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天
皇
陛
下
の
譲
位
が
成
り
、
無
事
に
平
成
か
ら

令
和
に
時
代
は
移
っ
た
。
我
が
国
の
天
皇
が
ご
立

派
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
民
も
い
ざ
と
な
れ
ば
立

派
に
行
動
で
き
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。

　
元
号
に
反
対
す
る
勢
力
の
中
で
、
左
翼
と
呼
ば

れ
て
い
る
空
虚
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
物

事
を
判
断
す
る
者
の
他
に
、
厄
介
な
の

が
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
主
義
者
た
ち
が

案
外
多
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
簡
単
明
瞭
で
、

元
号
は
我
が
国
に
お
い
て
「
国
民
の
時

間
を
司
る
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。
キ
リ

ス
ト
教
的
な
思
想
で
は
、
人
間
の
生
き

て
い
る
時
間
を
司
る
こ
と
が
出
来
る
の

は「
唯
一
絶
対
神
の
み
」だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
日
本
に
於
い
て
「
天
皇
が
唯
一
絶
対
神
」

な
の
は
許
せ
な
い
と
い
う
理
由
だ
。

　
元
号
を
決
め
る
の
は
、
歴
史
的
に
見
て
も
各
時

代
の
権
力
の
頂
点
で
あ
る
。
大
和
朝
廷
に
統
一
さ

れ
て
国
家
体
制
が
飛
鳥
で
確
立
さ
れ
て
よ
り
、
元

号
は
天
皇
が
時
代
を
区
切
る
時
間
軸
と
し
て
制
定

さ
れ
て
き
た
。
天
文
学
か
ら
始
ま
る
暦
な
ど
を
司
っ

た
「
陰
陽
師
」
が
カ
レ
ン
ダ
ー
を
制
作
す
る
特
権

を
持
た
さ
れ
た
こ
と
と
は
別
に
、
天
皇
と
そ
れ
を

支
え
る
権
力
は
「
国
民
の
時
間
軸
」
を
司
っ
た
。

　
時
間
の
始
ま
り
と
終
わ
り
を
決
め
る
権
利
は
、

神
と
神
の
代
理
人
の
特
権
だ
と
信
じ
て

疑
わ
な
い
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
す
れ
ば
、

誠
に
許
し
が
た
い
現
実
で
あ
ろ
う
。

　
元
号
と
は
、
我
が
国
に
お
い
て
国
民

生
活
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
な
い
「
時
間

軸
」
だ
と
再
認
識
で
き
た
意
味
は
と
て

つ
も
な
く
大
き
い
。
国
民
も
マ
ス
コ
ミ

も
、
そ
の
こ
と
を
好
意
的
に
認
め
、
あ

た
か
も
大
晦
日
か
ら
元
旦
を
迎
え
る
年

越
し
の
よ
う
に
祝
い
、「
西
暦
の
ほ
う
が

便
利
だ
」
と
言
う
合
理
主
義
的
意
見
に
流
さ
れ
る

こ
と
な
く
受
け
入
れ
た
こ
と
を
嬉
し
く
誇
ら
し
く

思
う
。

　
日
本
で
は
、
天
皇
の
時
代
が
国
民
の
時
間
軸
と

同
一
な
の
だ
と
い
う
現
実
を
、
世
界
は
思
い
知
っ

た
に
違
い
な
い
。

慶
祝
　
令
和
元
年
に
よ
せ
て

本
紙
編
集
部

１

法
律
に
よ
っ
て
崩
れ
た
「
日
本
は
単
一
民
族
国
家
」
と
い
う
常
識

　
二
月
に
新
し
い
法
律
が
出
来
た
。「
ア
イ
ヌ
の

人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た

め
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
と
い
う
長
い
名
前
だ

が
、
通
称
「
ア
イ
ヌ
新
法
」
と
い
う
。

　
こ
の
法
律
が
画
期
的
と
言
わ
れ
る
の
は
、
北
海

道
に
於
い
て
ア
イ
ヌ
を「
先
住
民
族
」と
位
置
付
け
、

日
本
民
族
が
北
海
道
に
進
出
し
て
か
ら
和
解
し
日

本
国
家
に
服
従
し
た
も
の
だ
と
表
明
し
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
日
本
国
は
単
一
民
族
（
日
本
民
族
）

だ
け
で
成
立
し
て
い
る
国
家
で
は
な
い
と
、
政
府

が
法
律
を
以
て
公
式
に
認
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
ア
イ
ヌ
は
、
判
っ
て
い
る
範
囲
で
言
え
ば
、
奈

良
時
代
前
に
は
福
島
県
あ
た
り
か
ら
北
の
東
北
地

方
を
支
配
し
て
い
た
「
エ
ミ
シ
（
蝦
夷
）」
で
あ
り
、

そ
れ
が
大
和
朝
廷
の
軍
事
力
に
敗
れ
て
追
い
立
て

ら
れ
、
と
う
と
う
海
を
渡
っ
て
北
海
道
に
逃
げ
込

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
北
海
道
の
原
住

民
た
ち
は
、
戦
闘
力
に
優
れ
た
ア
イ
ヌ
に
次
々
に

滅
ぼ
さ
れ
、
樺
太
な
ど
へ
追
い
立
て
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
イ
ヌ
は
北
海
道
の
「
原
住
民
」

で
は
な
く
、
大
和
朝
廷
側
の
日
本
民
族
が
北
海
道

に
入
っ
た
時
の
「
先
住
民
族
」
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
は
間
違
え
て
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
だ
。

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
通
称
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と

呼
ば
れ
る
先
住
民
た
ち
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
全
土

に
二
百
箇
所
ほ
ど
あ
る
聖
地
を
各
部
族
に
治
外
法

権
地
と
し
て
保
証
し
、
補
助
金
と
観
光
税
で
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
た
ち
が
生
活
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
た
だ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
若
者
た
ち
は
都
会

に
出
て
ゆ
き
、
白
人
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
ひ
ど
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い
差
別
を
受
け
、
ア
ル
中
に
な
っ
た
り
ヤ
ク
ザ
に

な
っ
た
り
し
て
転
落
す
る
者
が
多
い
。
ア
メ
リ
カ

政
府
と
し
て
は
、
先
住
民
を
保
護
し
、
彼
ら
の
生

活
と
文
化
を
守
り
、
国
際
的
な
人
権
規
定
に
違
反

し
な
い
と
い
う
ア
リ
バ
イ
的
な
言
い
訳
が
必
要
な

だ
け
で
あ
る
。

　
日
本
は
大
和
朝
廷
の
頃
か
ら
「
単
一
民
族
国
家
」

だ
っ
た
と
い
う
神
話
を
、
我
々
も
常
識
と
捉
え
て

き
た
記
憶
が
あ
る
。
ア
イ
ヌ
も
琉
球
も
、
先
祖
は

大
和
民
族
だ
っ
た
と
思
わ
さ
れ
て
き
た
。

神
武
天
皇
が
「
ま
つ
ろ
わ
ぬ
者
」
と
し
て

成
敗
し
、
大
和
朝
廷
の
支
配
下
に
置
い
た

蝦
夷
、
土
蜘
蛛
、
隼
人
な
ど
の
多
く
の
民

族
は
後
に
同
化
し
た
か
ら
、
ま
と
め
て
日

本
民
族
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
が
、

明
治
時
代
の
直
前
ま
で
独
自
の
王
朝
や
文

化
・
言
語
・
風
習
・
宗
教
な
ど
を
確
立
し

て
い
た
北
海
道
と
沖
縄
は
、
今
後
少
し
異

な
っ
て
こ
よ
う
。

　
ア
イ
ヌ
が
先
住
民
族
で
あ
る
と
我
が
国
の
法
律

が
規
定
し
た
の
な
ら
、
次
に
琉
球
民
族
が
手
を
挙

げ
て
も
合
理
性
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
だ
ろ
う
。「
ア
イ
ヌ
新
法
」
が
、
ア
イ
ヌ
を
日
本

人
が
北
海
道
に
入
植
す
る
以
前
か
ら
土
着
し
て
い

た
先
住
民
族
だ
と
し
た
こ
と
は
、
今
後
の
民
族
派

に
と
っ
て
は
根
底
か
ら
価
値
観
を
書
き
換
え
ね
ば

な
ら
な
い
事
態
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
現
実
的
に
、
北
海
道
に
は
大
き
く
分
け
て
四
種

類
の
ア
イ
ヌ
が
居
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
既
に

ご
く
僅
か
に
な
っ
た
ア
イ
ヌ
の
血
統
を
守
っ
て
い

る
純
粋
な
人
々
だ
け
を
天
然
記
念
物
の
よ
う
に
保

護
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
如
何
な
も
の
だ
ろ
う
。

　
三
十
年
前
の
同
和
対
策
法
の
時
代
に
戻
っ
て
、

純
血
種
を
残
そ
う
と
い
う
話
を
し
て
い
た
ら
、
我
々

は
「
違
う
ぞ
」
と
言
う
だ
ろ
う
。
数
千
年
の
歴
史

に
照
ら
す
だ
け
で
も
、
時
代
と
共
に
血
統
は
混
じ

り
合
う
も
の
な
の
だ
。
先
帝
（
平
成
）
陛
下
も
、

か
つ
て
晩
餐
会
の
折
に
「
皇
室
に
は
半
島
の
血
が

入
っ
て
お
り
ま
す
」
と
言
わ
れ
た
で
は
な
い
か
。

文
化
と
共
に
人
間
が
行
き
来
す
れ
ば
、
自
然
に
血

は
混
じ
る
の
だ
。
そ
れ
が
悪
い
こ
と
だ

と
言
う
の
な
ら
、こ
れ
か
ら
は
「
民
族
」

と
い
う
言
葉
は
死
語
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
民
族
の
定
義
は
、
血
族
的
同
一
性
・

言
語
文
化
風
習
の
同
一
性
・
歴
史
記

憶
の
共
有
と
い
う
も
の
が
挙
げ
ら
れ

る
。
遺
伝
子
、
つ
ま
り
血
が
繋
が
っ

て
い
る
こ
と
を
以
て
「
血
族
的
同
一

性
と
は
純
血
統
を
維
持
し
続
け
て
い
る

こ
と
だ
」
と
す
る
狭
義
の
解
釈
に
は
無

理
が
あ
る
。

　
血
が
濃
く
な
り
す
ぎ
る
と
、
知
恵
遅
れ
な
ど
障

碍
者
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
被
差

別
民
の
村
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
ま
で
も
な
く
、
生

物
学
的
な
常
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
侮
辱
で
は
な
く

事
実
だ
。
だ
か
ら
昔
か
ら
経
験
値
と
し
て
「
犬
で

も
猫
で
も
、
身
内
で
掛
け
合
わ
せ
た
ら
い
け
な
い
」

と
言
わ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
ど
こ
の
他
民
族
と
も
血
が
混
じ
り
合
わ
な
い
こ

と
を
至
上
の
価
値
と
す
る
偏
狭
な
民
族
主
義
者
は
、

こ
れ
か
ら
も
考
え
方
を
変
え
ず
に
ゆ
く
つ
も
り
だ

ろ
う
か
。

複
数
軸
で
世
界
の
政
治
情
勢
が
変
わ
り
始
め
た

　
我
が
国
と
昔
か
ら
仲
の
良
い
ト
ル
コ
は
、
義
理

人
情
に
溢
れ
た
民
族
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
ト

ル
コ
は
、
実
は
韓
国
と
も
親
し
い
。
朝
鮮
戦
争
の

時
に
も
韓
国
側
で
参
戦
し
、
今
で
も
多
く
の
韓
国

人
は
ト
ル
コ
人
を
「
兄
弟
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い

そ
う
だ
。

　
現
在
の
ト
ル
コ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
東
戦
略
の

影
響
を
受
け
て
困
惑
の
渦
中
に
在
る
。
シ
リ
ア
問

題
を
早
く
片
付
け
た
い
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
イ

ス
ラ
エ
ル
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
ト
ル
コ
に
「
割

を
食
わ
せ
る
」
形
で
撤
退
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

残
務
整
理
は
ロ
シ
ア
に
委
託
す
る
形
で
ア
メ
リ
カ

が
撤
退
す
れ
ば
、
イ
ラ
ン
も
少
し
は
遠
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
中
東
の
軍
事
バ
ラ
ン
ス
は

ロ
シ
ア
が
鍵
を
握
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
を
見
越

し
て
ト
ル
コ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
ロ
シ
ア
製
兵
器
の

購
入
を
始
め
て
い
る
し
、
ア
メ
リ
カ
の
空
白
に
中

国
、
イ
ン
ド
が
触
手
を
伸
ば
さ
な
い
よ
う
に
守
ら
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ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
ト
ル
コ
は
、
オ
ス
マ
ン
時
代
に
は
中
東
か

ら
北
ア
フ
リ
カ
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
半

分
ま
で
制
圧
し
て
い
た
こ
と
の
あ
る
大
帝
国
の
遺

伝
子
を
持
っ
て
い
る
。
世
界
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
手
法
は
理
解
で
き
て
い
る
。

　
ト
ル
コ
の
心
配
事
の
一
つ
に
、
友
好

国
の
不
仲
を
何
と
か
し
よ
う
と
い
う
お

節
介
事
が
あ
る
。
日
本
と
韓
国
の
敵
対

感
情
だ
。
両
国
と
も
、
親
愛
な
る
ト
ル

コ
が
仲
介
の
労
を
取
る
な
ら
、
和
解
の

テ
ー
ブ
ル
に
着
く
こ
と
に
や
ぶ
さ
か
で

は
な
い
。
だ
が
、
和
解
の
条
件
と
な
れ

ば
話
は
別
物
と
な
る
の
で
、
取
り
敢
え

ず
政
権
及
び
国
家
的
分
野
と
民
間
と
を

切
り
離
し
て
「
国
交
が
無
く
て
も
友
好

国
の
台
湾
を
見
本
と
し
て
」
と
説
得
さ

れ
れ
ば
返
す
言
葉
は
無
い
。

　
日
本
は
歴
史
的
に
、
イ
ラ
ン
と
も
ペ
ル
シ
ャ
時

代
か
ら
千
年
以
上
の
友
好
関
係
が
あ
り
、
イ
ス
ラ

エ
ル
と
は
国
家
誕
生
の
は
る
か
以
前
か
ら
の
ユ
ダ

ヤ
人
と
の
友
好
関
係
が
あ
る
。
中
東
の
問
題
で
日

本
が
仲
介
役
に
な
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
ト
ル
コ

が
日
韓
和
解
の
仲
介
役
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
ロ
シ
ア
は
北
朝
鮮
と
日
本
を
握
手
さ
せ
る
時
に

は
「
棍
棒
を
持
っ
た
保
証
人
」
を
引
き
受
け
る
と

言
っ
て
い
る
し
、
朝
鮮
半
島
自
身
も
、
韓
国
側
の

半
島
南
部
の
民
族
と
、
高
句
麗
や
女
真
な
ど
満
州

に
連
な
る
北
朝
鮮
側
の
民
族
が
敵
対
し
て
い
た
長

い
歴
史
を
清
算
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
来
た
と
考
え
て

い
る
者
が
増
え
て
き
て
い
る
。
た
だ
、
旧
支
配
者

の
清
朝
、
明
朝
に
対
す
る
積
年
の
恨

み
は
容
易
に
は
消
せ
な
い
。
北
朝
鮮

も
韓
国
も
、
揉
み
手
し
な
が
ら
中
国

に
擦
り
寄
る
の
は
、姑
息
な
が
ら「
中

国
抜
き
で
は
経
済
が
成
り
立
た
な

い
」
と
い
う
お
家
の
事
情
で
あ
る
。

　
今
の
韓
国
政
権
は
日
本
に
対
し
て

「
無
重
力
作
戦
」
な
る
愚
策
を
立
て

て
「
日
本
は
全
く
重
さ
が
無
い
の
で

相
手
に
し
な
い
。
寄
れ
ば
強
風
で
吹

き
飛
ば
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
与
太

話
を
議
論
し
て
い
る
。
我
が
国
に
は
痛
く
も
痒
く

も
な
い
が
、
こ
ん
な
状
況
で
は
せ
っ
か
く
の
ト
ル

コ
の
親
切
心
も
台
無
し
だ
ろ
う
。
政
権
当
事
者
の

能
力
と
覚
悟
は
、
前
提
と
し
て
必
要
不
可
欠
の
よ

う
だ
。

　
中
韓
相
手
に
カ
ッ
カ
と
し
た
頭
を
冷
や
し
て
、

我
々
も
外
交
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
楽
し
み
た
い
も

の
で
あ
る
。

　
四
月
十
八
日
に
福
岡
高
裁
那
覇
支
部
で
、
沖
縄

孔
子
廟
訴
訟
の
控
訴
審
判
決
が
出
た
。

　
原
告
の
金
城
て
る
さ
ん
は
九
十
歳
を
過
ぎ
て
も

意
気
軒
昂
で
、
那
覇
市
が
管
理
す
る
公
園
に
無
償

で
中
国
人
の
宗
教
施
設
で
あ
る
孔
子
廟
（
写
真
）

が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
と
訴
え
続
け

て
き
た
。
そ
の
裏
に
、
故
翁
長
知
事
が
い
た
こ
と

や
、
中
共
の
工
作
が
見
え
隠
れ
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
沖
縄
の
み
な
ら
ず
全
国
の
正
統
派
日
本
人
が

立
ち
上
が
っ
て
い
た
。

　
こ
の
訴
訟
の
代
理
人
に
な
っ
た
の
は
大
阪
の
徳

永
弁
護
士
で
、
調
査
、
説
明
、
裁
判
、
解
説
、
集

会
な
ど
の
度
ご
と
に
沖
縄
に
飛
ん
で
い
た
。
そ
の

活
動
を
支
え
て
い
た
の
は
沖
縄
の
正
義
感
と
、
全

国
の
同
志
か
ら
の
支
援
で
あ
ろ
う
。

　
控
訴
審
判
決
に
よ
れ
ば
「
こ
の
孔
子
廟
は
、
宗

教
施
設
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
那
覇
市
が
公
園
使

用
料
を
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
」

と
の
こ
と
。
那
覇
市
は
「
こ
の
孔
子
廟
は
、
沖
縄

の
文
化
と
歴
史
を
保
存
す

る
施
設
だ
」
と
強
弁
し
た

が
、大
久
保
裁
判
長
は
「
施

設
全
体
を
見
れ
ば
、
完
全

に
宗
教
施
設
で
あ
り
、
政

教
分
離
の
原
則
に
違
反
し

て
い
る
」
と
断
罪
し
た
。

　
那
覇
市
の
城
間
市
長
は

「
市
の
主
張
が
認
め
ら
れ

トルコ最大の都市イスタンブール

中
共
と
久
米
人
が
計
画
す
る
「
沖
縄
中
華
構
想
」
が
破
綻

村
　
上
　
　
学

「
兵
庫
通
信
」代
表

寄稿
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ず
に
残
念
」
と
マ
ス
コ
ミ
に
答
え
て
い
た
が
、
孔

子
廟
に
一
度
で
も
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
、

こ
こ
が
中
国
人
や
台
湾
人
の
宗
教
施
設
だ
と
い
う

の
は
歴
然
と
分
か
る
も
の
で
あ
り
、
那
覇
市
の
主

張
は
噴
飯
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
思
い
起
こ
せ
ば
、
数
年
前
に
「
兵
庫
通
信
」
紙

が
沖
縄
に
於
け
る
「
久
米
人
（
く
め
び
と
）」
の
実
態

を
取
材
に
行
っ
た
時
に
、
沖
縄
に
お
け
る
「
久
米

人
問
題
」
は
、
本
土
に
お
け
る
「
同
和
問
題
」
と

同
じ
も
の
だ
と
警
告
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。「
触

ら
ぬ
神
に
祟
り
な
し
」
と
言
う
の
だ
。
と
こ
ろ
が

同
紙
記
者
が
無
視
し
て
取
材
し
、
実
態
を
発
表
し

た
が
、
誰
か
ら
も
何
の
圧
力
も
な
か
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
「
幽
霊
の
正
体
見
た
り
枯
れ
尾
花
」
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
「
久
米
人
」
と
は
、
沖
縄
が
琉
球
王
朝
だ
っ
た
十

五
世
紀
中
頃
か
ら
、
明
朝
が
支
配
者
代
理
人
（
冊

封
使
）
を
送
り
、
琉
球
王
に
土
下
座
さ
せ
て
平
伏

さ
せ
た
時
代
か
ら
、
通
訳
お
よ
び
琉
球
王
朝
監
視

役
と
し
て
福
建
あ
た
り
か
ら
送
り
込
ま
れ
た
明
朝

官
僚
が
最
初
で
、
そ
れ
ら
が
琉
球
の
女
性
に
子
供

を
産
ま
せ
て
一
族
を
形
成
し
、
そ
れ
が
琉
球
の
特

権
階
級
と
し
て
隠
然
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

伝
統
は
大
陸
の
皇
帝
が
清
朝
に
代
わ
っ
て
も
継
続

し
、「
久
米
一
族
」
の
隠
然
権
力
は
さ
ら
に
強
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

　
当
初
「
久
米
人
」
は
、
蔡
と
か
楊
と
か
本
名
を

名
乗
っ
て
い
た
の
だ
が
、
薩
摩
藩
の
侵
攻
や
明
治

維
新
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
立
場
は
目
立
つ
も
の
か

ら
目
立
た
な
い
も
の
へ
と
転
換
す
る
必
要
に
迫
ら

れ
、
琉
球
の
名
前
に
一
斉
に
変
え
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
終
戦
後
に
な
る
と
、
さ
ら
に
解
け
込
み
、

移
動
、
改
名
を
進
め
、
外
部
か
ら
は
容
易
に
見
つ

け
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
沖
縄
に
於
い
て
は
、
明
治
維
新
後
の
政

府
も
、
終
戦
後
の
進
駐
軍
も
、
彼
ら
を
沖
縄
の
特

権
階
級
と
し
て
扱
い
、
資
産
家
・
政
治
家
の
大
半

を
占
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
「
久
米
人
」
を
、
本
土
か
ら
来
た
兵
庫
通

信
が
暴
い
た
も
の
だ
か
ら
、
中
共
や
台
湾
国
民
党

と
連
携
し
て
沖
縄
中
華
化
を
進
め
た
い
勢
力
は
腰

が
抜
け
た
の
で
あ
る
。

　
「
久
米
人
を
相
手
に
し
て
も
怖
く
な
い
」
と
分
か

れ
ば
、
あ
と
は
ド
ミ
ノ
現
象
で
あ
る
。

　
最
初
の
那
覇
市
役
所
が
冊
封
使
の
賓
館
を
そ
の

ま
ま
使
用
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
建
物
の
名
称

が
「
天
使
館
」
と
書
か

れ
て
い
た
の
は
沖
縄
の

歴
史
を
表
わ
し
て
い
る

も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

空
襲
で
焼
失
し
た
。

　
今
回
の
「
孔
子
廟
訴

訟
」
に
よ
っ
て
、
中
共
・

台
湾
国
民
党
・
久
米
人

の
「
沖
縄
中
華
構
想
」
の
推
進
者
た
ち
は
計
画
変

更
を
余
儀
な
く
さ
れ
、那
覇
新
港
の「
龍
柱
」（
写
真
）

か
ら
冊
封
使
の
道
を
作
り
、
琉
球
王
が
平
伏
し
て

出
迎
え
て
「
中
国
に
忠
誠
を
誓
う
」
と
叫
ん
で
土

下
座
す
る
儀
式
を
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
。

こ
の
儀
式
を
や
れ
ば
、
台
湾
と
中
国
か
ら
大
規
模

な
ツ
ア
ー
客
を
呼
べ
る
な
ど
と
う
そ
ぶ
い
て
い
た

が
、
そ
ん
な
卑
屈
な
客
寄
せ
で
儲
け
よ
う
な
ど
と

考
え
る
こ
と
自
体
が
お
か
し
い
。

　
今
回
の
控
訴
審
判
決
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
我
々

が
守
れ
た
も
の
は
と
て
も
大
き
い
。
こ
の
裁
判
を
、

本
土
に
於
い
て
も
大
き
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

　
一
九
八
九
年
六
月
四
日
に
北
京
天
安
門
で
起
き

た
大
虐
殺
は
、
中
共
と
い
う
絶
対
主
義
を
守
る
た

め
に
は
反
体
制
国
民
を
抹
殺
す
る
こ
と
も
厭
わ
な

い
本
質
が
露
呈
し
た
事
件
だ
っ
た
。

　
当
時
の
中
共
二
代
目
皇
帝
の
鄧
小
平
は
、
北
京

の
首
都
防
衛
軍
だ
け
で
は
手
ぬ
る
い
と
分
か
っ
て

い
た
か
ら
、
西
部
戦
線
か
ら
「
北
京
語
を
話
せ
な

い
部
隊
」
を
大
規
模
に
出
動
さ
せ
て
鎮
圧
さ
せ
た
。

虐
殺
命
令
は
出
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、「
党

を
守
る
た
め
に
は
反
乱
分
子
を
徹
底
的
に
抑
圧
せ

よ
」
と
命
令
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
う
な
れ
ば
、

暴
動
鎮
圧
は
ケ
ン
カ
と
同
じ
に
な
る
。

　
一
晩
で
数
万
人
も
の
大
学
生
が
軍
に
殺
さ
れ
、

身
体
障
害
者
に
な
っ
た
デ
モ
参
加
者
は
数
十
万
人

六
四
事
件
（
天
安
門
大
虐
殺
）
三
十
周
年
に
向
け
た
中
共
の
肚
の
内 市民の落書きが絶えない龍柱
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と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
る
で
ル
ワ
ン
ダ
の
内
戦

と
同
じ
よ
う
だ
が
、
こ
れ
が
先
進
国
入
り
を
目
指

す
中
国
で
起
き
た
の
で
あ
る
。
デ
モ
の
指
導
者
た

ち
に
は
指
名
手
配
が
出
さ
れ
、
逮
捕
さ
れ
れ
ば
裁

判
を
省
略
し
て
死
刑
判
決
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
確

実
な
た
め
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
機
関
が
現

地
の
企
業
を
使
っ
て
指
導
者
た
ち
を
避
難
さ
せ
た
。

大
半
は
広
東
ま
で
企
業
の
自
動
車
で
輸
送
し
、
そ

こ
か
ら
は
地
下
組
織
が
香
港
へ
送
り
届
け
、
英
米

の
手
配
し
た
船
便
で
海
外
へ
逃
亡
し
た
。

　
あ
れ
か
ら
三
十
年
、
中
共
で
は
当
時
の
責
任
者

だ
っ
た
幹
部
も
居
な
く
な
り
、「
天
安
門
世
代
」
が

指
導
者
に
な
っ
て
い
る
。
革
命
と
覇
権
の
継
続
の

た
め
に
は
、
党
に
反
対
す
る
人
民
は
抹
殺
消
去
せ

よ
と
い
う
厳
格
な
党
理
念
は
無
く
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
経
済
で
世
界
覇
権
を

握
れ
ば
自
動
的
に
軍
事
力
は
拡
大
し
、
戦

わ
ず
し
て
世
界
の
覇
者
と
な
る
と
の
妄
想

が
蔓
延
し
て
い
る
。
毛
沢
東
が
聞
い
た
ら

気
絶
し
そ
う
な
帝
国
主
義
が
、
今
の
中
共

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
あ
る
。「
大
き

い
者
は
強
い
、
強
い
者
は
正
し
い
、
正
し

い
者
は
王
に
な
る
」
と
信
じ
込
ん
で
い
る

哀
れ
な
中
共
で
は
、
見
て
く
れ
の
派
手
な

風
船
を
破
裂
す
る
ま
で
膨
ら
ま
す
の
だ
。

◇

　
三
月
に
発
生
し
た
、
江
蘇
省
工
業
団
地
に
お
け

る
化
学
工
場
の
大
爆
発
は
、
周
辺
の
い
く
つ
も
の

村
が
壊
滅
す
る
被
害
を
出
し
た
。
こ
の
時
に
現
地

取
材
し
て
い
た
陜
西
省
の
新
聞
社
は
「
中
共
中
央

政
府
は
数
年
前
に
こ
れ
ら
の
村
が
危
険
地
域
に
あ

る
と
し
て
、
村
全
体
を
移
転
さ
せ
る
費
用
一
億
元

を
現
地
政
府
に
支
出
し
て
い
た
」
と
報
じ
た
。
こ

れ
を
政
府
は
否
定
し
な
か
っ
た
。
国
の
資
金
は
横

領
す
る
も
の
と
い
う
伝
統
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
、

中
共
が
否
定
し
な
か
っ
た
意
味
は
大
き
い
。

　
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
で
は
、
中
共
の
仇

敵
で
あ
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
バ
ノ
ン
が
「
中
国
の
人

権
と
法
治
を
徹
底
さ
せ
る
に
は
、
経
済
で
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
の
が
良
い
方
法
だ
」
と
表
明
し
て
お

り
、
そ
の
線
に
沿
っ
て
米
中
貿
易
戦
争
が
続
け
ら

れ
て
い
る
所
を
見
れ
ば
、
落
と
し
ど
こ
ろ
は
「
中

共
法
治
主
義
化
」
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
毛
沢
東
は
昔
の
神
様
だ
か
ら
、
昔
の
中
共
理
念

は
歴
史
の
教
科
書
の
中
だ
け
に
あ
る
。
今
の
中
共

は
、
特
権
者
の
み
が
益
々
豊
か
に
な
れ
る
経
済
政

策
に
理
念
が
移
っ
て
い
る
。
特
権
者
が
数
千
万
人

も
い
る
中
国
で
は
、
荒
療
治
で
国
家
改
造
を
す
る

よ
り
も
、
特
権
者
た
ち
に
自
己
選
択
さ
せ
て
国
家

改
造
す
る
方
が
確
実
で
手
っ
取
り
早
い
。
中
国
共

産
党
は
数
年
前
か
ら
既
に
共
産
主
義
で
は
な
く

な
っ
て
お
り
、
実
態
を
国
家
体
制
に
表
す
タ
イ
ミ

ン
グ
を
習
近
平
は
密
か
に
狙
っ
て
い
る
。

　
習
近
平
の
子
供
時
代
か
ら
の
盟
友
で
、
政
権
の

中
枢
だ
っ
た
王
岐
山
が
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
骨
抜

き
に
さ
れ
、
い
よ
い
よ
信
頼
で
き
る
側
近
が
皆
無

に
な
っ
た
習
近
平
は
、
絶
対
権
力
者
で
あ
る
今
の

う
ち
に
、
数
年
前
か
ら
密
か
に
計
画
し
て
い
た
「
中

共
改
革
」
を
提
唱
し
よ
う
と
考
え
て

い
る
そ
う
だ
。

　
中
共
を「
大
統
領
制
」に
移
行
さ
せ
、

複
数
政
党
に
よ
る
国
民
選
挙
制
度
を

採
り
入
れ
、
習
近
平
が
初
代
大
統
領

と
し
て
国
家
改
革
の
リ
ー
ダ
ー
に
な

る
と
い
う
の
が
戦
略
だ
が
、
そ
の
戦

術
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
や
ロ
シ

ア
の
協
力
が
無
け
れ
ば
難
し
か
っ
た
。

そ
れ
が
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
煮
詰

ま
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

　
今
年
の
「
六
四
事
件
三
十
周
年
国
際
会
議
」
は

台
湾
大
学
で
五
月
二
十
日
に
開
催
さ
れ
る
が
、
そ

れ
は
ア
メ
リ
カ
が
後
援
す
る
意
味
を
感
じ
さ
せ
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
台
湾
は
今
年
か
ら
、
ア
メ

リ
カ
に
よ
る
直
接
管
理
統
治
に
よ
っ
て
中
共
勢
力

が
厳
し
く
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
中
国
人
に

よ
る
「
中
華
民
国
亡
命
政
府
」
の
台
湾
支
配
は
終

焉
を
迎
え
て
い
る
。
台
湾
が
台
湾
人
の
国
に
戻
る

た
め
に
は
、
旧
支
配
国
の
日
本
と
、
戦
後
の
管
理

者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
が
直
接
乗
り
出
さ
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
意
味
も
大
き
い
。

　
中
共
を
人
権
重
視
の
法
治
国
家
に
し
よ
う
と
し

て
も
、
現
状
の
体
制
で
は
ほ
ぼ
不
可
能
に
近
い
こ

と
は
習
近
平
も
よ
く
理
解
で
き
て
い
る
よ
う
で
、

「
一
帯
一
路
」
に
絡
め
た
国
際
協
力
と
い
う
名
の
国

際
圧
力
を
、
習
近
平
自
身
が
期
待
し
て
い
る
よ
う

だ
。
安
倍
首
相
が
国
際
的
に
発
言
す
る
こ
と
の
多
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七
十
年
前
に
初
め
て
「
自
閉
症
」
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
始
め
た
時
に
は
、
日
本
で
は
二
千
人
に

一
人
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
近
年
、
ど
う
や
ら

国
民
の
二
％
以
上
は
可
能
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
自
閉
症
を
含
め
た

「
発
達
障
害
」
に
関
し
て
の
研
究
が
進
ん
だ
か
ら
で

あ
り
、
今
後
は
さ
ら
に
分
析
が
進
む
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
最
近
、
日
本
社
会
が
直
面
し
て
い
る
問

題
に
「
五
〇・
八
〇
」
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
引
き
こ
も
り
問
題
の
こ
と

な
の
だ
が
、
五
〇
歳
の
息
子
の
引
き
こ
も

り
に
悩
む
八
〇
歳
の
親
と
い
う
こ
と
な
の

だ
。
　
引
き
こ
も
っ
て
仕
事
も
せ
ず
、
社
会
と

の
関
係
も
持
た
ず
、
ネ
ッ
ト
以
外
に
は
友

人
も
居
な
い
と
い
う
状
況
の
中
年
は
、
政

府
の
調
査
で
も
六
十
万
人
を
越
え
て
い

る
。
近
所
の
コ
ン
ビ
ニ
へ
行
く
の
と
、
た
ま
に
散

歩
に
出
る
程
度
の
外
出
と
い
う
の
は
、
引
き
こ
も

り
予
備
軍
と
し
て
数
十
万
人
も
い
る
よ
う
だ
。
つ

ま
り
、
今
の
日
本
社
会
に
は
百
万
人
ほ
ど
の
「
困
っ

た
中
年
」
が
い
る
よ
う
な
の
だ
。

　
収
入
に
関
し
て
は
、
両
親
の
年
金
を
あ
て
に
し

て
い
る
も
の
が
大
半
だ
と
見
ら
れ
て
お
り
、
両
親

が
死
亡
す
れ
ば
途
端
に
生
活
に
行
き
詰
ま
る
こ
と

と
な
る
。

　
こ
の
「
引
き
こ
も
り
」
と
い
う
の
も
、
実
は
発

達
障
害
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　
発
達
障
害
と
い
う
の
は
、
先
天
的
な
も
の
が
大

半
を
占
め
る
が
、
症
状
の
現
わ
れ
方
が
個
々
に
よ

り
差
が
大
き
い
。
症
状
が
軽
微
な
者
は
、
社
会
的

な
訓
練
な
ど
で
一
般
社
会
に
解
け
込
む
こ
と
が
可

能
だ
が
、
中
程
度
の
症
状
の
場
合
で
も
、
幼
児
期

に
適
切
な
教
育
指
導
を
受
け
れ
ば
ほ
ぼ
問
題
は
起

こ
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
平
成
十
七
年
四
月
に
支
援
法
が
制
定
さ
れ
た
発

達
障
害
は
、
自
閉
症
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
、

学
習
障
害
、
注
意
欠
如
、
多
動
症
（
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
）

と
な
っ
て
い
る
。
知
的
障
害
の
無
い
自
閉
症
は
、

高
機
能
自
閉
症
と
呼
ば
れ
、
言
語
能
力
に
問
題
の

無
い
自
閉
症
は
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
学
習
障
害
は
、
全
般
的
な
知
的
発
達
に

は
問
題
な
い
が
、
何
か
特
定
の
こ
と

に
著
し
い
困
難
が
あ
る
こ
と
を
指
す
。

　
「
悪
い
こ
と
だ
と
解
っ
て
い
て
も

や
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
の
も
発
達

障
害
の
一
種
で
あ
り
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド

映
画「
レ
イ
ン
マ
ン
」で
ダ
ス
テ
ィ
ン
・

ホ
フ
マ
ン
が
演
じ
た
「
知
的
障
害
者

だ
が
数
字
だ
け
は
一
眼
見
た
だ
け
で

全
て
記
憶
で
き
る
」
と
い
う
特
性
を

持
つ
者
も
発
達
障
害
の
一
種
で
あ
る
。

　
現
在
は
、
知
的
障
害
が
あ
っ
て
も

精
神
障
害
が
あ
っ
て
も
「
特
別
支
援
学
校
」
で
正

し
い
教
育
を
受
け
れ
ば
大
学
進
学
も
可
能
に
な
っ

て
き
た
。
そ
れ
ほ
ど
国
家
的
に
重
点
を
置
い
た
教

育
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
背
景
が
、
前
述
の
「
中

年
引
き
こ
も
り
六
十
万
人
」「
五
〇・
八
〇
問
題
」

の
恐
怖
な
の
で
あ
る
。

　
我
々
の
大
半
は
健
常
者
で
あ
る
が
、
発
達
障
害

者
に
対
し
て
理
解
せ
ず
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、

理
解
し
た
上
で
「
適
不
適
」
を
臨
機
応
変
に
判
断

す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

　
ひ
と
昔
前
な
ら
、
社
会
不
適
合
な
変
わ
り
者
と

し
て
誰
か
ら
も
相
手
に
さ
れ
な
い
ま
ま
で
人
生
が

終
わ
っ
た
者
も
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
社
会

は
、
幼
児
教
育
の
段
階
か
ら
国
家
社
会
が
積
極
的

に
関
与
し
て
社
会
の
一
員
と
し
て
受
け
入
れ
る
努

力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
発
達
障
害
者
」
の

比
率
は
、
も
う
待
っ
た
無
し
の
所
ま
で
拡
大
し
て

い
る
の
だ
。

い
「
人
権
と
法
治
と
国
際
ル
ー
ル
」
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
、
中
共
改
革
の
援
護
射
撃
の
意
味
合
い

も
あ
る
。

　
中
共
が
大
統
領
制
に
な
っ
て
何
が
変
わ
る
の
か

と
怒
り
を
感
じ
る
者
も
多
い
だ
ろ
う
が
、
ま
ず
改

革
の
一
歩
を
踏
み
出
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ

う
。
今
年
の
「
六
四
事
件
三
十
周
年
」
に
込
め
ら

れ
た
思
い
は
、
斯
様
に
深
い
意
味
が
あ
る
。

日
本
社
会
に
「
発
達
障
害
」
が
拡
大
中
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