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は
じ
め
に

１

宗
教
史
の
流
れ
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
教
派
神
道
の
形
成
は
近
代
に
お
け
る
、
い
わ
ば
神
道
的
な
文
化
伝
統
の
再
編
成
と
い
う
も
の
の

中
で
生
じ
た
出
来
事
と
捉
え
ら
れ
ま
す
。
近
代
日
本
の
宗
教
史
は
非
常
に
大
き
な
展
開
を
し
て
い
ま
す
。
神
道
だ
け
で
な
く
、
仏
教
も
大

本
日
の
講
演
で
は
、
教
派
神
道
と
呼
ば
れ
て
い
る
近
代
に
現
れ
た
神
道
教
団
に
つ
い
て
、
日
本
の
近
代
宗
教
の
流
れ
の
中
で
お
お
よ
そ

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
整
理
す
る
こ
と
を
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
し
ま
す
。
も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
宗
教
と
い
う
も
の
も
、

当
然
な
が
ら
全
体
社
会
の
大
き
な
変
化
、
流
れ
の
中
で
展
開
し
ま
す
か
ら
、
近
代
に
お
け
る
社
会
全
体
の
大
き
な
変
化
が
教
派
神
道
の
形

成
か
ら
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
き
く
こ
の
一
一
つ
の
視
点
か
ら
見
て

い
き
ま
す
。
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き
く
変
わ
り
ま
し
た
ｏ
ま
た
江
戸
時
代
に
は
禁
教
と
な
っ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
が
布
教
を
開
始
し
ま
す
か
ら
、
こ
れ
も
大
き
な
変
化
で
す
。

神
道
も
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
あ
り
方
が
改
編
さ
れ
、
神
道
を
形
成
す
る
個
々
の
要
素
に
も
組
み
替
え
が
起
こ
り
ま
す
。
教
派
神
道
も

そ
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
新
し
い
形
態
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
教
派
神
道
の
形
成
は
、
神
社
神
道
、
そ
れ
か
ら
こ
ん
に

ち
で
は
神
道
系
新
宗
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
と
の
関
係
に
留
意
す
る
必
要
が
で
て
き
ま
す
。
明
治
政
府
が
神
道
を
優
遇
す
る
政
策
を
と

り
、
神
祇
制
度
を
再
興
さ
せ
ま
し
た
の
で
、
神
社
神
道
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
よ
う
な
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
仏
教
に
従
属
す
る
よ
う
な

存
在
形
態
か
ら
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
神
道
系
新
宗
教
は
十
九
世
紀
は
じ
め
頃
よ
り
興
り
は
じ
め
、
明
治
に
は
い
っ
て
か
ら
教
団

の
数
も
信
者
の
数
も
増
え
る
一
方
と
な
り
ま
す
。
今
回
は
、
神
社
神
道
と
新
宗
教
に
つ
い
て
は
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

教
派
神
道
の
展
開
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

神
道
教
派
が
「
教
」
と
し
て
形
成
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
ま
ず
神
道
の
伝
統
の
流
れ
の
再
編
成
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
し
て
お
き
ま

す
。
大
き
な
流
れ
で
見
る
と
、
「
祭
」
・
「
教
」
・
「
学
」
へ
の
分
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
生
じ
た
と
理
解
で
き
ま
す
。
「
祭
」
は
祭
祁
、
祭
り
ご
と

で
あ
り
、
基
本
的
に
は
神
社
神
道
が
そ
れ
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
教
」
は
教
化
で
し
て
、
こ
れ
が
も
と
も
と
は
教
派
神
道
の
主
た

る
課
題
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
「
学
」
と
い
う
の
は
学
問
で
し
て
、
圃
畢
院
大
肇
の
前
身
で
あ
る
皇
典
講
究
所
な
ど
が
、
そ
れ
を
担
い

ま
す
。
一
八
八
一
一
（
明
治
十
五
）
年
に
教
派
神
道
の
多
く
が
特
立
し
た
の
と
同
じ
年
に
、
皇
典
講
究
所
も
で
き
て
い
ま
す
。
こ
の
一
一
つ
の
出

来
事
は
非
常
に
密
接
に
関
連
し
て
い
ま
す
。
神
道
に
関
わ
る
事
柄
が
、
こ
の
一
一
一
つ
に
分
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
明
治
宗
教
史
に
お

け
る
非
常
に
興
味
深
い
プ
ロ
セ
ス
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
を
促
進
し
た
外
的
要
因
が
あ
る
と
同
時
に
、
そ
う
い
う
道
を
選
ぶ
内
的
な
条
件
が

神
道
教
派
が
形
成
さ
れ
る
宗
教
史
的
背
景

２



二十一世紀の教派神道

伊
勢
と
か
出
雲
に
は
、
御
師
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
御
師
は
神
社
と
地
域
の
人
た
ち
を
つ
な
ぐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

形
成
さ
れ
る
上
で
重
要
な
存
在
で
す
。
江
戸
時
代
と
い
う
と
自
由
な
行
き
来
が
難
し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
中
で
信
仰
を

目
的
と
し
た
人
々
の
動
き
や
集
ま
り
の
萌
芽
形
態
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
山
岳
信
仰
は
そ
の
一
つ
で
す
。

一
方
、
黒
住
教
、
天
理
教
、
金
光
教
と
い
っ
た
、
今
日
で
は
神
道
系
新
宗
教
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
教
団
の
存
在
も
重
要
で
す
。

こ
れ
ら
が
新
宗
教
に
含
め
ら
れ
る
の
は
、
一
人
の
教
祖
が
説
い
た
教
え
が
中
心
と
な
っ
て
組
織
が
形
成
さ
れ
、
弟
子
た
ち
の
活
動
が
あ
っ

て
組
織
が
全
国
的
に
広
が
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
新
宗
教
と
い
う
形
態
も
、
十
九
世
紀
に
は
既
に
で
き
て
い
て
、
幕
末
か
ら

明
治
初
期
に
か
け
て
、
し
だ
い
に
大
き
な
組
織
と
な
っ
て
各
地
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
幕
末
に
は
神
道
的
な
教
え
を
そ
れ
な
り
に
体
系
化
し
て
い
く
よ
う
な
教
団
が
出
現
し
始
め
ま
す
し
、
地
域
ご
と
の
活
動

の
拠
点
と
、
地
域
を
超
え
た
組
織
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
も
の
も
で
き
始
め
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
神
道
的
な
団
体

が
、
近
代
化
の
流
れ
の
中
に
生
じ
た
新
し
い
社
会
状
況
の
も
と
に
ど
う
展
開
し
た
か
は
、
近
代
神
道
史
に
と
っ
て
き
わ
め
て
関
心
が
も
た

括
す
る
組
織
と
い
、
父
よ
恥

考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

宗
教
史
の
流
れ
か
ら
概
観
す
る
と
き
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
神
道
的
な
宗
教
の
流
れ
、
動
き
、
思
想
的
展
開
が
教
派
神

道
の
形
成
に
は
き
わ
め
て
重
要
で
す
。
江
戸
後
期
に
国
学
が
広
ま
り
、
こ
れ
が
神
道
的
な
も
の
を
日
本
文
化
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
す
る

明
治
以
降
の
動
き
の
そ
も
そ
も
の
原
動
力
と
な
り
ま
す
。
ま
た
富
士
信
仰
や
御
獄
信
仰
と
い
っ
た
山
岳
信
仰
の
存
在
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

山
岳
信
仰
は
と
り
わ
け
明
治
以
降
の
神
道
教
団
の
組
織
化
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
山
に
登
る
に
あ
た
っ
て
は
、
講
を

つ
く
り
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
、
信
仰
に
基
づ
く
ロ
ー
カ
ル
な
つ
な
が
り
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
小
さ
な
組
織
と
そ
れ
を
統

括
す
る
組
織
と
い
う
、
よ
り
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
出
て
く
る
。
こ
れ
が
教
団
神
道
が
形
成
さ
れ
る
先
駆
的
な
形
態
の
意
味
を
も
っ
た
と

あ
っ
た
の
だ
と
理
解
で
き
ま
す
。

３



⑬

れ
る
テ
ー
マ
で
す
。
近
世
ま
で
の
神
道
に
関
わ
る
組
織
、
信
仰
内
容
、
実
践
活
動
と
い
っ
た
も
の
が
、
近
代
に
お
い
て
ど
う
展
開
し
た
の

か
と
い
う
関
心
か
ら
、
教
派
神
道
の
動
向
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

神
道
教
団
、
つ
ま
り
指
導
者
を
い
だ
き
な
が
ら
、
広
い
地
域
に
展
開
し
て
い
く
神
道
の
組
織
が
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
に
至
っ
た
か

に
つ
い
て
は
、
一
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
提
起
し
ま
し
た
。
こ
の
一
一
つ
を
「
高
坪
型
」
と
「
樹
木
型
」
と
命
名
し
ま
し
た
。
分
か
り
や
す
く
モ
デ
ル

（
１
）

化
し
た
も
の
が
図
１
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
教
派
神
道
の
形
成
」
と
い
う
書
の
中
で
提
起
し
た
モ
デ
ル
で
す
が
、
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。

金

図
１

関係の、

Fい教会
中心的教会

雨

_LL錘
教派という枠

高坪型

侭

４

侭
侭侭 侭

樹木型

鐙 ＄
侭

罷



二十一世紀の教派神道

組
織
的
に
は
こ
う
し
た
大
き
な
区
分
、
さ
ら
に
細
か
な
区
分
も
可
能
な
の
で
す
が
、
と
も
あ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
運
動
が
展

開
、
あ
る
い
は
教
派
が
で
き
る
よ
う
な
条
件
が
明
治
の
前
半
期
に
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
以
前
と
は
断
絶
さ
れ
た
何
か
新

し
い
形
態
が
突
然
生
じ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
そ
の
展
開
に
何
が
介
在
し
た
か
を
整
理
し
て
お
き
ま
す
。

ま
ず
一
つ
は
、
明
治
の
宗
教
政
策
が
及
ぼ
し
た
影
響
で
す
。
こ
れ
が
「
祭
」
と
「
教
」
の
分
離
に
直
接
的
に
関
わ
り
を
も
ち
ま
す
。
つ

ま
り
、
ま
つ
り
ご
と
と
教
化
を
分
け
る
と
い
う
基
本
方
針
が
、
初
期
の
試
行
錯
誤
を
経
て
固
ま
っ
た
と
い
う
点
で
す
。
宣
教
使
の
制
度
、

教
導
職
の
制
度
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
と
、
国
家
が
国
民
教
化
に
直
接
か
か
わ
る
と
い
う
方
針
は
転
換
さ
れ
ま
す
。

神
官
教
導
職
の
分
離
が
一
八
八
一
一
年
一
月
に
決
ま
り
ま
す
。
神
社
で
祭
り
ご
と
を
行
う
神
官
は
、
国
民
教
化
に
関
わ
る
教
導
職
に
は
な
れ

触
れ
ま
す
。

樹
木
型
の
方
が
、
分
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、
神
道
系
新
宗
教
は
、
こ
の
よ
う
な
組
織
モ
デ
ル
と
し
て
理
解
で
き
ま
す
。
樹
木
型
は
根
っ

こ
が
一
つ
で
支
部
と
な
る
組
織
が
枝
分
か
れ
し
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
教
祖
が
説
い
た
教
え
が
各
地
に
広
が
っ
て
、
各
地
の
支
部
教
会

や
分
教
会
と
呼
ば
れ
る
所
で
も
、
そ
の
教
え
が
共
有
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
中
に
、
さ
ら
に
は
世
界
中
に
広
が
っ
て
も
、
教
祖
に
つ
な
が

る
ラ
イ
ン
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
義
や
儀
礼
、
社
会
的
実
践
の
目
標
を
時
代
に
合
わ
せ
て
考
え
る
と
き
に
も
、
常
に

根
っ
こ
に
帰
る
、
わ
れ
わ
れ
は
何
の
た
め
に
こ
う
い
う
も
の
を
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
高
坪
モ
デ
ル
は
一
つ
の
大
き
く
、
か
つ
緩
や
か
な
枠
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
多
少
違
っ
て
も
、
あ
る
程
度
は
共
通
の
要

素
を
も
つ
よ
う
な
小
さ
な
組
織
が
一
つ
の
連
合
体
の
よ
う
な
も
の
を
形
成
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
近
現
代
の
日
本
の
神

道
的
な
思
想
や
運
動
の
形
成
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
モ
デ
ル
に
な
る
の
で
は
と
、
最
近
思
う
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
最
初

こ
の
概
念
を
提
起
し
た
と
き
は
、
教
派
神
道
の
い
く
ぶ
ん
寄
せ
集
め
的
な
組
織
と
、
新
宗
教
的
な
組
織
を
区
別
す
る
た
め
に
こ
う
い
う
モ

デ
ル
を
出
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
も
っ
と
広
く
適
用
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で

５



な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
神
社
と
神
道
教
派
と
の
分
岐
を
決
定
づ
け
ま
す
。

た
だ
こ
れ
は
神
道
の
信
仰
を
展
開
さ
せ
て
い
く
上
で
必
然
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
一
般
的
に
言
っ
て
も
、
儀
礼
と
教
化

と
が
別
々
の
組
織
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
無
理
な
話
で
す
。
ど
の
宗
教
も
儀
礼
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
教
え
が
あ
っ
て
、
教

え
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
伴
う
儀
礼
が
あ
る
。
あ
る
い
は
儀
礼
に
つ
い
て
の
教
え
が
説
か
れ
る
。
相
補
う
も
の
、
あ
る
い
は
相
互
に
密
接

え
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
』

に
関
係
す
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
た
の
は
、
明
治
政
府
が
信
教
の
自
由
を
日
本
は
実
現
し
て
い
る
と
い
う
建
前
と
、
し
か
し
神
社
を
別

格
に
し
て
お
き
た
い
と
い
う
意
図
が
合
わ
さ
っ
た
結
果
と
み
な
せ
ま
す
。
つ
ま
り
神
社
は
祭
祁
だ
か
ら
、
信
教
自
由
と
い
う
と
き
の
宗
教

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
入
ら
な
い
、
特
別
な
も
の
、
国
家
的
な
ま
つ
り
ご
と
だ
か
ら
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
神
道
的
な
も

の
は
宗
教
と
し
て
や
っ
て
宗
教
神
道
、
教
派
神
道
、
い
ろ
い
ろ
な
名
付
け
方
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
教
化
活
動
を
や
っ
て
い
い
神
道

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
般
の
宗
教
史
か
ら
す
れ
ば
非
常
に
珍
し
い
区
分
が
な
さ
れ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

次
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
「
教
」
と
「
学
」
の
役
割
分
化
で
す
。
こ
れ
は
「
祭
」
と
「
教
」
と
の
分
化
ほ
ど
明
確
に
起
こ
っ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
種
の
役
割
分
担
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
教
」
と
「
学
」
の
分
離
の
直
接
的
契
機
と
な
っ

た
こ
と
の
一
つ
が
祭
神
論
争
で
す
。
つ
ま
り
神
道
で
何
を
中
心
的
な
祭
神
と
す
る
か
と
い
う
と
き
に
、
神
道
界
を
一
一
分
す
る
大
変
な
大
論

争
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
、
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
藤
井
貞
文
『
明

治
国
学
発
生
史
の
研
究
」
、
阪
本
健
一
『
明
治
維
新
と
神
道
』
な
ど
を
は
じ
め
、
い
く
つ
も
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
り
ま
す
の
で
、
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で
の
議
論
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
、
祭
神
論
争
の
過
程
で
教
法
家
と
皇
学
派
と
い
う
一
一
つ
の
勢

力
が
で
き
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
教
派
神
道
の
形
成
に
深
く
関
わ
る
か
ら
で
す
。

教
法
家
に
含
ま
れ
て
い
た
の
は
、
出
雲
大
社
教
の
千
家
尊
福
、
扶
桑
教
の
宍
野
半
、
責
行
教
の
柴
田
花
守
、
神
道
大
成
教
の
平
山
省
斎
、

６
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「
教
」
と
「
学
」
が
役
割
分
化
を
す
る
上
で
、
象
徴
的
に
も
ま
た
実
質
的
に
も
大
き
な
節
目
と
い
う
の
が
一
八
八
二
年
で
す
。
皇
典
講

究
所
は
国
畢
院
大
畢
の
前
身
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
校
史
・
学
術
資
産
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
資
料
集
や
研
究
を
重
ね

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
後
の
教
派
神
道
の
研
究
の
展
開
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
研
究
者
が
多
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は

一
八
八
二
年
前
後
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
ま
す
。

一
八
八
二
年
五
月
に
は
、
一
挙
に
六
教
派
が
特
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
派
独
立
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
少
し
遅
れ
て
、

神
習
教
の
芳
村
正
美
と
い
う
人
た
ち
で
す
。
こ
れ
で
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
教
派
を
開
い
た
よ
う
な
人
た
ち
が
中
心
で
し
た
。

神
道
の
教
え
を
人
々
に
ど
う
や
っ
て
伝
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
意
を
注
い
で
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
神
道
的
な
立
場
か
ら
の
学
的
営
み
と
い
う
こ
と
に
、
重
要
性
を
感
じ
た
人
た
ち
も
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
皇
学
派
と
呼

ば
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
議
論
が
交
わ
さ
れ
る
過
程
で
、
神
道
教
派
が
次
々
と
独
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
多
く
の
教
派
が
一

派
特
立
し
た
一
八
八
一
一
（
明
治
十
五
）
年
に
は
、
二
つ
の
学
問
の
機
関
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
四
月
一
一
一
十
日
に
は
神
宮
皇
畢
館
が
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
十
一
月
四
日
に
は
皇
典
講
究
所
の
開
講
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
園
畢
院
大
単
の
若
木
タ
ワ
ー
十
八
階
に
は
有
栖
川
宮
記
念
ホ
ー

ル
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
皇
典
講
究
所
の
初
代
総
裁
で
あ
る
有
栖
川
宮
職
仁
親
王
を
記
念
す
る
ホ
ー
ル
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
三
十
年
前
と
な
る
一
八
八
一
一
年
と
い
う
年
は
、
神
道
界
に
と
っ
て
は
非
常

に
重
要
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
年
と
言
え
ま
す
。
こ
の
辺
は
い
ろ
い
ろ
研
究
が
あ
り
ま
す
が
、
特
に
皇
典
講
究
所
に
関
し
て
は
本
機
構
の

（
２
）

校
史
・
学
術
資
産
研
究
セ
ン
タ
ー
の
脅
藤
智
朗
氏
が
論
文
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
読
む
と
詳
し
く
経
緯
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
と
き
、
神
道
教
派
と
皇
典
講
究
所
の
両
方
に
非
常
に
影
響
力
が
あ
っ
た
の
が
、
扶
桑
教
の
創
始
者
の
宍
野
半
で
す
。
教
法
家
と
し
て

活
動
す
る
と
と
も
に
、
皇
典
講
究
所
の
設
立
に
も
か
か
わ
っ
て
い
ま
し
た
・
宍
野
半
は
出
身
が
薩
摩
隈
之
城
で
、
今
は
薩
摩
川
内
市
に
な
っ

て
い
ま
す
。

二十一世紀の教派神道



そ
の
年
の
う
ち
に
御
獄
派
が
大
成
教
か
ら
分
か
れ
て
、
こ
の
年
に
一
派
を
形
成
し
た
教
派
は
七
つ
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
う
ち
の

神
宮
教
は
一
八
九
九
年
に
財
団
法
人
神
宮
奉
斎
会
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
の
ち
に
で
き
る
呼
称
の
「
神
道
十
三
派
」
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

（
３
）

図
２
に
、
神
道
教
派
の
成
立
の
見
取
り
図
を
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
よ
り
詳
細
な
図
は
、
「
教
派
神
道
の
形
成
』
お
よ
び
『
神
道
事
典
』

に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
図
を
見
て
も
、
一
八
八
二
年
が
教
派
に
と
っ
て
い
か
に
画
期
的
な

年
で
あ
っ
た
か
が
一
目
瞭
然
で
す
。

数
は
偶
然
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
も
既
に
一
派
を
な
し
て
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
黒
住
教
と
神
道
修
成
派
で
す
。
一
八
八
六
年
に
設
置

（
４
）

さ
れ
た
神
道
（
本
局
）
は
、
神
道
事
務
局
の
有
し
た
機
能
を
継
承
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
も
そ
れ
以
前
に
芽
生
え
て
い
た
と
み
な
す
こ

（
５
）

と
も
可
能
で
す
。
こ
れ
に
は
異
論
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
後
も
教
派
の
独
立
が
続
き
ま
す
。
一
八
九
四
年
に
旗
教
と
神
理
教
、
一
九
○
○
年
に
金
光
教
、
一
九
○
八
年
に
天
理
教
が
一
派
独

立
し
、
こ
れ
で
最
終
的
に
十
一
一
一
派
と
な
り
ま
し
た
。
神
道
十
三
派
が
こ
こ
か
ら
生
じ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
仏
教
も
江
戸
時
代
初
期
に
黄

葉
宗
が
で
き
ま
し
て
十
三
宗
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
戦
前
は
神
道
が
十
一
一
一
教
派
、
仏
教
が
十
三
宗
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の

一
八
八
二
年
に
で
き
た
派
の
基
本
的
性
格
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
二
類
型
か
ら
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
高
杯
型
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

い
わ
ば
「
寄
り
合
い
所
帯
」
と
い
う
に
近
い
も
の
で
す
。
同
じ
教
祖
の
理
念
を
共
有
し
て
、
教
え
を
広
げ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
も
と
か

ら
各
地
に
あ
っ
た
既
存
の
講
と
か
小
さ
な
教
会
と
い
っ
た
も
の
が
一
つ
の
教
派
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
か
た
ち
で
す
。
た
だ
、
当
初
の
類

型
化
の
と
き
に
は
あ
ま
り
重
要
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
高
坪
型
が
持
つ
も
う
一
つ
の
面
に
こ
の
ご
ろ
注
目
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
神
道
は
こ
う
し
た
か
た
ち
の
組
織
化
に
あ
ま
り
抵
抗
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
抵
抗
が
少
な
い
の
で
、
高
坪

型
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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こ
れ
は
自
分
た
ち
が
所
属
し
て
い
る
教
派
な
り
団
体
の
境
界
線
に
、
か
な
り
の
伸
縮
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
緩

や
か
な
境
界
線
で
他
と
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
比
較
的
簡
単
に
小
さ
な
組
織
が
加
入
し
た
り
、
ま
た
出
て
い
っ
た
り
す
る
。
そ

う
し
た
出
入
り
に
関
し
て
、
「
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
を
入
れ
る
こ
と
は
、
教
え
の
一
貫
性
が
保
て
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
議
論
、
あ
る

い
は
「
出
て
い
っ
た
の
は
異
端
的
な
主
張
を
し
た
人
た
ち
で
は
な
い
か
」
と
い
う
議
論
を
し
た
り
し
な
い
。
と
き
お
り
、
あ
る
教
派
か
ら

（
６
）

別
の
教
派
へ
の
転
属
の
例
が
出
ま
す
。
ま
た
、
大
成
教
に
属
し
て
い
た
蓮
門
教
の
よ
う
に
、
社
会
問
題
化
し
た
団
体
が
出
る
と
、
除
外
し

た
例
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
教
義
的
な
争
い
で
は
な
く
、
前
者
は
む
し
ろ
経
済
的
問
題
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
後
者
は
社
会
的
批
判
を

受
け
て
の
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
点
が
世
界
宗
教
と
呼
ば
れ
る
宗
教
や
新
宗
教
の
境
界
線
の
作
り
方
と
、
基
本
的
に
性
格
が
違
う
と
い
う

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
近
代
に
お
け
る
神
道
的
な
教
団
の
形
成
と
そ
の
組
織
的
特
徴
を
考
え
る
上
で
も
、
な
か
な
か
面
白
い
視
点

に
な
る
の
で
は
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
う
し
た
中
で
で
き
た
教
派
も
二
十
世
紀
に
入
り
、
第
二
次
大
戦
後
に
と
て
も
大
き
な
変
化
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

こ
で
次
に
戦
後
に
起
こ
っ
た
社
会
変
化
と
教
派
神
道
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
実
は
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
日
本
の
宗
教
史
は

幕
末
維
新
期
と
は
少
し
異
な
る
段
階
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。
宗
教
の
い
わ
ば
自
由
競
争
が
、
相
当
進
行
し
て
い
た
の
で
す
。
宗
教
の
自
由

競
争
は
戦
後
に
起
こ
っ
た
こ
と
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
よ
う
で
す
が
、
宗
教
の
変
革
は
法
律
が
一
つ
変
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て

急
に
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
な
構
造
変
化
は
、
そ
の
前
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
の
で
す
。

明
治
時
代
の
神
社
神
道
は
国
家
的
に
保
護
を
受
け
ま
し
た
か
ら
、
近
代
神
祇
制
度
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
定
着
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
神

二
戦
後
の
社
会
変
化
の
影
響
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社
神
道
は
宗
教
で
な
い
と
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
人
々
に
対
す
る
布
教
教
化
に
関
し
て
は
、
逆
に
手
足
を
縛
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。
教
育
上
も
、
儀
礼
面
は
別
と
し
て
、
教
え
の
面
で
は
あ
ま
り
関
わ
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た

中
に
、
樹
木
型
の
神
道
教
派
は
組
織
を
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
高
坪
型
の
も
の
は
一
一
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
次
第
に

信
者
数
も
減
る
と
こ
ろ
が
増
え
ま
す
。
全
体
と
し
て
、
あ
ま
り
広
ま
ら
な
く
な
り
ま
す
。

当
時
の
仏
教
宗
派
の
状
況
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
に
確
立
さ
れ
た
檀
家
制
度
は
、
明
治
政
府
の
方
針
で
廃
止
さ
れ
ま

す
。
一
八
七
一
年
に
宗
門
人
別
帳
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
で
、
あ
る
家
に
生
ま
れ
た
ら
、
そ
の
家
の
宗
旨
を
継
承
し
、
自
分
の
意
思
で

は
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。
宗
旨
を
変
え
る
こ
と
も
離
檀
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
法
律
が
変
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
社
会
全
体
が
そ
う
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
檀
家
制
度
は
実

質
上
そ
の
後
も
続
い
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
寺
院
と
檀
家
と
の
関
係
は
基
本
的
に
維
持
さ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
関
係
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
新
し
い
社
会
状
況
を
考
慮
に
入
れ
た
布
教
や
教
化
に
力
を
入
れ
る
と
い
う
姿
勢
が
、
仏
教
宗
派
に
も
そ
れ
ほ

ど
強
く
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
神
社
に
し
て
も
、
仏
教
宗
派
に
し
て
も
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
き
た
伝
統
的
な
宗
教
の
場

合
、
人
々
に
教
え
を
伝
え
る
た
め
の
工
夫
を
い
ろ
い
ろ
と
考
え
な
く
て
も
、
一
定
の
数
の
人
が
参
詣
に
訪
れ
た
り
、
一
定
程
度
の
固
定
的

な
つ
な
が
り
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
新
し
く
で
き
た
教
団
や
キ
リ
ス
ト
教
は
、
布
教
す
る
上
で
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
工
夫

を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
教
育
に
非
常
に
力
を
入
れ
ま
し
た
。
こ
ん
に
ち
宗
教
系
の
学
校
は
小
学
校
か

（
７
）

ら
大
学
ま
で
約
九
百
余
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
大
体
三
分
の
一
一
が
キ
リ
ス
ト
教
系
で
す
。
教
育
と
い
う
場
を
通
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
思

想
的
な
影
響
を
与
え
る
と
い
う
道
を
選
ん
で
、
そ
れ
な
り
の
努
力
を
し
て
き
ま
し
た
。

新
宗
教
に
つ
い
て
み
る
と
、
神
道
系
新
宗
教
、
仏
教
系
新
宗
教
と
呼
ば
れ
る
教
団
が
次
々
と
設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
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前
期
に
は
そ
れ
が
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
り
ま
す
。
一
九
三
○
年
に
会
が
設
立
さ
れ
た
霊
友
会
な
ど
は
、
す
で
に
戦
前
に
お
い
て
も
、
け
つ

こ
う
大
き
な
勢
力
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
創
価
学
会
の
前
身
で
あ
る
創
価
教
育
学
会
も
同
じ
一
九
三
○
年
に
設
立
さ
れ
、
戦
前
に
数
千
人

の
会
員
を
え
て
、
さ
ら
に
増
え
る
勢
い
を
見
せ
て
い
ま
し
た
が
、
一
九
四
三
年
に
治
安
維
持
法
違
反
・
不
敬
罪
に
よ
り
幹
部
が
逮
捕
さ
れ
、

組
織
が
壊
滅
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
神
道
系
で
は
生
長
の
家
な
ど
が
会
員
を
増
や
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
例
が
い
く
つ
も
あ
り
、
新

し
い
宗
教
教
団
が
信
者
を
獲
得
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
都
市
部
を
中
心
に
既
に
戦
前
に
起
こ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
土
台

の
上
に
戦
後
の
新
し
い
状
況
が
到
来
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。

戦
後
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
教
分
離
と
信
教
自
由
が
宗
教
界
を
包
む
大
原
則
と
な
り
ま
す
。
神
社
も
一
九
四
六
年
に
他
の

宗
教
法
人
と
同
じ
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
宗
教
法
人
を
新
し
く
設
立
す
る
こ
と
が
容
易
と
な
っ
て
、
多
く

の
新
し
い
宗
教
法
人
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
神
道
教
派
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
ま
す
。
肝
要
な
点
は
、
神
道
教
派
と
神
社
神
道
と
の
法
的
な
差
が
な
く
な
っ
た

こ
と
と
、
神
道
教
派
と
新
宗
教
と
の
法
的
な
差
も
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
べ
て
宗
教
法
人
法
に
基
づ
い
て
登
記
が
認
証
さ
れ
、

活
動
に
関
す
る
法
的
条
件
も
同
じ
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
法
的
変
化
を
受
け
て
、
戦
前
は
公
認
さ
れ
た
教
派
の
一
教

会
と
し
て
活
動
し
て
い
た
よ
う
な
団
体
が
次
々
と
独
立
し
た
宗
教
法
人
と
な
る
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
戦
前
は
御
獄
教
、
神
道

大
教
と
い
っ
た
高
坪
型
の
教
派
に
所
属
し
て
い
た
よ
う
な
比
較
的
小
規
模
の
教
会
で
も
、
一
つ
の
独
立
し
た
宗
教
法
人
と
し
て
活
動
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
、
少
な
か
ら
ぬ
数
の
教
団
が
そ
の
道
を
選
び
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
高
坪
型
の
神
道
教
派
は
傘
下
の
教

会
数
や
信
者
数
が
減
少
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
表
１
参
照
）

こ
れ
は
、
法
律
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
変
化
と
言
え
ま
す
。
一
つ
の
宗
教
法
人
と
し
て
独
立
す
る
敷
居
が
急
に
低

く
な
っ
た
た
め
、
高
坪
型
の
教
派
が
も
っ
て
い
た
弱
い
境
界
線
は
、
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
の
を
と
ど
め
る
ほ
ど
の
し
ば
り
を
も
た
な
か
つ
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表
１
戦
後
、
神
道
教
派
か
ら
独
立
し
た
教
団
の
主
な
例

二十一世紀の教派神道

洗
心
教
、
長
生
教
、
鎮
宅

●
神
道
大
成
教
か
ら
の
独
立

修
験
道
教
、
天
地
教
（
兵
崖

●
神
理
教
か
ら
の
独
立

稲
荷
教
、
大
神
教
、
大
一
一
一
輪
教
、
香
取
金
光
教
、
神
な
が
ら
教
、
丸
山
教
、
自
然
社
、
神
道
観
真
教
、
神
道
神
心
教
、
神
道
神
導
教
、
神
道
天
行
居
、
至
誠
真

柱
教
、
天
元
教
、
天
善
教
、
瑞
穂
教
、
弥
山
教

神
之
導
教
、
天
照
教
、

●
神
道
大
教
か
ら
の
独
立

●
御
綴
教
か
ら
の
独
立

御
議
山
曾
間
本
教
、

日
之
本
教
、
み
た
ま
教

●
責
行
教
か
ら
の
独
立

神
道
金
刀
比
羅
教
、

●
神
習
教
か
ら
の
独
立

1３

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
ま
り
高
杯
の
中
に
収
ま
り
た
く
な
か
っ
た
も
の
は
、
そ
こ
か
ら
ど
ん
ど
ん
出
て
独
立
し
て
し
ま
っ
た
と
理
解
で

き
ま
す
。

天
地
教
（
兵
庫
）

鎮
宅
霊
符
神
教
、

明
治
教

御
澱
教
修
正
派
、
神
宣
教
、
神
道
国
情
教
、
神
徳
教
団
、
智
覚
山
民
主
教
教
団
、
天
常
教
、
天
壌
教
本
院
、
直
霊
教
、
日
月
教
、
日
之
教
、

明
正
教

日
の
本
教



●
扶
桑
教
か
ら
の
独
立

石
鎚
教
、
五
十
鈴
教
、
大
日
の
本
教
、
大
参
天
教
、
金
毘
羅
教
、
神
祖
教
、
誠
誓
教
、
大
道
教
、
天
崇
教
、
天
地
教
（
京
都
）
、
富
士
教
、
富
士
御
法
、
富
士
本
教
、

真
乃
道
教
、
弘
法
宗
弘
法
苑
、
峯
高
稲
荷
大
社
教
、
明
治
教
団

宗
教
の
自
由
競
争
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
戦
後
の
法
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
的
条
件
は
、
そ
れ
を
促
進
す
る
よ
う
な
内

容
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
二
次
大
戦
直
前
の
一
九
三
九
年
に
公
布
さ
れ
翌
四
○
年
に
施
行
さ
れ
た
宗
教
団
体
法
は
、
宗

教
団
体
の
設
立
は
主
務
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
し
ま
し
た
が
、
敗
戦
直
後
の
四
五
年
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
宗
教
法
人
令
で
は
、
宗
教
法

人
の
設
立
は
非
常
に
簡
便
に
な
り
ま
し
た
。
戦
後
の
法
律
の
も
と
で
は
、
「
宗
教
法
人
は
自
由
競
争
し
て
よ
ろ
し
い
」
と
い
う
趣
旨
に
な
っ

（
８
）

て
い
ま
す
。
「
国
が
あ
る
宗
教
だ
け
を
特
別
扱
い
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
」
と
い
う
原
則
で
す
。
む
ろ
ん
、
法
を
犯
せ
ば
話
は
別
で
す
け

れ
ど
も
、
「
国
の
掲
げ
る
目
標
に
合
わ
な
い
か
ら
認
め
ま
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
は
言
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。

政
教
分
離
と
信
教
自
由
の
も
と
で
の
自
由
競
争
は
、
教
派
神
道
に
と
っ
て
は
勢
力
を
大
き
く
そ
が
れ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。
戦
前
は
神
道
教
派
と
い
う
こ
と
で
、
法
的
に
も
社
会
的
に
も
一
定
の
評
価
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
く
く
り
が
戦
後
は

法
的
に
は
意
味
を
持
た
な
く
な
り
ま
し
た
。
む
ろ
ん
歴
史
的
な
展
開
を
述
べ
る
場
合
に
は
、
神
道
教
派
あ
る
い
は
教
派
神
道
と
い
う
概
念

が
有
効
で
す
が
、
実
際
に
宗
教
活
動
を
し
て
い
く
上
で
は
、
か
つ
て
神
道
教
派
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
ほ
と
ん
ど
違
い
を
も
た
ら
し
ま

そ
う
す
る
と
、
神
道
教
派
（
教
派
神
道
）
は
い
か
な
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
も
つ
べ
き
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。
文
化

庁
宗
務
課
で
毎
年
刊
行
し
て
い
ま
す
『
宗
教
年
鑑
』
に
は
、
神
道
系
の
中
に
教
派
神
道
系
と
い
う
小
区
分
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
あ
く

ま
で
歴
史
的
な
経
緯
が
分
か
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
在
の
法
的
な
扱
い
に
実
質
的
に
何
か
区
別
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
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二十一世紀の教派神道

さ
て
、
一
一
十
一
世
紀
に
は
い
り
ま
す
と
、
戦
後
に
急
変
し
た
教
派
神
道
を
包
む
環
境
は
、
も
は
や
大
前
提
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ

て
い
ま
す
。
現
代
社
会
、
現
代
の
文
化
状
況
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
日
本
の
宗
教
が
抱
え
て
い
る
課
題
と
い
っ
た
こ
と

に
、
教
派
神
道
が
ど
う
向
か
い
合
う
の
か
。
こ
う
い
う
問
い
は
、
き
わ
め
て
重
い
響
き
を
も
っ
て
迫
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
歴

史
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
。
教
派
神
道
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
条
件
、
文
化
的
条
件
の
も
と
で
形
成
さ

れ
た
か
を
認
識
し
て
お
く
こ
と
は
、
大
前
提
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
の
踏
襲
だ
け
で
い
い
の
か
、
新
し
い
や
り
方

を
導
入
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
検
討
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

現
代
社
会
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。
恐
ら
く
教
派
神
道
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
包
括
的
に
対
処
す
る
と

い
う
こ
と
は
無
理
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
た
ち
が
今
ま
で
大
事
に
し
て
き
た
こ
と
、
あ
る
い
は
自
分
た
ち
が
本
来
対
処
し
て
き
た
こ
と
を
、

現
代
社
会
で
ど
の
よ
う
な
形
で
活
か
せ
る
の
か
と
い
う
考
え
方
が
、
一
番
自
然
な
の
で
は
な
か
ろ
う
と
か
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。

で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
柄
が
教
派
神
道
の
歴
史
の
中
で
重
視
さ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
は
っ
き
り
指
摘
で
き
る
こ
と
も
い

く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
本
日
は
そ
の
う
ち
の
重
要
と
思
わ
れ
る
一
一
点
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
「
自
然
と
の
向
か
い

合
い
を
大
事
に
す
る
こ
と
」
で
す
。
神
道
に
と
っ
て
、
自
然
と
い
う
の
は
古
代
か
ら
ず
っ
と
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。
自
然
は
一
方
で
大
き

せ
ん
。
こ
う
し
た
変
化
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
は
、
当
事
者
の
方
が
難
し
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
制
度
が
変
わ
っ
た
こ
と
の

本
質
が
何
で
あ
る
か
を
考
え
る
と
い
う
の
は
、
意
外
に
難
し
い
よ
う
で
す
。
世
代
間
に
よ
っ
て
も
受
け
止
め
方
が
異
な
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
辺
は
私
も
興
味
が
あ
る
の
で
す
が
、
ま
だ
十
分
は
調
べ
て
い
ま
せ
ん
。

一
一
一
二
十
一
世
紀
の
課
題
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な
恵
み
を
与
え
て
く
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
他
方
で
は
大
い
な
る
脅
威
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
一
つ
の
側
面
は
、
今
後
も
変

わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
強
く
感
じ
な
が
ら
生
き
る
と
い
う
の
が
、
神
道
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
の
点
を
顧
み
る
こ
と
は
、
近
代
化
へ
の
反
省
と
い
う
視
点
と
も
通
じ
ま
す
。
近
代
化
へ
の
反
省
の
一
つ
は
、
近
代
文
明
と
い
う
も
の

の
パ
ワ
ー
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
自
然
が
持
っ
て
い
た
と
て
つ
も
な
い
力
と
い
う
も
の
を
、
軽
く
見
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
然

破
壊
や
産
業
優
先
一
辺
倒
の
近
代
化
路
線
が
、
と
き
に
自
然
か
ら
の
痛
烈
な
し
っ
ぺ
返
し
を
く
ら
っ
て
い
る
の
は
、
つ
い
最
近
も
目
に
し

た
ば
か
り
で
す
。
東
北
地
方
を
襲
っ
た
大
津
波
に
言
葉
を
失
っ
た
人
は
多
い
で
し
ょ
う
。
天
罰
発
言
な
ど
は
論
外
で
す
が
、
宗
教
家
と
い

え
ど
も
何
を
な
す
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
発
す
べ
き
か
、
己
の
無
力
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
れ
な
か
っ
た
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
と

高
度
成
長
期
以
来
の
社
会
の
急
激
な
変
化
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
自
然
の
力
の
底
知
れ
な
さ
を
失
念
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自

然
の
働
き
、
そ
の
力
に
比
べ
て
の
人
間
の
小
さ
さ
と
い
う
こ
と
は
、
絶
え
ず
言
わ
れ
て
き
て
い
る
の
に
、
つ
い
軽
視
す
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
形
の
反
省
と
い
う
の
は
、
神
道
的
な
立
場
に
限
ら
ず
、
他
の
宗
教
に
お
い
て
も
、
ま
た
一
般
社
会
に
お
い
て
も
、

か
な
り
広
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
自
然
と
の
向
か
い
合
い
を
、
教
派
神
道
な
り
に
考
え
る
と
い
う
の
は
ひ
と
つ

の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
自
然
へ
の
注
目
は
、
社
会
全
体
に
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
最
近
は
少
し
特
殊
な
形
態
が
話
題
を
呼
ん
で
い
ま
す
。
た
だ
し
、

宗
教
関
係
者
に
と
っ
て
諸
手
を
挙
げ
て
賛
成
で
き
る
よ
う
な
こ
と
だ
け
で
は
な
い
と
言
え
ま
す
。
た
と
え
ば
「
山
ガ
ー
ル
ブ
ー
ム
」
と
か

「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
ブ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
現
象
で
す
。
山
や
神
秘
的
な
場
所
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
山
に
登
る
人
、
と
く

に
女
性
が
増
え
て
い
る
の
で
、
山
ガ
ー
ル
と
い
う
言
葉
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
巡
り
を
す
る
人
も
、
こ
れ
ま
た
女
性
が

多
い
の
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
自
然
の
力
へ
の
あ
こ
が
れ
と
か
期
待
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
こ
こ
に
見
え
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
に
特
徴

思
い
ま
す
。
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的
な
こ
と
は
、
神
と
人
と
の
仲
介
役
を
果
た
す
よ
う
な
宗
教
家
や
教
団
が
あ
ま
り
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
個
々
人
が
、

直
接
聖
地
な
り
山
な
り
に
行
っ
て
、
そ
こ
で
自
然
や
パ
ワ
ー
を
感
じ
れ
ば
そ
れ
で
満
足
す
る
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
自
然
に
向
か
い
あ
う
人
間
の
姿
勢
と
言
え
ま
す
。
人
間
の
力
を
大
き
く
超
え
る
よ
う
な
自
然
に
直
接
一
人
ひ
と

り
が
向
か
い
合
っ
て
、
自
分
な
り
の
何
か
を
つ
か
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
、
宗
教
の
歴
史
、
と
く
に
神
道
の
歴
史
に
お
い
て
は
と
て
も

重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
書
店
に
行
く
と
、
最
近
は
神
道
や
仏
教
な
ど
伝
統
的
な
宗
教
に
関
す
る
書
籍
は
増
え
て
い
る
の

が
分
か
り
ま
す
。
実
際
、
そ
れ
ら
を
読
ん
で
参
考
に
し
な
が
ら
各
地
の
神
社
や
お
寺
に
行
く
と
い
う
人
も
増
え
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
こ
と
は
宗
教
家
と
か
、
個
々
の
宗
教
団
体
が
自
分
た
ち
の
考
え
方
や
行
動
に
介
在
し
て
く
る
こ
と
を
、
む
し
ろ
拒
否
す
る
よ
う
な
面

も
あ
る
こ
と
に
気
付
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
目
を
背
け
る
と
、
現
代
の
教
団
が
抱
え
る
問
題
の
い
く
つ
か
を
見
過
ご
す
こ

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
な
ぜ
自
然
と
の
か
か
わ
り
の
際
に
、
宗
教
家
や
宗
教
団
体
が
関
与
し
て
く
る
こ
と
を
拒
否
す
る
よ
う
な
人
が
い

る
か
も
考
え
て
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

教
派
神
道
に
お
い
て
は
、
自
然
へ
の
か
か
わ
り
方
の
代
表
的
な
あ
り
方
と
し
て
山
岳
信
仰
と
い
う
モ
デ
ル
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に

は
、
実
際
に
山
に
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
の
恵
み
と
厳
し
さ
を
身
を
も
っ
て
知
る
た
め
の
装
置
が
蓄
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
岳
信

仰
を
中
心
と
し
な
く
て
も
、
自
然
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
な
い
教
派
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
先
ほ
ど
述
べ

ま
し
た
自
然
に
向
か
い
合
う
と
き
の
一
一
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
恵
み
と
脅
威
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
、
儀
礼
や
教
え
の
場
で

人
々
に
ど
う
伝
え
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
を
あ
ら
た
め
て
各
派
が
考
え
る
こ
と
は
重
要
で
し
ょ
う
。

自
然
を
大
事
に
し
、
敬
い
の
気
持
ち
を
も
つ
と
い
う
の
は
古
く
か
ら
日
本
人
の
態
度
の
中
に
見
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
現
代
に

お
い
て
新
し
い
形
で
広
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
近
代
化
以
降
の
新
し
い
技
術
革
新
と
い
う
の
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
、

わ
れ
わ
れ
も
そ
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
が
自
然
が
突
き
つ
け
る
困
難
の
克
服
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
き
た
こ
と
は
言

1７



う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
は
否
定
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
自
然
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
人
間
の
誇
る
べ
き
技
術

を
あ
っ
と
い
う
問
に
吹
き
飛
ば
す
圧
倒
的
な
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
如
実
に
示
し
た
の
が
今
回
の
大
震
災
で
し
た
し
、
そ
う
し
た

こ
と
は
い
つ
で
も
起
こ
り
得
ま
す
。
脅
威
と
い
う
面
で
い
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
直
径
数
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
唄
石
が
落
ち
て
き
た
ら
、
世
界

は
破
滅
的
状
況
を
迎
え
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
自
然
の
す
ご
さ
は
、
む
し
ろ
し
っ
か
り
正
面
か
ら
と
ら
え
る
。
技
術
が
こ
こ
に
ま
で
至
っ

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
新
し
い
脅
威
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
意
味
で
、
現
代
の
問
題
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
問
題
も
視
野
に
収
め
、
自
然
を
た
だ
抽
象
的
な
意
味
で
使
っ
て
、
そ
れ
を
敬
い
な
さ
い
と

か
、
大
切
に
し
な
さ
い
と
い
う
の
で
は
、
宗
教
家
に
背
を
向
け
が
ち
な
人
々
の
心
に
は
な
か
な
か
届
か
な
い
で
し
ょ
う
。

教
派
神
道
が
関
わ
っ
て
き
た
も
う
一
つ
の
面
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
冠
婚
葬
祭
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
人
間
が
生
ま
れ
、

育
ち
、
死
ん
で
い
く
と
い
う
普
遍
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る
儀
礼
の
問
題
で
す
。
学
術
用
語
と
し
て
は
、
通
過
儀
礼
と
か
人
生
儀
礼
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
生
の
節
目
の
と
き
に
お
い
て
、
そ
の
人
間
の
い
の
ち
の
流
れ
を
再
考
さ
せ
、
社
会
の
な
か
で
の
自
ら

の
立
場
の
変
化
を
自
覚
さ
せ
る
た
め
の
儀
礼
は
ど
の
文
化
に
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
面
に
関
し
て
、
教
派
神
道
は
ど
う
か
か
わ
っ
て
き
た
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
派
神
道
は
神
社
神
道
と
違
い
ま
し
て
、
戦
前
か
ら
神
葬
祭
も
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、

神
道
な
り
の
死
の
解
釈
を
提
示
す
る
機
会
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
葬
儀
の
場
面
に
お
い
て
、
人
々
に
死
の
意
味
を
説
き
、
そ

こ
で
の
神
と
人
と
の
関
係
や
、
あ
る
い
は
こ
の
世
と
あ
の
世
の
関
係
を
ど
う
意
味
づ
け
て
い
く
か
と
い
う
役
割
を
に
な
う
こ
と
が
で
き
る

位
置
に
い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
を
も
っ
と
前
面
に
出
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
し
ま
す
。
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私
は
、
現
代
社
会
の
特
徴
を
示
す
キ
イ
ワ
ー
ド
と
し
て
、
「
情
報
化
」
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
い
う
一
一
つ
の
言
葉
を
常
々
用
い
て
い
ま
す
。

現
代
世
界
に
は
、
非
常
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
変
化
の
過
程
を
「
国
際
化
」
で
は
な
く
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と

い
う
視
点
か
ら
見
て
い
く
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

国
際
的
と
い
う
場
合
に
は
、
国
と
い
う
枠
が
あ
る
こ
と
が
大
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
日
本
と
そ
れ
以
外
の
国
」
と
い
っ
た
よ
う
な

区
分
を
常
に
行
い
ま
す
。
そ
の
上
で
国
と
国
と
の
関
係
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
議
論
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
起
こ
っ

て
い
る
宗
教
の
問
題
は
、
儀
礼
や
そ
の
他
の
問
題
も
含
め
て
、
容
易
に
国
境
を
越
え
た
よ
う
な
地
域
に
波
及
し
て
い
き
ま
す
。
し
ば
し
ば

「
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
」
と
表
現
さ
れ
る
の
が
こ
の
こ
と
で
す
。
人
々
が
抱
え
て
い
る
問
題
が
特
定
の
国
や
文
化
圏
に
限
ら
れ
ず
グ
ロ
ー
バ
ル

に
進
行
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
山
ガ
ー
ル
や
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
話
も
い
た
し
ま
し
た
が
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
マ
ナ
イ

ズ
ム
と
い
っ
た
も
の
も
多
く
の
国
で
再
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
っ
て
遅
れ
た
信
仰
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
こ
う
し
た
現
象
が
、
ボ
ー
ダ
ー

レ
ス
に
相
互
影
響
し
、
多
く
の
地
域
で
同
時
に
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ョ
－
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
が
シ
ャ
ー
マ
ン
に
注
目
し
て
研
究
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
も
シ
ャ
ー
マ
ン
に
な
っ
て
し
ま
う
と
か
、
そ
う
い

う
例
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
人
も
今
ま
で
と
は
違
う
形
で
、
神
道
へ
の
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
異
国
趣
味
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
生
き
方
と
し
て
関
心
を
も
つ
の
で
す
。
日
本
の
宗
教
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
く
、
た
と
え
ば
自
然
を
大
切
に
す

る
宗
教
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、
と
い
う
よ
う
な
関
心
で
す
。
数
年
前
、
ア
ル
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
と
い
う
ア
ラ
ブ
系
の
有
名
な
テ
レ
ビ
局
が

（
９
）

神
道
を
取
材
し
、
放
映
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
制
作
の
手
助
け
を
し
た
の
で
す
が
、
放
映
後
非
常
に
好
評
で
あ
っ
た
と
担
当
者

お
わ
り
に
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か
ら
報
告
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
を
日
本
の
宗
教
が
再
評
価
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
受
け
止
め
方
を
す
る
の
は
、
国
際
化
の
発
想
で
す
。

ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
文
化
ご
と
に
人
を
区
分
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
人
間
が
具
体
的
な
文
化
の
中
で
立
ち
向
か
い
、
解
決
し
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
自
体
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
普
遍
性
が
、
グ
ロ
ー

バ
ル
の
時
代
に
は
、
文
化
を
超
え
て
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
私
は
こ
の
宗
派
と
か
教
派
と
い
う
枠
は
枠
と
し
て
、
も
っ
と
広
く
考
え
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
も
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。
情
報
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
い
る
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
境
界
線
に
つ
い
て
は
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
考
え

る
こ
と
が
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
自
分
た
ち
と
こ
の
派
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
に
も
出
し
て
い
く
と
、
結
局
自
分
た
ち

の
派
だ
け
が
救
わ
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
独
善
的
な
方
向
に
向
か
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
教
派
は
緩
や
か
で
す
、
高
坪
型
で
す
。
そ
れ
は

境
界
線
が
あ
い
ま
い
で
、
柔
軟
性
に
富
ん
で
い
る
。
よ
く
言
え
ば
そ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
ま
す
。
私
は
こ
の
「
よ
く
言
え
ば
」
と
い
う
側

面
を
も
っ
と
積
極
的
に
見
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
は
何
か
と
い
う
と
、
異
な
っ
た
文
化
や
民
族
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
の
問
題
も
常
に
自
分
た
ち
の
問
題
と
し
て
取
り
込
め
る
し
、
「
何
々
教
を
信
じ
て
い
な
い
か
ら
、
君
た
ち
は
仲
間

じ
や
な
い
」
と
い
う
発
想
法
に
な
り
に
く
い
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
文
化
の
人
と
も
手
を
つ
な
ぎ
や
す
い
構
造
と
し
て
と
ら
え
る
方
向
性

死
や
自
然
の
問
題
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
そ
し
て
宗
教
に
と
っ
て
も
最
も
原
初
的
な
問
題
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
呪
術
が
非
常
に
活
躍
す
る

場
で
も
あ
り
ま
す
。
呪
術
的
な
思
考
法
や
行
動
と
い
う
も
の
は
、
か
つ
て
は
近
代
が
乗
り
越
え
た
と
考
え
た
人
も
い
る
ん
で
す
が
、
私
自

身
は
現
状
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
と
捉
え
て
い
ま
す
。
原
初
的
な
も
の
こ
そ
、
根
源
的
な
パ
ワ
ー
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
原
初
的
な

も
の
は
文
化
に
よ
る
調
停
を
し
ば
し
ば
拒
否
し
ま
す
か
ら
、
非
常
に
危
険
な
側
面
も
秘
め
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
原
理
主
義
者
の
中
に
は
、
堕
胎
に
強
く
反
対
し
て
、
「
生
命
が
第
一
に
大
事
で
あ
る
」
と
い
う
「
プ
ロ
ラ
ィ
フ
」

で
す
。
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二十一世紀の教派神道

の
主
張
を
す
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ラ
イ
フ
の
立
場
、
つ
ま
り
生
命
が
大
事
だ
と
い
う
人
た
ち
が
、
堕
胎
を
す
る
医
師
を
射
殺

す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
分
か
り
や
す
い
例
な
の
で
挙
げ
ま
し
た
。
プ
ロ
ラ
イ
フ
と
い
う
の
は
、
女
性
の
意
志

を
尊
重
す
る
「
プ
ロ
チ
ョ
イ
ス
」
に
対
抗
す
る
も
の
で
、
宗
教
的
な
理
念
に
関
係
す
る
一
つ
の
文
化
的
主
張
で
す
。
生
命
を
大
事
に
す
る

と
い
う
の
は
理
性
的
な
主
張
で
す
が
、
自
分
の
敵
対
者
と
思
わ
れ
る
人
を
殺
す
と
い
う
行
動
は
非
常
に
原
初
的
で
す
。
自
分
の
敵
対
者
を

殺
す
こ
と
で
排
除
す
る
と
い
う
行
動
形
態
は
、
人
類
史
の
原
初
か
ら
備
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
人
間
は
宗
教
面
で
非
常
に
理
性

的
な
行
動
や
考
え
方
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
と
き
に
人
間
の
脳
の
奥
深
く
に
潜
ん
で
い
て
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
百
万
年
ぐ
ら
い
の
歴

史
を
持
つ
よ
う
な
衝
動
が
、
そ
れ
を
凌
駕
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
怖
さ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
最
近
注
目
を
集
め
て
い
る
進
化
心
理
学

な
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
見
方
を
し
ま
す
。
そ
う
し
た
原
初
的
な
も
の
は
捨
て
去
れ
る
と
か
、
理
性
で
押
さ
え
込
め
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
力
を
自
覚
し
た
上
で
、
い
か
に
適
切
に
現
代
社
会
に
対
応
さ
せ
て
い
く
の
か
を
考
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
す
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
の
原
初
的
な
感
情
の
処
理
は
、
よ
り
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

時
代
の
変
化
を
意
識
し
つ
つ
も
、
よ
り
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
こ
と
に
教
派
の
方
に
は
力
を
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
。
身
の
回
り
の
生
き
方
に
ど

う
か
か
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
つ
ね
に
考
え
て
い
た
だ
く
と
、
二
十
一
世
紀
の
教
派
神
道
の
課
題
が
見
え
や
す
く
な
る
の
か
な
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

（
１
）
拙
著
『
教
派
神
道
の
形
成
貴
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
）
の
と
く
に
第
一
章
を
参
照
。

（
２
）
香
藤
智
朗
「
松
野
勇
雄
と
皇
典
講
究
所
・
国
畢
院
大
単
」
含
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
報
告
第
兇
集
大
学
史
活
動
大
学
創
立
者

註
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（
３
）
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研

（
４
）
正
式
な
教
派
名
は
「
神
道

と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
。

（
５
）
詳
し
く
は
、
拙
論
「
神
道
大
教
に
み
ら
れ
る
「
神
道
」
の
教
団
化
過
程
」
（
『
神
道
宗
教
」
一
九
九
・
一
一
○
○
、
一
一
○
○
五
年
）
を
参
照
。

（
６
）
蓮
門
教
の
事
件
に
関
し
て
は
、
奥
武
則
『
蓮
門
教
衰
亡
記
」
（
現
代
企
画
室
、
一
九
九
六
年
）
、
お
よ
び
拙
著
「
新
宗
教
の
解
読
（
増

補
版
）
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。

（
７
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
宗
教
教
育
資
料
集
』
（
す
ず
き
出
版
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

（
８
）
一
九
九
五
年
に
初
め
て
宗
教
法
人
法
が
改
正
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
あ
と
、
宗
教
法

人
の
所
轄
庁
の
監
督
の
あ
り
方
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。

（
９
）
二
○
○
六
年
に
放
映
さ
れ
た
も
の
で
十
数
分
の
番
組
で
あ
る
。

を
め
ぐ
っ
て
」
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、
二
○
一
○
年
）
参
照
。

Ｊ
）
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
事
典
」
（
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年
）
の
「
教
派
神
道
」
の
項
目
参
照
。

誰
）
正
式
な
教
派
名
は
「
神
道
」
で
あ
る
が
、
一
般
用
語
と
し
て
の
神
道
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
通
常
は
事
務
局
の
あ
っ
た
「
神
道
本
局
」

付
記
本
稿
は
平
成
一
一
十
四
年
六
月
五
日
（
火
）
に
国
畢
院
大
単
で
開
催
さ
れ
た
「
神
道
六
教
派
特
立
百
三
十
年
記
念
公
開
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
」
に
お
け
る
基
調
講
演
の
内
容
を
も
と
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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2３

「
北
海
道
の
名
付
け
親
」
と
し
て
知
ら
れ
る
松
浦
武
四
郎
（
一
八
一
八
‐
一
八
八
八
）
は
、
文
化
一
五
（
一
八
一
八
）
年
二
月
六
日
、
紀
州

藩
領
の
伊
勢
国
一
志
郡
雲
出
川
南
岸
須
川
村
（
現
三
重
県
松
阪
市
小
野
江
）
に
紀
州
藩
郷
士
松
浦
桂
介
時
春
の
末
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
名

ひ
ろ
む

は
弘
、
幼
名
は
竹
四
郎
、
一
一
一
一
歳
か
ら
津
藩
の
儒
者
で
あ
る
平
松
楽
斎
（
一
七
九
一
一
，
一
八
五
一
一
）
の
私
塾
で
学
び
一
六
歳
で
江
戸
に
家
出

し
た
後
、
一
七
歳
か
ら
二
六
歳
に
至
る
一
○
年
を
諸
国
放
浪
に
費
や
し
た
。
長
崎
で
ロ
シ
ア
の
南
下
を
耳
に
し
て
以
来
、
そ
の
眼
差
し
は

蝦
夷
地
に
注
が
れ
、
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
よ
り
彼
の
地
を
目
指
し
、
翌
年
そ
の
志
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
私
人
と
し
て
三
回
、

幕
府
雇
い
と
し
て
一
一
一
回
の
蝦
夷
地
調
査
を
敢
行
し
、
嘉
永
一
一
一
（
一
八
五
○
）
年
の
『
初
航
蝦
夷
日
誌
』
全
一
一
一
冊
を
皮
切
り
に
蝦
夷
地
を
紹

（
１
）

介
す
る
多
数
の
紀
行
類
を
出
版
、
名
実
共
に
武
四
郎
の
名
は
広
く
世
に
知
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
中
で
も
安
政
五
（
一
八
五
九
）
年
に
刊
行
ざ

、
は
じ
め
に

明
治
前
期
に
お
け
る
好
古
家
の
実
相

松
浦
武
四
郎
と
柏
木
貨
一
郎
の
士
偶
人
の
周
旋
を
め
ぐ
っ
て
１

内
川
隆
志
・
宇
野
淳
子

園畢院大聖研究開発推進機構紀要第５号平成25年３月



れ
た
『
東
西
蝦
夷
山
川
地
理
取
調
図
』
二
八
巻
は
、
二
七
九
名
に
及
ぶ
ア
イ
ヌ
の
協
力
を
得
て
、
蝦
夷
地
の
内
陸
ま
で
く
ま
な
く
踏
査
し

た
地
勢
図
で
、
後
の
北
海
道
の
国
郡
名
選
定
に
反
映
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
価
値
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
は

政
府
か
ら
正
式
に
蝦
夷
開
拓
御
用
掛
、
開
拓
判
官
の
命
を
受
け
開
拓
大
主
典
の
要
職
に
就
く
も
、
翌
明
治
三
（
一
八
七
○
）
年
に
は
、
利
権

（
２
）

を
手
放
さ
な
い
松
前
藩
へ
の
不
満
と
場
所
請
負
制
度
の
色
濃
く
残
っ
た
開
拓
使
内
部
の
腐
敗
を
理
由
に
職
を
辞
し
た
。
後
の
人
生
は
明
治

（
３
）

四
（
一
八
七
一
）
年
の
大
学
南
校
物
産
会
に
北
海
道
産
の
化
石
や
考
古
遺
物
を
出
口
叩
す
る
な
ど
少
年
期
よ
り
興
味
を
注
い
で
き
た
古
物
蒐
集

に
没
頭
し
、
数
多
の
好
古
家
達
と
の
交
流
を
も
っ
て
蒐
集
と
研
究
に
明
け
暮
れ
た
の
で
あ
る
。
『
擢
雲
除
興
」
首
巻
（
明
治
十
年
刊
行
）
、
『
擢

雲
除
興
」
二
集
（
明
治
十
五
年
刊
行
）
の
一
一
著
は
、
そ
の
集
大
成
と
言
え
る
。

北
方
探
検
家
と
し
て
の
松
浦
武
四
郎
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
に
膨
大
な
研
究
が
知
ら
れ
る
も
の
の
、
近
代
に
お
け
る
古
物
蒐
集
と
い
う
観

点
で
「
好
古
家
松
浦
武
四
郎
」
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
は
少
な
く
、
一
部
そ
の
片
鱗
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
ミ
ス
に

（
４
）

よ
る
武
四
郎
の
書
斎
「
一
畳
敷
」
の
研
究
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
平
成
一
六
（
一
一
○
○
四
）
年
北
海
道
開
拓
記
念
館
で
開
催
さ
れ
た
「
松
浦

（
５
）

武
四
郎
時
代
と
人
び
と
」
展
、
平
成
一
一
○
（
一
一
○
○
八
）
年
に
、
松
浦
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
重
要
文
化
財
指
定
物
件
の
展
示
が
松
浦
武
四

郎
記
念
館
で
恒
常
化
し
て
以
降
、
俄
然
注
目
さ
れ
て
き
た
部
分
で
も
あ
る
。
近
年
で
は
、
根
岸
武
香
と
の
関
係
書
簡
類
を
分
析
し
た
三
浦

（
６
）
（
７
）

泰
之
の
研
究
や
松
浦
の
蒐
集
品
を
分
析
し
た
山
本
命
の
研
究
な
ど
が
主
な
も
の
で
あ
る
。

柏
木
貨
一
郎
（
一
八
四
一
’
一
八
九
八
幼
名
排
吉
、
諒
は
政
矩
、
号
は
探
古
斎
）
は
、
日
本
建
築
家
と
し
て
、
ま
た
明
治
五
（
一
八
七
二
）

年
の
壬
申
検
査
に
随
行
す
る
な
ど
、
町
田
久
成
（
一
八
三
八
‐
一
八
九
七
）
ら
と
共
に
明
治
初
期
の
博
物
館
行
政
に
従
事
し
た
人
物
と
し
て

知
ら
れ
る
。
明
治
一
○
（
一
八
七
七
）
年
に
松
浦
の
著
し
た
「
擬
雲
除
興
』
首
巻
の
作
図
者
の
一
人
で
あ
り
、
松
浦
と
共
に
同
時
代
を
代
表

す
る
好
古
家
と
し
て
、
国
宝
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
旧
蔵
者
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
柏
木
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
主
に
建
築
史
学
の

（
８
）

（
９
）

立
場
か
ら
論
じ
た
大
川
一
二
雄
の
論
考
や
益
田
孝
（
一
八
四
八
‐
一
九
一
一
一
八
）
と
の
関
係
を
論
じ
た
鈴
木
邦
夫
の
考
察
、
さ
ら
に
益
田
と
柏
木

2４
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（
ご
松
浦
と
柏
木
の
物
産
会
・
博
覧
会
へ
の
出
品

文
化
五
年
（
一
八
一
八
）
生
ま
れ
の
松
浦
と
天
保
一
一
一
（
一
八
四
一
）
年
生
ま
れ
の
柏
木
と
の
年
齢
差
は
二
一
一
一
歳
で
あ
り
、
松
浦
は
柏
木
の
誕

生
年
に
は
、
九
州
の
漂
泊
途
上
大
病
を
患
っ
て
土
地
の
人
情
に
触
れ
、
長
崎
平
戸
の
宝
曲
寺
の
住
職
と
な
っ
て
い
た
。
柏
木
の
古
物
へ
の

興
味
が
い
つ
頃
に
遡
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
慶
応
一
一
（
一
八
六
六
）
年
に
著
し
た
『
高
坪
考
冨
集
古
印
史
』
（
図
１
）
な
ど
の
完
成
度

か
ら
推
定
し
て
も
二
五
歳
に
し
て
確
か
な
観
察
眼
と
考
証
力
、
作
図
の
技
量
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

二
人
の
名
前
が
文
献
に
併
記
さ
れ
る
初
出
は
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
招
魂
社
境
内
の
兵
部
省
管
轄
の
建
物
で
開
催
さ
れ
た
大
学
南

（
Ⅱ
）

校
主
催
の
物
産
会
の
出
口
叩
目
録
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
松
浦
は
、
松
浦
弘
の
名
で
鑑
物
門
化
石
之
部
に
「
一
石
螺
北
海
道
浦
川
産

鶏
鵡
螺
一
種
巨
大
者
右
松
浦
弘
出
品
」
、
古
物
之
部
に
「
一
雷
斧
砥
一
雷
斧
砥
一
未
成
雷
斧
右
三
品
北
海
道
於
箱
詰

所
堀
出
ニ
シ
テ
松
浦
弘
彼
地
遊
歴
ノ
時
之
ヲ
得
タ
リ
砥
ハ
其
石
質
灰
色
形
楕
円
ニ
シ
テ
長
サ
ー
尺
五
寸
幅
一
尺
一
寸
厚
サ
三
寸
半
其
面
二

を
担
当
し
て
い
る
。

（
皿
）

の
関
係
を
精
査
１
」
た
山
口
昌
男
の
研
究
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
内
川
隆
志
が
研
究
代
表
者
と
し
て
助
成
を
う
け
て
い
る
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
（
Ｃ
）
（
課
題
番
号
二
一
一
一
六
○
一
○
○
九
、

研
究
課
題
名
「
博
物
館
に
お
け
る
人
文
資
料
形
成
史
の
研
究
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
松
浦
武
四
郎
旧
蔵
資
料
の
研
究
と
公
開
」
、
研
究
機
関
》

園
畢
院
大
畢
）
の
成
果
の
一
部
と
し
て
、
松
浦
武
四
郎
と
柏
木
貨
一
郎
の
古
物
を
巡
る
交
流
の
一
端
に
つ
い
て
作
業
協
力
者
の
宇
野
淳
子

と
共
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
宇
野
は
、
本
文
中
、
武
蔵
の
好
古
家
根
岸
家
関
連
文
書
調
査
に
関
し
て
、
史
料
蒐
集
と
分
析

、
松
浦
武
四
郎
と
柏
木
貨
一
郎
の
か
か
わ
り

明治前期における好古家の実相
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2７

縦
一
一
長
ク
凹
ナ
ル
筋
四
条
ア
リ
是
天
然
二
非
ス
物
ヲ
研
磨
セ
シ
痕
ナ
リ
鋸
ハ
薄
キ
平
一
局
ナ
ル
石
片
ニ
シ
テ
其
一
端
二
物
ヲ
研
リ
蔵
ル
ノ
用

ト
ナ
セ
シ
ト
想
ハ
ル
、
痕
ア
リ
雷
斧
ノ
未
ダ
全
成
セ
ザ
ル
者
ト
彼
是
参
考
シ
テ
此
石
ハ
皆
雷
斧
ヲ
造
ル
ー
用
シ
コ
ト
ヲ
証
ス
ー
石
碧

モ
ン
ベ
ッ
石
ニ
テ
造
ル
者
右
松
浦
弘
出
品
」
と
あ
る
。
柏
木
は
、
同
じ
く
鍍
物
門
化
石
之
部
に
「
一
魚
歯
化
石
右
柏
木
政
矩
出

品
」
、
古
物
之
部
に
．
勾
玉
雷
斧
石
碧
石
釦
類
九
十
六
品
右
柏
木
政
矩
出
品
」
と
あ
る
。
関
西
大
学
博
物
館
に
は
、
こ
の
時
の
出

品
物
四
九
点
を
柏
木
自
ら
が
図
化
し
た
『
石
器
篇
図
』
が
寄
託
資
料
と
し
て
収
蔵
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
そ
の
内
一
七
点
の
石
器
が
同
館

（
吃
）

所
蔵
の
本
山
彦
一
資
料
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
物
産
会
出
口
叩
目
録
に
は
、
彼
ら
の
他
に
主
催
者

側
の
町
田
久
成
（
一
八
一
一
一
八
，
一
八
九
七
）
、
田
中
芳
男
（
一
八
三
八
‐
一
九
一
六
）
や
町
田
の
片
腕
と
し
て
活
躍
し
た
姥
川
式
胤
（
一
八
一
一
一
五

（
週
）

‐
一
八
八
一
一
）
な
ど
、
当
時
を
代
表
す
る
数
多
の
好
古
家
達
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
姥
川
は
、
古
物
之
部
に
「
壷
田
斧

一
一
品
」
な
ど
一
一
一
六
点
に
及
ぶ
品
を
出
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
一
部
は
松
浦
、
柏
木
と
も
交
流
の
あ
っ
た
根
岸
友
山
（
一
八
一
○
‐

（
Ｍ
）

一
八
九
○
）
が
姥
川
に
譲
渡
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
松
浦
と
柏
木
は
、
福
田
敬
業
（
鳴
鴬
）
（
一
八
一
七
‐

一
八
九
四
）
、
長
井
十
足
（
一
八
一
一
一
一
‐
一
八
九
一
一
）
、
永
井
体
一
一
一
、
樋
口
光
義
、
市
川
得
庵
（
一
八
一
一
一
四
‐
一
九
二
○
）
、
板
橋
貴
雄
ら
と

共
に
同
年
一
○
月
一
日
よ
り
湯
島
大
成
殿
で
開
催
予
定
の
博
覧
会
（
経
済
的
理
由
で
中
止
）
の
幹
事
を
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
。
翌
明
治
五

（
喝
）

年
の
文
部
省
博
覧
会
出
口
叩
目
録
草
稿
に
は
、
松
浦
の
出
陳
品
と
し
て
「
一
未
成
雷
斧
一
箇
一
雷
斧
鋸
一
箇
一
雷
斧
砥
右

三
品
北
海
道
所
堀
出
一
箇
右
松
浦
弘
」
「
一
古
銭
廿
八
品
右
松
浦
武
四
郎
」
「
一
成
豊
重
費
九
品
右
松
浦
弘
」
が
記

さ
れ
、
柏
木
は
、
「
一
雷
斧
ニ
ッ
連
者
（
朱
文
）
雷
斧
ノ
造
り
懸
ケ
ニ
テ
ー
箇
一
雷
斧
鋸
右
柏
木
政
矩
」
「
一
播
磨
園
極

楽
寺
瓦
経
井
願
文
三
枚
右
柏
木
政
矩
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
明
治
六
（
一
八
七
一
一
一
）
年
の
文
部
省
博
覧
会
の
松
浦
の
出
陳
品
と
し
て
「
一

古
瓦
六
松
浦
武
四
郎
」
「
一
興
福
寺
瓦
硯
一
面
同
」
、
柏
木
は
、
「
一
古
代
櫛
八
枚
柏
木
政
矩
」
．
播
磨
極
楽
寺
経

（
肥
）

瓦
一
一
柏
木
政
矩
」
と
あ
り
、
一
一
人
が
名
を
連
ね
て
博
覧
会
に
出
品
す
る
の
は
こ
の
一
一
一
回
の
み
で
あ
る
。

明治前期における好古家の実相



（
二
）
松
浦
・
柏
木
・
根
岸
①
土
偶
人
周
旋
に
係
る
研
究
史
の
確
認

古
物
を
め
ぐ
る
二
人
の
交
流
は
、
武
蔵
の
好
古
家
根
岸
武
香
（
一
八
三
九
，
一
九
○
一
一
）
と
の
関
連
で
明
ら
か
に
で
き
る
。
根
岸
武
香
は
、

先
に
蟻
川
式
胤
と
の
関
係
で
記
し
た
根
岸
友
山
の
次
男
と
し
て
武
蔵
国
大
里
郡
胃
山
村
（
現
埼
玉
県
熊
谷
市
青
山
）
の
素
封
家
に
生
ま
れ

た
。
家
督
相
続
の
後
、
維
新
後
は
大
宮
県
大
総
代
名
主
を
皮
切
り
に
浦
和
県
第
十
四
区
戸
長
な
ど
を
務
め
、
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
に

埼
玉
県
会
議
員
と
な
り
、
明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
に
は
貴
族
院
議
員
に
選
出
さ
れ
る
な
ど
中
央
政
界
で
活
躍
す
る
一
方
、
明
治
一
○

（
一
八
八
七
）
年
に
吉
見
町
の
黒
岩
横
穴
群
を
発
掘
し
、
一
六
基
の
横
穴
墓
を
開
口
さ
せ
る
な
ど
好
古
家
と
し
て
も
特
筆
す
べ
き
業
績
を
残

（
Ⅳ
）

し
た
人
物
で
あ
る
。
明
治
一
五
（
一
八
八
一
一
）
年
に
は
Ｅ
、
Ｓ
・
モ
ー
ス
（
一
八
一
一
一
八
‐
一
九
一
一
五
）
が
同
家
を
訪
れ
る
な
ど
中
央
の
人
脈
に

（
略
）

も
太
い
も
の
が
あ
っ
た
。
自
宅
に
は
「
蒐
古
社
」
と
称
す
る
「
古
器
物
陳
列
室
」
を
開
設
す
る
な
ど
、
考
古
学
へ
の
熱
意
は
並
々
な
ら
ぬ

も
の
で
、
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
に
東
京
人
類
学
会
に
入
会
し
て
か
ら
は
、
本
格
的
に
そ
の
世
界
に
傾
倒
し
た
。

松
浦
と
の
交
流
は
武
香
が
所
持
す
る
「
士
偶
人
」
の
周
旋
を
め
ぐ
っ
て
幾
つ
か
の
文
書
が
知
ら
れ
て
い
る
。
埼
玉
県
立
文
書
館
に
寄
託

（
田
）

（
釦
）

さ
れ
て
い
る
根
岸
家
文
書
に
は
、
一
一
人
が
交
わ
し
た
五
通
の
書
簡
が
含
ま
れ
て
お
り
、
一
一
一
浦
泰
之
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
明
治
八

年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
松
浦
が
武
香
に
宛
て
た
書
簡
四
点
は
、
武
香
が
熱
中
し
て
い
た
「
古
金
銀
」
の
斡
旋
を
め
ぐ
る
話
題
が
中
心
と
な
っ

て
い
る
が
、
各
所
に
武
香
の
所
有
す
る
「
士
偶
人
」
に
関
す
る
記
載
が
見
受
け
ら
れ
る
。
明
治
八
（
一
八
八
五
）
年
一
二
月
八
日
付
の
書
簡

（
根
岸
家
文
書
四
六
四
七
〔
古
金
銀
外
売
買
一
一
付
書
状
〕
）
に
は
、

士
偶
人
所
持
人
有
之
候
由
、
是
者
何
卒
拙
者
へ
御
周
旋
願
上
度
、
何
卒
御
聞
済
被

下
候
、
と
に
か
く
向
の
申
直
段
一
一
而
一
寸
御
か
り
受
御
遣
し
願
候
、
大
て
ゐ
の
事

な
ら
は
頂
戴
仕
候
、
凡
何
程
一
一
申
、
私
共
直
段
相
附
御
取
入
二
成
候
後
、
外
へ
御

2８



2９

と
あ
り
、
冒
頭
に
「
士
偶
人
」
の
周
旋
を
懇
願
し
、
最
後
に
既
に
柏
木
（
柏
木
貨
一
郎
）
が
一
つ
所
持
し
て
い
る
の
で
一
つ
は
私
（
松
浦
）

へ
と
念
押
し
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
土
偶
人
」
を
周
旋
す
る
書
状
は
、
同
年
一
一
一
月
一
三
日
付
（
根
岸
家
文
書
四
六
五
一
〔
古
金
銀

外
売
買
二
付
書
状
〕
）
、
同
一
一
一
月
一
一
一
日
付
（
根
岸
家
文
書
四
六
四
三
〔
古
金
銀
外
売
買
二
付
書
状
〕
）
、
な
ど
計
四
通
に
及
び
、
必
ず
引

き
合
い
に
柏
木
を
出
し
て
は
対
抗
意
識
を
表
出
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
実
際
、
柏
木
は
武
香
か
ら
前
年
に
直
接
「
土
偶
人
」
を

（
副
）

譲
り
受
け
て
い
た
事
実
と
、
さ
ら
に
重
ね
て
周
旋
を
依
頼
す
る
同
年
一
一
一
月
一
一
日
付
け
の
以
下
の
書
簡
も
知
ら
れ
て
い
る
。

土
偶
人
云
々
御
報
知
被
下
有
か
た
く
奉
存
候
、
右
慣
は
首
手

足
共
全
鉢
の
物
に
て
少
も
損
じ
無
之
候
は
ぎ
五
回
よ
り
六
七
回

位
の
も
の
は
可
有
之
と
存
候
も
し
先
年
尊
家
よ
り
相
願
候
土
偶

の
如
く
手
足
等
損
失
致
候
は
蜜
二
目
位
の
物
歎
小
生
蔵
品
の
物

よ
り
損
甚
し
く
は
一
目
位
よ
り
一
回
二
分
位
と
存
候
其
位
に
て

持
主
責
携
は
雰
小
生
え
御
周
旋
被
下
度
奉
存
候
男
女
共
一
封
に

相
成
候
は
雰
別
而
面
白
く
且
其
品
も
尊
く
相
成
候
但
し
右
金
高

根
岸
武
香
様

十
二
月
八
日

遣
し
一
一
相
成
候
様
の
事
二
而
者
困
り
申
候
間
、
申
上
兼
候
、
柏
木
者
最
早
一
シ

所
持
仕
候
事
故
、
一
シ
は
私
へ
御
周
旋
願
上
度
、
代
料
者
随
分
き
は
り
申
候
、
呉
々

も
早
々
御
買
受
御
廻
し
方
願
上
候
、
先
者
早
々
謹
言
、

松
浦
武
四
郎

明治前期における好古家の実相



こ
れ
ら
の
書
簡
（
松
浦
一
一
一
月
八
日
付
・
柏
木
一
一
一
月
一
一
日
付
）
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
日
本
公
使
館
通
訳
と
し

て
来
日
し
て
い
た
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
（
一
八
五
一
一
，
一
九
○
八
）
が
開
催
し
た
古
物
展
覧
会
に
つ
い
て
も
言
及
し
、

松
浦
の
書
状
に
は
、
柏
木
の
他
に
樋
口
（
樋
口
光
義
か
）
、
福
田
（
福
田
鳴
鴬
）
、
姥
川
（
姥
川
式
胤
）
等
の
参
加
者
と
盛
会
の
様
子
が
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
一
一
一
月
一
一
一
日
付
の
書
状
に
は
、
松
浦
自
身
が
毎
月
一
一
一
日
に
開
催
し
て
い
た
「
尚
古
会
」
の
話
題
も
記
さ
れ
、
柏
木
、

福
田
（
福
田
鳴
鴬
）
、
姥
川
（
姥
川
式
胤
）
、
横
山
（
横
山
由
清
）
の
名
が
見
え
る
。

さ
て
、
件
の
「
土
偶
人
」
周
旋
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、
明
治
九
（
一
八
八
六
）
年
八
月
一
二
日
付
の
武
香
宛
て
の
書
簡
（
根
岸
家
文
書

五
○
五
七
〔
渇
水
よ
り
雨
・
嵐
・
古
金
銀
の
値
段
、
当
方
の
古
物
追
々
流
行
外
二
付
書
状
〕
）
に
、

当
方
古
物
追
々
流
行
、
其
後
士
偶
人
一
シ
も
出
不
申
候
、
小
生
之
品
を
大
一
一
浦
山
敷
思
ひ
候
由
、
是
者
当
府
第
一
等
の
土
偶
人
と

の
外
暇
箱
並
運
送
入
費
は
差
出
可
申
候
〈
凡
二
百
疋
位
歎
〉

こ
の
書
状
篤
よ
り
可
申
上
の
所
金
位
云
々
の
論
と
且
営
月
六

日
シ
イ
ボ
ル
ト
と
申
外
国
人
古
物
曾
を
催
し
候
事
に
付
周
旋
仕

其
ゆ
へ
大
延
引
之
段
奉
恐
入
候
右
曾
の
震
告
並
に
其
節
濁
逸
人

の
出
品
に
て
ボ
ル
ネ
ヲ
島
の
土
人
今
日
相
用
候
雷
斧
石
の
園
二

葉
奉
差
上
候
御
一
笑
可
被
下
候
営
日
出
品
は
盛
な
る
事
に
而
名

品
も
鯵
し
く
出
申
候
除
者
後
便
奉
申
上
候
。
早
々
頓
首

十
二
月
十
一
日

柏
木
貨
一
郎
拝

根
岸
武
香
様

申
事
二
御
座
候

3０



明治前期における好古家の実相

（
三
）
松
浦
・
柏
木
・
根
岸
②
土
偶
人
周
旋
に
係
る
新
出
史
料
の
分
析

（
理
）

静
嘉
堂
文
庫
の
松
浦
資
料
に
は
「
上
刀
鎮
鍍
ハ
道
義
持
参
之
事
」
と
記
さ
れ
た
刀
子
と
鉄
錐
そ
の
も
の
が
武
香
の
書
簡
と
共
に
収
蔵
さ

れ
て
い
る
（
図
２
）
。
包
紙
に
は
「
大
谷
村
字
塚
山
ニ
テ
掘
出
ス
短
刀
鉄
錐
松
浦
先
生
根
岸
武
香
明
治
九
年
一
月
七
日
」
と
記
さ
れ
、

図
入
り
の
書
状
に
は
「
明
治
九
年
一
月
三
日
本
区
比
企
郡
大
谷
村
字
塚
山
ヲ
掘
テ
出
ル
所
ノ
土
偶
人
ノ
図
」
と
し
て
、
一
一
体
の
人
物
埴
輪

が
描
か
れ
て
い
る
。
埴
輪
の
説
明
と
し
て
、
「
耳
ハ
落
テ
環
ノ
ミ
残
ル
」
、
「
腰
ョ
リ
下
欠
タ
リ
」
お
そ
ら
く
人
物
埴
輪
の
円
筒
部
と
考
え

ら
れ
る
絵
に
は
、
「
如
図
無
底
ノ
壷
ア
リ
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
も
う
一
体
の
人
物
埴
輪
の
説
明
書
き
と
し
て
、
「
手
ノ
中
二
如
此
緒
ニ
テ

結
ヘ
ル
形
チ
有
り
」
、
「
木
ノ
根
ニ
テ
体
ハ
微
塵
一
一
段
チ
タ
リ
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、

右
は
予
テ
去
月
奉
申
上
候
通
り
区
内
大
谷
村
士
偶
人
ヲ
掘
セ
シ
地
一
一
一
月
二
日
人
足
五
六
人

引
卒
士
ヲ
堀
リ
候
得
共
何
分
不
見
当
猶
一
一
一
日
一
一
塚
ノ
廻
ヲ
掘
候
処
一
一
一
四
躯
掘
出
シ
候
得
共

何
レ
モ
木
ノ
根
ニ
テ
破
り
〈
木
ノ
根
始
ハ
サ
シ
コ
ミ
シ
細
根
モ
年
々
ニ
フ
ト
リ
大
根
ト
成
ル
ー
一
随
上
終
陶
器
ヲ
破
候
也
〉
全
体

ハ
ー
躯
モ
ナ
シ
漸
ク
前
図
ノ
如
キ

〈
総
テ
目
方
一
一
〆
八
百
匁
〉
松
山
ヨ
リ
川
越
船
へ
積
ル
、
上
刀
、
錬
鍍
ハ
道
義
持
参
ノ
コ
ト

と
あ
り
、
明
治
九
年
一
月
一
六
日
に
実
際
に
武
香
が
「
土
偶
人
」
を
贈
っ
た
日
付
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
武
香
よ
り
贈
ら
れ
た
「
土
偶
人
」
に
満
足
す
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
明
治
九
年
千
秋
日
誌
賃
埼
玉
県
立
文

書
館
収
蔵
林
家
文
書
七
五
三
七
）
に
は
、

十
六
日
曇
松
浦
へ
土
偶
人
ヲ
贈
ル
男
首
〈
附
欠
〉
同
左
腕
三
、
同
右
腕
一
一
一
、
女
首
〈
雷
付
〉
一
、
同
左
右
腕
一
一
、
壷
一
一
一
、
同

大
一

3１



（
羽
）

と
記
さ
れ
、
松
浦
に
贈
る
九
日
前
の
一
月
一
二
日
に
掘
出
し
た
「
土
偶
人
」
の
速
報
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
明
治
九
年
千
秋
日
誌
』

一
月
八
日
条
に
は
、
「
松
浦
へ
書
状
ヲ
出
ス
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
書
簡
は
、
こ
の
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
記

さ
れ
た
「
士
偶
人
」
と
短
刀
・
鉄
鍍
は
、
武
香
が
『
明
治
九
年
千
秋
日
誌
」
に
記
さ
れ
た
と
お
り
、
一
月
一
六
日
に
松
浦
に
贈
っ
た
も

の
で
あ
り
、
「
上
刀
銭
鍍
ハ
道
義
持
参
之
事
」
と
あ
る
よ
う
に
恐
ら
く
別
便
で
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

鉄
錐
は
、
長
頚
片
箭
式
の
鉄
雛
で
、
頚
部
下
が
欠
失
し
、
頚
上
部
で
一
一
つ
に
折
れ
て
い
る
。
残
存
長
は
、
一
一
・
七
ｍ
で
、
錐
身
部
分

の
長
さ
は
、
一
・
一
叫
幅
は
一
・
○
ｍ
と
非
常
に
小
形
で
あ
る
。
頚
部
の
断
面
は
正
方
形
で
、
厚
さ
は
○
・
五
ｍ
で
あ
る
。
重
量
は

一
○
・
○
ｇ
で
あ
る
。
鎌
身
の
形
状
と
サ
イ
ズ
か
ら
、
Ｔ
Ｋ
一
二
七
段
階
後
半
期
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
七
世
紀
中
頃
の
製
作
と

考
え
ら
れ
る
。
刀
子
は
、
切
先
で
一
一
つ
に
折
れ
、
さ
ら
に
先
端
部
は
欠
失
し
て
い
る
た
め
全
長
は
不
明
で
あ
る
。
残
存
長
は
、
一
八
・
七

ｍ
で
、
幅
は
一
・
七
ｍ
、
茎
部
の
長
さ
は
一
一
・
六
ｍ
、
幅
は
一
・
一
ｍ
で
あ
る
。
刃
部
の
断
面
は
細
一
一
一
角
形
で
背
の
幅
は
○
・
六
ｍ
で
、

重
量
は
四
一
一
一
・
七
ｇ
で
あ
る
。
形
態
的
な
特
徴
と
し
て
は
、
全
長
、
刀
身
長
が
長
い
こ
と
に
比
し
て
、
茎
長
が
極
め
て
短
い
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
共
伴
遺
物
で
あ
る
錐
の
年
代
か
ら
、
Ｔ
Ｋ
一
二
七
段
階
前
後
と
比
定
し
て
お
く
。

明
治
一
○
（
一
八
八
七
）
年
刊
行
の
『
擢
雲
余
興
』
首
巻
に
は
、
「
武
州
比
企
郡
大
谷
村
堀
出
埴
輪
物
」
と
し
て
河
鍋
暁
斎
（
一
八
三
一
‐

首
モ
胴
モ
手
モ
離
し
／
、
ノ
品
一
一
躯
見
出
シ
候
尤
頭
ノ
様
子
余
ホ
ト
奇
品
一
一
御
坐
候
此
段
不
取
敢

申
上
候
右
御
送
り
可
申
哉
御
問
合
申
上
候
凡
土
偶
人
ニ
ハ
全
体
ハ
有
之
間
敷
ト
奉
存
候
矢
ノ
根
小
刀
ナ
ド

堀
出
シ
申
候
猶
又
来
月
頃
ハ
堀
度
候
得
共
当
ノ
無
キ
仕
事
〈
魚
ヲ
釣
ル
如
ク
〉
ニ
テ
人
足
ハ
多
分
二
掛
り

容
易
ニ
ハ
掛
り
兼
候
阿
々

一
月
七
日
夜
認

松
浦
君

根
岸
武
香
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明治前期における好古家の実相

引
毒
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山
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ｉ
糾
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訓
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山
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肌
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Ｉ
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ｌ
ｉ
１
１
１

吋
ご
蕊
拙
撚
襲
溌
鑑
蕊
感
擢
灘
蝋
無
洲

・
脅
病
迄
＃
通
舜
睦
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晶
二
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現
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し
。
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魂
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琴
震
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兵
僅
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意
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１
尭
右
錫
島
ノ
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４
６
勾
今
＃
乞
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私
人
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冬
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ハ
？
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ｊ
９
３
り
災
森
劣
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掘

４
－
ナ

雄
歩
Ｌ
７
、
率
〈
卒
β
け
恥
嘘
便
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鋤
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〃
袋
↑
浜
＃
糠
重
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ァ
定
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毒
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塔
晶
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ハ
神
，
砦
ぞ
弱
、

塚
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”
，
：
．
：
Ｉ
．
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ｊ

‐
一
月
ャ
珍
亀

詔
湯
盛
斑

湖
字
文

村
堂

陥
需

荊
約
閃

ご
け
．
・
寺
』
▲

舞
‐
》

、
■
ロ
蕗
１

即
明
両
形
札
今
斗
一
β
脚
三
負
”
孝
一
喧
〆
歴
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『
，
泥
を
締
一
”
わ
／
潟
山
守
／
稚
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も
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苧
も
↑
琢
弼
；
姥
〈
・
｛
齢
今
バ
ロ
１

訟
訊
Ⅵ
Ｍ
Ｕ
儲
仰
』
》
叶
剛
剛
郵
。
冒
烈
角
鐸

ネ
ノ
紙
．
●
・
塘
〆
繊
屠
、
歩
今
γ
１

柄
》
図
“
叩
馴
叩
、
郡
一
再
叩
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一
一
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畑
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ｆ
’
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黄
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７
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世
●
州
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大
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．
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１
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；
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バ
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；
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才
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．

手
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＃
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；
４
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今
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γ
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１
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．
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酬
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３
世
、
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ｉ
ぞ
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、
拾
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少
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へ
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喉
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．
‐
ィ
！
？
／
ｊ
出
１
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ラ
マ
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；
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．
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．
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捲
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謝
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．
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喚
ｌ
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ｉ
ｆ
筆
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鰭
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と
乎
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態
＃
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ず
い
＃
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必
鼎
・
‐
え
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“
・
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；
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．
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臓
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減
係
殿
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猟
し
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竪
‐
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ｊ

焔
農
跡
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；
１
Ｋ
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４
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品
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捌
４
Ｊ
勺
１
級
和
ｊ
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ｆ
４
．
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“
な
．
、
称
呼
‐
力
’
た
＃
．
、

触
鍵
～
…
，
感
吟
４
穴
ｔ
診
鼎
胤
今
ｉ
総
▲
虻
１
吋
＃
イ
，
“
ｆ
も
北
１
１
、
咋
芽
〃

裾
．
ャ
恩
ｆ
哨
募
弾
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才
４
お
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が
‐
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ｔ
ｒ
ｆ
…
４
＄
ｊ
が
；
、
６
１
Ｊ
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…
．

仏
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ｊ
‐
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像
。
Ｉ
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今
儲
〃
Ｉ
今
多
〃
８
４
噂
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イ
血
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＃
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ｙ
虫
八
〃
ｆ
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・
今
少
ｊ
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そ
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一
八
八
九
）
の
挿
図
と
大
槻
盤
渓
（
一
八
○
一
，
一
八
七
八
）
に
よ
る
漢
文
の
題
詞
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
図
３
）
。

是
は
往
古
よ
り
上
野
の
君
に
ゆ
か
り
有
御
墓
と
云
伝
へ
け
る
が
、
そ
は
土
俗
の
口
碑
に
し
あ
れ
ど
も
、
豊
城
入
彦

命
よ
り
四
代
御
諸
別
命
、
六
代
竹
葉
瀬
の
天
も
下
り
ま
し
／
～
け
れ
ど
も
其
莞
ら
せ
玉
ひ
し
地
も
定
か

な
ら
ず
、
ま
た
其
霊
を
祭
る
処
も
し
ら
れ
ざ
れ
ば
、
も
し
こ
こ
ら
辺
り
な
ら
ざ
り
し
や
其
墓
山
の
頂
（
き
）
を
一
一
十
余
間

去
て
士
鰻
頭
若
干
有
、
是
を
堀
れ
ば
埴
輪
、
樹
物
等
時
々
出
し
か
、
去
秋
は
土
馬
の
類
を
も
堀
得
し
と
ぞ
。
然

る
に
今
と
し
一
月
三
日
、
胃
山
村
な
る
根
岸
武
香
ぬ
し
畑
作
り
せ
ん
と
て
、
其
士
鰻
頭
一
一
一
シ
四
シ
を
除
か
れ
し
に

如
此
埴
輪
、
樹
物
七
首
、
銀
環
、
雛
の
類
を
ほ
り
出
せ
し
に
、
そ
の
埴
輪
、
樹
物
の
中
に
は
榎
の
根
生
蔓
（
り
）
て
、
そ
れ
が
為

に
何
れ
も
損
せ
し
を
取
集
め
て
余
に
贈
ら
れ
し
な
り
。
狐
そ
の
埴
輪
も
て
死
に
代
ゆ
く
き
そ
の
賢
き
詔
あ

り
し
は
、
垂
仁
天
皇
の
御
字
に
し
て
時
世
も
隔
た
ざ
り
し
か
ば
、
そ
の
詔
の
如
く
厚
く
埴
輪
物
の
事
共
取

行
は
れ
し
を
ば
製
作
実
に
古
雅
に
し
て
当
世
の
さ
ま
見
る
に
た
れ
り
。
ま
た
後
々
の
考
に
も
と
如
此
物

し
置
は
明
治
九
年
子
八
月
末
っ
こ
ろ
な
り

世
の
人
の
命
に
か
へ
し
土
師
の
臣
の
手
わ
ざ
に
ま
さ
る
い
さ
を
あ
ら
じ
な

（
別
）

と
そ
の
来
歴
と
「
士
偶
人
」
へ
の
思
い
入
れ
が
記
さ
れ
る
。

（
四
喜
擢
雲
除
興
』
に
み
る
柏
木
の
図
解

『
溌
雲
除
興
』
首
巻
に
は
、
柏
木
の
描
い
た
図
解
が
数
点
知
ら
れ
る
（
図
４
）
。
こ
の
う
ち
⑪
．
②
に
描
か
れ
た
三
鈴
杏
葉
と
③
の
鍬
形

石
に
つ
い
て
は
、
静
嘉
堂
文
庫
に
実
物
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
照
合
が
可
能
で
あ
る
。

佃
は
三
鈴
杏
葉
で
、
柏
木
に
よ
る
図
の
上
部
の
解
説
は
、
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明治前期における好古家の実相

此
鈴
長
曲
一
尺
五
寸
五
分
、
横
径
五
寸
三
分
、
重
二
百
四
十
匁

大
和
国
十
市
郡
な
る
山
陵
の
ほ
と
り
よ
り
堀
せ
し
と
の
ミ
に
て
、
こ
ま
か
に
は
伝
は
ら
ず
。
姥
川
大
和
守
家
に

蔵
ら
れ
し
と
ぞ
、
其
図
の
ミ
を
見
る
こ
と
ひ
さ
し
か
り
し
が
、
明
治
九
年
神
無
月
末
つ
か
た
あ
る
あ
き
入
来

り
て
は
か
ら
ず
も
我
も
の
と
な
れ
る
こ
と
の
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
梓
に
も
の
す
と
て

今
日
よ
り
は
手
馴
す
も
の
と
な
り
に
け
り
う
つ
し
ゑ
に
の
ご
へ
み
て
し
此
鈴

「
大
和
国
十
市
郡
な
る
山
陵
の
ほ
と
り
よ
り
堀
せ
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
場
所
の
特
定
は
出
来
な
い
が
、
現
在
の
奈
良
県
明

日
香
村
、
高
烏
町
周
辺
の
古
墳
出
土
と
考
え
ら
れ
、
雄
川
式
胤
の
蔵
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

現
品
を
収
納
す
る
箱
蓋
表
に
は
、
「
皇
和
宝
銅
第
四
」
、
「
古
鈴
」
、
「
多
気
志
槙
蔵
」
、
蓋
裏
に
は
、
「
明
治
九
年
立
冬
前
一
日
湖

山
槙
主
長
原
題
銭
④
④
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
三
鈴
杏
葉
そ
の
も
の
は
欠
損
も
な
く
完
形
で
鋳
造
製
品
で
あ
る
。
全
長
一
五
・
九
ｍ
、

幅
一
六
・
一
一
一
ｍ
で
、
重
量
は
九
一
一
一
八
ｇ
で
あ
る
。
立
聞
は
長
さ
一
一
・
九
ｍ
、
幅
一
一
一
・
一
一
一
ｍ
の
長
方
形
で
、
厚
み
は
○
・
七
ｍ
、
断
面
形
態

は
隅
丸
の
台
形
で
あ
る
。
立
聞
下
部
に
は
一
局
円
部
と
接
し
て
径
一
・
一
ｍ
の
円
形
の
孔
が
あ
る
。
板
状
部
は
、
長
さ
七
・
○
四
最
大
幅

五
・
○
ｍ
で
上
下
の
弧
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
一
局
円
部
と
下
方
の
一
一
一
角
部
に
区
分
で
き
、
三
角
部
の
断
面
は
左
右
両
端
部
が
突
出
し
て
い
る
。

一
局
円
部
の
文
様
は
、
中
心
に
径
○
・
九
ｍ
の
珠
文
を
も
ち
、
そ
の
周
囲
は
径
一
・
四
ｍ
程
度
の
圏
線
で
区
画
さ
れ
て
い
る
。
圏
線
か
ら
は

各
二
本
単
位
で
放
射
状
に
沈
線
が
八
本
伸
び
、
一
局
円
部
を
四
区
画
し
て
い
る
。
一
一
本
の
突
線
の
間
に
は
一
一
個
の
珠
文
が
縦
に
配
さ
れ
、
沈

線
の
間
に
は
径
○
・
四
ｍ
～
○
・
一
一
ｍ
程
度
の
珠
文
が
三
点
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
状
に
配
さ
れ
て
い
る
。
一
一
一
角
部
は
中
心
に
○
・
九
ｍ
の
大

粒
の
珠
文
を
も
ち
、
そ
の
周
囲
に
は
径
○
・
四
皿
程
度
の
珠
文
が
大
粒
の
珠
文
上
方
に
左
右
二
個
、
下
方
に
一
個
施
文
さ
れ
て
い
る
。
一
一
一

角
部
の
右
辺
端
部
に
は
キ
サ
ゲ
状
の
研
磨
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
。
鈴
は
、
板
状
部
の
左
右
と
下
に
径
六
・
四
ｍ
、
六
・
五
ｍ
、
六
・
三
ｍ
、

高
さ
六
・
一
ｍ
、
六
・
四
ｍ
、
六
・
五
ｍ
の
球
形
鈴
が
一
一
一
個
配
さ
れ
て
い
る
。
鈴
口
の
長
さ
は
五
・
六
ｍ
で
、
鈴
の
肩
付
近
ま
で
食
い
込
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み
、
幅
は
○
・
罰

接
続
し
て
い
る
。

②
に
描
か
れ
た
武
州
大
里
郡
出
土
の
一
一
一
鈴
杏
葉
の
箱
蓋
表
に
は
、
「
皇
和
宝
銅
第
五
」
、
「
十
字
鈴
」
、
蓋
裏
に
は
、
「
古
色
可
相
掬
古

音
楢
存
」
、
「
明
治
十
年
第
四
月
」
、
「
湖
山
老
人
原
題
④
④
」
と
あ
る
。
「
長
原
」
、
「
湖
山
」
と
は
、
梁
川
星
巌
門
下
の
漢
詩
人
で
安
政
の

大
獄
に
連
座
し
て
幽
閉
さ
れ
た
小
野
湖
山
（
一
八
一
四
，
一
九
一
○
）
で
あ
る
。

（
弱
）

こ
れ
に
は
柏
木
の
挿
図
に
横
山
由
清
の
解
説
と
題
詠
が
付
さ
れ
る
。

松
浦
の
翁
さ
き
に
十
字
鈴
の
い
と
大
き
な
る
を
得
ら
れ
た
る
ハ
前
図
に
ミ
ゅ
今
ま
た
此
鈴
を
得
ら

れ
て
と
も
に
愛
玩
せ
ら
る
髄
と
古
銭
の
名
に
牛
肌
求
友
と
あ
る
こ
と
な
と
思
ひ
ょ
そ
へ
ら
れ
て

ふ
り
し
世
を
忍
ふ
る
君
か
あ
た
り
と
や
鈴
も
す
、
ろ
に
心
よ
せ
け
む
由
清

形
態
的
に
は
、
内
区
が
一
局
円
部
と
三
角
部
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
中
心
珠
文
を
も
っ
て
い
る
。
一
局
円
部
は
か
な
り
一
局
平
で
、
中
心

珠
文
の
周
り
に
六
点
の
珠
文
が
あ
り
さ
ら
に
そ
の
左
に
一
点
、
右
に
一
一
一
点
の
珠
文
を
配
し
て
い
る
。
三
角
部
内
に
は
、
他
の
珠
文
と
あ
ま

り
大
き
さ
の
変
わ
ら
な
い
中
心
珠
文
と
上
部
に
一
一
点
の
珠
文
が
並
置
さ
れ
、
下
部
に
は
一
点
が
施
文
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、

（
恥
）

最
も
類
似
度
が
高
い
の
は
群
馬
県
上
芝
出
土
品
で
、
Ⅲ
ｂ
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
年
代
は
六
世
紀
前
半
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。

同
頁
の
柏
木
の
挿
図
に
は

大
和
園
十
市
郡
堀
出
石
小
刀
の
図

樺
太
人
今
用
る
所
の
小
刀
如
此
刀
身
長
一
寸
七
八
分
よ
り
一
一
寸
五
六
分
の
者
有

人
皆
是
に
同
し
蝦
夷
人
是
を
左
小
刀
と
云
刀
身
少
し
反
里
あ
り

と
解
説
が
付
さ
れ
小
刀
自
体
に
つ
い
て

幅
は
○
・
八
ｍ
で
あ
る
。
鈴
内
部
に
は
径
一
一
・
八
ｍ
の
丸
（
石
）
が
入
れ
ら
れ
る
。
板
状
部
と
鈴
は
、
鈴
口
端
部
の
中
央
部
の
高
さ
で

ヲ
ロ
ッ
コ
タ
ラ
イ
カ
ス
メ
レ
ン
ク
ル
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鍬
石
〈
長
六
寸
九
分
上
幅
一
一
寸
二
分
下
幅
四
寸
一
一
一
分
穿
ノ
処
厚
八
分
ョ
リ
九
分
ョ
〉

と
記
し
、
こ
れ
も
柏
木
に
よ
っ
て
挿
図
が
描
か
れ
る
。
解
説
は
、

是
は
伊
勢
の
津
な
る
岡
氏
〈
伝
右
ヱ
門
〉
、
大
和
国
三
輪
山
に
て
堀
得
ら
れ
し
と
て
も
た
ら
し
て
、
此
人
う
せ
て

後
、
石
水
翁
〈
川
喜
多
太
夫
〉
し
て
乞
得
た
る
な
り
、
雲
根
志
に
は
狐
の
鍬
石
と
あ
る
は
其
か
た
ち
鍬
に
似
た
る
故

に
号
（
け
）
ら
れ
た
る
か
、
ざ
る
は
は
や
う
難
波
な
る
兼
霞
堂
も
近
江
な
る
石
亭
の
蔵
せ
ら
れ
し
と
ぞ
、
こ
れ
と

三
枚
を
み
た
る
の
み
に
て
お
ほ
く
世
に
も
つ
た
は
ら
じ
と
お
も
ふ
を
も
て
、
か
く
は
も
の
す
る
な
り
、
ま
た

長
一
寸
八
分
幅
一
寸
厚
四
分
五
厘
玉
造
石
ヲ
以
テ
作
ル
余
所
蔵
一
品
、
其
外
三
品
ヲ
見
ル
。
是
則

樺
太
人
所
用
ノ
樺
皮
鞘
ノ
小
刀
ノ
形
象
ナ
リ
。
刀
身
有
ハ
過
有
ラ
ン
ヲ
恐
レ
テ
石
ニ
テ
作
り
、
子
供
二
提
サ
セ
シ

モ
ノ
ヵ
。
今
蝦
夷
地
ニ
テ
木
一
一
テ
小
刀
ノ
形
ヲ
ツ
ク
リ
、
子
供
二
提
サ
セ
是
ヲ
ニ
イ
マ
キ
リ
ト
伝
。
ニ
イ
ハ

木
、
マ
キ
リ
ハ
小
刀
ノ
夷
言
ナ
リ
。
樺
鞘
ハ
樺
皮
一
一
三
枚
モ
重
（
ネ
）
、
図
ノ
如
ク
ー
方
ヲ
樺
ノ
細
根
モ
テ
縫
合
（
セ
）
タ

ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
樺
太
地
ノ
士
人
必
ズ
是
ヲ
用
上
、
是
一
一
又
容
ル
ノ
刀
身
ハ
左
刃
ニ
シ
テ
、
夷
人
木
幣
ヲ
削

ル
ニ
モ
本
部
ノ
士
人
ハ
向
（
フ
）
一
一
削
り
、
樺
太
地
ノ
土
人
ハ
手
前
二
摸
（
キ
）
削
ル
ナ
リ
。
同
シ
蝦
夷
人
ト
云
ト
モ
南
北

地
ノ
土
人
ノ
風
俗
異
ル
此
ノ
如
シ
。
今
其
樺
太
地
ノ
小
刀
ノ
形
内
地
一
一
遺
（
リ
）
シ
事
是
マ
タ
奇
ト
云
ン
力
。
近
此
武

州
大
里
郡
所
堀
得
土
偶
人
、
前
一
一
此
小
刀
ヲ
提
タ
リ
ト
。
是
好
古
家
ノ
ー
考
ヲ
凝
サ
ス
ン
バ
有
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル

事
ナ
ラ
ズ
ャ
。
明
治
十
年
第
一
日
中
涜
多
気
志
郎
記

と
記
し
、
樺
太
人
所
用
の
小
刀
と
武
州
大
里
郡
堀
出
の
士
偶
人
（
人
物
埴
輪
）
に
装
飾
さ
れ
た
刀
を
比
較
し
、
考
証
し
て
い
る
点
が
興
味
深

い
○

③
の
鍬
形
石
に
つ
い
て
は
、
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と
記
さ
れ
、
了

調
し
て
い
る
。

箱
は
桐
の
板
目
を
素
材
と
し
た
簡
素
な
印
篭
造
で
、
蓋
表
右
上
に
は
「
馬
角
第
八
」
と
青
紙
の
題
菱
、
右
下
隅
に
朱
印
を
押
印
し
た
紙

が
張
ら
れ
、
蓋
裏
に
も
題
菱
に
「
第
八
」
と
墨
書
さ
れ
た
も
の
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
箱
書
き
な
ど
の
付
随
情
報
は
な
い
。
鍬
形
石
は
錦
で

仕
立
て
ら
れ
た
組
紐
付
き
の
袋
に
収
納
さ
れ
て
お
り
、
松
浦
の
愛
着
が
感
じ
ら
れ
る
。

鍬
形
石
は
、
古
墳
時
代
の
碧
玉
製
腕
飾
の
一
種
で
あ
る
。
平
面
形
が
ほ
ぼ
卵
形
に
な
る
環
状
を
中
に
し
て
、
一
端
を
長
方
形
に
近
い
板

状
に
つ
く
り
、
他
端
を
幅
が
広
く
て
厚
い
笠
状
と
し
、
環
状
と
板
状
の
接
点
の
片
方
に
突
出
の
あ
る
肩
平
な
腕
飾
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

形
状
か
ら
鍬
を
連
想
し
そ
の
名
称
が
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
、
今
も
踏
襲
さ
れ
る
。
そ
の
祖
型
は
大
型
巻
貝
で
あ
る
ゴ
ホ
ウ
ラ
を
縦
割
り
に

し
た
弥
生
時
代
の
貝
輪
で
あ
る
。
古
墳
時
際
前
期
中
葉
か
ら
中
期
前
葉
の
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
近
畿
中
央
部
を
中
心
に
北
部
九
州
、
東

海
に
か
け
て
出
土
す
る
。
奈
良
県
東
大
寺
山
（
一
一
七
点
）
、
同
県
櫛
山
（
一
一
三
点
）
、
同
県
島
の
山
古
墳
（
一
一
一
点
）
の
多
量
副
葬
の
例
も
知

（
幻
）

ら
れ
て
い
る
。
型
式
的
に
は
Ｉ
型
か
ら
Ⅳ
型
に
分
類
さ
れ
、
松
浦
資
料
は
Ⅲ
型
に
属
し
、
上
部
に
山
刻
突
帯
突
起
が
付
さ
れ
、
内
孔
下
端

（
羽
）

部
に
突
起
が
付
く
。
出
土
地
は
大
和
国
三
輪
山
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
巣
山
古
墳
出
土
の
可
能
性
が
吉
向
い
。
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

石
材
は
、
木
目
状
紋
理
の
あ
る
緑
色
凝
灰
岩
が
用
い
ら
れ
、
突
起
と
そ
の
上
方
付
近
に
朱
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
法
量
は
最
大
長

一
一
○
・
九
ｍ
、
最
大
幅
一
一
一
・
九
ｍ
、
最
大
厚
一
一
・
三
五
ｍ
、
重
量
は
五
六
三
ｇ
を
計
る
。

添
て
図
し
た
る
は
お
な
じ
所
に
て
堀
得
し
と
て
、
其
あ
た
り
な
る
人
に
て
三
輪
玉
と
い
ひ
つ
た
ふ
る
と
ょ
。

こ
も
考
証
の
は
し
に
も
と
て
な
ら
ひ
図
す
る
な
り

そ
の
か
み
の
こ
と
は
し
ら
ね
ど
今
の
世
に
得
が
た
き
鍬
の
石
と
こ
そ
み
れ

れ
、
入
手
し
た
経
緯
が
記
さ
れ
る
。
木
内
石
亭
「
雲
根
志
』
や
木
村
義
霞
堂
を
引
き
合
い
に
、
如
何
に
稀
観
な
品
で
あ
る
か
を
強
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（
五
）
土
偶
人
周
旋
以
降
の
松
浦
と
柏
木

こ
の
よ
う
に
二
人
の
古
物
を
介
し
て
の
交
流
は
、
明
治
四
年
頃
か
ら
明
治
一
○
年
頃
ま
で
続
い
た
が
、
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
交
友
を

示
す
積
極
的
な
史
料
は
見
当
た
ら
ず
、
明
治
一
五
（
一
八
八
一
一
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
擢
雲
除
興
」
二
集
に
は
、
柏
木
の
挿
図
や
解
説
も
認

（
調
）

め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
山
口
昌
男
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
大
正
一
一
（
一
九
一
一
一
）
年
の
『
集
古
』
「
曾
員
談
叢
」
に
禰
田
寒
林
上
人
談
と
し

（
釦
）

て
以
下
の
一
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

柏
木
貨
一
郎
と
い
ふ
人
は
中
々
人
の
物
は
感
心
し
な
い
人

で
何
を
持
っ
て
行
っ
て
も
キ
ッ
ト
け
な
す
の
で
皆
ン
ナ
一
番

其
鼻
を
折
っ
て
や
ら
う
と
思
は
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
が
或

時
あ
ん
ま
り
青
邸
汗
の
講
繰
を
聞
か
さ
れ
て
霜
に
障
は
っ
た

か
ら
其
次
行
く
と
き
硝
子
切
を
懐
中
し
て
行
っ
て
御
話
に
よ

れ
ば
青
邸
汗
と
い
ふ
も
の
は
鍍
物
中
で
一
番
堅
い
も
の
だ
相

だ
が
今
日
は
一
つ
其
硬
度
を
試
め
し
た
い
か
ら
御
愛
蔵
の
品

を
出
し
給
へ
と
い
ふ
と
何
を
す
る
ん
だ
と
い
ふ
か
ら
懐
中
か

ら
金
剛
石
入
り
の
硝
子
切
を
取
出
し
て
こ
れ
で
一
寸
障
は
っ

て
見
る
積
り
と
い
ふ
と
飛
ん
で
も
な
い
こ
と
を
い
ふ
と
早
速

片
付
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た

柏
木
氏
に
品
物
が
這
入
る
と
そ
れ
が
高
僧
に
責
れ
て
行
く

の
は
不
思
議
な
位
だ
っ
た
一
例
を
い
ふ
と
或
入
札
で
畠
山
如
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こ
の
よ
う
な
松
浦
の
悪
癖
は
他
に
も
知
ら
れ
る
。
明
治
一
五
・
一
六
（
一
八
八
一
一
・
八
三
）
年
頃
に
筑
前
国
の
好
古
家
江
藤
正
澄
（
一
八
三
六

’
一
九
一
一
）
宅
を
訪
れ
た
際
、
座
敷
の
床
間
に
掛
け
て
あ
っ
た
狩
野
探
幽
作
「
白
衣
観
音
図
」
の
大
幅
を
借
り
る
か
た
ち
で
持
ち
帰
っ

て
し
ま
い
、
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
に
な
っ
て
直
接
返
却
を
訴
え
る
も
論
弁
を
も
っ
て
言
い
く
る
め
ら
れ
、
否
応
な
く
承
諾
さ
せ
ら
れ

（
別
）

た
事
を
江
藤
自
ら
が
「
八
○
狩
野
探
幽
ノ
白
衣
観
音
ノ
大
幅
ヲ
松
浦
武
四
郎
二
借
り
取
セ
ラ
レ
シ
事
」
と
し
て
記
録
し
て
い
る
。

何
れ
に
し
て
も
前
述
の
操
め
事
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
明
治
一
○
年
頃
を
境
に
松
浦
の
残
す
る
明
治
一
一
一
（
一
八
八
八
）
年
ま
で
、
二
人

心
畜
が
青
邸
汗
の
曲
玉
を
三
分
で
落
と
し
た
夫
れ
を
十
園
で

古
銭
商
の
鷲
田
（
先
代
）
に
責
つ
た
鷲
田
が
柏
木
に
五
目
儲
う

け
て
納
め
る
と
夫
れ
が
間
も
な
く
二
百
五
十
回
で
某
氏
に
責

れ
た
先
つ
其
人
に
徳
が
あ
っ
た
と
い
ふ
の
で
せ
う

柏
木
は
松
浦
多
気
四
郎
翁
を
サ
ン
人
～
に
悪
口
し
其
著
は

さ
れ
た
擢
雲
除
興
な
ど
徹
頭
徹
尾
罵
倒
し
て
居
た
が
何
か
原

因
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
探
ぐ
っ
て
見
る
と
案
の
如
く

松
浦
が
溌
雲
除
興
の
表
紙
に
使
ひ
度
い
と
い
ふ
の
で
柏
木
か

ら
古
篇
経
を
一
巻
借
り
て
置
い
た
が
返
へ
す
と
き
其
中
か
ら

敷
寸
計
り
切
り
取
っ
て
返
へ
し
た
然
し
柏
木
も
柏
木
だ
か
ら

貸
す
と
き
に
其
経
巻
を
目
方
に
掛
け
て
置
い
た
の
だ
か
ら
承

知
し
な
い
到
頭
松
浦
か
ら
切
り
取
っ
た
分
を
取
り
返
へ
し
た

夫
れ
が
原
因
だ
っ
た
。
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の
交
友
は
途
絶
え
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
松
浦
が
明
治
二
○
（
一
八
八
七
）
年
に
遣
し
た
．
畳
敷
」
の
造
営
に
最
も
活
躍
し
そ

う
な
柏
木
の
名
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
柏
木
は
大
工
棟
梁
と
し
て
明
治
一
一
三
（
一
八
九
○
）
に
岩
崎
禰
之
助
の
深
川
邸
日
本
館
、
明
治
一
一
七
（
一
八
九
四
）
年
に
は
有
楽

町
三
井
集
会
場
を
完
成
さ
せ
る
一
方
、
後
に
益
田
孝
（
一
八
四
八
‐
一
九
三
八
）
の
所
蔵
と
な
っ
た
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
『
沙
門
地
獄
草
子
』
『
辞

（
羽
）
（
羽
）

邪
絵
』
や
高
山
寺
の
『
烏
獣
戯
画
残
欠
」
『
麻
布
山
水
図
』
な
ど
美
術
品
蒐
集
家
と
し
て
世
に
知
ら
れ
て
い
た
中
で
、
明
治
一
二
一
（
一
八
九
八
）

年
、
東
京
飛
鳥
山
に
建
築
中
の
渋
沢
栄
一
邸
か
ら
の
帰
路
、
踏
切
に
お
い
て
汽
車
に
は
ね
ら
れ
急
逝
し
た
の
で
あ
る
。
松
浦
残
後
丁
度

一
○
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

明
治
初
年
に
お
け
る
好
古
家
を
代
表
す
る
松
浦
武
四
郎
と
柏
木
貨
一
郎
の
交
友
関
係
を
中
心
に
見
て
き
た
。
本
論
で
は
、
と
り
わ
け
明

治
前
期
に
お
い
て
わ
が
国
の
文
化
再
編
と
学
問
世
界
の
構
築
に
尽
力
し
た
極
め
て
個
性
豊
か
な
二
人
の
関
係
の
一
端
を
紹
介
す
る
程
度
に

留
ま
っ
た
。
こ
と
に
柏
木
に
つ
い
て
は
町
田
久
成
を
補
佐
し
、
内
務
六
等
属
と
し
て
博
物
館
に
勤
務
し
て
い
た
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年

に
「
社
寺
什
賓
保
存
規
約
」
の
草
案
を
ま
と
め
る
な
ど
中
央
の
文
化
財
行
政
に
お
い
て
も
幾
多
の
業
績
を
有
し
て
お
り
、
こ
こ
に
記
せ
な

か
っ
た
数
多
の
関
連
事
項
と
合
わ
せ
て
稿
を
改
め
て
明
治
前
期
に
お
け
る
文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら
詳
述
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

最
後
に
本
論
を
ま
と
め
る
に
際
し
、
以
下
の
諸
機
関
、
諸
氏
か
ら
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
（
敬
称
略
五
十

音
順
、－″

静
嘉
堂
文
庫
・
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
・
関
西
大
学
博
物
館
・
埼
玉
県
立
文
書
館
・
北
海
道
開
拓
記
念
館
・
松
浦
武
四
郎
記
念
館

三
、
お
わ
り
に

4２



明治前期における好古家の実相

（
１
）
武
四
郎
の
蝦
夷
地
関
係
の
著
述
に
は
『
初
蝦
夷
日
誌
』
全
一
一
一
冊
、
「
再
航
日
誌
』
全
一
四
冊
、
「
一
一
一
航
蝦
夷
日
誌
」
全
八
冊
、
『
蝦

夷
大
概
図
』
（
嘉
永
一
一
一
（
一
八
五
○
）
年
）
、
『
壷
の
石
（
蝦
夷
地
）
』
（
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
）
、
『
蝦
夷
沿
革
図
』
、
『
後
方
羊
蹄
於
路
志
』
、
『
於

幾
能
以
志
』
（
安
政
一
一
（
一
八
五
五
）
年
）
、
『
箱
館
往
来
」
（
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
）
、
『
蝦
夷
葉
那
誌
」
『
新
選
未
和
留
辺
志
』
（
安
政
四

（
一
八
五
七
）
年
）
、
『
壷
の
石
（
北
蝦
夷
地
）
」
（
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
）
、
『
按
西
・
按
東
・
按
北
属
従
録
』
全
一
一
三
冊
、
『
丁
巳
東
西
蝦

夷
山
川
地
理
取
調
日
誌
』
全
一
一
一
一
一
冊
、
『
戊
午
東
西
蝦
夷
山
川
地
理
取
調
日
誌
』
全
一
一
六
冊
、
『
東
西
蝦
夷
山
川
地
理
取
調
日
誌
』
全

一
一
八
冊
、
「
蝦
夷
漫
画
」
『
蝦
夷
地
名
奈
留
辺
志
」
（
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
）
、
『
北
蝦
夷
余
誌
冨
蝦
夷
閲
境
山
川
地
理
取
調
大
概
図
」
（
万

延
元
（
一
八
六
○
）
年
）
、
『
後
方
羊
蹄
日
誌
」
『
石
狩
日
誌
』
『
久
摺
日
誌
室
十
勝
日
誌
』
（
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
）
、
『
夕
張
日
誌
美
文
久
一
一

（
一
八
六
一
一
）
年
）
、
『
納
沙
布
日
誌
』
『
知
床
日
誌
」
『
手
塩
日
誌
』
（
文
久
一
一
一
（
一
八
六
一
一
一
）
年
）
、
『
鴨
圧
頼
先
生
一
日
百
詩
冨
新
板
蝦
夷
土
産

道
中
寿
五
六
」
『
新
板
箱
館
道
中
名
所
寿
五
六
」
（
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
）
、
『
西
蝦
夷
日
誌
初
編
』
『
同
二
編
』
「
東
蝦
夷
日
誌
初
編
』
『
同
一
一

編
』
（
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
）
、
『
蝦
夷
誌
』
復
刻
、
『
北
海
道
国
郡
図
室
北
海
道
国
郡
略
図
』
『
千
島
一
覧
扇
面
」
「
西
蝦
夷
日
誌
三
編
』
「
東

蝦
夷
日
誌
三
編
」
『
東
蝦
夷
日
記
一
一
一
編
』
『
同
四
編
」
（
明
治
一
一
（
一
八
六
九
）
年
）
、
『
蝦
夷
年
代
記
』
「
千
島
一
覧
』
『
西
蝦
夷
日
誌
四
編
』
『
東
蝦

夷
日
誌
五
編
」
（
明
治
三
（
一
八
七
○
）
年
）
、
『
西
蝦
夷
日
誌
五
編
」
『
東
蝦
夷
日
誌
六
編
』
（
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
）
、
『
西
蝦
夷
日
誌
六
編
』

（
明
治
五
（
一
八
七
一
一
）
年
）
、
『
東
蝦
夷
日
誌
七
編
』
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
、
『
東
蝦
夷
日
誌
八
編
』
（
明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年
）
な
ど

新
井
浩
文
・
加
藤
か
な
子
・
加
藤
理
香
・
小
室
開
弘
・
須
藤
雄
・
成
津
麻
子
・
芳
賀
明
子
・
原
徳
三
・
平
野
哲
也
・
深
津
太
郎
・

山
口
卓
也
・
山
本
命
・
三
浦
泰
之

註
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（
２
）
武
四
郎
は
、
ア
イ
ヌ
の
立
場
に
立
っ
て
場
所
請
負
制
度
の
悪
習
を
排
斥
す
べ
く
蝦
夷
地
か
ら
松
前
藩
を
転
封
し
、
好
商
の
請
負
を

配
し
、
蝦
夷
地
を
諸
侯
に
分
割
す
べ
く
奔
走
し
た
が
、
商
人
達
は
武
四
郎
の
意
見
が
通
ら
ぬ
よ
う
長
官
に
賄
賂
を
贈
り
武
四
郎
を
孤
立

に
追
い
や
っ
た
。
そ
の
苦
悩
す
る
状
況
は
武
四
郎
が
画
家
田
崎
草
雲
（
一
八
一
五
‐
一
八
九
八
）
に
宛
て
た
書
簡
「
（
前
略
）
北
海
道
開
拓

も
何
分
例
之
松
前
藩
は
請
負
人
と
長
官
へ
賄
賂
相
遣
候
島
判
官
と
僕
の
証
言
有
仕
候
よ
り
如
何
一
一
も
む
つ
か
し
く
候
依
而
近
日
辞
表
さ

し
出
候
可
申
候
（
後
略
）
」
（
明
治
三
年
月
不
詳
六
日
付
書
簡
）
に
残
っ
て
い
る
。

（
３
）
山
本
命
一
一
○
一
二
「
武
四
郎
の
古
物
収
集
」
『
博
物
館
に
お
け
る
人
文
資
料
形
成
史
の
研
究
ｌ
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
松
浦
武
四
郎
旧

蔵
資
料
の
研
究
と
公
開
ｌ
貴
本
科
研
）
第
一
一
回
研
究
会
資
料
に
よ
る
と
、
松
浦
武
四
郎
記
念
館
が
所
蔵
す
る
『
古
鈴
図
』
一
巻
の
巻
末

に
は
、
「
右
古
鈴
一
巻
本
居
宣
長
宅
遊
駅
路
七
写
鈴
看
四
五
百
森
東
六
有
斎
主
人
ヨ
リ
備
之
写
天
保
三
年
六
月
中
旬
写

附
録
一
一
鈴
松
浦
弘
写
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
天
保
三
（
一
八
一
一
三
）
年
一
五
歳
の
武
四
郎
が
国
学
者
本
居
宣
長
（
一
七
一
一
一
○
‐

一
八
○
一
）
が
蒐
集
し
た
鈴
の
図
を
、
四
五
百
森
東
に
住
む
六
有
斎
（
松
坂
の
豪
商
長
谷
川
家
の
八
代
目
で
蔵
書
家
の
元
貞
（
一
七
九
六

’
一
八
五
八
）
か
ら
借
り
て
写
し
、
さ
ら
に
二
図
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
伊
勢
国
射
和
村
（
松
坂
市
射
和
町
）
の
延
命
寺
で
、
京

都
の
本
草
家
山
本
亡
羊
（
一
七
七
八
，
一
八
五
九
）
が
主
催
し
た
八
月
の
物
産
会
に
、
武
四
郎
が
学
ん
だ
私
塾
の
師
で
あ
る
津
藩
の
儒
学

者
平
松
楽
斎
（
一
七
九
一
一
，
一
八
五
一
一
）
が
貝
の
化
石
を
出
品
す
る
と
と
も
に
、
一
五
歳
の
武
四
郎
が
「
紅
毛
銭
一
一
種
」
を
出
品
し
て

い
る
。
さ
ら
に
松
浦
武
四
郎
記
念
館
所
蔵
資
料
に
は
、
同
年
武
四
郎
が
購
入
し
た
品
物
の
請
求
書
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
書
籍
や
砂
糖
、
骨
董
品
を
買
い
込
み
、
天
保
三
年
の
暮
れ
に
支
払
い
に
困
り
は
て
、
師
の
平
松
楽
斎
が
代
々
大
切
に
し
て
い
た
火

事
頭
巾
を
持
ち
だ
し
て
、
道
具
屋
へ
売
る
事
件
を
起
こ
す
な
ど
強
い
物
へ
の
執
着
と
行
動
を
見
せ
て
い
る
。

（
４
）
一
畳
敷
は
、
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
に
松
浦
武
四
郎
が
東
京
神
田
五
軒
町
（
自
宅
）
に
作
っ
た
書
斎
。
翌
年
に
は
一
畳
敷
を
構
成

が
知
ら
れ
て
い
る
。
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明治前期における好古家の実相

第
四
五
九
号

（
９
）
鈴
木
邦
十

五
島
美
術
館

す
る
部
材
の
由
来
来
歴
を
記
し
た
『
木
片
勧
進
』
を
出
版
。
明
治
一
二
（
一
八
八
八
）
年
、
松
浦
武
四
郎
逝
去
後
の
明
治
四
一
（
一
九
○
八
）

年
一
畳
敷
は
解
体
さ
れ
、
麻
布
区
飯
倉
町
徳
川
頼
倫
邸
に
移
築
さ
れ
る
。
南
葵
文
庫
の
裏
庭
に
武
四
郎
関
係
の
資
料
を
展
示
す
る
記
念

館
と
と
も
に
再
建
さ
れ
る
。
大
正
一
一
一
（
一
九
一
一
三
）
年
の
関
東
大
震
災
で
被
災
し
た
東
京
帝
大
図
書
館
に
南
葵
文
庫
を
寄
進
し
、
南
葵

文
庫
は
解
体
。
大
正
一
三
（
一
九
一
一
四
）
年
移
転
先
で
あ
る
代
々
木
字
上
原
の
徳
川
頼
倫
邸
へ
解
体
さ
れ
ず
に
移
築
さ
れ
、
翌
年
母
屋
「
高

風
居
」
が
造
ら
れ
る
。
昭
和
一
一
（
一
九
一
一
一
六
）
年
一
畳
敷
は
一
一
一
鷹
に
あ
る
日
産
財
閥
番
頭
山
田
敬
亮
（
一
八
八
一
‐
一
九
四
四
）
が
造
っ

た
別
荘
「
泰
山
荘
」
に
売
却
・
移
築
さ
れ
る
。
昭
和
一
五
（
一
九
四
○
）
年
に
は
中
島
飛
行
機
会
社
社
長
中
島
知
久
平
（
一
八
八
四
‐

一
九
四
九
）
に
泰
山
荘
を
売
却
。
昭
和
一
一
五
（
一
九
五
○
）
年
泰
山
荘
を
含
む
旧
中
島
三
鷹
研
究
所
跡
地
の
大
部
が
新
設
さ
れ
た
国
際
基

督
教
大
学
に
売
却
ざ
れ
現
在
に
至
る
。

ヘ
ン
リ
ー
・
ス
ミ
ス
一
九
九
三
『
泰
山
荘
松
浦
武
四
郎
一
畳
敷
の
世
界
』
国
際
基
督
教
大
学
湯
浅
八
郎
記
念
館

（
５
）
北
海
道
開
拓
記
念
館
一
一
○
○
四
第
五
八
回
特
別
展
「
松
浦
武
四
郎
時
代
と
人
び
と
』
北
海
道
開
拓
記
念
館

（
６
）
三
浦
泰
之
一
一
○
一
一
「
武
蔵
国
『
好
古
家
』
根
岸
武
香
と
松
浦
武
四
郎
」
『
松
浦
武
四
郎
研
究
序
説
ｌ
幕
末
明
治
期
に
お
け

る
知
識
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
諸
相
ｌ
と
研
究
代
表
者
笹
木
義
友
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー

（
７
）
山
本
命
二
○
一
一
「
渋
団
扇
帖
ｌ
松
浦
武
四
郎
が
集
め
た
サ
イ
ン
帳
」
『
松
浦
武
四
郎
研
究
序
説
ｌ
幕
末
明
治
期
に
お
け
る

知
識
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
諸
相
ｌ
』
研
究
代
表
者
笹
木
義
友
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー

（
８
）
大
川
三
雄
一
九
九
四
「
工
匠
・
柏
木
貨
一
郎
の
経
歴
と
そ
の
史
的
評
価
に
つ
い
て
」
『
日
本
建
築
史
学
会
計
画
系
論
文
集
』

鈴
木
邦
夫

九
九
八
「
鈍
翁
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
」
『
鈍
翁
の
眼
益
田
鈍
翁
の
美
の
世
界
』
財
団
法
人
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（
皿
）
山
口
昌
男
一
九
九
九
「

化
学
部
紀
要
」
三
札
幌
大
学

（
Ⅱ
）
東
京
国
立
博
崎

（
ｕ
）
山
口
卓
也
一

一
○
，
一
三
頁

（
旧
）
木
下
直
之

（
Ｍ
）
重
田
正
夫
一

財
保
護
協
会
一

（
妬
）
東
京
国
立
博
物
館
一
九
七
三
『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
資
料
編
』
東
京
国
立
博
物
館
一
五
○
‐
一
六
○
頁

（
肥
）
註
旧
文
献
一
七
一
一
，
一
七
三
頁

（
Ⅳ
）
金
井
塚
良
一
一
九
八
六
『
吉
見
の
百
穴
ｌ
北
武
蔵
の
横
穴
墓
と
古
代
氏
族
ｌ
』
教
育
社
一
一
七
‐
三
一
頁

（
略
）
宮
瀧
交
一
一
一
一
○
○
四
「
大
里
町
青
山
・
根
岸
家
の
『
蒐
古
社
」
に
つ
い
て
ｌ
埼
玉
県
博
物
館
発
達
史
の
研
究
・
Ｉ
ｌ
」
「
埼

玉
県
立
博
物
館
紀
要
」
一
一
九
埼
玉
県
立
博
物
館

（
岨
）
埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵
資
料
検
索
シ
ス
テ
ム
の
「
文
書
群
概
要
」
に
よ
る
と
、
根
岸
家
文
書
は
「
大
き
く
三
つ
の
文
書
群
か
ら

構
成
さ
れ
る
。
第
一
は
、
甲
山
村
の
名
主
・
戸
長
役
場
文
書
群
。
一
部
は
旗
本
大
久
保
氏
知
行
所
分
の
み
で
あ
り
、
ま
た
元
禄
年
間
に

分
村
し
た
箕
輪
村
の
名
主
文
書
も
一
部
含
む
。
年
貢
関
係
・
戸
口
関
係
が
や
や
多
い
。
第
一
一
は
、
根
岸
家
の
家
文
書
群
で
、
商
業
関
係

や
土
地
経
営
関
係
が
中
心
で
あ
る
。
第
一
一
一
は
、
幕
末
に
新
徴
組
へ
参
加
し
た
根
岸
友
山
氏
と
、
県
会
議
長
・
貴
族
院
議
員
等
を
勤
め
た

根
岸
武
香
氏
の
個
人
文
書
群
で
あ
る
。
」
と
の
こ
と
で
あ
る
（
茸
冒
へ
ヘ
ミ
ミ
ミ
．
『
‐
馬
口
○
の
ご
曇
ロ
①
三
口
さ
き
へ
日
①
菌
ｌ
宮
ご
ｇ
ｇ
ｇ
宅
霊
屋
三

東
京
国
立
博
物
館
一
九
七
三
『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
資
料
編
』
東
京
国
立
博
物
館
五
七
四
‐
六
○
四
頁

山
口
卓
也
一
一
○
一
○
「
一
一
．
柏
木
政
矩
の
「
石
器
罵
図
』
」
「
関
西
大
学
博
物
館
本
山
彦
一
蒐
集
資
料
目
録
」
関
西
大
学
博
物
館

二
○
一

一
五
頁 九

九
七
「
大
学
南
校
物
産
会
に
つ
い
て
」
『
学
問
の
ア
ル
ヶ
オ
ロ
ジ
ー
』
東
京
大
学
八
六
‐
一
○
五
頁

○
二
「
幕
末
明
治
期
『
好
古
家
』
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
『
埼
玉
の
文
化
財
」
第
五
一
号
埼
玉
県
文
化

「
日
本
近
代
に
お
け
る
経
営
者
と
美
術
コ
レ
ク
タ
ー
ｌ
益
田
孝
と
柏
木
貨
一
郎
ｌ
」
『
札
幌
大
学
文
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（
恥
）
註
羽
文
献
四
四
頁

（
〃
）
車
崎
正
彦
二
○

（
別
）
柴
田
常
恵
「
断
簡
遺
墨
」
（
「
雑
筆
六
則
」
の
う
ち
）
『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
第
一
一
○
七
号
一
九
○
一
一
一
年

（
助
）
翻
刻
は
三
浦
泰
之
氏
に
よ
る
。

（
閉
）
内
川
隆
志
・
村
松
洋
介
一
一
○
一
二
「
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
松
浦
武
四
郎
旧
蔵
資
料
の
人
文
学
的
研
究
（
古
墳
時
代
金
属
器
編
）
」

『
園
畢
院
大
畢
考
古
学
資
料
館
紀
要
」
第
一
一
八
輯
園
畢
院
大
畢
学
術
資
料
館
考
古
学
資
料
館
部
門
五
○
ｌ
五
一
頁

（
別
）
吉
田
武
一
一
一
一
九
六
四
『
拾
遺
松
浦
武
四
郎
』
三
省
堂
一
三
‐
一
四
頁

（
妬
）
翻
刻
は
三
浦
泰
之
氏
に
よ
る
。

（
別
）
一
一
一
浦
泰
之
二
（

会
会
報
」
第
五
九
号

か
ら
同
文
書
群
を
検
索
。
引
用
部
は
根
岸
家
文
書
の
「
内
容
情
報
」
に
拠
る
。
最
終
確
認
日
二
一
○
一
一
一
年
一
一
月
一
一
一
○
日
）
。
本

論
で
引
用
し
て
い
る
の
は
第
一
一
一
の
文
書
群
の
一
部
で
あ
る
。

同
文
書
群
は
、
昭
和
初
年
の
埼
玉
県
史
編
さ
ん
時
に
一
部
が
引
用
さ
れ
た
。
埼
玉
大
学
の
歴
史
学
研
究
室
へ
の
寄
託
を
経
て
、
昭
和

一
一
一
六
年
一
一
月
一
一
七
日
に
埼
玉
県
立
図
書
館
へ
寄
託
（
埼
玉
県
立
図
書
館
『
武
蔵
国
大
里
郡
甲
山
村
根
岸
家
文
書
目
録
函
近
世
史
料
所

在
調
査
報
告
一
一
」
昭
和
四
一
一
年
）
、
現
在
は
埼
玉
県
立
文
書
館
寄
託
資
料
と
な
っ
て
い
る
（
埼
玉
県
立
文
書
館
『
要
覧
』
第
一
一
一
○
号

平
成
一
一
四
年
）
。
な
お
、
根
岸
武
香
旧
蔵
の
「
擬
雲
除
興
」
は
現
在
、
青
山
文
庫
の
一
部
と
し
て
、
国
立
国
会
図
書
館
が
収
蔵
し
て
い
る
。

根
岸
家
文
書
は
、
根
岸
家
の
個
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
郷
土
史
研
究
の
結
果
が
国
家
事
業
と
し

て
の
博
覧
会
等
の
出
品
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

型
）
一
一
一
浦
泰
之
一
一
○
一
○
「
埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
根
岸
武
香
関
係
文
書
に
あ
る
松
浦
武
四
郎
関
係
資
料
」
『
松
浦
武
四
郎
研
究

一
一
○
○
一
一
「
鍬
形
石
」
『
日
本
考
古
学
事
典
』
三
省
堂
一
一
四
五
頁

明治前期における好古家の実相



（
邪
）
文
化
庁
福
尾
正
彦
氏
の
ご
教
示
に
よ
る

弱
）
山
口
昌
男
一
九
九
九
「
日
本
近
代
に
お
け
る
経
営
者
と
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
成
立
ｌ
益
田
孝
と
柏
木
貨
一
郎
ｌ
」
『
札
幌
大
学

文
化
学
部
紀
要
」
一
一
一
札
幌
大
学
一
一
一
八
頁

（
釦
）
禰
田
寒
林
上
人
一
九
一
一
一
「
曾
員
談
叢
」
「
集
古
」
第
三
巻
集
古
曾
二
五
一
‐
一
一
五
一
一
頁

（
別
）
一
一
一
浦
泰
之
・
山
本
命
一
一
○
一
一
一
「
筑
前
国
『
好
古
家
』
江
藤
正
澄
と
松
浦
武
四
郎
ｌ
江
藤
正
澄
『
遺
憾
録
』
を
中
心
に
ｌ
」
『
北

海
道
開
拓
記
念
館
研
究
紀
要
』
第
四
○
号
北
海
道
開
拓
記
念
館
一
一
七
一
一
（
一
一
九
）
，
一
一
七
○
（
三
一
）
頁

（
胡
）
柏
木
貨
一
郎
旧
蔵
の
『
麻
布
山
水
図
』
は
現
在
九
州
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
「
衆
議
院
会
議
録
情
報
第
一
七
一
回
国

会
決
算
行
政
監
視
委
員
会
第
二
分
科
会
第
一
号
」
（
平
成
一
一
一
年
四
月
一
一
○
日
）
耳
冒
へ
弄
○
冥
巴
・
己
｝
・
ぬ
○
・
旨
お
国
ｚ
弓
シ
悶
三
の
旨
、
言

へ
ミ
ミ
ｇ
金
へ
］
ご
念
ご
ｇ
お
き
］
号
言
一
（
最
終
確
認
恥
一
一
○
一
一
一
年
一
一
一
月
一
一
日
）

（
羽
）
埼
玉
県
立
文
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
小
室
家
文
書
の
内
山
書
簡
の
明
治
一
一
年
一
一
月
一
一
九
日
付
書
簡
（
小
室
家
一
四
○
（
一
）
）

に
は
、
「
柏
木
探
古
子
義
御
尋
」
と
し
て
、
柏
木
の
経
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
方
今
松
浦
武
四
郎
（
素
開
拓
使
判
官
、
当
時

非
役
ナ
リ
）
を
継
ダ
ル
本
州
第
一
之
好
古
家
一
一
可
有
之
（
鑑
識
ト
い
へ
畜
［
蓄
］
蔵
ト
い
へ
）
」
と
あ
り
、
当
時
の
柏
木
へ
の
評
価
が
垣

間
見
え
る
。
芳
賀
明
子
一
一
○
一
一
一
「
〈
史
料
紹
介
〉
「
好
古
家
」
の
書
簡
集
『
内
山
手
簡
』
ｌ
内
山
作
信
と
小
室
元
長
と
の
交
流
ｌ
」

埼
玉
県
立
文
書
館
『
文
書
館
紀
要
」
第
一
一
五
号
四
六
‐
四
七
頁
参
照
（
本
文
の
引
用
は
上
記
論
文
に
拠
る
）
。

同
論
文
に
よ
る
と
、
こ
の
『
内
山
書
簡
』
は
、
「
横
見
郡
久
米
田
村
（
吉
見
町
）
の
「
好
古
家
」
内
山
作
信
が
、
比
企
郡
番
匠
村
（
と
き

が
わ
町
）
の
小
室
元
長
に
宛
て
た
書
簡
集
」
で
あ
る
。
受
取
人
の
小
室
元
長
は
、
「
小
室
家
五
代
元
長
（
一
八
一
三
～
八
五
、
号
誠
薦
・

工
村
・
笠
山
）
は
、
晩
年
、
大
里
郡
甲
山
の
根
岸
武
香
ら
と
交
流
を
持
ち
、
郷
土
史
研
究
に
深
く
傾
注
し
て
い
た
。
」
人
物
で
あ
る
（
新

井
浩
文
一
九
八
八
「
小
室
家
文
書
所
収
の
中
世
文
書
ｌ
宝
村
々
舎
叢
書
」
所
収
「
内
山
氏
古
文
書
写
」
に
つ
い
て
ｌ
」
埼
玉
県
立

4８
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文
書
館
『
文
書
館
紀
要
』
第
一
一
号
七
頁
）
。

本
科
研
で
は
ま
た
、
こ
の
小
室
家
文
書
を
基
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
別
稿
と
す
る
。

明治前期における好古家の実相





5１

皇
典
講
究
所
の
発
足
以
来
、
園
単
院
大
単
に
於
け
る
和
歌
教
育
研
究
も
百
三
十
年
の
歴
史
を
閲
し
て
来
た
。
そ
の
成
果
は
時
を
経
る
に

従
っ
て
徐
々
に
裾
野
を
広
げ
、
「
圃
畢
院
雑
誌
」
（
明
治
一
一
十
七
年
十
一
月
創
刊
）
や
「
固
肇
院
大
豊
新
聞
」
（
昭
和
二
年
六
月
一
日
創
刊
）
な

ど
か
ら
、
在
職
す
る
教
職
員
を
は
じ
め
生
徒
・
学
生
、
卒
業
生
、
ひ
い
て
は
学
外
の
方
々
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
数
多
の
歌
を
読
む
事
が
出
来

る
。
歌
の
魅
力
に
惹
か
れ
た
生
徒
や
学
生
の
中
か
ら
は
社
会
に
出
て
も
作
歌
に
勤
し
み
、
時
に
は
秀
歌
を
集
め
て
出
版
し
た
り
、
ま
た
結

社
を
主
宰
す
る
諸
兄
も
現
れ
、
そ
の
成
果
は
数
え
切
れ
な
い
程
で
あ
る
。

た
か
ひ
と

因
み
に
、
皇
典
講
究
所
初
代
総
裁
有
栖
川
宮
職
仁
親
王
（
同
宮
家
第
八
代
）
の
系
譜
は
書
道
（
有
栖
川
流
）
と
和
歌
を
家
学
と
し
て
継
承
さ

つ
な
ひ
と

れ
た
宮
家
で
、
職
仁
親
王
の
和
歌
は
九
歳
の
頃
、
父
詔
仁
親
王
（
第
七
代
）
か
ら
学
ん
で
家
道
を
継
ぎ
、
穂
奥
を
極
め
て
か
ら
は
、
明
治
天

は
じ
め
に 和

歌
教
育
に
見
る
短
歌
結
社
の
一
考
察

益
井

邦

夫

園畢院大豊研究開発推進機構紀要第５号平成25年３月



皇
に
書
道
と
共
に
歌
道
も
師
範
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
家
道
の
継
承
者
で
あ
る
職
仁
親
王
を
総
裁
に
戴
い
た
皇
典
講
究
所
・
国
畢
院
大
単
は
、
国
史
・
国
文
・
国
法
を
標
榛
す
る
学

府
と
し
て
創
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
基
盤
に
和
歌
教
育
研
究
を
置
い
た
の
も
、
う
べ
な
る
か
な
で
あ
る
。

学
内
の
動
静
に
限
ら
ず
、
な
ぜ
日
本
人
は
千
一
一
一
百
年
の
長
き
に
亘
っ
て
、
一
一
一
十
一
文
字
の
世
界
に
拘
り
を
持
ち
続
け
て
来
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
在
り
様
を
探
る
べ
く
研
究
に
努
め
る
折
口
信
夫
教
授
（
十
八
期
大
文
、
釈
逼
空
）
は
大
正
期
に
入
り
、
短
歌
結
社
「
白
烏
」
を

起
こ
し
、
大
正
十
一
年
一
月
に
雑
誌
「
白
烏
」
を
創
刊
し
、
ま
た
同
年
に
高
等
師
範
部
の
生
徒
を
主
体
に
「
く
蜜
ひ
（
鵠
ご
と
「
高
日
」

の
両
社
を
結
い
、
大
正
十
四
年
に
雑
誌
「
く
評
ひ
」
を
創
刊
し
た
。
「
高
日
」
の
活
動
は
定
か
で
は
な
い
が
、
同
年
一
月
に
予
科
生
徒
を

対
象
に
し
た
「
烏
船
」
を
も
起
こ
し
、
大
正
十
五
年
四
月
に
は
雑
誌
「
と
り
ふ
ね
」
を
創
刊
し
て
自
ら
を
鼓
舞
し
、
ま
た
社
員
・
同
人
生

ま
た
教
職
員
有
志
も
盛
ん
に
作
歌
に
励
ん
で
来
た
が
、
大
正
七
年
十
一
月
一
一
一
日
に
、
本
居
宣
長
を
慕
っ
て
「
白
菊
会
」
を
組
織
し
、
そ

の
日
に
鈴
屋
翁
の
影
前
で
歌
会
を
催
し
た
。
出
席
者
は
石
川
岩
吉
（
三
期
、
皇
子
博
育
官
）
・
井
出
豊
作
（
四
期
、
実
践
女
学
校
教
授
）
・
植

木
直
一
郎
（
六
期
、
皇
典
講
究
所
・
国
畢
院
大
畢
教
授
）
・
金
子
元
臣
（
園
肇
院
大
畢
講
師
）
・
桑
原
芳
樹
（
水
穂
会
、
皇
典
講
究
所
幹
事
長
）
・

斎
藤
惇
（
一
一
期
、
皇
典
講
究
所
・
学
習
院
女
学
部
教
授
）
・
武
島
羽
衣
（
又
次
郎
、
園
畢
院
大
聖
教
授
）
・
三
矢
重
松
（
一
期
、
明
治
一
一
十
六

年
卒
業
、
園
単
院
大
畢
・
東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
）
・
宮
西
惟
助
（
一
期
、
根
津
神
社
社
司
、
内
務
省
、
園
畢
院
大
畢
教
授
）
・
本
居
五

鈴
（
清
造
、
四
期
、
帝
室
臨
時
編
修
局
、
皇
典
講
究
所
・
圃
畢
院
大
畢
講
師
）
の
十
氏
で
あ
っ
た
。

対
象
に
し
た
「
烏
船
」
を
も
起
一

徒
の
詠
草
指
導
に
一
層
努
め
た
。

一
、
短
歌
詠
草
の
会
を
結
う

5２
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因
み
に
本
居
清
造
は
松
阪
本
居
家
五
代
目
の
当
主
で
、
本
居
豊
頴
（
国
畢
院
講
師
）
か
ら
学
統
を
継
承
し
た
。

「
白
菊
会
」
の
第
一
回
歌
会
は
翌
十
二
月
一
日
午
前
十
一
時
か
ら
麹
町
区
飯
田
町
（
現
在
の
千
代
田
区
飯
田
橋
）
の
園
畢
院
大
畢
構
内
に

有
っ
た
院
友
倶
楽
部
（
院
友
会
）
に
於
い
て
開
催
し
た
。
当
日
の
参
会
者
は
桑
原
芳
樹
・
青
戸
波
江
（
皇
典
講
究
所
勤
務
）
．
一
一
一
矢
重
松
・
羽

そ
の
折
の
詠
草
は
、
か
ね
て
出
題
の
兼
題
「
秋
山
」
に
因
む
も
の
で
あ
っ
た
。

▽
石
川
岩
吉
兼
題
み
や
ま
ぢ
の
秋
の
よ
そ
ひ
に
あ
く
が
れ
て
思
は
い
峰
に
日
を
く
ら
し
け
り
、
当
座
友
朝
夕
に
む
つ
ぴ
な

れ
つ
塗
相
見
れ
ば
庭
の
小
草
も
わ
が
友
に
し
て
▽
井
出
豊
作
兼
題
を
り
／
、
の
な
が
め
は
あ
れ
ど
嵐
山
秋
こ
そ
殊
に
あ
は
れ
な
り
け

り
▽
植
木
直
一
郎
兼
題
麓
路
の
も
み
ぢ
か
く
し
て
立
つ
霧
の
う
へ
に
思
は
い
峰
を
見
る
か
な
、
当
座
橋
年
々
に
ひ
ら
け
い
く
野

の
み
や
ま
路
に
か
け
わ
た
し
た
る
く
ろ
が
ね
の
橋
▽
金
子
元
臣
兼
題
笹
わ
く
る
そ
で
に
つ
き
た
る
草
の
た
れ
こ
れ
や
紅
葉
の
ほ
か
の

山
つ
と
、
当
座
市
燈
火
の
か
げ
に
そ
む
き
て
ふ
く
る
も
つ
を
み
な
さ
び
し
き
よ
る
の
米
市
▽
桑
原
芳
樹
兼
題
秋
は
今
央
と
な
り

ぬ
山
室
の
山
や
紅
葉
の
盛
な
る
ら
む
▽
斎
藤
惇
兼
題
か
ほ
に
さ
へ
紅
葉
ち
ら
し
つ
秋
の
山
瓢
の
さ
け
を
く
み
か
は
し
つ
園
、
当
座

水
嵐
山
花
も
紅
葉
も
め
で
た
き
は
下
ゆ
く
水
の
あ
れ
ば
な
り
け
り
▽
武
島
羽
衣
兼
題
て
り
は
ゆ
る
山
の
も
み
ぢ
の
あ
か
き
い
ろ
を

仰
ぎ
て
も
見
む
お
の
が
心
に
、
当
座
書
も
の
ま
な
び
浅
く
な
り
け
り
な
か
／
～
に
書
よ
む
た
よ
り
よ
く
な
れ
る
世
は
▽
三
矢
重
松

兼
題
秋
山
の
あ
は
れ
を
み
ょ
と
し
を
り
せ
し
あ
と
を
た
ど
れ
ば
あ
は
れ
秋
山
、
当
座
心
に
ほ
ひ
な
き
庭
の
を
菊
を
手
折
り
き
て
捧

げ
ま
つ
る
も
お
の
が
心
と
▽
宮
西
惟
助
兼
題
峠
み
ち
こ
ゆ
れ
ば
ま
た
も
山
見
え
て
霧
の
そ
こ
な
り
紅
葉
ば
の
里
、
当
座
竹
す
ぐ

／
、
と
萱
え
し
節
の
い
つ
こ
ょ
え
い
た
わ
み
て
竹
の
ふ
り
は
つ
く
れ
る
▽
本
居
五
鈴
（
清
造
）
兼
題
山
は
秋
あ
き
は
山
住
み
水
の
音
も

風
の
ひ
ず
き
も
ざ
や
け
か
り
け
り
、
当
座
綱
大
神
の
国
こ
／
、
と
ひ
か
し
け
む
綱
の
八
十
綱
今
も
ゆ
る
ば
ず
▽
山
本
信
哉
兼
題

お
く
つ
き
の
し
る
し
の
桜
秋
ふ
け
て
も
み
ぢ
し
ぬ
ら
む
山
室
の
山
、
当
座
苔
古
寺
の
こ
け
の
む
し
ろ
は
や
れ
は
て
園
み
を
く
ち
な
は

の
い
ふ
か
ひ
も
な
し

和歌教育に見る短歌結社の一考察



生
永
明
（
一
期
、
青
山
学
院
教
授
）
・
岩
崎
春
彦
（
棲
木
神
社
社
掌
、
皇
典
講
究
所
・
順
天
中
学
校
講
師
）
・
米
野
一
馬
（
二
期
）
・
斎
藤
惇
・

烏
野
幸
次
（
一
一
一
期
、
学
習
院
教
授
）
・
本
居
清
造
・
井
出
豊
作
・
堀
江
秀
雄
（
五
期
、
開
成
中
学
校
教
諭
）
・
伊
川
譲
（
一
三
期
、
宮
内
省
図

書
寮
勤
務
）
・
三
崎
幹
一
郎
（
一
一
○
期
、
明
治
四
十
五
年
、
商
工
中
学
校
教
諭
）
・
大
塚
承
一
（
一
一
六
期
、
国
畢
院
大
畢
勤
務
）
の
十
四
氏
で
あ
っ

た
○

第
一
回
歌
会
の
模
様
と
会
名
の
由
来
に
就
い
て
、
斎
藤
惇
が
次
の
様
に
綴
っ
て
い
る
。

こ
の
夜
う
ち
集
へ
る
が
中
に
、
わ
れ
ら
、
日
々
学
校
に
其
の
他
に
、
読
本
を
講
じ
文
法
を
説
き
、
或
は
編
輯
の
事
な
ど
に
没
頭
し
て
、

歌
よ
む
機
会
は
い
と
稀
な
れ
ば
、
詩
想
の
泉
も
ほ
と
ノ
、
渇
れ
な
む
と
す
る
は
、
く
ち
を
し
き
事
な
り
。

あ
は
れ
、
今
日
の
こ
の
ま
と
ゐ
を
縁
と
し
て
、
一
月
に
一
た
び
同
じ
志
の
人
々
う
ち
集
ひ
て
、
歌
よ
み
か
は
さ
む
は
、
な
か
／
～
に

俗
事
に
つ
か
れ
た
る
頭
脳
を
休
む
る
よ
す
が
と
も
な
り
な
む
、
い
か
に
さ
は
思
は
ず
や
と
い
ふ
ひ
と
の
あ
り
け
れ
ば
、
人
々
そ
れ
ょ
か

ら
む
と
て
、
そ
の
第
一
回
の
会
を
、
十
二
月
一
日
午
前
十
一
時
よ
り
院
友
倶
楽
部
に
開
く
こ
と
蚤
な
し
ぬ
。

い
よ
／
、
其
の
日
と
な
り
け
れ
ば
、
先
輩
な
る
桑
原
芳
樹
・
青
戸
波
江
両
氏
を
は
じ
め
、
三
矢
重
松
・
羽
生
永
明
・
岩
崎
春
彦
・
米

野
一
馬
・
鳥
野
幸
次
・
本
居
清
造
・
井
出
豊
作
・
堀
江
秀
雄
・
伊
川
譲
・
三
崎
幹
一
郎
・
大
塚
承
一
の
十
三
氏
及
び
、
お
の
れ
を
合
せ

て
十
四
人
、
兼
題
な
る
「
霜
」
の
歌
を
持
ち
て
来
会
せ
り
。

か
く
て
一
箱
の
弁
当
と
一
瓶
の
酒
と
を
配
り
て
談
笑
の
間
に
昼
食
を
す
ま
し
、
や
が
て
当
座
題
「
古
城
」
と
披
露
せ
ら
れ
け
れ
ば
、

さ
す
が
に
、
一
し
き
り
は
、
声
を
ひ
そ
め
息
を
こ
ろ
し
て
、
各
想
を
練
り
思
を
凝
ら
す
さ
ま
な
り
し
が
、
相
前
後
し
て
読
み
出
で
た
る
、

多
き
は
二
首
三
首
に
も
及
び
た
り
け
り
。

か
く
て
、
青
戸
・
本
居
二
氏
の
披
講
あ
り
て
後
、
会
名
な
き
も
い
か
ず
あ
ら
む
、
何
と
か
や
よ
き
名
は
あ
ら
じ
か
と
い
へ
ば
、
あ
ま

り
に
、
事
々
し
く
唐
め
き
た
ら
む
も
お
も
し
ろ
か
ら
ず
、
先
帝
の
御
誕
辰
な
り
し
十
一
月
三
日
の
、
菊
の
さ
か
り
な
る
頃
に
根
ざ
し
そ

5４
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と
あ
り
、
会
名
は
十
一
月
三
日
（
明
治
節
）
、
咲
き
誇
る
菊
の
花
に
因
ん
で
命
名
し
た
と
あ
る
。

第
一
回
の
兼
題
は
「
霜
」
、
当
座
の
題
は
「
古
城
」
で
あ
っ
た
。

▽
桑
原
芳
樹
兼
題
月
影
の
か
た
ぶ
く
見
え
て
柴
の
戸
も
ま
が
き
も
白
く
し
も
の
お
く
な
り
、
当
座
旅
人
も
行
手
あ
ら
そ
ふ
こ
れ

や
こ
の
千
代
ふ
る
城
と
昔
し
の
び
て
▽
青
戸
波
江
兼
題
思
ひ
し
に
た
か
は
ざ
り
け
り
夜
も
す
が
ら
さ
え
し
軒
ば
の
け
さ
の
は
つ
霜
、

当
座
南
山
の
峰
よ
り
み
れ
に
き
づ
き
た
る
大
城
の
あ
と
に
朝
日
た
蔀
す
、
▽
三
矢
重
松
兼
題
さ
く
す
ず
の
五
十
鈴
の
川
の
橋
の
上

い
き
な

に
清
々
し
く
も
お
け
る
は
つ
し
も
〔
十
一
月
十
一
日
の
事
な
り
〕
、
当
座
韓
国
の
古
城
に
た
ち
て
見
さ
く
れ
ば
ま
づ
思
ほ
ゆ
る
伊
企
嫌

お
お
ば
こ

大
葉
子
▽
羽
生
永
明
兼
題
か
さ
蚤
ぎ
の
橋
の
上
ゆ
く
あ
ら
駒
の
い
ふ
き
も
し
ろ
く
霜
お
き
に
け
り
、
当
座
夏
草
の
し
げ
れ
る
城
の

上
風
か
ろ
く
た
が
ゆ
め
な
ら
む
蝶
の
と
び
か
ふ
▽
岩
崎
春
彦
兼
題
①
い
つ
の
ま
か
黄
菊
の
花
も
あ
せ
に
け
る
お
く
霜
ふ
か
く
な
り
ま

さ
り
け
む
、
②
っ
ら
魁
ゐ
る
ほ
ど
も
近
け
む
今
朝
見
れ
ば
庭
し
ろ
妙
に
初
霜
の
お
く
、
③
お
く
霜
の
白
き
を
見
て
も
思
ふ
か
な
か
し
ら
の

霜
も
お
き
や
ま
さ
む
と
、
当
座
吹
き
す
さ
ぶ
あ
ら
し
に
木
々
の
葉
も
散
り
て
一
き
は
し
る
し
白
鷺
の
城
▽
米
野
一
馬
兼
題
う
ち
か

へ
す
田
の
面
を
見
れ
ば
少
女
子
の
う
す
け
は
ひ
せ
る
今
朝
の
初
霜
、
当
座
い
に
し
へ
を
語
る
人
だ
に
な
く
虫
の
こ
ゑ
あ
は
れ
な
る
城
の

松
蔭
▽
烏
野
幸
次
兼
題
わ
だ
ち
の
み
黒
く
の
こ
り
て
あ
り
明
の
月
か
げ
寒
し
橋
の
上
の
霜
、
当
座
お
や
／
、
の
出
入
つ
か
ふ
と
仰

ぎ
け
む
か
す
み
が
城
の
春
ぞ
恋
し
き
▽
本
居
清
造
兼
題
あ
た
塾
か
き
け
ふ
の
ひ
よ
り
も
見
ゆ
る
か
な
朝
日
か
が
や
く
霜
の
光
に
、
当

座
た
だ
ひ
と
つ
残
れ
る
城
の
す
み
や
ぐ
ら
夕
日
う
す
れ
て
秋
の
風
吹
く
▽
井
出
豊
作
兼
題
た
図
ま
く
も
を
し
き
別
れ
の
帰
路
に
お

（
１
）

告
げ
て
別
れ
さ
り
ぬ
云
々
。

め
つ
る
な
れ
ば
、
唯
何
と
な
く
白
菊
会
と
名
づ
け
む
は
い
か
に
と
い
ふ
人
の
あ
る
ま
、
に
、
そ
れ
よ
け
む
と
て
、
会
名
も
定
ま
り
、
次

の
会
は
一
月
十
一
日
、
兼
題
は
「
炭
」
と
定
め
ら
れ
た
り
。

か
く
て
、
茶
を
の
み
っ
、
、
く
さ
み
、
の
物
語
を
な
し
、
或
は
短
冊
に
歌
か
き
な
ど
し
て
、
日
暮
る
、
頃
に
、
お
の
ｒ
、
い
と
ま
を

和歌教育に見る短歌結社の一考察



く
霜
し
る
し
夜
は
ふ
け
ぬ
ら
し
、
当
座
お
の
が
じ
し
固
め
し
城
も
尋
ぬ
べ
き
跡
な
き
ま
で
に
な
れ
る
御
代
か
な
▽
堀
江
秀
雄
兼
題

し
ら
菊
の
し
を
る
、
霜
に
驚
き
て
か
た
き
こ
ほ
り
と
さ
け
び
つ
我
は
、
当
座
世
々
経
て
も
青
葉
の
城
は
益
荒
男
の
南
は
か
り
し
い
さ
を

か
た
れ
り
▽
伊
川
譲
兼
題
お
き
な
ぐ
さ
昔
ゆ
か
し
き
き
せ
綿
の
色
を
ふ
け
め
て
ふ
れ
る
霜
か
な
、
当
座
墨
染
の
ゆ
ふ
日
は
お
ち
て

い
に
し
へ
を
か
た
る
城
跡
あ
き
の
風
吹
く
▽
三
崎
幹
一
郎
兼
題
木
枯
に
吹
き
お
く
ら
れ
し
百
千
鳥
羽
か
ぜ
さ
や
ぎ
て
し
も
の
花
散

る
、
当
座
ま
が
つ
神
す
む
て
ふ
淵
に
影
う
け
て
か
ど
の
矢
倉
の
く
え
の
こ
り
た
る
▽
大
塚
承
一
兼
題
お
く
霜
に
こ
、
ろ
な
き
身
も

こ
の
朝
は
帯
か
た
手
に
し
ば
し
た
鼠
ず
む
、
庭
の
お
も
に
雪
と
ま
が
ひ
て
見
ゆ
る
ま
で
霜
は
お
き
け
り
風
寒
き
あ
さ
、
当
座
ま
す
ら
を

が
こ
も
り
し
城
は
く
え
は
て
魁
月
か
げ
さ
び
し
国
府
の
高
岡

そ
の
後
、
会
員
に
池
遥
義
象
（
国
畢
院
大
単
元
講
師
）
、
石
田
吉
一
一
一
、
泉
田
荒
吉
（
一
三
期
教
習
科
）
、
泉
田
新
城
、
市
河
竹
麿
、
稲
村
真

里
（
一
期
、
高
良
神
社
宮
司
）
、
岡
山
高
蔭
（
国
畢
院
大
畢
講
師
、
書
家
・
歌
人
）
、
折
口
信
夫
、
加
藤
亀
松
（
一
一
期
）
、
賀
茂
百
樹
（
画
肇

院
大
畢
講
師
）
、
笠
原
節
一
一
（
一
六
期
師
国
漢
、
皇
典
講
究
所
員
）
、
金
田
秋
香
（
菊
一
一
一
郎
、
五
期
、
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
）
、
菊
池

武
文
（
三
期
、
諏
訪
神
社
宮
司
）
、
河
野
省
一
一
一
（
一
一
一
一
期
、
皇
典
講
究
所
幹
事
・
国
畢
院
大
畢
主
事
）
、
小
林
秀
雄
（
四
期
、
圃
畢
院
大
筆
・

立
教
大
学
教
授
）
、
小
森
松
風
、
小
森
甚
作
（
九
期
、
編
輯
）
、
清
水
平
一
郎
（
一
期
、
皇
典
講
究
所
幹
事
・
圃
単
院
大
畢
主
事
）
、
下
田
義

照
（
国
畢
院
大
単
講
師
）
、
関
谷
真
可
禰
、
高
次
秀
直
（
一
一
四
期
師
国
漢
、
明
治
書
院
）
、
武
岡
博
一
一
一
（
一
一
七
期
大
国
文
）
、
田
遥
勝
哉
（
一
一
期
、

宮
内
省
図
書
寮
）
、
富
岡
宣
永
（
水
穂
会
）
、
一
一
宮
勘
蔵
（
皇
典
講
究
所
員
）
、
一
一
宮
正
彰
（
一
一
四
期
師
国
漢
、
宮
内
省
）
、
羽
田
春
埜
（
清
光
、

一
一
一
期
大
文
、
宮
内
省
式
部
職
）
、
塙
忠
雄
、
阪
正
臣
（
園
畢
院
大
挙
講
師
）
、
平
野
沖
天
、
福
井
久
蔵
、
本
居
秀
子
（
本
居
清
造
夫
人
）
、

山
内
岩
雄
（
五
期
、
今
川
橋
松
屋
呉
服
店
）
、
山
田
忠
孝
（
一
一
期
）
、
山
名
隆
貞
（
一
五
期
師
国
漢
、
皇
典
講
究
所
幹
事
心
得
・
園
畢
院
大

畢
主
事
心
得
）
、
山
本
信
哉
（
一
一
一
期
、
国
畢
院
大
畢
教
授
、
史
料
編
纂
官
補
、
東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
）
、
吉
本
弘
の
諸
氏
が
加
わ
っ
た
。

併
行
し
て
年
一
回
、
十
一
月
に
開
催
し
た
「
鈴
屋
翁
影
前
会
」
は
そ
の
後
、
右
会
員
の
内
、
桑
原
芳
樹
・
武
島
羽
衣
・
金
子
元
臣
・
一
一
一
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一

昭
和
期
に
入
る
と
、
本
郷
中
学
校
（
私
立
本
郷
中
学
校
・
高
等
学
校
、

後
に
母
校
園
畢
院
大
畢
理
事
長
（
昭
和
五
十
八
年
四
月
就
任
）
、
国
事
』

矢
重
松
・
宮
西
惟
助
・
斎
藤
惇
・
石
川
岩
吉
・
山
本
信
哉
・
井
出
豊
作
・
植
木
直
一
郎
・
本
居
五
鈴
・
本
居
秀
子
・
折
口
信
夫
・
笠
原
節

一
一
・
堀
江
秀
雄
・
烏
野
幸
次
・
福
井
久
蔵
・
青
戸
波
江
・
池
遥
義
象
・
阪
正
臣
・
下
田
義
照
・
塙
忠
雄
の
諸
氏
を
中
心
に
催
さ
れ
た
が
、

同
会
と
「
白
菊
会
」
は
大
正
末
年
頃
に
は
活
動
を
停
止
し
た
模
様
で
あ
る
。

夕

二
、
「
こ
も
り
沼
」
社
の
発
足

JJ凧りｉ
"Ｊ…畷Ｉ 》

一
・
一
ｂ
ｌ
ノ 、

和歌教育に見る短歌結社の一考察

ｋ
叫
属
刊
謹
鐸
錘
癖

銃
”
鰻
．
嫌

暖

学
校
、
豊
島
区
駒
込
四
丁
目
）
の
国
漢
教
諭
（
昭
和
四
年
四
月
就
任
）
で
、

国
畢
院
高
等
学
校
校
長
に
就
任
（
昭
和
三
十
四
年
十
月
）
し
た
小
林
武
治

ぬ

（
一
二
六
期
高
師
、
昭
和
三
年
）
が
短
歌
結
社
「
こ
も
り
沼
」
を
主

副
宰
、
昭
和
十
年
八
月
一
日
付
で
雑
誌
「
こ
も
り
沼
」
を
創
刊
し

館塞
二

た
。
小
林
は
そ
の
巻
頭
で
、

図事大
こ
も
り
沼
の
真
澄
の
水
！
昼
夜
一
猿
々
と
し
て
洞
れ
ず
、
而

院
む
す

鵬
も
溢
れ
ず
。
之
を
掬
ぶ
に
禰
々
寒
く
、
無
味
に
し
て
味
あ
り
、

号
無
色
に
し
て
色
あ
り
、
恰
も
是
謙
に
し
て
騎
ら
ず
、
慮
に
し
て

刊
こ
、
ろ
ど

創
慨
る
を
知
ら
ぬ
吾
人
の
心
神
を
な
ず
ら
ふ
る
に
相
応
し
か
む
。

麺
ロ
な
げ
き

り

実
に
純
真
な
る
歌
心
よ
り
送
り
出
づ
る
詠
歎
は
利
那
の
口
拍
子

もに
に
任
せ
て
、
は
か
な
き
命
に
終
ら
し
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
筆
に

托
し
、
紙
に
落
さ
ぱ
わ
が
魂
は
形
と
な
り
て
、
躍
々
生
動
す
る

蕊

‐
‐
稲
卜
叫
〉
訂
口
虫
Ｐ
Ｔ
Ｌ
吟

毛
凸
ｐ
壷



あ
し
か
び

も
の
ぞ
。
ま
つ
ぶ
さ
（
真
具
）
に
現
歌
壇
の
実
情
を
洞
察
す
る
に
、
天
地
開
開
の
混
沌
に
雰
露
１
し
て
、
あ
は
れ
葦
芽
は
兆
す
べ
く
し
て

兆
す
る
に
由
な
し
。
そ
は
偶
像
の
賊
雇
跳
梁
し
て
真
に
玉
石
を
弁
へ
ず
、
天
真
の
歌
心
を
冥
受
せ
る
若
人
も
、
為
に
進
路
を
随
止
せ

ら
れ
空
し
く
奇
才
を
懐
い
て
朽
つ
る
に
至
れ
ば
な
り
。
わ
が
こ
も
り
沼
社
こ
そ
は
、
か
国
る
歌
壇
の
現
状
が
自
ら
生
み
し
集
ひ
に
し

て
、
作
品
本
意
に
立
脚
し
て
差
別
を
設
け
ざ
る
を
本
旨
と
し
、
低
廉
な
る
会
費
を
以
て
、
真
に
斯
道
に
精
進
せ
む
同
志
の
龍
門
に
し

て
、
遂
に
は
歌
壇
の
葦
芽
た
る
べ
き
存
在
な
り
。
新
人
よ
来
れ
！
わ
が
趣
旨
に
共
鳴
せ
む
者
は
来
れ
－
．
而
し
て
吾
人
が
真
筆
な

（
２
）

る
文
学
運
動
に
興
ｈ
ソ
給
へ
昭
和
十
年
水
無
月
創
設
発
行
人
一
同

と
、
名
文
を
以
て
宣
言
し
た
。
会
名
の
「
こ
も
り
沼
」
に
就
い
て
会
員
の
大
久
問
喜
一
郎
（
昭
和
十
二
年
予
科
、
四
八
期
学
国
文
）
は
戦
後
、

「
こ
も
り
沼
」
の
伝
統
を
継
承
し
た
雑
誌
「
新
径
」
の
中
で
、

．
：
当
時
か
ら
周
辺
の
誰
も
が
記
憶
に
残
し
て
い
た
「
こ
も
り
沼
」
と
い
う
謙
虚
で
且
つ
雅
致
あ
る
短
歌
集
団
の
名
は
、
誰
も
が
思
い

浮
か
べ
る
あ
の
万
葉
集
の
作
品
か
ら
直
接
採
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
小
林
武
治
先
生
の
回
想
談
話
に
よ
れ
ば
、
当
時
年
長
の
同
人
で

あ
ら
れ
た
小
口
虎
雄
氏
の
次
の
歌
に
由
来
す
る
と
い
う
。

こ
も
り
沼
の
あ
し
の
葉
む
ら
の
夕
あ
か
り
ひ
ま
な
く
し
鳴
く
よ
し
き
り
の
こ
ゑ
虎
雄

こ
も
り
ぬ

万
葉
集
に
見
え
る
七
首
の
隠
沼
の
歌
は
、
殆
ど
が
侭
な
ら
ぬ
境
遇
を
歎
く
歌
で
あ
る
。
‐
し
か
し
、
高
市
挽
歌
の
一
首
を
除
け
ば
、
為

す
す
べ
を
失
っ
た
自
失
の
歌
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
大
方
は
恐
ら
く
、
そ
の
主
人
公
の
若
さ
故
に
、
逆
境
を
乗
り
超
え
よ
う
と
す
る

歌
で
あ
る
。
偶
然
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
し
、
或
は
「
隠
沼
」
と
い
う
語
に
内
在
し
た
古
代
的
情
感
に
依
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
流

れ
出
る
水
の
出
口
の
見
え
ぬ
沼
、
そ
れ
故
、
「
隠
沼
の
下
ゆ
恋
ふ
れ
ば
」
と
い
う
表
現
も
生
ま
れ
る
。
つ
き
つ
め
れ
ば
自
制
力
を
持
っ

た
意
欲
も
ほ
の
見
え
る
。
菟
原
処
女
の
様
に
、
愛
す
る
者
の
為
に
我
が
身
を
捨
て
去
っ
た
健
気
な
魂
も
、
「
隠
沼
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ

（
３
）

な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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と
記
し
、
小
林
武
治
の
同
期
で
あ
っ
た
小
口
虎
雄
（
三
六
期
高
師
、
牛
島
小
学
校
〈
墨
田
区
向
島
〉
教
諭
）
が
詠
じ
た
歌
の
中
か
ら
採
っ
た

と
紹
介
し
て
い
る
。
一
般
に
「
こ
も
り
沼
」
の
文
字
を
見
る
と
「
万
葉
集
」
か
ら
採
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
「
万
葉
集
」
で

の
口
語
訳
で
は
「
隠
り
沼
」
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
字
か
ら
感
じ
ら
れ
る
様
に
、
大
久
問
喜
一
郎
も
感
想
を
認
め
て
い
る
様

に
、
雑
木
林
の
中
に
ひ
っ
そ
り
と
水
を
湛
え
た
「
沼
」
は
湿
地
の
一
つ
で
、
比
較
的
小
さ
く
て
浅
い
。
昔
は
武
蔵
野
の
随
所
に
見
ら
れ
た

が
、
今
は
宅
地
化
さ
れ
て
、
往
時
の
面
影
が
少
な
く
な
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
流
れ
行
く
水
の
は
け
口
が
無
く
、
淀
ん
で
い
る
情
景

か
ら
「
万
葉
集
」
で
は
気
持
ち
が
塞
い
で
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
際
に
も
使
わ
れ
、
「
隠
沼
」
に
関
し
て
「
沼
」
を
含
め
て
十
八
首
ほ
ど

こ
も
ぬ
し
た
こ

い
も
な
の

い

見
ら
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
歌
に
柿
本
人
麻
呂
の
「
隠
り
沼
の
下
ゆ
恋
ふ
れ
ば
す
べ
を
な
み
妹
が
名
告
り
つ
忌
む
べ
き
も
の
を
」

（
一
一
四
四
一
）
が
あ
る
。
小
林
武
治
は
こ
れ
ら
「
万
葉
集
」
か
ら
で
は
無
く
、
敢
て
畏
友
小
口
虎
雄
の
歌
か
ら
命
名
し
た
の
だ
と
言
う
。
小

林
武
治
の
細
や
か
な
心
遣
い
と
で
も
言
お
う
か
、
暖
か
な
感
情
が
帳
っ
た
命
名
で
あ
る
。

会
の
発
足
に
際
し
て
社
規
を
次
の
様
に
規
定
し
た
。

一
、
こ
も
り
沼
社
は
短
歌
を
熱
愛
す
る
者
を
以
て
同
志
と
し
常
に
作
品
本
位
に
立
ち
て
精
進
す
。

一
、
会
員
を
分
ち
て
普
通
会
員
、
維
持
会
員
と
し
、
普
通
会
員
は
会
費
と
し
て
月
額
金
一
一
一
十
銭
、
維
持
会
員
は
月
額
六
十
銭
宛
を
醸
出

す
る
も
の
と
す
。
但
し
会
員
は
な
る
べ
く
三
ケ
月
分
以
上
前
納
す
る
こ
と
。

一
、
会
員
に
は
毎
月
刊
行
の
『
こ
も
り
沼
」
を
配
付
す
。

一
、
会
員
は
毎
月
短
歌
二
十
首
以
内
及
び
そ
の
他
研
究
評
論
、
消
息
等
を
投
稿
し
得
。
但
し
そ
の
取
捨
は
維
持
会
員
に
一
任
の
こ
と
。

一
、
会
員
の
原
稿
は
十
行
一
一
十
字
詰
原
稿
紙
を
用
ゐ
、
毎
月
十
日
迄
に
送
付
す
る
こ
と
。

一
、
原
稿
は
半
開
封
と
し
、
封
筒
に
「
原
稿
」
と
朱
記
し
、
郵
券
二
銭
を
貼
付
す
る
こ
と
。
但
し
他
の
用
件
は
こ
れ
と
同
封
せ
ざ
る
こ

と
○
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に
あ
り
、
江
戸
中
期
の
儒
学
垂

外
の
文
教
・
住
宅
地
で
あ
る
。

会
員
は
最
盛
期
に
は
一
一
百
余
名
を
数
え
た
と
言
い
、
発
足
当
初
、
創
刊
号
に
稿
を
寄
せ
た
者
は
、
河
野
通
成
・
紀
村
曇
・
吉
川
泰
雄
（
昭

和
十
一
年
予
科
、
四
八
期
学
国
文
）
・
長
島
夏
道
・
伊
木
尚
茂
（
昭
和
十
一
一
年
予
科
、
四
八
期
学
国
史
）
・
張
堂
真
仁
・
小
泉
祐
次
（
昭
和

十
一
年
予
科
、
四
七
期
学
国
史
）
・
庵
冷
子
・
麿
丘
杜
夫
・
船
橋
亘
・
小
林
武
治
・
井
出
光
太
郎
・
瓜
生
茂
・
大
木
達
雄
（
昭
和
十
一
年

予
科
、
四
七
期
学
国
文
）
・
萩
原
芳
郎
（
昭
和
十
一
年
予
科
、
四
七
期
学
国
文
）
・
鈴
木
圃
郭
（
昭
和
十
一
年
予
科
、
四
七
期
学
国
文
）
・

朝
麿
武
敏
・
草
野
浩
一
郎
・
外
山
寛
仁
・
小
池
直
之
（
昭
和
十
一
年
予
科
、
四
七
期
学
国
史
）
・
天
野
佐
久
夫
の
一
一
十
一
名
で
、
内
八
名

が
固
畢
院
大
畢
に
在
学
す
る
生
徒
や
学
生
で
あ
っ
た
が
、
年
内
に
は
小
林
武
治
の
同
期
の
山
田
高
春
（
三
六
期
高
師
）
を
は
じ
め
、
大
久
間

喜
一
郎
・
柴
原
修
（
四
六
期
高
師
一
）
・
安
村
利
行
（
昭
和
十
一
年
予
科
）
・
加
地
濯
太
（
四
八
期
道
哲
、
六
四
期
政
経
）
・
三
溝
秀
雄
（
昭
和

十
三
年
予
科
、
四
九
期
学
国
史
）
・
堀
江
秀
雄
・
山
川
弘
至
（
昭
和
十
一
一
年
予
科
、
四
八
期
学
国
文
）
・
吉
田
謙
徳
（
昭
和
十
一
年
予
科
、

四
九
期
学
国
文
）
・
川
崎
嘉
之
助
（
昭
和
十
一
年
予
科
、
四
七
期
学
国
文
）
と
言
っ
た
固
畢
院
大
単
の
学
生
・
生
徒
、
卒
業
生
が
参
加
し
た
。

そ
の
後
、
圃
畢
院
大
畢
関
係
者
で
は
塚
田
六
郎
（
昭
和
十
六
年
予
科
、
五
一
一
期
学
国
文
）
、
辻
彦
三
郎
（
昭
和
十
六
年
予
科
、
五
一
一
期
学

一
、
普
通
会
員
に
し
て
力
量
あ
る
者
は
維
持
会
員
に
推
薦
す
る
こ
と
を
得
。

一
、
維
持
会
員
規
定
は
別
に
之
を
定
む
。

（
４
）

一
、
送
稿
、
送
金
、
そ
の
他
の
用
件
は
、
発
行
所
（
東
京
市
渋
谷
区
上
智
町
十
番
地
）
宛
に
な
す
こ
と
。

あ
げ
ち
ま
ち

発
行
所
の
上
智
町
は
小
林
武
治
の
居
住
地
で
あ
っ
た
。
町
名
は
昭
和
四
十
一
年
の
住
居
表
示
の
変
更
に
よ
り
渋
谷
区
東
一
二
丁
目
に
変

わ
っ
た
が
、
国
畢
院
大
畢
や
実
践
女
子
学
園
、
都
立
広
尾
高
等
学
校
、
区
立
広
尾
中
学
校
、
区
立
常
磐
松
小
学
校
、
区
立
広
尾
小
学
校
な

ど
文
教
地
区
が
乗
る
台
地
（
通
称
〃
若
木
が
丘
〃
）
か
ら
恵
比
寿
方
面
（
南
側
）
に
下
る
位
置
に
あ
っ
た
。
発
行
所
と
圃
畢
院
大
畢
と
は
至
近

に
あ
り
、
江
戸
中
期
の
儒
学
者
で
漢
詩
人
の
服
部
南
郭
の
別
邸
が
あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
台
地
か
ら
は
富
岳
が
眺
め
ら
れ
た
閑
静
な
郊
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6１

草
創
期
に
於
い
て
小
林
武
治
を
補
佐
し
た
の
は
、
本
郷
中
学
校
の
教
え
子
（
七
回
生
）
で
あ
っ
た
吉
川
泰
雄
と
萩
原
芳
郎
で
あ
っ
た
。
二

（
５
）

人
は
本
郷
中
学
校
の
一
一
・
四
・
五
年
生
の
際
に
国
語
と
文
法
、
一
二
年
の
時
に
漢
文
を
教
わ
っ
た
。
吉
川
泰
雄
の
国
畢
院
大
畢
予
科
志
望
は
小

林
武
治
を
慕
っ
て
の
も
の
で
、
上
智
町
の
小
林
武
治
宅
を
訪
ね
た
最
初
が
そ
の
相
談
の
時
で
あ
っ
た
。
吉
川
泰
雄
は
昭
和
五
十
一
年
一
月
、

佐
藤
謙
三
学
長
の
逝
去
に
よ
り
園
畢
院
大
畢
学
長
代
行
並
び
に
学
長
に
就
任
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
ま
で
。
名
誉
教
授
・
名
誉
学
長
）
し
た
。

そ
の
吉
川
泰
雄
と
萩
原
芳
郎
の
一
一
人
が
会
誌
「
こ
も
り
沼
」
の
編
輯
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
吉
川
泰
雄
は
当
時
の
こ
と
を
、

国
文
）
、
山
本
惇
（
昭
和
十
七
年
予
科
、
五
三
期
学
国
文
）
、
石
塚
三
郎
（
武
内
、
五
二
期
神
道
）
、
市
川
良
輔
（
昭
和
十
七
年
予
科
、
五
五
期

学
文
新
）
、
石
塚
荘
之
助
（
白
井
、
五
三
期
興
亜
）
、
大
江
卓
（
昭
和
十
八
年
予
科
、
五
五
期
学
史
新
）
、
太
田
浩
一
一
（
昭
和
十
七
年
予
科
、

五
七
期
学
文
）
、
片
山
明
（
昭
和
十
八
年
予
科
、
五
五
期
学
文
新
）
、
門
林
武
重
（
昭
和
十
七
年
予
科
、
五
七
期
学
史
）
、
北
島
享
一
（
五
五
期

学
史
新
）
、
中
山
直
四
郎
（
昭
和
十
六
年
予
科
、
五
一
一
期
学
国
文
）
、
吉
川
篤
（
五
三
期
興
亜
）
、
林
陸
朗
（
五
四
期
専
門
、
五
七
期
学
史
）
、

鎗
田
清
太
郎
（
五
四
期
専
門
、
五
七
期
学
哲
）
、
山
本
清
（
五
四
期
専
門
、
五
七
期
学
文
）
、
渡
遥
一
桶
（
五
四
期
専
門
）
、
三
宅
一
良
（
五
四

期
専
門
）
、
金
城
武
雄
（
五
三
期
興
亜
）
、
比
江
島
重
俊
（
昭
和
十
八
年
予
科
）
の
諸
氏
が
参
加
し
た
。

新
規
会
員
が
増
加
す
る
と
会
の
事
務
も
次
第
に
煩
雑
に
な
り
、
特
に
会
費
の
徴
収
の
簡
素
化
の
た
め
に
振
替
口
座
を
設
け
、
ま
た
送
料

の
軽
減
化
を
図
る
た
め
に
第
三
種
郵
便
物
の
認
可
を
申
請
し
、
許
可
を
得
た
。
編
輯
子
は
「
わ
が
〃
こ
も
り
沼
″
も
い
よ
い
よ
第
三
種
郵

便
物
の
認
可
が
下
り
ま
し
た
。
日
付
は
、
昭
和
十
年
十
一
一
月
一
一
十
三
日
、
あ
た
か
も
皇
太
子
殿
下
御
生
誕
の
よ
き
日
に
当
り
ま
す
」
と
喜

び
を
「
編
集
後
記
」
に
綴
っ
て
い
る
。

三
、
日
本
民
俗
学
の
誕
生

和歌教育に見る短歌結社の一考察



連
続
の
「
閑
吟
生

（
６
）

と
回
想
し
て
い
る
。

藤
田
徳
太
郎
は
旧
制
浦
和
高
等
学
校
（
埼
玉
大
学
）
の
教
授
で
、
日
本
の
歌
謡
研
究
の
大
先
達
で
あ
る
。

吉
川
泰
雄
は
更
に
「
〃
こ
も
り
沼
″
に
は
作
歌
歴
の
な
い
人
々
も
多
く
投
じ
た
も
の
で
、
意
欲
を
も
っ
て
た
ち
ま
ち
に
目
覚
ま
し
い
成

長
を
見
せ
た
。
創
作
に
、
批
評
に
、
研
究
に
活
発
な
活
動
が
展
開
さ
れ
〃
こ
も
り
沼
″
は
ま
さ
に
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
と
な
っ
た
。
小
林
武

（
７
）

治
主
宰
は
、
各
自
思
い
／
～
の
自
由
な
歌
風
で
創
作
す
る
こ
と
を
の
み
指
導
さ
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
様
に
、
「
こ
も
り
沼
」
は
短
歌
以

（
８
）

外
に
、
回
想
に
あ
る
「
閑
吟
集
」
の
鼎
談
も
連
載
し
、
ま
た
船
橋
一
日
一
の
「
万
葉
集
〃
こ
も
り
沼
″
考
」
、
小
林
武
治
の
「
万
葉
集
慢
筆
」
、

井
出
光
太
郎
の
「
民
謡
三
題
」
、
岩
木
楢
次
の
「
伊
勢
物
語
論
講
〃
な
み
だ
川
〃
」
な
ど
の
論
考
を
数
多
く
紹
介
し
た
が
、
中
で
も
目
に
引

く
の
が
、
一
周
年
記
念
号
（
昭
和
十
一
年
八
月
、
第
二
巻
第
八
号
）
に
掲
載
し
た
柳
田
国
男
の
「
ウ
ソ
と
文
学
と
の
関
係
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
昭
和
七
年
、
設
楽
民
俗
研
究
会
の
雑
誌
「
設
楽
」
（
昭
和
六
年
七
月
創
刊
、
昭
和
十
五
年
十
一
一
月
、
十
七
号
で
廃
刊
）
に
発
表
し
も
の
の

（
９
）

転
載
で
あ
る
。
柳
田
国
男
と
小
林
武
治
と
の
友
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

小
学
校
（
本
郷
区
立
富
士
前
尋
常
小
学
校
、
文
京
区
本
駒
込
）
を
ず
っ
と
私
と
級
友
で
、
本
中
で
は
級
長
で
通
し
た
萩
原
芳
郎
君
と
一

緒
に
国
大
の
予
科
に
入
っ
た
。
彼
は
文
芸
家
志
望
で
私
は
学
問
志
望
だ
っ
た
。
夏
休
み
に
入
る
頃
、
先
生
が
主
宰
で
、
無
宗
匠
主
義
の

短
歌
誌
「
こ
も
り
沼
」
が
創
刊
ざ
れ
何
年
も
月
刊
を
続
け
た
。
萩
原
君
が
編
輯
に
当
り
発
行
所
が
園
大
に
近
い
小
林
先
生
宅
と
な
っ
た

の
で
、
我
々
の
入
浸
り
が
始
ま
っ
た
。
事
務
室
化
し
た
御
書
斎
兼
応
接
間
の
洋
間
に
は
、
菖
葉
集
総
索
引
・
大
日
本
地
名
辞
書
・
仮
名

字
体
沿
革
資
料
・
日
本
歌
謡
集
成
・
狂
言
集
成
・
国
歌
大
系
・
短
歌
文
学
全
集
・
横
光
利
一
全
集
等
々
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
先
生
の

あ
の
博
く
深
い
御
学
殖
・
教
養
を
物
語
っ
て
い
た
。
．
：
萩
原
君
と
私
と
の
園
大
入
学
を
機
に
、
今
泉
忠
義
（
三
一
期
大
国
文
、
国
畢
院

か
ん
ぎ
ん
し
ゅ
う

せ
い
す
い
し
よ
う

大
単
教
授
、
国
語
学
）
・
小
林
武
治
両
先
生
を
中
心
に
「
閑
吟
集
」
、
次
い
で
「
眼
睡
笑
」
の
輪
読
会
が
始
ま
り
持
続
し
た
。
「
こ
も
り
沼
」

連
続
の
「
閑
吟
集
」
輪
講
へ
の
誌
上
御
参
加
が
縁
で
、
先
生
が
藤
田
徳
太
郎
先
生
と
識
り
合
わ
れ
た
。
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小
林
武
治
は
柳
田
国
男
が
発
表
す
る
も
の
に
早
く
か
ら
注
目
し
て
い
た
。
「
こ
も
り
沼
」
創
刊
号
の
発
刊
に
向
け
て
編
輯
に
勤
し
ん
で

い
た
昭
和
十
年
に
柳
田
国
男
編
『
日
本
民
俗
学
研
究
』
（
岩
波
書
店
刊
）
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
紹
介
を
「
こ
も
り
沼
」
第
二
巻
第
一
号
（
昭
和

十
一
年
一
月
）
の
「
消
息
」
欄
に
「
〃
日
本
民
俗
学
の
誕
生
〃
柳
田
国
男
先
生
編
『
日
本
民
俗
学
研
究
』
を
読
む
」
を
書
い
た
。

昭
和
十
年
七
月
三
十
一
日
は
恰
も
柳
田
国
男
先
生
が
還
暦
の
生
誕
日
に
当
ら
れ
る
の
で
、
此
の
機
会
に
日
本
民
俗
学
講
習
会
が
外
苑

の
青
年
会
館
で
開
か
れ
た
。
私
も
幸
に
聴
講
を
許
さ
れ
有
頂
天
の
喜
悦
を
漠
へ
て
ゐ
た
矢
先
、
生
憎
演
習
召
集
の
為
八
月
一
一
日
よ
り
一
一
一

週
間
軍
服
を
纏
は
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
残
念
と
も
何
と
も
言
ひ
知
れ
ぬ
心
持
を
潜
め
て
、
せ
め
て
も
一
一
一
十
一
日
と
八
月
一
日
の
両

日
出
席
し
た
。
そ
し
て
一
一
日
以
後
の
聴
講
を
ば
萩
原
君
に
託
し
た
の
で
あ
る
。

文
化
科
学
と
し
て
の
日
本
民
俗
学
は
弦
に
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
先
生
の
豊
諜
た
る
御
元
気
に
は
全
く
「
こ
れ
か
ら
だ
」
の
印
象
を
う

け
た
。
将
来
日
本
民
俗
学
史
と
い
っ
た
著
述
も
必
ず
出
る
事
と
思
ふ
が
、
此
の
会
こ
そ
は
特
筆
大
書
さ
る
べ
き
催
し
と
信
ず
る
。
民
俗

学
（
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
ー
）
が
学
的
価
値
を
有
す
る
か
否
か
の
目
処
も
つ
か
ず
。
世
の
識
者
さ
へ
白
眼
視
し
て
居
た
頃
か
ら
強
い
信
念
の
下

に
、
孜
々
研
讃
に
精
進
を
重
ね
ら
れ
た
先
生
の
苦
闘
も
酬
い
ら
れ
る
時
節
が
到
来
し
た
訳
だ
。

さ
き響

に
民
間
伝
承
論
を
公
に
さ
れ
て
民
俗
学
徒
（
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ス
ト
）
の
態
度
に
就
い
て
調
べ
ら
れ
て
居
る
が
、
結
論
を
控
へ
実
地
の
採

集
に
逼
進
す
べ
き
事
を
主
張
さ
れ
る
。
「
日
本
民
俗
学
研
究
」
は
此
の
大
会
に
於
け
る
先
生
を
初
め
、
十
一
一
一
氏
の
講
演
を
主
に
更
に
同

会
の
座
談
会
記
録
を
加
へ
ら
れ
た
四
六
判
六
百
頁
に
垂
ん
と
す
る
冊
子
で
、
凡
て
謙
虚
な
研
究
態
度
に
敬
服
し
た
。
さ
れ
ば
一
度
之
を

批
繕
す
れ
ば
直
に
我
が
生
命
に
道
交
し
て
、
学
的
興
奮
と
生
命
の
歓
喜
に
充
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
真
に
日
本
民
族
の
全
生
活
は
斯
学

に
よ
っ
て
の
み
感
得
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
刻
々
に
衰
滅
変
遷
の
途
に
あ
る
わ
が
民
俗
の
採
集
こ
そ
は
国
家
が
な
す
べ
き
臆

眉
の
問
題
で
あ
る
。

近
時
日
本
精
神
と
か
国
体
明
徴
と
か
鐘
太
鼓
の
触
れ
こ
み
は
大
し
た
も
の
だ
が
、
「
力
無
い
か
へ
る
骨
無
い
み
、
ず
」
の
誹
誇
を
免
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。
、
い
む
玉

》
》
参

‐
科

卒
業
生
も
多
数
参
加
し
、
元
鶴
岡
八
幡
宮
宮
司
の
白

前
長
野
郎
秀
こ
の
講
習
会
に
胞
辰
仏
咋
学
に
磁
晴
Ｌ
を
一
万
－
』
て
し
ナ
ハ
圃
昌
鵬
レ
ポ
／
屋
づ
び
淫
寸
４
尺

業
生
も
多
数
参
加
し
、
元
鶴
岡
八
幡
宮
宮
司
の
白
井
永
一
一
（
四
六
期
学
国
文
）
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
白
井
永
二
は
、

私
は
院
友
会
で
一
番
記
録
し
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
の
は
、
柳
田
国
男
先
生
の
民
俗
学
の
基
礎
が
院
友
会
館
で
出
来
た
と
言
う
こ
と

で
す
。
学
部
の
一
年
生
だ
っ
た
昭
和
十
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
八
月
六
日
ま
で
の
第
一
回
日
本
民
俗
学
講
習
会
が
日
本
青
年
館
で
、
先

生
の
還
暦
を
お
祝
い
し
て
開
か
れ
、
こ
れ
に
出
席
し
ま
し
た
。
八
月
四
日
の
先
生
の
講
演
「
採
集
期
と
採
集
技
能
」
、
内
容
は
岩
波
書

店
か
ら
『
日
本
民
俗
学
研
究
』
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
一
一
回
講
習
会
は
翌
年
八
月
三
日
か
ら
七
日
ま
で
の
五
日
間
、
院
友
会
館
に
お
い
て
開
か
れ
、
先
生
が
「
伝
承
と
伝
統
」
「
カ
ゼ
と
ク

サ
」
の
一
一
つ
の
講
演
を
き
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
民
俗
座
談
」
と
言
う
題
名
で
、
小
さ
な
本
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
本
の
こ
と
は
『
柳
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．､掌予

津〔

治
藤
太
溝
れ
る
事
は
出
来
ぬ
。
混
々
た
る
我
が
民
族
生
命
の
源
泉
を
究
明
し
社
会
機

ｊ
耐
朗
批
一
一
一

構
も
経
済
組
織
も
真
に
皇
国
体
に
合
致
さ
す
べ
き
熱
意
の
士
は
先
づ
本
書

淀
小
欣
井
至

し
・
杉
・
弘

お
夫
大
正
川
を
一
体
さ
れ
ん
事
を
。

帥
杜
一
一
島
山

劉
櫛
誰
釧
釧
と
綴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
郎
列
祐
川
小
林
武
治
は
応
召
の
た
め
講
習
会
の
全
日
程
参
加
は
不
可
能
に
な
っ
た
が
、

く
太
中
泉
吉

華
楠
郎
小
肋
こ
の
講
習
会
は
折
口
信
夫
や
金
田
一
京
助
ら
が
柳
田
圃
男
の
還
暦
を
祝
う
た

己
田
芳
之
之

言
・
原
直
嘉
め
の
会
を
計
画
し
た
と
こ
ろ
、
柳
田
国
男
が
こ
れ
を
固
辞
し
た
た
め
、
改
め

解
説
揃
仙
鵬

て
「
遠
野
物
語
」
増
補
版
の
出
版
と
還
暦
の
一
一
つ
の
祝
い
を
合
せ
て
講
習
会

什
島
将
．
一
一

明
福
鵬
峨
舵
を
開
く
こ
と
に
し
、
折
口
信
夫
や
金
田
一
京
助
が
世
話
役
に
な
っ
た
。
文
中

も
ら
・
木
右

こ
か
延
伊
列
（
皿
）

右
孝
．
後
「
十
一
一
一
氏
の
講
演
」
の
中
に
は
折
口
信
夫
も
金
田
一
京
助
も
講
じ
て
い
る
。

列
野
斌
雄

前
長
野
郎
秀
こ
の
講
習
会
に
は
民
俗
学
に
関
心
を
示
し
て
い
た
圃
畢
院
大
畢
の
学
生
や
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柳
田
国
男
と
小
林
武
治
が
何
時
出
会
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
折
口
信
夫
や
金
田
一
京
助
を
通
じ
て
懇
意
に
し
て
い
て
、
小
林
武

治
が
会
誌
「
こ
も
り
沼
」
を
創
刊
す
る
の
を
祝
っ
て
転
載
を
許
可
し
て
く
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
こ
も
り
沼
」
一
周
年
記
念
号
に
は
今
泉
忠
義
（
園
畢
院
大
畢
教
授
、
三
一
期
大
国
文
）
が
「
短
歌
の
用
語
」
を
寄
稿
、
堀
江
秀
雄
が
短

歌
「
白
苔
蔽
の
散
る
」
五
首
、
上
田
駿
一
郎
（
女
子
学
習
院
教
授
）
が
短
歌
「
明
治
神
宮
参
拝
」
五
首
を
は
じ
め
、
多
く
の
会
員
が
短
歌
や

随
筆
を
寄
せ
て
い
る
な
ど
一
周
年
記
念
号
に
相
応
し
い
充
実
し
た
内
容
に
、
編
集
を
担
当
し
た
萩
原
芳
郎
は
「
た
評
彪
大
な
ば
か
り
で
な

い
記
念
号
が
出
来
上
っ
た
こ
と
に
感
極
る
」
と
「
編
輯
余
滴
」
の
中
で
感
激
し
て
い
る
。

会
誌
の
文
字
は
会
員
の
河
野
通
成
が
揮
皇
し
、
表
紙
の
写
真
は
小
林
武
治
が
所
蔵
し
て
い
た
山
崎
朝
雲
・
朝
倉
文
夫
門
下
の
彫
刻
家
上

田
直
次
の
面
を
用
い
、
巻
頭
に
は
古
泉
千
樫
の
歌
四
首
（
沼
畔
雑
歌
）
を
掲
げ
た
。
第
一
一
号
に
は
木
下
利
玄
の
歌
五
首
（
塁
珠
沙
華
の
歌
）
、

第
三
号
に
は
若
山
牧
水
の
歌
四
首
（
か
ん
な
づ
き
）
、
第
四
号
に
は
島
木
赤
彦
の
歌
四
首
（
山
房
内
外
）
、
第
五
号
に
は
与
謝
野
寛
の
歌
四
首

（
無
題
）
を
順
次
掲
げ
て
い
る
。

（
皿
）

と
語
っ
て
い
る
。

ま
た
東
洋
大
学
や
農
業
大
学
（
東
京
農
業
大
学
）
及
び
園
単
院
大
肇
に
そ
れ
ぞ
れ
支
部
を
設
け
、
そ
の
近
況
を
「
支
部
雑
報
」
（
第
三
巻
第

田
園
男
集
』
の
年
譜
（
別
巻
第
五
）
か
ら
は
抜
け
落
ち
て
い
ま
す
。

院
友
会
館
の
、
今
言
う
大
講
堂
の
中
を
四
角
く
囲
っ
て
、
誰
も
の
視
界
に
柳
田
先
生
が
座
っ
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
縁

で
、
恐
ら
く
折
口
信
夫
先
生
の
お
力
と
思
う
の
で
す
が
、
院
友
会
館
で
民
俗
学
の
資
料
集
め
の
会
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
私
は
「
院
友
会
館
は
大
き
な
仕
事
を
し
た
も
ん
だ
」
と
未
だ
に
思
っ
て
い
ま
す
。

沖
縄
の
元
図
書
館
長
の
伊
波
普
猷
さ
ん
に
も
沖
縄
の
民
俗
の
紹
介
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
柳
田
・
折
口
両
先
生
は
伊
波
さ
ん
を

大
い
に
応
援
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
伊
波
さ
ん
は
琉
球
を
紹
介
す
る
仕
事
を
ず
－
つ
と
続
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
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十
一
一
号
）
と
し
て
紹
介
し
た
。
例
え
ば
東
洋
支
社
の
〃
鶏
声
台
か
ら
″
に
は
、
「
長
島
夏
道
と
大
杉
欣
朗
は
所
長
腫
峻
博
士
の
指
導
に
よ
り

日
本
労
働
科
学
研
究
所
で
社
会
問
題
を
研
究
し
て
い
る
。
昭
和
十
二
年
夏
、
神
風
声
援
歌
を
作
っ
た
先
輩
（
哲
学
館
Ⅱ
東
洋
大
学
）
河
西
新

太
郎
氏
（
四
国
民
報
Ⅱ
四
国
新
聞
）
や
正
富
圧
洋
氏
（
詩
人
）
、
萩
原
朔
太
郎
氏
（
詩
人
）
ら
と
共
に
詩
集
を
出
し
た
。
荻
野
巨
舟
（
荻
野
猛
）
は

教
育
研
究
雑
誌
を
編
集
し
て
い
る
。
石
井
光
太
郎
は
大
学
の
編
輯
者
。
大
杉
欽
朗
は
剣
道
一
一
一
段
の
猛
者
で
雑
文
家
・
・
・
」
と
言
っ
た
具
合
で

あ
る
。
農
業
大
学
の
通
信
名
は
学
校
に
相
応
し
い
「
黒
土
の
通
信
」
、
園
畢
院
大
畢
は
町
名
か
ら
「
若
木
町
便
」
と
し
、
会
員
の
近
況
を

そ
れ
ぞ
れ
伝
え
て
い
る
。
編
輯
所
か
ら
は
「
上
智
よ
り
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
様
に
多
く
の
会
員
に
支
え
ら
れ
た
「
こ
も
り
沼
」
で
あ
っ
た
が
、
時
代
は
次
第
に
戦
雲
急
を
告
げ
る
に
至
っ
て
、
戦
地
に
赴
く
会

員
も
あ
り
、
ま
た
物
資
も
欠
乏
す
る
様
に
な
っ
て
会
誌
の
発
行
が
難
し
く
な
っ
て
来
た
。
止
む
を
得
ず
昭
和
十
五
年
一
月
号
と
一
一
月
号
（
第

六
巻
第
一
・
一
一
号
、
通
巻
五
四
・
五
五
号
）
、
一
一
一
月
号
と
四
月
号
（
第
一
一
一
・
四
号
、
五
六
・
五
七
号
）
、
五
月
号
．
六
月
号
（
第
五
・
六
号
、

五
八
・
五
九
号
）
、
十
一
月
号
．
十
一
一
月
号
（
第
十
一
・
十
一
一
号
、
六
四
・
六
五
号
）
、
昭
和
十
六
年
一
一
一
月
号
と
四
月
号
（
第
七
巻
第
一
一
一
・
四
号
、

六
八
・
六
九
号
）
、
五
月
号
と
六
月
号
（
第
五
・
六
号
、
七
○
・
七
一
号
）
、
昭
和
十
七
年
八
月
号
と
九
月
号
（
第
八
巻
第
八
・
九
号
、

八
五
・
八
六
号
）
、
昭
和
十
八
年
五
月
号
と
六
月
号
（
第
九
巻
第
五
・
六
号
、
九
四
・
九
五
号
）
を
合
併
号
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
様
な
合
併
号
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
状
に
編
輯
担
当
の
山
本
惇
は
昭
和
十
八
年
五
月
・
六
月
合
併
号
の
「
編
輯
後
記
」
で

「
前
号
で
予
告
し
た
通
り
、
五
・
六
月
合
併
号
を
お
届
け
す
る
。
合
併
号
と
い
ふ
か
ら
幾
分
の
増
頁
を
期
待
さ
れ
た
方
が
あ
ら
う
か
と
も
思

ふ
が
、
種
々
の
事
情
か
ら
こ
の
通
り
の
頁
数
と
な
っ
た
。
時
節
柄
今
後
も
十
六
頁
の
予
定
で
、
そ
の
代
り
毎
月
発
行
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で

あ
る
。
十
六
頁
無
駄
な
く
使
っ
た
ら
五
十
頁
六
十
頁
ぐ
ら
い
の
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
も
無
理
で
も
あ
る
ま
い
・
・
・
」
と
旺
盛
な
発
行
意
欲

を
示
し
た
が
、
戦
争
は
次
第
に
激
し
く
な
り
、
園
畢
院
大
畢
が
所
在
す
る
渋
谷
・
青
山
一
帯
の
地
も
昭
和
二
十
年
五
月
一
一
十
五
日
夜
半
の

大
空
襲
で
焦
土
と
化
し
た
。
国
畢
院
大
畢
は
幸
い
に
も
確
災
の
厄
を
免
れ
た
も
の
の
、
上
智
町
の
小
林
武
治
邸
は
貴
重
な
書
籍
類
と
共
に
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「
こ
も
り
沼
」
が
「
新
径
」
と
名
を
変
え
て
復
刊
し
た
の
は
四
十
一
一
一
年
後
の
昭
和
六
十
一
一
年
一
一
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
こ
も
り
沼
」
を

主
宰
し
た
小
林
武
治
が
健
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
急
遼
復
刊
の
気
運
が
高
ま
り
、
旧
同
人
一
一
十
四
名
が
発
起
委
員
と
な
っ
て
復
刊
再
出
発

の
構
想
を
練
り
、
先
ず
機
関
誌
名
を
「
こ
も
り
沼
」
の
復
刊
と
し
て
「
新
径
」
と
し
た
。
同
時
に
「
新
径
」
の
背
景
と
も
な
る
学
問
的
な

基
盤
と
し
て
「
隠
沼
学
会
」
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
従
来
の
単
独
的
な
国
文
学
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
学
・
民
俗

学
・
哲
学
及
び
外
国
文
学
等
の
研
究
を
含
め
、
広
い
視
野
に
立
っ
た
新
し
い
一
一
十
一
世
紀
の
学
問
体
系
を
目
ざ
し
た
総
合
的
な
学
術
団
体

（
吃
）

に
す
る
」
こ
と
を
目
指
す
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
発
起
委
員
は
「
ま
ち
が
っ
て
も
専
門
と
い
う
名
に
お
け
る
狭
脇
な
〃
象
牙
の
塔
妙

的
な
領
域
に
と
じ
こ
も
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
た
い
」
と
し
、
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
、
機
関
誌
の
発
行
、
各
種
の
講
演
会
、
講
座

等
の
開
催
行
事
を
も
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
し
、
会
長
に
は
小
林
武
治
を
全
委
員
一
致
で
推
挙
し
た
。
そ
し
て
、

今
日
、
短
歌
は
歌
壇
の
盛
況
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
歌
壇
的
な
特
殊
人
口
の
な
か
で
、
衰
弱
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。
伝
統
的
な
こ

の
文
芸
遺
産
が
果
し
て
、
次
の
世
代
に
継
承
さ
れ
る
か
否
か
は
極
め
て
微
妙
で
あ
る
。
短
歌
が
本
当
に
次
の
世
代
に
継
承
さ
れ
る
た
め

に
は
、
い
ま
の
短
歌
創
作
の
文
学
的
基
盤
で
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
あ
な
が
ち
、
古
典
の
威
を
借
り
る
と
い
う
こ
と
で
も
無
理
で
あ
ろ
う

焼
失
し
た
。
ま
た
用
紙
も
欠
乏
す
る
に
及
び
通
巻
九
十
五
号
を
以
っ
て
巳
む
無
く
廃
刊
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
小
林
武
治
は
昭
和
十
九

年
七
月
、
北
支
方
面
に
再
度
の
応
召
中
で
あ
り
、
復
員
は
昭
和
一
一
十
年
八
月
で
あ
っ
た
。
だ
が
門
下
の
吉
川
泰
雄
は
昭
和
十
七
年
九
月
に

応
召
し
て
未
だ
還
ら
ず
、
戦
後
、
若
い
多
感
の
四
年
間
を
シ
ベ
リ
ヤ
に
抑
留
、
昭
和
一
一
十
四
年
十
一
一
月
、
七
年
ぶ
り
に
祖
国
の
土
を
踏
ん

だ
の
だ
っ
た
。

四
、
復
刊
「
新
径
」
の
発
刊
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翰
凱感

期
待
し
た
い
。

（
旧
）

と
会
の
趣
意
を
公
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
森
安
理
文
が
起
草
－
し
、
吉
川
泰
雄
・
大
久
間
喜
一
郎
・
塚
田
六
郎
が
推
敵
し
た
も
の
で

鴫

「
新
径
」
題
字
は

刊
号
を
発
行
し
た
。

あ
っ
た
。

巻
頭
に
は
小
林
武
治
の
「
虚
相
」
と
題
し
た
歌
「
眼
つ
ぶ
れ
ば
無
限
の
時
空
。
そ
の
上
に
わ
が
身
は
あ
れ
ど
、
す
べ
な
か
り
け
り
」
な

ど
一
○
首
を
配
し
、
以
下
、
小
泉
祐
次
「
京
絵
図
」
六
首
、
岡
し
づ
か
「
郡
上
秋
霜
」
七
首
、
大
久
間
喜
一
郎
「
儀
礼
歌
・
そ
の
他
」

6８

題
字
は
小
林
武
治
が
揮
皇
し
、
表
紙
画
は
日
展
画
家
の
松
井
亨
（
六
五
期
政
経
）
が
描
き
、
昭
和
六
十
一
一
年
一
一
一
月
を
以
っ
て
創

｢新径」創刊号〔国事院高等学校蔵

し
、
と
い
っ
て
新
し
い
世
代
の
思
潮
に
お
も
ね
る
と
い
う
の
で
は
、
継
承
は
一
層
お
ぼ
つ

か
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
読
者
だ
け
が
批
評
の
担
い
手
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は

短
歌
は
も
っ
と
厳
し
い
文
学
批
評
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
釈
逼

空
（
折
口
信
夫
）
は
今
日
を
予
言
す
る
ご
と
く
、
批
評
の
衰
退
を
短
歌
滅
亡
の
原
因
の
一
つ

に
あ
げ
て
い
る
。
短
歌
が
、
小
説
や
詩
と
お
の
ず
か
ら
別
個
の
芸
術
圏
を
持
つ
こ
と
は
当

然
だ
が
、
い
ま
の
短
歌
圏
は
独
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
き
ら
か
に
孤
立
し
て
い
る
。

中
高
年
の
サ
ロ
ン
的
孤
芸
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
伝
統
芸
能
と
し
て
の
職
人
的
な
鍛
錬

道
は
も
と
よ
り
重
要
で
あ
る
が
、
同
時
に
更
に
土
壌
と
し
て
の
豊
鏡
な
文
学
的
基
盤
が
必

要
で
あ
る
。
発
想
の
貧
困
な
る
も
の
に
は
、
い
か
な
る
表
現
も
期
し
得
な
い
。
「
新
径
」

は
「
こ
も
り
沼
」
の
精
神
を
継
承
し
、
歌
壇
内
外
の
広
い
英
知
を
求
め
る
と
と
も
に
、
特

に
若
い
人
々
の
鋭
意
を
結
集
し
、
次
の
世
代
に
向
か
っ
て
の
自
由
で
斬
新
な
羽
ば
た
き
を



和歌教育に見る短歌結社の一考察

こ
の
出
版
に
先
立
ち
、
前
年
の
昭
和
六
十
一
年
六
月
十
四
日
、
「
こ
も
り
沼
」
廃
刊
か
ら
四
十
三
年
ぶ
り
に
港
区
白
金
台
の
八
芳
園
で

元
会
員
が
旧
交
を
温
め
合
っ
た
。
参
加
者
は
小
林
武
治
を
中
心
に
、
信
州
か
ら
小
口
虎
雄
・
喜
代
子
夫
妻
、
熊
本
か
ら
内
野
仁
之
助
、
奈

良
か
ら
大
宮
謙
徳
、
伊
勢
か
ら
小
泉
祐
次
、
静
岡
か
ら
森
下
龍
雄
、
東
京
と
そ
の
近
郊
か
ら
秋
末
一
郎
、
小
池
直
之
、
小
峯
泰
江
、
鈴
木

園
郭
、
塚
田
六
郎
、
辻
彦
三
郎
、
升
本
順
子
、
森
安
理
文
、
吉
川
泰
雄
、
大
久
間
喜
一
郎
・
澄
子
夫
妻
の
十
八
名
で
あ
っ
た
。
「
こ
も
り
沼
」

の
紙
面
を
飾
っ
た
磯
上
や
ち
・
井
手
光
太
郎
・
稲
葉
博
・
川
崎
嘉
之
助
・
河
野
斌
・
紀
村
厳
・
田
丸
鈴
子
・
萩
原
芳
郎
・
一
一
一
島
徹
・
山
川

弘
至
は
既
に
鬼
籍
に
入
り
、
会
に
先
立
ち
冥
福
を
祈
っ
た
。

そ
こ
か
ら
「
約
五
時
間
の
宴
は
ま
た
た
く
問
に
過
ぎ
た
が
、
各
々
の
胸
中
に
は
、
こ
の
隠
沼
学
会
を
し
て
次
の
世
代
に
送
る
大
い
な
る

市
」
の
随
想
を
載
せ
た
。

は
は

一
九
首
、
鈴
木
貞
次
「
身
辺
雑
感
」
一
○
首
、
小
池
直
之
「
折
に
ふ
れ
て
」
一
一
○
首
、
坪
井
節
子
「
思
い
出
の
姑
・
晩
秋
」
一
四
首
、
塚

田
六
郎
「
花
散
れ
る
日
に
」
八
首
、
お
ほ
く
ま
春
海
子
「
歌
」
一
五
首
、
鈴
木
園
郭
「
氷
原
の
音
」
一
一
○
首
、
荻
原
美
樹
雄
「
妻
の
死
・

ぐ
う
げ

追
慕
」
一
五
首
、
小
峯
泰
江
「
空
華
」
一
一
○
首
、
抄
滋
郎
「
時
は
な
が
れ
」
一
一
一
一
首
、
高
野
良
知
「
秋
」
一
一
○
首
、
高
橋
恵
子
「
冬
の
色
」

一
一
○
首
、
伊
藤
孝
子
「
魚
群
」
一
五
首
。
序
で
大
久
間
喜
一
郎
「
短
詩
形
文
芸
の
一
一
つ
の
顔
」
、
内
野
仁
之
助
「
遊
・
山
・
西
」
、
森
安
理

文
「
晩
秋
の
色
」
の
各
一
文
を
挿
み
、
更
に
中
村
幸
弘
（
六
四
期
文
）
「
昭
和
六
十
一
年
秋
」
五
首
、
有
山
大
五
「
冬
の
宿
」
一
一
○
首
、
森

安
理
文
「
コ
ス
モ
ス
の
咲
く
風
景
」
一
一
○
首
、
樺
邦
「
冬
・
蚊
の
声
」
一
○
首
、
土
屋
慶
子
「
絵
の
中
の
女
」
一
○
首
、
佐
野
和
子
「
父

の
こ
と
ど
も
」
一
七
首
、
小
口
喜
代
子
「
家
居
」
一
○
首
、
冨
田
米
子
「
過
去
へ
未
来
へ
」
、
小
野
憲
男
「
さ
か
し
ま
」
五
首
、
小
口
虎

雄
「
く
さ
ぐ
さ
の
歌
」
一
一
○
首
、
後
藤
豊
治
「
秋
色
」
一
一
首
、
吉
川
泰
雄
「
琉
狛
の
ご
と
く
」
四
首
、
安
藤
静
江
「
幻
影
（
ミ
ラ
ー
ジ
ュ
）
」

一
○
首
、
湯
浅
玲
子
「
冬
の
メ
ロ
ン
」
一
○
首
、
佐
藤
郁
子
「
旅
行
雑
詠
（
四
国
・
新
潟
）
」
一
○
首
、
榊
松
「
臥
淋
徒
然
」
五
首
。
ま
た

小
池
直
之
「
樺
太
随
想
」
、
秋
末
一
郎
（
昭
和
十
四
年
予
科
、
五
○
期
学
国
文
）
「
似
雲
の
見
た
宗
祇
自
画
自
讃
の
遺
像
」
、
堀
江
真
喜
夫
「
雛

6９



遺
産
に
し
た
い
と
い
う
深
い
決
意
が
よ
み
と
れ
」
た
と
言
う
。
こ
の
頃
、
「
隠
沼
学
会
」
の
新
委
員
に
中
村
幸
弘
・
有
山
大
五
・
小
山
奈
々

（
Ｍ
）

子
・
森
磐
根
（
六
七
期
文
、
六
八
期
専
攻
科
）
・
高
野
良
知
・
小
野
憲
男
の
六
名
が
加
わ
っ
た
。

こ
の
様
に
し
て
始
ま
っ
た
「
隠
沼
学
会
」
で
は
あ
っ
た
が
、
「
新
径
」
創
刊
号
を
発
行
し
て
程
な
く
の
四
月
十
一
一
日
、
会
長
小
林
武
治

が
八
十
一
年
を
一
期
と
し
て
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
こ
の
た
め
「
新
径
」
第
二
号
を
急
遼
「
追
悼
・
小
林
武
治
先
生
」
と
し
て
発
行
し
た
。

そ
の
内
容
は
、
吉
川
泰
雄
「
喪
師
篇
」
一
○
首
、
荻
原
美
樹
雄
「
小
林
先
生
を
悼
む
」
六
首
、
小
池
直
之
「
孤
愁
」
五
首
、
小
峯
泰
江
「
朱

文
字
〃
新
径
〃
」
一
○
首
、
お
ほ
く
ま
春
海
子
「
沼
」
七
首
、
岡
し
づ
か
「
嘆
き
う
た
」
一
一
一
首
、
森
磐
根
「
花
鎮
め
」
八
首
。
序
で
塚
田

六
郎
「
幽
冥
の
師
の
み
た
ま
偲
び
て
棒
ぐ
る
辞
」
、
鈴
木
園
郭
「
閑
吟
集
研
究
の
頃
」
、
小
峯
泰
江
「
春
怨
・
小
林
先
生
」
、
後
藤
豊
治
「
小

林
さ
ん
と
私
」
、
大
久
間
喜
一
郎
「
小
林
武
治
先
生
の
見
据
え
た
も
の
」
、
小
泉
祐
次
「
渋
谷
上
智
町
ｌ
小
林
先
生
の
み
霊
に
ｌ
」
、
小
池

直
之
「
先
生
の
一
首
」
、
内
野
仁
之
助
「
私
学
を
愛
す
る
人
」
、
秋
末
一
郎
「
圃
単
院
高
校
生
み
の
親
小
林
武
治
先
生
の
長
歌
並
び
に
反

歌
」
、
小
山
奈
々
子
「
小
林
先
生
と
高
校
と
」
の
随
筆
、
「
小
林
武
治
先
生
仮
年
譜
」
に
続
き
、
森
安
理
文
「
遠
き
感
触
」
一
○
首
、
塚
田

六
郎
「
潮
風
の
丘
」
十
一
首
、
お
ほ
く
ま
春
海
子
「
疲
萩
草
」
一
一
○
首
、
有
山
大
五
「
白
き
花
」
一
七
首
、
小
野
憲
男
「
や
す
ら
ひ
祭
り
」

と
お

一
○
首
、
樺
邦
「
風
通
過
る
」
六
首
、
後
藤
豊
治
「
北
国
の
回
想
」
一
四
首
、
高
野
良
知
「
春
」
一
五
首
、
中
村
幸
弘
「
声
五
首
」
七
首
、

村
橋
英
司
「
臥
竜
」
五
首
、
湯
浅
玲
子
「
烏
は
絵
の
な
か
」
一
○
首
。
こ
の
後
、
塚
田
六
郎
の
「
短
詩
構
造
と
虚
構
の
効
果
」
の
小
論
を

紹
介
し
、
引
続
き
小
池
直
之
「
春
琴
抄
ほ
か
（
春
琴
抄
・
琉
球
回
顧
・
独
詠
抄
・
五
島
美
術
館
及
び
庭
園
に
て
）
」
一
五
首
、
大
久
間
喜
一

郎
「
異
珠
沙
華
と
墓
と
」
一
一
○
首
、
鈴
木
圃
郭
「
春
、
時
間
が
留
守
に
な
る
や
う
な
」
一
一
○
首
、
安
藤
静
江
「
花
」
一
○
首
、
小
幡
容
子

「
季
節
め
ぐ
り
て
」
八
首
、
柴
田
有
紀
子
「
日
常
断
片
」
六
首
、
高
橋
恵
子
「
遠
つ
海
」
一
一
○
首
、
坪
井
節
子
「
○
」
九
首
、
長
谷
川
貴

子
「
浜
風
」
八
首
、
山
崎
ち
と
せ
「
花
鳥
風
月
」
一
○
首
、
吉
田
憲
恵
「
日
々
」
七
首
、
室
井
義
映
「
雑
詠
」
六
首
を
掲
載
し
た
。

鈴
木
固
郭
の
「
閑
吟
集
研
究
の
頃
」
の
追
悼
の
一
文
に
は
、
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わ
た
く
し
に
と
っ
て
先
生
は
、
歌
人
と
い
う
よ
り
も
学
者
と
し
て
の
印
象
が
深
い
。
今
泉
忠
義
・
藤
田
徳
太
郎
先
生
を
お
迎
え
し
て

「
閑
吟
集
研
究
」
を
継
続
さ
れ
た
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
こ
も
り
沼
」
誌
上
に
整
理
さ
れ
て
合
同
研
究
の
か
た
ち
で
発
表
な
さ
れ
た
。

中
世
文
学
の
研
究
が
漸
く
活
発
と
な
り
、
閑
吟
集
や
中
世
の
歌
一
謡
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
頃
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、

文
庫
本
の
閑
吟
集
を
展
い
て
書
き
込
み
を
し
乍
ら
拝
聴
し
た
。
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
に
編
纂
さ
れ
た
閑
吟
集
の
真
名
序
・
仮
名
序

か
ら
は
じ
ま
り
、
先
行
の
、
万
葉
・
伊
勢
・
源
氏
・
山
家
集
・
保
元
物
語
・
平
家
物
語
・
十
訓
抄
・
玉
葉
・
詞
花
そ
の
他
中
国
文
学
・

漢
詩
に
ま
で
幅
広
い
深
い
考
証
が
行
わ
れ
た
。
中
世
語
法
の
研
究
や
植
物
学
・
動
物
学
に
ま
で
入
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
研
究
会
の
熱
気

が
、
わ
た
く
し
た
ち
に
研
究
者
の
態
度
を
教
え
て
く
れ
た
。

と
あ
り
、
小
林
武
治
が
後
進
を
育
て
る
た
め
に
、
自
身
の
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
る
「
閑
吟
集
」
を
用
い
た
意
味
が
こ
こ
に
氷
解
す
る
。

「
新
径
」
編
輯
子
は
第
二
号
「
後
記
」
に
、

「
こ
も
り
沼
」
に
は
作
歌
歴
の
な
い
人
々
も
多
く
投
じ
た
も
の
で
、
意
欲
を
も
っ
て
た
ち
ま
ち
に
目
覚
ま
し
い
成
長
を
見
せ
た
。
創

作
に
、
批
評
に
、
研
究
に
活
発
な
活
動
が
展
開
さ
れ
「
こ
も
り
沼
」
は
ま
さ
に
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
と
な
っ
た
。
小
林
武
治
主
宰
は
、
各

自
思
い
／
、
の
自
由
な
歌
風
で
創
作
す
る
こ
と
を
の
み
指
導
さ
れ
た
。
「
赤
い
烏
」
の
鈴
木
三
重
吉
が
そ
の
「
綴
方
読
本
」
で
、
そ
の

指
導
に
触
れ
て
、
「
教
育
参
考
」
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
あ
れ
は
、
次
の
流
れ
が
生
活
綴
方
に
向
け
ら
れ
る
ま
え
の
、
文
芸
的

綴
方
な
の
だ
っ
た
。
作
歌
も
、
人
と
為
る
こ
と
に
培
う
。
も
ち
ろ
ん
一
芸
術
と
し
て
人
生
を
豊
か
に
す
る
。
そ
し
て
心
が
托
せ
て
、
お

の
ず
か
ら
日
記
の
よ
う
に
も
な
っ
て
ゆ
く
。
良
い
短
歌
人
口
を
ふ
や
し
た
い
。
多
感
な
若
人
た
ち
を
、
「
新
径
」
に
一
人
で
も
多
く
呼

び
入
れ
た
い
。
い
や
若
人
た
ら
ず
と
も
、
作
歌
の
道
は
も
と
／
、
生
涯
教
育
に
適
っ
て
い
た
。
短
歌
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
な
り
の
多

様
性
、
可
変
性
を
蔵
し
て
い
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
と
言
う
か
、
だ
か
ら
と
言
う
か
、
短
歌
の
生
命
を
保
障
し
て
ゆ
き

た
い
。
い
よ
よ
新
鮮
に
あ
ら
し
め
た
い
。

和歌教育に見る短歌結社の一考察



と
記
し
、
「
戦
前
の
〃
こ
も
り
沼
″
時
代
と
現
代
と
の
、
短
歌
社
会
の
情
況
の
相
違
は
ど
う
で
あ
れ
、
〃
新
径
″
は
短
歌
と
い
う
も
の
の
継

承
の
途
を
探
究
す
る
。
〃
新
径
″
は
、
短
歌
継
承
者
の
生
れ
継
ぐ
よ
う
に
、
〃
こ
も
り
沼
″
の
精
神
で
創
刊
さ
れ
て
い
る
。
新
人
に
大
い
に

呼
び
か
け
た
い
」
と
括
っ
て
い
る
。
こ
の
様
に
主
宰
小
林
武
治
が
目
指
し
た
短
歌
を
通
じ
て
の
人
間
形
成
の
精
神
は
「
新
径
」
の
中
に
脈

打
ち
、
後
進
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

圃
畢
院
大
豊
の
百
三
十
年
の
歴
史
を
有
す
る
和
歌
教
育
は
年
々
裾
野
を
広
げ
、
将
に
富
岳
の
如
く
秀
麗
に
誉
え
立
っ
て
い
る
。
東
宮
博

（
鴫
）

育
官
当
時
の
石
川
岩
吉
（
戦
後
の
理
事
長
・
学
長
）
は
「
校
史
の
断
面
」
と
一
一
一
一
口
う
稿
を
「
園
単
院
大
畢
新
聞
」
に
寄
せ
、
「
歌
を
詠
む
大
学
」

母
校
の
性
格
に
ふ
き
は
し
い
－
つ
の
思
ひ
出
が
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
年
の
卒
業
式
の
時
、
元
の
文
部
大
臣
久
保
田
譲
さ
ん
（
当
時
既
に

大
臣
を
辞
職
し
て
野
に
あ
っ
た
）
が
来
賓
と
し
て
来
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
久
保
田
さ
ん
が
「
圃
畢
院
と
い
ふ
学
校
は
極
め
て
世

間
と
変
っ
て
特
色
の
あ
る
処
が
あ
る
と
聞
い
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
正
課
の
内
に
歌
を
詠
ま
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
日
本
の
国
は
毎
年
畏
き
辺

で
は
歌
会
始
め
に
国
民
か
ら
詠
進
と
御
許
し
に
な
っ
た
り
す
る
国
柄
で
あ
る
が
、
学
科
と
し
て
歌
を
詠
ま
せ
る
学
校
が
他
に
な
い
の
に

国
畢
院
に
そ
れ
が
あ
る
の
は
良
い
事
で
あ
る
。
そ
れ
で
私
は
是
非
来
た
い
と
思
っ
て
や
っ
て
来
た
」
と
言
は
れ
た
が
、
以
前
文
部
大
臣

を
や
り
、
後
に
枢
密
顧
問
官
ま
で
や
ら
れ
た
程
の
名
士
が
か
く
言
は
れ
た
こ
と
は
非
常
に
意
義
深
い
こ
と
極
思
っ
た
。

と
綴
っ
て
い
る
。
記
し
て
六
十
有
余
年
を
経
た
今
日
、
久
保
田
譲
が
感
慨
に
耽
っ
た
で
あ
ろ
う
思
い
は
、
今
の
圃
畢
院
大
畢
の
園
か
ら
も

窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

の
項
で
、 お

わ
り
に
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（
１
）
「
園
畢
院
雑
誌
」
第
二
十
五
巻
第
一
号
、
四
十
八
頁
～
五
十
一
頁
。

（
２
）
（
４
）
「
こ
も
り
沼
」
第
一
巻
第
一
号
、
昭
和
十
年
八
月
一
日
刊
。

（
３
）
「
新
径
」
創
刊
号
所
収
、
昭
和
六
十
一
一
年
三
月
刊
。

（
５
）
（
６
）
園
単
院
高
等
学
校
「
小
林
武
治
先
生
追
悼
論
叢
」
（
昭
和
六
一
一
年
度
）
所
収
、
吉
川
泰
雄
「
恩
師
小
林
武
治
先
生
」
引
用
。

（
７
）
「
新
径
」
第
二
号
後
記
引
用
。
昭
和
六
十
一
一
年
。

（
８
）
「
閑
吟
集
」
は
小
林
武
治
・
藤
田
徳
太
郎
・
松
木
楢
次
の
三
氏
に
よ
る
鼎
談
で
昭
和
十
一
年
一
一
一
月
か
ら
昭
和
十
一
一
年
四
月
ま
で
十
四

回
連
載
し
た
。
庶
民
の
間
に
流
行
し
た
笑
い
話
を
纏
め
た
「
眠
睡
笑
」
（
江
戸
初
期
、
著
者
は
京
の
僧
侶
安
楽
庵
策
伝
。
八
巻
、

一
○
一
一
一
九
話
収
録
）
と
と
も
に
二
言
の
輪
読
会
も
行
っ
て
い
た
。

因
み
に
園
畢
院
高
等
学
校
に
は
、
藤
田
徳
太
郎
と
小
林
武
治
の
蒐
集
し
た
歌
謡
関
係
書
籍
（
一
○
九
八
点
、
「
日
本
近
世
歌
謡
資
料
集
」
）

が
「
藤
田
・
小
林
文
庫
」
と
し
て
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
藤
田
徳
太
郎
は
『
古
代
歌
謡
乃
研
究
室
王
朝
文
学
の
歴
史
と
精
神
』
『
近
代
歌
謡

の
研
究
』
等
の
著
書
で
代
表
さ
れ
る
こ
の
道
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
研
究
の
た
め
に
歌
謡
関
係
書
の
写
本
や
版
本
等
を
精
力
的

に
蒐
集
し
た
。
だ
が
終
戦
の
年
、
山
口
県
下
関
に
滞
在
中
、
空
襲
の
厄
に
遭
い
亡
く
な
ら
れ
た
と
漏
れ
聞
く
。
そ
の
蒐
集
し
た
資
料
は

終
戦
直
後
に
神
田
の
古
書
店
に
渡
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
小
林
武
治
は
、
散
逸
す
る
の
を
防
ぎ
、
学
術
研
究
に
役
立
て
る
と
言
う
条
件
を

付
け
て
譲
り
受
け
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
、
小
林
武
治
自
身
が
戦
後
蒐
集
し
た
資
料
一
切
と
共
に
園
畢
院
高
等
学
校
に
寄
贈
し
た
。
宗

教
歌
謡
、
琴
曲
、
尺
八
、
舟
歌
、
長
唄
・
浄
瑠
璃
、
小
唄
、
端
唄
、
地
方
唄
、
稽
古
本
と
言
っ
た
歌
謡
・
芸
能
研
究
は
も
と
よ
り
、
歌

謡
を
通
じ
て
日
本
文
化
を
解
明
す
る
上
で
貴
重
な
蔵
書
群
と
な
っ
て
い
る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
は
昭
和
五
十
二
年
に
、
そ
の
一
部

註

和歌教育に見る短歌結社の一考察



（
９
）
「
定
圭

と
あ
る
。

（
皿
）
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
編
『
折
口
信
夫
手
帖
」
の
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
七
月
一
一
一
十
一
日
の
項
、
参
照
。
他
の
題
目
と
講
演

者
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。
「
海
上
労
働
の
話
」
桜
田
勝
徳
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
民
俗
学
研
究
」
松
本
信
広
、
「
交
易
の
話
」

最
上
孝
敬
、
「
協
同
労
働
の
慣
行
」
橋
浦
泰
雄
、
「
方
言
研
究
と
郷
土
人
」
後
藤
興
善
、
「
独
填
〔
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
〕
両
国
に

お
け
る
民
俗
学
的
研
究
」
岡
正
雄
、
「
昔
話
の
採
集
」
関
敬
吾
、
「
民
俗
学
と
人
文
地
理
学
と
の
境
」
佐
々
木
彦
一
郎
、
「
冠
婚
葬
祭
の
話
」

大
間
知
篤
三
、
「
琉
球
諸
島
採
訪
談
」
伊
波
普
猷
、
「
民
間
信
仰
の
話
」
杉
浦
健
一
、
「
ア
イ
ヌ
部
落
採
訪
談
」
金
田
一
京
助
。
こ
の
時
、

柳
田
国
男
は
「
採
集
期
と
採
集
技
能
」
を
講
じ
て
い
る
。
こ
の
講
習
会
は
当
初
、
「
民
間
伝
承
の
会
」
と
し
て
始
ま
り
、
昭
和
一
一
十
四

年
に
「
日
本
民
俗
学
会
」
と
改
称
し
た
。

（
Ⅱ
）
筆
者
は
「
画
聖
院
大
畢
院
友
会
百
一
一
十
年
史
』
（
平
成
一
一
十
二
年
十
一
月
三
日
刊
）
を
執
筆
・
編
纂
す
る
に
際
し
、
平
成
十
九
年
一
一
月

一
一
十
一
一
日
、
聞
取
り
調
査
の
た
め
鎌
倉
市
雪
ノ
下
の
寓
居
に
白
井
永
一
一
氏
を
、
院
友
会
の
宇
井
克
彦
常
務
理
事
、
吉
村
透
主
任
と
共
に

訪
問
し
た
。
聞
取
り
の
一
部
を
『
国
畢
院
大
単
院
友
会
百
二
十
年
史
」
の
別
刷
り
に
「
民
俗
学
と
院
友
会
館
の
功
績
」
と
題
し
て
収
録

し
た
。
氏
は
平
成
一
一
十
年
一
月
一
日
、
九
十
三
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
。

（
皿
）
（
旧
）
「
新
径
」
創
刊
号
「
後
記
」
五
七
頁
。

（
Ⅲ
）
「
新
径
」
創
刊
号
三
○
頁
「
再
会
」
参
照
。

（
旧
）
「
圃
畢
院
大
畢
新
聞
」
第
一
三
八
号
、
昭
和
十
八
年
一
月
一
一
十
日
付
。
久
保
田
譲
（
弘
化
四
年
〔
一
八
四
七
〕
～
昭
和
十
一
年

一
一
八
○
点
を
マ
イ
ク
ロ
化
。
更
に
雄
松
堂
フ
ィ
ル
ム
出
版
は
全
資
料
を
マ
イ
ク
ロ
化
し
た
。
平
成
二
年
、
岩
波
書
店
は
全
書
目
を
『
古

典
籍
総
合
目
録
』
に
収
載
し
た
。

ワ
）
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
七
巻
二
六
一
頁
に
所
収
。
そ
こ
に
「
設
楽
」
昭
和
七
年
よ
り
転
載
、
「
索
引
」
に
「
こ
も
り
沼
」
二
’
八
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〔
一
九
一
一
一
六
〕
）
Ⅱ
文
部
官
僚
、
第
一
次
桂
太
郎
内
閣
の
文
部
大
臣
（
明
治
三
十
六
年
～
一
一
一
十
八
年
）
、
枢
密
顧
問
官
、
臨
時
教
育
会
議
副

総
裁
、
臨
時
教
育
委
員
会
会
長
、
議
定
官
な
ど
を
歴
任
し
た
。

（
補
記
）
「
こ
も
り
沼
」
及
び
「
新
径
」
調
査
に
際
し
、
園
畢
院
高
等
学
校
校
長
津
田
栄
、
同
校
元
事
務
長
尾
高
敬
三
、
同
校
元
教
諭
小
山

奈
々
子
の
三
氏
の
ご
高
配
に
与
っ
た
。
紙
上
を
借
り
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。

「
こ
も
り
沼
」
誌
は
現
在
、
殆
ど
残
存
し
な
い
。
小
山
奈
々
子
氏
等
固
単
院
高
等
学
校
関
係
者
は
小
林
武
治
校
長
の
業
績
を
後
世
に

伝
え
る
た
め
、
大
久
間
喜
一
郎
氏
が
所
蔵
す
る
も
の
を
借
用
、
複
写
し
、
製
本
し
て
同
校
に
保
存
し
た
。
併
し
第
八
巻
第
一
号
（
昭
和

十
七
年
一
月
号
、
通
巻
七
八
号
）
は
残
念
な
が
ら
欠
け
て
い
る
。
圃
畢
院
大
畢
図
書
館
に
は
第
一
巻
第
一
号
～
第
五
号
（
昭
和
十
年
八
月

～
十
二
月
、
通
巻
第
一
号
～
第
五
号
）
、
第
一
一
巻
第
一
号
～
十
一
一
号
（
昭
和
十
一
年
一
月
～
十
一
一
月
、
六
号
～
一
七
号
）
、
第
六
巻
第
一

号
～
十
一
一
号
（
昭
和
十
五
年
一
月
～
十
二
月
、
五
四
号
～
六
五
号
）
、
第
七
巻
第
一
号
～
十
一
一
号
（
昭
和
十
六
年
一
月
～
十
一
一
月
、
六
六

号
～
七
七
号
）
の
み
所
蔵
し
て
い
る
（
た
ま
プ
ラ
ー
ザ
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
）
。
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(22）

(23）

外国人が見た古事記 (47）７８

魯成換諜註『古事記』上、職典社、1987年、６１頁。

国畢院大畢では､2003年９月に下記の国際シンポジウムを行い､古事記、

日本書紀の翻訳者たちを招いて議論を行ったことがある。

第２回神道・日本文化研究国際シンポジウム「＜神道＞はどう翻

訳されているか」

日時2003年９月20日１４：００～１８：００，９月２１日１０：３０～１７：３０

場所園畢院大畢百周年記念館視聴覚教室

発題者及びテーマ

AnnWehmeyer(アン・ウェイマイヤー、アメリカ、フロリダ大学準

教授）

｢翻訳で失われて残念だと思った本居宣長の『古事記伝一の巻』」

MarkMcNally(マーク・マクナリー、アメリカ、ハワイ大学助教授）

｢解釈学的な算術としての国学の翻訳」

JohnRBentley(ジョン・ベンテリー、アメリカ、北イリノイ大学助

教授）

｢日本書紀の英訳について」

FranCoisMac6(フランス、国立東洋言語文化研究所教授）

｢古事記翻訳の試み」

魯成換(韓国、蔚山大学教授）

｢古事記翻訳に関する回顧」

コメンテータ

HelenHardacre(アメリカ、ハーバード大学教授）
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（９）

(１０）

(１１）

(12）

(１３）

(14）

(１５）

(１６）

(17）

(18）

(１９）

(20）

(21）

217-241頁。

Chamberlain,ibid,ｐｐｉｉ‐iii・

Chamberlain,ibid,ｐｐ､22-23．

L6ondeRosny，ＫＯｚｊ－脱ＭをｍｏｒｊａＭｅＪ'α叩仙娩ノapo"αzse，

/７．α９，叩sreJa雌ｄＪａ伽og伽e血Mppon,,1883.(出版社不明）

司馬遼太郎の小説『潮ぶが如く」(文塾春秋、1975年)第１巻の冒頭には、

薩摩出身の警察官僚川路利良(1834-1879)が警察機構の視察にフランス

に赴いたときのエピソードとして、日本ぴいきのロ二が川路ら一行の

もとを訪れ、日本についてあれこれと質問をする話が描かれている。

平田篤胤『神字日文伝』上巻(｢新修平田篤胤全集』第一五巻、183頁)。

Rosny,ibid,ｐ,286．

ロ二の日本神話論については、次の拙論で詳しく取り上げた。平藤喜

久子「レオン・ド・ロ二と日本神話｣『学習院大学国語国文学会誌』第

49号、2006年３月、３４～46頁。

MarioMarega，Ｋｂ－ｇｊ-たｊ：Ｖｾccﾉzje-cose-sc7･加ｅ：ノｊ６ｒｏ６ａｓｅｄｅ〃Ｃ

ｓﾉZmtojsmogjqppon,ese,Bari,1938．

KarlFlorenz,Ｊｑｐα"jsc/zeZlのﾉ伽ZQgje.Ｍ加昭』.,此加"erde7G伽eだ

"e6stE7g伽z叫昭ｅｎａｕｓα"derenaj伽ＱＭ伽Iue伽",Hobunsha，

Tokyol901(ただし古事記は255頁から275頁までで、部分訳）

IwaoKinoshita(木下祝夫)，AeJtestejapα"jscﾉｚｅＲｅ肋sgesc航伽Ⅲ

(Kq/刺,HerausgegebenvomJapanisch-DeutschenKulturinstitutzu

T6ky6undJapaninstitutzuBerlin,1940．

DonaldLPhilippi,KQj伽,UniversityofTokyopress,1968．

Philippi,ibid,pp20-25・

ジョン．Ｒ・ベンテリー「日本書紀の英訳について｣『神道・日本文化

研究国際シンポジウム(第２回)<神道〉はどう翻訳されているか」園畢

院大畢２１世紀ＣＯＥプログラム「神道と日本文化の国学的研究発信の

拠点形成｣、2004年、48-66頁



ハンス．Ｇ・キッペンベルク『宗教史の発見』岩波書店、2005年、ｐ３８

ＥｄｗａｒｄＢ,Tylor,''RemarksonJapaneseMythology川,ｉｎｍｅＪｂ”"αＪ

ｏ/伽Ａ"伽OpoJogjcaJI7M伽ｅｏ/ＧｒｅａｔＢ耐ａｍａＭＩＭα"d,Vol、

6(1877),ｐｐ､55-60．

楠家重敏「チエンバレン書簡の研究(1)｣『武蔵野英米文学』VOL､21,

1989年、15-28頁。

NationalArchives蔵、所蔵番号PRO30/33,ｐ､132．

前掲資料，ｐ,129．

干々 和到、平藤喜久子､福島直之､石井敦､星野靖二「新出のＢ･Ｈチエ

ンバレン、Ｅ・Ｂ・タイラー宛書状の紹介と検討｣『園畢院大畢研究開発

推進機構紀要』第３号、2011年３月、166(45)-133(78)頁。

BHChamberlain,Kqj伽,ｏ７，脱cordso/Ａ"c伽ｔＭｚｔ抑s',Lane

CrawfOrd,1883,ｐ､iii・

青木周平「明治期の『古事記』研究一明治十五年と明治三十二年を軸

として－｣『古事記の研究史』古事記研究大系２，高科書店、1999年、

外国人が見た古事記

ス化し、翻訳者同士のネットワーク形成を行い、国内外の研究者に翻訳や教

育のための発信を行っていくことも意義のあることだろう(23)。

最後に現在の神話学との関わりについて触れておきたい。近年遺伝子工学

の発展などにより人類史の再建を試みる研究が盛んになっている。人類の起

源の地、アフリカから人々 がどのように移動し、現在のような地理的な分布

と文化の違いが生まれてきたのか。この問題について遺伝学や気象学、考古

学などとともに、神話の比較からもアプローチしていこうとする研究も生ま

れてきている。古事記は、日本の神話であるとともに人類の文化遺産として

人類史を再構築する手がかりの一つになっているといってもいい。こうした

研究の展開にとっても、翻訳された古事記の果たす役割は大きくなっていく

だろう。

ｊ
ｊ

註
ｕ
⑫

(45）８０

(３）

１
１
ｊ

４
５
６

１
Ｉ
く

(７）

(８）
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しい翻訳には反映されている。

ヨーロッパの言語に限らず、異なった文化

の言語への翻訳はさまざまな困難さがともな

う。千木や鰹木、榊といった、日本にしかな

い神道の用語のほか、服装や髪型などは現代

日本語にしても理解するのは難しい。そうし

た難しさについて、韓国語への翻訳を行った
［図１］

魯成I奥は､イザナキの黄泉の国訪問の場面で、

イザナミの髪型「みずら」と表現されている部分について、注に［図ｌ］の

絵を掲載し、読者の理解を助ける工夫をしている(22)。

こうした工夫はもちろん日本語の本でもなされているが、翻訳の場合、と

くにこうした絵や図を効果的に使用することがより速やかな理解を可能にす

る。

６．おわりに

チェンバレンによる古事記の翻訳から130年。さまざまな言語への翻訳が

なされてきた。古代日本語の発音、敬語を中心に取り上げたが、このわずか

な例からもわかるように古事記の翻訳とは、古代日本の文化を他の文化へと

翻訳することである。その蓄積を振り返ることは、あらためて古事記につい

てだけではなく言語を含めた広い意味での日本文化について考えることにな

る。この点でもこうした海外での古事記研究の状況は把握していく必要があ

るだろう。また、異文化へ古事記を伝える試みは、現代日本で古事記を伝え

る際にも参考になるだろう。それは外国人と古事記に距離があるように、現

代日本人と古事記の間にも相当の距離があるからである。異文化といっても

過言ではないだろう。このことは神話の授業を担当していても強く実感され

る。

古事記を外国に伝えるためのさまざまな工夫が日本での古事記の学びに

とっても有効であるならば、日本において各国語の翻訳の状況をデータベー



外国人が見た古事記 (43）８２

②敬語

古事記の序は、「臣安万侶言」とはじまる。臣下が天皇に対して述べる「上

表文」の形式であり、姓は述べずに「安万侶」と名前だけを述べ、へりくだ

りをあらわす。この表現に対する対応も訳者によって様々である。チェンバ

レン、フイリッパイ、ヴィラーニ、アントーニの訳を下に挙げる。

｢臣安万侶言」

英語・チェンバレン：ＩＹａｓｕｍａｒｏｓａｙ

英語・フイリッパイ：ＩＹａｓｕｍａｒ６ｄｏｓａｙ

イタリア語・ヴイラーニ：ParolediYasumaro,servitoredisuaaltezza，

aggiuntecomememoriale

スペイン語・ルビオ：Ｙｏ,elsUbditoYasumaro,osinfOrmo

ドイツ語・アントーニ：AlsDienersprecheich,Yasumaro

チェンバレンとフイリッパイは､そのままの直訳であるが､「臣」を訳さず、

｢言」を「say」としているため、天皇に対してへりくだっている文章である

ことは伝わらないようになっている。また姓がなく名だけであることも、さ

らに伝わりにくくしており、逆に意に反して天皇との親しささえ浮かび上

がってしまうことになるといってもよい。それに対しヴイラーニは、

ⅢservitoredisuaaltezzaⅢ（陛下のしもべ)と付け加えることにより、その

文意を伝えようとしている。ルビオは"elsdbditoⅧ(臣民､臣下)を加えており、

アントーニもⅢAlsDienerⅢ(しもくとして)と加える工夫をしている。冒頭

部分の短い比較ではあるが、「臣～言」の部分だけでも変化が見られる。

2009年１月に筆者は古事記の翻訳に取り組んでいるアントーニのもとを訪

れ、翻訳の過程について説明を受けた。アントーニによると、2006年に

TheTuebingenUniversityKqj伽projectを立ち上げ、序文を一文一文に

分け、チェンバレン、フローレンツ、フイリッパイ、木下の翻訳をそれに対

応させ、検討を加えるという作業を行ってきたという。先行翻訳の研究も新
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イタリア語・ヴィラーニ：Ohokuninushi

スペイン語・ルビオ：Oo-kuni-nushi

ドイツ語・アントーニ：Oho-kuni-nushi-n6-kami

前述のとおり、チェンバレンは漢字を翻訳して表記する。高天原について

は、イタリア語のヴィラーニ、スペイン語のルビオも同様で、アントーニは、

読みのローマ字化したものと漢字の意味を訳したものを併記している。神名

についてはヴイラーニ、ルビオが神、命を省き、読みをローマ字化する。ア

ントーニは、漢字ごとにハイフンをいれつつ、読みをローマ字化し、さらに

ドイツ語の発音の便を考え、アキュート・アクセントを使用している。ルビ

オは、天照大神にはハイフンを入れないが、大国主神には入れている。全体

をみてみると基本的には漢字ごとにハイフンをいれており、天照大神

(Amaterasu)や伊耶那岐神、伊耶那美神(Izanagi,Izanami)などの場合が例

外的にハイフンを入れない形となっているようだ。フイリッパイは、漢字ご

とにハイフンを入れるが、さらに彼の場合、訓令式を用いてローマ字化して

いる。

注目されるのが､彼が上代の発音を再現しようと試みている点である。フイ

リッパイは、橋本進吉や大野晋の上代特殊仮名遣いの研究を参照し、八母音

説に従った(20)。この説では「キ｣｢上｣｢ミ」｢ケ｣｢ヘ｣｢メ」｢．｣｢ソ｣「ト｣｢ノ｣｢モ」

｢ヨ｣｢ロ」に漢字の書き分けが見られ、それは発音の違いであるとされた。

その書き分けは二種類であり、便宜的に甲類、乙類とされる。大野晋はその

母音について甲類をi,ｅ,ｏ，乙類をY,６，６と表記した。フイリッパイはこの

説に従って、ローマ字化した。またハ行はかつてバ行であったことも考慮し、

再現している。現代日本語からみると、違和感があるかもしれないが、当時

の日本語学の研究状況を反映した翻訳であるといえよう。なお、日本書紀の

英訳を行った言語学者のベンテリー(JohnRBentley)は、言語学の研究成果

を翻訳に行かすべきであるという立場に立ち、上代語の発音を再構築し、翻

訳、ローマ字化を行っている(２１)。
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①ローマ字化

古事記はすべて漢字で記きれている。そのなかの神名や地名といった固有

名詞について、漢字の意味を訳するか、あるいはその読み(音)をローマ字化

するか、また上代の音に近づけてローマ字化するかが問題となる。さらには

ヘボン式か訓令式かという違いもある。たとえばヘボン式では、「し」は｢shi」

だが、訓令式では「si」となる。「ち」はヘボン式では「chi｣、訓令式では「ti」

である。ヘボン式の方がより実際の発音に近い音となる。

「高天原｣、「天照大神｣、「大国主神」について、チェンバレン、1968年に

英訳したフイリッパイ('9)、イタリア語(ヴイラーニ)、スペイン語(ルビオ)、

ドイツ語(アントーニ)のものを次に挙げる。

｢高天原」

英語・チェンバレン：PlainofHighHeaven

英語・フイリッパイ：ＴＡＫＡＭＡ－ＮＯ－ＰＡＲＡ

イタリア語・ヴイラーニ：pianuredelsommocielo

スペイン語・ルビオ：AltiplanodelCielo

ドイツ語・アントーニ：Takama-n6-hara,HoheHimmelsgeiilde

｢天照大神」

英語・チェンバレン：Heaven-Shining-Great-August-Deity

英語・フイリッパイ：AMA-TERASU-OPO-MI-KAMI

イタリア語・ヴイラーニ：Amaterasu

スペイン語・ルビオ：Amaterasu

アントーニ：Ama-terasu-oho-mi-kami

｢大国主神」

英語・チェンバレン：ＴｈｅDeity-Master-ofThe-GreatLand

英語・フイリッパイ：OPO-KUNI-NUSI
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・ドイツ語

KlausAntoni,Ｋｑｊ伽一Ａ"たejc伽IﾙｎｇａＪ〃Bege6e7zM伽，VerlagDer

Weltreligionen,2012.

ヴィラーニは、日本の大学で古典文学を学んだ日本学者で、今回刊行され

た翻訳は、イタリアでは1938年のMarioMaregaによる翻訳以来の出版で

ある('6)。わかりやすい文体で、読みやすく、日本の新書版とほぼ同じサイ

ズの手に取りやすいものとなっている。

ルビオは、言語学を専門としており、マドリード大学で日本語、日本文学

を教えている。三島由紀夫の『仮面の告白ＣＯ"たｓｊｏｎｅｓｄｅｕ"αｍａｓｃａ７α』

や『青の時代Ｌｏｓα肋sUerdes』のスペイン語訳も出版している。古事記の

スペイン語への翻訳は、今回のルビオによるものがはじめての試みである。

アントーニはテュービンゲン大学で日本神話、近世、近代の日本思想を研

究している。古事記のドイツ語訳は、1901年刊行のKarlFlorenzによる部

分訳('7)、1940年の木下祝夫による翻訳に次ぐ訳である('8)。全825頁だが、翻

訳は9頁から270頁。約３分の２程度は詳細な注釈、解説になっている。古

事記の研究史についても詳しく論じられており、語注は、チェンバレン、フィ

リッパイ、フローレンツ、ネリー・ナウマン、大林太良ら先学たちの成果を

盛り込んだ充実した内容となっている。翻訳にとどまらない、アントーニの

古事記研究の集大成ともいえる著書である。

また現在もフランスではフランソヮ・マセ(国立東洋言語文化大学教授)、

アラン･ロシェ(フランス国立高等研究院教授)による翻訳が進められている。

さて、このように多くの言語に翻訳されている古事記であるが、違う言語

に訳すということには、当然さまざまな問題がある。ここではとくに西欧言

語に訳したときの困難さについて、ローマ字化と敬語を例として取り上げて

みたい。
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ナーガリー文字と神字(ハングル)は、いずれも子音字十母音字の組み合わせ

によって一つの文字が成り立っているため、文字の仕組みに共通‘性があると

いうことである。

フランス語による翻訳は［資料２］の中央部にあるＴＲＡＤＵＣＴＩＯＮとあ

る部分である。そしてその下には漢文による注釈が加えられている。ロ二に

よる翻訳や神字による訓、および注釈の加え方は、ほぼ古事記伝を踏襲した

ものである。注釈部は、古事記伝とほぼ同じ内容となっており、古事記伝を

そのまま翻訳し、掲載していると推測される箇所も散見される。

ロ二は1914年に亡くなる。日本への訪問を望みつつも一度もその願いは

叶うことがなかった。しかし日本に関する多くの著作や翻訳本を送り出し、

また来仏した日本人たちへの情報提供者ともなった。その翻訳は、現在も活

用されているチェンバレンのものと比べると、ずいぶん風変わりで、学術的

な価値も低いようにみえるが、未知の文化であった日本の神話に魅せられ、

生み出した「想像された」古事記という点で興味深い('5)。

５．古事記翻訳の現状と課題

チェンバレン、ロ二による古事記の翻訳から130年が経った。その問に古

事記は英語、フランス語で再び翻訳されたほか、ドイツ語、イタリア語、ポー

ランド語、ロシア語、中国語、韓国語、シンハリ語などさまざまな言語に翻

訳されている。

2000年代後半からは、次のようにヨーロッパでの翻訳の出版が相次いで

いる。

・イタリア語

PaoloVillani,Ｋｑｊ伽U7z7acco伽ｄｊａｍｃﾉzjeuem,Mz7s脱o,2006.

．スペイン語

CarlosRubio,RumiTaniMoratalla,Ｋｂ１ｊ伽：Ｃｒ伽ｃａｓｄｅａ航jg"ＯＳﾉzecﾉzos

deJqp伽,EditorialTrotta,S､A・’2008.



の歌をフランス語に訳した瞳血o瞳xAL”通▲卿TIQu唾JAPomwA躯璽．２９３

遍鹸､両論可派旅T論、孝fヤ蘭伺可Ｔ寸愉ｗａ２ｍｆヤU､竜詞減汽命
Ａ"伽Zogjej叩on,ajse:po6sjes爺『ﾔ電T前、訂r柄ﾔ１，
α〃cjen〃eｓｅｔｍｏｄｅｒ７ｚｅｓｄｅｓ’.一心△D…1.N、

Ａｌ'6ｐｏｑｕｅＰｒｉｍｏｒｄｉａｌｅｄｕＣｉｅｌｅｔｄｅｋＬＴｅrre，ｌｅｎｏｍ
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fUtAm6-nomiNak2L-nongi-nokami“ｌｅＧもniemaitrecen‐
している。

ｔｍｌｄｕＣｉｅｌＤ，PuigTakamiMOngoubi-nokami“ＩｅＢｕ‐

知日派のﾌﾗﾝｽ人として噸:麓H:Wi蝋麗驚競::撫茎鰯晶：
活躍していたロ二のKoZ伽solitaire8etqui…ientuncorPsocculteo

1．－ＧLos現．

についてみてみたい。

彼がＫＯＺ油jで翻訳したの

は、古事記上巻の冒頭からイ

ザナキ、イザナミの誕生まで

である。そこまでに訓読と訳、

注を記している。

一見するとわかるように、

ただ古事記をフランス語に翻

訳したものではない。［資料

ｌ］では、まず古事記の本文

があり、そのわきに読みが振

られている。これはハングルと

8７（38）

られている。これはハングルとして読めるが、いわゆる神代文字(神字)の一

種である。ロ二は平田篤胤の「神字日文伝』を入手しており、その影響を受

け、神代文字を記したと考えられる。ただし、篤胤は、神字が朝鮮の文字と

ほぼ同じであることを認めた上で、それが日本から朝鮮に伝わったものであ

るとしているが('3)、ロ二は、朝鮮の古代からの文字が日本にもたらされ、

神字になったと考えている。さらにＫｂｚ伽の前書きなどで、神字のもとも

との起源はインドにあったのではないかという可能性を唱えた。そのことと

関連するのが､［資料ｌ］から［資料２］にみられる古事記本文のデーヴァナー

ガリー文字への転写である。ロ二によれば神字の起源はインドにあるので、

神字をデーヴァナーガリー文字へ転写することも容易だという('4)。デーヴァ

[資料２］ロ二Ｋひz流

之
所
以
潟
此
理
叉
天
也
者
諸
卿
之

Ｏ

能
極
而
心
所
能
通
者
即
常
理
也
天

○

叉
上
不
能
及
之
塵
也 ○

顛
也
言
其
至
高
無
上
窟
雲
霞
蔑
象

掴；｡ 之
患
也
腸
無
之
軽
浦
上
浮
潟
天
天

０

．
○

○
天
葎
名
日
天
坦
也
坦
然
高
而
遼

○日
【
回
再
所
不
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最初の赴任地である島根(出雲)と神話の世界をつないだのはチェンバレンの

Kqj伽であったに違いない。

日本でも、古事記の最初の英訳は、国学者たちを刺激した。飯田永夫らは

1888年にチェンバレンのKqj伽のTranslator'slntroductionを部分的に訳

し、そこに注釈や批判などを加える形で『日本上古史評論』を刊行している。

チェンバレンのＫ可伽は2004年からペーパーバックでも刊行され、また

著作権が切れたことからインターネット上でも広く公開されている。一部ラ

テン語があるとはいえ、現在でも英語で手軽に読めるものとして活用されて

いるといえるだろう。

４．レオン・ド・口二と古事記

チェンバレンのＫｑｊ伽とほぼ同時期に刊行されながら、まったく違った

特徴をもつのがレオン・ド．２９２

ｐ二のKbzj賊Ｍｂｍｏ７ｊａノｄｅ ｌ･一Thnx”．

z,α耐“ｔ〃α川ajse：成当|此１t日笠中!f天21天哉

伽…‘…'α伽１．坐誉三皿神は急原等地厩

蝋蝿逗里繍鯛謬
で日本語を習得し､1862年身蛋者計迩高黙争塁迦

驚繊璽圭膳蝉迦鱒御,粥聯
内し福沢諭吉らと親交を深濁爵日笠透､刻於ト

神歌神歌巣『御０１高'卜めた(12)。1868年に東洋語学

帝国学校の日本語講座が正式’･一恥………息…ｽ…鼠
吋葡奪同命、命令命肯両ャ、竃Ｔｍ命ｗＴてT命、でヤー

に開講されると、ロ二は初代、竜電誌ﾔ命命可可や命論、竃T揃命竃雨'ず獄
命耐冒､Ｔ論頭､ガャ命薫T3fャＩｍＦオャ命、茸ｬ頭苛ャ命輔命Ｍ

の教授に就任した。そして

’871年には古代からの日本 ［資料１］ロ二Ｋひz胸
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する。例えば天御中主神は、DeityMaster-of-the-August-Centre-of‐

Heaven，天照大神はHeaven-Shining-Great-August-Deity、高天原はPlain

ofHighHeavenと表記される。

チェンバレンは、Translator'slntroductionで、その翻訳の目的について、

古代日本の習'慣や伝統、思考などを明らかにし、英訳することによってヨー

ロッパの研究者の研究に寄与することにあると述べている(9)。そのための

素朴な文体による解釈をまじえない翻訳スタイルだといえよう。

イザナキとイザナミのおのころ島での結婚の場面を次に引用する('0)。

HavingdescendedfromHeavenontothisisland,theysawtotheerection

ofanheavenlyaugustpillar，ｔｈｅｙｓａｗｔｏｔｈｅｅｒｅｃｔｉｏｎｏｆａｈａｌｌｏｆｅｉｇｈｔ

fathoms． TuncquaesivitIAuguStusMas-Qui-Invitatlaminoresorore

Ａｕ負ustaFemina-Qui-Invitat： 'IＴｕｕｍ corDusquoinmodofactumest？
Ⅱ

Responditdicens：川Meumcorpuscrescenscrevit,ｓｅｄｅｓｔｕｎａＤａｒｓｏｕａｅ

noncrevitcontinua．
１１

TuncdixltugustuMas-Qul-InvItat
1１

MeumcorDus

crescenscrevit,sedestunaparsquaecrevitsuperHua､Ｅｒ頁ｏａｎｂｏｎｕｍ

erituthanccorporismeipartemquaecrevitsuDerfluaintuicorDoris

〕artemquaenoncrevitcontinuainseram,ｅｔｒｅ質ionesDrocreem?ⅧＡｕ質usta

Femina-Quae-Invitatresponditdicens:ⅢBonumerit､川．

下線を引いたところは､イザナキとイザナミが男女の体の違いを述べあい、

’性交をする場面である。チェンバレンにとって「狼褒」であるとされた部分

は、英語ではなくラテン語によって翻訳されているのである。こうしたラテ

ン語による翻訳には、１９世紀ヴィクトリア調の道徳意識も読み取ることが

できる。

彼の翻訳は､西欧の神話研究だけではなくさまざまな方面に影響を与えた。

ラフカデイオ・ハーンは、1890年にチェンバレンの紹介もあって島根県尋

常中学校、師範学校に英語教師として赴任する。彼の「英語教師の日記から」

や「八重垣神社」といったエッセイには、ハーンがチェンバレンのＫｑｊ伽

を携えていたことがうかがえる。日本にやってきたばかりのハーンにとって、



外国人が見た古事記 (35）９０

ヴァース博物館に収められている。

そして彼らはいずれも開国したばかりの日本､古事記に関心を抱いていた。

タイラーは1877年に、当時イギリスに留学していた馬場辰猪(1850-1888)に、

古事記の前半部分を翻訳してもらい、その神話を他地域の神話と比較すると

いう内容の講演をロンドン王立人類学会で行っている(2)。この論考が外国

人による日本神話研究の噴矢となった。

このように未知の文化への関心が高まっていたなかで、開国したばかりの

日本の古事記も注目を集めていったといっていいだろう。

３．チェンバレンと古事記

チェンバレンが古事記の翻訳を行ったのは､こうした学問状況下であった。

その翻訳の背景には、マックス．ミュラーの影響が少なからずあると考えら

れる。楠家重敏によれば、公刊はされていないが故吉阪俊蔵がチェンバレン

関係の書簡を保管しており、そのなかにミュラーからの書簡が六通含まれて

いるという(3)。またイギリスのNationalArchivesが所蔵しているアーネス

ト．サトウがアストンに宛てた手紙によれば、目の病気のため1880年に海

軍兵学校を休職して一時帰国していたチェンバレンは、オックスフオードで

ミユラーのところに滞在していた(4)。1881年'月のサトウの書簡には、その

頃チェンバレンは古事記を翻訳中であったと記されていることから(5)、ミュ

ラーのところに滞在していた時期と古事記が翻訳されていた時期は重なって

いることがわかる。このことからもチェンバレンの翻訳へのミュラーの影響

を推察することができるだろう。

チェンバレンの翻訳の特徴については、他所でも述べているので、ここで

は簡単に紹介しておく(6)。文体は、Translator'ｓIntroductionでも述べられ

ているとおり、素朴な直訳が心がけられている(7)。解釈や訓読にあたって

は本居宣長を高く評価しており、「古事記伝」に習う形で翻訳が行われてい

る(8)。

神名や地名については、原則として漢字の一字一字の意味を翻訳して表記
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に述べている(')。

瞬く間に教養人たちを惹きつけた古代文化の復興(dieRenaissanceder

Antike)が、また西欧世界を超えた発見の知的かつ‘情念的土壌を準備し

たのである。いわば七つの封印にながらく閉ざされていた、異質な文化

の残した文書遺産がヨーロッパ人によって解読され、その内容をさらし

はじめたのである。衝撃に次ぐ衝撃、解読に次ぐ解読。

1771年には長く解読されていなかったゾロアスター教のアヴェスタが翻

訳され、1822年にはシャンポリオンによってロゼッタストーンの解読が試

みられ､古代エジプトのヒエログリフが解読された。1854年にはニネヴェ(現

在のイラク北部のモスル)でアッシリアの王アッシュルバニパルの図書館と

そこにある大量の粘土板が発見された。中には1872年に明らかとなる「ギ

ルガメシュ叙事詩」の書板も含まれていた。

こうして明らかになっていく古代の神話や聖典について、それらをギリ

シャや聖書などと比較していく比較宗教学、神話学という学問も現れてくる

ことになった。

この時期の代表的な宗教学者として、マックス・ミュラー(FriedrichMax

Miiller，1823-1900)とタイラー(EdwardBurnettTylor,1832-1917)の名を

挙げることができる。ミュラーは、比較言語学の強い影響下に、インド・ヨー

ロッパ神話の比較研究を行った。彼は神名の比較によって語源を探求すると

いう方法を用い、神話について、そもそも日の出や日没といった太陽の動き

を中心とする自然現象を表現していた言葉が､次第に本来の意味が忘れられ、

誤解されたりする中で発生したものとした。いわゆる「言語の疾病」による

神話の発生という過程を想定したのである。また、彼は1879年から「東方

聖典集』を刊行し、仏教、道教、イスラーム、ジャイナ教などアジアの諸宗

教の聖典の英訳を刊行し、まさに宗教学の基礎を築いた。他方、タイラーは、

｢未開」社会の研究を行い、神話や宗教は自然界のあらゆるものに霊魂が宿

るという「アニミズム」が基礎になって発生したと考え、さまざまな文物を

世界中から集め、そのコレクションはオックスフオード大学のピット・リ



園畢院大畢研究開発推進機構紀要第５号平成25年３月（33）９２

外国人が見た古事記
-130年目の古事記一

平藤喜久子

１．はじめに

1882年(明治15年)にイギリス人のバジル・ホール・チェンバレン(Basil

HallChamberlainl850-l935)が古事記を英語に翻訳し、雑誌mTransactions

oftheAsiaticSocietyofJapanⅢに発表してから130年経った。この翻訳は、

翌1883年に単行本として刊行される。同年には、レオン・ド・ロー(Leon

LucienPrunoldeRosny,1837-1914)によって古事記の上巻のフランス語訳

(部分訳)であるＫｂｚｊｈｊも刊行された。古事記が世界に開かれてから130年

が経ったことになる。本稿ではこの130年の間に外国人の研究者たちがどの

ように古事記に向き合ってきたのかを概観してみることにしたい。

２１９世紀ヨーロッパと古事記

１８世紀から１９世紀にかけて、ヨーロッパではさまざまな学問分野で革新

的な出来事があった｡宗教に関わることでいえば､進化論で知られるダーウィ

ンの『種の起源』は1859年の発行である。生物は、環境に適応して変化し

ていく。人間も環境に適応してこのような姿になったとするこの考えは、神

が自分の姿に似せ、この姿で人間をつくったとする聖書の記述が信じられて

いた社会にとっては、大きな衝撃だったろう。また、聖書には描かれていな

い古代の文明、文化の存在も次々と明らかとなり、人々の関心を大いにひき

つけた。キッペンベルクはこうした「未知の文化の解読」の流れを次のよう
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③
天
皇
、
乃
ち
休
浴
斎
戒
し
て
、
殿
の
内
を
潔
浄
り
て
、
祈
み
て
日
さ
く
「
…
・
・
ね
が
は
く
は
亦
夢
の
裏
に
教

へ
て
、
神
恩
を
畢
し
た
ま
へ
」
と
ま
う
す
。
此
の
夜
の
夢
に
、
一
の
貴
人
有
り
。
殿
戸
に
対
ひ
立
ち
て
、
自

ら
大
物
主
神
と
称
り
て
日
は
く
…
：

（
『
日
本
書
紀
』
崇
神
七
年
二
月
）

①
此
ゆ
天
皇
の
御
世
に
、
役
病
多
に
起
り
て
、
人
民
死
に
て
霊
き
む
と
為
き
。
爾
に
天
皇
愁
ひ
歎
き
た
ま
ひ
て
、

神
林
に
坐
し
し
夜
、
大
物
主
大
神
、
御
夢
に
顕
れ
て
日
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
是
は
我
が
御
心
ぞ
。
故
、
意
富

多
多
泥
古
を
以
ち
て
、
我
が
御
前
を
祭
ら
し
め
た
ま
は
ば
、
神
の
気
起
ら
ず
、
国
安
ら
か
に
平
ぎ
な
む
。
」

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
（
『
古
事
記
』
崇
神
段
）

②
此
よ
り
以
後
、
天
皇
神
淋
に
坐
し
て
萱
寝
し
た
ま
ひ
き
。

（
中
略
）
其
の
時
に
富
り
て
、
其
の
殿
の
下
に
遊
く
り
。

【
史
料
①
Ｔ
坐
⑨
】

（
中
略
）
是
に
其
の
大
后
の
先
の
子
、
目
弱
王

（
『
古
事
記
』
安
康
段
）

(32）
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④
天
皇
、
長
谷
の
百
枝
槻
の
下
に
坐
し
ま
し
て
、
豊
楽
為
た
ま
ひ
し
時
、
伊
勢
国
の
三
重
採
、
大
御
釜
を
指
挙

げ
て
献
り
き
。
爾
し
て
其
の
百
枝
槻
の
葉
、
落
ち
て
大
御
霊
に
浮
か
び
き
。
其
の
採
、
落
葉
の
蓋
に
浮
か
べ

る
を
知
ら
ず
て
、
猶
大
御
酒
を
献
り
き
。
天
皇
其
の
蓋
に
浮
か
べ
る
葉
を
看
行
は
し
て
、
其
の
媒
を
打
ち
伏

せ
、
刀
を
其
の
頚
に
刺
し
充
て
て
、
斬
ら
む
と
し
た
ま
ひ
し
時
、
其
の
妹
、
天
皇
に
白
し
て
日
ひ
け
ら
く
、

「
吾
が
身
を
莫
殺
し
た
ま
ひ
そ
。
白
す
べ
き
事
有
り
。
」
と
い
ひ
て
、
即
ち
歌
日
ひ
け
ら
く
、

纏
向
の
日
代
の
宮
は
朝
日
の
日
照
る
宮
夕
日
の
日
が
け
る
宮
竹
の
根
の
根
蔓
ふ
宮

八
百
土
よ
し
い
築
き
の
宮
真
木
さ
く
桧
の
御
門
新
嘗
屋
に
生
ひ
立
て
る
百
足
る
槻
が

枝
は
上
枝
は
阿
米
を
覆
へ
り
中
つ
枝
は
阿
豆
麻
を
覆
へ
り
下
枝
は
比
那
を
覆
へ
り
上

枝
の
枝
の
末
葉
は
中
っ
枝
に
落
ち
触
ら
ば
へ
中
っ
枝
の
枝
の
末
葉
は
下
っ
枝
に
落
ち

触
ら
ば
へ
下
枝
の
枝
の
末
葉
は
あ
り
衣
の
三
重
の
子
が
指
挙
せ
る
瑞
玉
釜
に
浮
き
し

脂
落
ち
な
づ
さ
ひ
水
こ
を
ろ
こ
を
ろ
に
是
し
も
あ
や
に
恐
し
高
光
る
日
の
御
子
事
の

語
言
も
是
を
ば

と
う
た
ひ
き
。
故
、
此
の
歌
を
献
り
つ
れ
ば
、
其
の
罪
を
赦
し
た
ま
ひ
き
。

（
『
古
事
記
』
雄
略
段
）

⑤
飛
鳥
の
岡
本
に
、
更
に
宮
地

周
れ
る
垣
を
以
て
す
。
復
、

⑧
暇
圧
は
り
以
下
及
び
群
卿
、
皆
軽
市
に
居
り
て
、

樹
の
下
に
列
り
坐
れ
り
。
大
山
位
よ
り
以
下
は
、

⑥
（
本
牟
智
和
気
王
を
し
て
出
雲
の
大
神
の
宮
を
拝
ま
し
め
に
遣
は
さ
し
め
ん
と
せ
し
時
）
即
ち
曙
立
王
、
蒐
上

王
の
一
一
柱
を
其
の
御
子
に
副
へ
て
遣
は
し
し
時
、
那
良
戸
よ
り
は
肢
盲
遇
は
む
。
大
坂
戸
よ
り
も
亦
破
盲
遇

は
む
。
唯
木
戸
ぞ
是
れ
披
月
の
吉
き
戸
と
卜
ひ
て
出
で
行
か
し
し
…
．
．

（
『
古
事
記
』
垂
仁
段
）

‐

⑦
乙
卯
に
、
天
皇
・
皇
祖
母
尊
・
皇
太
子
、
大
槻
の
樹
の
下
に
、
群
臣
を
召
し
集
め
て
、
盟
日
は
し
め
た
ま
ふ
。

．
：
．
天
豊
財
重
日
足
姫
天
皇
の
四
年
を
改
め
て
、
大
化
元
年
と
す
。
（
『
日
本
書
紀
』
孝
徳
即
位
前
紀
）

２
；
，
ｉ
り

天
宮
と
白
ふ
。

皆
親
ら
乗
れ
り
。
共
に
大
路
の
随
に
、
南
よ
り
北
に
行
く
。

（
『
日
本
書
紀
』
天
武
十
年
十
月
）

を
定
む
。

(31）

号
け
て
後
飛
鳥
岡
本
宮
と
日
ふ
。
田
身
嶺
に
、
冠
ら
し
む
る
に

（
『
日
本
書
紀
』
斉
明
二
年
是
歳
）

装
束
せ
る
鞍
馬
を
検
校
ふ
。
小
錦
よ
り
以
上
の
大
夫
、
皆

‐
Ｉ
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大
阪
府
教
育
委
員
会
１
９
８
５
『
美
園
』

岡
山
県
教
育
委
員
会
１
９
７
４
『
中
国
縦
貫
自
動
車
道
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
１
』
岡
山
県
文
化
財
保
護
協
会

小
津
毅
２
０
０
３
『
日
本
古
代
宮
都
構
造
の
研
究
』
青
木
書
店

黒
田
龍
二
２
０
１
２
『
綴
向
か
ら
伊
勢
・
出
雲
へ
』
学
生
社

江
南
町
１
９
９
５
『
江
南
町
史
考
古
資
料
編
１
」
江
南
町
史
編
さ
ん
委
員
会

設
楽
博
己
１
９
９
３
「
狩
猟
文
鏡
の
絵
を
読
む
」
『
歴
博
』
第
六
一
号
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

鈴
木
景
一
－
１
９
９
８
「
地
方
交
通
の
諸
相
」
『
古
代
交
通
研
究
』
第
八
号
古
代
交
通
研
究
会
八
木
書
店

辰
巳
和
弘
１
９
９
２
『
埴
輪
と
絵
画
の
古
代
学
」
白
水
社

辰
巳
和
弘
２
０
０
６
『
聖
な
る
水
の
祁
り
と
古
代
王
権
天
白
磐
座
遺
跡
』
（
シ
リ
ー
ズ
遺
跡
を
学
ぶ
翌
新
泉
社

辰
巳
和
弘
２
０
０
９
『
聖
樹
と
古
代
大
和
の
王
宮
』
中
央
公
論
新
社

田
原
本
町
教
育
委
員
会
１
９
９
６
「
清
水
風
遺
跡
第
２
次
発
掘
調
査
お
よ
び
出
土
遺
物
に
つ
い
て
』

橋
本
輝
彦
２
０
１
１
「
前
方
後
円
墳
の
出
現
を
巡
る
諸
問
題
ｌ
纏
向
遺
跡
か
ら
の
視
点
ｌ
」
『
ヤ
マ
ト
王
権
は
い
か
に
し
て
始
ま
っ
た
か
』

⑨
即
ち
意
富
多
多
泥
古
命
を
以
て
神
主
と
為
て
、
御
諸
山
に
意
富
美
和
の
大
神
の
前
を
拝
き
祭
り
た
ま
ひ
き
。

【
挿
図
出
典
一
覧
］

色
の
権
等
才
を
察
マ
リ
、
又
大
坂
”
碑
に
墨
色
の
糖
帽
矛
雪
を
趣

の
神
に
、
悉
に
遺
し
忘
る
る
こ
と
無
く
幣
阜
を
奉
り
た
ま
ひ
き
。

(30）

学
生
社

の
八
十
毘
羅

を
定
め
奉
り
た
ま
ひ
き
。
又

又
坂
の
御
尾
の
神
及
河
の
瀬

（
『
古
事
記
』
崇
神
段
）



『古事記』に読む古代の心 (29）９６

たことに目を向けなければ本質を見誤ります。そこは天につながる神の世界

との接点であったという視点を忘れてはなりません。

本日は磐座・高殿・宇宙樹である槻、そして坂というマツリゴトの場に通

底する古代人の心意を考古資料と『古事記』世界のなかに考えてみました。

御清聴ありがとうございました。（拍手）
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作成された地図を使わせていただきました。【図１３】は近江国の主な古道の

国境にみえる坂地名をあげたものです。逢坂は先にみた大化改新の詔にみえ

る、近江狭狭波合坂山のこと、また東山道を美濃に越えたところにある青坂
せいばん

は、そこにある青坂神社の社名で、そこにオオサカという坂地名の存在が推

定されます。さらに、北陸道を越前に越える深坂峠は。現在はフカサカ峠と

呼び、下をＪＲの北陸トンネルが通過する場所です。その表記にミサカとい

う往時の古称がうかがえます。さらに琵琶湖の西を行く北陸道の高島から若

狭に至る国境の水坂峠とミサカ呼称がみられます。

また【図１４】は信濃国の坂地名です｡まず美濃との国境がさきほどお話し

をしました神坂峠です。ただいまは中央自動車道の恵那山トンネルで峠の下

を簡単に通過することができますが、古代には海抜1560メートルの山稜の

鞍部を越える難路でした。岐阜県側から車で登ることができます。ぜひ神の

御坂の景観を体感していただきたいものです。そこには園畢院大畢が発掘調

査されました神坂峠祭祁遺跡があり、なかでもたくさんの滑石で製作された

勾玉・鏡形・剣形・刀子形・馬形などの資料が、古墳時代中期後葉から後葉

前葉の士師器とともに出士し、該期の峠神信仰の存在を示してくれます。こ

れら滑石製品は滑石製模造品と呼ばれていますが、私は「模造品」という用

語に物凄く抵抗があります。「模造」という言葉に「偽物」という意味あい
かたしろ

が強く感じられるかjうです｡ぜひ「形代」と呼んでいただきたいと思います。

それら滑石製形代のいずれにも小さな穴が開けられています。穴があるとい

うことは、紐を通して榊などに取り付けて幣としたことを想定させます。そ

こは坂神の祭り場だったと考えられる地点です。

【図14】をご覧いただくと、信濃から越後へ越える古道が３本あり、いず

れもがミサカと名付けられるのも興味ある事実です。地図が近江や信濃とい

う国単位で描いていますので、そこにみえるオオサカやミサカという坂がそ

れぞれの国にとっての境界とみてしまいがちですがそうではありません。そ

れらの坂は隣国の若狭や越前、また山城や美濃・越後にとっても境界である

ことに違いありません｡坂を境界とする両国にとって､そこは｢神の領域｣だっ



、

『古事記』に読む古代の心

ひ な ひなもり

駿河国富士郡の姫名郷、さらに越後国頚城郡の夷守郷なども王権にとっての
ひな

さ‘まざまな意味での夷と観念される世界へ向かう境と認識された場所と理解

すべきでしょう。ヤマトタケルの東征物語りでは『古事記』は足柄坂におい

て、『日本書紀』が信濃坂で、坂や山の神が白鹿となって顕現するのも、そ

こが「神の領域」と「人の領域」の接点であるとともに、「こちらの世界(大

和的世界)」とその「周縁世界」の境界域という観念が読み取れます。『万葉

集』では信濃坂は「ちはやぶる神の御坂｣、また足柄坂も「恐きや神の御坂」

と歌われます。坂がもつ異界性をよく語る言い回しではありませんか。さき

の【図８】で、横大路の北にある奈良盆地を東西に走るもう一本の古道(竜
かしこのさか かしこ

田道)の大和国と河内国の境を「‘隆坂」と呼ぶのも、坂の神を畏む心に由来

することは自明のことでしょう。後に触れますが、信濃坂は現在も神坂峠と

呼ばれています。『日本書紀』斉明６年条にはこの神坂を「巨坂(オオサカ)」

と呼んでいたとみえます。「大いなる御坂」の意味でしょう。

最後に視点を大和から地方に転換してみたいと思います。鈴木景二さんの

、

、

、
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図１４．信濃国の坂(鈴木．1998）
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〃
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図１３．近江国の坂(鈴木．1998）
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Z'て〃笥匹

鰯瀧蕊撚：

蝋I塞難

溌繍;Ｗｌｌｉｉ溌鍾(蕊
灘

図１２．古代王権の地域観念(辰巳2009）

とは当該の建物が住まいではなく、祭儀を行う人物とともに描かれる点から

も、それが日常の場面を描いたものではないことを物語っています。それが

高殿にあたる祭儀建物であったとみなせます。さらに絵のなかでひときわ大

きく描かれる矢負いの牡鹿は重要な意味をもつモチーフです｡鹿の胴体には、

刺さった矢の先、雛まで描かれているのを確認してください。ただの狩猟で

狩られた鹿ではないでしょう。おそらく楯と文を持つ人物の祭儀に際して生

賛となった鹿を表していると考えられます。

ここに描かれる大小２人の人物についてさらに言えば、さまざまな疫病や

鳥獣の災禍から人々を守り、国を作り堅めたと記紀が書く、大己貴命(大国

主神)と少彦名命の神話につながる弥生神話の世界がそこにあるのです。

【図１２】は、記紀にみえるヤマト王権がさまざまの段階で「境界」と観念

した地点を１枚の地図に落としたものです｡大化改新の詔で畿内との境界(四

至)とされた名墾横河・紀伊兄山・赤石櫛淵・近江狭狭波合坂山をはじめ、

アヅマとの境をわける足柄坂や碓日坂､さらには美濃国の式内社比奈守神社、



『古事記ｌに読む古代の心 (25）１００

され、そこを守る祭儀をうかがわせる『古事記』崇神段のくだりを史料⑨に

載せました。ほぼ同じ記述は『日本書紀ｊにも見えます。

墨坂神を赤色の楯と矛をもって祭り、また大坂神を墨色の楯と矛をもって
くんなか

祭るという、そうすることで、さまざまな邪霊の侵入から大和の国中を守ろ

うとしたわけです。邪霊を圧服させる祭儀とみることができます。

関連して【図９】～【図１１】を準備しました。【図９】は群馬県出土の「狩

猟文鏡」と呼ばれてきた銅鏡です。狩猟の場面を表出したと考えるのは難し

く、外区には一方の手に楯を持ち、もうひとつの手に矛や刀などの武器を振

りかざした人物が１０人描かれていますが、この情景に先の崇神記の坂の神

祭りの記事が思い出されてしかたありません。

また【図１０】は埼玉県の埴輪生産関連遺跡から発掘された盾持人埴輪と
げき

呼称される形象埴輪で、正面に盾が、盾の上に戟と呼ばれる武器が表出され

ます。盾持人埴輪を古墳に立てる場合、正面が古墳の外に向くように、すな

わち外部から被葬者の眠る他界空間への邪霊の侵入を防ぐという心意があり

ありと見て取れる事例が多い遺物です。まさに此界と他界を境する場(坂)に

立つ埴輪と言えます。それが坂を守るという点で、崇神記にみえる墨坂・大

坂での祭儀につながる心意をみてとらなければなりません。

さらに弥生時代中期後葉(紀元前１世紀頃)の資料である【図11】は、奈

良県田原本町の清水風遺跡から出土した土器に描かれた線刻絵画です。この

遺跡は唐古・鍵遺跡という巨大な環濠集落の分村と考えられ、両方の遺跡か

ら出土する土器絵画は全国出土の弥生絵画資料の半分を超えています。その

ひとつが【図11】ですが､そこには大小２人の人物が､一方の手に楯を持ち、

反対の手に文という武器をかざす姿が描かれます。その姿は武器の種類こそ

違いますが先の狩猟文鏡の人物像に似ているではありませんか。２人が戦闘

をしているようには見えません。武器を持って祭儀を行う、武舞の‘情景では

ないでしょうか。

２人の横には高床建物が描かれます。当時の住まいは竪穴式建物が一般的な

なか、土器絵画に描かれる建物のほぼすべて近くが高床建物です。というこ
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扉 、

図９．楯と矛？を持つ人物

（狩猟文鏡)(設楽．1993）

=証号-℃

雲彰②/＃
7廼等

画、

図１０．楯と戟をもつ盾持人埴輪

（江南町．1995）

莞宅zz2zz派

参 、鞘

図１１．清水風遺跡出土の土器絵画(田原本町教委．1996）



『古事記』に読む古代の心 (23）１０２

き と

に凶、ただ木戸だけが吉のノレートだというのです。「戸」とは入口のこと、

奈良坂や大坂は大和への入口にあたる境界です。「坂」は「境」でもあるわ

けです。紀州回りのルートを紀路と言いますが、奈良盆地から紀路にかかる

境の地点を木戸と言ったのです。【図８】に紀路という文字を入れましたが、

直線で延びる下ツ道は軽のチマタから南はわずか400メートルばかりが真っ

すぐで、その後は丘陵にかかるため、地形なりに緩やかに曲りながら高取川

(古代の桧隈川)に沿うように紀伊をめざします。逆に言えば、紀伊から奈良

盆地に参入したところに大槻が誉え立っていたわけです。軽の大槻の地が木

戸であったかもしれません。

軽のチマタの大槻は、古代奈良盆地を南北に貫く下ツ道と、東西に伸びる
あまつのかみ

山田道の起点であるとともに、巨樹として天空高く誉えることで、天神の子

孫(日の御子)による天下統治の象徴となる聖樹として、樹下には社が設けら

れていました。換言すれば大槻は天とつながる坂であったわけで、それは大

和から紀伊に通じる坂(戸)でもあったと整理できると思います。

４、恐きや神の御坂

再度【図８】をご覧ください。軽の大槻を起点として北へ、奈良盆地を北

に縦断する直線道の下ツ道についてお話ししましたが、その東に約２キロ間

隔で並行するさらに２本の直線道､中ツ道･上ツ道があることはご存じでしょ

う。これらの古道が壬申の乱にも登場することから７世紀の前半には建設さ

れていたと想像されます。またこの南北の直線道と交わる東西の道路が２本

あります。南の古道は横大路と呼ばれ、東は伊勢へ、西は河内につながる幹

線道で推古朝までには整備されていたと思われます。その横大路を東に、初

瀬川沿いを遡った最上流部にある峠が墨坂。宇陀との境にあたる地点です。

一方、横大路を西にたどると、当麻で二上山の北と南を越える２本の道に分

岐します｡北麓を河内に越える坂が大坂｡南を越える道は営雲麻道と呼ばれ、

現在は竹内越えといわれています。墨坂と大坂◎そのふたつの坂はヤマト王

権中枢のあった奈良盆地南部に至る東西の入口、すなわち戸にあたると認識
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る軽のチマタ以外に考えられません。【図８】に黒丸で標示した場所が軽の

チマタです。【史料⑧】には天武１０年に行われた軽市(チマタ)での飾馬検閲

の儀礼の次第が記述されています。そこに槻という樹種はみえませんが、上

級の官人は樹下に「列り坐り」、大路を南から北に進む飾馬を検閲するセレ

モニーが行われました。軽市は大路が交わる要衝で、そこに官人が列り坐る

ことのできる大きな枝を伸ばした大木が誉えていた‘情景が見えてきます。大

路とは下ツ道のこと。さきにも触れた「軽の社の斎槻」という万葉歌は、大

槻を依代とする市神の社の存在をも語ってくれます。蘇我稲目の邸宅のひと
かるのまがりのとの つきのまがりのいえ

つに軽曲殿があり、それが息子の馬子に伝領されて槻曲家と呼ばれたのも、

軽に槻があったことを示しています。それが「大槻」にほかなりません。乙

巳の変の後の誓盟の場は軽のチマタの大槻の樹下に違いありません。「大槻」

といわれるほどの巨樹、まさに天下支配の象徴的な樹木と考えられたので

しょう。この大槻が下ツ道設定の起点となったと考えられます。

やがて平城京を造営するに際して、下ツ道が中軸とされます。軽のチマタ

から真っすぐ北に23キロ余、そこに平城宮の大極殿が位置します。現在、
たかみくら

復元された平城宮大極殿の中に高御座がしつらえられていますが、それはま

さに天につながる軽の大槻を真南に望む位置にあるのです。このようなこと

を考える研究者は誰もいませんが、そうしたコスモロジーのもとに王宮が造

営されたと考えたいのです。

では軽の大槻の聖‘性の根源はどこにあるのでしょう。そもそも軽の地は応
かるのしまのあきらのみや

神天皇が軽Ｉ鳥明宮を営んだのが始まり、もちろん大槻が聾える好地だった

からでしょう。後に孝徳天皇や文武天皇も、即位前は軽皇子と呼ばれ、軽の

地が代々の王権にとって重要な施設があったことがうかがえます。しかしそ

れだけではありません。【史料⑥】をご覧ください。垂仁天皇の皇子ホムチ

ワケは生まれながらものを言うことができませんでした。それが出雲大神の

崇りであることが占いによって明かにされ、皇子は出雲大神を拝むことで言

葉を獲得するため出雲へ向かうことになります。その際、大和から出雲にで
ならと

かけるルートが占いにより決まります。那良戸(奈良坂)や大坂戸(大坂)Iま占
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どうやら飛鳥寺の西は王権にとって蕃夷と認識されていた人々を饗応し、王

化をすすめるための祭儀場であって、王宮の象徴となる聖樹とみなされては

いなかったようです。

では飛烏に斎槻はあったのでしょうか。【史料⑤】は『日本書紀』斉明２
たむのみね

年条です。そこには後飛烏岡本宮を正宮として造営し、田身嶺の上の二本の
ふたつきのみやあまつみみや

槻の傍らに観(高殿)を建て、そこを両槻宮、また天宮と呼んだと記されます。

田身嶺は現在の多武峰という説と、飛鳥宮跡(岡本宮跡・後岡本宮跡・浄御

原宮跡の諸遺構が重なっています)のすぐ東の酒船石が乗る丘陵の２説があ

り、私は後説に与しています。

この両槻宮という宮号の名付けは、先にお話ししました用明天皇の磐余池

辺双槻宮の宮号と同じではありませんか。さらにそこを「天宮」という名付

けは、百枝槻の上枝が天を覆うと歌われた纏向日代宮を讃える天語歌を連想

させるではありませんか。百枝槻の樹下が天下を治める天皇の王宮の場にふ

さわしいとされた纏向日代宮や長谷朝倉宮の観念が飛鳥時代まで繋がってい

る点に注目しないわけにはまいりません。歴代の王宮の地に誉える槻が王宮

と大王系譜の象徴であったとみてとることができます。

すると辰巳はもうひとつ飛烏の槻に関する古代史上の重要な記録を忘れて

いるぞという声が聞こえます。それが【史料⑦】です。乙巳の変により蘇我

本宗家が滅亡した直後、孝徳天皇や中大兄皇子が大槻の樹下に群臣を集め天

皇政治への忠誠を誓盟させた『日本書紀』の記載です。最近の古代史研究で

は、この大槻が飛烏寺の西にあることが自明のように考えられ研究書や専門

書の多くが「飛鳥寺の西にある」という言葉を付け加えて論じています。で

もよく害紀の記載をご覧ください。どこにも大槻の誉える地点は書かれてい

ません。研究者は史料にまず真筆でなければなりません。彼らがそのように

考えるのは、先にもふれました皇極３年の法興寺の槻の樹下での中大兄皇子

と中臣鎌足の出会いという記事に引きずられているのです。『日本書紀』を

いくらひっくりかえしても、誓盟の場となった大槻が飛鳥寺の西に誉えてい

たとは書かれていません。
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とみなして軸線を決定したのでしょう。

崇神天皇の宮は｢師木水垣宮(記)」・「磯城瑞雛宮(紀)｣､垂仁天皇の宮は｢師

木玉垣宮(記)」・「纏向珠城宮(紀)｣、景行天皇の宮は、さきほどからお話申

しあげている「纏向日代宮(記・紀)」です。垂仁の王宮名はおそらく同じ王

宮を指していることは間違いないでしょう。｢磯城｣は磯城郡という大地名で、

｢纏向」はそこに含まれる小地名であって、崇神・垂仁・景行の初期ヤマト

王権が纏向の地に王宮を営んだことは確かでしょう。その纏向日代宮を讃え

る天語歌で、纏向の王宮に誓える百枝槻が歌われていたことと、纏向遺跡の

建物群の中軸線が斎槻岳に向かっている点は大変興味深い事実として留意し

ておく必要がありそうです。

これまでの綴向遺跡の発掘調査では、この度の建物群より後の段階(３世

紀中・後葉)の王宮跡と考えられる地点は、【図６】の地図中、遺跡ナンバー

１０の景行天皇陵とされる渋谷向山古墳と呼ぶ前方後円墳の南から、珠城山

古墳群という文字の間の広い地域にあると見られています。まさに斎槻岳の

麓にあたる場所です。
いわれのいけのへのなみつきのみや

さらに用明天皇(31代)の王宮は『日本書紀』で「磐余池辺双槻宮」とみ

えます。『古事記』にみえる「池辺宮」と同じ王宮に間違いありません。磐

余池の傍らに誉える二本の槻、または二股に分かれた吉兆とされる連理の槻

が宮号の由来となっていることがわかり、その双槻が、磐余の王宮を象徴す

る聖樹、斎槻だったことは間違いないでしょう。

纏向・長谷・磐余と、歴代のヤマト王権の王宮のあった場所に聖なる槻の

伝承が纏わり付いている事実に注目する必要があります。では飛鳥はどうで

しょう。皆様は飛鳥寺の西にあったという槻を思い出されたと思います。中
よしみ

臣鎌足(鎌子)が中大兄皇子と誼を通じることとなった蹴鞠の場が法興寺の槻

の樹下であったという「日本書紀』皇極３年条はよく知られています。この
たね

槻は、後の天武・持統朝Iこ再三登場します。その樹下は多禰・大隅の隼人・

蝦夷らを饗応する場として利用されます。またそれ以前の斉明朝には、槻の
とからみしはせ

記述はないものの､飛鳥寺の西で韻貨羅や粛慎･蝦夷らが饗応されています。
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の建物と推定されています。話は逸れますが、この大型建物跡のすぐ南にあ

る士坑から2765点という大量の桃の種が発掘されています。種のなかには

果肉が炭化した資料が幾つもある事実から、この桃は食用として用いられた

残津ではなく、桃の果実そのものが多量に埋められていたことがわかりまし

た。ということは桃がなんらかの祭儀に利用された、言葉を換えれば、供物

とされた後、穴を掘って納められたことが想定されます。

桃の実といえば、古代中国の仙界、毘需山に坐す西王母の宮殿が幡桃宮と

呼ばれ、そこの桃果を食べれば三千年とか六千年の齢を得ると信じられ、西

王母は神仙の道をもとめる漢の武帝のもとを訪ね、その桃の実を与えたとい

われます。ようするに不老長生の道を求める神仙界にあって、桃は非常にお

めでたい西王母の果実と考えられたのです。初期ヤマト王権時代に首長墓の

副葬品のひとつであった神獣鏡が、神仙世界を表出していることはご存じの

こと。さらに邪馬台国の女王卑弥呼がもっぱら信仰した「鬼道」とは、不老

長生を願う神仙の教えだったと考えられます。本日は邪馬台国問題には触れ

ませんが、縄向遺跡の建物群と卑弥呼時代が重なることは無視できません。

再度【図６】をご覧ください。大型建物遺構が検出された白抜き矢印のあ

たりから東方向に一本の線を引いています。この線は【図７】の遺構図に見

えます建物群を貫く中軸線を東に延長した線ですoこの線は正東西ではなく、

東で４～５度北に振れる、変則的な方向を指します。その延長線上にありま
ゆづきがたけ

すＡが斎槻岳なのです。ちようと、三輪山の真北に位置します。『万葉集』に「あ

しひきの山河の瀬の響るなへIこ弓月が獄に雲立ち渡る」とみえる「弓月が獄」

です。「斎槻が獄」とも表記されます。「斎槻」とは神の依代である聖なる槻
いわいつき

のこと、『万葉集」巻llIこ「天飛ぶや軽の社の斎槻」とみえ、軽社の神木に

槻がなっていたことがわかります。その斎槻岳を向いたように建物群が中軸

をそろえるという点が気になってしかたありません。私は纏向遺跡の建物群

が造営されるにあたって、造営地を決定した後に、斎槻岳に費える槻を基点

に軸線を決定したのではないかと考えています。その槻が斎槻岳の山頂に

あったとはかぎりません。山のなかに、ひときわ大きく繁り聾える槻を聖樹
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Iま地上のすべてを覆う宇宙樹で、その支配者が纏向日代宮に坐す天皇だとい

うことを歌いあげ、続いて百枝槻の上の枝先の一葉が、中の枝先に振れ、そ

れによって中の枝先の一葉が下の枝に振れ落ち、その下枝から振れ落ちた一

枚の槻の葉が蓋に落ちたのだというのです。上枝の振動はすなわち天の意志

にほかならず、その波動が順に下枝まで伝わり、そこから落ちた一枚の槻の

葉が媒の捧げる蓋に浮かぶことになったと歌われます。そこには天皇が天の

下を治めるという行為こそ、天の差配によることが明確に語られているでは

ありませんか。

『古事記』の話では、雄略天皇の長谷朝倉宮の百枝槻の下での豊楽という

場面を設定しておきながら、歌では纏向日代宮の百枝槻の下へと舞台が転換

します。纏向日代宮はヤマトタケルの父にあたる景行天皇の王宮にあたり、

そこは長谷ではありません。なぜこのような話の展開になるのでしょう。私

はワカタケル(雄略)が、ヤマトタケルに命じて列島の征服戦争を行った景行

天皇の王権を受け継ぐ者であると語ろうとしたものと考えます。ヤマトタケ

ルとワカタケル、ふたりのタケルの関連にはさらに検討を深めなければなり

ません。いずれにせよ纏向の王宮・長谷の王宮では、ともに槻の巨木が誉え、

その樹下が新嘗の祭場だったという伝承は、王権にとって槻が聖樹であった

ことを語ってくれます。

ヤマト王権が三輪山麓､磯城(師木)の地に興ったことは間違いありません。

桜井市にある綴向遺跡がその最有力候補の遺跡です。私が『聖樹と古代大和

の王宮』(中央公論新社、2009)を書き、古代ヤマト王権と聖樹とされた槻を

論じましたのは、纏向遺跡から大型建物跡が発掘される直前でした。【図６】

の地図に纏向遺跡の範囲を示しましたが、そこに入れました白抜き矢印の先

端が2009年秋に掘立柱建物跡群が発掘された地点です◎３世紀前半期の遺

構群と考えられています。そして【図７】が当該の建物遺構と神戸大学の黒

田龍二さんによる復元図です。遺構図をご覧のとおり、３～４棟の掘立柱建

物跡がほぼ東西に延びる中軸線上に並んであることがおわかりいただけます

でしょう。一番東の建物が床面積238平方メートルという当時では列島最大
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いう立体、他方は絵画と、手法を違えて表現したとみなせます。『日本書紀」

には、天皇がさまざまな王権祭儀を行う「タカドノ(高殿)」と呼ぶ建物がみ

えますが、まさに高床の祭儀建物にほかならず、美園例や家屋文鏡Ａ棟こそ

が「高殿」の姿を表現したものでしょう。

もう一度【図５】をご覧ください。４つの建物の間には樹木の表現があり

ます。これをただ埋め草として描いたにしてはＡ棟とＤ棟の間、またＤ棟と

Ｃ棟の間の樹木表現は何か無理やり狭い空間に押し込むように描いたとしか

みえない点にも目を向けることにします。当時の王宮を鏡というひとつのカ

ンバスに表出するにあたって、樹木を描き込まなければならなかったと解釈

すべきです。家屋文鏡の樹木表現にまで、それがもつ意味を問いかけること

にしましょう。

３、餐立する聖樹(宇宙樹)＝ヤマト王権と百枝槻

家屋文鏡の樹木表現は針葉樹ですが、『古事記』にはヤマト王権の王宮に
ももえつき

百枝槻があったことが伝えられています。百の枝をもつ槻。それIまたいへん

な巨樹であったことを物語る物言いにほかなりません。
はつせ

【史料④】の雄略段の記載がそれです｡雄略天皇の王宮は長谷朝倉宮でした。

天皇はそこに誓える百枝槻の下で新嘗の祭儀をおこなった後の直会にあたる

豊楽の宴席に臨んだわけです。新嘗とは、その年の初穂を神に捧げ、神と天

皇がそれを共に食す祭儀です。その祭儀の場が百枝槻の下ということは、槻

が「神の領域」と「人の領域」の接点で、いわゆる依り代と考えられたこと
みえのうねめ

がわかります。その宴に、伊勢国三重郡から差し出された三重妹が天皇に蓋

を捧げた折り、一枚の落ち葉が蓋に落ちたのをとがめた天皇は彼女を斬ろう

としたその時、妹は歌をもって落ち葉の来歴を語ることで罪を許されます。
あまがたりうた まきむくのひしろのみや

天語歌と呼ばれる歌のひとつとして語られるその歌は、纏向日代宮に誓え

る百枝槻、その上の枝は天を覆い、中の枝は「あ妻」を覆い、下の枝は
ひな

｢夷」を覆う巨樹だと歌うのです。「あ妻」は国土の縁端を意味し、「夷」と

は王権にいまだ従わない夷秋の領域を指します。ようするに日代宮の百枝槻
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しました、埴輪が出土しました、その出土状況や形状はこうですよとは書か

れますが、そこから先がない。なぜそこに、そのような形をした遺物が存在

したのかという部分です。それを読み込まなければ考古学は歴史学のなかで

いつまでも主体的な発言ができません。

【図５】は、美園古墳よりちょっと前の時期、奈良県河合町にある佐味田

宝塚古墳出土の34面の副葬鏡のひとつ、家屋文鏡と呼ばれている直径約２３

センチの鏡の図文です。それぞれ形の違う４棟の建物が表現されています。

それぞれの建物の説明はいたしませんが、おそらく古墳時代前期のころの、

大和における豪族屋敷、あるいは王宮と言っていいかもしれませんが、そこ

にあるべき、言い換えればそこを象徴する建物を表出したものと考えられま

す。

そのうち「Ａ棟」は４棟のなかでも別格の建物と考えられ、貴人の存在を

象徴する衣笠が差しかけられて、一方の妻側には手摺りつきのハシゴが架け

られ、高床建物であることがわかります。さらに屋根の形状は美園古墳の家

形埴輪と同じ入母屋です。屋根の上に注目してください。衣笠と屋根の間に

雷文と呼ばれる釣の手の図文表現があります。高床に架かるハシゴの上にあ

る二重の．の字形の図文も雷文を表現したとみています。そのなかに人物ら

しき姿があるでしょう。稲妻とともに高床建物に来臨する神の姿と私は見て

取りたいのです。雷や稲妻が顕現する神の表象であることは、『日本書紀』

の雄略７年条にみる三諸岳の神を姿を見ようとする話をはじめ、『常陸国風
くれふし

土記』にみえる11甫時臥山の説話、さらには『山城国風土記』が伝える可茂社
ちいさこべのすがる

の伝承なと尋幾つもあげることができます。『日本霊異記』冒頭の小子部栖軽

の雷捕捉讃もその変容にほかなりません。家屋文鏡のＡ棟の図柄は、貴人が

拠ります高床建物に神が来臨する情景を表現したものと見なせます。まさに

古墳時代前期の段階で、古代人は既に神を人の姿として認識していたことが

窺えます。

そうしますと美園古墳の高床の家形埴輪と家屋文鏡のＡ棟の建築様式が極

似していることをみると、両者は同じ属性をもつ建物を、一方は形象埴輪と
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めぐらされ、墳丘上縁に沿うように壷形埴輪が透き間なく立ち並び、その内

側の限られた空間に高床の家形埴輪が置かれていたことが復元されます。周

濠の外から古墳を眺めたら、墳丘上の真ん中に置かれた家形埴輪は、その入

母屋屋根の大棟部分が飛び出す程度。壷形埴輪列の透き間から家形埴輪の存

在もわずかに覗きみえますが、とても高床屋内にあるベッドや内壁が赤く塗

られていることなど目にすることはできません。現在の感覚であれば、どう

してそのような無駄な造作をするのか、見えないなら網代文様を刻んだベッ

ドを造形する必要などないではないか。

逆に考えるべきです。当該の家形埴輪はそうあるべきなのです。赤く塗ら

れた屋内にはベッドがなければならないのです。赤彩されるのは、そこが聖

化された清浄な空間であることを物語るのでしょう。現世の人間に見せるた

めの造作ではないのです。当然、古墳の被葬者のためのものと考えるほかあ

りません。被葬者のための建物がそこにあるのです。そういうことを見通さ

なければ、当該の遺物は生きてきません。考古学の報告書では、古墳を発掘

図５．家屋文鏡の家屋図(佐味田宝塚古墳)(辰巳．1992）
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夢のお告げを請うにあたり、天皇は休浴斎戒して、殿の内を清浄な空間とし

たうえで夢を請い、夢中に現れた大物主神が『古事記』と同様の託宣を告げ

るわけですが、そこに「神林」という名は見えません。しかし清浄な殿中に、

泳浴斎戒した天皇が神託を得るために寝る聖なる設えの存在がうかがえま

す。やはり「神林」があったとみるべきでしょう。

『古事記』にはもう一カ所、安康段に「神林」が見えます【史料②】・そこ
みね

では天皇が「神；体」に御寝ませる時、殿の下で先后の子である目弱王が遊ぶ

という場面設定がなされています。どうやら「神林｣のある殿は高床建物だっ

たことがうかがえます。より「神の領域」に近く「神林」を設けたものと考

えられ、大社造りに代表されるように、後の神社建築が高床であることとも

つながると思います。

さてここで考古資料のなかに「神林」を造形した遺物があります。大阪府

八尾市にあった美園古墳出土の家形埴輪【図４】です。ご覧のとおり高床建

物です。古墳時代中期初頭の遺物です。図中、二か所に矢印を入れてありま

す。高床の屋内に、床より一段高くなった部分があり、その上面には網代状

の表現がなされています。残念ながら半分近くは欠損していますが、明かに

ベッドであることがわかります。

高床の床の中央は四角い穴があけられています。けっして埴輪を焼成する

際の火回りを考えた造作ではありません。この埴輪には床下部にも高床部に

も、四方に開口部が十分とられています。おそらくハシゴを架け、そこから

床を突き上げるように高床屋内に参入する部位を表現したのでしょう。宮内

庁が所蔵する履中天皇陵で採集されたハシゴを造形した埴輪は、高床の家形

埴輪に付設されたものでしょう。さきほど銅鐸の舌の素材のところでお話し

しましたように、さまざまな素材が用いられていたことを想定すれば、ここ

に木製のハシゴが架けられていたとみなすことが穏当でしょう。柔軟な解釈

をしなければ古代は見えてきません。さらにこの家形埴輪の高床屋内の壁が

赤く塗られている点にも注視しなければなりません。

そこで皆さんよ<考えいただきたのです。方墳の美園古墳には周囲に濠が
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２、王権祭儀の場＝高殿

さて２に移りましょう。｢王権祭儀｣とはより政治性の高い祭りのことです。

記紀によればヤマト王権の大王たちは､政治的難局に遭遇し､その対応に迷っ

た際、しばしば夢に神の託宣を請い、神託によって物事を執行してゆくこと

が語られています。

【史料①：文末参照】は皆さんよくご存じの『古事記』崇神天皇段にみえ
おおみわ

る大神神社の創iiiEにかかわるくだりです｡大物主大神が天皇の夢に示現して、
おおたたねこ

意富多多泥古という人をもちて、我を祭らせれば、国家は安らぐ、であろう告

げるわけです。夢を見るためには寝なければなりません。『古事記』はその
かんどこ

設えを「神林」と表記しています。日ごろの;体ではなく、夢に神が来臨する

聖なるベッドの意であることは確かでしょう。まさにそこが、冒頭で祭祁に

ついてお話ししました「神の領域」と「人の領域」の接点にあたるものと理

解されます。

この「神林」という名称は「古事記』にしかでてまいりません。しかし『日

本書紀』の崇神７年条【史料③】にもほぼ同じ場面がありますが、そこでは

釜織
＝二ﾕニニソ

□Ｌ

矢印が神淋

Ｏ２０ｃｍ

Ｌ－Ｌ－」

図４．美園古墳出土家形埴輪(大阪府教委．1985に加筆）
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のです。それは弥生人の営為を考え、歴史を再構築するという研究者の本分
ぜつ

を放棄したに等しいと私は考えます。中・小型銅鐸Iこは舌と呼ぶ、棒状の振

り子がぶら下げられる例が幾つもあり、銅鐸を揺らすことによって舌が鐸の

本体に当たり音を発するわけです。当該の小銅鐸が、ただ杭にぶら下げられ

ていただけとは到底考えられません。音が鳴らされたはず。銅鐸の内側には

舌が垂下されたとみなければ、銅鐸を杭にぶら下げる意味はありません。木

製の舌もあったでしょう。岡山県倉敷市にある矢部南向遺跡の竪穴住居の床

に埋納されていた小銅鐸のなかから、土に混じって白い骨粉が認められた事

実に目を向ける研究者はいません。そこに動物の骨、例えば鹿の角などで製

作された舌があった可能性は極めて大です｡下市瀬の小銅鐸にも舌があって、

腐朽したか、流失してしまったと考えるべきでしょう。

そうなってきますと、なぜ井戸の前、水汲み場で銅鐸の音を鳴らすのか。

その音を何処に向かって響かせたのかという問題に歩を進めなければなりま

せん。我々がお宮にお参りして鈴をならす行為につながる心意がそこに感取

されます｡湧きあふれる水をもたらせてくれる世界に向かって発音している、

平易に言えば、水への感謝ということになるでしょう。そこに神が観念され

たことを下市瀬の発掘から学びとることができ、それこそ水の神ということ

になります。

【図３】の下に掲げました土器絵画は長頚壷の口縁に描かれたものですが、

中央に頭上に棒のような道具を振りかざした人物があり、棒の一方の先は連

続する渦巻きにつながっています。その渦巻きはいったい何を意味する図形

なのか。渦巻きと言えば水をイメージさせるわけですが、弥生時代の絵画を

研究されている方ならすぐおわかりで、これは竜をイメージさせる図形でし

て、この絵画はどうやら竜を御す人物を描いたものと理解できそうです。竜

は水の精です。そうした絵画土器が銅鐸といっしょに出土しているというこ

とは、まさにこの場で、水を汲むたびに小銅鐸を鳴らし、水神を祭った蓋然

'性が高くなってくるではありませんか。
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図３．下市瀬遺跡の井と出土遺物

（岡山県教委.1974)(山陽新聞社.1992）

話を展開しましょう。【図

３】をご覧<だきい･岡山

県真庭市の下市瀬遺跡で発

掘された弥生時代後期の井

戸です。中国自動車道建設

に伴う発掘調査で検出され

た遺構です。傾斜面の水が

自噴する地点を板で四角く

囲み、そこに満ちる水が

オーバーフローしていたよ

うです。低い側には板を敷

いた水汲み場があって、そ

ちらの井戸側の中央に一本

の杭が打ち込まれていて、

その上端近くに紐を結びつ

けた痕跡があり、その下に

高さが７センチばかりの小

銅鐸が転がり落ちた状態で

出土しました。銅鐸には紐

を懸けて吊るすための鉦が

ありますが、その内側の一

部が摩滅して擦り減り、そ

こからひび割れが生じてい

る状態でした。銅鐸が水汲

み場に吊るされていたこと

は間違いありません。

ところが考古学ではそこ

からの思考が展開されない
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祭祁が行われていた聖地であるという記憶が人々の念頭にあったからこそ、

そこに経塚が営まれたと考えられ、その経塚造営の作善を行った主体者は、

磐座での祭祁をおこなってきた古墳時代以来の地域領主の系譜を引く人々の

ほかには考えられません。１２世紀当時の井伊谷の有力者といえば井伊氏の

ほかになく、天白磐座遺跡を間に置くことによって、井伊氏が古墳時代に遡

る豪族であったことを説き明かすことができるのです。

【図２】をご覧ください。神宮寺川が大きく蛇行して帯のように磐座のあ

る薬師山の麓を流れますが、そこに「八幡堰」という堰があります。地元で

は「ハチマンセギ」と呼んでいます‘，そこから左右両岸に分流しまして、そ

の水が井伊谷川以西の盆地の水田に配られます。この堰の存在は文献上は近

世までしか遡ることができませんが、地点からみて条里が施工された奈良時

代から、さらに古墳時代前期まで系譜を辿ることができる井伊氏の勃興の段
みくま

階までその存在を推定できそうです。八幡堰は井伊谷の水分りであり、そこ

に「井」という地名の淵源があると考えるからです。堰も「イ」です。そこ

に井伊谷の地名の発祥をみてとることができます。古墳時代前期、井伊氏の

祖が堰を築き井伊谷の盆地に水田を拓いたのでしょう。

天白磐座遺跡には東名高速道路の三ヶ日インターから約１時間でたどり着

けます。すばらしい景観をぜひご覧ください。私は今でも、車で静岡に出掛

ける際には、いつも磐座を訪ね、その風景のなかに身を置くことにしていま

す。そこは風の通り道。発掘の際にはいつも風の動きを感じ、そこが神の顕

現する場であることを体感しました。おそらく古代井伊谷の人々も同じだっ

たでしょう。浜名湖の湖北一円にはいたるところに巨岩の露頭があります。

発掘調査の折りに多くの巨岩を確かめましたが、ひとつとして古墳時代に遡

る遺跡を見いだすことができませんでした。水分りの地点にある薬師山頂の

巨岩群(天白磐座)しか神の座はなかったのです。

龍澄寺の一画にあった式内社滑伊神社が１６世紀に薬師山の麓に遷座したの
うぶすな

も、そこが古代以来の井伊谷の産士の霊地と観念されていたからIこほかなり

ません。
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伊神社のことで、１６世紀に天白磐座のある薬師山の麓に遷座しますが、そ

れまでは龍澄寺の地に一画を占めており、その社前の井戸が始祖誕生の場と

されます。

井伊氏は南北朝期には南朝方に与して活躍し、やがて家康のもとに参加す

ることになるわけですが、その時期の居館と思われる遺構が、当該の井戸の

東の水田中にあります。発掘で確かめたわけではありませんが、明治時代末

の地籍図に、耕地整理で失われた地割りが濠と土塁を巡らせたふたつの方形

区画が明瞭に認められます。その居館に隣接してある始祖誕生の井戸。そこ

に井伊氏の始祖神話創出の背景がうかがえるではありませんか。

経塚に話を戻しましょう。経塚では奈良吉野の金峯山経塚、藤原道長が寛

弘４年(１００７年)に納めた経筒は有名です。さらに和歌山県高野山奥の院に

ある弘法太子御廟の瑞雛内、また京都伏見の稲荷山の頂きにも営まれていま

す。そのように、社寺仏閣の境内の霊地とされた場所、それから神奈備山の

頂きなど、そういう聖地・霊地と考えられた場に経塚は営まれます。

そうなりますと、天白磐座でもそこが古墳時代から平安時代前期まで磐座

図２．天白磐座遺跡と神宮寺川の旧流路(辰巳2006）
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天白磐座遺跡は【図ｌ】の左寄り、神宮寺川が大きく蛇行する地点、白抜

きの矢印の先端にグレーの円で示した位置にあたります。井伊谷盆地の東に

目を移していただくと、丘陵上に北から南へと継続して４世紀末から５世紀

に継続して築かれる首長墓を明示しています。北から北岡大塚古墳(前方後
ばんばのひら やづ

方墳）・馬場平１，３号墳(前方後円墳）・谷津古墳(大型円墳)と、安定した

首長系譜の存在が井伊谷に確かめられます。天白磐座での祭祁を行った首長

の奥津城とみてよいでしょう。

磐座は薬師山と呼ばれる比高30メートルばかりの神奈備型の小丘陵の頂

きにある写真のような巨岩の露頭を中心にした小規模な範囲です。どこから

か土砂が流れ込むこともなくほとんど堆積土が形成されなかったことが、遺

跡の発見を容易にしてくれたわけです。なかには苔がはえた状態の手づくね

土器すらありました｡発掘では､巨岩の直下から多量の手づくね士器に混じっ

て、刀・鉾・やりがんな・錐といった鉄製武器や工具、またわずか一点です

が滑石製の勾玉も出土しました。さらに周辺の広い範囲に平安時代前期ころ

までの須恵器や陶質土器が採集でき、長期にわたって祭祁の行われたことが

わかります。

発掘でも､ふたつの巨岩の間では多数の渥美製経筒外容器の破片が出土し、

１０個体以上が埋納されていたものと考えられます。ただ、残念ながら遺構

はすべて破壊されておりまして、調査では巨岩の周囲の石のすべてをチェー

ンブロックで引き上げて確認しましたが、経塚の遺構を確認することはでき

ませんでした。容器のなかには、秋草文を刻んだ優品もあり、塚に納められ

ていたであろう小さな和鏡も採集できました。外容器は、１２世紀後葉の年

号を刻んだ類品が三重県朝熊山や沼津市三明寺等の経塚から出士しているの

が参考になります。

井伊氏の伝承によれば、始祖の共保は寛弘７年(１０１０年)に、井伊谷にある

八幡宮社前の井戸から生まれたといいいます。【図ｌ】に龍漂寺が見えます。

井伊家の菩提寺で、そのすぐ南に「井伊氏祖出誕伝承の井戸」があります。

現在も龍漂寺による祭祁が行われています。その八幡宮というのは式内社清



『古事記ｊに読む古代の心 （５）１２０

i氏始祖出誕伝承の井戸し蟻 潔

蝋gＰ
灘；

i鰯

塗錘茎織蕊撫織謹
図１．古代清伊郷の主要遺跡(辰巳．2006）

す。このふたつの川により形成されたのが井伊谷盆地です。井伊谷という地

名にお気づきかと思いますが、あの近世大名として知られる井伊氏が興った
くみ

地なのです｡井伊氏は三方ケ原の合戦の少し前に、家康に与した国人領主で、

やがては彦根の大名になることはご存じと思います。
いい

引佐町は古代の遠江国引佐郡i胃伊郷にあたります。「紀伊」という国名が

記紀に「木」とみえ、出雲の斐伊川の名が「古事記』には「肥河」とあり、

｢斐伊」という郷名のもとが「樋」であると『出雲国風土記ｊに見えます。

ようするに母音ｉを重ねることで、二文字地名が誕生した例です。井伊谷と

いう地名を合わせて考えれば、「滑伊」という地名が「井」に淵源をもつと

理解されます。



121（４）

考古学からいかに『古事記』と関連づけてお話ができるか、いささか心もと

なく思っておりますが、お付き合いいただければ幸いです。

１、天白磐座遺跡の〔場〕

レジュメの冒頭に、祭祁と祭祁遺跡に関する私の認識を書きました。「祭

祁とは、己や己が所属する集団の意志や力のみでは達成が困難と思われる事

態を克服し解決するため、『人知を超越した霊威をもつ隠れたモノ」＝『神』

の存在を信じ、その霊威に働きかける行為をいう。それは『神の領域(存在)』

を認知することであり、「神の領域』と「人の領域』の接点に神が顕現し、

霊威の発動があるという認識のもと、マツリゴト(祭事・政治)にかかわるさ

まざまな考古資料は意味をもつ｣。

考古資料の属'性を見極め、そこに先人の精神や思考、さらには列島に培わ

れてきた日本文化の基層を解明するうえで「古事記」が必須の古典であるこ

とは間違いありません。『古事記』はもちろん、『日本書紀』・『風土記』・『万

葉集』等々、考古学研究者も、これらの古典をよく読み込んだうえで、遺跡

(遺構・遺物)と対時しなければ、先人の心に参入することは難しいと考えま

す。今日は特に、マツリゴトにかかわるとみられる遺跡が存在する「場」の

意味、なぜそこにあるのか、なぜそこなのかを考える、私の日ごろの営みの

一端を皆さんにご紹介させていただきます。

「遺跡」は、英語でsitｅです。それは、場や位置という意味をあわせ持ち

ます。単なる食や住という日常のなりわいのうえに営まれたとは考えられな

い遺跡を理解するうえで、その場のもつ意味を見極めることがなにより大切

です。天白磐座遺跡の発掘と報告書作成という仕事は、私にそうしたことを

気づかせてくれました。

【図ｌ】は、浜名湖の北東方向、奥浜名湖に流れ込む都田川の支流が形成
いなさいいのや

した小さな盆地です。現在の行政区画では浜松市北区引佐町井伊谷と呼ぶ地

域です。地図の北から南に、緩やかに蛇行して流れるのが井伊谷川。それか

らもうひとつ、西から盆地に流れ込み、井伊谷川に合流するのが神宮寺川で
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小生のプロフィールの下のカラー写真をご覧ください。南から見た夜の情

景です。左右に大きな岩が並び立つ厳かな光景です。ポスターの写真は昼の

光景ですが、昼はなかなか気に入った写真が撮れないのです。周囲の木の枝

葉が白い岩に影を落としてむらになってしまうからです。発見の翌年の夏に

発掘をしましたが、好天には恵まれたのですが、遺跡の全景写真の撮影には

苦労しました。1993年に刊行されました『日本歴史館』(小学館)を作る時、

今さら沖ノ島の祭祁遺跡でもないと、何か新しい遺跡の写真を見開きで載せ

たいということで、この遺跡に注目していただきました。カメラマンを連れ

ていったら、昼間はどうにも絵にならない。思い切って夜やりませんかとい

うことになりました。それでライトを３方向から照らして撮影しました。な

かで左の巨岩の吃立した壁に強い光線を当てているのに注意していただきた

いのです。その平面直下が幾つもの手づくね土器が採集でき、発掘でも祭祁

の場であることが確かめられた地点です。

再び遺跡の発見時に戻ります｡並ぶ二つの巨岩に挟まれた狭い空間からも、

学生が「先生、こっちにも落ちていますよ」って。そこには渥美半島で焼か

れた経典を埋納するための経筒外容器の破片がたくさん落ちていたのです。

あっという間に、大きなかけらを30数点も拾いまして、びっくり仰天した

というわけです。

そんな遺跡の発見なんて、今どき考えられません。玄界灘の真っ只中の沖

ノ島とは違い、集落に隣接する、誰でもすぐに立つことができる場所で、な

ぜ今まで発見されなかったのか不思議な思いでした。この遺跡に遭遇できた

ことが、私の研究の方向を決定づけたと言えます。

さて今年は、和銅５年正月28日に『古事記』が献上されて1300年にあたり

ます。しかし奈良県は意外に燃えてくれません。一昨年の平城京1300年の

遷都祭で燃え尽きたのではと思えるくらいです。稗田のある大和郡山市と、

多神社のある田原本町でシンポジウムや講演会が催される程度。むしろ東京

で『古事記』に関係する出版が相次ぎ、そちらに後押しされるように関連の

催しが奈良でも開催されるようになってきたかなと感じています。今日は、
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いわゆる遺跡から検出される遺構や遺物という「モノ」自体の研究に夢中で、

その背後にある人の営為､人の考え､まさに｢心｣＝思想というものを追究する

姿勢がみられないことに不満で、いかにして｢モノ｣から往時の思想を解明で

きるかということに頭を巡らす日々が始まり、そして今があるという訳です。

先日、この度の講演会のポスターを送っていただきましたところ、辰巳が

このテーマで話すならということだろうと推量いたしますが、その上半分に

静岡県浜松市にあります祭祁遺跡、天白磐座遺跡の写真を掲げていただきま

した。本日はそのお誘いに乗ることにして、まずこの祭祁遺跡からお話を始

めたいと思います。

この遺跡は1988年に発見いたしました。私が発見したと言うと、いつも

当時の学生達は「違うぞ、見つけたのは私達だ」と怒るのですが．…。私は
いい

式内社i胃伊神社(八幡宮)の背後に大きな岩の露頭群があって、こういうのを

磐座と言うのだろうと説明するために遺跡分布調査の一環として学生達をそ

こへ連れて行き、解説を始めようとしたところ、何人かの学生がじっと下を

向いたままではありませんか。彼らはそこに古墳時代の手づくね土器が幾つ

もほぼ完形で転がっているのを見つけたのです。「うそだろう．…｣。そうい

う状況でした。

天白磐座遺跡

ｂｙ辰巳・細川
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公開学術講演会(平成24年１０月27日）

｢古事記』に読む古代の心
－祭祁遺跡はなぜそこにあるか？－

辰巳和弘

ただいまご紹介いただきました、辰巳でございます。

私の大学時代、とくに大学院に入りました年には、いわゆる東大紛争があ

りました。全国の大学が大変な時代でした。それで、大学院には入ったけれ

ど、大学というところは勉強するところではない、研究するところではない

ということで、橿原考古学研究所に出入りさせていただいたりしていたので

すが、たまたま修士の一年目に、静岡県から、当時は画筆院も多少関係して

いるのですが、浜松市に伊場遺跡という弥生の環濠集落や律令期の官簡遺跡

があって、その発掘を静岡県がやらなければならないということで、発掘調

査の要員に来ないかという話が２月ころにあって、４月から静岡県教委に採

用となり、学生と公務員の二足の草畦をはきながら修士を修了しました。採

用が高校教員の待遇だったものですから、採用から４年たって、２９歳のと

きに高校の現場に立つことになりました｡

焼津中央高校です。職員室には、現在は民俗学者として著名な野本寛一先

生がいらっしゃいました。圃畢院のご出身であることはみなさまご承知のこ

とでしょう。当時の野本先生は己の民俗学の確立にむけて、民俗踏査に実に

エネルギッシュな活動をされていました。私はそうした野本先生のお姿を拝

見して、自分の学問をどのように作っていこうか、一人で模索する新米教師

でした。

そんななか、考古学を学問としておりました私には、当時の考古学界が、
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