
ん
だ
こ
と
は
、
そ
の
直
後
に
『
古
史
通
』
を
幕
府
に
提
出
し
て
い
た
こ
と

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
」
（
一
二
八
豆
と
断
ぜ
ら
れ
、
さ
ら
に
加
え
て
、
「
「
天
」

統
の
「
国
」
統
へ
の
権
威
の
移
讓
は
、
当
代
に
お
け
る
「
天
」
皇
か
ら
「
国
」
王

へ
の
来
る
べ
き
権
威
の
移
讓
を
予
示
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
（
二

一
八
頁
）
と
説
か
れ
る
と
き
、
眼
か
ら
鱗
が
落
ち
る
思
い
を
す
る
と
同
時

に
、
た
ん
な
る
語
呂
合
わ
せ
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
思

い
も
ま
た
、
禁
じ
え
な
い
。
た
ん
に
天
統
の
始
祖
「
天
御
中
主
神
」
と
国

統
の
二
祖
「
国
常
立
尊
」
の
頭
文
字
を
と
っ
た
ま
で
で
、
こ
れ
を
「
天
皇
」

か
ら
「
国
王
」
へ
の
予
示
と
い
え
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
思
い
に
と
ら
わ

れ
る
。

先
に
あ
げ
た
『
読
史
余
論
』
に
せ
よ
、
こ
の
八
十
の
宮
降
嫁
問
題
に
せ

よ
、
「
木
を
見
て
森
を
見
ず
」
式
の
末
梢
的
な
解
釈
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
が
本
書
の
全
体
構
想
と
方
法
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
、

評
者
に
は
思
え
た
の
で
、
あ
え
て
林
信
篤
的
な
反
対
論
を
提
出
し
た
が
、

す
べ
て
評
者
自
身
の
問
題
関
心
に
強
引
に
引
き
つ
け
た
一
面
的
な
も
の
で

あ
る
。
本
書
が
後
学
に
与
え
た
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
の
拙
い
一
例
と
し
て
、

ナ
カ
イ
氏
の
寛
恕
を
請
う
。

（
愛
知
教
育
大
学
助
教
授
）

前
田
勉
著

『
近
世
神
道
と
国
学
』

本
書
は
、
一
九
九
六
年
に
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
に
よ
っ
て
儒

学
と
兵
学
の
対
向
と
い
う
独
自
の
視
点
か
ら
近
世
思
想
史
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
そ
の
全
体
像
の
再
構
築
を
目
指
す
と
い
う
意
欲
的
な
研
究
で
思
想

史
研
究
に
重
要
な
一
石
を
投
じ
た
前
田
勉
氏
の
二
番
目
の
論
文
集
で
あ
る
。

前
著
同
様
、
そ
の
雄
大
な
構
想
と
そ
れ
を
裏
付
け
る
き
め
細
か
な
分
析
に

よ
っ
て
重
厚
な
書
物
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
の
持
つ
意
義
は
何

と
言
っ
て
も
神
道
と
国
学
に
お
け
る
「
現
人
神
天
皇
」
や
「
日
本
」
そ
し

て
「
神
」
を
め
ぐ
る
言
説
、
戦
後
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
意
識
的
に

せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、
そ
れ
を
真
正
面
か
ら
論
ず
る
こ
と
が
忌
避
さ
れ

て
き
た
問
題
に
果
敢
に
立
ち
向
か
い
、
そ
れ
が
近
世
思
想
史
研
究
の
み
な

ら
ず
、
現
代
の
我
々
の
問
題
と
し
て
も
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と

を
、
読
者
の
前
に
明
瞭
に
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。

戦
後
の
日
本
思
想
史
研
究
の
な
か
で
、
「
現
人
神
天
皇
」
や
「
日
本
」

そ
し
て
「
神
」
の
存
在
を
価
値
の
中
核
に
据
え
る
神
道
と
国
学
は
、
そ
の

（
ぺ
り
か
ん
社
．
二
○
○
二
年
）

高
橋
美
由
紀
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教
説
の
持
つ
強
烈
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
の
故
に
、
思
想
史
研
究
に
と
っ
て

き
わ
め
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
の
認
識
は
あ
っ
て
も
本
格
的
な
研
究

の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
異
常
な
状
況
が
続
い
て
き
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
背
景
に
は
敗
戦
に
と
も
な
う
伝
統
的
価
値
観
へ

の
拒
絶
や
、
戦
後
の
学
界
を
支
配
し
て
き
た
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
問
題
等
が

あ
る
。
「
現
人
神
天
皇
」
の
観
念
や
「
神
」
そ
し
て
「
神
国
日
本
」
の
存

在
は
も
は
や
過
去
の
遺
物
で
あ
り
、
で
き
れ
ば
歴
史
の
闇
の
な
か
に
封
印

し
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
か
。
し
か
る
に
、
冷
戦
構
造
の

崩
壊
と
世
界
の
政
治
的
経
済
的
構
造
の
激
変
は
、
思
想
史
研
究
の
分
野
に

も
新
た
な
潮
流
を
生
み
出
し
、
近
年
、
神
道
や
国
学
に
関
す
る
研
究
が
活

発
化
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
思
想
史
研
究
に
携
わ
る
世
代
が

新
し
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
足
元
の
現
実
を
見

据
え
る
こ
と
な
し
に
は
、
も
は
や
前
に
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ

の
国
が
置
か
れ
て
い
る
時
代
状
況
が
底
流
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
封
印
さ
れ
た
思
想
の
箱
の
蓋
を
開
け
、
そ
れ
を
眼
前

に
さ
ら
し
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
明
解
に
論
じ
る
こ
と
は
そ
う
た
や
す

い
こ
と
で
は
な
い
。
一
つ
に
は
、
そ
れ
を
対
象
化
し
得
る
視
点
が
確
保
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
も
う
一
つ
に
は
、
儒
教
や
仏
教
、
神
道

に
つ
い
て
の
深
い
素
養
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
、
前
田

氏
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
近
世

の
神
道
と
国
学
の
流
れ
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。
こ
の
視
点
は
、
お
そ
ら
く

近
世
の
神
道
と
国
学
を
捉
え
る
た
め
の
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
前
田
氏
は
、
前
著
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
で

示
さ
れ
た
よ
う
に
近
世
儒
学
へ
の
深
い
造
詣
の
持
ち
主
で
あ
る
。
近
世
の

学
問
や
思
想
の
柱
を
な
す
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
儒
学
で
あ
っ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
教
説
は
、
儒
教
思
想
の
受
容
と
変
容
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の

対
向
と
い
う
形
で
展
開
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
世
思
想
史
研
究
に

は
儒
教
に
つ
い
て
の
深
い
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。
神
道
や
国
学
の
研
究

に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
な
し
に
は
神
道
や
国

学
の
思
想
を
学
問
的
に
対
象
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
近
世
の
神
道
と
国
学
は
、
前

田
氏
と
い
う
最
適
の
研
究
者
と
迩
遁
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ

の
手
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
顕
わ
な
姿
を
箱
の
な
か
か
ら
現
す
こ
と
が

で
き
た
と
い
え
よ
う
。

本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

序
章
近
世
日
本
に
お
け
る
天
皇
権
威
の
浮
上
の
理
由

第
一
章
林
羅
山
の
『
本
朝
神
社
考
』
と
そ
の
批
判

第
二
章
仮
名
草
子
に
お
け
る
儒
仏
論
争

第
三
章
増
穂
残
口
の
神
道
説
と
「
日
本
人
」
観
念

第
四
章
呪
術
師
玉
木
正
英
と
現
人
神

第
五
章
吉
見
幸
和
の
「
神
代
」
解
釈

第
六
章
『
耆
紀
集
解
』
と
本
居
宣
長
の
日
本
紀
研
究

第
七
章
三
輪
執
斎
の
神
道
説
Ｉ
『
神
道
憶
説
』
を
め
ぐ
っ
て

第
八
章
慈
雲
の
雲
伝
神
道
の
思
想

二
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第
九
章
宣
長
に
お
け
る
「
心
だ
に
」
の
論
理
の
否
定
ｌ
垂
加
神
道

と
宣
長
と
の
関
係

第
十
章
本
居
宣
長
の
天
皇
観
ｌ
「
天
壌
無
窮
の
神
勅
」
と
禍
津
日

神
と
の
関
連

第
十
一
章
平
田
篤
胤
に
お
け
る
日
本
人
「
神
胤
」
観
念

第
十
二
章
生
田
萬
の
思
想
形
成

第
十
三
章
鈴
木
重
胤
の
鎮
魂
論

第
十
四
章
大
国
隆
正
の
「
や
ま
と
ど
こ
ろ
」
論

前
著
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
の
場
合
と
同
様
に
、
ま
ず
序
章
に

お
い
て
本
書
全
体
の
問
題
意
識
と
視
点
を
提
示
す
る
と
と
も
に
全
体
の
内

容
を
概
観
し
、
各
論
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
以
下
、

各
章
の
内
容
を
要
約
し
つ
つ
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
く
。

序
章
で
筆
者
は
、
何
故
に
近
世
日
本
に
お
い
て
権
力
と
は
直
接
に
か
か

わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
神
道
家
や
国
学
者
か
ら
天
皇
へ
の
崇
拝
心
が
生
ま

れ
る
の
か
を
解
明
す
る
の
が
本
書
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
、

ア
ン
ト
ニ
ー
・
ス
ミ
ス
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
に
お
け
る
、
「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
は
知
識
人
の
『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
』
に
た
い
す
る
解
決

策
」
で
あ
る
と
の
命
題
に
着
目
し
、
こ
の
命
題
を
手
が
か
り
に
近
世
日
本

の
思
想
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
近
世
初
頭
に
お

け
る
儒
者
に
よ
る
仏
教
批
判
は
、
そ
の
論
争
の
帰
趨
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ

た
た
め
に
「
宙
ぶ
ら
り
ん
」
の
者
達
を
生
み
出
し
、
そ
の
間
隙
を
ぬ
っ
て

垂
加
神
道
が
登
場
し
、
天
皇
へ
の
崇
拝
と
独
自
の
霊
魂
観
に
よ
る
安
心
論

に
よ
っ
て
、
「
仏
教
と
儒
教
の
ふ
た
つ
の
普
遍
宗
教
の
間
で
ふ
ら
ふ
ら
し

て
い
た
知
識
人
」
に
「
『
日
本
魂
』
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
提
供
」
し
た
と
す
る
。
垂
加
神
道
は
、
秘
伝
と
い
う
装
置
に
よ

っ
て
現
人
神
た
る
天
皇
へ
の
崇
拝
と
い
う
「
突
飛
な
観
念
」
「
不
可
思
議

な
信
仰
」
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
限
ら
れ
た
者
の
み
に

許
さ
れ
た
道
へ
の
参
入
の
喜
び
、
そ
れ
が
垂
加
神
道
を
支
え
て
い
た
と
見

る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
天
皇
崇
拝
を
「
凡
人
」
と
し
て
の
万
民
に
拡
大
し

て
い
く
こ
と
を
困
難
に
し
た
。
国
学
登
場
の
意
義
は
、
こ
の
秘
伝
を
否
定

し
、
公
開
さ
れ
た
「
神
典
」
に
よ
っ
て
「
『
現
人
神
』
と
し
て
の
天
皇
の

存
在
を
万
民
ひ
と
り
ひ
と
り
に
直
接
む
す
び
つ
け
た
」
と
こ
ろ
に
あ
る
と

し
、
か
か
る
思
想
を
支
え
た
も
の
は
、
「
凡
人
」
と
し
て
の
庶
民
の
こ
の

世
へ
の
不
条
理
感
、
不
条
理
の
世
に
生
き
ざ
る
を
得
な
い
悲
し
さ
で
あ
り
、

そ
の
な
か
に
お
い
て
「
凡
人
」
の
希
望
の
光
と
し
て
天
皇
は
浮
上
し
た
の

だ
と
い
う
。
と
り
わ
け
幕
末
の
内
憂
外
患
の
危
機
的
状
況
下
、
知
識
人
の

み
な
ら
ず
誰
も
が
不
条
理
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
中
で
国
学
の
天
皇
崇
拝

思
想
は
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
い
っ
た
と
見
て
い
る
。

本
書
で
解
明
し
よ
う
と
し
た
近
世
思
想
の
流
れ
の
全
体
像
が
本
章
に
明

確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
近
世
前
期
の
思
想
状
況
を
儒
教
と
仏
教
と

い
う
二
大
普
遍
思
想
の
綱
引
き
と
い
う
局
面
で
と
ら
え
、
ど
ち
ら
に
も
全

面
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
え
な
い
知
識
人
の
宙
ぶ
ら
り
ん
な
精
神
状
況
の
中
か

ら
「
鬼
子
」
的
に
神
道
が
登
場
す
る
と
い
う
図
式
に
は
再
検
討
の
余
地
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
時
代
の
神
道
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
は

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
戦
国
時
代
に
吉
田
兼
倶
に
よ
り
体
系
化
さ
れ
た
吉

田
神
道
は
、
三
教
一
致
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
神
道
の
優
位
性
を
説
く
も
の
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で
あ
っ
た
が
、
安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
儒
教
思
想
と
の

融
合
に
努
め
る
と
と
も
に
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
伝
授
を
通
し
て
単

に
公
家
や
神
職
層
の
み
な
ら
ず
武
士
階
層
に
も
浸
透
し
て
い
た
。
そ
こ
で

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
神
孫
た
る
天
皇
像
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
江
戸
前
期
の
世
界
の
な
か
で
、
武
士
も
含
め
て
一
定
の
共

通
理
解
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
江
戸
前
期
の
儒
者
達
の

多
く
が
何
故
に
神
道
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
何
故
に
羅
山
が

あ
え
て
理
当
心
地
神
道
を
唱
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
は
、
こ
の
時
期
の

神
道
の
あ
り
よ
う
を
見
据
え
な
が
ら
検
討
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
こ

と
と
関
連
す
る
が
、
「
現
人
神
天
皇
」
観
は
、
垂
加
神
道
に
よ
り
突
然
変

異
の
如
く
登
場
し
た
と
い
う
よ
り
は
長
く
深
い
伏
流
水
が
存
在
し
て
い
た

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
か
か
る
思
想
的
な
背
景
な
し
に
「
突
飛
な
観

念
」
「
不
可
思
議
な
信
仰
」
た
る
天
皇
崇
拝
が
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る

ま
い
。
と
す
れ
ば
、
垂
加
神
道
に
お
け
る
秘
伝
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
も

う
少
し
検
討
の
必
要
が
で
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
、
単
に

秘
伝
と
い
う
装
置
の
み
で
、
「
突
飛
な
観
念
」
「
不
可
思
議
な
信
仰
」
た
る

現
人
神
天
皇
像
が
受
容
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
る
か
ら
で

あ
る
。

第
一
章
の
「
林
羅
山
の
『
本
朝
神
社
考
』
と
そ
の
批
判
」
は
『
本
朝
神

社
考
』
の
仏
教
批
判
と
そ
れ
に
対
す
る
仏
教
側
か
ら
の
反
論
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
近
世
前
期
の
儒
家
神
道
が
は
ら
ん
で
い
る
問
題
点
を
考
察

し
た
も
の
。
神
観
念
を
め
ぐ
っ
て
羅
山
が
考
え
る
ほ
ど
神
道
と
儒
教
と
の

結
び
つ
け
が
簡
単
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
仏
教
側

の
「
異
域
の
教
」
と
し
て
の
儒
教
観
の
な
か
に
宣
長
に
よ
る
儒
教
批
判
の

先
駆
が
あ
っ
た
と
す
る
。
『
本
朝
神
社
考
』
に
対
す
る
仏
教
側
の
批
判
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
儒
家
神
道
登
場
の
思
想
史
的
意
義
を
摘
出
し
よ
う
と

す
る
方
法
は
極
め
て
有
効
な
視
点
だ
が
、
何
故
に
羅
山
が
神
道
説
を
唱
道

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
へ
の
言
及
が
ほ
し
い
。

第
二
章
の
「
仮
名
草
子
に
お
け
る
儒
仏
論
争
」
は
儒
仏
を
め
ぐ
っ
て
の

教
義
問
答
体
仮
名
草
子
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
対
向
関
係
を
民
衆

意
識
と
か
ら
め
な
が
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
儒
教
側
が
来
世
や
霊
魂

を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
儒
教
的
な
「
中
華
」
理
念
と

近
世
日
本
の
国
家
社
会
が
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
神
道
や
神

国
と
い
う
言
説
、
儒
教
や
仏
教
と
異
な
る
教
説
た
る
神
道
が
浮
上
す
る
契

機
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘
す
る
。
近
世
神
道
が
生
起
す
る
秘
密
の
一
端
に

迫
る
興
味
あ
る
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
綱
引
き

の
対
象
と
な
っ
た
第
三
の
道
と
し
て
の
神
道
の
実
態
を
明
確
に
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
三
章
「
増
穂
残
口
の
神
道
説
と
『
日
本
人
』
観
念
」
は
、
江
戸
中
期

の
神
道
講
釈
家
と
し
て
知
ら
れ
る
増
穂
残
口
の
思
想
の
分
析
を
通
し
て
、

人
々
の
間
に
神
道
説
が
受
容
さ
れ
る
時
代
状
況
と
心
の
あ
り
よ
う
を
考
察

し
た
も
の
。
太
平
の
世
に
デ
ラ
シ
ネ
化
し
た
江
戸
の
人
々
の
喪
失
感
に
応

え
る
形
で
神
道
が
受
容
さ
れ
て
い
く
様
子
を
描
き
上
げ
た
こ
の
論
考
は
、

日
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
り
よ
う
の
一
つ
の
形
を
歴
史
的
に

検
証
し
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
。

第
四
章
「
呪
術
師
玉
木
正
英
と
現
人
神
」
は
、
垂
加
神
道
を
大
成
す
る
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と
と
も
に
、
そ
の
最
盛
期
の
中
心
人
物
で
も
あ
っ
た
玉
木
正
英
の
思
想
を

分
析
す
る
こ
と
で
垂
加
神
道
の
秘
密
に
迫
ろ
う
と
し
た
も
の
。
正
英
を
闇

斎
の
思
想
の
祖
述
者
と
見
る
従
来
の
研
究
を
思
い
こ
み
に
過
ぎ
な
い
と
し

て
、
橘
家
神
道
の
呪
法
を
取
り
込
ん
で
垂
加
神
道
の
呪
術
性
を
強
化
す
る

と
と
も
に
、
「
現
人
神
」
た
る
天
皇
へ
の
絶
対
的
随
順
に
よ
り
人
は
死
後

「
神
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
救
済
論
を
う
ち
立
て
、
秘
伝
と
い

う
装
置
で
人
々
の
エ
リ
ー
ト
意
識
に
訴
え
た
彼
の
教
説
の
独
自
性
に
こ
そ

垂
加
神
道
隆
盛
の
秘
密
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
一
方
で
秘
伝
を
重
視
す
る

エ
リ
ー
ト
主
義
は
、
神
道
の
庶
民
へ
の
拡
大
と
い
う
時
代
の
趨
勢
と
矛
盾

を
来
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の
臘
路
を
突
破
す
べ
く
出
現
し
た
の
が
国
学
で

あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
垂
加
神
道
研
究
に
対
す
る
新
し
い
方
向
性
を
開
い

た
力
編
。

第
五
章
「
吉
見
幸
和
の
『
神
代
』
解
釈
」
は
、
垂
加
神
道
の
伝
授
を
受

け
な
が
ら
独
自
の
神
道
観
を
樹
立
し
た
吉
見
幸
和
の
思
想
に
つ
い
て
、
彼

の
神
代
紀
の
解
釈
を
材
料
に
、
「
神
代
」
観
と
り
わ
け
神
観
念
の
特
質
を

論
じ
た
も
の
。
幸
和
の
思
想
を
「
儒
教
的
合
理
主
義
」
と
断
ず
る
従
来
の

見
方
を
否
定
し
、
玉
木
正
英
か
ら
伝
授
さ
れ
た
霊
魂
の
不
滅
性
と
「
人
が

神
に
な
る
」
思
想
を
忠
実
に
継
承
し
、
神
霊
の
実
在
を
確
信
し
て
い
た
点

を
強
調
し
て
、
彼
の
思
想
の
持
つ
非
合
理
性
を
指
摘
す
る
。
彼
の
思
想
の

核
心
に
垂
加
神
道
、
と
り
わ
け
正
英
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
秘
伝
が
存
在

す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
、
幸
和
研
究
に
重
要
な
視
点
を
提
供
す

る
も
の
と
言
え
よ
う
。

第
六
章
「
『
耆
紀
集
解
』
と
本
居
宣
長
の
日
本
紀
研
究
」
は
、
『
耆
紀
集

解
』
と
宣
長
は
と
も
に
垂
加
神
道
の
付
会
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
古
典
研

究
を
学
問
化
し
た
が
、
前
者
が
普
遍
主
義
の
立
場
か
ら
神
代
の
物
語
を
単

な
る
古
伝
、
古
俗
と
み
た
の
に
対
し
て
、
宣
長
は
古
事
記
の
古
伝
に
こ
そ

事
実
が
あ
る
と
し
て
普
遍
主
義
を
批
判
し
、
結
果
的
に
垂
加
神
道
の
唱
道

し
た
太
陽
と
天
照
大
神
と
天
皇
の
三
位
一
体
思
想
を
継
承
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
説
く
小
論
。
神
観
念
の
問
題
や
古
伝
と
天
皇
の
問
題
等
、
十
分
な

議
論
が
展
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
筆
者
の
い
わ
ん
と
す
る
所
が
十
分
論
証
さ

れ
て
い
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。

第
七
章
「
三
輪
執
斎
の
神
道
説
ｌ
『
神
道
憶
説
』
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、

こ
れ
ま
で
の
近
世
神
道
思
想
の
研
究
で
看
過
さ
れ
て
き
た
三
輪
執
斎
の
神

道
思
想
を
紹
介
し
た
論
考
。
彼
に
と
っ
て
神
道
と
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い

う
核
心
は
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
い
難
い
が
、
近
世
儒
教
と
神

道
を
め
ぐ
る
思
想
交
渉
の
多
様
性
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
論
考
で
あ

ブ
（
》
○

第
八
章
「
慈
雲
の
雲
伝
神
道
の
思
想
」
は
、
江
戸
中
期
の
雲
伝
神
道
を

唱
道
し
た
慈
雲
の
思
想
形
成
に
つ
い
て
の
論
考
。
「
神
書
」
に
基
づ
き
日

本
こ
そ
は
「
神
祇
」
の
守
護
す
る
「
赤
心
」
の
国
と
し
て
万
国
に
優
越
す

る
と
説
く
慈
雲
の
思
想
は
、
同
時
代
の
宣
長
の
思
想
に
通
じ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
背
景
に
は
蘭
学
の
興
隆
な
ど
で
中
国
や
日
本
が
相
対
化
さ
れ
る

な
か
「
自
国
の
優
越
性
を
弁
証
す
る
必
要
を
迫
ら
れ
て
い
た
」
時
代
状
況

が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
世
界
観
の
拡
大
が
自
国
の
優
越

性
の
弁
証
を
生
み
出
す
理
由
や
、
慈
雲
の
天
皇
観
・
朝
廷
観
が
論
じ
ら
れ

て
い
な
い
点
は
残
念
で
あ
る
。
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第
九
章
「
宣
長
に
お
け
る
『
心
だ
に
』
の
論
理
の
否
定
ｌ
垂
加
神
道

と
宣
長
と
の
関
係
」
は
、
神
と
人
と
の
関
係
の
徹
底
的
な
隔
絶
と
い
う
宣

長
の
人
間
観
の
特
質
を
浮
彫
に
し
た
好
論
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
神
と
の

関
係
に
お
い
て
徹
底
的
に
人
間
を
受
動
的
存
在
と
理
解
し
た
場
合
、
そ
れ

で
は
人
間
の
主
体
性
は
全
く
存
在
し
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

す
で
に
歌
に
「
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
」
る
功
用
を
認
め
た
時
点
で
能

動
的
な
ベ
ク
ト
ル
は
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
論
を
期

待
し
た
い
・

第
十
章
「
本
居
宣
長
の
天
皇
観
」
は
、
宣
長
思
想
の
歴
史
的
意
義
が
天

皇
を
「
万
民
ひ
と
り
ひ
と
り
の
生
に
関
わ
る
存
在
」
と
し
て
意
義
づ
け
た

こ
と
に
あ
る
と
し
、
そ
の
秘
密
を
宣
長
独
特
の
禍
津
日
神
解
釈
を
通
し
て

解
明
し
よ
う
と
し
た
論
考
。
被
治
者
と
し
て
の
宣
長
の
生
へ
の
眼
差
し
の

中
に
、
彼
の
天
皇
観
と
禍
津
日
神
観
の
秘
密
が
あ
る
と
す
る
こ
の
論
考
は
、

宣
長
の
思
想
理
解
に
新
し
い
面
を
開
く
も
の
で
あ
り
、
「
認
識
さ
れ
た
こ

と
の
認
識
」
と
い
う
氏
の
方
法
の
優
れ
た
達
成
と
い
え
よ
う
。

第
十
一
章
「
平
田
篤
胤
に
お
け
る
日
本
人
『
神
胤
』
観
念
」
は
、
篤
胤

の
「
神
胤
」
観
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
幕
末
思
想
史
上
の
意
義
を
考
察

し
た
論
考
。
篤
胤
の
思
想
は
、
独
自
の
神
話
解
釈
を
て
こ
に
貴
種
の
み
な

ら
ず
天
下
万
民
が
天
皇
の
系
譜
に
連
な
る
と
い
う
新
た
な
神
話
を
創
出
し
、

身
分
や
階
級
を
超
え
た
「
日
本
人
」
と
い
う
観
念
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
幕
末
の
人
々
、
と
り
わ
け
「
草
葬
」
の
志
士
達
の
政
治
参
加
を
促

す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
と
説
く
。

第
十
二
章
「
生
田
萬
の
思
想
形
成
」
は
、
篤
胤
思
想
の
展
開
の
形
を
、

生
田
萬
と
い
う
武
士
出
身
の
国
学
者
を
通
し
て
検
討
し
、
心
情
的
ラ
デ
ィ

カ
リ
ズ
ム
を
特
徴
と
す
る
武
士
的
国
学
が
生
み
出
さ
れ
る
様
相
を
く
っ
き

り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
好
論
。

第
十
三
章
「
鈴
木
重
胤
の
鎮
魂
論
」
は
、
幕
末
の
国
学
者
鈴
木
重
胤
の

思
想
を
、
独
自
の
鎮
魂
論
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
。
彼
の
思
想
の
特
徴
を

現
世
の
人
々
の
生
活
を
聖
化
す
る
「
徹
底
し
た
現
世
主
義
」
に
求
め
、
平

田
国
学
の
流
れ
の
な
か
の
「
農
民
生
産
者
型
コ
ー
ス
」
の
思
想
家
と
位
置

づ
け
て
い
る
。
鎮
魂
論
を
核
に
据
え
た
こ
の
重
胤
論
は
、
思
想
の
全
体
像

の
解
明
が
ま
だ
不
十
分
な
鈴
木
重
胤
の
思
想
理
解
を
大
き
く
進
め
る
も
の

と
評
価
で
き
よ
う
。

第
十
四
章
「
大
国
隆
正
の
『
や
ま
と
ど
こ
ろ
』
論
」
で
は
、
隆
正
の
思

想
が
天
皇
個
人
へ
の
忠
誠
か
ら
「
国
」
へ
の
忠
誠
へ
と
重
心
が
移
動
し
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
平
常
の
人
々
の
「
あ
ひ
た
す
け
・
あ
ひ
す
く
ふ
わ
ざ
」

た
る
生
業
は
「
神
の
妙
智
」
に
よ
る
も
の
と
説
い
た
点
は
「
天
皇
へ
の
忠

誠
に
一
元
化
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
可
能
性
」
を
含
む
と
す

る
。
幕
末
維
新
期
に
お
い
て
、
国
学
思
想
の
流
れ
の
中
に
天
皇
の
存
在
が

希
薄
化
さ
れ
る
よ
う
な
言
説
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解

す
べ
き
な
の
か
。
隆
正
の
「
天
皇
万
国
総
帝
説
と
い
う
独
善
的
な
国
際
秩

序
観
」
の
存
在
と
、
筆
者
の
説
く
よ
う
な
現
人
神
天
皇
観
の
後
退
と
は
ど

の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
。
今
後
の
研
究
の
進
展
が
待
た
れ
る
。

一
一
一

以
上
、
本
書
収
載
の
論
考
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
っ
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そ
れ
に
し
て
も
、
羅
山
か
ら
大
国
隆
正
に
い
た
る
神
道
・
国
学
の
潮
流

の
全
体
像
に
し
っ
か
り
と
目
を
据
え
な
が
ら
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
思

想
家
を
的
確
に
押
さ
え
つ
つ
新
た
な
角
度
か
ら
神
道
と
国
学
の
歴
史
的
展

開
を
再
構
築
し
た
研
究
は
、
戦
後
思
想
史
研
究
の
な
か
で
も
本
書
を
も
っ

て
嗜
矢
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
、
戦
後
は
じ
め
て
神
道
と
国
学

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
言
説
を
真
正
面
か
ら
思
想
史
研
究
の
対
象
と
し
た
記

同
時
に
、
こ
の
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
逆
に
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
が
露
わ
に
な
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
個
別
的
な
点
は
既
に

指
摘
し
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
近
世
前
期
の
儒
者
の
多
く
が
何
故

「
神
」
の
存
在
に
執
着
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
近
世
と
い
う
時
代
状

況
の
中
で
「
現
人
神
」
天
皇
の
存
在
が
浮
上
す
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う

よ
う
な
大
き
な
問
題
は
、
本
書
に
よ
っ
て
も
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る

い
て
気
付
い
た
点
を
コ
メ
ン
ト
し
た
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
明
解
な

問
題
意
識
と
「
認
識
さ
れ
た
も
の
の
認
識
」
と
い
う
思
想
史
研
究
の
方
法

論
に
立
っ
た
本
耆
は
、
近
世
の
神
道
・
国
学
研
究
に
新
生
面
を
開
い
た
研

究
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
思
想
を
そ
の
思

想
が
置
か
れ
て
い
た
歴
史
的
社
会
的
状
況
の
な
か
で
捉
え
直
す
こ
と
、
思

想
を
そ
の
担
い
手
の
生
の
現
実
と
の
対
向
関
係
の
な
か
で
「
思
想
内
在
的

な
理
解
」
を
し
よ
う
と
す
る
氏
の
方
法
論
は
、
近
世
思
想
を
き
わ
め
て
生

き
生
き
と
し
た
形
で
我
々
の
前
に
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
と

り
わ
け
、
後
半
の
国
学
思
想
研
究
に
お
い
て
そ
の
こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ

り
わ
け
、

ら
れ
た
。

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、

念
碑
的
書
物
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
近
世
思
想
史
研
究
は
、
こ
こ
に
始

め
て
近
世
思
想
の
全
体
像
を
描
写
す
る
た
め
の
基
礎
を
築
く
こ
と
が
で
き

た
と
言
え
よ
う
。
戦
後
、
半
世
紀
を
経
て
、
よ
う
や
く
日
本
思
想
史
学
が

一
人
前
の
学
と
し
て
成
熟
し
た
こ
と
を
示
し
た
書
と
い
っ
て
過
言
で
は
な

い
○

（
東
北
福
祉
大
学
教
授
）
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