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明
治
天
皇
の
御
修
学

近

藤

啓

吾

　

明
治
の
大
御
代
の
光
輝
を
思
ふ
時
、
そ
れ
が
も
と
よ
り
天
皇
御
自

身
の
天
成
の
御
徳
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
ま
だ
若
年
で

あ
ら
れ
た
こ
の
御
方
に
、
当
時
の
侍
講
・
侍
読
が
、
天
皇
と
し
て
の

御
大
成
を
祈
つ
て
い
か
な
る
御
進
講
を
申
上
げ
た
か
、
そ
し
て
そ
れ

が
そ
の
後
の
天
皇
の
御
心
に
い
か
な
る
御
力
と
な
つ
て
そ
の
御
行
動

に
現
は
れ
た
か
と
い
ふ
こ
と
の
拝
察
も
、
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考

へ
る
。
こ
の
思
ひ
か
ら
、
天
皇
の
御
修
学
の
概
要
を
、
天
皇
御
自
身

の
御
製
や
『
明
治
天
皇
紀
』
そ
の
他
に
よ
つ
て
拝
察
し
、
そ
れ
を
一

文
に
ま
と
め
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
老
残
の
躯
、
他
出
も
思
ふ
に
ま

か
せ
ぬ
身
が
こ
の
稿
を
成
す
こ
と
を
得
た
る
は
、
西
岡
和
彦
・
松
本

丘
・
江
頭
慶
宣
・
佐
藤
一
伯
の
諸
兄
の
協
力
を
仰
い
だ
こ
と
大
き
く
、

感
謝
に
堪
へ
な
い
。

一

　

明
治
天
皇
の
御
製
集
『
明
治
天
皇
御
集
』（
大
正
十
一
年
十
二
月
・

文
部
省
発
行
）
を
拝
読
し
、
私
は
そ
の
う
ち
に
天
皇
の
御
読
書
御
修

学
に
関
す
る
御
製
が
多
き
こ
と
に
、
胸
の
切
な
る
思
ひ
を
抱
い
た
。

そ
の
い
く
首
か
を
左
に
奉
掲
し
た
い
と
思
ふ
。

　
　

･

思
ふ
こ
と　

し
げ
か
ら
ざ
り
し　

そ
の
か
み
の　

よ
み
つ
る
書ふ
み

は　

忘
れ
ざ
り
け
り

　
　

･

い
そ
の
か
み　

ふ
る
ご
と
ぶ
み
は　

萬よ
ろ

代づ
よ

も　

さ
か
ゆ
く
国
の

　

た
か
ら
な
り
け
り

　
　

･

呉く
れ

竹た
け

の　

世
々
に
つ
た
へ
て　

仰
ぐ
か
な　

遠
つ
御み

祖お
や

の　

み

こ
と
の
り
ぶ
み

　

右
の
三
首
は
「
書
」
と
い
ふ
御
題
に
て
明
治
四
十
三
年
に
詠
ま
れ

た
御
製
で
あ
る
。
天
皇
は
明
治
四
十
五
年
、
宝
歳
六
十
一
歳
に
て
崩

御
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
年
五
十
九
歳
、
御
晩
年
に
近
い

御
製
で
あ
る
。
明
治
の
末
と
い
へ
ば
、
大
国
ロ
シ
ヤ
と
の
戦
さ
に
勝

つ
て
そ
の
東
侵
を
止
め
、
我
国
は
一
躍
世
界
に
注
目
さ
れ
る
地
位
を

得
た
ご
と
く
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
の
実
は
辛
勝
で
あ
つ
て
、
そ
の
真
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相
を
知
ら
ず
し
て
勝
利
に
酔
つ
た
国
民
は
、
そ
れ
ま
で
の
緊
張
と
辛

苦
と
を
忘
れ
、
奢
侈
と
安
逸
、
言
語
に
絶
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
し

て
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
勝
利
を
警
戒
し
て
移
民
の
拒
否
に
転
じ
、
我

国
の
運
命
そ
れ
に
よ
つ
て
一
転
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
時
で
あ
つ
た
。

こ
れ
よ
り
先
き
明
治
四
十
一
年
十
月
十
三
日
に
下
賜
せ
ら
れ
た
「
戊

申
詔
書
」
は
、
こ
の
世
相
に
対
す
る
御
教
戒
で
あ
つ
て
、
そ
の
う
ち

に
　
　

･「
宜
シ
ク
上
下
心
ヲ
一
ニ
シ
、
忠
実
業
ニ
服
シ
、
勤
倹
産
ヲ
治

メ
、
惟こ

レ
信
、
惟
レ
義
、
醇
厚
俗
ヲ
成
シ
、
華
ヲ
去
リ
実
ニ
就

キ
、
荒
怠
相
戒
メ
、
自
彊
息や

マ
ザ
ル
ベ
シ
。」

と
仰
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
、
そ
の
御
教
戒
も
国
民
を
覚
醒
せ
し
め
る
こ

と
は
で
き
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
精
神
の
弛
緩
よ
り
生
じ
た

る
が
、
明
治
四
十
三
年
六
月
に
発
覚
し
た
大
逆
事
件
で
あ
り
、
四
十

四
年
一
月
に
始
ま
つ
た
南
北
朝
正
閏
問
題
で
あ
つ
た
。
幸
ひ
後
者
は

天
皇
の

　
　

･「
南
朝
正
統
の
議
は
、
既
に
明
治
の
初
め
に
定
ま
る
。
今
に
至

り
て
変
更
を
許
さ
ず
。」

と
い
ふ
御
聖
断
に
よ
つ
て
一
応
の
決
着
を
見
た
も
の
の
（
内
田
周
平

翁
『
南
北
朝
正
閏
問
題
の
回
顧
』）、
こ
れ
等
の
相
継
ぐ
国
礎
を
揺
が
す

不
祥
事
の
続
出
は
、
宸
襟
を
労
し
奉
る
こ
と
極
め
て
大
き
か
つ
た
。

右
の
三
首
の
御
製
は
、
そ
の
や
う
な
国
情
下
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
私
共
は
心
に
お
い
て
拝
読
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

第
一
首
、「
思
ふ
こ
と
し
げ
か
ら
ざ
り
し
そ
の
か
み
」
と
仰
せ
ら

れ
た
の
は
、
混
沌
多
事
の
当
時
よ
り
振
返
へ
ら
れ
て
、
未
だ
国
に
緊

張
と
清
純
の
風
の
あ
り
し
御
代
の
初
め
を
い
は
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

慶
應
三
年
正
月
九
日
、
御
父
孝
明
天
皇
崩
御
の
後
を
稟
け
て
十
六
歳

に
て
践
祚
せ
ら
れ
て
間
も
な
く
鳥
羽
伏
見
の
戦
さ
が
あ
り
、
つ
い
で

官
軍
東
下
し
て
江
戸
追
討
の
戦
さ
と
な
り
、
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
北

海
道
函
館
に
拠
つ
た
幕
賊
も
、
明
治
二
年
五
月
、
榎
本
武た
け

揚あ
き

の
降
服

に
よ
つ
て
や
う
や
く
戦
火
は
収
ま
つ
た
も
の
の
、
未
だ
国
の
内
外
多

難
を
極
め
て
ゐ
た
。し
か
し
天
皇
は
明
治
の
末
に
比
べ
て
当
時
を「
思

ふ
こ
と
し
げ
か
ら
ざ
り
し
」
と
回
想
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
首
、「
い
そ
の
か
み
」
は
ふ
る
の
枕
詞
。「
い
そ
の
か
み
ふ
る

ご
と
ぶ
み
」
は
、
一
般
の
『
紀
』『
記
』
を
始
め
と
す
る
古
典
と
も

考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
漢
字
に
す
れ
ば
『
古
事
記
』
で

あ
る
。
御
即
位
早
々
の
明
治
元
年
三
月
、
東
京
に
遷
都
せ
ら
れ
る
前
、

天
皇
は
一
旦
大
阪
に
行
幸
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
御
駐
輦
の
倉
卒
の
間

に
あ
つ
て
、
福
羽
美よ
し

静し
づ

よ
り
『
古
事
記
』
の
御
進
講
を
聞
か
れ
た
の

で
、
或
ひ
は
そ
の
『
古
事
記
』
の
こ
と
を
思
ひ
出
さ
れ
て
の
こ
と
で

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
倉
卒
の
間
に
も
「
ふ
る
ご
と
ぶ
み
」
の
御
進

講
を
聞
か
れ
給
ひ
し
こ
と
は
、
天
皇
御
自
身
に
於
か
れ
て
も
、
御
生

涯
我
国
肇
国
の
歴
史
に
御
心
を
留
め
さ
せ
ら
れ
る
力
と
な
ら
れ
た
こ

と
と
拝
せ
ら
れ
る
が
、
ま
た
当
時
の
側
近
の
識
者
が
、
こ
の
御
年
少

の
天
皇
の
聖
徳
の
大
成
に
、
い
か
に
我
国
の
将
来
の
運
命
を
か
け
奉
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つ
た
か
を
知
ら
し
め
る
こ
と
で
も
あ
る
。
天
皇
が
そ
の
御
晩
年
の
国

事
多
事
の
際
に
於
い
て
、
昔
読
み
給
ひ
し
肇
国
の
史
を
懐
か
し
く
回

想
せ
ら
れ
し
こ
と
が
、
こ
の
御
製
に
拝
せ
ら
れ
る
。

　

第
三
首
、「
呉
竹
の
」
は
世
々
の
枕
詞
。「
遠
き
御
祖
の
み
こ
と
の

り
ぶ
み
」
は
、『
紀
』『
記
』
を
始
め
と
す
る
諸
古
典
に
記
さ
れ
て
ゐ

る
、
神
々
及
び
御
歴
代
天
皇
の
御
こ
と
ば
で
あ
る
。

　
　

･

ひ
も
と
か
む　

暇い
と
まな
き
日
の　

お
ほ
き
か
な　

読
む
べ
き
書ふ
み

は

　

あ
ま
た
あ
れ
ど
も

　

御
題
「
書
」、
明
治
四
十
五
年
の
御
詠
。
天
皇
の
当
時
の
御
心
の

う
ち
が
拝
せ
ら
れ
る
。

　
　

･

文
み
れ
ば　

昔
に
あ
へ
る　

こ
こ
ち
し
て　

涙
も
よ
ほ
す　

時

も
あ
り
け
り

　
　

･

よ
む
ふ
み
の　

う
へ
に
涙
を　

お
と
し
け
り　

昔
の
御
代
の　

あ
と
を
し
の
び
て

　

と
も
に
御
題
は
「
披
書
知
昔
」（
書
を
披ひ
ら

き
て
昔
を
知
る
）、
前
者
は

明
治
三
十
六
年
、
後
者
は
明
治
四
十
年
の
御
詠
、
か
く
の
ご
と
き
至

誠
を
も
つ
て
肇
国
の
史
に
対
す
る
も
の
、
億
兆
に
あ
る
こ
と
を
知
ら

ぬ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

　
　

･

い
に
し
へ
の　

ふ
み
見
る
た
び
に　

思
ふ
か
な　

お
の
が
を
さ

む
る　

国
は
い
か
に
と

　
　

･

石い
そ
の
か
み上　

ふ
る
ご
と
ぶ
み
を　

ひ
も
と
き
て　

聖ひ
じ
りの
御
代
の　

あ

と
を
見
る
か
な

の
御
反
省
と
な
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
石
上
」
は
前
出
。
前
者
は
明

治
十
三
年
以
前
の
御
詠
、
御
題
「
述
懐
」、
後
者
は
明
治
三
十
九
年

の
御
詠
、
御
題
「
古
典
」。
さ
れ
ば
天
皇
は

　
　

･

ち
は
や
ぶ
る　

神
の
こ
こ
ろ
を　

心
に
て　

わ
が
国
民
を　

治

め
て
し
が
な

　
　

･

橿
原
の　

宮
の
お
き
て
に　

も
と
づ
き
て　

わ
が
日
本
の　

国

を
た
も
た
む

と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
橿
原
の
宮
の
お
き
て
」
は
神
武
天
皇

の
定
め
給
ひ
し
治
国
の
道
。
前
者
は
御
題
「
神
祇
」、
明
治
三
十
四

年
の
御
詠
、
後
者
は
「
寄
国
祝
」（
国
に
寄
す
る
祝
ひ
）、
明
治
三
十

七
年
の
御
詠
。

　

右
の
外
、『
明
治
天
皇
御
集
』
に
は
、

　
　

･

文
字
を
の
み　

よ
み
な
ら
ひ
つ
つ　

読
む
書
の　

心
を
え
た
る

　

人
ぞ
す
く
な
き

　
　

･

い
ま
の
世
に　

お
も
ひ
く
ら
べ
て　

石
上　

ふ
り
に
し
ふ
み
を

　

読
む
ぞ
た
の
し
き

　
　

･

蹈ふ

み
分
く
る　

ひ
と
な
か
り
せ
ば　

末
つ
ひ
に　

わ
か
ず
や
な

ら
む　

ち
よ
の
ふ
る
道

　
　

･
諌
め
て
し　

人
の
こ
と
ば
も　

お
も
ひ
い
で
ぬ　

か
き
の
こ
し

た
る　

書
を
ひ
ら
き
て

等
の
、
御
読
書
の
感
懐
を
詠
ま
れ
た
る
御
製
が
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
文
字
を
の
み
」「
い
ま
の
世
に
」
の
二
首
は
、
御
題
「
読
書
」、
明
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治
三
十
七
年
の
御
詠
、「
蹈
み
わ
く
る
」
は
御
題
「
道
」、
明
治
三
十

八
年
の
御
詠
、「
諌
め
て
し
」
は
御
題
「
披
書
思
昔
」、
明
治
三
十
九

年
の
御
詠
。
天
皇
の
御
読
書
に
諌
め
を
感
取
せ
ら
れ
た
る
御
製
に
は
、

な
ほ
御
題
「
薬
」、
明
治
三
十
六
年
御
詠
の

　
　

･

よ
き
人
の　

い
さ
め
を
き
く
に　

た
と
へ
た
る　

薬
は
の
ま
む

　

に
が
く
と
も
よ
し

が
あ
る
。

　
『
明
治
天
皇
御
集
』
よ
り
の
抄
録
は
以
上
に
止
め
る
が
、
こ
の
御

詠
を
拝
す
る
の
み
に
て
も
、
天
皇
の
御
読
書
は
そ
の
御
生
涯
に
わ
た

つ
て
変
ら
ざ
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
拝
せ
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
御

読
書
は
、
常
に
国
と
民
と
の
や
す
ら
ぎ
の
道
を
求
め
て
、
皇
祖
皇
宗

の
御
足
迹
、
平
た
く
い
へ
ば
我
国
の
歴
史
に
教
へ
を
仰
が
ん
と
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
歴
史
に
照
ら
し
て
の
き
び
し
き
御

反
省
と
な
り
、
更
に
諌
言
を
切
望
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
、

拝
せ
ら
れ
る
。
御
諌
言
の
書
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
拝
す
る
で

あ
ら
う
。

○･　

明
治
神
宮
奉
仕
の
佐
藤
一
伯
兄
よ
り
、『
明
治
天
皇
御
集
』
に

は
奉
載
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
明
治
神
宮
編
纂
・
昭
和
三
十
九
年
発

行
の
『
新
輯　

明
治
天
皇
御
集
』
上
巻
の
五
四
四
頁
に
、
明
治
三

十
六
年
に
詠
み
た
ま
ひ
し
、「
読
書
」
と
題
せ
ら
れ
た
、

　

･　

を
さ
な
く
て　

よ
み
に
し
書
を　

み
る
た
び
に　

敎
へ
し
人
を

　

お
も
ひ
い
で
つ
つ

　

･

と
い
ふ
御
製
が
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
旨
、
そ
の
頁
の
コ
ピ
ー
を
添
へ

て
示
教
せ
ら
れ
た
。
奉
誦
、
天
皇
の
御
修
学
の
御
心
の
篤
き
に
い

よ
い
よ
感
動
を
深
く
し
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ほ
右
の
御
集
は
、
明

治
神
宮
鎮
座
四
十
年
記
念
事
業
と
し
て
宮
内
廳
よ
り
御
集
全
集
百

十
冊
の
全
巻
を
拝
借
、
そ
れ
を
底
本
と
し
て
八
千
九
百
三
十
六
首

を
謹
撰
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
公
刊
御
集
と
し
て
は
最
多
の
御
製

を
収
録
し
て
ゐ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二

　

天
皇
は
御
幼
年
の
時
は
、
御
生
母
中
山
慶よ
し

子こ

（
父
は
大
納
言
中
山
忠た
だ

能や
す

）
の
実
家
な
る
中
山
邸
に
ま
し
ま
し
た
が
、
五
歳
の
時
、
若
宮
御

殿
に
移
り
給
ひ
、
そ
こ
で
御
生
母
よ
り
習
字
と
読
書
の
き
び
し
い
指

導
を
受
け
ら
れ
、
御
父
孝
明
天
皇
よ
り
は
御
歌
の
指
導
を
受
け
ら
れ

そ
の
御
添
削
を
得
ら
れ
た
。
更
に
中
山
忠
能
よ
り
『
禁
秘
御
抄
』『
年

中
行
事
』
等
の
有
職
書
よ
り
『
律
』『
令
』
に
至
る
ま
で
の
講
義
を

聞
き
給
う
た
。
そ
し
て
十
六
歳
に
な
ら
れ
る
と
、
高
辻
修を
さ

長な
が

よ
り
そ

の
家
に
伝
承
す
る
菅
原
家
の
説
に
よ
つ
て
、『
論
語
』『
孟
子
』
の
御

進
講
を
聞
き
給
う
た
（
渡
辺
幾
治
郎
氏
『
明
治
天
皇
関
係
文
献
集
』
第
四

巻
「
明
治
天
皇
の
聖
徳
・
教
育
」
昭
和
十
六
年
九
月
・
千
倉
書
房
発
行
、
に

よ
る
。
な
ほ
高
辻
家
は
菅
原
氏
、
そ
の
家
祖
高
辻
是
綱
は
菅
原
道
真
の
子
孫

で
あ
る
）。

　

し
か
し
こ
れ
は
御
践
祚
以
前
の
御
修
学
で
あ
つ
て
、
天
皇
の
天
皇
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と
し
て
の
御
修
学
の
道
は
、
御
践
祚
の
翌
年
な
る
明
治
元
年
、
大
阪

御
行
幸
の
御
駐
輦
中
に
、
福
羽
美
静
に
よ
る
『
古
事
記
』
御
進
講
に

よ
つ
て
始
め
ら
れ
た
。
数
百
年
に
わ
た
る
長
き
武
家
政
治
を
克
服
せ

ら
れ
て
天
皇
御
親
政
に
よ
る
維
新
の
出
発
に
当
り
、『
古
事
記
』
が

進
講
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
極
め
て
意
義
深
き
こ
と
で
あ
り
、

や
が
て
東
京
に
遷
都
せ
ら
れ
る
や
、
御
親
政
に
ふ
さ
は
し
き
新
た
な

る
御
修
学
の
体
制
も
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
つ
て
、『
明
治
天
皇
紀
』

に
は
、
そ
の
明
治
元
年
十
月
二
十
日
の
項
に
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

　
　

･「
小
御
所
代
進
講
の
目
次
を
作
り
、
東
京
在
住
の
諸
侯
に
陪
聽

を
允ゆ
る

し
た
ま
ふ
。
乃
ち
二
・
七
の
日
午
前
習
字
、
午
後
『
史
記
』

講
義
、三
・
八
の
日
午
前
『
保
建
大
記
』
輪
読
、午
後
乗
馬
、四
・

九
の
日
午
前
習
字
、午
後
『
神
皇
正
統
記
』
輪
読
、五
の
日
『
資

治
通
鑑
』
講
義
の
定
め
、
熾た
る

仁ひ
と

親
王
（
有
栖
川
宮
家
第
九
代
）
習

字
に
、
議
定
東
久
世
通み
ち

禧と
み

輪
読
に
、
参
与
秋
月
種た
ね

樹た
つ

講
義
に
奉

仕
す
。
二
十
五
日
始
め
て
講
筵
を
開
か
せ
ら
れ
、
種
樹
『
資
治

通
鑑
』
の
漢
高
祖
紀
を
進
講
す
。」

と
見
え
て
ゐ
る
。（
二
・
七
の
日
は
、
二
日
、
十
二
日
、
二
十
二
日
、
七
日
、

十
七
日
、
二
十
七
日
の
六
日
、
即
ち
月
に
六
回
を
い
ふ
）

　

有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
は
、
明
治
元
年
二
月
、
幕
府
討
伐
軍
東
下
に

当
り
、
征
夷
大
総
督
に
任
ぜ
ら
れ
た
方
で
あ
り
、
東
久
世
通
禧
は
、

い
は
ゆ
る
七
卿
落
ち
の
一
人
に
て
、
つ
と
に
同
志
の
少
壮
公
卿
と
尊

皇
討
幕
を
計
り
、
文
久
三
年
、
そ
の
事
敗
れ
る
や
、
三
條
実
美
等
と

西
走
し
て
流
寓
五
年
、
明
治
の
新
政
を
迎
へ
た
人
物
で
あ
り
、
秋
月

種
樹
は
、
九
州
高
鍋
藩
の
世
子
に
し
て
昌
平
坂
学
問
所
奉
行
よ
り
将

軍
家い
へ

茂も
ち

の
侍
読
と
な
り
、
文
久
三
年
家
茂
に
従
つ
て
上
京
す
る
や
、

勤
王
の
事
に
周
旋
尽
力
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
明
治
元
年
二
月
、
内
国

事
務
参
与
職
に
補
せ
ら
れ
、
つ
い
で
侍
読
に
任
ぜ
ら
れ
て
御
進
講
の

責
を
担
つ
た
こ
と
で
あ
り
、
福
羽
美
静
は
、
石
見
国
津
和
野
藩
々
士
、

上
京
し
て
大
国
隆
正
に
従
学
、
平
田
派
国
学
を
授
け
ら
れ
、
文
久
三

年
、
真
木
和
泉
守
等
と
御
所
に
召
さ
れ
て
若
き
公
卿
の
学
問
所
で
あ

つ
た
学
習
院
に
出
仕
、
日
夜
国
事
に
奔
走
、
事
敗
れ
て
七
卿
と
と
も

に
西
下
、
つ
ぶ
さ
に
辛
苦
し
て
維
新
を
迎
へ
、
神
祇
事
務
局
判
事
を

拝
命
、
爾
来
そ
の
国
学
の
学
識
に
よ
つ
て
明
治
の
神
道
行
政
に
貢
献

し
た
る
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
維
新
の
功
臣
た
る
人
々
が
、

そ
の
学
力
識
見
を
も
つ
て
年
少
き
天
皇
の
御
修
学
に
奉
仕
し
た
こ
と

で
あ
つ
て
、
天
皇
御
修
学
の
書
と
し
て
『
史
記
』『
資
治
通
鑑
』
と

と
も
に
、
我
れ
の
『
神
皇
正
統
記
』『
保
建
大
記
』
が
選
ば
れ
て
ゐ

る
こ
と
は
、
大
い
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
神
皇
正
統
記
』『
保

建
大
記
』
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
考
へ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

明
治
二
年
二
月
に
は
そ
の
御
進
講
書
に
改
変
が
あ
り
、『
明
治
天

皇
紀
』
同
月
の
項
に
よ
れ
ば
、
そ
の
六
日
よ
り
、
一
・
六
の
日
は
皇

学
所
御
用
係
玉
松
操
の
『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
紀
の
御
進
講
、二
・

七
の
日
は
巳
の
刻
（
午
前
十
時
）
よ
り
『
論
語
』
輪
講
、
つ
い
で
日

課
を
改
訂
し
て
、
一
・
六
の
日
は
巳
の
刻
よ
り
習
字
、
幟た
か

仁ひ
と

親
王
奉
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仕
、
午
の
半
刻
よ
り
『
神
武
天
皇
紀
』
御
進
講
、
二
・
七
の
日
は
巳

の
刻
よ
り
習
字
、
午
の
半
刻
よ
り
『
論
語
』
輪
講
、
三
・
八
の
日
は

午
の
半
刻
よ
り
御
乗
馬
、
四
・
九
の
日
は
巳
の
刻
よ
り
復
読
・
習
字
、

五
の
日
は
午
の
半
刻
よ
り
『
四
書
』
輪
読
、十
の
日
は
同
刻
よ
り
『
神

皇
正
統
記
』
輪
読
に
治
定
せ
ら
れ
た
と
あ
る
。
ま
こ
と
に
天
皇
に
は
、

御
休
息
の
暇
な
き
御
修
学
に
明
け
暮
れ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ほ

先
き
に
見
た
ご
と
く
、『
資
治
通
鑑
』
に
て
は
漢
の
高
祖
紀
、『
日
本

書
紀
』
に
て
は
神
武
天
皇
紀
が
御
進
講
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
漢
の
高

祖
、
神
武
天
皇
は
と
も
に
建
国
の
英
主
に
て
、
そ
の
紀
を
御
進
講
申

上
げ
る
こ
と
は
、
維
新
の
新
政
を
担
は
れ
る
天
皇
の
御
修
学
上
、
極

め
て
ふ
さ
は
し
い
選
択
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
な
ほ
神
武
天
皇

紀
を
御
進
講
し
た
玉
松
操
は
、
も
と
醍
醐
寺
の
僧
で
あ
つ
た
が
還
俗

し
て
大
国
隆
正
に
学
び
、
勤
王
の
志
を
も
つ
て
不
遇
の
境
に
あ
つ
た

岩
倉
具
視
を
助
け
、
維
新
に
及
び
内
国
事
務
権
判
事
に
任
ぜ
ら
れ
た

が
、
具
視
と
議
合
は
ず
、
官
を
辞
し
て
明
治
五
年
、
六
十
三
歳
を
も

つ
て
歿
し
た
。
ま
た
維
新
の
功
労
者
で
あ
る
。

　

明
治
二
年
二
月
、四
・
九
の
日
は
辰
の
半
刻
（
午
前
八
時
）
よ
り
『
詩

経
』
の
御
稽
古
、
並
び
に
御
復
読
、
午
の
半
刻
よ
り
『
大
学
』
の
講

義
が
加
は
つ
た
。
講
義
に
奉
仕
し
た
る
は
、
中
沼
了
三
、
号
葵き

園え
ん

で

あ
る
。
葵
園
は
隠
岐
の
人
、
上
京
し
て
鈴
木
遺
音
の
門
に
入
り
、
淺

見
絅け
い

斎さ
い

派
の
﨑
門
学
を
修
め
た
。
そ
の
学
統
を
い
へ
ば
、
山
﨑
闇
斎

―

淺
見
絅
斎―

若
林
強
斎―

西
依
成
斎―

鈴
木
潤
斎―

遺
音
に
て

（
潤
斎
は
遺
音
の
父
）、
﨑
門
望
楠
派
の
正
統
を
嗣
ぐ
人
物
で
あ
る
。

　

こ
れ
よ
り
先
き
光
格
天
皇
は
公
卿
の
学
問
所
設
立
の
思
召
が
あ
り
、

遺
音
の
人
物
学
問
を
深
く
信
頼
遊
ば
さ
れ
て
、
設
立
の
曉
に
は
遺
音

に
そ
の
教
導
を
委
せ
ん
と
考
へ
て
を
ら
れ
た
が
、
そ
の
御
志
を
実
現

せ
ら
れ
ず
に
崩
御
、
学
問
所
は
孝
明
天
皇
の
御
代
に
至
つ
て
実
現
を

見
た
（
光
格
天
皇―

仁
孝
天
皇―

孝
明
天
皇
）。
し
か
る
に
遺
音
は
既
に

歿
し
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
門
弟
の
葵
園
が
そ
の
学
問
所
、
即
ち
学
習

院
に
教
ふ
る
こ
と
と
な
り
、『
書
経
』
を
講
じ
た
が
、
講
義
の
み
で

な
く
、
絅
斎―

強
斎
…
…
と
伝
承
し
来
つ
た
﨑
門
勤
王
の
学
を
も
つ

て
有
志
の
公
卿
に
尊
王
を
説
き
、
み
づ
か
ら
も
国
事
に
奔
走
、
特
に

仁
和
寺
宮
嘉
彰
法
親
王
（
後
の
小
松
宮
彰
仁
親
王
）
の
侍
講
と
し
て
は
、

明
治
元
年
、
討
幕
の
勅
下
る
や
、
官
軍
の
参
謀
に
任
ぜ
ら
れ
、
大
将

軍
宮
親
王
の
御
前
に
軍
装
し
て
絅
斎
よ
り
伝
来
の
赤
心
報
国
刀
を
腰

に
帶
び
、
諸
葛
孔
明
「
出す
い

師し

表
」
を
進
講
申
上
げ
た
こ
と
で
あ
つ
た
。

し
か
る
に
維
新
に
会
し
、
明
治
二
年
一
月
、
侍
講
に
任
ぜ
ら
れ
、『
詩

経
』つ
い
で『
大
学
』を
御
進
講
申
上
げ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
『
大
学
』
は
四
書
の
一
で
あ
り
、
天
下
治
平
の
根

本
を
説
く
書
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
御
進
講
し
た
る
こ
と
に
不
思
議

は
な
い
で
あ
ら
う
が
、
古
代
の
文
学
、
殊
に
そ
の
多
く
は
民
の
苦
し

み
を
歌
つ
た
民
謡
で
あ
る
『
詩
経
』
を
御
進
講
し
た
る
こ
と
に
つ
い

て
は
不
思
議
と
す
る
も
の
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
詩
は
已
む
に
已
ま

れ
ぬ
作
者
の
真
情
を
そ
の
ま
ま
に
録
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
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点
、
義
理
の
上
か
ら
道
を
説
く
『
大
学
』『
中
庸
』
と
は
異
な
る
が
、

こ
の
真
情
を
体
認
し
て
こ
れ
を
為
政
の
教
戒
と
し
よ
う
と
い
ふ
が
儒

教
の
『
詩
経
』
観
で
あ
り
、『
大
学
』
も
『
詩
経
』
も
絅
斎
・
強
斎

の
そ
の
講
義
の
筆
記
が
そ
の
学
者
の
間
に
伝
来
し
て
ゐ
る
の
で
、
葵

園
も
そ
の
説
を
も
つ
て
御
進
講
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

　
『
明
治
天
皇
紀
』
に
よ
る
と
、
こ
の
後
も
葵
園
の
『
詩
経
』『
孟

子
』
の
御
進
講
、『
貞
観
政
要
』
御
親
読
の
奉
仕
、
平
田
鉄か
ね

胤た
ね

の
国
史
、

福
羽
美
静
の
国
書
の
御
進
講
、『
春
秋
左
氏
伝
』
の
御
復
読
、
大
学

別
当
兼
侍
読
松
平
慶
永
、
号
春
岳
の
『
十
八
史
略
』
御
進
講
と
、
天

皇
の
御
修
学
は
順
調
に
進
ん
だ
や
う
に
見
え
る
が
、
明
治
四
年
四
月

十
三
日
、
突
然
中
沼
葵
園
が
、
維
新
の
功
労
者
に
て
宮
内
大
丞
従
五

位
小
川
一
敏
と
と
も
に
、
そ
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
、
位
記
の
返
上
を
命

ぜ
ら
れ
て
、
葵
園
は
鹿
児
島
藩
に
小
川
一
敏
は
鳥
取
藩
に
拘
置
せ
ら

れ
た
。
そ
れ
は
不
逞
の
徒
に
黨
し
た
と
い
ふ
嫌
疑
に
よ
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
実
は
、
新
政
府
の
急
激
な
る
西
欧
追
随
の
開
明
政
策
に

反
対
し
、
三
條
・
徳
大
寺
等
の
大
官
と
激
論
し
て
譲
ら
ざ
り
し
故
で

あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
維
新
の
功
臣
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
方
針

に
従
は
ぬ
も
の
は
容
赦
せ
ず
追
放
す
る
と
い
ふ
当
時
の
要
路
者
の
冷

酷
な
る
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
反
動
は
や
が
て
新
政
府

に
対
す
る
反
逆
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
と
な
り
、
萩
・
秋
月
・
薩
摩
の

乱
が
こ
こ
に
起
り
、
つ
い
で
全
国
に
わ
た
る
一
揆
の
発
生
の
因
と
も

な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
新
政
府
の
姿
勢
に
対
し
、
明
治
天
皇
の
ま
し

ま
す
こ
と
が
、
国
民
に
と
つ
て
唯
一
の
光
で
あ
り
救
ひ
で
あ
つ
た
。

そ
し
て
葵
園
に
代
り
、
新
た
に
侍
講
に
任
ぜ
ら
れ
た
る
が
元
田
永な
が

孚ざ
ね

、

号
東
野
で
あ
る
。
葵
園
は
志
士
的
気
風
が
強
く
、
そ
の
激
烈
な
る
気

象
が
政
府
要
路
と
激
突
す
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
、
こ
の
度
は
右
大

臣
三
條
実
美
も
参
議
大
久
保
利
通
も
大
納
言
徳
大
寺
実
則
も
、
そ
の

為
政
の
方
針
に
理
解
の
あ
る
温
厚
の
長
者
で
あ
る
こ
と
を
も
つ
て
選

衝
の
基
準
と
し
、
東
野
が
選
ば
れ
た
こ
と
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
人
、

天
皇
に
奉
仕
し
て
至
誠
恭
敬
、
よ
く
啓
沃
の
大
任
を
果
し
、
君
臣
水

魚
契
合
、
天
皇
の
篤
き
御
信
頼
を
忝
く
し
、
副
島
種
臣
を
し
て
明
治

第
一
の
功
臣
と
歎
ぜ
し
め
た
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
幸
ひ
で
あ
つ
た
。

三

　

明
治
十
二
年
四
月
、
副
島
種
臣
、
号
蒼
海
が
新
た
に
侍
講
に
補
せ

ら
れ
た
。
種
臣
は
『
大
学
』『
中
庸
』
及
び
『
書
経
』
の
御
進
講
を

受
持
つ
こ
と
と
な
つ
た
。
彼
れ
が
、
対
露
、
対
清
の
外
交
に
功
あ
り

し
は
ま
ぎ
れ
も
な
き
事
実
で
あ
り
、
殊
に
條
約
互
換
の
命
を
帯
び
て

清
国
に
赴
く
や
、
そ
の
識
見
と
気
概
、
何
よ
り
そ
の
家
学
な
る
漢
学

の
力
を
も
つ
て
彼
れ
を
驚
倒
せ
し
め
て
そ
の
使
命
を
全
う
し
、
我
国

維
新
以
来
の
外
交
史
上
に
最
も
輝
か
し
き
一
頁
を
作
り
し
こ
と
は
、

そ
の
人
物
学
力
万
人
の
認
む
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
こ
の
人
が
侍
講

の
選
に
上
つ
た
こ
と
不
思
議
で
な
い
が
、
何
分
こ
の
人
、
佐
賀
藩
士

で
あ
つ
て
、
大
隈
重
信
・
江
藤
新
平
・
大
木
喬た
か

任た
ふ

等
を
そ
の
門
下
に
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輩
出
し
た
枝え
だ

吉よ
し

神
陽
を
兄
と
し
て
を
り
、
兄
の
命
に
よ
つ
て
上
京
、

勤
王
運
動
に
従
ひ
、
維
新
後
、
西
郷
南
洲
、
板
垣
退
助
等
が
新
政
府

と
合
は
ず
下
野
す
る
や
、
彼
れ
も
ま
た
下
野
し
た
こ
と
か
ら
、
新
政

府
の
主
流
な
る
薩
摩
出
身
者
と
は
お
の
づ
か
ら
相
合
は
ぬ
と
こ
ろ
が

あ
り
、
さ
れ
ば
明
治
十
二
年
十
月
、
薩
摩
出
身
な
る
黒
田
清
隆
の
排

斥
す
る
と
こ
ろ
と
な
つ
て
、
侍
講
よ
り
斥
け
ら
れ
て
海
外
に
派
遣
せ

ら
れ
ん
と
し
、
種
臣
み
づ
か
ら
も
そ
の
任
を
辞
せ
ん
と
す
る
に
至
つ

た
が
、
天
皇
は
病
ひ
に
託
し
て
出
仕
せ
ぬ
種
臣
に
対
し
、
次
の
ご
と

き
優
渥
な
る
宸
翰
を
賜
ひ
、
そ
の
辞
任
を
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
於
い
て
種
臣
は
ま
た
出
仕
す
る
こ
と
と
な
つ
た
（『
明
治
天
皇

紀
』
明
治
十
三
年
三
月
三
十
日
條
）。
但
『
明
治
天
皇
紀
』
に
は
こ
の
宸

翰
を
奉
戴
し
て
ゐ
な
い
が
、
佐
賀
縣
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
に
現
蔵

す
る
御
宸
翰
原
本
に
よ
つ
て
、
左
に
そ
れ
を
奉
掲
す
る
こ
と
に
す
る

（
昭
和
四
十
七
年
十
月
、
佐
賀
縣
立
博
物
館
開
催
「
蒼
海
梧
竹
展
」
展
示
目

録
に
そ
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
ゐ
る
）。

　
　

･「
卿
ハ
復
古
ノ
功
臣
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
朕
、
今
ニ
至
テ
猶
其
功
ヲ

忘
レ
ズ
。
故
ニ
卿
ヲ
侍
講
ニ
登
庸
シ
、
以
テ
朕
ノ
徳
義
ヲ
磨
ク

コ
ト
ア
ラ
ン
ト
ス
。
然
ル
ニ
卿
ガ
道
ヲ
講
ズ
ル
モ
、
日
猶
淺
ク

シ
テ
、
朕
未
ダ
其
教
ヲ
学
ブ
コ
ト
能
ハ
ズ
。
比
日
来
、
卿
痛
蓐

ニ
在
テ
久
ク
講
ヲ
欠
ク
。
仄ほ
の
か
ニ
聞
ク
、
卿
侍
講
ノ
職
ヲ
辞
シ
、

去
テ
山
林
ニ
入
ン
ト
ス
。
朕
、
之
ヲ
聞
テ
愕
然
ニ
堪
ヘ
ズ
。
卿
、

何
ヲ
以
テ
此こ
こ

ニ
至
ル
ヤ
。
朕
、
道
ヲ
聞
キ
学
ヲ
勉
ム
、
豈
一
二

年
ニ
止
マ
ラ
ン
ヤ
。
将ま
さ

ニ
畢
生
ノ
力
ヲ
竭
サ
ン
ト
ス
。
卿
亦
宜

ク
朕
ヲ
誨を
し

ヘ
テ
惓
ム
コ
ト
勿な
か

ル
ベ
シ
。
職
ヲ
辞
シ
山
ニ
入
ル
ガ

如
キ
ハ
、
朕
肯あ
へ

テ
許
サ
ザ
ル
所
ナ
リ
。
更
ニ
望
ム
、
時
々
講
説
、

朕
ヲ
賛た
す

ケ
テ
晩
成
ヲ
遂
ゲ
シ
メ
ヨ
。」（
比
日
来
は
、
こ
の
ご
ろ
）

　

功
臣
を
愛
せ
ら
る
る
の
篤
き
、
学
を
好
み
道
を
求
め
ら
る
る
の

切
な
る
、
そ
の
優
渥
な
る
聖
旨
に
、
種
臣
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を

拝
す
る
も
の
、
誰
れ
か
泣
か
ず
に
を
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
宸

翰
は
、
天
皇
の
御
好
学
御
修
学
の
す
べ
て
を
示
し
給
へ
る
も
の
で
あ

る
。
な
ほ
『
明
治
天
皇
紀
』
明
治
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
収
め
て

ゐ
る
、
元
田
東
野
の
天
皇
の
御
質
ね
に
対
す
る
奉
答
を
次
に
揚
げ
て

お
か
う
。
こ
の
言
、
種
臣
を
辯
護
し
て
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
で

あ
ら
う
。
同
時
に
こ
の
言
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
東
野
の
人
物
が
明

知
せ
ら
れ
る
。

　
　

･「
正
治
（
伊
地
知
）・
種
臣
共
に
維
新
の
功
臣
に
し
て
衆
望
を
負

ふ
。
陛
下
特
に
挙
げ
て
之
れ
を
宮
中
に
置
き
、
以
て
聖
徳
を
輔

け
し
め
た
ま
ふ
。
臣
、
種
臣
の
進
講
に
陪
し
て
毎つ
ね

に
其
の
説
を

聽
く
に
、
聖
賢
の
大
道
を
説
き
、
古
今
の
治
乱
得
失
を
論
ず
る

と
雖
も
、
能
く
自
己
の
権
限
を
守
り
て
敢
へ
て
現
下
の
政
治
に

論
及
す
る
こ
と
な
し
。
種
臣
の
抱
懐
す
る
所
は
、
唯
帝
室
の
尊

厳
を
保
ち
聖
徳
を
顕
揚
す
る
に
在
る
の
み
。
故
に
種
臣
を
用
ゐ

た
ま
ふ
こ
と
、
陛
下
に
益
あ
り
て
未
だ
政
府
に
害
あ
る
を
見
ず
。

其
の
民
権
論
の
如
き
も
亦
昔
日
の
如
き
旨
趣
に
あ
ら
ず
。
假た
と

令ひ
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種
臣
の
説
く
所
、
政
府
の
政
略
に
反
す
と
も
、
其
の
取
捨
は
一

に
聖
慮
に
あ
り
。
然
る
に
清
隆
等
、
一
た
び
も
種
臣
の
進
講
を

陪
聽
せ
ず
、
又
確
信
す
べ
き
徴
証
あ
る
に
あ
ら
ず
。
徒い
た
づら
に
既

往
の
形
迹
に
考
へ
世
上
の
浮
説
を
信
じ
、
以
て
将
来
を
過
慮
し
、

強
ひ
て
之
れ
を
排
斥
し
、
進
退
を
賭
し
て
爭
ふ
。
是
れ
陛
下
の

聡
明
を
疑
ひ
た
て
ま
つ
る
に
似
て
、
私
意
に
出
づ
る
を
免
れ
ず
。

若
し
新
聞
紙
の
記
事
等
を
信
じ
て
人
を
黜
け
ん
と
せ
ば
、
閣
臣

に
し
て
免
る
ゝ
を
得
る
者
、
果
し
て
幾
人
か
あ
る
。
宜
し
く
更

に
聖
旨
の
在
る
所
を
大
臣
に
示
諭
し
た
ま
ふ
べ
き
な
り
。
抑
�

大
臣
の
職
は
可
を
献
じ
否
を
替
す
る
に
あ
り
。
今
聖
旨
此
の
如

く
明
叡
に
し
て
清
隆
の
私
意
彼
の
如
し
。
大
臣
其
の
間
に
躊
躇

し
て
可
否
の
献
替
に
迷
ふ
が
如
き
は
何
事
ぞ
や
。
且
清
隆
は
参

議
十
員
中
の
一
人
に
過
ぎ
ざ
れ
ど
も
、
種
臣
に
至
り
て
は
、
実

に
陛
下
の
師
傅
に
し
て
他
に
其
の
人
な
し
。
豈
に
此
れ
を
以
て

彼
に
換
ふ
べ
け
ん
や
。（
中
略
）
今
又
種
臣
の
罷
免
、
陛
下
之

れ
を
欲
し
た
ま
は
ず
、
大
臣
亦
之
れ
を
是
と
せ
ず
。
唯
清
隆
の

た
め
に
黜
け
ら
れ
ん
か
、
即
ち
朝
臣
の
黜
陟
進
退
は
、
悉
く
二

三
参
議
の
私
心
に
成
る
と
謂
ふ
べ
く
、
親
裁
の
実
挙
ら
ず
、
皇

威
の
不
振
、
綱
紀
の
弛
廃
、
実
に
言
ふ
に
忍
び
ざ
る
な
り
。
陛

下
の
天
威
を
示
し
勇
断
を
下
し
た
ま
は
ん
こ
と
、
方ま
さ

に
是
の
時

に
あ
り
。」

四

　

天
皇
の
御
修
学
は
以
上
の
和
書
漢
籍
に
止
ま
ら
ず
、

　
　

仏
国
政
典

　
　

輿
地
誌
略

　
　

万
国
通
史

等
の
外
国
の
政
書
・
歴
史
・
地
理
に
及
び
、
こ
れ
を
御
進
講
申
上
げ

た
る
は
、
西
村
茂
樹
・
加
藤
弘
之
で
あ
つ
た
が
、
私
の
力
に
て
は
そ

れ
に
及
ぶ
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と

に
す
る
。

　
『
明
治
神
宮
造
営
誌
』
の
「
御
書
籍
の
部
」
に
は
、
神
宮
宝
物
殿

に
宝
蔵
し
て
ゐ
る
天
皇
の
御
遺
品
な
る
和
漢
洋
の
諸
書
籍
を
列
記
し

て
、
そ
の
進
講
者
名
を
註
記
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
う
ち
に

　
　

一
、
神
皇
正
統
記　
　

四
冊

　
　
　

･

明
治
七
八
年
頃
、
時
々
侍
講
福
羽
美
静
進
講
せ
り
。

　
　

一
、
唐
鑑　
　

五
冊
帙
入

　
　
　

･

明
治
九
年
一
月
二
十
七
日
よ
り
、
侍
講
元
田
永
孚
進
講
す
。

十
年
頃
は
特
に
御
勉
強
あ
ら
せ
ら
れ
、
遂
に
御
終
了
あ
ら
せ

ら
れ
た
り
。

　
　

一
、
名
臣
言
行
録
外
集　
　

五
冊

　
　

一
、
同　
　
　
　

別
集　
　

八
冊

　
　

一
、
同　
　
　
　

続
集　
　

二
冊
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･

右
は
御
愛
読
の
書
に
し
て
、
時
々
御
覧
あ
ら
せ
ら
れ
た
り
。

と
あ
る
に
、
私
は
目
を
ひ
か
れ
た
。
実
は
天
皇
の
読
ま
れ
た
書
籍
は
、

こ
の
目
録
に
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
に
止
ま
ら
ず
、更
に『
史
記
』『
名

臣
言
行
録
』正
編
、『
保
建
大
記
』が
あ
り
し
こ
と
、先
き
に
記
し
た『
明

治
天
皇
紀
』
の
記
述
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
等

の
書
の
名
の
見
え
ぬ
こ
と
は
、
御
下
賜
等
に
よ
つ
て
宝
蔵
せ
ら
れ
て

ゐ
な
い
の
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
こ
の
三
書
を
加
へ
て
、
天
皇
御
愛
読

の
書
に
つ
い
て
、
そ
の
書
の
特
色
を
考
へ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

先
づ
『
史
記
』
で
あ
る
が
、
司
馬
遷
が
悲
運
の
う
ち
に
あ
つ
て
、

古
今
の
人
々
の
足
迹
を
深
察
し
、
そ
の
本
質
の
何
た
る
か
を
究
め
て
、

つ
ひ
に
人
の
人
た
る
道
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
い
ふ
ま
で
も
な
か
ら
う
。
天
皇
御
愛
読
の
本
書
は
、
思
ふ
に
鶴つ
る

牧ま
き

藩
刊
行
の
世
に
鶴
牧
版
『
史
記
』
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
巻
頭
に
あ
る
秋
月
種
樹
の
序

に
よ
れ
ば
、
上
総
鶴
牧
藩
々
主
水
野
肥
前
守
忠た
だ

順よ
り

が
、
明
治
の
初
め

藩
の
総
力
を
挙
げ
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
献
上
せ
ら

れ
た
る
を
見
る
に
、
字
画
の
楷
正
、
校
勘
の
精
到
、
世
間
流
布
の
本

に
比
べ
て
頗
る
見
事
で
あ
り
完
全
と
い
つ
て
よ
く
、
こ
れ
は
維
新
文

明
の
皇
治
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
ら
う
と
あ
り
、
け
だ
し
種

樹
は
こ
の
本
を
そ
の
御
進
講
の
本
に
用
ひ
た
こ
と
で
あ
ら
う
（
詳
し

く
は
平
泉
澄
博
士
「
史
記
夜
話
」―

『
寒
林
史
筆
』
所
収―

を
見
ら
れ
た
し
）。

　

次
に
『
名
臣
言
行
録
』
に
つ
い
て
考
へ
よ
う
。
同
書
は
、
南
宋
の

名
儒
朱
子
が
、
そ
の
仕
へ
る
南
宋
の
君
臣
が
そ
の
地
の
平
安
な
る
に

安
住
し
、
祖
宗
の
地
で
あ
る
北
の
地
域
を
取
り
も
ど
す
気
魄
を
失
ひ
、

こ
の
ま
ま
で
は
い
づ
れ
滅
亡
す
る
外
な
き
こ
と
を
憂
へ
て
、
北
宋
の

世
を
開
拓
発
展
せ
し
め
た
諸
名
臣
の
言
行
を
集
め
、
こ
れ
に
よ
つ
て

南
宋
の
君
臣
を
覚
醒
せ
し
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
朱
子
の
撰

し
た
そ
れ
を
そ
の
正
編
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
李
幼
武

に
よ
つ
て
、
南
宋
初
代
高
宗
の
靖
康
・
建
炎
年
間
の
名
臣
の
言
行
を

続
編
し
た
『
続
集
』、
南
宋
の
高
宗
・
孝
宗
・
光
宗
・
寧
宗
の
四
朝

の
名
臣
の
言
行
を
録
し
た
『
別
集
』、
更
に
両
宋
を
通
じ
て
い
は
ゆ

る
道
学
者
に
し
て
名
臣
で
あ
つ
た
人
々
の
言
行
を
録
し
た
『
外
集
』

が
作
ら
れ
、
こ
の
四
部
、
す
べ
て
江
戸
時
代
に
訓
点
を
施
し
た
和
刻

本
が
刊
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
御
遺
愛
の
書
物
は
こ
の
和
刻
本
で
あ
る
が
、

そ
の
正
編
で
あ
り
、
恐
ら
く
最
も
御
愛
読
に
な
ら
れ
た
と
思
は
れ
る

も
の
が
、
目
録
に
見
え
て
ゐ
な
い
。

　

次
に
『
唐
鑑
』
に
つ
い
て
考
へ
よ
う
。
本
書
は
、
北
宋
の
范
祖

禹
の
著
、
祖
禹
は
司
馬
光
（
温
公
）
の
『
資
治
通
鑑
』
の
編
修
に
従

ひ
、
そ
の
唐
代
の
部
を
受
持
つ
た
の
で
、
そ
の
知
識
に
よ
つ
て
、
唐

代
の
成
敗
治
乱
の
跡
を
考
へ
、
そ
の
概
要
を
撮つ

み
、
論
次
し
て
本
書

と
し
た
こ
と
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
唐
代
の
栄
華
を
讃
へ
る
も
の
で
な

く
、
そ
の
栄
華
が
天
子
・
朝
臣
の
奢
り
と
油
断
に
よ
つ
て
衰
亡
へ
の

道
を
開
い
た
跡
を
示
し
、
も
つ
て
当
代
の
天
子
・
要
路
の
鑑
戒
た
ら

し
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
本
書
の
表
面
は
唐
の
治
乱
盛
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衰
の
原
因
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
旨
は
現
宋
朝
の
現
状

の
批
判
で
あ
り
教
戒
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
意
が
我
が
栗
山
潜
鋒
の

心
を
強
く
動
か
し
た
こ
と
は
、
そ
の
著
『
保
建
大
記
』
の
書
法
、『
大

記
』
の
論
賛
の
書
出
し
の
「
臣
愿
曰
」
と
あ
る
が
、『
唐
鑑
』
の
「
臣

祖
禹
曰
」
と
あ
る
に
倣
つ
た
も
の
で
あ
り
、『
大
記
』
の
前
身
で
あ

る
『
保
平
綱
史
』
の
「
六
條
の
源
為
義
は
六
孫
王
経
基
が
五
世
の
孫
」

條
の
論
賛
の
う
ち
に
「
范
祖
禹
曰
」
云
云
の
語
が
あ
り
、
三
宅
観
瀾

の
『
大
記
』
序
に
も
「
今
特ひ
と

り
潜
鋒
子
が
保
建
大
記
を
得
た
り
。
体

を
范
氏
の
鑑
に
擬
し
、
旨
を
朱
子
の
網
目
に
取
り
」
云
云
と
あ
る
こ

と
に
よ
つ
て
も
、疑
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
潜
鋒
が
こ
の『
唐

鑑
』
に
倣
つ
た
の
は
、
単
に
書
法
体
裁
上
の
み
で
は
な
い
。
そ
も
そ

も
『
資
治
通
鑑
』
に
於
い
て
は
、
唐
王
朝
の
系
譜
を
、

　
　

高
祖―

太
宗―

高
宗―

則
天
后―

中
宗―

睿
宗
…

と
し
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
祖
禹
は
武
氏
を
黜
け
て
系
譜
よ
り
除
き
、

　
　

唐
高
祖―

太
宗―

高
宗―

中
宗―

睿
宗
…

と
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
祖
禹
が
『
春
秋
』
正
統
の
義
に
拠
つ
た
も

の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
則
天
后
、
即
ち

則
天
武
后
、
高
宗
の
后
に
し
て
武
は
そ
の
姓
、
自
身
の
所
生
で
あ
る

中
宗
・
睿
宗
を
廃
し
て
み
づ
か
ら
即
位
し
、
国
号
を
周
と
改
め
て
女

帝
と
し
て
天
下
を
統
治
し
た
。
し
か
る
に
そ
の
老
病
に
及
び
、
宰
相

張
柬か
ん

之し

等
に
よ
つ
て
武
氏
一
族
は
除
か
れ
、
中
宗
が
復
位
し
て
唐
を

継
承
す
る
の
で
あ
る
が
、
唐
は
事
実
上
、
一
時
中
断
し
た
の
で
あ
る
。

祖
禹
は
以
上
の
ご
と
き
事
実
に
よ
り
、
武
氏
を
唐
朝
の
系
譜
よ
り
黜

け
て
そ
の
正
統
を
守
ら
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
理
は
や
が
て

朱
子
の
正
統
論
と
し
て
発
展
し
、
朱
子
は
司
馬
光
が
そ
の
『
資
治
通

鑑
』
に
於
い
て
、
三
国
の
世
、
魏
を
正
統
と
し
て
ゐ
る
こ
と
を
否
定

し
、
そ
の
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
に
於
い
て
は
、
魏
を
退
け
て
蜀
漢
を

正
統
と
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
我
国
に
於
い
て
は
、
安
徳
天
皇
西
幸
し

て
還
り
給
は
ざ
る
た
め
、
已
む
な
く
京
に
て
は
後
鳥
羽
天
皇
、
神
器

無
く
し
て
即
位
し
、
文
治
と
改
元
せ
ら
れ
る
が
、『
保
建
大
記
』
に

て
は
安
徳
天
皇
御
存
命
の
間
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
天
皇
の
年
号
壽
永

を
掲
げ
て
そ
の
三
年
、
四
年
と
続
け
、
天
皇
崩
御
の
後
、
始
め
て
文

治
三
年
と
し
て
後
鳥
羽
天
皇
の
治
世
と
な
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
ゐ
る
が
、
こ
れ
潜
鋒
が
、
祖
禹
・
朱
子
の
正
統
説
に
学
ぶ
と
こ
ろ

が
あ
つ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
、
こ
の
姿
勢
は
水
戸
学
や
﨑
門
学
に
於

け
る
南
朝
を
正
統
と
す
る
根
拠
と
し
て
も
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
述
は
措
く
こ
と
と
し
、
天
皇
が
明
治

十
年
の
頃
、『
唐
鑑
』
を
特
に
勉
強
し
給
ひ
し
と
い
ふ
こ
と
、
ま
こ

と
に
有
難
き
極
み
で
あ
る
と
申
上
げ
て
、
本
書
の
解
説
を
終
へ
る
こ

と
と
す
る
。

　

天
皇
は
こ
の
『
唐
鑑
』
に
よ
つ
て
、
天
子
た
る
も
の
は
何
を
教
戒

と
す
べ
き
か
を
考
へ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
ま
た『
名
臣
言
行
録
』

に
よ
つ
て
、
国
を
担
ふ
人
物
は
、
そ
の
姿
勢
覚
悟
、
い
か
に
あ
る
べ

き
で
あ
る
か
を
学
ば
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
は
や
が
て
明
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治
十
九
年
十
月
二
十
九
日
、
大
学
に
幸
せ
ら
れ
て
そ
の
設
く
る
と
こ

ろ
の
学
科
を
巡
視
せ
ら
れ
、
理
科
・
医
科
・
法
科
等
は
そ
の
進
歩
見

る
べ
き
も
の
が
あ
つ
た
が
、
大
学
の
根
本
と
す
る
修
身
の
学
科
は
全

く
見
る
こ
と
が
な
く
、
現
在
は
維
新
の
際
の
功
臣
が
内
閣
に
あ
つ
て

政
を
執
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
人
々
が
い
つ
ま
で
も
生
き
て
ゐ
る
も
の

で
は
な
く
、
大
学
が
い
ま
の
ご
と
き
状
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を

継
ぐ
真
成
の
人
物
を
養
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
仰

せ
ら
れ
た
（
元
田
永
孚
謹
記
『
聖
諭
記
』）、
そ
の
御
聖
諭
を
下
さ
れ
る

御
考
へ
の
源
泉
と
も
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
と
拝
せ
ら
れ
る
。

　

最
後
に
我
が『
神
皇
正
統
記
』と『
保
建
大
記
』に
つ
い
て
考
へ
よ
う
。

　
『
神
皇
正
統
記
』
が
、
常
陸
の
小
田
城
に
あ
つ
て
賊
軍
重
囲
、
悪

戦
苦
闘
し
な
が
ら
、
急
遽
筆
を
馳
せ
て
我
国
の
神
代
以
来
よ
く
皇
統

の
正
統
が
守
り
続
け
ら
れ
得
た
る
経
緯
を
述
べ
て
、
宝
算
十
二
蔵
の

後
村
上
天
皇
の
天
子
た
る
の
御
心
得
を
献
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
世
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
が
、『
保
建
大
記
』
は
こ
れ
に
対
し
、
水

戸
の
史
官
で
あ
つ
た
栗
山
潜
鋒
が
、
か
つ
て
奉
仕
申
上
げ
て
ゐ
た
尚な
ほ

仁ひ
と

親
王
に
献
じ
た
『
保
平
綱
史
』
を
本
と
し
て
こ
れ
に
大
補
訂
を
加

へ
、
も
つ
て
完
稿
と
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
保
元
よ
り
建
久
、
即
ち

平
安
時
代
末
の
保
元
・
平
治
の
乱
を
経
て
朝
威
頓
に
衰
へ
、
源
頼
朝

が
征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
て
こ
こ
に
武
権
が
樹
立
せ
ら
れ
る
ま
で

の
史
実
を
述
べ
て
こ
れ
に
論
賛
を
下
し
た
書
物
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
両
書
の
成
立
の
経
緯
を
考
へ
る
に
、
朝
威
衰
退
の
原
因
を
考
へ
て
、

そ
の
主
と
す
る
御
方
の
鑑
戒
に
供
し
奉
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
編
述
の
主
旨
、
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
つ
て
よ
い
。
事

実
、潜
鋒
が
『
正
統
記
』
に
学
び
こ
れ
に
倣
は
ん
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、

戦
後
発
見
せ
ら
れ
た
そ
の
手
沢
の
『
正
統
記
』
の
書
入
れ
か
ら
見
て

疑
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
（
潜
鋒
手
沢
の
『
神
皇
正
統
記
』
は
、
永
く
水

戸
の
青
山
家
に
伝
は
り
、
明
治
以
後
、
萩
野
由
之
氏
の
所
蔵
と
な
り
、
戦
後
、

東
京
大
学
に
入
つ
た
。
名
越
時
正
氏
『
水
戸
学
の
研
究
』
二
一
四
頁
以
下
に

そ
の
解
説
が
あ
る
）。
そ
し
て
こ
の
両
書
を
比
較
し
て
そ
の
相
類
す
る

と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
に
、
平
泉
澄
博
士
の
『
保
建
大
記

と
神
皇
正
統
記
』
が
あ
る
の
で
（
昭
和
十
四
年
五
月
、
史
学
会
編
冨
山

房
発
行
『
本
朝
史
学
史
論
叢
』
所
収
）、
そ
の
論
文
に
よ
つ
て
こ
れ
を
見

る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

そ
の
類
似
す
る
と
こ
ろ
の
第
一
と
し
て
博
士
は
、
そ
の
撰
述
の
事

情
を
、
第
二
と
し
て
文
章
の
簡
潔
を
、
第
三
と
し
て
そ
の
記
述
の
天

皇
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
第
四
と
し
て
歴
史
の
根

本
に
道
徳
を
仰
ぎ
見
て
ゐ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
附
記
し
て

両
書
が
、
天
皇
の
御
行
動
に
つ
い
て
、
時
に
不ふ

諱き

の
言
を
な
し
て
ゐ

る
こ
と
に
及
び
、

　
　

･「
此
の
不
諱
の
直
言
は
、
実
に
御
諌
と
し
て
考
へ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
之
を
普
通
民
衆
を
対
象
と
し
て
述

作
せ
ら
れ
た
る
書
物
と
し
て
考
ふ
べ
き
で
は
な
く
、
後
に
民
間

に
流
伝
す
る
に
至
つ
た
に
し
て
も
、
本
来
の
性
質
を
考
慮
し
て
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読
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
事
な
く
し
て
、
直

ち
に
之
を
不
敬
の
書
と
し
、
忌
憚
な
き
文
と
し
て
非
難
す
る
は
、

当
ら
ず
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
い
ふ
な
ら
ば
、
か
く

の
如
き
不
諱
不
諛
の
直
言
直
筆
は
、『
日
本
書
紀
』
以
来
の
す

ぐ
れ
た
る
国
史
を
一
貫
せ
る
態
度
で
は
な
か
つ
た
か
。」

と
、
読
者
の
注
意
を
喚
起
さ
れ
て
ゐ
る
。
天
皇
は
必
ら
ず
や
こ
の
両

書
に
記
述
さ
れ
て
ゐ
る
、
不
諱
と
も
い
へ
る
、
天
皇
に
対
し
て
の
直

言
に
、
御
自
身
を
直
諌
す
る
も
の
と
し
て
御
感
取
遊
ば
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
あ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
れ
さ
き
に
拝
し
た

　
　

･

諌
め
て
し　

人
の
こ
と
ば
も　

お
も
ひ
い
で
ぬ　

か
き
の
こ
し

た
る　

書
を
ひ
も
と
き

の
御
製
の
あ
る
所
以
と
拝
せ
ら
れ
る
（
註
（。

　

天
皇
の
こ
の
『
神
皇
正
統
記
』『
保
建
大
記
』
御
愛
読
に
思
ひ
を

深
く
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
思
ひ
は
や
が
て
『
唐
鑑
』『
名
臣
言
行
録
』

に
対
す
る
天
皇
の
御
愛
読
の
所
以
に
及
ば
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
天

皇
の
御
修
学
御
読
書
は
、
す
べ
て
国
と
民
と
の
安
ら
ぎ
を
求
め
ら
れ

て
の
も
の
で
あ
つ
て
、
世
の
い
は
ゆ
る
文
学
青
年
の
文
学
書
耽
読
や
、

科
学
者
の
そ
の
原
理
追
求
の
た
め
の
研
究
書
の
精
査
と
は
、
全
く
異

な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
則
ち
天
皇
の
天
皇
た
る
の
御
読
書
に
外
な

ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
御
修
学
に
よ
つ
て
感
得
せ
ら
れ
た
る

御
意
志
が
、
か
の
「
教
育
に
関
す
る
勅
語
」
に
、

　
　

･

朕
惟
フ
ニ
、
我
ガ
皇
祖
皇
宗
、
国
ヲ
肇
ム
ル
コ
ト
宏
遠
ニ
、
徳

ヲ
樹
ツ
ル
コ
ト
深
厚
ナ
リ
。
我
ガ
臣
民
、
克
ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ
、

億
兆
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
、
世
々
厥
ノ
美
ヲ
済
セ
ル
ハ
、
此
レ
我
ガ

国
體
ノ
精
華
ニ
シ
テ
、
教
育
ノ
渊
源
、
亦
実
ニ
此
ニ
存
ス
」

　
　

･「
斯
ノ
道
ハ
、
実
ニ
我
ガ
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
訓
ニ
シ
テ
、
子
孫
臣

民
ノ
倶
ニ
遵
守
ス
ベ
キ
所
」

と
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
我
国
に
は
一
貫
せ
る
古
道
の
存
す
る
有

つ
て
、
君
臣
相
倶
に
こ
の
古
道
に
従
ひ
こ
れ
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と

聖
諭
せ
ら
れ
て
ゐ
る
所
以
で
あ
る
。
た
と
へ
こ
の
勅
語
の
成
文
化
は
、

井
上
毅
・
元
田
永
孚
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
天

皇
の
こ
の
御
聖
旨
を
忠
実
に
奉
じ
て
の
も
の
で
あ
つ
て
、
天
皇
の
こ

の
御
聖
旨
が
な
け
れ
ば
、
二
人
と
も
こ
の
成
文
は
不
可
能
で
あ
つ
た
。

し
か
も
そ
の
御
聖
旨
が
、
真
摯
に
し
て
中
断
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か

つ
た
そ
の
御
読
書
御
修
学
に
よ
り
て
玉
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
天
皇
の
御
生
涯
の
御
製
に
拝
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

こ
こ
に
更
め
て
述
べ
る
を
要
せ
ぬ
で
あ
ら
う
。

註

　

明
治
天
皇
御
手
沢
『
神
皇
正
統
記
』
は
、
そ
の
版
式
か
ら
見
て
「
京
城　

同
盟
書
賈
梓
」「
慶
應
二
年
寅
九
月
評
註
再
刻
」
の
『
評
註
校
正
神
皇
正

統
記
』
全
六
冊
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
『
明
治
神
宮
造
営
誌
』
に

「
神
皇
正
統
記　

四
冊
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
断
定
を
躊
躇
し
て
ゐ
た
が
、

こ
の
頃
佐
藤
一
伯
兄
よ
り
、
同
書
の
内
容
、
第
四
冊
後
冷
泉
天
皇
ま
で
で

あ
つ
て
、
大
正
十
年
拝
領
時
、
既
に
さ
う
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
旨
の
示
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教
が
あ
つ
た
。
然
ら
ば
拝
領
時
、
既
に
そ
の
第
五
・
第
六
冊
を
缺
い
て
ゐ

た
こ
と
で
あ
つ
て
、『
造
営
誌
』
に
四
冊
と
あ
る
こ
と
が
納
得
せ
ら
れ
る
。

以
上
を
註
記
し
て
佐
藤
氏
の
厚
誼
に
謝
す
る
こ
と
で
あ
る
。

附
載　

范
祖
禹
「
唐
鑑
序
」

　

･

昔
隋
氏
、兵
を
窮
め
て
暴ぼ
う

斂れ
ん

し（一
（、生
民
を
害
虐
し
、其
の
民
忍
び
ず
、

共
に
起
つ
て
こ
れ
を
亡
ぼ
す
。
唐
の
高
祖
（
二
（、
一
旅
（
三
（の
衆
を
以
て
関

中（四
（を
取
り
、
半
歳
な
ら
ず
し
て
天
下
を
有た
も

つ
。
其
の
成
功
の
か
く

の
如
く
の
速
か
な
る
も
の
は
、
隋
の
大
壊
（
五
（に
因
る
の
故
な
り
。
治

を
以
て
乱
に
易か

へ
、
寛
を
以
て
暴
に
易
へ
ば
、
天
下
の
人
、
帰
し

往
き
て
こ
れ
に
安
息
す
。
其
の
君
明
ら
か
に
し
て
臣
忠
な
る
に
方あ
た

り
て
は
、
外
、
四
荒
（
六
（を
包
み
、
下
、
万
物
を
遂と

げ
し
む
。
此
れ
其

の
由
り
て
興
る
所
な
り
。
其
の
子
孫
の
前
人
の
勤
労
を
忘
れ
、
天
、

上
に
厭
ひ
、
人
、
下
に
離
る
る
や
、
宇
内
圮ひ

裂れ
つ

し（七
（、
尺
地
も
保
た

れ
ず
。
此
れ
其
の
由
り
て
廃
せ
ら
る
る
所
な
り
。
其
の
治
は
未
だ

嘗
て
君
子
に
由
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
其
の
乱
は
未
だ
嘗
て
小
人
に

由
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
皆
布し

き
て
方
策
（
八
（に
在
り
て
、
顕
は
れ
て
掩

ふ
可
か
ら
ず
。
然
ら
ば
則
ち
今
の
宜
し
く
監か
ん
がむ
可
き
所
は
、
唐
よ

り
近
き
は
な
し
。
書
に
い
は
く
（
九
（、
我
れ
有ゆ
う

夏か

に
監
み
ざ
る
可
か
ら

ず
、
亦
た
有
商
に
監
み
ざ
る
可
か
ら
ず
、
と
。
臣
謹
み
て
唐
の
得

失
の
迹
、
善
悪
の
効
を
采と

り
、
上
は
高
祖
に
起
り
、
下
は
昭
宣
（
一
〇
（

に
終
ふ
。
凡
そ
三
百
六
篇
、
十
二
巻
と
為
し
、
名
づ
け
て
『
唐
鑑
』

と
い
ふ
。

註（一
）　

兵
を
窮
め
て
暴
斂―

武
力
を
用
ひ
つ
く
し
て
民
よ
り
む
ち
や
く
ち

や
に
取
立
て
る
。

（
二
）　

唐
の
高
祖―

唐
朝
初
代
天
子
李
渊
。

（
三
）　

一
旅―

旅
は
周
代
の
兵
数
の
単
位
に
て
兵
士
五
百
人
を
い
ふ
。

（
四
）　

関
中―

函
谷
関
以
西
の
地
、
秦
の
中
心
地
。
今
の
陝
西
省
。

（
五
）　

大
壊―

大
き
な
く
づ
れ
。

（
六
）　

四
荒―

国
の
四
方
の
は
て
。

（
七
）　

圮
裂―

や
ぶ
れ
さ
け
る
。

（
八
）　

方
策―

記
録
、
書
物
。
古
代
は
紙
が
な
か
つ
た
の
で
、
木
の
板
や

竹
の
札
に
記
録
し
た
。

（
九
）　

書
に
い
は
く
云
云―

書
は
『
書
経
』、
こ
の
語
は
そ
の
召
誥
篇
に

見
え
る
。
有
夏
・
有
商
の
有
は
名
詞
・
動
詞
等
の
上
に
冠
す
る
助
字
。

召
誥
は
召
公
奭せ
き

が
成
王
に
告
げ
た
こ
と
ば
を
記
し
た
も
の
。
召
公

奭
は
周
公
旦
と
と
も
に
武
王
・
成
王
に
仕
へ
た
周
朝
の
功
臣
に
て
、

召
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
語
の
意
味
は
、王
は
、前
王
朝
た
る
夏
や
商（
殷

に
同
じ
）
の
興
亡
の
迹
を
見
て
、
よ
く
み
づ
か
ら
考
へ
ね
ば
な
ら

ぬ
、
と
い
ふ
こ
と
。

（
一
〇
）　

昭
宣―

唐
朝
最
後
の
天
子
、
昭
宣
帝
、
名
は
祝
。
在
位
四
年
に

し
て
位
を
逆
臣
朱
全
忠
（
五
代
梁
の
初
代
天
子
）
に
禅ゆ
づ

り
、
翌
年

弑
せ
ら
れ
（
年
十
七
）、
こ
こ
に
唐
は
十
四
世
二
十
帝
二
百
九
十

年
に
し
て
亡
ん
だ
。

　
　
　
　

･

因
み
に
明
治
天
皇
の
愛
読
せ
ら
れ
た
『
唐
鑑
』
は
、
末
に
「
天

保
十
年
刊
・
嘉
永
六
年
重
刊
」
と
い
ふ
刊
記
の
あ
る
官
板
本
（
昌

平
坂
学
問
所
の
刊
行
書
の
称
）
で
あ
る
。

（
元
金
沢
工
業
大
学
教
授
・
元
國
學
院
大
學
大
学
院
講
師
）




