
古
代
天
皇
制
と
非
革
命
の
哲
学

伊
　
　
藤

益

　
　
　
一
、
序
　
論

　
天
皇
制
は
、
七
世
紀
以
来
、
連
綿
と
保
持
さ
れ
て
き
た
政
治
体
制
で
あ

る
。
藤
原
貴
族
政
権
は
も
と
よ
り
、
中
世
以
後
の
武
家
政
権
も
、
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち

は
旧
憲
法
下
の
諸
政
権
も
、
そ
の
支
配
権
の
根
拠
を
天
皇
の
権
威
の
裡
に

求
め
て
い
た
点
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
天
皇
制
の
枠
内
に
存
立
し
て
い
た

政
権
で
あ
る
と
一
言
え
よ
う
。

　
古
来
、
い
く
た
び
も
政
権
担
当
勢
力
の
交
替
も
し
く
は
再
編
が
行
わ
れ
、

時
に
は
天
皇
自
ら
凄
絶
な
権
力
闘
争
を
首
導
し
て
挫
折
し
は
し
た
も
の
の
、

国
家
権
力
の
象
徴
と
し
て
の
天
皇
家
の
地
位
は
、
常
に
安
泰
で
あ
っ
た
。

新
興
の
政
治
勢
力
が
、
旧
来
の
支
配
勢
力
を
1
そ
れ
が
拠
り
所
と
す
る

象
徴
的
権
威
を
も
含
め
て
1
完
膚
な
き
ま
で
に
打
倒
し
つ
く
す
こ
と
が

革
命
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
に
は
革
命
が
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
も
不

可
能
で
は
な
か
ろ
う
。

　
通
俗
的
な
見
解
は
、
日
本
史
上
に
お
い
て
天
皇
が
国
家
元
首
的
な
地
位

に
坐
り
続
け
た
こ
と
の
原
因
を
、
急
激
な
変
化
を
忌
避
す
る
「
国
民

感
情
」
や
、
天
皇
に
対
す
る
「
国
民
の
尊
敬
（
敬
愛
）
の
念
」
の

裡
に
見
出
そ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
個
人
を
離
れ
て

な
お
存
在
す
る
と
仮
定
さ
れ
る
抽
象
的
情
緒
が
、
為
政
者
や
デ
マ

ゴ
ー
グ
の
手
に
成
る
仮
構
物
で
な
い
と
断
言
す
る
に
足
る
論
理
的
根

拠
が
見
当
ら
な
い
以
上
、
「
国
民
感
情
」
や
「
国
民
の
尊
敬
（
敬
愛
）
の

念
」
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
”
言
の
葉
。
が
、
は
た
し
て
ど
の
程
度
ま
で

実
質
を
伴
っ
て
い
る
の
か
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
天
皇
制
の
連
綿

た
る
持
続
性
は
、
政
治
に
関
す
る
他
の
多
く
の
問
題
と
同
様
に
、
被
治
者

の
情
緒
面
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
治
者
の
側
が
構
築
す
る
支
配
原
理
の

面
か
ら
、
そ
の
原
因
を
追
究
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
支
配
原
理
の
面
か
ら
天
皇
制
に
迫
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
制
の
精
神

的
支
柱
と
し
て
機
能
し
た
政
治
思
想
は
い
か
な
る
内
容
と
構
造
と
を
も
っ

て
い
た
か
と
い
う
点
、
お
よ
び
、
天
皇
制
が
連
綿
た
る
持
続
性
を
有
す
る
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に
至
る
過
程
に
お
い
て
そ
の
政
治
思
想
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
え
た

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
不
断
に
問
い
を
立
て
続
け
て
ゆ
く
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の

解
答
を
付
与
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
た
だ
し
、
日
本
史
全
体
を
視
野
に
お
さ
め
る
こ
と
は
、
本
稿
の
手
に
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
律
令
制
を
基
盤
と
す
る
古
代
天
皇
制
の
確
立
期

に
焦
点
を
定
め
、
そ
の
当
時
為
政
者
た
ち
に
よ
っ
て
鼓
吹
さ
れ
た
政
治
思

想
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
二
、
「
国
法
制
定
権
」
と
現
人
神
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
ひ
と
が
φ

　
古
代
天
皇
制
国
家
に
お
い
て
、
現
人
神
思
想
が
、
天
皇
の
権
威
を
強
化

す
る
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
は
、
今
日
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
人
神
思
想
を
高
唱
し
た
古
代
の
為
政
者
た

ち
が
、
こ
の
思
想
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
権
威
の
ど
の
よ
う
な
側
面
を
強
化

し
よ
う
と
し
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
詳
細
な
論
究

が
試
み
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
点

を
中
心
に
、
現
人
神
思
想
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

　
現
人
神
思
想
は
、
大
王
は
可
視
的
な
神
で
あ
る
と
い
う
信
仰
（
信

念
）
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
。
こ
の
信
仰
（
信
念
）
は
、
お
そ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
も
五
世
紀
ご
ろ
に
は
す
で
に
萌
芽
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ

が
天
皇
を
権
威
づ
け
る
た
め
の
政
治
思
想
（
現
人
神
思
想
）
と
し
て
確
立

さ
れ
た
の
は
大
化
（
元
年
H
六
四
五
年
）
以
後
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か

と
推
定
し
う
る
。
本
稿
の
こ
の
推
定
は
、
天
皇
自
ら
現
人
神
（
「
明
神
」

「
現
御
神
」
等
々
）
と
称
す
る
例
が
、
正
史
の
大
化
以
後
の
巻
に
集
中
し

て
い
る
点
に
基
づ
く
。

　
孝
徳
朝
以
後
（
大
化
以
後
）
聖
武
朝
に
至
る
ま
で
の
時
代
は
、
周
知
の

よ
う
に
、
公
地
公
民
制
の
施
行
や
官
僚
制
度
の
整
備
・
拡
充
等
々
を
通
じ

て
、
中
央
集
権
的
法
治
体
制
（
律
令
制
）
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
時
代
で
あ

る
。
現
人
神
思
想
の
確
立
は
、
中
央
集
権
的
法
治
体
制
の
形
成
と
無
縁
で

は
な
い
。
法
治
体
制
が
う
ち
立
て
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
の
の
り

を
作
り
法
を
施
行
す
る
権
力
、
す
な
わ
ち
、
　
「
国
法
制
定
権
力
」
（
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

制
定
権
力
＜
R
武
ω
昌
■
竈
訂
己
①
Ω
①
邑
↓
）
が
確
立
さ
れ
て
い
る
場

合
に
限
ら
れ
る
。
現
人
神
思
想
と
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
が

「
国
法
制
定
権
力
」
を
組
織
し
て
ゆ
く
際
に
、
そ
の
政
治
勢
力
の
中
枢
に

あ
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
明
確
な
目
的
の
も
と
に
、
鼓
吹
さ
れ
宣

揚
さ
れ
た
政
治
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
歴
代
天
皇
が
自
ら
現
人

神
と
称
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点

に
関
す
る
考
察
を
通
じ
て
明
確
に
な
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
「
明
神
御
宇
日
本
倭
根
子
天
皇
」

「
明
神
御
大
八
洲
日
本
根
子
天
皇
」
「
現
御
神
止
大
八
嶋
国
所
知
天
皇
大

命
良
麻
止
…
…
」
と
い
っ
な
郷
の
旬
が
散
見
す
る
。
こ
れ
ら
の
旬
は
、
ほ

と
ん
ど
例
外
な
⑫
、
天
皇
が
詔
勅
－
本
稿
で
は
、
天
皇
が
発
す
る
勅
令

（
宣
命
と
狭
義
の
詔
勅
と
を
含
む
）
の
総
称
と
し
て
こ
の
語
を
用
い
る

ー
を
一
発
す
る
際
に
使
用
さ
れ
る
。
管
見
の
及
ぷ
と
こ
ろ
で
は
、
詔
勅
の

発
布
と
無
関
係
に
天
皇
が
自
身
を
現
人
神
と
称
す
る
く
だ
り
は
、
『
日
本

書
紀
」
や
『
続
日
本
紀
』
に
は
見
当
ら
な
い
。
こ
の
二
書
化
拠
る
か
ぎ
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

天
皇
自
身
に
よ
る
現
人
神
宣
言
は
、
詔
勅
発
布
の
場
を
中
心
に
行
わ
れ
て

い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
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詔
勅
は
、
天
皇
の
権
威
を
背
景
と
し
て
、
拘
束
力
を
発
揮
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
詔
勅
の
拘
束
力
を
高
め
る
た
め
に
は
、
天
皇
の
権
威
、
な
か
ん
ず
く
「
国

法
制
定
権
」
の
保
持
者
（
¶
「
立
法
者
」
）
と
し
て
の
権
威
を
強
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
天
呈
自
身
に
よ
る
現
入
神
宣
一
言
が
も
っ
ぱ
ら
詔
勅
発
布
の
場
で

ー
詔
勅
文
の
中
で
1
行
わ
れ
た
点
に
着
目
す
れ
ば
、
現
人
神
思
想
は
、

「
立
法
者
」
と
し
て
の
天
皇
の
権
威
を
き
わ
め
て
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
い

う
意
図
の
も
と
に
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
「
国
法
制
定
権
力
」
に
よ
っ
て
高
唱

さ
れ
た
政
治
恩
想
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
天
皇
の
支
配
権
の
現
人
神
思
想
に
よ
る
権
威
づ
け

の
意
味
が
明
確
に
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
に
、

現
人
神
思
想
の
本
質
に
関
わ
る
一
つ
の
重
要
な
問
題
が
生
起
す
る
。
そ
れ

は
、
現
人
神
恩
想
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
、
「
国
法
制
定
権
」
の
保
持
者

（
立
法
者
）
と
し
て
の
天
呈
の
権
威
を
強
化
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本

稿
は
、
次
に
、
こ
の
問
題
へ
の
解
答
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
三
、
「
国
法
制
定
権
カ
」
の
絶
対
化

　
『
続
日
本
紀
』
所
収
の
「
宣
命
」
は
、
現
人
神
患
想
が
ど
の
よ
，
2
は
思
想
で
あ

っ
た
か
を
最
も
明
確
に
示
す
古
代
文
献
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
文

武
天
皇
の
即
位
宣
言
の
宣
命
（
第
一
詔
）
－
文
武
元
年
（
六
九
七
年
）
八
月

十
七
日
発
布
－
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
中
で
開
陳
さ
れ
た
現
人
神
思
想
を

分
析
し
て
み
た
い
。
そ
の
宣
命
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
あ
き
　
　
み
か
み
　
　
お
ほ
や
し
ま
ぐ
に
し
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
ら
　
　
お
ほ
み
ζ
と
　
　
　
　
　
の
た
ま
　
お
ほ
み
こ
と

　
　
現
つ
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
天
皇
が
大
命
ら
ま
と
詔
ふ
大
命

　
　
　
　
ユ
こ
な
　
　
　
は
ぺ
　
　
み
　
こ
　
た
ち
お
ほ
き
み
た
ち
も
も
の
っ
か
さ
ひ
と
ど
も
　
あ
め
の
し
た
お
ほ
み
た
か
ら

　
　
を
、
集
は
り
侍
る
皇
子
等
、
王
等
、
百
官
の
人
等
、
天
下
の
公
民
、

　
　
も
ろ
も
ろ
き
　
た
ま
　
　
　
の
た
ま
　
　
　
た
か
ま
の
は
ら
　
こ
と
は
じ
め
　
　
　
　
　
と
ほ
す
め
ろ
　
ぎ
　
　
　
み
　
よ

　
　
諸
聞
き
食
へ
と
詔
ふ
。
高
天
原
に
事
始
め
て
、
遠
天
皇
祖
の
御
世
、

　
　
な
か
　
　
い
ま
　
　
い
た
　
　
　
　
　
　
　
甘
’
め
・
b
　
　
み
こ
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
い
や
つ

　
　
中
、
今
に
至
る
ま
で
に
、
天
皇
が
御
子
の
あ
れ
坐
さ
む
弥
継

　
　
　
つ
　
　
お
ほ
や
し
ま
ぐ
に
し
　
　
　
つ
ぎ
て
　
　
あ
ま
　
か
み
　
　
み
こ

　
　
ぎ
継
ぎ
に
大
八
■
鳩
国
知
ら
さ
む
次
と
、
天
つ
神
の
御
汗
な
が
ら

　
　
負
飛
に
宰
機
の
膝
さ
し
璃
り
し
摩
・
断
夢
賎
劫
砂
露

　
　
わ
ざ
　
　
　
　
あ
き
　
　
　
み
か
み
　
　
お
ほ
や
し
ま
ぐ
に
し
　
　
　
　
　
　
　
ゃ
ま
と
ね
　
こ
す
め
ら
み
こ
と
　
　
さ
づ

　
　
の
業
と
、
現
つ
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
倭
根
子
天
皇
命
の
授

　
　
け
鱗
ひ
撃
鱗
ふ
・
蕪
簑
帥
き
鵬
き
購
為
維
を
ぎ
鱗
は
㌫
撃

　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
を
す
く
に
あ
め
の
し
た
　
と
と
の
　
た
ま
　
　
　
　
た
ひ
　
　
　
　
た
ま
　
　
　
　
あ
め
の
し
た
　
　
お
ほ

　
　
坐
し
て
、
此
の
食
国
天
下
を
調
へ
賜
ひ
、
平
ら
げ
賜
ひ
、
天
下
の
公

　
み
た
か
ら
め
ぐ
　
　
た
ま
　
　
な
　
　
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
　
　
　
　
　
お
も

　
　
民
を
恵
び
賜
ひ
撫
で
賜
は
む
と
な
も
、
神
な
が
ら
思
ほ
し
め
さ
く
と

　
の
た
ま
　
す
め
ら
　
　
お
ほ
み
こ
と
　
　
　
も
ろ
も
ろ
き
　
た
ま
　
　
　
の
た
ま

　
　
詔
ふ
天
皇
が
大
命
を
、
諸
聞
き
食
へ
と
詔
ふ
。
1
以
下
省
略
1

　
　
（
『
続
日
本
紀
』
巻
一
）

　
こ
の
宣
命
で
は
、
ま
ず
（
冒
頭
か
ら
「
…
…
天
下
の
公
民
、
諸
聞
き
食

へ
と
詔
ふ
」
ま
で
の
部
分
に
お
い
て
）
、
新
帝
文
武
が
現
人
神
（
「
現
つ
御

神
」
）
と
し
て
勅
令
を
発
す
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
、
次
に
（
「
高
天
原
に
事

始
め
て
」
以
下
に
お
い
て
）
、
新
帝
即
位
の
正
当
性
（
文
武
の
正
統
性
）

が
強
調
さ
れ
る
。
後
者
（
「
高
天
原
に
事
始
め
て
」
以
下
）
の
文
脈
に
お

い
て
は
、
①
皇
統
が
神
代
以
来
連
綿
と
続
い
て
き
た
こ
と
、
②
「
天
つ
神
」

か
ら
地
上
を
支
配
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
た
－
こ
の
主
張
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
つ
か
み

本
稿
で
は
以
下
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
と
呼
ぶ
i
　
「
天
つ
神
の
御
子
」

　
　
　
　
（
6
）

た
る
先
帝
持
統
が
、
現
人
神
（
「
現
つ
御
神
」
）
と
し
て
日
本
国
（
「
大
八

嶋
国
」
）
に
君
臨
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
、
③
先
帝
持
統
の
大
命
を
受

け
た
新
帝
文
武
が
、
先
帝
と
同
様
に
現
人
神
と
し
て
今
後
日
本
国
を
統
治

し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
臣
下
に
向
け
て
宣
告
さ
れ
る
。
一
見
、
①
－
③
は
、

脈
絡
も
な
く
羅
列
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
宣
命
が
即
位
宣
言
を
旨
と
し
て
い
る
点
に
留
意
す
れ
ば
、
①
－
③
の

間
に
密
接
な
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
な
わ
ち
、
皇
統
の
連
綿
た
る
持
続
性
を
説
く
①
も
、
「
天
つ
神
」
と
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天
皇
と
の
血
縁
関
係
を
強
調
す
る
②
も
、
と
も
に
、
③
の
即
位
宣
言
を
権

威
づ
け
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
①
－

③
が
、
互
い
に
相
挨
っ
て
、
天
皇
の
現
人
神
た
る
所
以
を
説
明
し
そ
れ
を

強
調
す
る
1
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
即
位
宣
言
が
権
威
づ
け
ら
れ
る

1
一
っ
の
主
張
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
主
張
と
は
、

お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
さ
し

　
　
皇
統
は
、
地
上
を
統
治
（
支
配
）
せ
よ
と
い
う
「
天
つ
神
」
の
命
を

　
　
受
け
て
、
高
天
原
か
ら
天
孫
が
天
降
っ
て
以
来
、
連
綿
と
続
い
て
き

　
　
た
。
こ
の
尊
厳
な
る
皇
統
に
連
ら
な
る
歴
代
天
皇
は
、
「
天
つ
神
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
　
の
子
孫
で
あ
り
、
－
そ
れ
ゆ
え
1
－
人
の
形
を
し
た
神
、
す
な
わ

　
　
ち
現
人
神
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
帝
持
統
も
新
帝
文
武
も
と
も

　
　
に
現
人
神
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
主
張
は
、
宣
命
第
一
詔
の
み
な
ら
ず
、
現
人
神
思
想
の
宣
揚
を
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
す
る
他
の
多
く
の
宣
命
に
お
い
て
も
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
種
の
主
張
は
、
現
人
神
思
想
の
具
体
的
な
内
容
を
端
的
に
示
す
も
の

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
要
す
る
に
、
現
人
思
想
は
、
天
皇
の
権
カ
の
強
大
さ
に
つ
い
て
の
比
瞼
的

な
表
現
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
天
孫
降
臨
を
濫
膓
と
す

る
連
綿
た
る
皇
統
譜
（
神
統
譜
）
の
案
出
を
通
じ
て
、
「
天
つ
神
」
と
歴

代
天
皇
と
を
一
系
の
血
脈
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
、
さ
ら
に
、
そ
の
血
脈
を

根
拠
と
し
て
、
天
皇
は
「
天
つ
神
」
の
直
系
の
子
孫
で
あ
る
が
ゆ
え
に
神

（
現
人
神
）
で
あ
る
と
主
張
す
る
思
想
で
あ
っ
た
。

　
現
人
神
思
想
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
、
「
血
脈
の
論
理
」
（
天
皇
の
神
性

の
根
拠
を
、
天
皇
が
「
天
つ
神
」
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
の
裡
に
求
め
る
論

理
）
で
あ
る
。
1
「
血
脈
の
論
理
」
を
欠
い
た
な
ら
ば
、
現
人
神
思
想
は
、

「
天
皇
は
神
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
（
信
仰
）
の
吐
露
以
上
の
も
の
で
は

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
1
現
人
神
思
想
を
天
皇
の
立
法
者
（
「
国
法
制

定
権
」
の
保
持
者
）
と
し
て
の
権
威
を
強
化
す
る
理
論
と
し
て
機
能
せ

し
め
た
も
の
は
、
こ
の
「
血
脈
の
論
理
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

現
人
神
思
想
に
お
い
て
は
、
「
血
脈
の
論
理
」
を
通
じ
て
、
「
天
つ
神
」

の
直
系
の
子
孫
で
あ
る
歴
代
天
皇
の
み
が
立
法
者
た
る
資
格
を
有
し
、
血

脈
に
お
い
て
「
天
つ
神
」
と
つ
な
が
ら
な
い
者
は
、
1
ど
れ
ほ
ど
強
大

な
政
治
力
や
軍
事
力
を
掌
握
し
て
い
よ
う
と
も
－
そ
の
資
格
を
有
し
え

な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
立
法
者
と
し
て
の
天
皇
の
在
り
方

は
、
現
人
神
思
想
の
根
底
に
存
す
る
「
血
脈
の
論
理
」
に
よ
っ
て
絶
対
化

さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
現
人
神
思
想
が
、
「
国
法
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
、

定
権
力
」
の
交
替
を
拒
絶
す
る
理
論
、
す
な
わ
ち
「
非
革
命
の
哲
学
」
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
四
、
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
と
天
命
思
想

　
現
人
神
思
想
は
、
記
紀
神
話
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

現
人
神
思
想
に
内
包
さ
れ
て
い
る
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
（
天
皇
は
「
天
つ

神
」
か
ら
委
任
さ
れ
て
地
上
を
支
配
す
る
と
い
う
主
張
）
は
、
記
紀
神
語
の

　
　
　
　
（
9
）

天
孫
降
臨
謂
を
貫
く
主
要
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
る
。
天
孫
降
臨
謂
が
記
紀
神

話
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
は
、

記
紀
神
話
の
思
想
的
支
柱
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
、
過
言
で

は
な
か
ろ
う
。

　
記
紀
神
話
が
、
天
皇
家
お
よ
び
天
皇
家
を
支
え
る
諸
氏
族
の
権
威
づ
け

を
主
眼
と
す
る
政
治
神
語
1
も
と
よ
り
、
非
政
治
的
な
要
素
の
存
在
を
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否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
－
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
広
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
の
先
駆
的
な
記
紀
研
究
を
勘
案
す
れ
ば
、

記
紀
神
話
は
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た
諸
観
念
（
と
く
に
「
天
」
の
観
念
）

に
基
づ
く
伝
統
神
話
の
再
構
成
を
通
じ
て
形
成
・
確
立
さ
れ
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
か
と
推
定
し
う
る
。
要
す
る
に
、
一
つ
の
明
確
な
政
治
目
的
の

も
と
に
、
伝
統
神
話
の
中
に
中
国
思
想
が
竈
入
せ
し
め
ら
れ
た
－
つ
ま

り
、
伝
統
神
話
に
改
鼠
が
加
え
ら
れ
た
－
結
果
、
現
存
の
記
紀
神
話

が
成
立
を
見
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
記
紀

神
話
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
現
人
神
思
想
が
、
中
国
思
想
と
無
縁

で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
現
人
神
思
想
が
、
大
王
を
可
視
的
な
神

と
見
て
ひ
た
す
ら
鐘
仰
す
る
だ
け
の
非
論
理
的
な
「
現
人
神
信
仰
」
の
段

階
を
脱
却
し
て
、
「
国
法
制
定
権
力
」
の
交
替
を
拒
絶
す
る
「
非
革
命
の

哲
学
」
と
し
て
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
「
大
王

1
1
神
」
観
の
、
中
国
思
想
に
基
づ
く
再
構
成
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
と
推
測
し
う
る
。
本
節
で
は
、
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
の
成
立
過
程

に
関
す
る
考
察
を
通
し
て
、
こ
の
推
測
の
当
否
を
検
討
し
た
い
。

　
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
正
史
の
大
化
以
後
の
巻
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

て
展
開
さ
れ
る
主
張
で
あ
り
、
大
化
以
前
の
巻
で
は
、
神
代
巻
や
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

受
け
た
神
武
紀
の
冒
頭
部
な
ど
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
説
か
れ
て
い
な
い
。

「
王
権
天
神
委
譲
説
」
は
大
化
以
後
に
確
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
き

　
孝
徳
天
皇
治
世
の
大
化
六
年
（
六
五
〇
年
）
が
、
「
穴
戸
国
」
に
「
白

ぎ
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く
ち

雑
」
を
得
た
こ
と
を
祝
し
て
、
「
白
雑
元
年
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
化
年
代
の
為
政
者
た
ち
は
、
中
国
の
祥
瑞

思
想
に
精
通
し
て
い
た
。
祥
瑞
思
想
（
為
政
者
が
善
政
を
行
え
ば
、
「
天
」

が
そ
れ
を
嘉
し
て
祥
瑞
を
く
だ
す
と
考
え
る
思
想
）
は
、
天
命
思
想
（
天

子
は
「
天
」
の
命
を
受
け
て
国
家
を
統
治
す
る
と
い
う
思
想
）
に
随
伴
す

る
思
想
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
化
年
代
の
為
政
者
た
ち
が
祥
瑞
思
想

に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
す
で
に
天
命
思
想
を
受
容
し
て
い
た
こ

と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
の
み
こ
と
の
り

　
　
『
日
本
書
紀
」
に
は
、
天
皇
は
コ
大
命
」
を
受
け
て
皇
位
を
継
承
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旭
）

と
い
う
主
張
が
散
見
す
る
。
ま
た
、
仁
徳
皇
統
最
後
の
大
王
武
烈
を
「
又

し
き
り
も
ろ
も
ろ
の
あ
し
き
こ
と
し
　
　
　
　
　
ひ
と
つ
　
よ
き
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
み

頻
に
諸
　
悪
を
造
た
ま
ふ
。
一
も
善
を
修
め
た
ま
は
ず
。
…
－
・
国
の
内
の
居

た
か
ら
こ
と
ご
と
く
ろ
な
ふ
る
　
　
お

人
、
威
に
皆
震
ひ
怖
づ
。
1
」
（
武
烈
紀
）
と
評
価
し
、
お
そ
ら
く
は
纂
奪
者
で

　
　
　
　
　
　
（
皿
）
　
　
　
ひ
と
　
　
め
　
　
さ
か
し
き
　
ゐ
や
支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
こ
こ
ろ
ゆ
た
か

あ
っ
た
ろ
う
継
体
を
「
士
を
愛
で
賢
を
礼
ひ
た
ま
ひ
て
、
寛
絡
如
に
ま

し
ま
す
」
（
継
体
紀
）
と
称
賛
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
姿
勢
に
は
、
中
国

風
の
「
易
姓
革
命
」
論
－
こ
れ
は
天
命
思
想
と
結
び
つ
い
て
い
る
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

の
影
響
が
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
天
命
思
想
は
、

欽
明
朝
を
濫
膓
と
す
る
一
連
の
修
史
事
業
1
そ
れ
は
、
記
紀
の
成
立
と

と
も
に
一
応
の
完
結
を
見
る
－
の
思
想
的
基
盤
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
く
に
お
し
は
ら
き
ひ
ろ
に
は
の
す
め
ら
み
こ
と

と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
欽
明
天
皇
（
天
国
排
開
広
庭
天
皇
）
を
嗜
矢

と
し
て
、
古
代
の
天
皇
の
大
半
が
、
「
天
」
の
字
を
含
ん
だ
国
風
誼
号
を

　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
み
こ
と
ひ
ら
か
す
わ
け
の
す
め

贈
ら
れ
て
お
り
、
な
か
ん
ず
く
天
智
天
皇
の
国
風
誼
号
「
天
命
開
別
天

ら
み
こ
と

皇
」
が
、
「
天
命
を
受
け
て
皇
運
を
開
い
た
天
皇
」
と
い
う
意
味
を
も
っ

て
い
る
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
天
命
思
想
は
形
成
期
1
お
よ
び
、
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
〕

立
期
初
頭
ー
の
天
皇
制
を
領
導
し
た
政
治
思
想
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て

も
埋
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
人
神
思
想
に
内
包
さ
れ
て
い
る
「
王
権
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天
神
委
譲
説
」
は
、
1
お
そ
ら
く
、
そ
の
原
型
は
大
化
前
代
に
成
立
し

　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

て
い
た
で
あ
ろ
う
が
1
大
化
以
後
に
確
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
「
王
権
天
軸
委
譲
説
」
が
開
陳
さ
れ
る
度
合
に
関
し
て
、
『
日
本

書
紀
』
の
「
人
代
巻
」
は
、
『
続
日
本
紀
」
よ
り
も
劣
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
王
権
天
神
委
譲
説
」
の
確
立
期
（
そ
れ
が
、
天
皇
の
支
配
権
を
正
当
化

す
る
論
理
と
し
て
強
調
さ
れ
鼓
吹
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
）
が
、
『
日

本
書
紀
」
編
纂
の
最
終
段
階
を
、
さ
ほ
ど
遡
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
考
察
（
本
節
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
）
を
総
合
す
れ
ば
、
天
命
思

想
は
、
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
が
確
立
さ
れ
る
以
前
の
時
点
に
お
い
て
、

す
で
に
古
代
日
本
の
為
政
者
た
ち
の
間
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

既
存
の
政
治
思
想
か
ら
、
ま
っ
た
く
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
し
に
、
新

た
な
政
治
思
想
が
成
立
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
事
態
が
、
現
実
の
政
治
世

界
の
中
に
生
起
し
う
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
く
に
、
既
存
の
政
治
思

想
と
新
た
な
政
治
思
想
と
が
、
同
一
も
し
く
は
同
種
の
論
理
を
展
開
す
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
新
た
な
政
治
思
想
の
形
成
に
既
存
の
政
治
思
想
が

な
ん
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
に
お
い
て
は
、
超
越
的
か
つ

非
地
上
的
な
権
威
（
「
天
つ
神
」
）
に
よ
っ
て
世
俗
権
力
を
正
当
化
す
る

論
理
が
展
開
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
論
理
が
、
「
王
権
天
神
委
譲
説
」

の
宣
揚
者
た
ち
（
現
人
神
思
想
の
宣
揚
た
ち
）
に
よ
っ
て
独
自
に
案
出
さ

れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
同
種
の
論
理
が
天
命
思
想
に
お
い
て
も
展
開
さ

れ
る
1
天
命
思
想
は
、
「
天
」
と
い
う
超
越
的
か
つ
非
地
上
的
権
威
に

よ
っ
て
世
俗
権
力
を
正
当
化
す
る
1
点
を
顧
慮
す
れ
ば
、
「
王
権
天
神

委
譲
説
」
の
宣
揚
者
た
ち
は
、
既
存
の
政
治
思
想
で
あ
っ
た
天
命
思
想
を

範
と
し
つ
つ
ー
そ
れ
に
倣
っ
て
－
こ
の
論
理
を
構
築
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
、
と
推
定
す
る
方
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
は
、
天
命
思
想
の
影
響
の
も
と

に
構
築
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
考
え
が
正
鵠
を
射

て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
の
根
底
に
伝

統
的
な
（
日
本
古
来
の
）
神
祇
崇
拝
の
思
想
が
存
す
る
と
見
る
立
場
が
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め

定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
続
日
本
紀
」
の
宣
命
の
中
に
、
「
天
に
坐

　
　
く
に
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ

す
神
地
に
坐
す
神
の
相
う
づ
な
ひ
奉
る
事
に
依
り
て
」
（
第
六
詔
）
天
子

受
命
の
し
る
し
で
も
あ
る
祥
瑞
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
主
張
が
見
え
る
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
祥
瑞
思
想
な
い
し
天
命
思
想
の
受
容
は
、

伝
統
的
な
神
砥
崇
拝
を
排
除
す
る
方
向
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

「
王
権
天
神
委
譲
説
」
が
強
調
す
る
「
天
つ
神
」
と
い
う
観
念
も
、
古
代
中
国
の

「
天
神
」
観
念
の
模
倣
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
諸
々
の
自

然
神
一
神
砥
一
の
統
轄
者
と
し
て
措
定
さ
れ
た
皇
掩
に
・
「
天
神
一
観

念
を
加
味
す
る
こ
と
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
観
念
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
天
命
思
想
が
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
に
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
天
命
思
想
と
神
砥
崇
拝
の
思
想
と
が
融

合
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
王
権
天
神
委
譲
説
」

と
は
、
天
命
思
想
（
な
か
ん
ず
く
、
超
越
的
か
つ
非
地
上
的
な
権
威
に
依

拠
し
つ
つ
世
俗
権
力
を
正
当
化
す
る
論
理
）
に
基
づ
く
伝
統
思
想
（
神
砥

崇
拝
の
思
想
）
の
再
構
成
を
通
じ
て
、
構
築
さ
れ
る
に
至
っ
た
主
張
で
は

な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
現
人
神
思
想
は
、
大
化
前
代
に
萌
芽
し
た
伝

統
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
萌
芽
期
の
そ
れ
は
、
大
王
は
神
も
し
く
は
神
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に
等
し
い
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
信
念
（
信
仰
）
の
吐
露
以
上
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
大
化
前
代
の
段
階
に
お
い
て
、
現
人
思
想
は
、
思
想
と
呼

ぷ
よ
り
も
む
し
ろ
信
仰
（
現
人
神
信
仰
）
と
呼
ぷ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

，
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
古
代
天
皇
制
国
家
の
支
配
原
理
と
し
て
機
能
し
た
現
人
神
思
想
は
、
大

化
前
代
的
な
現
人
神
信
仰
が
、
「
血
脈
の
論
理
」
の
宣
揚
や
「
王
権
天
神

委
譲
説
」
の
形
成
を
通
し
て
、
一
つ
の
体
系
的
な
政
治
思
想
に
ま
で
昇
華

せ
し
め
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
現
人
神
思
想
の
成
立

過
程
は
、
大
化
前
代
的
な
現
人
神
信
仰
が
、
「
血
脈
の
論
理
」
や
「
王
権

天
神
委
譲
説
」
を
媒
介
と
し
て
再
構
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
天
命
患
想
が
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
の
形
成
に
影
響
を
与
え

て
い
た
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る
点
を
勘
考
す
る
な
ら
ば
、
現
人
神
思
想
と

は
、
伝
統
的
な
現
人
神
信
仰
が
中
国
思
想
を
基
軸
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た

結
果
、
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
思
想
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
本
稿
の
推

定
は
、
け
っ
し
て
的
を
逸
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
現
人
神
思
想
の
形
成
に
は
、
中
国
思
想
、
な
か
ん
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

く
天
命
思
想
が
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
天
命
常
摩

し
」
（
『
孟
子
』
離
婁
章
句
上
）
と
い
う
思
考
、
す
な
わ
ち
、
徳
あ
れ
ば

天
命
が
く
だ
り
、
徳
な
け
れ
ば
天
命
は
去
る
と
い
う
考
え
を
内
包
す
る
天

命
思
想
は
、
既
存
の
王
権
を
権
威
づ
け
る
理
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
革
命

（
「
易
姓
革
命
」
）
を
是
認
す
る
理
論
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
周
の
武
主

が
、
股
王
紺
を
討
伐
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
太
誓
を
作
り
、
衆
庶
に
告
」

げ
て
、

　
　
今
、
段
王
紺
、
乃
ち
其
の
婦
人
の
言
を
用
ひ
、
自
ら
天
に
絶
ち
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
τ
き

　
　
の
三
正
を
段
壊
し
、
其
の
王
父
母
弟
を
離
遇
し
、
乃
ち
其
の
先
祖
の
楽

　
　
　
だ
ん
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
く
　
　
　
も
っ

　
　
を
断
奔
し
、
、
乃
ち
淫
声
を
為
り
、
用
て
正
声
を
変
乱
し
、
婦
人
を

　
　
い
え
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
は
つ
　
　
こ
　
　
つ
つ
し

　
　
恰
説
す
。
故
に
今
予
発
、
維
れ
共
み
て
天
の
罰
を
行
ふ
。
勉
め
よ
や

　
　
夫
子
。
再
び
す
べ
か
ら
ず
、
三
た
、
び
■
す
べ
か
ら
ず
。

と
宣
し
た
と
い
う
『
史
記
」
（
周
本
紀
）
の
記
述
は
、
天
命
を
受
け
て
惇
徳

の
王
朝
を
打
倒
す
る
と
い
う
主
張
が
、
政
権
交
替
の
正
当
性
を
証
示
す
る

理
論
た
り
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
天
命
思
想
」
は
、
「
革
命
の
哲
学
」

と
し
て
も
機
能
し
え
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
現
人
神
思
想
は
、
「
非
革
命
の
哲
学
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
「
革
命
の
哲
学
」
と
し
て
の
性
格
を
微
塵
も
有
し
て
は
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
現
人
神
思
想
の
宣
揚
者
た
ち
が
、
天
命
思
想
を
範
と
し
て
「
王
権

天
神
委
譲
説
」
を
構
築
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
際
、
彼
ら
は
、
天
命
思
想
の
「
革

命
の
哲
学
」
と
し
て
の
側
面
が
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
に
影
響
を
及
ぼ
す
の

を
、
巧
み
に
防
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
、

「
革
命
の
哲
学
」
の
影
響
を
排
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
最

後
に
、
こ
の
点
を
追
究
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
天
皇
制
が
連
綿
た
る
持
続

性
を
有
す
る
に
至
っ
た
原
因
の
一
つ
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
　
　
五
、
結
　
論

　
　
　
　
　
　
く
に
の
の
り

　
い
か
な
る
「
国
法
制
定
権
力
」
（
憲
法
制
定
権
力
く
胃
泣
ω
竃
購
副
邑
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
の
の
り

Ω
①
竃
岸
）
も
、
自
ら
が
制
定
し
施
行
す
る
「
国
法
」
　
（
憲
法
）
の
枠
内
に

お
い
て
、
自
身
の
正
当
性
を
証
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
定
の
「
国

法
制
定
権
力
」
の
政
治
理
念
が
集
大
成
さ
れ
た
も
の
1
多
く
の
場
合
成

文
化
さ
れ
る
－
が
「
国
法
」
（
憲
法
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
理
念
を

提
示
す
る
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
理
念
の
根
拠
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
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る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
国
法
制
定
権
カ
」
は
、
自
ら
の
支
配
権
と
そ
れ
を
支

え
る
政
治
理
念
と
を
権
威
づ
け
る
（
正
当
化
す
る
）
た
め
に
は
、
自
身
を

凌
駕
す
る
「
よ
り
高
い
権
威
」
を
案
出
し
、
そ
れ
に
準
拠
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
た
と
え
ば
、
天
子
（
皇
帝
）
は
天
命
を
受
け
て
国
家
を
統
治
す
る

と
い
う
主
張
は
、
「
国
法
制
定
権
力
」
の
正
当
性
1
お
よ
び
正
統
性
ー

を
、
「
国
法
制
定
権
カ
」
よ
り
も
高
位
に
位
置
す
る
権
威
（
「
よ
り
高
い

権
威
」
）
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
い
う
意
図
の
、
あ
ら
わ
な
表
現
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
「
国
法
制
定
権
力
」
が
地
上
の
現
実
存
在
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
そ
れ
を
権
威
づ
け
る
「
よ
り
高
い
権
威
」
が
非
地
上
的
か
つ
超
越
的

な
存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
る
点
に
留
意
す
れ
ぱ
、
権
威
づ
け
る
も
の
と
権

威
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
は
、
存
在
の
位
相
に
お
い
て
非
連
続
の
関
係
に
あ

る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
非
連
続
性
の
ゆ
え
に
、

「
よ
り
高
い
権
威
」
（
権
威
づ
け
る
も
の
）
は
、
「
国
法
制
定
権
力
」
（
権
威

づ
け
ら
れ
る
も
の
）
の
交
替
（
革
命
）
を
正
当
化
す
る
た
め
の
根
拠
と
し

て
も
機
能
す
る
。
た
と
え
ば
、
天
命
思
想
に
お
い
て
、
「
よ
り
高
い
権
威
」

と
し
て
措
定
さ
れ
た
「
天
」
が
、
易
姓
革
命
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
な
り

え
た
の
は
、
「
天
」
と
天
子
（
な
い
し
は
、
天
子
を
中
心
と
す
る
「
国

法
制
定
権
力
」
）
と
が
、
存
在
の
位
相
に
関
し
て
非
連
続
の
関
係
に
置
か

れ
た
た
め
に
、
「
命
」
の
授
受
関
係
が
固
定
化
さ
れ
え
な
か
っ
た
か
ら
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
古
代
天
皇
制
国
家
の
「
国
法
制
定
権
力
」
が
、
「
よ
り
高
い
権
威
」
と

し
て
措
定
し
た
も
の
は
、
「
天
つ
神
」
で
あ
っ
た
。
古
代
天
皇
制
を
支
え

る
精
神
的
支
柱
と
し
て
機
能
し
た
現
人
神
思
想
に
は
、
天
皇
は
「
天
つ
神
」

に
委
任
さ
れ
て
地
上
を
支
配
す
る
と
い
う
主
張
が
内
含
さ
れ
て
い
る
。
す

で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
主
張
、
す
な
わ
ち
「
王
権
天
神
委
譲
説
」

は
、
天
命
思
想
の
影
響
の
も
と
に
形
成
・
確
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
天
命
思
想
の
「
革
命
の
哲
学
」
と
し
て
の
側
面
が
、
「
王

権
天
神
委
譲
説
」
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
も
し
、
「
よ
り
高
い
権
威
」
で
あ
る
「
天
つ
神
」
の
超
越
性
の
み
が
誇

示
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
1
「
天
つ
神
」
と
天
皇
と

の
間
の
、
存
在
の
位
相
に
お
け
る
非
連
続
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

　
　
　
　
よ
さ
し

た
め
－
「
命
」
の
授
受
関
係
を
固
定
す
る
論
理
が
成
立
し
に
ミ
な
り
、

「
国
法
制
定
権
力
」
の
領
導
者
と
し
て
の
天
皇
の
地
位
は
、
安
定
性
を
欠

い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
人
神
思
想
の
宣
揚
者
た
ち
は
、
「
よ

り
高
い
権
威
」
の
超
越
性
を
強
調
し
は
し
た
も
の
の
、
「
よ
り
高
い
権
威
」

と
そ
れ
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
の
間
に
、
存
在
の
位
相
に
関

す
る
区
別
を
設
け
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
「
天
つ
神
」
と
歴
代
天
皇
と
を

一
系
の
血
脈
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
こ
と
を
通
し
て
、
権
威
づ
け
ら
れ
る

も
の
を
、
権
威
づ
け
る
も
の
と
同
じ
位
相
に
立
た
せ
た
。

　
「
天
つ
神
」
と
歴
代
天
皇
と
が
血
縁
関
係
を
も
つ
と
い
う
主
張
を
附
随

さ
せ
て
い
る
か
ぎ
り
、
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
は
、
「
革
命
の
哲
学
」
と

し
て
は
機
能
し
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
「
天
つ
神
」
か
ら
地
上
を
支
配

す
る
権
限
を
委
譲
さ
れ
る
の
は
、
「
天
つ
神
」
の
直
系
の
子
孫
で
あ
る
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
さ
し

皇
家
出
身
の
天
皇
に
限
ら
れ
る
と
い
う
論
理
、
す
な
わ
ち
「
命
」
の
授
受

関
係
を
固
定
す
る
論
理
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
現
人
神
思
想
の
宣
揚

者
た
ち
が
天
命
思
想
を
範
と
し
て
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
を
構
築
し
た
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と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
彼
ら
が
天
命
思
想
か
ら
「
よ
り
高
い
権
威
」

を
「
国
法
制
定
権
力
」
の
存
立
根
拠
と
し
て
措
定
す
る
論
法
を
借
用
し
た

こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
天
命
思
想
の
「
革
命
の
哲
学
」
と
し
て

の
側
面
は
、
現
人
神
思
想
の
宣
揚
者
た
ち
の
受
容
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
ら
は
、
「
血
脈
の
論
理
」
を
適
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
が
－
ひ
い
て
は
現
人
神
思

想
が
1
「
革
命
の
哲
学
」
と
し
て
機
能
す
る
の
を
巧
み
に
防
い
だ
。

　
「
天
つ
神
」
と
歴
代
天
皇
と
は
一
系
σ
血
脈
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て

い
る
と
い
う
主
張
、
す
な
わ
ち
「
血
脈
の
論
理
」
は
、
「
よ
り
高
い
権
威
」

で
あ
る
「
天
つ
神
」
と
歴
代
天
皇
と
を
1
同
じ
位
相
に
立
つ
存
在
と
し

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

て
1
一
体
化
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
体
化
を
通
じ
て
、
天
皇
が
領

導
す
る
「
国
法
制
定
権
カ
」
は
、
支
配
権
を
正
当
化
す
る
た
め
の
根
拠
で

あ
る
「
よ
り
高
い
権
威
」
を
、
自
ら
の
掌
中
に
独
占
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
よ
り
高
い
権
威
」
が
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
「
国
法
制
定
権
力
」
に

よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
－
つ
ま
り
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
「
国

法
制
定
権
力
」
の
存
立
根
拠
と
し
て
の
み
「
よ
り
高
い
権
威
」
が
機
能
す

る
か
ぎ
り
－
、
新
興
の
政
治
勢
力
は
、
そ
の
「
よ
り
高
い
権
威
」
に
依

拠
し
つ
つ
革
命
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
天
皇
を
中
心
と
す
る

「
国
法
制
定
権
力
」
を
駆
逐
し
、
新
た
な
「
国
法
制
定
権
力
」
を
形
成
す

る
た
め
に
は
、
新
興
の
政
治
勢
力
は
、
既
成
の
「
よ
り
高
い
権
威
」
を
否

認
し
た
う
え
で
、
そ
れ
と
は
別
種
の
「
よ
り
高
い
権
威
」
を
つ
く
り
だ
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
人
神
思
想
の
精
級
な
体
系
に
支

え
ら
れ
た
既
成
の
「
よ
り
高
い
権
威
」
の
神
話
的
尊
厳
性
を
否
定
し
去
る

こ
と
は
、
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
史
上
に
は
、
出
自
上

天
皇
家
と
無
縁
で
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
政
治
カ
に
お
い
て
天
皇
家
を
凌
駕

す
る
政
治
勢
力
が
、
数
多
く
登
場
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
・
そ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
、
天
皇
お
よ
び
天
皇
家
を
「
国
法
制
定
権
力
」
の
精
神
的
支
柱
1

あ
る
い
は
象
徴
的
権
威
1
と
し
て
の
地
位
か
ら
斥
け
る
こ
と
を
正
当
化
す

る
た
め
の
理
論
を
、
確
立
し
え
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
点
に
こ
そ
、

天
皇
制
が
－
形
骸
化
し
つ
つ
も
ー
干
数
百
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
存
続

し
え
た
こ
と
の
一
因
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
。

（
1
）
本
稿
は
、
天
皇
制
を
、
天
皇
が
「
国
法
制
定
権
力
」
〔
本
稿
注

　
（
3
）
参
照
〕
を
領
導
す
る
ー
実
質
的
に
で
あ
れ
、
形
式
的
に
で

あ
れ
1
政
治
体
制
、
と
定
義
す
る
。
本
稿
は
、
－
天
皇
号
の
成

立
期
を
天
智
朝
－
天
武
朝
と
見
て
i
天
智
朝
以
後
持
続
朝
に
至
る

ま
で
の
間
に
、
古
代
天
皇
制
の
概
観
が
整
っ
た
と
考
え
る
。
た
だ
し
、

欽
明
朝
以
来
の
一
連
の
修
史
事
業
や
、
近
江
令
に
始
ま
る
律
令
の
編

纂
事
業
が
一
応
の
結
着
を
見
た
時
期
に
、
古
代
天
皇
制
が
完
成
期
を

迎
え
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
本
稿
は
、
こ
の
時
期
を
、
文
武
朝
か
ら

聖
載
朝
に
至
る
ま
で
の
時
代
と
見
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
言
う

古
代
天
皇
制
の
確
立
期
と
は
天
智
朝
以
後
元
正
朝
の
末
期
（
な
い
し

聖
武
朝
の
初
期
）
頃
ま
で
の
時
代
を
指
す
こ
と
に
な
る
。

（
2
）
北
山
茂
夫
『
日
本
古
代
政
治
史
の
研
究
』
（
岩
波
、
昭
和
三
八

　
年
）
、
一
七
六
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
3
）
こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
尾
高
朝
雄
「
法
の
窮
極
に
あ
る
も
の
」

（
有
斐
閣
、
昭
和
五
七
年
）
第
二
章
参
照
。
ぎ
『
敏
ω
竃
目
簿
訂
邑
①

Ω
①
邑
二
は
、
ふ
？
つ
「
憲
法
制
定
権
力
」
と
訳
さ
れ
る
。
し
か
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し
、
「
憲
法
」
と
い
う
近
（
現
）
代
法
の
概
念
は
、
古
代
日
本
に
は

　
存
在
し
な
い
。
1
聖
武
太
子
の
手
に
な
る
と
仮
定
さ
れ
る
「
十
七

　
条
憲
法
」
は
、
徳
目
を
列
挙
し
た
だ
け
の
道
徳
箇
条
に
す
ぎ
な
い
。

　
1
近
（
現
）
代
語
の
「
憲
法
」
に
比
較
的
近
い
古
代
語
は
、
「
国
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
の
の
り

基
本
法
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
「
国
法
」
で
あ
る
（
宣
命
第
一

　
詔
参
照
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
、
ぎ
ユ
轟
豊
目
購
尿
邑
Φ
Ω
2
邑
↓
と

　
い
う
概
念
を
古
代
法
に
適
用
す
る
場
合
に
は
、
「
憲
法
制
定
権
力
」

　
と
い
う
訳
語
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
国
法
制
定
権
力
」
と
い
う
訳
語

　
（
本
稿
の
造
語
）
を
用
い
る
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
4
）
中
大
兄
が
孝
徳
天
皇
に
対
す
る
上
奏
文
に
お
い
て
、
天
皇
を
「
現

為
明
神
御
八
嶋
国
天
皇
」
（
孝
徳
紀
大
化
二
年
三
月
二
十
日
）
と

　
呼
ん
で
い
る
例
も
あ
る
が
、
こ
の
種
の
用
例
は
、
正
史
中
に
は
他
に

　
あ
ま
り
あ
ら
わ
れ
な
い
。

（
5
）
古
代
天
皇
制
国
家
に
あ
っ
て
は
、
勅
令
発
布
に
際
し
て
天
皇
が

直
接
臣
下
に
向
か
っ
て
命
令
す
る
と
い
う
形
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
な

　
い
か
と
推
定
し
う
る
。
宣
命
が
宣
命
使
．
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
て
い
た
こ

　
と
は
、
こ
の
推
定
の
正
当
性
を
保
証
す
る
根
拠
と
な
り
う
る
。
し
か

　
し
、
た
と
え
伝
達
者
を
媒
介
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
こ
と
ば
で
あ
っ
て

　
も
、
そ
れ
が
天
皇
の
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
た
が

　
っ
て
、
詔
勅
文
に
お
け
る
現
人
神
宣
言
は
、
す
べ
て
天
皇
自
身
に
よ

　
る
現
人
神
宣
言
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
6
）
宣
命
第
一
詔
は
、
持
統
は
「
天
つ
神
の
御
子
」
で
あ
る
と
し
て

　
い
る
け
れ
ど
も
、
持
統
を
「
高
天
原
」
か
ら
降
臨
し
た
天
孫
と
同
定

　
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
持
統
は
「
天
つ
神
」
の
直

系
の
子
孫
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
天
つ
神
の
御
子
」
で
あ
る
、
と
い
う

　
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
づ
ま
　
　
　
　
　
す
め
ら
む
つ
か
む

（
7
）
た
と
え
ば
、
第
五
詔
に
は
「
高
天
原
に
神
留
り
坐
す
皇
が
親
神

　
一
ろ
■
ぎ
か
む
ろ
み
の
み
こ
と
　
　
あ
　
　
み
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
す
く
に
あ
め
の
し
た
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ

魯
岐
神
魯
美
命
の
吾
が
孫
の
知
ら
さ
む
食
国
天
下
と
よ
さ
し
奉
り
し

　
ま
に
ま
に
－
…
」
と
い
う
主
張
が
見
え
る
。
そ
の
他
に
、
第

　
四
詔
、
第
六
詔
、
第
十
三
詔
等
々
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同

　
種
の
主
張
が
開
陳
さ
れ
る
。

（
8
）
こ
の
語
は
、
本
稿
の
創
始
に
か
か
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
と
に
、

上
山
春
平
（
『
埋
も
れ
た
臣
像
』
岩
波
、
昭
和
五
二
年
）
が
、
こ
の

　
語
を
用
い
て
い
る
。

（
9
）
天
孫
降
臨
課
の
基
軸
を
な
す
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
天
壌
無
窮
の

神
勅
」
で
あ
る
。
な
お
、
「
天
壌
無
窮
の
神
勅
」
と
は
、
天
照
大
神

が
天
孫
二
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
に
向
か
っ
て
発
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
、
「
葦

　
　
　
ち
い
ほ
あ
き
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
　
う
み
の
こ
，
き
み
　
　
　
　
く
に

原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
の
国
は
、
是
、
吾
が
子
孫
の
王
た
る
べ
き
地

　
　
　
い
ま
し
す
め
み
ま
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
く
ま
せ
　
あ
ま
っ
ひ
つ
ぎ
　
　
さ
か

な
り
。
爾
皇
孫
、
就
で
ま
し
て
治
せ
。
行
集
。
宝
詐
の
隆
え
ま
さ
む

　
　
　
ま
さ
　
　
　
　
　
　
　
き
は
ま

　
こ
と
、
当
に
天
壌
と
窮
り
無
け
む
。
」
（
『
日
本
書
紀
』
神
代
下

第
一
の
一
書
）
と
い
う
神
勅
の
こ
と
で
あ
る
。

（
1
0
）
吉
井
巌
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』
（
塙
書
房
、
昭
和
四
二
年
）

　
皿
、
一
「
古
事
記
に
お
け
る
神
話
の
統
合
と
そ
の
理
念
」
等
参
照
。

　
　
か
む
な
が
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
つ
ち

（
1
1
）
「
惟
神
も
我
が
子
治
ら
さ
む
と
故
寄
さ
せ
き
。
是
を
以
て
、
天
地
の

は
じ
め
　
　
　
　
　
　
　
・
さ
み
と
し
’
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
　
　
　
い
ま

初
よ
り
、
君
臨
す
国
な
り
。
」
「
是
の
故
に
、
今
は
、
天
に
在
す
神

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
あ
た

　
の
随
に
、
治
め
平
く
べ
き
運
に
属
り
て
－
…
」
（
以
上
、
孝
徳
紀
、

大
化
三
年
四
月
二
十
六
日
）
、
「
天
に
坐
す
神
の
依
さ
し
奉
り
し
随

　
に
」
（
宣
命
第
一
詔
）
、
お
よ
び
本
稿
注
（
7
）
の
引
用
文
（
宣
命
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第
五
詔
の
一
節
）
等
々
参
照
。

（
1
2
）
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
は
、
神
代
巻
を
貫
く
最
も
重
要
な
主
張

　
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
神
武
紀
冒
頭
の
神
武
天
皇
の
発
言

　
　
　
　
あ
ま
っ
か
み
　
　
た
か
　
み
　
む
す
ぴ
の
み
こ
と
　
お
ほ
ひ
る
め
の
み
こ
と

　
「
昔
我
が
天
神
、
高
皇
産
霊
尊
・
大
日
襲
尊
－
…
」
に
お
い
て
も

　
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、
神
代
巻
や
、
神
武
以
下
の
架
空
の
天
皇
た

　
ち
に
関
す
る
正
史
の
記
事
（
『
日
本
書
紀
」
巻
三
－
巻
四
）
に
は
、

　
修
史
事
業
が
開
始
さ
れ
た
欽
明
朝
－
欽
明
朝
は
、
帝
紀
の
一
成
期

　
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
（
津
田
左
右
吉
全
集
第
一
・
、
第
二
巻
参
照

　
－
以
後
の
時
代
（
と
く
に
大
化
以
後
の
時
代
）
の
政
治
思
想
が
、

　
強
く
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
代
巻
や
神

　
武
紀
に
お
い
て
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
を
根

　
拠
に
し
て
、
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
は
、
太
古
以
来
の
伝
統
を
も
つ

　
と
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
1
3
）
「
天
命
は
以
て
謙
り
拒
く
べ
か
ら
ず
」
（
顕
宗
紀
－
即
位
前
紀
）
、

　
「
天
命
属
く
こ
と
あ
り
」
（
顕
宗
紀
、
元
年
正
月
）
等
々
参
照
。

（
1
4
）
継
体
天
皇
は
、
仁
徳
皇
統
と
血
縁
上
無
縁
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

　
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
」

（
下
）
補
注
1
7
1
二
参
照
。
．
ま
た
、
継
体
王
朝
が
纂
奪
王
朝
で
あ
っ
た

　
と
推
定
し
う
る
点
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
構
造
と
成
立
』

　
（
上
）
第
三
章
第
一
節
「
古
事
紀
に
お
け
る
時
代
区
分
の
認
識
」
等

　
参
照
。

（
蝸
）
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
』
（
下
）
補
注
1
6
1
二
三
参
照
。

（
1
6
）
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
中
国
の
「
天
」
の
観
念
（
な
か
ん
ず

　
く
天
命
思
想
）
は
、
欽
明
朝
の
頃
か
ら
日
本
人
の
間
に
浸
透
し
始
め

　
じ
め
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
7
）
本
稿
は
、
帝
紀
の
一
成
立
期
〔
本
稿
注
（
1
2
）
参
照
〕
で
あ
る

　
欽
明
朝
以
後
、
斉
明
朝
ま
で
を
天
皇
制
の
形
成
期
ー
そ
の
確
立
期

　
に
つ
い
て
は
注
（
1
）
参
照
ー
と
見
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
時
代

　
区
分
の
成
立
根
拠
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
（
別
稿
に
お
い
て
）

　
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
蝸
）
「
王
権
天
神
委
譲
説
」
の
原
型
は
、
天
孫
降
臨
講
の
原
型
が
成

　
立
し
た
欽
明
朝
前
後
の
時
代
－
天
孫
降
臨
謂
の
成
立
期
に
つ
い
て

　
は
、
津
田
左
右
吉
「
神
代
史
の
新
し
い
研
究
」
（
全
集
別
巻
第
一
）

　
一
四
九
ぺ
ー
ジ
以
下
参
照
。
1
に
は
、
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た

　
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
9
）
冒
頭
四
巻
を
除
く
『
日
本
書
紀
』
の
二
十
六
巻
を
指
す
語
と
し

　
て
、
本
稿
は
こ
の
語
を
用
い
た
。

（
2
0
）
柿
本
人
麻
呂
の
い
わ
ゆ
る
「
吉
野
讃
歌
」
（
『
萬
葉
集
」
巻
一
、

　
三
六
∫
三
九
）
の
第
二
歌
群
（
三
八
－
三
九
）
で
は
、
持
統
天
皇
が

　
「
吉
野
聖
地
の
国
つ
神
が
挙
っ
て
帰
依
す
る
絶
対
の
天
つ
神
と
し
て
」

　
（
『
萬
葉
集
全
注
」
巻
一
、
一
六
五
ぺ
ー
ジ
）
描
か
れ
て
い
る
。
こ

　
の
こ
と
は
、
皇
祖
神
（
「
天
つ
神
」
）
を
諸
々
の
自
然
神
の
統
轄
者

　
と
見
る
考
え
－
こ
う
し
た
考
え
は
、
山
上
憶
良
の
「
好
去
好
来
の

歌
」
（
『
萬
葉
集
』
巻
五
、
八
九
四
）
に
お
い
て
も
開
陳
さ
れ
る
（
拙

稿
「
古
代
日
本
人
の
言
霊
思
想
－
序
説
1
」
比
較
思
想
の
途
3
、
筑

　
波
大
学
比
較
思
想
コ
ロ
キ
ウ
ム
編
、
ニ
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
）
。
1
が
、

萬
葉
人
の
問
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
な
み
L
の
み
こ
の
み
こ
と
　
　
あ
ら
き
の
み
や

（
2
1
）
『
萬
葉
集
』
の
「
日
並
皇
子
尊
の
蹟
宮
の
時
に
、
柿
本
朝
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臣
人
麻
呂
が
作
る
歌
」
（
巻
二
、
一
六
七
－
一
六
九
）
は
、
天
武
天

　
皇
を
「
神
代
の
皇
祖
神
」
と
同
一
視
し
て
い
る
（
遠
山
一
郎
「
萬

　
葉
集
の
ア
メ
ノ
シ
タ
と
葦
原
水
穂
国
」
萬
葉
百
十
六
号
、
一
九
ぺ
ー

　
ジ
参
照
）
．
。
こ
の
同
一
視
は
、
文
学
的
な
（
詩
の
手
法
上
の
）
幻
視
の
方

　
法
（
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
』
下
、
塙
書
房
、
昭
和
五
一

　
年
、
第
七
章
第
五
節
「
人
麻
呂
に
お
け
る
幻
視
」
参
照
）
に
基
づ
い

　
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
「
よ
且
局
い
権
威
」
（
「
天

　
つ
神
」
）
と
そ
れ
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
ら
れ
る
も
の
（
歴
代
天
皇
）

　
と
を
一
体
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
姿
勢
の
、
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と

　
も
言
え
よ
う
。

（
い
と
う
．
す
す
む
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
）

40


