
應
セ
ザ
ル
ノ
ミ

ナ
ラ
ズ
、
皇
統
ノ
大
ナ
ル
御
瑕
瑾
ト
成
ル
事
ナ
レ
バ
、
彼
是
以
テ
、
上
件
五
柱
神
者
別
天
神
ト
記
セ
ル
事
ハ
、
斷
ジ
テ
誤
傳
ト
ナ
ス

可
キ
事
也（

11
（

。�
（「
皇
道
述
義　

含
處
之
巻
上
之
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
三
〇
〇
～
三
〇
一
頁
）

　

昭
道
は
天
之
御
中
主
神
・
高
御
産
巣
日
神
・
神
御
産
巣
日
神
の
神
々
を
同
体
異
名
の
神
で
あ
り
一
柱
で
あ
る
と
し
、
宇
麻
志
阿
斯
訶
備

比
古
遅
之
神
・
天
之
常
立
神
も
「
國
之
常
立
天
皇
」
と
同
体
異
名
で
あ
り
一
柱
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
く
く
り
に
つ
い

て
は
「
天
日
ノ
御
事
ナ
レ
バ
」
と
し
、「
皇
太
祖
」
と
す
る
と
き
は
別
天
神
と
は
言
い
難
い
こ
と
で
あ
る
と
し
、
前
者
の
く
く
り
に
つ
い

て
は
「
國
土
ニ
坐
マ
セ
ル
皇
太
宗
ニ
坐
マ
ス
」
の
で
前
者
と
後
者
共
に
別
天
神
と
は
言
え
ず
、
別
天
神
と
し
て
い
る
の
は
「
誤
傳
ト
ナ
ス

可
キ
事
」
で
あ
り
、「
皇
統
ノ
大
ナ
ル
御
瑕
瑾
ト
成
ル
事
」
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
次
に
昭
道
の
天
照
大
神
観
に
つ
い
て
見
て
み�

よ
う
。
彼
は
天
照
大
神
に
つ
い
て
ふ
れ
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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�

天
之
御
中
主
天
皇
ヲ
バ
、
古
昔
ヨ
リ
皇
祖
ト
稱
セ
ラ
レ
、
格
別
ニ
尊
崇
シ
玉
ヘ
ル
コ
ト
ハ
、
二
典
共
に
明
文
ア
リ
。
殊
ニ
、
神
武
天

皇
親
カ
ラ
顯
齋
シ
テ
祭
リ
玉
ヘ
ル
コ
ト
、
書
紀
に
見
エ
タ
リ
（
略
）
然
ル
ト
キ
ハ
、
後
ノ
御
代
ニ
至
リ
テ
モ
、
伊
勢
御
兩
宮
ヨ
リ
モ
、

尚
ホ
重
ク
尊
崇
祭
祀
シ
玉
フ
ベ
キ
理
リ
著
シ
キ
事
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
後
ノ
御
代
ニ
至
リ
テ
ハ
、
此
ノ
皇
大
神
ヲ
モ
、
格
別
ニ
尊
崇
祭

祀
シ
玉
ヘ
ル
コ
ト
ノ
古
典
ニ
見
エ
ザ
ル
コ
ト
、
是
亦
尤
モ
不
審
ナ
リ
。

�

（「
皇
道
述
義　

含
處
之
巻
上
之
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
三
〇
八
頁
）

　

古
典
を
逐
条
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
正
確
に
は
天
之
御
中
主
神
を
「
神
武
天
皇
親
カ
ラ
顯
齋
シ
テ
祭
リ
玉
ヘ
ル
」
と
い
う
事
実
は

な
い
。
し
か
し
、
昭
道
は
天
之
御
中
主
神
と
高
御
産
巣
日
神
を
同
じ
神
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
た
め
に
、
高
御
産
巣
日
神
を
神
武
天
皇
が

親
か
ら
お
祭
り
し
た
こ
と
は
す
な
わ
ち
「
天
之
御
中
主
天
皇
」
を
お
祭
り
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
道
は
「
伊

勢
御
兩
宮
ヨ
リ
モ
、
尚
ホ
重
ク
尊
崇
祭
祀
シ
玉
フ
ベ
キ
」
天
之
御
中
主
神
に
つ
い
て
、「
後
世
格
別
ニ
尊
崇
祭
祀
シ
玉
ヘ
ル
コ
ト
ノ
古
典

ニ
見
エ
ザ
ル
コ
ト
」
に
つ
い
て
の
不
審
感
を
表
明
す
る（

11
（

。
昭
道
は
天
照
大
神
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

大
日
持
天
皇
ヲ
ノ
ミ
天
照
皇
大
神
ト
別
段
ニ
神
號
ヲ
奉
ラ
レ
、
獨
リ
尊
崇
祭
祀
シ
玉
ヘ
ル
事
如
何
ナ
ル
故
ト
申
ス
コ
ト
ヲ
詳
カ
ニ
セ�

ズ
。（
略
）
昭
道
謹
ミ
テ
深
ク
之
ヲ
考
フ
ル
ニ
、
恐
ラ
ク
ハ
伊
勢
内
宮
ニ
祭
祀
シ
玉
ヘ
ル
所
ノ
天
照
皇
大
神
ト
申
ス
ハ
、
即
チ
皇
太
祖

天
之
御
中
主
天
皇
ヨ
リ
大
日
持
天
皇
ニ
至
ル
迄
ノ
八
代
ノ
天
皇
ヲ
合
祭
シ
玉
ヒ
テ
、
之
ヲ
天
照
皇
大
神
ト
尊
稱
セ
ラ
レ
シ
御
事
ト
覺
ユ

ル
也
。
是
ノ
故
ニ
、
内
宮
神
體
ノ
御
鏡
ヲ
八
咫
ノ
御
鏡
ト
唱
ヘ
ラ
レ
シ
ナ
ラ
ン
カ
。
八
咫
ハ
八
魂
ノ
略
ニ
テ
、
右
八
柱
ノ
皇
大
神
ノ
御

靈
ヲ
寓
寄
シ
玉
ヘ
ル
御
鏡
申
ス
事
ナ
ル
ベ
キ
カ
。�

（「
皇
道
述
義　

含
處
之
巻
上
之
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
三
〇
九
頁
）
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昭
道
は
尊
い
神
々
の
中
で
「
大
日
持
天
皇
」
こ
と
天
照
大
神
の
み
が
、「
天
照
皇
大
神
」
の
神
号
で
伊
勢
内
宮
に
奉
ら
れ
特
別
に
尊
崇

祭
祀
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問（

11
（

を
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
天
照
皇
大
神
」
と
は
「
皇
太
祖
天
之
御
中
主
天
皇
ヨ
リ
大
日
持
天
皇

ニ
至
ル
迄
ノ
八
代
ノ
天
皇
ヲ
合
祭
」
し
、
そ
れ
に
尊
称
を
つ
け
た
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
、
内
宮
の
御
神
体
で
あ
る
八
咫
ノ
御
鏡
の
「
八

咫
」
は
「
八
魂
ノ
略
」
で
あ
り
、
御
鏡
に
は
「
八
柱
ノ
皇
大
神
」
の
御
霊
が
宿
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
昭
道
は
「
大
日
持
天
皇
」

こ
と
天
照
大
神
の
み
が
単
独
で
特
別
に
尊
い
神
で
あ
る
と
は
せ
ず
、「
皇
太
祖
」
で
あ
る
天
之
御
中
主
神
か
ら
天
照
大
神
に
至
る
ま
で
の

皇
統
に
繋
が
る
系
譜
こ
そ
尊
い
と
考
え
、
八
代
の
神
々
（
昭
道
に
よ
れ
ば
全
て
の
神
々
が
同
時
に
天
皇
で
も
あ
る
）
に
つ
け
ら
れ
た
尊
称

が
「
天
照
皇
大
神
」
で
あ
り
、
伊
勢
内
宮
に
奉
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
ら
八
代
の
神
々
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
幕
末
の
国
学
者
・
神
道
人
に
絶
大
な
影
響
力
が
あ
っ
た
平
田
篤
胤
は
い
う
ま
で
も
な
く
天
之
御
中
主
神
を
極
め
て
重
視
す
る
が
、

彼
は
天
之
御
中
主
神
に
つ
い
て
最
終
的
に
北
極
星
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
行
き
つ
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、
長
谷
川
は
天
之
御
中
主
神
を
中

心
的
な
神
と
し
て
重
視
し
、
三
才
を
「
日
地
人
」
と
す
る
解
釈
の
延
長
線
上
に
天
之
御
中
主
神
を
位
置
づ
け
て
お
り
、
そ
の
本
体
は
太
陽

の
神
霊
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
ま
た
、
昭
道
は
太
陽
の
ほ
か
に
道
の
根
元
た
る
も
の
は
無
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
昭
道
は
天
之

御
中
主
神
を
中
心
的
な
神
と
す
る
意
味
で
は
平
田
篤
胤
の
影
響
下
に
あ
る
が
、
怪
異
や
幽
明
な
ど
に
つ
い
て
ほ
ぼ
触
れ
ず
、
太
陽
と
現
実

世
界
を
重
視
す
る
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
思
想
的
に
は
水
戸
学
に
加
え
て
本
居
流
の
国
学
の
影
響
を
受
け
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
側
面

も
指
摘
で
き
る
と
思
量
す
る
。
飯
島
忠
夫
も
宣
長
の
昭
道
に
対
す
る
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
一
番
重
要
な
点
は
、
全
て
の
道
の

根
源
を
太
陽
に
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
天
原
を
措
定
せ
ず（

11
（

、
天
照
大
神
の
事
も
上
代
の
天
皇
で
あ
る
と
み
な
し

て
い
る
点
に
お
い
て
、
国
学
者
の
神
観
念
と
は
明
確
な
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
当
然
で
あ
る
。
昭
道
は
天
之
御
中
主
神
を
大
陽
の

神
霊
と
捉
え
る
が
、
天
照
に
繋
が
る
神
々
そ
し
て
皇
統
の
系
譜
を
全
て
太
陽
と
の
関
係
で
と
ら
え
、「
神
」
で
あ
り
「
天
皇
」
で
も
あ
る

存
在
と
し
て
極
め
て
重
視
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、昭
道
は
一
方
で
天
之
御
中
主
神
を
上
世
一
代（
神
世
で
は
な
い
）の
天
皇
と
し
、「「
記
」、
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「
紀
」
ニ
ハ
、
皆
神
ト
申
シ
、
命
ト
傳
フ
ル
モ
、
昭
道
ハ
之
ヲ
天
日
ニ
マ
シ
マ
シ
」
し
存
在
で
あ
る
と
し
、「
天
皇
ト
ハ
一
天
ノ
大
君
ノ
コ

ト
ヲ
申
ス
事
ニ
テ
天
日
ノ
外
ノ
義
」
は
な
い
と
し
て
お
り
、「
神
武
天
皇
以
後
ヲ
天
皇
ト
申
シ
上
ゲ
ル
モ
神
武
天
皇
以
前
ニ
モ
天
皇
ト
申

し
上
グ
ル
」
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
現
世
的
・
現
実
的
で
あ
り
、
君
臣
な
ど
の
人
間
の
道
徳
的
関
係
を
重
視

す
る
儒
者
ら
し
い
と
も
い
え
る
が
、
同
時
に
儒
教
論
と
神
道
論
の
独
特
な
形
で
の
融
合
と
し
て
極
め
て
独
創
的
な
形
態
を
示
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
昭
道
の
思
想
に
は
自
然
の
法
則
と
人
間
社
会
の
倫
理
・
法
則
を
同
一
と
み
な
し
た
上
で
の
儒
教
的
な
規
範
的

世
界
観
が
根
底
に
あ
り
、
そ
れ
を
現
実
世
界
で
体
現
す
る
の
が
我
が
国
の
天
皇
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
道
は

天
皇
以
前
の
神
々
の
存
在
も
ま
た
徳
の
あ
る
人
で
あ
り
す
な
わ
ち
天
皇
で
あ
る
と
理
解
し
、
そ
の
よ
う
な
世
界
観
に
お
い
て
神
々
と
世
界

の
成
り
立
ち
を
整
除
し
て
い
る
。

　
　
　
　
む
す
び

　

昭
道
の
神
道
説
は
幾
多
の
首
肯
で
き
る
点
が
あ
り
、
結
論
的
に
穏
当
で
現
実
的
妥
当
性
が
あ
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
昭
道
は
様
々
な
学
問
を
修
め
て
お
り
教
養
が
幅
広
く
、
ま
た
本
人
の
宣
言
通
り
古
今
東
西
の
学
問
の
良
い
と
こ
ろ
を
取
捨
選
択
し
て

皇
道
の
羽
翼
と
な
す
学
問
的
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
純
粋
な
学
統
・
学
派
の
維
持
が
困
難
だ
っ
た
幕
末
の
時
代
状
況
と
も
関
連
し

て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
彼
の
学
問
的
方
法
は
、
宣
長
的
に
字
義
に
忠
実
な
解
釈
を
取
る
の
と
対
照
的
に
、
強
引
な
解
釈
と
い
う
誹
り
を

恐
れ
ず
幅
広
い
学
問
か
ら
の
様
々
な
説
と
方
法
を
組
み
合
わ
せ
て
い
き
自
説
に
合
う
よ
う
に
学
問
的
に
彫
琢
を
加
え
て
い
く
方
法
で
あ
る
。�

従
っ
て
、
強
引
な
解
釈
な
ど
も
散
見
さ
れ
、
神
道
学
説
を
純
粋
に
そ
れ
自
体
と
し
て
み
た
場
合
に
は
あ
ま
り
評
価
は
し
づ
ら
い
。
こ
れ
は
、

『
皇
道
述
義
』
が
昭
道
の
生
前
出
版
さ
れ
ず
且
つ
未
完
の
草
稿
で
終
わ
っ
て
い
る
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
激
動
の
時
代
に
現
実
的
に
制

度
形
成
に
行
政
的
に
係
わ
ろ
う
と
意
図
し
、『
皇
道
述
義
』（
翌
年
著
述
の
『
九
經
談
總
論
評
説
』
も
含
め
て
）
は
そ
の
思
想
的
な
自
己
基
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盤
の
確
立
作
業
の
痕
跡
で
あ
り
思
想
的
成
熟
度
は
高
く
な
い
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
自
己
の
理
念
に
基
づ
き
大
教

宣
布
の
詔
の
原
文
を
起
草
し
て
い
る
の
は
昭
道
な
の
で
あ
る
。
昭
道
の
思
想
は
、
基
本
的
に
儒
者
で
あ
る
彼
が
新
し
い
制
度
構
築
へ
向
け

て
の
思
想
的
基
盤
を
固
め
る
べ
く
精
一
杯
思
索
し
た
結
果
と
し
て
の
独
創
的
で
斬
新
な
神
道
論
で
あ
る
と
言
え
る
。
彼
は
「
皇
道
」
を
世

界
の
根
源
で
あ
る
と
措
定
す
る
愛
国
者
と
し
て
、
熊
澤
蕃
山
の
学
問
、
仁
斎
学
を
含
む
朱
子
学
、
水
戸
学
な
ど
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
そ

れ
ら
を
超
克
し
た
「
太
陽
一
元
論
」
と
で
も
い
う
べ
き
独
創
的
な
学
問
的
方
法
で
、
こ
の
世
を
太
陽
と
天
皇
中
心
の
秩
序
が
貫
か
れ
て
い

る
も
の
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

　

昭
道
の
皇
道
論
的
神
道
説
は
天
之
御
中
主
神
・
高
御
産
巣
日
神
・
神
御
産
巣
日
神
と
国
常
立
神
・
宇
麻
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
之
神
・
天

之
常
立
神
を
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
神
の
異
名
で
あ
る
と
解
釈
し
た
り
、
強
引
な
側
面
が
存
在
し
、
古
典
上
の
文
献
的
根
拠
が
存
在
し
な
い
も

の
も
散
見
さ
れ
る
。
昭
道
は
純
粋
な
神
道
学
者
で
は
な
く
、
ま
た
杓
子
定
規
な
儒
学
原
理
主
義
者
か
ら
も
遠
い
存
在
で
、
儒
教
的
観
念
を

自
分
の
世
界
観
の
も
と
に
再
編
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
道
が
神
道
的
な
怪
異
・
神
秘
を
避
け
て
天
之
御
中
主
神
な
ど
の
神
武

天
皇
以
前
の
神
々
を
「
～
天
皇
」
で
あ
る
と
呼
ん
で
い
る
点
は
、
神
道
学
者
・
信
仰
者
と
い
う
よ
り
、
水
戸
学
に
基
盤
を
持
つ
儒
者
と
し

て
の
思
想
が
根
底
に
あ
り
、
古
典
の
神
々
を
実
際
に
存
在
し
た
徳
の
あ
る
人
間
天
皇
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
基
本
的
姿
勢
が
窺
え
る
。
そ

れ
は
、
近
代
に
お
け
る
開
明
的
（
近
代
の
科
学
的
成
果
を
取
り
入
れ
、
ま
た
神
秘
的
な
力
を
強
調
せ
ず
神
々
を
す
べ
て
天
皇
で
あ
る
と
し

て
い
る
点
で
）
な
儒
教
的
神
道
の
一
つ
の
形
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
も
様
々
な
態
様
で
存
在
し
た
儒
教
的
神
道
の
リ
バ
イ
バ
ル
と
い
う
意

味
で
、
あ
る
種
の
先
祖
返
り
と
い
う
面
も
否
定
で
き
な
い
。
一
方
で
、
神
秘
・
怪
異
を
排
し
つ
つ
、
皇
道
を
自
然
と
人
間
社
会
を
貫
く
法

則
で
あ
り
誰
で
も
理
解
・
実
践
で
き
る
道
で
あ
る
と
し
た
点
と
、
日
本
・
中
国
の
み
な
ら
ず
当
時
最
先
端
の
西
洋
天
文
学
の
知
識
を
含
め

た
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
羽
翼
と
し
て
そ
の
内
実
的
「
彝
倫
」
を
明
ら
か
に
す
べ
し
と
し
た
点
で
、
む
し
ろ
当
時
に
お
け
る
学
問
的
な
皇
道
論

の
近
代
化
と
い
う
側
面
を
も
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
重
要
な
点
と
し
て
、
彼
の
神
道
論
の
本
質
は
人
格
神
と
し
て
の
天
照
大
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神
を
中
心
と
し
て
最
大
限
尊
崇
す
べ
き
対
象
と
す
べ
し
と
し
た
の
で
は
な
く
、「
皇
太
祖
天
之
御
中
主
天
皇
」
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の

皇
統
の
系
譜
を
現
実
世
界
の
秩
序
の
中
心
と
し
て
信
仰
・
尊
重
す
べ
し
と
し
た
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
神
道
説
は

天
照
大
神
に
収
斂
す
る
も
の
で
な
く
、「
皇
太
祖
天
之
御
中
主
天
皇
」
と
太
陽
を
根
元
と
す
る
皇
統
の
系
譜
に
行
き
着
く
と
い
う
意
味
で

天
之
御
中
主
神
中
心
の
神
道
説
で
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
か
ら
今
上
陛
下
に
連
綿
と
連
な
る
皇
統
へ
の
信
仰
が
根
底
に
あ
る
と
い
う
こ
と

が
言
え
よ
う
。
ま
た
、
一
方
で
昭
道
が
「
皇
太
祖
天
之
御
中
主
天
皇
」
を
太
陽
の
神
霊
で
あ
る
と
い
う
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
点
も
、
彼

の
神
道
論
に
お
い
て
人
格
神
的
性
格
が
濃
厚
な
天
照
大
神
へ
の
特
定
的
信
仰
と
い
う
面
が
希
薄
で
あ
る
傍
証
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
後
に
、
教
育
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
様
々
な
研
究
者
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
昭
道
の
明
治
初
期
の
教
育
政
策

に
つ
い
て
の
建
言
な
ど
は
当
時
と
し
て
は
極
め
て
現
実
的
で
な
お
か
つ
国
粋
主
義
的
偏
狭
さ
を
脱
し
て
進
歩
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
幕

末
か
ら
明
治
初
期
の
激
動
の
時
代
に
お
け
る
実
践
的
で
愛
国
主
義
的
儒
学
者
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ

う
に
、
最
近
の
昭
道
に
つ
い
て
の
研
究
は
本
論
の
如
く
神
道
論
そ
れ
自
体
を
分
析
し
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
明
治
初
期
の
教
育
政
策
に

つ
い
て
彼
が
果
た
し
た
役
割
と
影
響
に
焦
点
を
当
て
て
考
究
す
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
彼
の
思
想
的
基
盤
た
る
神
道
論
も
解
釈
の
強
引

さ
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
当
時
の
様
々
な
学
問
の
相
克
を
超
え
て
そ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
彼
な
り
の
方
法
で
融
合
し
か
つ
、
昭
道

の
現
実
的
な
宗
教
教
化
や
進
歩
的
な
教
育
政
策
の
思
想
的
基
盤
と
な
っ
た
神
道
論
と
い
う
点
で
、
異
色
の
光
彩
を
放
っ
て
い
る
も
の
と
評

価
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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註

　
（
（
）�　

飯
島
忠
夫
「
長
谷
川
昭
道
と
そ
の
學
説
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』（
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
十
年
）（
七
～
五
十
八
頁
）
を
参
考
に
し
て
、
長
谷

川
昭
道
の
履
歴
を
ま
と
め
る
。
文
化
十
二
（
一
八
一
五
）
年
十
二
月
二
十
九
日
に
松
代
藩
士
長
谷
川
正
次
の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
藩
主
真
田
幸
貫�

（
白
河
藩
主
松
平
定
信
の
第
二
子
、
後
に
真
田
家
を
継
ぐ
）
か
ら
与
え
ら
れ
た
深
美
を
通
称
と
し
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
「
道
を
昭
ら
か
に
す
る
」
と

い
う
意
味
の
昭
道
を
名
乗
り
、
戸
隠
舍
を
号
し
た
。
信
濃
国
松
代
藩
の
世
臣
で
あ
り
、
佐
久
間
象
山
と
共
に
こ
の
時
期
を
代
表
す
る
同
藩
の
先
覚
で
あ

る
。
天
保
十
年
、
二
十
五
歳
の
時
に
江
戸
の
藩
邸
に
勤
仕
し
、
佐
藤
一
齋
、
平
山
鋭
二
に
学
ん
だ
。
こ
れ
よ
り
以
前
、
藩
地
に
居
た
頃
の
師
は
、
漢
学

に
藩
老
鎌
原
桐
山
、
藩
儒
竹
内
錫
命
、
平
山
流
兵
学
に
山
寺
常
山
が
あ
り
、
和
歌
に
小
野
里
眞
梶
が
あ
り
、
特
に
熊
澤
蕃
山
の
思
想
や
国
学
の
知
識
を

菅
沼
正
身
か
ら
鼓
吹
せ
ら
れ
た
。
藩
校
文
武
学
校
創
設
に
も
つ
く
す
。
昭
道
は
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
、
藩
に
隠
居
を
申
し
込
ん
で
許
可
さ
れ
た
が
、

文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
に
は
藩
政
改
革
を
企
て
た
疑
い
を
か
け
ら
れ
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
る
。
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
、
蟄
居
を
解
か
れ
京
都
の
情
勢

視
察
の
た
め
に
上
洛
を
命
じ
ら
れ
る
。
尊
王
攘
夷
の
立
場
か
ら
藩
内
で
は
佐
久
間
象
山
と
意
見
が
対
立
す
る
。
翌
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
、
京
都
藩

邸
の
留
守
居
役
と
な
り
、藩
論
を
勤
皇
で
統
一
す
る
。
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
五
月
、昭
道
は
維
新
政
府
よ
り
軍
務
官
権
判
官
事
試
補
の
官
途
に
つ
き
、

そ
の
後
行
政
官
権
弁
事
、
兵
学
校
頭
取
助
役
を
歴
任
し
、
学
校
掛
と
し
て
皇
学
所
・
漢
学
所
・
兵
学
所
の
運
営
に
参
画
す
る
。
以
後
明
治
二
年
ま
で
維

新
政
府
の
教
育
政
策
に
関
与
し
、
松
代
藩
権
大
参
事
に
就
任
し
た
が
、
松
代
藩
が
長
野
県
に
統
合
さ
れ
た
時
期
に
官
職
を
離
れ
隠
居
生
活
に
入
り
、
明

治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
に
八
三
歳
で
逝
去
し
た
。

　
（
（
）�　

天
皇
や
神
々
へ
の
尊
崇
心
は
、
長
谷
川
の
著
作
『
深
憂
狂
語
』
の
中
の
「
儒
書
為
神
書
之
注
脚
説
」
か
ら
も
容
易
に
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
（
（
）�　

明
治
の
教
育
制
度
の
形
成
史
に
つ
い
て
は
、
教
育
史
編
纂
会
編
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史�

第
一
巻
』（
教
育
資
料
調
査
会
、
昭
和
三
十
九
年
）、

参
照
。

　
（
（
）�　
『
教
訓
集�

二
（
勤
王
文
庫�

第
二
編
）』（
大
日
本
明
道
会
、
大
正
九
年
）
に
所
収
の
昭
道
の
著
作
で
あ
る
「
皇
學
意
見
」
に
つ
い
て
の
飯
島
忠
夫
に

よ
る
解
題
に
は
昭
道
と
岩
倉
の
邂
逅
に
つ
い
て
、「
初
め
藩
政
の
要
路
に
當
り
し
が
、
事
に
よ
り
て
罷
め
、
こ
れ
よ
り
皇
道
の
發
揮
を
以
て
自
ら
任
じ
、

一
家
の
言
を
立
つ
。
元
治
元
年
以
来
、
藩
職
を
帯
び
て
京
都
に
駐
在
し
、
王
政
維
新
に
及
び
、
遂
に
平
生
の
懐
抱
を
披
瀝
し
て
此
の
建
言
を
な
せ
り
。

具
視
之
に
よ
り
て
昭
道
に
任
ず
る
に
、
學
校
建
設
の
事
を
以
て
す
。
皇
學
所
は
是
の
如
く
し
て
起
れ
り
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
道
に
関
し

て
は
大
久
保
利
通
も
、「
今
朝
長
谷
川
深
美
子
來
、
學
校
之
義
ニ
付
段
々
議
論
有
之
、
其
外
高
論
承
、
見
誠
感
状
ニ
堪
ス
候
、
當
時
無
他
事
人
物
与
目
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し
候
」（「
大
久
保
利
通
日
記
二
」（
東
京
大
学�

出
版
会
、昭
和
四
十
四
年
）、三
十
一
頁
）
と
日
記
に
記
し
て
お
り
、極
め
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。

　
（
（
）�　

平
田
篤
胤
の
系
譜
に
連
な
る
神
道
学
説
の
展
開
と
歴
史
に
関
し
て
は
、徳
重
淺
吉『
維
新
精
神
史
研
究
』（
立
命
館
出
版
部
、再
版
、昭
和
十
六
年
）、参
照
。

　
（
（
）�　

な
お
昭
道
は
、「
洋
学
所
ヲ
開
成
ト
唱
候
義
ハ
、
不
当
の
名
称
に
御
座
候
」（「
学
政
建
言　

其
の
三
」（
信
濃
教
育
会
編
『
長
谷
川
昭
道
全
集�

下
』�

（
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
十
年
））、
二
一
〇
～
二
一
一
頁
）
と
「
洋
学
所
」
と
い
う
名
称
の
学
校
を
開
設
す
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。

　
（
（
）�　

昭
道
は
象
山
に
一
時
、
弟
子
入
り
し
て
学
問
を
学
ん
で
い
る
が
、
自
ら
象
山
に
門
人
の
籍
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
申
し
出
て
、
許
諾
さ
れ
て
い
る
。

沖
田
行
司
は
「
王
政
復
古
期
の
教
育
と
伝
統
主
義
―
長
谷
川
昭
道
の
皇
学
を
中
心
と
し
て
―
」
の
中
で
、
佐
久
間
象
山
と
長
谷
川
昭
道
の
関
係
性
に

つ
い
て
一
章
を
さ
い
て
い
る
。

　
（
（
）�　

嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
、
長
谷
川
は
藩
校
創
設
の
際
文
武
学
校
掛
を
命
じ
ら
れ
、
宗
門
改
掛
、
寺
社
奉
行
助
を
歴
任
し
た
。
詳
し
く
は
「
長
谷

川
昭
道
年
譜
」（『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』（
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
十
年
）、
所
収
）、
参
照
。

　
（
（
）�　
「
長
谷
川
昭
道
年
譜
」（
前
掲
『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
八
十
六
頁
）、
参
照
。

　
（
（0
）�　
「
此
の
文
章
は
即
ち
昭
道
が
提
示
し
た
詔
勅
の
草
案
の
文
章
が
其
の
基
礎
と
な
つ
て
居
る
こ
と
は
、
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
明
に
知

ら
れ
る
。
昭
道
は
其
後
ま
た
大
教
宣
布
の
詔
書
の
案
文
を
も
提
出
し
た
。」（
飯
島
忠
夫
「
長
谷
川
昭
道
と
そ
の
学
説
」『
長
谷
川
昭
道
全
集
』
上
巻
、

五
十
一
頁
、
昭
和
十
年
）。

　
（
（（
）�　

信
濃
教
育
会
『
長
谷
川
昭
道
全
集�

上
』（
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
十
年
）、�

信
濃
教
育
会
編
『
長
谷
川
昭
道
全
集�

下
』（
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
昭

和
十
年
）。

　
（
（（
）�　

加
藤
仁
平
『
三
種
の
神
器
観
よ
り
見
た
る
日
本
精
神
史
』（
第
一
書
房
、
昭
和
十
四
年
）。

　
（
（（
）�　

徳
重
淺
吉
『
維
新
精
神
史
研
究
』（
目
黒
書
店
、
昭
和
十
年
）。

　
（
（（
）�　

河
野
省
三
『
日
本
精
神
発
達
史
』（
大
岡
山
書
店
、
昭
和
七
年
）。

　
（
（（
）�　

補
永
茂
助
『
日
本
思
想
史
―
纂
説
』（
教
育
研
究
会
、
昭
和
十
五
年
）。

　
（
（（
）�　

飯
島
忠
夫
「
長
谷
川
昭
道
伝
」（
信
濃
教
育
会
埴
科
部
会
、
昭
和
十
年
）
の
「
緒
言
」
に
「
予
が
予
の
祖
父
長
谷
川
昭
道
の
事
蹟
を
記
述
す
る
の
志

を
起
せ
し
は
」
と
の
飯
島
自
身
の
記
述
が
あ
る
。

　
（
（（
）�　

飯
島
忠
夫
（
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
～
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
）
は
明
治
か
ら
昭
和
時
代
の
東
洋
史
学
者
。
明
治
八
年
二
月
三
日
生
ま
れ
。

祖
父
で
あ
る
長
谷
川
昭
道
に
漢
学
を
ま
な
び
、
東
京
帝
大
選
科
で
上
田
万
年
の
指
導
を
う
け
る
。
明
治
三
十
七
年
か
ら
三
十
三
年
間
学
習
院
教
授
を
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つ
と
め
、
中
国
古
代
史
、
暦
法
の
研
究
で
知
ら
れ
た
。
昭
和
二
十
九
年
九
月
二
十
七
日
死
去
。
七
十
九
歳
。
長
野
県
出
身
。
著
作
に
「
支
那
古
代
史

と
天
文
学
」
な
ど
（
以
上
、『
デ
ジ
タ
ル
版�

日
本
人
名
大
辞
典+Plus

』（
講
談
社
、
二
〇
一
五
年
九
月
更
新
）
に
よ
る
）。
ま
た
、『
世
界
大
百
科
事

典�
第
二
版
』（
日
立
デ
ジ
タ
ル
平
凡
社
、平
成
十
年
）
の
「
新
城
新
蔵
」
の
項
目
に
よ
れ
ば
、「（
略
）
ま
た
中
国
の
天
文
学
史
の
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
。

中
国
の
天
文
学
は
中
国
独
自
の
も
の
で
は
な
く
西
方
、
イ
ン
ド
よ
り
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
飯
島
忠
夫
と
の
論
争
は
著
名
で
、
新
城
新
蔵
は

中
国
の
天
文
学
は
戦
国
時
代
も
っ
と
も
進
歩
を
と
げ
独
自
の
天
文
学
を
有
し
た
と
主
張
し
た
。
二
十
九
年
に
は
京
都
帝
大
総
長
と
な
り
、
任
期
終
了

後
は
上
海
自
然
科
学
研
究
所
所
長
と
し
て
上
海
に
赴
任
し
た
」
と
新
城
と
飯
島
と
の
天
文
学
の
成
立
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（（
）�　

沖
田
行
司
「
王
政
復
古
期
の
教
育
と
伝
統
主
義
―
長
谷
川
昭
道
の
皇
学
を
中
心
と
し
て
―
」（
同
志
社
大
学
人
文
学
会
『
人
文
學
』
一
三
九
号
、
昭

和
五
十
八
年
）。

　
（
（（
）�　

大
久
保
利
謙
「
京
都
に
お
け
る
皇
学
所
創
設
の
事
情
」（『
明
治
維
新
と
教
育
（
大
久
保
利
謙
歴
史
著
作
集
）』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
二
年
）、

八
十
四
～
八
十
七
頁
）、
参
照
。

　
（
（0
）�　

関
口
直
佑
「
明
治
初
頭
に
お
け
る
岩
倉
具
視
の
教
育
思
想
」（「
ソ
シ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
vol.�

（（
」（
早
稲
田
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
、
平
成

二
十
五
年
三
月
）、
所
収
）。

　
（
（（
）�　

他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
研
究
と
し
て
は
、
宗
教
論
の
立
場
か
ら
島
薗
進
に
よ
る
「
国
家
神
道
」
の
内
実
的
「
教
え
」
と
し
て
の
「
皇
道
」
思
想

が
形
成
さ
れ
る
過
程
の
重
要
人
物
と
し
て
、
平
田
派
や
津
和
野
派
の
国
学
者
た
ち
と
並
ぶ
強
い
影
響
を
あ
た
え
た
人
物
と
し
て
長
谷
川
を
位
置
づ
け

る
研
究
が
あ
る
が
、
筆
者
は
島
薗
の
研
究
以
前
の
「
皇
道
」
思
想
や
「
皇
学
」
に
つ
い
て
の
前
提
的
認
識
に
や
や
疑
問
点
を
持
っ
て
い
る
。「
皇
道
」

と
い
う
言
葉
と
理
念
が
広
ま
っ
た
の
は
、
明
治
二
年
六
月
に
詔
勅
と
し
て
発
布
さ
れ
た
「
皇
道
興
隆
ニ
關
ス
ル
御
下
問
」（
詳
し
く
は
、『
詔
勅
（
惟

神
叢
書　

第
七
編
）』（
神
宮
皇
学
館
惟
神
道
場
、
昭
和
十
六
年
）
等
を
参
照
）
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
道
が
言
う
「
神
皇
の
道
」
と
し

て
の
「
皇
道
」
と
、
詔
勅
に
使
わ
れ
て
い
る
「
皇
道
」
は
そ
の
理
念
的
内
実
に
お
い
て
同
一
と
は
言
い
難
い
。
つ
ま
り
、「
皇
道
」
と
い
う
言
葉
を
以

て
ほ
ぼ
同
じ
思
想
的
内
実
を
も
つ
概
念
と
し
て
そ
の
歴
史
的
な
展
開
を
捉
え
る
と
、
そ
の
歴
史
に
お
け
る
変
遷
と
か
同
じ
言
葉
の
様
々
な
解
釈
の
さ

れ
方
を
見
落
と
す
結
果
に
な
る
懼
れ
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
島
薗
が
同
書
に
お
い
て
「
国
家
神
道
の
「
教
え
」、
す
な
わ
ち
メ
ン
タ
ル
な

内
容
」
と
し
て
「「
皇
道
」
の
語
が
「
一
九
三
〇
年
頃
か
ら
敗
戦
に
至
る
ま
で
の
時
期
、
仏
教
勢
力
も
含
め
て
全
国
民
が
従
う
べ
き
「
道
」
を
示
す
語

と
し
て
強
い
拘
束
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
し
て
い
る
の
を
受
け
、
藤
田
大
誠
は
「
本
書
で
は
、
明
治
初
年
の
包
容
主
義
的
な
「
皇
道
」
学

者
で
あ
る
長
谷
川
昭
道
が
「
皇
学
」
の
語
を
盛
ん
に
打
ち
出
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
明
治
初
年
の
「
皇
学
所
」
や
藩
校
に
お
け
る
「
皇
学
科
」、
さ
ら
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に
は
明
治
十
五
年
創
立
の
「
皇
學
館
」
な
ど
も
含
め
、
一
貫
し
た
「
皇
学
教
育
」
の
普
及
や
そ
の
影
響
力
を
強
調
す
る
が
（
一
二
六
、一
二
七
頁
）、

長
谷
川
の
特
色
あ
る
「
皇
学
」
と
藩
校
で
「
和
学
」「
国
学
」
な
ど
と
並
ぶ
科
目
と
さ
れ
た
「
皇
学
」、
そ
し
て
「
皇
學
館
」
を
同
一
線
上
に
置
い
て

し
ま
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
を
見
失
う
こ
と
に
繋
が
る
た
め
、
や
は
り
再
考
が
必
要
と
思
わ
れ
る
」（「「
国
家
神
道
」
概
念
の
有
効
性
に
関
す

る
一
考
察
―
島
薗
進
著
『
国
家
神
道
と
日
本
人
』
の
書
評
を
通
し
て
―
」（
明
治
聖
徳
記
念
学
会
編
『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
〔
復
刊
第
四
十
八
号
〕』�

（
錦
正
社
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
）、
所
収
）
と
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
と
内
実
の
差
異
を
考
慮
せ
ず
に
同
じ
よ
う
な
影
響
力
を
持
つ
も
の
と
し
て�

「
皇
道
」・「
皇
学
」
を
十
把
一
絡
げ
に
捉
え
る
島
薗
の
学
問
的
認
識
を
批
判
し
て
い
る
。

　
（
（（
）�　

佐
々
木
は
「
儒
学
者
の
天
之
御
中
主
神
論
」（「
天
之
御
中
主
神
の
ゆ
く
へ�

近
代
的
神
観
の
確
立
と
葛
藤
（
龍
声
社
、
平
成
二
十
七
年
）」、
所
収
）

の
中
で
、
長
谷
川
昭
道
の
思
想
に
つ
い
て
、「
彼
の
説
は
、
正
統
派
の
国
学
者
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
奇
抜
な
神
観
を
持
っ
て
い
た
。（
中
略
）

昭
道
は
天
之
御
中
主
神
に
「
天
皇
」
の
称
号
を
付
け
て
呼
ぶ
。（
中
略
）
天
之
御
中
主
神
は
、一
天
の
主
君
だ
か
ら
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
と
称
す
べ
き
で
、

そ
れ
は
天
照
大
御
神
と
同
体
で
あ
る
と
し
て
い
る
。（
中
略
）
昭
道
の
天
之
御
中
主
神
論
は
、
天
照
大
御
神
一
神
論
に
収
斂
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。（
中
略
）
天
照
大
御
神
は
天
之
御
中
主
神
と
同
体
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
造
物
主
・
天
帝
な
ど
と
も
同
一
視
さ
れ
、
創
造
主
・

主
宰
者
を
包
合
し
た
唯
一
神
に
転
化
し
て
い
る
。
も
は
や
天
照
大
御
神
一
神
教
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
（
（（
）�　

前
掲
沖
田
「
王
政
復
古
期
の
教
育
と
伝
統
主
義
―
長
谷
川
昭
道
の
皇
学
を
中
心
と
し
て
―
」、
参
照
。

　
（
（（
）�　

飯
島
忠
夫
「
長
谷
川
昭
道
年
譜
」（『
長
谷
川
昭
道
全
集
』
上
巻
）
六
十
五
頁
～
参
照
。

　
（
（（
）�　

荻
生
徂
徠
に
つ
い
て
は
、
尾
藤
正
英
「
荻
生
徂
徠
」（
相
良
亨
・
松
本
三
之
介
・
源
了
圓
編
『
江
戸
の
思
想
家
た
ち
』
下
（
研
究
社
出
版
、
昭
和

五
十
四
年
十
一
月
）、所
収
）、尾
藤
正
英「
荻
生
徂
徠
の
思
想
―
そ
の
人
間
観
を
中
心
に
」（
東
方
学
会『
東
方
学
』第
五
十
八
輯（
昭
和
五
十
四
年
七
月
）、

所
収
）、
田
尻
裕
一
郎
『
荻
生
徂
徠
（
叢
書　

日
本
の
思
想
家　

十
五
）』（
明
徳
出
版
社
、
平
成
二
十
年
三
月
）、
吉
川
幸
次
郎
『
仁
斎
・
徂
徠
・
宣
長
』

（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
年
六
月
）、
丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
新
装
版�

、
昭
和
五
十
八
年
六
月
）
な
ど
、
参
照
。

　
（
（（
）�　�

小
野
祖
教
編
『
神
道
思
想
名
著
集
成　

下
巻　

儒
家
の
神
道
編
』（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
第
三
研
究
室
、
昭
和
四
十
七
年
）
に
、
長
谷
川

昭
道
の
代
表
作
「
皇
道
述
義
（
抄
）（
昭
道
全
集　

上
）」
が
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
「
第
四
章　

水
戸
学
諸
家
集
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
長
谷
川
昭
道
の
学
統
に
つ
い
て
神
道
学
者
が
ど
う
考
え
て
い
る
か
、
容
易
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
単
な
る
儒
学
者
で
は
な
く
、
幕
末
維

新
期
の
「
神
道
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
代
表
的
な
思
想
家
と
し
て
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
（（
）�　

沖
田
行
司
に
よ
れ
ば
「
松
代
藩
で
は
佐
藤
一
斎
に
つ
い
て
学
ん
だ
者
も
多
く
、
昌
平
黌
の
系
譜
に
連
な
る
朱
子
学
が
主
流
を
占
め
て
い
た
」
が
、
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幕
末
に
な
る
と
純
粋
な
意
味
で
の
学
派
や
学
統
は
維
持
さ
れ
な
く
な
り
、
長
谷
川
は
「
熊
沢
蕃
山
や
国
学
へ
読
書
の
幅
を
広
げ
て
い
っ
た
」
と
あ
る
。

（「
王
政
復
古
期
の
教
育
と
伝
統
主
義
―
長
谷
川
昭
道
の
皇
学
を
中
心
と
し
て
―
」（「
人
文
學　

一
三
九
号
」（
同
志
社
大
学
人
文
学
会�

、
昭
和
五
十
八

年
九
月
））

　
（
（（
）�　
『
皇
道
述
義
』
の
序
文
を
参
照
。

　
（
（（
）�　

飯
島
は
「
明
治
初
年
の
皇
道
復
興
と
長
谷
川
昭
道
」
の
な
か
で
、「
昭
道
は
隆
正
と
少
し
の
関
係
も
な
い
が
、
信
淵
の
著
書
及
び
水
戸
に
仕
へ
た
國

學
者
で
又
蘭
學
に
通
じ
て
居
た
鶴
峰
戊
申
が
著
し
た
『
三
才
窮
理
頌
』
の
影
響
を
受
け
た
と
思
は
れ
る
點
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
（
（0
）�　
「
學
政
建
言
其
一
」（「
戸
隠
舎
遺
稿　

第
五
輯　

建
言
二
」、『
長
谷
川
昭
道
全
集　

下
』
所
収
（
百
六
十
九
頁
よ
り
）、
参
照
。
中
で
も
学
政
に
関

す
る
部
分
に
関
し
て
岩
倉
は
示
唆
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
年
八
月
に
は
皇
道
皇
学
に
関
す
る
長
編
の
意
見
書
を
再
び
上
書
し
た
。
翌
明
治
二

年
に
進
言
さ
れ
た
岩
倉
の
「
時
務
策
」
か
ら
は
長
谷
川
の
思
想
的
影
響
が
み
ら
れ
る
。

　
（
（（
）�　

こ
の
呼
び
方
に
関
連
し
て
、
飯
島
は
『
昭
道
は
古
典
の
諸
神
を
以
て
盡
く
上
古
の
人
で
あ
る
と
し
て
、（
山
鹿
素
行
や
新
井
白
石
も
既
に
此
説
を
立

て
ゝ
居
た
。）
國
常
立
尊
以
下
の
皇
統
の
歴
代
に
属
す
る
諸
神
を
皆
天
皇
或
は
皇
后
と
改
稱
し
、
た
だ
其
の
初
に
太
陽
と
地
球
と
を
置
い
た
け
れ
ど
も
、

そ
れ
ら
を
も
亦
通
じ
て
天
皇
・
皇
后
と
呼
ん
だ
』（
前
掲
「
長
谷
川
昭
道
と
そ
の
学
説
」『
長
谷
川
昭
道
全
集
』
上
巻
、
二
十
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
（
（（
）�　

昭
道
は
造
化
三
神
は
実
は
同
体
異
名
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
「
次
高
御
産
巣
日
神
、
次
神
御
産
巣
日
神
ト
ア
ル
ハ
誤
傳
ナ
ル
ベ
シ
。
右
ニ
テ
ハ
、

天
之
御
中
主
天
皇
ト
ハ
、
三
柱
ト
成
ル
コ
ト
也
。
決
シ
テ
三
柱
ニ
ハ
非
ズ
。
一
體
ニ
テ
神
名
ノ
三
ッ
有
ル
マ
デ
ノ
事
ナ
リ
。
高
木
神
ト
モ
申
ス
御
名

ヲ
加
フ
レ
バ
、
神
名
四
ッ
有
ル
也
」（「
皇
道
述
義　

含
處
之
巻
上
之
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
二
八
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
（
（（
）�　

昭
道
は
神
武
天
皇
以
前
の
神
々
を
天
皇
と
呼
ぶ
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
「
神
武
天
皇
以
前
ニ
ハ
、
古
来
天
皇
ト
書
シ
申
シ
シ
コ
ト
無
シ
ト
雖
モ
、

今
日
ヨ
リ
始
メ
テ
、天
皇
ト
書
シ
申
ス
コ
ト
、皇
道
・
皇
法
ニ
觸
レ
申
ス
可
キ
コ
ト
ニ
ハ
、之
レ
有
ル
マ
ジ
キ
事
也
」（「
皇
道
述
義　

含
處
之
巻
上
之
上
」

『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
二
八
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
（
（（
）�　

昭
道
は
こ
の
よ
う
に
天
之
御
中
主
神
と
國
狭
立
尊
を
夫
婦
神
と
し
て
考
え
る
理
由
に
つ
い
て
、「
若
シ
、
古
昔
ヨ
リ
申
シ
傳
ヘ
タ
ル
如
ク
、
夫
婦
ノ

道
ハ
、
實
ニ
右
ノ
二
大
神
（
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
の
事
を
指
し
て
い
る
）
ヨ
リ
始
マ
リ
タ
ル
事
ト
爲
ス
ト
キ
ハ
天
之
御
中
主
天
皇
ヲ
以
テ
皇
太
祖

ト
ハ
稱
シ
難
ク
、（
略
）
又
、
右
二
大
神
以
上
ノ
諸
皇
神
ヲ
以
テ
、
皇
統
ノ
諸
大
神
ト
ハ
爲
シ
難
シ
」
と
述
べ
、
天
之
御
中
主
神
を
「
皇
太
祖
」
と
考

え
る
べ
き
で
あ
り
、そ
の
た
め
に
は
天
之
御
中
主
神
と
國
狭
立
尊
を
夫
婦
神
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
昭
道
は
伊
邪
那
岐
・

伊
邪
那
美
の
二
柱
に
つ
い
て
も
「
伊
邪
那
岐
天
皇
」・「
伊
邪
那
美
皇
后
」
と
呼
ん
で
い
る
。
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（
（（
）�　

昭
道
は
國
狭
立
尊
を
「
國
之
眞
地
皇
后
」
と
称
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、「
斷
然
ト
シ
テ
大
地
ノ
神
名
也
ト
申
シ
、
且
ッ
天
之
御
中
主
天
皇
ノ
皇
妃
也

ト
申
シ
定
ム
ル
所
以
ハ
、
第
一
ニ
天
日
出
現
シ
玉
ヒ
、
第
二
ニ
大
地
成
出
デ
、
天
日
ニ
次
イ
デ
尊
キ
者
ハ
大
地
也
。
是
ノ
故
ニ
、
天
日
ニ
神
名
ヲ
稱

シ
玉
ヘ
ル
ト
キ
ハ
、大
地
ニ
モ
必
ズ
神
名
ヲ
稱
シ
玉
フ
ベ
キ
コ
ト
當
然
ナ
リ
。
況
ン
ヤ
、大
八
洲
ニ
モ
洲
毎
ニ
尊
稱
神
名
ヲ
稱
シ
玉
ヘ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、

山
海
・
原
野
・
川
澤
ニ
至
ル
マ
デ
、
神
名
ヲ
稱
シ
玉
ヘ
ル
事
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
大
地
ニ
神
名
ヲ
稱
シ
玉
ハ
ザ
ル
コ
ト
、
決
シ
テ
有
ル
可
カ
ラ
ズ
。
殊
ニ
、

國
之
眞
地
尊
ト
申
ス
神
名
ニ
徴
ス
ル
ト
キ
ハ
、
大
地
ノ
義
ナ
ル
コ
ト
、
彰
然
著
明
ナ
ル
者
ヲ
ヤ
。
又
、
之
ヲ
天
之
御
中
主
天
皇
ノ
皇
妃
ナ
リ
ト
申
ス

コ
ト
ハ
、
國
之
常
立
天
皇
以
下
、
悉
ク
皇
后
ヲ
具
へ
稱
セ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
、
天
之
御
中
主
天
皇
ニ
ノ
ミ
、
皇
后
ヲ
具
へ
稱
セ
ラ
レ
ズ
シ
テ
可
ナ
ラ
ン

ヤ
。
殊
ニ
、
大
地
ハ
、
即
チ
實
に
天
日
ノ
皇
妃
ナ
ル
者
ヲ
ヤ
。
且
ッ
天
之
御
中
主
天
皇
ニ
后
妃
坐
マ
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
イ
カ
デ
カ
國
之
常
立
天
皇
ノ

生
産
シ
玉
ヘ
ル
コ
ト
ノ
有
ル
ベ
キ
。
是
レ
此
ノ
御
神
ヲ
以
テ
、大
地
ノ
神
名
ナ
リ
ト
申
シ
、天
之
御
中
主
天
皇
ノ
皇
妃
ナ
リ
ト
申
シ
定
ム
ル
所
以
ナ
リ
。

是
亦
、
決
シ
テ
昭
道
ガ
臆
斷
私
説
ニ
非
ズ
。
之
ヲ
神
皇
ノ
敕
語
ニ
質
シ
、
之
ヲ
神
名
ノ
眞
義
ニ
徴
シ
、
之
ヲ
日
地
ノ
實
體
ニ
驗
シ
、
之
ヲ
古
史
ノ
眞

傳
ニ
證
シ
、
謹
ミ
テ
神
皇
ノ
神
意
ヲ
述
ブ
ル
所
ナ
リ
」（「
皇
道
述
義　

含
處
之
巻
上
之
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
二
九
一
～
二
九
二
頁
）
と

述
べ
て
い
る
。

　
（
（（
）�　

こ
の
後
さ
ら
に
昭
道
は
「
又
、
此
二
柱
神
亦
獨
神
成
坐
而
ト
申
ス
ハ
、
勿
論
宜
シ
。
隱
レ
身
也
ト
云
エ
ル
ハ
、
前
ニ
モ
述
ブ
ル
如
ク
、
其
ノ
謂
レ
無

キ
事
ナ
レ
バ
、
極
メ
テ
誤
傳
ト
ナ
ス
ベ
シ
」（「
皇
道
述
義　

含
處
之
巻
上
之
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、
二
九
一
～
二
九
二
頁
）
と
述
べ
、「
隱

レ
身
也
」
を
誤
伝
と
み
な
し
て
い
る
。

　
（
（（
）�　

昭
道
は
ま
た
、「
殊
ニ
伊
邪
那
岐
天
皇
ニ
ハ
、
大
ニ
國
土
を
開
拓
經
營
シ
、
初
メ
テ
大
八
洲
ヲ
平
定
シ
玉
ヒ
、
人
物
ヲ
蕃
息
シ
、
神
人
ヲ
和
睦
シ
、

大
ニ
皇
基
ヲ
建
テ
、
大
ニ
天
下
萬
世
ヲ
惠
ミ
玉
ヘ
ル
盛
德
大
業
ノ
坐
マ
セ
ル
至
神
至
靈
ノ
神
皇
ニ
坐
マ
ス
ト
キ
ハ
、
彌
々
重
ク
尊
崇
祭
祀
シ
玉
フ
ベ

キ
理
リ
ナ
ル
ニ
、
是
亦
、
其
ノ
祀
典
ノ
明
カ
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
、
如
何
ナ
ル
故
ニ
ヤ
」
と
し
て
、
伊
邪
那
岐
神
に
つ
い
て
「
重
ク
尊
崇
祭
祀
」
し
て
い

な
い
こ
と
と
「
其
ノ
祀
典
ノ
明
カ
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
」
に
つ
い
て
も
不
審
を
述
べ
て
い
る
。

　
（
（（
）�　

昭
道
は
「
大
日
持
天
皇
ニ
ハ
、
殊
ニ
大
德
大
業
ノ
坐
マ
セ
ル
神
靈
、
至
德
、
上
世
中
興
ノ
神
皇
ニ
坐
マ
ス
御
事
ナ
レ
バ
、
宜
シ
ク
尊
崇
祭
祀
シ
玉

ヘ
ル
コ
ト
、
固
ヨ
リ
當
然
ノ
御
事
ナ
リ
ト
雖
モ
、
然
レ
ド
モ
、
皇
太
祖
皇
太
宗
ヲ
モ
遺
シ
テ
、
獨
リ
大
日
持
天
皇
ヲ
ノ
ミ
格
別
ニ
尊
崇
祭
祀
シ
玉
ヘ

ル
コ
ト
ハ
、
却
ツ
テ
大
ナ
ル
非
禮
非
義
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
古
昔
誠
善
正
直
ノ
明
德
ヲ
具
へ
玉
ヘ
ル
、
神
皇
ノ
御
所
爲
ニ
ハ
、
決
シ
テ
之
レ
ア
ル
マ
ジ

キ
御
事
ニ
シ
テ
、
他
ノ
光
明
至
誠
正
大
至
善
ノ
大
德
大
業
ニ
ハ
似
合
ヒ
玉
ハ
ヌ
御
事
ナ
リ
。
其
上
、
第
一
大
日
持
天
皇
ノ
神
慮
ニ
モ
、
叶
ヒ
玉
フ
マ

ジ
キ
御
事
ナ
ル
可
ク
覺
ユ
ル
也
」
と
し
て
お
り
、
天
照
大
神
を
尊
崇
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
異
論
は
な
い
が
、
天
照
大
神
よ
り
以
前
に
存
在
し
た
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大
徳
の
あ
る
神
々
（
昭
道
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
の
神
々
は
天
皇
で
も
あ
る
）
を
差
し
置
い
て
「
格
別
ニ
尊
崇
祭
祀
シ
玉
ヘ
ル
コ
ト
」
は
「
大
ナ
ル
非
禮

非
義
ノ
コ
ト
」
で
あ
り
、「
第
一
大
日
持
天
皇
ノ
神
慮
ニ
モ
、
叶
ヒ
玉
フ
マ
ジ
キ
御
事
ナ
ル
」
と
し
て
い
る
。

　
（
（（
）�　

昭
道
は
高
天
原
に
つ
い
て
「
高
天
原
ト
云
フ
ハ
、即
チ
天
ノ
事
ナ
リ
」（「
皇
道
述
義　

含
處
之
巻
上
之
上
」『
長
谷
川
昭
道
全
集　

上
』、二
八
六
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。


