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（
１
）

日
本
文
化
研
究
再
考
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
い
、
本
稿
で
は
北
米
の
日
本
文
化
研
究
、
な
か
で
も
執
筆
者
の
問
題
関
心
よ
り
特
に
日
本
宗

教
研
究
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
報
告
・
検
討
す
る
。

（
２
）

本
稿
執
筆
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
執
筆
者
が
園
畢
院
大
畢
と
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
‐
日
本
研
究
所
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い

る
研
究
協
定
に
則
っ
て
同
研
究
所
に
派
遣
さ
れ
、
一
一
○
一
一
年
四
月
よ
り
二
年
間
客
員
研
究
員
と
し
て
現
地
に
滞
在
し
て
研
究
す
る
機
会

を
得
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
「
北
米
」
と
い
っ
て
も
、
現
地
で
見
聞
し
た
事
柄
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
一
般
化
で
き
る
の
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
全
米
規
模
の
大
き
な
学
会
の
動
向
に
触
れ
る
こ
と
で
、
可
能
な
限
り
北
米
に
お
け
る
日
本
宗
教
研

究
を
と
り
ま
く
一
般
的
な
状
況
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

は
じ
め
に

北
米
の
日
本
宗
教
研
究
に
つ
い
て

星
野

靖

一

▲
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も
と
も
と
北
米
に
お
け
る
日
本
研
究
者
は
、
日
本
に
お
い
て
日
本
研
究
を
行
う
研
究
者
に
比
べ
て
、
と
り
わ
け
教
育
の
面
に
お
い
て
日

本
に
関
す
る
事
柄
を
広
く
教
え
る
こ
と
が
期
待
・
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
は
研
究
上
の
視
野
の
広
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
た

面
が
あ
る
。
加
え
て
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
日
本
研
究
に
つ
い
て
も
専
門
分
野
を
狭
く
絞
り
込
ん
で
い
く
よ
り
も
、
周
辺
領
域

を
含
め
て
問
題
関
心
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
考
え
方
が
広
く
見
ら
れ
た
。
実
際
に
、
日
本
研
究
が
東
ア
ジ
ア
研
究
と
い

（
７
）

う
よ
り
大
き
な
ま
と
ま
り
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
研
究
者
養
成
大
学
院
も
あ
り
、
ま
た
日
本
研
究
を
主
た
る
対
象
と
し
つ
つ
中
国

併
し
た
、
あ
る
い
は
と
っ
て
，

若
い
研
究
者
か
ら
耳
に
し
た
。

（
３
）

本
論
に
入
う
っ
前
に
北
米
に
お
け
る
日
本
研
究
一
般
の
現
状
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
一
方
に
お
い
て
、
日
本
語
学
習
者
の
数
に
増

（
４
）

加
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
統
計
が
あ
る
。
－
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
現
地
で
日
本
語
教
育
に
携
わ
っ
て
い
る
教
員
か
ら
今
後
の
日
本
研

究
の
展
開
に
つ
い
て
楽
観
的
な
見
通
し
を
聞
く
こ
と
は
あ
ま
り
無
か
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
学
生
側
の
動
機
と
教
員
側
の
期
待
に
お
け
る

ズ
レ
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
近
年
の
学
生
の
日
本
語
学
習
の
動
機
と
し
て
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
、
と
り
わ
け
マ
ン
ガ
や
ア

ニ
メ
の
影
響
が
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
が
、
教
員
と
し
て
は
そ
こ
か
ら
展
開
さ
せ
て
日
本
の
歴
史
・
文
化
・
社
会
に
つ
い
て
も
関
心
を
持
っ
て

学
ん
で
欲
し
い
と
い
う
期
待
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
日
本
研
究
を
専
門
と
す
る
研
究
者
の
数
は
一
九
九
○
年
代
前
半
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、
そ
の
後
様
々
な
方
面
で
縮
小

（
５
）

傾
向
に
あ
る
。
と
ｈ
ソ
わ
け
、
近
年
で
は
中
国
な
ど
他
の
東
ア
ジ
ア
の
国
々
や
そ
の
文
化
に
つ
い
て
の
研
究
と
比
較
・
競
合
さ
せ
ら
れ
て
い

る
と
い
う
状
況
が
あ
り
、
日
本
研
究
の
教
員
ポ
ス
ト
が
「
東
ア
ジ
ア
や
ア
ジ
ア
で
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
て
、
他
の
言
語
や
地
域
研
究
と
合

（
６
）

併
し
た
、
あ
る
い
は
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
な
ど
の
話
は
い
く
つ
も
耳
に
１
し
ま
す
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
執
筆
者
も
同
様
の
話
を
北
米
の

日
本
研
究
一
般
に
つ
い
て

２



３

次
に
、
北
米
の
研
究
者
を
取
り
巻
く
日
本
研
究
の
環
境
、
特
に
資
料
環
境
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
確
か
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
は
充
実

（
９
）

し
た
日
本
語
資
料
を
所
蔵
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
や
は
り
例
外
的
で
あ
り
、
ま
ず
基
礎
的
な
も
の
を
含
め
て
十
分
な
資
料
が
あ
る
か
ど
う

か
、
ま
た
そ
の
活
用
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
選
書
に
際
し
て
日
本
専
門
の
司
書
が
い
る
か
ど
う
か
、
更
に
い
え
ば

そ
の
司
書
が
そ
の
分
野
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
個
々
の
図
書
館
・
研
究
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
北
米
と
日
本
の
図
書
館
・
研
究
機
関
同
士

が
連
携
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
一
九
九
一
年
に
国
際
交
流
基
金
と
日
米
友
好
基
金
に
よ
っ
て
北
米
日
本
研
究
資
料
調
整
協
議

（
皿
）

会
（
ｚ
○
局
ｇ
シ
Ｂ
ｇ
８
ｐ
ｏ
Ｏ
Ｏ
ａ
冒
豊
長
○
○
目
Ｑ
一
○
口
］
色
目
①
の
①
ロ
ウ
国
員
Ｎ
Ｃ
Ｃ
）
が
設
立
さ
れ
、
図
書
館
・
研
究
機
関
同
士
の
連
絡

調
整
を
行
っ
て
、
環
境
の
整
備
を
進
め
て
い
る
。

（
皿
）

ま
た
、
日
本
研
究
・
教
育
に
電
子
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
語
の
電
子
資
料
と
そ
の
公
開
・
活
用
に
つ
い
て

（
吃
）

は
、
ま
だ
ま
だ
推
進
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
公
開
に
関
連
し
て
、
資
料
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
が
日
本
研
究
の
間
口
を
広
げ
る
と
い
う
意
味
で
重
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
ｌ
逆
に
い
え
ば
．
他
に
資
料
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
研

究
領
域
が
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
そ
ち
ら
が
選
ば
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
ｌ
と
江
上
敏
哲
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ｕ
本
の

（
Ｂ
）

日
本
研
究
者
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

語
や
韓
国
語
を
研
究
レ
ベ
ル
で
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
若
手
の
研
究
者
や
、
あ
る
い
は
逆
に
他
の
東
ア
ジ
ア
の
地
域
を
主
た
る
対
象
と
し

な
が
ら
、
日
本
の
こ
と
を
も
取
り
上
げ
る
研
究
者
も
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
日
本
研
究
を
他
の
国
々
や
文
化
と
の
比
較
へ
と
開

（
８
）

い
て
い
く
試
み
が
北
米
に
お
い
て
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
研
究
を
取
り
巻
く
環
境
に
つ
い
て

北米の日本宗教研究について



先
行
研
究

個
別
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
ま
ず
北
米
に
お
け
る
日
本
宗
教
研
究
の
動
向
を
ま
と
め
た
先
行
研
究
を
挙
げ

て
お
く
。
北
米
に
お
け
る
神
道
研
究
の
第
一
人
者
で
、
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
日
本
宗
教
を
中
心
に
取
り
扱
っ
て
い
る
ヘ
レ
ン
・
ハ
ー

（
Ｍ
）

デ
力
（
国
①
］
①
ロ
国
肖
忌
日
①
）
は
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
を
対
象
と
し
て
全
般
的
な
動
向
を
概
観
し
た
論
文
を
著
し
て
お
り
、

（
咽
）

ま
た
神
道
研
究
に
つ
い
て
の
概
観
も
一
一
○
○
一
二
年
に
発
表
し
て
い
る
。

（
脇
）

ハ
ー
デ
カ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
概
し
て
い
え
ば
日
本
宗
教
の
中
で
は
仏
教
が
最
も
手
厚
く
研
究
さ
れ
て
き
て
お
り
、
後
述
す
る

よ
う
に
現
在
で
も
そ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・
ス
ト
ー
ン
（
］
肖
巨
①
旨
の
の
言
ロ
①
）
が
ア
メ
リ
カ

（
Ⅳ
）

に
お
け
る
日
本
仏
教
研
究
の
動
向
を
ま
と
め
て
概
観
し
て
お
り
、
更
に
一
一
○
○
九
年
に
は
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ジ
ョ
セ
フ
ソ
ン
（
］
四
の
○
口

（
旧
）

］
○
の
①
己
丘
の
○
口
）
が
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
近
代
日
本
仏
教
史
研
究
の
動
向
を
ま
と
め
て
い
る
。

以
下
で
は
、
現
在
ど
の
よ
う
な
日
本
宗
教
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
見
て
い
く
。
ま
ず
ア
メ
リ
カ
宗
教
学

（
岨
）

会
（
シ
日
①
風
８
口
シ
８
Ｑ
⑦
冒
冒
○
時
用
①
｛
値
○
頁
Ａ
Ａ
Ｒ
）
に
お
け
る
日
本
宗
教
研
究
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。

（
釦
）

ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
は
、
北
米
に
お
け
る
宗
教
研
究
者
一
般
を
主
な
構
成
員
と
す
る
巨
大
な
学
会
で
あ
り
、
毎
年
行
わ
れ
る
大
会
で
は

千
以
上
の
パ
ネ
ル
発
表
が
行
わ
れ
て
一
万
人
以
上
の
参
加
者
を
集
め
て
い
る
。
規
模
か
ら
い
っ
て
も
こ
の
大
会
は
北
米
の
宗
教
研
究
者
に

北
米
に
お
け
る
日
本
宗
教
研
究
に
つ
い
て

ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
に
お
け
る
日
本
宗
教
研
究

４



５

（
皿
）

と
っ
て
あ
る
種
の
公
共
的
な
空
間
と
な
っ
て
お
り
、
多
く
の
’
と
い
っ
て
も
全
体
に
占
め
る
割
合
か
ら
見
れ
ば
必
ず
し
も
多
く
は
な
い

が
ｌ
日
本
宗
教
研
究
に
関
連
す
る
宗
教
研
究
者
も
参
加
し
、
後
述
す
る
「
日
本
宗
教
グ
ル
‐
プ
」
と
い
う
分
科
会
を
中
心
に
交
流
を
深

（
躯
）

め
て
い
た
。
な
お
、
一
一
○
○
○
年
代
初
頭
に
日
本
宗
教
学
会
と
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
間
で
組
織
的
な
交
流
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
本
稿

は
む
し
ろ
そ
の
後
の
状
況
に
つ
い
て
の
話
で
あ
り
、
か
つ
一
参
加
者
と
し
て
の
目
線
で
の
報
告
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
配
）

基
本
的
に
大
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
学
会
内
の
分
科
会
か
ら
推
薦
を
受
け
た
企
画
を
集
め
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
分
科
会
に
は
幾
つ
か

の
レ
ベ
ル
が
あ
る
が
、
各
々
の
分
科
会
に
申
請
で
き
る
企
画
数
の
制
限
が
あ
る
た
め
、
発
表
を
希
望
す
る
者
は
事
前
に
企
画
を
分
科
会
に

提
出
し
、
そ
こ
で
審
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
文
化
・
宗
教
研
究
に
関
し
て
は
、
「
日
本
宗
教
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
分
科
会
が
あ
り
、

（
別
）

こ
れ
は
現
在
一
一
名
の
議
長
と
五
名
の
運
営
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
企
画
に
よ
っ
て
は
「
日
本
宗
教
グ
ル
ー
プ
」
だ
け
で
は
な
ノ
、
、

（
お
）

「
仏
教
」
や
「
新
宗
教
運
動
グ
ル
ー
‐
プ
」
な
ど
の
他
の
分
科
会
と
連
携
し
て
行
わ
れ
る
も
の
も
あ
ぃ
ソ
、
ま
た
他
の
分
科
会
が
主
催
す
る
企

画
の
中
に
日
本
関
係
の
発
表
が
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
日
本
宗
教
グ
ル
ー
プ
」
が
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
に
お
け
る
日

本
宗
教
研
究
の
中
心
的
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
「
日
本
宗
教
グ
ル
ー
プ
」
は
、
日
本
宗
教
に
関
連
す
る
企
画
を
広
く
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
現
在
運
営
側
か
ら
企
画
の
テ
ー
マ
の

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
亜
「
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
用
の
一
垣
自
画
呂
目
言
冒
房
日
」
・
「
堕
落
と
い
う

修
辞
弓
言
昌
⑦
９
号
昌
号
の
言
①
」
・
「
儀
礼
の
失
敗
届
ご
巴
壁
｝
貝
①
」
・
「
予
言
と
想
依
卑
○
旨
⑦
呈
四
己
の
ロ
国
計
己
○
の
の
①
の
巴
目
」
・
「
物
質

文
化
室
臼
①
昌
一
２
言
局
①
」
・
「
特
定
の
宗
教
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
三
○
房
‐
の
言
弓
言
、
四
宮
三
２
－
胃
の
①
ａ
ｇ
ａ
四

三
喧
○
ロ
の
席
冒
」
・
「
複
数
の
時
代
を
対
象
に
し
た
ポ
ッ
プ
ヵ
ル
チ
ャ
ー
と
日
本
宗
教
の
授
業
目
①
胃
三
岳
ロ
○
口
の
二
目
①
目
。
］
色
目
①
の
①

【
⑦
一
喧
目
胃
ｇ
の
の
日
匡
三
つ
一
①
言
冒
①
己
①
国
呂
の
」
・
「
民
族
誌
に
つ
い
て
の
パ
ネ
ル
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
シ
ロ
里
言
○
ぬ
愚
己
ご
冨
邑
①
一
○
局

（
妬
）

ご
く
○
局
丙
の
ロ
○
口
」
。
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続
い
て
、
執
筆
者
が
参
加
し
た
一
一
○
一
一
年
大
会
と
一
一
○
一
二
年
大
会
に
お
け
る
日
本
宗
教
関
連
の
パ
ネ
ル
を
見
て
い
き
た
い
（
な
お
、

そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ネ
ル
は
四
本
程
度
の
発
表
か
ら
な
る
が
、
個
別
の
発
表
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
で
割
愛
す
る
）
。

．
「
浄
土
再
訪
函
浄
土
仏
教
研
究
に
お
け
る
新
た
な
展
開
閃
①
ぐ
重
言
、
ｇ
①
勺
昌
①
巨
己
》
ｚ
①
言
閃
①
の
①
閏
呂
冒
も
貝
①
臣
呂
団
巨
号
宮

の
言
巳
の
の
」
パ
ネ
ル
企
画
者
函
ス
コ
ッ
ト
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
（
の
８
詳
言
言
言
一
一
．
仏
教
大
学
院
）
（
※
こ
の
パ
ネ
ル
は
ワ
イ
ル
ド
カ
ー
ド
・
セ
ッ
シ
ョ

パ
ネ
ル
企
画
者
卵
マ
”

の
共
催
で
行
わ
れ
た
）

ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
一
一
○
一
一
年
大
会
は
、
一
一
月
一
九
日
か
ら
二
一
一
日
に
か
け
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
行
わ
れ
た
。
同
大
会
に

お
け
る
日
本
宗
教
関
係
の
パ
ネ
ル
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

６

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
例
で
あ
る
が
、
運
営
側
の
問
題
関
心
を
見
て
取
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
特
に
「
物
質
文
化
」
は
、
執
筆
者
が
米

国
滞
在
中
に
見
聞
し
た
人
文
系
の
研
究
一
般
に
お
い
て
広
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
主
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
段
で
触
れ
る
。

ま
た
「
複
数
の
時
代
を
対
象
に
し
た
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
日
本
宗
教
の
授
業
」
に
つ
い
て
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
日
本
宗
教
の

（
”
）

歴
史
を
接
続
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
教
え
る
と
い
う
教
育
者
と
し
て
の
視
点
が
窺
わ
れ
る
。

ン
と
し
て
一
打
わ
れ
た
）

．
「
日
本
に
お
け
る
新
宗
教
の
再
生
》
真
如
苑
を
事
例
と
し
て
閃
ｇ
①
三
岳
四
ｚ
①
弓
閃
①
一
値
○
ロ
ヨ
］
呂
肖
目
丘
①
０
国
の
①
○
臨
巨
目
言
‐
ｇ
」

ハ
ネ
ル
企
画
者
卵
マ
リ
－
．
Ｗ
・
グ
ラ
ム
（
三
畠
①
雪
．
己
邑
四
日
オ
ク
ラ
ホ
マ
大
学
）
（
※
こ
の
パ
ネ
ル
は
「
新
宗
教
運
動
グ
ル
ー
プ
」
と

一
一
○
｜
｜
年
大
会



．
「
両
義
性
を
理
解
す
る
》
近
世
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
日
本
仏
教
に
お
け
る
女
性
三
畏
冒
ｍ
の
ｇ
の
①
具
シ
白
宣
く
四
一
ｇ
８
君
○
日
ｇ
旨

●

［
Ｉ

．
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
中
の
日
本
宗
教
の
再
文
脈
化
閃
①
８
貝
閏
言
四
一
国
長
］
色
目
①
の
①
宛
①
一
喧
目
の
ヨ
弔
呂
巨
言
の
三
目
の
の
」
パ

ネ
ル
企
画
者
亜
バ
ー
バ
ラ
・
ア
ン
ブ
ロ
ス
（
団
胃
富
国
シ
日
胃
８
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
チ
ャ
ペ
ル
・
ヒ
ル
校
）

．
「
『
日
本
哲
学
資
料
集
』
の
批
判
的
検
討
、
三
富
一
用
①
画
①
呂
呂
の
目
』
§
§
の
馬
、
ミ
。
匂
Ｓ
ご
・
・
詮
ご
ミ
両
ｇ
ｏ
鼻
（
ご
己
く
①
扇
ご
○
冷
国
豊
邑
，

一
卑
①
の
の
．
岩
屋
）
」
パ
ネ
ル
企
画
者
”
ジ
ョ
セ
フ
・
プ
ラ
ブ
（
］
○
の
①
旨
も
国
三
Ｆ
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
大
学
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
校
）
（
※

こ
の
パ
ネ
ル
は
、
一
一
○
一
一
年
に
出
版
さ
れ
た
』
§
§
の
馬
、
ミ
。
ｇ
、
ご
●
．
』
ざ
ミ
筒
ｇ
ｏ
ｏ
寿
に
対
す
る
書
評
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
行
わ
れ
た
）

．
「
中
世
日
本
に
お
け
る
論
議
（
仏
教
議
論
）
卵
教
義
知
識
と
社
会
関
係
を
創
出
・
伝
達
し
、
ま
た
競
い
合
う
手
段
と
し
て
団
巨
号
重

ロ
①
ゴ
異
⑦
（
閃
○
口
四
）
冒
三
⑦
巳
の
ぐ
巴
］
四
℃
四
口
四
の
四
三
①
四
国
の
○
烏
弔
吋
○
・
ロ
９
国
限
目
局
四
国
の
日
一
茸
冒
ｍ
・
国
邑
Ｑ
Ｏ
ｏ
ｐ
話
巽
宮
、
己
ｏ
ｎ
再
言
巴
嗣
ロ
○
重
一
の
Ｑ
ｍ
①

画
呂
の
ｏ
ｎ
巨
困
①
｝
畠
○
国
の
」
パ
ネ
ル
企
画
者
函
ロ
バ
ー
ト
・
シ
ャ
ー
プ
（
閃
○
言
冨
の
富
民
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
）
（
※
こ
の

パ
ネ
ル
は
「
仏
教
」
分
科
会
と
の
共
催
で
行
わ
れ
た
）

ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
二
○
一
一
一
年
大
会
は
、
一
一
月
一
七
日
か
ら
一
一
○
日
に
か
け
て
シ
カ
ゴ
で
行
わ
れ
た
。
同
大
会
に
お
け
る
日
本

宗
教
関
係
の
パ
ネ
ル
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

他
に
、
「
仏
教
」
分
科
会
主
催
の
パ
ネ
ル
の
中
な
ど
に
、
パ
ネ
ル
の
全
体
テ
ー
マ
自
体
は
日
本
と
直
接
関
係
し
な
い
も
の
の
、
事
例
と

し
て
日
本
の
も
の
を
取
り
上
げ
て
い
る
発
表
が
幾
つ
か
見
ら
れ
た
。

一
一
○
｜
二
年
大
会

北米の日本宗教研究について



ま
た
、
二
○
一
一
年
大
会
同
様
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
パ
ネ
ル
の
中
の
個
別
の
発
題
に
お
い
て
日
本
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の

が
幾
つ
か
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
「
動
物
と
宗
教
グ
ル
ー
プ
」
と
「
仏
教
の
批
判
的
・
建
設
的
再
考
グ
ル
ー
プ
」
の
共
催
で
行
わ
れ
た
「
動

物
を
通
し
た
仏
教
儀
礼
の
再
考
”
近
代
的
な
実
践
の
変
容
目
巨
昌
冒
ｍ
シ
ロ
言
巴
の
．
用
①
三
房
旨
い
団
呂
号
重
閃
言
鼻
目
国
口
号
烏
日
昌
目
の

白
三
○
号
目
も
国
ｓ
ｏ
⑦
」
と
い
う
パ
ネ
ル
に
お
い
て
、
「
日
本
宗
教
グ
ル
ー
プ
」
の
議
長
の
一
人
で
あ
る
バ
ー
バ
ラ
・
ア
ン
ブ
ロ
ス
は
「
商

品
化
の
隠
蔽
と
消
費
の
聖
化
二
一
○
世
紀
日
本
に
お
け
る
動
物
供
養
冨
四
の
重
信
ｎ
ｏ
白
日
○
島
胃
昌
目
目
Ｑ
の
胃
邑
国
岳
ｏ
ｇ
の
巨
日
ｇ
ｏ
員

両
胃
々
三
ｓ
①
９
画
目
○
○
貝
①
９
口
○
国
ご
］
色
目
の
の
①
国
匡
呂
巨
の
日
」
パ
ネ
ル
企
画
者
卵
ジ
ャ
ニ
ン
・
サ
ワ
ダ
（
］
自
冒
の
の
豊
因
島
．
ブ
ラ
ウ

ン
大
学
）
（
※
こ
の
パ
ネ
ル
は
「
仏
教
」
分
科
会
と
の
共
催
で
行
わ
れ
た
）

．
「
失
わ
れ
た
仏
法
そ
し
て
御
利
益
仏
教
？
恥
松
尾
恒
一
に
よ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
通
し
て
現
代
か
ら
古
典
ま
で
の
仏
教
を
探
求
す

る
己
①
昏
邑
ｇ
ｏ
匿
四
『
日
四
四
国
Ｑ
句
○
吋
‐
ロ
局
○
唾
計
団
巨
Ｑ
旦
巨
の
日
や
両
〆
己
一
○
局
言
い
○
○
口
計
①
日
ロ
○
『
四
局
］
四
国
ロ
、
旨
の
の
一
の
巴
国
匡
。
。
宮
の
日
日
宮
門
○
ロ
ｍ
彦
庁
宮
⑦

ロ
○
２
日
ｇ
冨
昌
三
日
の
○
時
巨
昌
の
匡
○
【
弓
冨
」
パ
ネ
ル
企
画
者
函
ポ
ー
ル
・
グ
ロ
ー
ナ
ー
（
蚕
昌
の
ｇ
ｐ
ｇ
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
）
（
※
こ

の
パ
ネ
ル
は
、
松
尾
恒
一
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）
に
よ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
像
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
日
の
夜
に

松
尾
が
二
○
○
七
年
に
制
作
し
た
『
薬
師
寺
花
会
式
１
行
法
と
支
え
る
人
々
」
が
上
映
さ
れ
た
）

．
「
不
定
形
の
徒
率
曹
洞
禅
の
律
に
対
す
る
多
様
な
対
応
も
○
一
百
〕
Ｏ
Ｓ
言
匡
の
再
①
の
昌
呂
○
目
巨
ぐ
①
侭
①
貝
の
。
ａ
国
⑦
ロ
シ
ロ
宮
○
四
ｓ
①
の
ぎ

ｇ
の
三
目
意
」
パ
ネ
ル
企
画
者
恥
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ハ
イ
ネ
（
の
計
①
ぐ
９
国
①
旨
①
．
フ
ロ
リ
ダ
国
際
大
学
）

．
「
宗
教
に
よ
る
一
一
○
一
一
年
の
津
波
へ
の
対
応
に
つ
い
て
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
議
論
シ
ｏ
ｏ
２
ｇ
ｇ
ｓ
昌
四
邑
巨
の
２
の
の
ｇ
ｐ
ｏ
冷

困
①
一
喧
○
屋
の
閃
①
の
ロ
○
口
の
⑦
の
ざ
言
①
岩
屋
目
の
巨
目
目
」
パ
ネ
ル
企
画
者
、
レ
ヴ
ィ
・
マ
ク
ロ
ー
リ
ン
（
席
く
二
房
臣
岳
三
Ｐ
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ

イ
ナ
州
立
大
学
）
（
※
こ
の
パ
ネ
ル
は
実
際
に
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
『
禅
の
魂
啓
書
旦
国
ｇ
』
を
上
映
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
す
る
と

い
う
形
で
行
わ
れ
た
）

８



９

国
巨
二
重
シ
ロ
ョ
四
一
三
①
日
○
昌
一
用
言
の
冒
目
言
①
言
①
ｇ
ｏ
ｇ
言
ご
］
色
目
」
と
い
う
発
表
を
行
っ
て
い
る
。

以
上
、
こ
こ
二
年
間
の
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
に
お
け
る
日
本
宗
教
関
係
の
発
表
を
挙
げ
た
。
一
見
、
必
ず
し
も
パ
ネ
ル
・
発
表
件
数
が

多
く
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
「
日
本
宗
教
グ
ル
ー
プ
」
内
で
審
査
を
経
て
い
る
た
め
、
こ
れ
が
そ
の
ま

ま
発
表
を
希
望
す
る
研
究
者
の
数
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
研
究
全
般
を
取
り
上
げ
る
学
会
の
中
で
限
定

的
な
位
置
付
け
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
述
べ
る
ア
ジ
ア
学
会
と
は
文
脈
が
異
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
と
も
関
連
し
て
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
北
米
に
お
け
る
宗
教
研
究
、
あ
る
い
は
更
に
広
げ
て
人
文
系

の
研
究
一
般
に
見
ら
れ
る
研
究
潮
流
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
の
問
題
が
極
め
て
一
般
的
な
論
題

で
あ
る
の
は
、
北
米
に
お
け
る
人
文
系
の
研
究
全
般
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
た
し
、
「
物
質

文
化
」
が
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
必
ず
し
も
宗
教
研
究
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

次
に
、
「
日
本
宗
教
研
究
」
に
固
有
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
特
徴
を
二
点
挙
げ
る
。

第
一
に
、
仏
教
研
究
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
は
幾
つ
か
の
パ
ネ
ル
が
「
日
本
宗
教
グ
ル
ー
プ
」
と
「
仏

教
」
分
科
会
の
共
催
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
上
述
に
は
挙
げ
な
か
っ
た
が
「
仏
教
」
分
科
会
主
催
の
パ
ネ
ル
の
中
に
日
本
の
事
例

に
つ
い
て
の
発
表
が
あ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
逆
に
い
う
と
、
神
道
や
キ
リ
ス
ト
教
、
新
宗
教
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
程
多
く
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
ハ
ー
デ
カ
が
概
観
し
た
一
九
九
五
年
ま
で
の
動
向
か
ら
大
き
く
変
化
し
て
い
な
い
と
い
う

（
羽
）

こ
と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
文
｛

小
結
ｌ
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
に
お
け
る
日
本
宗
教
研
究
の
特
徴

文
字
メ
デ
ィ
ア
以
外
の
メ
デ
ィ
ア
に
も
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
非
文
字
メ
デ
ィ
ア
を
対
象
と
し
て
研
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他
方
で
、
日
本
の
日
本
宗
教
研
究
者
が
発
信
を
す
る
場
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
発
信
に
足
る
研
究
成
果
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
。
分
科
会
、
特
に
日
本
宗
教
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
場
合
に
は

「
日
本
宗
教
グ
ル
ー
プ
」
に
企
画
を
組
み
上
げ
て
か
ら
応
募
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
北
米
に
お
け
る
研
究
状
況
の

把
握
と
い
う
文
脈
の
問
題
な
ど
も
あ
っ
て
、
英
語
母
語
者
で
は
な
い
日
本
の
研
究
者
が
企
画
を
立
ち
上
げ
る
段
階
か
ら
音
頭
を
取
っ
て
進

め
る
こ
と
は
、
や
や
敷
居
が
高
い
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
実
際
に
、
日
本
か
ら
来
た
英
語
母
語
者
で
は
な
い
研
究
者
が
登
壇
し
た
パ
ネ

ル
も
あ
っ
た
も
の
の
、
パ
ネ
ル
企
画
者
は
基
本
的
に
北
米
の
研
究
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
学
会
レ
ベ
ル
の
交
流
な
ど
を
抜
き

に
し
て
、
個
人
レ
ベ
ル
で
考
え
る
場
合
に
は
信
頼
で
き
る
英
語
圏
の
日
本
宗
教
研
究
者
と
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
白
ら
の
研
究
成
果
を
発

信
す
る
と
い
う
形
態
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
”
）

究
す
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
研
究
成
果
を
ど
の
よ
う
に
文
字
メ
デ
ィ
ア
以
外
の
形
で
発
信
１
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
の
検
討
を
含
む

（
釦
）

も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
端
と
し
て
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
‐
を
取
り
上
げ
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、
「
物
質
文
化
」
に
も
関
連
し
て
い
る
た
め
、
よ
り
一
般
的
に
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
日
本
宗
教
研
究
」

に
関
し
て
は
特
に
教
育
と
い
う
視
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
北
米
に
お
け
る
日
本
宗
教
研
究
者
の
多
く
は
、
北
米
の

高
等
教
育
機
関
に
お
け
る
日
本
宗
教
の
教
師
で
も
あ
り
、
教
育
に
活
用
し
う
る
映
像
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
高
い
関
心
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
た
。

（
別
）

次
に
、
ア
ジ
ア
学
会
（
シ
の
の
○
ロ
豊
○
国
ざ
局
少
の
一
目
の
言
＆
①
の
函
Ａ
Ａ
Ｓ
）
に
お
け
る
日
本
文
化
・
宗
教
研
究
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
ア
ジ
ア

ア
ジ
ア
学
会
に
お
け
る
日
本
文
化
・
宗
教
研
究

1０
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（
犯
）

学
会
は
、
北
米
に
お
け
る
ア
ジ
ア
研
究
者
を
主
な
構
成
員
と
す
る
学
会
で
あ
ｈ
ソ
、
世
界
中
に
八
千
人
ほ
ど
の
会
員
を
持
つ
と
い
う
。
年
次

大
会
は
毎
年
一
一
一
月
に
開
催
さ
れ
て
お
り
、
執
筆
者
は
一
一
○
一
一
一
年
三
月
一
五
日
か
ら
一
八
日
に
か
け
て
ト
ロ
ン
ト
で
開
催
さ
れ
た
大
会
に

参
加
す
る
機
会
を
得
た
。
以
下
同
大
会
に
お
け
る
日
本
文
化
・
宗
教
に
関
す
る
発
表
を
見
て
い
き
た
い
。

句
一
陣
①
①
ロ
計
ロ
ー
囚

（
調
）

ス
ト
ン
大
学
）

プ
ロ
グ
ラ
ム
上
で
は
総
数
で
三
七
八
の
パ
ネ
ル
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
中
国
と
内
陸
ア
ジ
ア
」
（
一
○
八
）
・
「
日
本
」
（
六
○
）
・
「
南
ア
ジ
ア
」

（
三
○
）
・
「
東
南
ア
ジ
ア
」
（
一
一
一
一
）
・
「
コ
リ
ァ
」
（
一
一
九
）
・
「
地
域
横
断
」
（
一
一
一
○
）
と
い
う
六
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
基

本
的
に
日
本
研
究
に
関
す
る
発
表
は
「
日
本
」
あ
る
い
は
「
地
域
横
断
」
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
他
の
地
域
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
中
に
も
日
本
を
取
り
上
げ
て
い
る
発
表
が
散
見
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
ア
ジ
ア
学
会
に
お
い
て
日
本
研
究
は
、
最

も
重
要
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

多
く
の
日
本
に
関
す
る
パ
ネ
ル
の
中
で
、
特
に
宗
教
研
究
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
は
以
下
の
六
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
「
日
本
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
三
つ
の
パ
ネ
ル
が
あ
っ
た
》

．
「
一
五
～
六
世
紀
に
お
け
る
政
治
権
力
と
神
仏
関
係
も
○
三
ｓ
｝
も
○
言
関
四
巨
言
①
詞
①
一
三
○
房
宮
口
国
①
雪
①
①
ロ
⑦
○
房
四
三
国
ロ
三
富
の
冒

里
津
①
ｇ
ｇ
‐
四
三
の
寅
計
⑦
ｇ
ｇ
‐
○
ｇ
言
ご
］
色
目
」
パ
ネ
ル
企
画
者
函
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
メ
イ
ョ
ー
（
の
胃
一
の
ｓ
ｇ
閏
巨
．
三
星
○
．
プ
リ
ン

．
「
津
波
の
そ
の
後
で
》
東
日
本
大
震
災
に
対
す
る
宗
教
的
反
応
に
つ
い
て
巨
言
①
乏
異
①
○
二
房
目
の
目
臼
具
勺
①
扇
ロ
①
畠
ぐ
①
の
○
口

（
別
）

閃
の
一
値
○
ロ
の
閃
①
の
ロ
ｇ
の
①
の
言
言
①
三
胃
ｇ
巨
岩
］
］
⑦
烏
①
臼
厘
の
こ
色
目
両
日
ご
Ｐ
目
丙
①
」
パ
ネ
ル
企
画
者
》
レ
ヴ
ィ
・
マ
ク
ロ
ー
リ
ン

．
「
「
そ
れ
は
宗
教
で
は
な
い
」
函
近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
性
を
め
ぐ
る
交
渉
・
胃
．
の
ｚ
ｏ
計
画
閃
①
一
垣
○
国
：
》
ｚ
①
、
○
房
ご
函
困
①
」
喧
○
の
一
ｑ

一
一
○
一
二
年
大
会
と
そ
の
傾
向

北米の日本宗教研究について



次
に
「
地
域
横
断
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
三
つ
の
パ
ネ
ル
が
あ
っ
た
函

．
「
一
八
六
○
年
代
か
ら
一
九
一
一
一
○
年
代
に
か
け
て
の
日
中
に
お
け
る
諸
宗
教
の
構
築
目
丘
の
○
目
の
宮
屋
ａ
ｏ
ｐ
ａ
用
①
一
垣
○
口
の
国
①
言
の
ｇ

（
調
）

○
巨
目
四
目
］
四
宮
Ｐ
屍
ｇ
の
‐
』
富
Ｃ
の
」
パ
ネ
ル
企
画
者
》
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
（
⑦
局
①
”
○
ご
少
．
の
８
言
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
）

．
「
帝
国
の
た
め
の
信
仰
の
表
象
函
近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
帝
国
主
義
の
関
係
の
再
考
閃
①
胃
①
の
①
呂
長
蚕
言

さ
局
向
日
ロ
３
用
①
言
冒
五
口
、
言
⑦
閃
①
一
畠
○
口
の
巨
己
国
里
言
①
①
自
用
①
］
垣
ｏ
Ｐ
ｚ
豊
○
目
房
日
四
且
目
白
ロ
①
国
四
房
日
日
三
○
号
目
］
色
目
」
パ
ネ
ル

（
”
）

企
画
者
亜
シ
ド
ニ
ー
・
シ
ュ
イ
・
ル
ゥ
（
の
己
ロ
⑦
『
〆
匡
巨
．
テ
ネ
シ
ー
大
学
）

．
「
日
本
と
そ
の
隣
人
亜
現
代
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
追
悼
に
つ
い
て
］
色
目
四
呂
房
ｚ
①
侭
言
○
国
○
○
貝
①
日
ロ
○
国
ご
画
己

（
羽
）

自
国
ロ
の
ロ
豊
○
目
一
宮
①
白
目
巴
弔
①
局
の
ロ
⑦
＆
く
①
の
」
パ
ネ
ル
企
画
者
函
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
ノ
ー
（
垂
関
目
号
の
○
・
国
①
ロ
○
ｅ

こ
れ
ら
の
特
徴
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
第
一
に
東
日
本
大
震
災
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
宗
教
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
た
し

（
釣
）

ヴ
ィ
・
マ
ク
ロ
ー
リ
ン
企
画
の
パ
ネ
ル
が
多
く
の
参
加
者
を
集
め
て
い
た
。
日
本
研
究
一
般
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
東
日
本
大
震
災
は

様
々
な
レ
ベ
ル
で
関
心
を
集
め
て
い
た
と
い
え
る
。

第
二
に
、
学
会
の
性
格
と
も
関
連
し
て
、
よ
り
地
域
横
断
的
、
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
考
察
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
向
性

が
強
く
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
端
的
に
は
「
日
本
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
「
地
域
横
断
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
幾
つ
か
パ
ネ
ル

が
あ
っ
た
こ
と
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
内
容
的
に
も
植
民
地
の
問
題
と
関
連
し
て
、
日
本
の
事
例
を
東
ア
ジ
ア
と
の
関
連
に

お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
北
米
に
お
け
る
日
本
研
究
が
、
あ
る
い
は
東
ア
ジ
ア
研
究
と
い
う
枠
組
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ

（
弱
）

冒
三
ａ
①
目
］
ｇ
ｇ
」
パ
ネ
ル
企
画
者
函
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
（
］
匡
の
言
の
言
①
旨
ト
ロ
ン
ト
大
学
）
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と
を
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
。
こ
の
大
会
で
見
ら
れ
た
地
域
横
断
的
に
検
討
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
向
性
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
た
生

産
的
な
対
応
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
結
論
部
で
あ
ら
た
め
て
触
れ
る
。

第
三
に
、
こ
れ
は
宗
教
研
究
の
近
年
の
傾
向
を
受
け
た
も
の
で
も
あ
る
が
、
宗
教
概
念
の
歴
史
性
を
議
論
の
前
提
と
し
、
そ
の
上
で
次

の
展
開
を
模
索
す
る
研
究
が
幾
つ
か
見
ら
れ
た
。
特
に
「
地
域
横
断
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
企
画
の
パ
ネ
ル
と
、

シ
ド
ニ
ー
・
シ
ュ
イ
・
ル
ゥ
企
画
の
パ
ネ
ル
は
第
一
一
の
特
徴
と
第
三
の
特
徴
を
共
に
備
え
た
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
前
節
で
述
べ
た
北
米
全
土
か
ら
参
加
者
を
集
め
る
年
次
学
会
と
は
別
に
、
ア
ジ
ア
学
会
は
地
区
別
の
大
会
も
開
催
し
て
お
り
、

（
㈹
）

米
国
本
土
で
八
つ
の
地
区
大
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。
執
筆
者
は
ア
ジ
ア
学
会
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
区
（
ｚ
①
急
向
信
一
囚
呂
シ
の
の
○
口
畠
○
口

（
畑
）

（
蛇
）

さ
【
シ
の
国
国
の
言
呂
⑦
の
“
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ａ
Ｓ
）
の
一
一
○
一
一
年
大
会
と
一
一
○
一
一
一
年
大
会
に
参
加
す
る
機
会
を
得
た
が
、
い
ず
れ
も
小
規
模
な
大
会

で
発
表
者
は
若
い
研
究
者
・
大
学
院
生
が
多
く
、
研
究
発
表
の
経
験
を
積
む
場
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
こ
れ
は
ま
た
、

北
米
に
お
け
る
ア
ジ
ア
研
究
の
裾
野
の
広
が
り
を
示
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
日
本
で
も
地
区
大
会
の
一
つ
と
し
て
日
本
ア
ジ
ア
研
究
学
会
（
シ
の
国
巨
の
言
巳
①
の
○
○
己
臼
①
胃
①
］
四
宮
貝
Ａ
Ｓ
Ｃ

（
佃
）Ｊ

）
が
毎
年
六
月
頃
開
催
さ
れ
て
い
る
。
発
表
者
に
は
日
本
人
研
究
者
や
日
本
で
活
動
し
て
い
る
英
語
を
母
語
と
す
る
研
究
者
な
ど
が
あ

り
、
加
え
て
時
期
的
に
北
米
の
大
学
が
夏
期
休
暇
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
調
査
の
た
め
に
来
日
し
て
い
る
北
米
の
若
手
研
究
者
も
見
ら
れ

な
お
、
一
一
○
一
四
年
の
夏
よ
り
、
米
国
で
開
催
さ
れ
る
ア
ジ
ア
学
会
大
会
と
は
ま
た
別
に
、
ア
ジ
ア
学
会
ア
ジ
ア
大
会
（
シ
シ
の
‐
言
‐
ン
の
国
）

（
“
）

と
い
う
ア
ジ
ア
地
区
で
開
催
さ
れ
る
大
会
が
始
め
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
一
二
○
○
人
か
ら
五
○
○
人
程
度
の
参
加
者
を
見
込
ん
で
い
る

る
○

ア
ジ
ア
学
会
、
地
区
大
会

北米の日本宗教研究について



そ
れ
で
は
、
日
本
の
日
本
宗
教
研
究
者
が
発
信
を
す
る
場
と
し
て
見
た
場
合
、
ア
ジ
ア
学
会
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ア
ジ
ア
学
会
は
や
は
り
ア
ジ
ア
研
究
を
中
心
と
し
て
お
り
、
日
本
研
究
が
そ
の
中
で
一
定
以
上
の
割
合
を
占
め
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
よ
り
も
間
口
が
広
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
パ
ネ
ル
単
位
で
の
申
込
が
推
奨
さ
れ
て
い

（
妬
）

る
が
、
個
人
発
表
の
申
込
も
排
除
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
よ
り
申
請
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
開
催
時
期
が
例
年
三
月
中
旬
か
ら
末
に
か
け
て
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
日
本
の
大
学
に
所
属
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
予
算
執

行
の
関
係
な
ど
で
問
題
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

地
区
大
会
に
つ
い
て
、
米
国
本
土
で
開
催
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
そ
こ
で
発
表
す
る
た
め
に
渡
米
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
現

実
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
留
学
や
在
外
研
究
な
ど
で
現
地
に
滞
在
中
の
大
学
院
生
や
研
究
者
に
と
っ
て
研
究
発
表
を
行
う
機
会
と

な
っ
て
お
り
、
比
較
的
分
野
の
近
い
研
究
者
と
交
流
す
る
良
い
場
と
な
っ
て
い
た
。
他
方
、
日
本
ア
ジ
ア
研
究
学
会
に
つ
い
て
は
何
よ
り

も
日
本
で
開
催
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
参
加
し
や
す
く
、
ま
た
ア
ジ
ア
学
会
ア
ジ
ア
大
会
も
米
国
本
土
で
開
催
さ
れ
る
年
次
大
会
に

比
べ
れ
ば
参
加
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
学
会
は
日
本
の
研
究
者
が
英
語
を
用
い
る
海
外
の
研
究
者
に
自
ら
の
研
究

成
果
を
示
し
、
交
流
す
る
一
つ
の
機
会
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
の
こ
と
で
、
地
区
大
会
よ
り
も
大
規
模
な
大
会
と
な
る
。

以
上
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
と
ア
ジ
ア
学
会
で
の
状
況
に
触
れ
な
が
ら
、
北
米
に
お
け
る
日
本
宗
教
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
述
べ
た
。

お
わ
り
に

発
信
の
場
と
し
て
の
ア
ジ
ア
学
会
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１５

最
後
に
、
執
筆
者
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
見
聞
し
た
日
本
研
究
・
日
本
宗
教
研
究
に
関
す
る
動
向
と
合
わ
せ
て
、
あ
ら
た
め
て
北

米
に
お
け
る
日
本
宗
教
研
究
に
関
し
て
特
徴
的
な
傾
向
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

（
妬
）

な
お
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
は
多
く
の
日
本
研
究
者
が
在
籍
し
て
お
り
、
例
え
ば
文
化
人
類
学
の
テ
オ
ド
ル
・
ベ
ス
タ
ー
（
弓
ロ
①
○
旦
自
⑦

（
仰
）

○
・
国
①
の
（
日
）
や
歴
史
学
の
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
（
シ
呂
局
①
言
⑦
ｏ
ａ
ｏ
口
）
な
ど
著
作
の
邦
訳
が
あ
る
研
究
者
が
い
る
。
特
に
日
本
宗
教

研
究
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
前
述
の
ヘ
レ
ン
・
ハ
ー
デ
カ
と
、
日
本
の
密
教
を
中
心
に
取
り
扱
っ
て
い
る
阿
部
龍
一
の
二
人
が
中

心
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
国
中
世
に
お
け
る
仏
教
と
道
教
の
交
渉
な
ど
を
専
門
と
す
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ロ
ブ
ソ
ン
（
］
四
日
の
の
閃
呂
の
目
）
も

日
本
宗
教
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
日
本
研
究
一
般
に
関
す
る
動
向
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
当
時
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所
の
所
長
で
あ
っ
た
ゴ
ー

（
蝿
）

ド
ン
の
主
導
の
下
、
東
日
本
大
震
災
直
後
に
「
２
０
１
１
年
東
日
本
大
震
災
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
」
と
い
う
企
画
が
立
ち
上
げ
ら
れ

た
よ
う
に
、
東
日
本
大
震
災
と
そ
の
後
の
日
本
社
会
に
強
い
関
心
が
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
関
連
し
て
そ
こ
に
宗
教
が
ど
の
よ
う

に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
ア
ジ
ア
学
会
の
大
会
で
強
い
関
心
が
持
た
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
企
画
以
外
に
も
東
日
本
大
震
災
に
関
連
す
る
様
々
な
催
事
が
行
わ
れ
、
東
日
本
大
震
災
と
そ
の
後
の
対
応
を
現
代
社

会
に
共
通
す
る
問
題
と
し
て
展
開
さ
せ
、
共
有
し
て
論
じ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
研
究
に

対
す
る
関
心
が
相
対
的
に
低
下
す
る
中
で
、
災
害
に
乗
じ
て
新
た
な
ブ
ー
ム
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
的

な
見
解
も
多
少
語
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
こ
れ
ら
の
動
き
か
ら
一
定
の
距
離
を
取
っ
て
い
た
研
究
者
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
○

東
日
本
大
震
災

北米の日本宗教研究について



前
述
で
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
に
関
連
し
て
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
「
物
質
文
化
」
が
論
点
と
し
て
良
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

触
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
物
質
文
化
」
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

こ
の
「
物
質
文
化
」
は
日
胃
閏
巨
の
呈
昌
①
の
訳
語
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
モ
ノ
文
化
と
訳
し
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に

（
鯛
）

つ
い
て
、
文
字
資
料
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
モ
ノ
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
と
い
う
広
い
意
味
で
は
、
考
古
学
や
文
化
人
類
学
、
あ
る
い
は
美

術
史
や
映
画
学
、
更
に
は
建
築
学
な
ど
に
お
い
て
既
に
研
究
蓄
積
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
‐
近
年
の
「
物
質
文
化
」
研
究
で
は
、
モ
ノ
資
料
そ
の
も
の
を
そ
れ
と
し
て
検
討
す
る
ｌ
例
え
ば
実
体
と
し
て
の
モ
ノ
そ
の

も
の
や
、
あ
る
い
は
モ
ノ
そ
の
も
の
の
価
値
ｌ
だ
け
で
は
な
く
、
対
象
の
モ
ノ
を
焦
点
と
し
て
そ
こ
か
ら
そ
の
周
囲
の
社
会
女
化

状
況
を
検
討
す
る
と
い
う
方
向
ｌ
例
え
ば
モ
ノ
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
き
た
の
な
あ
る
い
は
モ
ノ
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、

そ
し
て
そ
の
解
釈
が
流
通
し
て
き
た
の
か
ｌ
に
お
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
．

滞
在
中
に
見
聞
し
た
様
々
な
催
事
を
通
じ
て
、
こ
の
論
点
が
人
文
系
の
研
究
一
般
で
広
く
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た

が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
日
本
研
究
・
日
本
宗
教
研
究
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
美
術
史
や
建
築
史
な
ど
と
も
関
連
し
て
「
物

（
卵
）

質
文
化
」
を
切
り
口
と
し
た
日
本
宗
教
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。

逆
に
、
近
年
の
研
究
状
況
に
お
い
て
北
米
の
日
本
研
究
者
・
日
本
宗
教
研
究
者
が
「
物
質
文
化
」
と
い
う
切
り
口
を
重
要
な
も
の
と
し

て
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
日
本
の
研
究
者
が
把
握
し
、
そ
れ
に
日
本
で
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
モ
ノ
資
料
に
つ
い
て
の
研
究
を
う
ま

く
接
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
豊
か
な
研
究
成
果
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

物
質
文
化

1６



1７

最
後
に
、
な
ぜ
北
米
に
お
け
る
日
本
研
究
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
現
実
的
な
問
題
と
し
て
の

言
語
の
壁
を
ひ
と
ま
ず
棚
上
げ
し
た
と
し
て
も
、
日
本
に
お
け
る
日
本
研
究
と
北
米
に
お
け
る
日
本
研
究
と
を
比
べ
て
見
た
場
合
に
、
も

ち
ろ
ん
共
有
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
に
せ
よ
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
文
脈
や
、
あ
る
い
は
異
な
る
問
題
関
心
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て

し
か
し
、
逆
に
そ
の
差
異
を
認
識
し
、
お
互
い
に
比
較
対
照
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
ら
の
研
究
を
反
省
的
に
振
り
返
り
、
よ
り
豊
か

な
も
の
へ
と
開
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
既
に
歴
史
的
な
研
究
が
一
国
史
的
な
視
点
を
脱
す
る
べ
き
こ
と
は

（
別
）

指
摘
さ
れ
て
き
て
お
り
、
日
本
研
究
を
ア
ジ
ア
研
究
、
あ
る
い
は
世
界
史
的
な
状
況
に
お
い
て
検
討
す
る
と
い
う
方
向
性
は
日
本
で
も
進

め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
例
え
ば
北
米
に
お
け
る
日
本
研
究
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
よ
り
展
開
さ
せ
て
い
く
こ

（
鑓
）

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
を
事
例
と
し
て
宗
教
研
究
一
般
に
対
す
る
理
論
的
な
貢
献
を
目
指
す
と
い
っ
た
研
究
な
ど
か
ら
も
学

ぶ
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

他
方
で
、
北
米
の
日
本
研
究
者
か
ら
し
て
み
る
と
、
日
本
の
研
究
者
か
ら
の
発
信
を
望
ん
で
い
る
面
が
あ
る
。
執
筆
者
は
日
米
の
仏
教

（
認
）

研
究
者
が
お
互
い
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
報
告
・
議
論
す
る
と
い
う
学
際
的
な
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
、
そ

こ
で
生
産
的
な
対
話
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
が
、
同
種
の
試
み
が
よ
り
多
く
な
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
ｌ
あ
る
い
は
日

本
の
研
究
者
が
よ
り
積
極
的
に
発
信
し
て
く
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
ｌ
と
い
う
北
米
か
ら
の
参
加
者
の
言
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
．

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル

北米の日本宗教研究について



以
上
、
主
に
執
筆
者
の
見
聞
に
基
づ
い
て
北
米
に
お
け
る
日
本
文
化
・
宗
教
研
究
に
つ
い
て
多
少
述
べ
た
。
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
、

日
本
の
大
学
に
お
い
て
も
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
が
い
わ
れ
る
中
で
、
日
本
と
海
外
に
お
け
る
日
本
文
化
・
宗
教
研
究
の
意
義
を

ど
の
よ
う
に
打
ち
出
す
か
、
あ
る
い
は
そ
の
国
際
的
な
威
信
を
ど
の
よ
う
に
高
め
る
か
と
い
っ
た
文
脈
が
全
く
無
関
係
な
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
こ
で
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
日
本
の
日
本
研
究
と
北
米
の
日
本
研
究
が
お
互
い
の
違
い
を

認
識
し
た
上
で
対
話
を
深
め
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
対
話
の
結
果
と
し
て
ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
に
ず
る
ず

る
べ
っ
た
り
の
迎
合
を
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
さ
り
と
て
相
互
変
容
を
全
く
伴
わ
な
い
儀
礼
的
な
も
の
に
終
始

す
べ
き
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
積
極
的
に
彼
我
の
違
い
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
視
座
へ
と
開
か
れ
て
い
く
こ
と
に
生
産
的

な
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

更
に
い
え
ば
、
本
稿
は
事
例
と
し
て
北
米
の
日
本
文
化
・
宗
教
研
究
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
が
、
日
本
の
日
本
文
化
・
宗
教
研
究
が

（
別
）

ど
の
よ
う
な
相
手
で
あ
れ
対
話
に
開
か
れ
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
日
本
文
化
・
宗
教
研
究
は
日
本
文

化
あ
る
い
は
日
本
宗
教
と
い
う
歴
史
的
事
象
に
ひ
と
ま
ず
焦
点
を
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
固
有
性
に
（
特
に
日
本
の
研
究
者
に

つ
い
て
は
そ
こ
に
あ
る
種
特
権
的
に
）
拘
泥
す
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
視
座
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
く
こ
と
が
、
翻
っ
て
日
本
文
化
・

宗
教
研
究
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
一
つ
の
方
向
性
で
あ
る
と
考
え
る
。

結
論
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（
１
）
基
本
的
に
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
が
、
カ
ナ
ダ
の
特
に
英
語
圏
の
研
究
機
関
・
研
究
者
と
の
間
に
緊
密
な
交
流

が
見
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
北
米
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

（
２
）
ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所
（
両
．
○
・
用
①
胃
冨
匡
閏
冒
の
三
三
⑦
○
ご
ｇ
ｇ
①
の
①
の
言
島
①
の
）
は
、
も
と
も
と
一
九
七
三
年
に
日
本
研
究
所

（
盲
富
国
宮
の
三
三
①
）
と
し
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
内
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
設
立
に
尽
力
し
、
所
長
も
務
め
た
エ
ド
ウ
ィ
ン
．
Ｏ
・
ラ
イ
シ
ャ

ワ
ー
氏
を
記
念
し
て
一
九
八
五
年
に
改
称
し
て
現
在
の
名
称
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
本
稿
で
の
記
述
は
、
主
に
執
筆
者
が
現
地
で
日
本
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
研
究
者
・
学
生
か
ら
聞
い
た
話
に
基
づ
く
。
統
計
な
ど
の

客
観
的
な
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
宜
別
の
研
究
を
参
照
し
て
補
い
た
い
（
例
え
ば
江
上
敏
哲
『
本
棚
の
中
の
ニ
ッ
ポ
ン
ー
海
外
の
日

本
図
書
館
と
日
本
研
究
」
笠
間
書
院
、
一
一
○
一
二
年
、
ま
た
寺
淫
行
忠
『
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
日
本
文
化
』
淡
交
社
、
一
一
○
一
三
年
、

（
４
）
高
等
教
育
に
お
け
る
日
本
語
学
習
者
の
数
は
、
「
一
一
○
○
三
年
の
四
万
一
一
○
○
○
人
、
○
六
年
の
四
万
五
○
○
○
人
か
ら
○
九
年
に

は
五
万
七
○
○
○
人
へ
と
、
殊
に
近
年
は
か
な
り
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
」
（
寺
津
、
前
掲
書
、
一
二
四
頁
）
と
い
う
。
な
お
、
中
等

教
育
で
は
縮
小
傾
向
に
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
一
九
九
五
年
と
二
○
○
五
年
の
比
較
に
お
い
て
、
研
究
者
の
総
数
は
一
五
四
四
名
か
ら
一
一
一
一
一
一
六
名
へ
と
減
少
し
て
い
る
。
（
寺
津
、

前
掲
書
、
一
三
八
頁
。
な
お
、
寺
津
の
記
述
の
典
拠
は
以
下
の
一
一
冊
の
調
査
報
告
書
で
あ
る
》
］
色
目
両
。
ロ
己
豊
Ｏ
Ｐ
Ｃ
言
§
ご
旦

烏
言
ご
智
亀
国
雰
身
国
ミ
烏
包
§
§
雪
号
堕
言
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
言
雪
》
ミ
匂
ミ
、
旨
ミ
ロ
ミ
書
．
烏
言
罰
肖
雪
ミ
ミ
ミ
意
〔
雪
『
亀
函
§
ｇ

ご
己
ぐ
①
厨
ご
○
開
国
四
言
昌
卑
①
の
の
．
ご
写
］
色
目
司
○
巨
呂
昌
○
Ｐ
烏
曽
§
図
、
匂
謹
ミ
ミ
ミ
詩
写
ミ
ミ
画
§
価
旨
ミ
（
ざ
冒
号
恥
○
）
ミ
ミ
書
画

な
ど
）
。

註
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（
７
）
例
え
ば
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
日
本
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
「
東
ア
ジ
ア
文
明
言
語
学
部
」
で
あ
り
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
リ
ー
校
や
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
は
「
東
ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
部
」
が
あ
る
。

（
８
）
こ
れ
に
関
連
し
て
キ
リ
・
パ
ラ
モ
ア
は
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
日
本
思
想
の
研
究
史
を

振
り
返
り
、
特
に
一
九
六
○
年
代
以
降
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
は
日
本
の
み
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
研
究
傾
向
が
強
く
、

そ
れ
以
前
の
研
究
に
見
ら
れ
て
い
た
比
較
の
視
座
が
失
わ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
文
で
述
べ
た
こ
と
と
逆
の
方
向
性

で
あ
る
が
、
同
時
に
パ
ラ
モ
ア
は
、
近
年
の
若
手
の
研
究
者
の
中
に
は
、
あ
ら
た
め
て
「
日
本
」
に
つ
い
て
の
研
究
を
比
較
の
視
点
を

組
み
込
ん
だ
よ
り
広
い
枠
組
み
に
お
い
て
行
う
者
が
出
て
き
て
い
る
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
本
稿
の
趣
旨
と
一
致
し
て
い
る
（
キ
リ
・

パ
ラ
モ
ア
「
東
洋
学
に
お
け
る
日
本
思
想
ｌ
ラ
イ
デ
ン
ペ
ル
リ
ン
入
‐
バ
ー
ド
の
事
例
を
通
し
て
」
一
「
ｎ
本
」
と
Ｈ
本
思
想
」

岩
波
講
座
日
本
の
思
想
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
一
○
一
三
年
、
参
照
）
。

（
９
）
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
は
ま
ず
東
ア
ジ
ア
研
究
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
イ
ェ
ン
チ
ン
図
書
館
（
国
胃
ぐ
ゅ
ａ
‐
目
８
ｓ
旨
い
ロ
ウ
目
ご
）
が
あ
り
、

三
○
万
冊
規
模
の
日
本
語
書
籍
を
所
蔵
し
て
い
る
。
同
館
に
は
日
本
語
資
料
を
担
当
す
る
専
任
の
司
書
が
お
り
（
現
在
は
マ
ク
ヴ
ェ
ィ

山
田
久
仁
子
）
、
積
極
的
に
資
料
の
充
実
を
図
っ
て
い
た
。
ま
た
フ
ァ
ン
図
書
館
（
両
目
函
ロ
ウ
国
ご
）
内
に
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所

が
運
営
す
る
「
現
代
日
本
文
書
セ
ン
タ
ー
己
○
２
日
の
昌
呂
ｇ
ｏ
①
昌
円
目
Ｃ
Ｏ
ョ
①
日
己
○
国
ご
］
色
目
」
（
司
書
、
坂
口
和
子
）
が
あ
る
。
主

な
所
蔵
資
料
は
新
聞
や
一
般
雑
誌
で
あ
る
が
、
更
に
イ
ェ
ン
チ
ン
図
書
館
と
協
力
し
て
日
本
研
究
に
関
す
る
電
子
資
料
を
作
成
・
整
理

し
、
こ
れ
に
関
す
る
研
究
者
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

（
い
）
北
米
日
本
研
究
資
料
調
整
協
議
会
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
善
詳
更
危
巳
号
の
．
月
旦
色
目
・
○
吋
廻
言
目
⑦
宮
ｍ
①

Ｑ
電
包
〔
ざ
、
ミ
ミ
ョ
ミ
目
》
ご
己
ぐ
①
夙
一
ご
○
命
国
四
言
昌
一
宅
用
の
の
．
い
つ
つ
『
）
。

（
６
）
江
上
、
前
掲
書
、
二
八
頁
。
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（
Ｍ
）
ヘ
レ
ン
・
ハ
ー
デ
カ
著
、
市
川
浩
史
・
畑
中
健
二
訳
「
戦
後
に
お
け
る
日
本
宗
教
研
究
の
進
展
」
『
季
刊
日
本
思
想
史
函
特
集
，
ア
メ

リ
カ
の
日
本
研
究
函
現
在
・
未
来
』
六
一
、
一
一
○
○
一
一
年
。
原
文
は
国
胃
９
９
の
、
国
①
一
ｇ
、
｜
｜
弓
言
勺
○
の
言
胃
ロ
⑦
ぐ
①
｝
呂
冒
①
昌
○
崩
言
島
の
の

。
ご
呂
自
の
の
①
閃
の
置
○
員
一
宮
二
の
、
。
閏
ミ
ミ
ロ
①
ミ
。
ミ
の
ミ
ミ
』
§
§
①
罵
言
ミ
ミ
ミ
言
〔
ミ
ミ
言
婁
ご
要
。
な
お
、
未
見
で
あ
る

が
ヘ
ザ
ー
・
ブ
レ
ア
（
国
８
言
円
切
言
烏
）
「
］
色
目
①
の
①
局
①
冒
喧
目
の
ｌ
‐
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
宗
教
研
究
」
『
東
ア
ジ
ア
比
較
文
化
研
究
』

2１

サ
イ
ト
や
論
文
検
索
サ
イ
ト
、
坐

（
ｕ
）
江
上
、
前
掲
書
、
一
九
九
頁
。

（
旧
）
江
上
、
前
掲
書
、
一
二
一
頁
。

（
Ⅱ
）
執
筆
者
が
参
加
し
た
一
一
○
一
一
一
年
の
ア
ジ
ア
学
会
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
区
大
会
に
お
い
て
、
日
本
に
つ
い
て
教
え
る
際
に
、
ど

の
よ
う
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
無
料
の
情
報
を
活
用
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
行
わ
れ
、
辞
書

サ
イ
ト
や
論
文
検
索
サ
イ
ト
、
あ
る
い
は
英
語
版
神
道
辞
典
の
よ
う
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
有
用
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

北米の日本宗教研究について

（
旧
）
ヘ
レ
ン
・
ハ
ー
デ
カ
「
米
国
に
お
け
る
近
現
代
神
道
研
究
の
現
状
と
展
望
」
『
神
道
・
日
本
文
化
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
第
１
回
）

各
国
に
お
け
る
神
道
研
究
の
現
状
と
課
題
』
嗣
畢
院
大
豊
別
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
○
○
一
一
一
年
。

（
脇
）
ハ
ー
デ
カ
、
前
掲
「
戦
後
に
お
け
る
日
本
宗
教
研
究
の
進
展
」
、
七
一
～
三
頁
。
な
お
、
一
九
四
五
年
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
は
日

本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
研
究
も
多
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
、
日
本
に
赴
く
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
の
数

が
減
少
し
て
い
く
の
に
合
わ
せ
て
研
究
も
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

た
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
同
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
日
本
の
大
学
図
書
館
の
資
料
を
利
用
す
る
際
の
一
般
的
な
手
続
き
や
、
あ
る
い
は
個
別
の
大
学
図
書
館

の
概
要
紹
介
（
例
え
ば
園
畢
院
大
畢
図
書
館
亘
日
へ
お
巨
己
①
の
．
邑
月
］
色
目
・
○
局
廻
８
三
ｇ
ｇ
ｇ
ざ
己
Ⅱ
囲
富
缶
陣
の
己
Ⅱ
画
巨
塞
雪
）
と
い
つ

●

六
、
二
○
○
七
年
も
あ
る
。



（
Ⅳ
）
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・
ス
ト
ー
ン
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
仏
教
研
究
畠
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
日
本
仏
教
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九
九
六
年
。

（
肥
）
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ジ
ョ
セ
フ
ソ
ン
著
、
辻
村
志
の
ぶ
訳
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
近
代
日
本
仏
教
史
研
究
」
『
季
刊
日
本
思
想
史
函
特
集
近

代
仏
教
』
七
五
、
二
○
○
九
年
。
な
お
、
掲
載
誌
の
特
集
が
「
近
代
仏
教
」
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
日
本
に
お
い
て
近
代
仏
教
研
究

が
近
年
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
い
え
ば
、
近
年
の
近
代
仏
教
研
究
は
、
「
日
本
」

や
あ
る
い
は
「
北
米
」
な
ど
特
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
ず
に
、
世
界
史
的
な
同
時
代
性
の
中
で
様
々
な
出
来
事
を
検
討
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
結
論
部
で
述
べ
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
方
向
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

（
的
）
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
函
耳
ｇ
の
ミ
言
言
言
．
四
胃
言
①
す
．
日
廻

（
別
）
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
大
会
は
、
会
員
が
あ
る
程
度
重
複
し
て
い
る
聖
書
文
学
協
会
（
の
○
ｇ
①
ご
○
｛
四
三
邑
匡
帝
国
三
日
Ｓ
Ｂ
Ｌ
）

と
い
う
超
教
派
の
聖
書
学
・
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
中
心
と
し
た
学
会
の
大
会
と
基
本
的
に
共
催
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も

ア
メ
リ
カ
の
宗
教
研
究
の
状
況
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
過
去
の
大
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
以
下
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
卵
言
日
へ
ヘ
ミ
ミ
ミ
．
四
胃
言
①
す
．
自
廻
目
目
巴
‐
日
①
皇
国
廻
冨
の
計
‐
宮
言
忌
‐
白
①
①
言
い
の

（
型
例
え
ば
、
若
い
宗
教
研
究
者
を
採
用
す
る
た
め
の
面
接
を
大
会
の
際
に
行
っ
た
り
、
ま
た
各
大
学
が
そ
れ
ぞ
れ
に
公
的
な
懇
親
会
を

開
い
て
出
身
者
同
士
の
交
流
を
深
め
る
と
い
っ
た
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
り
し
て
い
た
。

（
〃
）
一
一
○
○
三
年
の
ア
ト
ラ
ン
タ
大
会
で
は
「
日
本
の
学
者
と
学
問
」
と
い
う
特
集
が
行
わ
れ
、
多
く
の
日
本
人
研
究
者
も
参
加
し
た
。

こ
の
大
会
と
そ
こ
に
至
る
日
本
宗
教
学
会
と
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
学
に
よ
る
レ
ポ
ー
ト
が
あ
る
（
渡
辺
学

「
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
年
次
大
会
参
加
報
告
記
ｌ
「
日
本
の
学
者
と
学
問
」
特
集
を
中
心
に
し
て
ｌ
」
『
宗
教
研
究
」
七
七
巻
三
号
、

二
○
○
三
年
．
渡
辺
学
「
日
本
宗
教
学
会
と
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
ｌ
交
流
事
業
の
反
省
と
展
望
」
「
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
研
究
所
報
」

第
一
四
号
、
二
○
○
四
年
）
。
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2３

（
聖
そ
れ
以
外
に
、
大
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
委
員
に
直
接
申
し
込
む
ワ
イ
ル
ド
カ
ー
ド
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
も
用
意
さ
れ
て
お
り
、

既
存
の
分
科
会
に
分
類
で
き
な
い
実
験
的
・
創
造
的
な
企
画
の
受
け
入
れ
を
図
っ
て
い
る
。

（
別
）
現
在
の
議
長
は
バ
ー
バ
ラ
・
ア
ン
ブ
ロ
ス
田
胃
富
国
シ
日
言
○
の
．
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
チ
ャ
ペ
ル
・
ヒ
ル
校
）
、
マ
ー
ク
・
ロ

ウ
（
巨
胃
丙
ご
言
①
、
マ
ク
マ
ス
タ
ー
大
学
）
。
運
営
委
員
は
ア
ス
カ
・
サ
ン
ゴ
（
少
の
巨
富
蟹
長
○
．
カ
ー
ル
ト
ン
大
学
）
、
ク
ラ
ー
ク
・
チ

ル
ソ
ン
（
Ｑ
胃
丙
○
三
の
○
Ｐ
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
）
、
ヘ
ザ
ー
・
ブ
レ
ア
ー
（
国
８
号
閏
四
四
頁
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
）
、
レ
ヴ
ィ
・
マ
ク
ロ
ー

リ
ン
（
Ｆ
①
ぐ
一
三
の
医
長
三
Ｐ
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
立
大
学
）
、
マ
イ
ケ
ル
・
コ
モ
（
三
門
言
の
一
，
○
日
○
．
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
）
。
な
お
、

運
営
側
に
中
堅
か
ら
若
手
の
研
究
者
が
多
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

関
連
し
て
、
議
長
の
ア
ン
ブ
ロ
ス
と
ロ
ウ
は
近
年
そ
れ
ぞ
れ
研
究
書
を
上
梓
し
て
い
る
。
ア
ン
ブ
ロ
ス
の
も
の
は
現
代
日
本
の
仏
教

寺
院
に
お
け
る
動
物
供
養
に
つ
い
て
、
ロ
ウ
の
も
の
は
現
代
日
本
仏
教
に
お
け
る
葬
儀
の
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
も
の
で
、
い
ず

れ
も
北
米
日
本
宗
教
研
究
の
最
近
の
成
果
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
シ
日
言
８
国
胃
富
国
．
閃
．
、
画
。
冒
旦
ｎ
ｏ
ミ
㈹
ミ
ミ
皇
ミ
ミ
畠

ロ
ミ
記
①
侍
ミ
ミ
ロ
）
ミ
①
ミ
。
ミ
ミ
烏
宮
電
ご
己
く
①
烏
の
ご
具
国
営
昌
卑
①
の
の
．
ご
犀
困
○
弓
の
、
巨
胃
丙
．
、
。
弓
号
旦
言
ｂ
①
員
押
喜
貢
国
ミ
ミ

Ｑ
ミ
書
写
§
号
ミ
ミ
ミ
ミ
ｏ
ミ
の
ミ
ミ
ロ
ミ
島
貫
電
図
二
三
菩
曽
口
昌
ぐ
①
『
の
ご
○
宕
巨
８
ｍ
○
卑
①
の
の
．
岩
屋
）

（
閉
）
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
上
位
の
セ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
区
分
の
分
科
会
で
あ
る
。

（
恥
）
宮
ｇ
函
へ
ヘ
ロ
邑
胃
の
．
四
胃
尋
の
す
．
○
長
へ
８
三
①
ヨ
ヘ
冒
己
目
①
の
①
‐
局
①
｝
侭
一
○
口
の
‐
喝
○
口
ロ
［
い
つ
畠
・
＠
・
］
、
ア
ク
セ
ス
］
。

（
〃
）
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
の
よ
う
な
日
本
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
が
学
生
に
人
気
が
あ
る
こ
と
を
背
景
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
も
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
と
日
本
宗
教
の
関
連
に
つ
い
て
の
講
義
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
大
学

か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
二
○
一
二
年
か
ら
ヘ
レ
ン
・
ハ
ー
デ
カ
は
、
受
講
生
が
将
来
的
に
そ
れ
を
大
学
で
教
え
る

こ
と
が
で
き
る
ｌ
そ
の
よ
う
に
要
請
さ
れ
る
ｌ
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
を
通
し
て
日
本
宗
教
を
考
え

北米の日本宗教研究について



（
別
）
ア
ジ
ア
学
会
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
》
宮
召
の
ミ
ダ
う
う
『
・
畠
自
‐
の
言
呂
①
の
．
○
局
廻

（
〃
）
「
ア
ジ
ア
学
会
に
つ
い
て
」
言
冒
へ
言
う
き
、
四
の
］
目
‐
の
白
日
①
の
。
○
長
へ
号
○
巨
三
邑
関
・
茸
日

（
詔
）
個
別
の
発
題
は
以
下
恥
「
室
町
時
代
に
お
け
る
天
台
神
道
》
山
王
権
現
の
性
格
の
変
化
に
つ
い
て
房
昌
巴
淫
言
○
冒
弓
の

冨
員
○
日
胃
冨
も
ｇ
ｏ
９
月
篇
○
冨
口
哩
信
ン
の
ロ
①
ｇ
の
○
【
の
四
目
○
⑦
○
長
ｇ
」
曽
根
原
理
（
東
北
大
学
）
、
「
室
町
時
代
に
お
け
る
仏
僧
と
天

神
地
祇
函
「
天
神
渡
唐
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
団
巨
号
璽
三
○
二
の
四
目
夢
①
国
８
ぐ
ｇ
々
四
己
同
胃
三
胃
⑦
ａ
の
旨
昏
①
三
目
○
日
胃
巨

勺
ｇ
ｏ
ｇ
シ
ご
両
〆
目
旨
昌
目
○
【
｜
｜
弓
①
ｐ
旨
く
画
言
い
Ｏ
巨
目
二
」
原
田
正
俊
（
関
西
大
学
）
、
「
一
五
世
紀
日
本
に
お
け
る
北
野
神
社
と
室

町
幕
府
【
言
邑
○
の
言
冒
①
四
目
ｇ
①
巨
員
○
日
胃
巨
雲
言
昏
冒
ヨ
ヰ
①
２
９
‐
６
９
白
昼
］
色
目
」
一
一
一
枝
暁
子
（
立
命
館
大
学
）
、
「
戦
国
大

名
の
宗
教
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
氏
神
と
菩
提
寺
富
①
日
○
畠
］
目
目
巨
①
の
囚
昌
Ｑ
自
己
①
三
①
の
ヨ
四
三
胃
一
○
ａ
の
閃
①
一
値
○
口
の

ｚ
①
言
○
房
」
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
メ
イ
ョ
ー
。
司
会
は
マ
ー
テ
ィ
ン
・
コ
ル
カ
ッ
ト
（
三
四
塁
国
○
○
一
一
２
言
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
）
、
デ
イ

ス
ヵ
ッ
サ
ン
ト
は
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・
ス
ト
ー
ン
（
］
胃
巨
①
言
①
の
ｇ
目
①
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
）
。

（
別
）
個
別
の
発
題
は
以
下
恥
「
神
罰
？
近
年
の
自
然
災
害
に
対
す
る
日
本
人
の
修
辞
的
・
実
践
的
反
応
ロ
ヨ
ロ
①
ご
己
の
言
〕
⑦
邑
亀

］
色
目
①
の
①
困
篇
さ
風
目
旨
邑
弔
国
ｓ
８
－
用
⑦
の
ロ
○
国
の
⑦
の
ぎ
閃
の
８
三
ｚ
色
言
邑
臣
の
四
の
言
尉
」
レ
ヴ
ィ
・
マ
ク
ロ
ー
リ
ン
、
「
感
謝
の
動
員
函

る
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
の
講
義
を
開
講
し
て
い
る
。

（
羽
）
ハ
ー
デ
カ
前
掲
「
戦
後
に
お
け
る
日
本
宗
教
研
究
の
進
展
」
、
参
照
。

（
的
）
例
え
ば
二
○
一
一
年
大
会
の
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
中
の
日
本
宗
教
の
再
文
脈
化
」
パ
ネ
ル
。

（
別
）
二
○
一
二
年
大
会
に
お
け
る
松
尾
恒
一
に
よ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
「
薬
師
寺
花
会
式
１
行
法
と
支
え
る
人
々
』
の
上
映
と
、
そ

れ
に
つ
い
て
議
論
す
る
パ
ネ
ル
。
ま
た
東
日
本
大
震
災
を
め
ぐ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
『
禅
の
魂
図
。
言
旦
陶
皇
を
上
映
し
て
、
そ

れ
に
つ
い
て
議
論
す
る
パ
ネ
ル
。

2４
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天
理
教
災
害
救
援
ひ
の
き
し
ん
隊
と
一
一
一
・
一
一
震
災
三
○
三
同
言
い
⑦
国
葺
巨
①
》
目
宮
司
⑦
昌
一
冨
○
己
冨
胃
閏
閃
①
一
逗
国
宮
○
画
の
宮
口
ｎ
Ｃ
Ｓ
の

煙
呂
吾
の
い
，
匡
両
胃
Ｓ
Ｅ
農
①
」
バ
ー
バ
ラ
・
ア
ン
ブ
ロ
ス
、
「
災
害
と
そ
の
人
類
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
卵
幸
福
の
科
学
内
部
で
の
異

な
る
説
明
豆
の
四
の
計
曾
の
画
呂
目
彦
①
胃
三
①
の
の
長
里
○
三
自
画
目
》
己
藍
関
①
三
両
ご
一
目
呂
目
の
雪
ご
冒
肉
○
甘
言
冒
○
冨
遅
言
」
フ
ラ
ン
ッ
・

ヴ
ィ
ン
タ
ー
（
尋
自
国
三
三
ｇ
ウ
ィ
ー
ン
大
学
）
、
「
救
援
か
ら
復
興
へ
函
一
一
○
一
一
年
か
ら
一
一
○
一
一
一
年
に
か
け
て
の
日
本
の
寺
院

仏
教
に
見
る
変
化
軍
○
日
宛
①
一
一
①
津
○
困
巴
①
ぐ
①
一
ｓ
日
①
三
目
＆
国
の
三
○
国
の
白
］
色
目
①
の
①
弓
①
日
己
一
①
国
巨
号
尉
日
ご
］
］
‐
ご
届
」
テ
ィ
ム
・

グ
ラ
ー
フ
（
弓
言
毎
呉
．
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
）
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト
は
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
コ
ヴ
ェ
ル
（
聾
①
ｇ
ｇ
ｏ
Ｏ
ぐ
①
己
。

（
開
）
個
別
の
発
題
は
以
下
函
「
神
道
的
世
俗
性
の
形
成
可
○
国
国
呂
目
の
○
津
ロ
①
淫
三
○
の
①
２
言
」
ジ
ェ
ィ
ソ
ン
・
ジ
ョ
セ
フ
ソ
ン
（
］
四
の
目

］
○
の
①
号
の
○
Ｐ
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
大
学
）
、
「
仏
教
と
修
養
の
間
二
九
三
○
年
代
後
半
に
お
け
る
「
真
理
運
動
」
国
①
言
の
自
国
呂
号
〕
の
日

四
口
。
の
①
宗
Ｏ
巨
巨
ぐ
胃
胃
○
貝
目
丘
①
農
三
○
く
①
日
①
ヨ
さ
局
弓
昌
弓
冨
○
【
ｇ
の
伊
異
①
ち
ぢ
の
」
マ
イ
カ
・
ア
ワ
ー
バ
ッ
ク
（
三
一
目
ロ
伊
・
シ
ロ
①
号
胃
丙
．

ミ
シ
ガ
ン
大
学
）
、
「
レ
イ
キ
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ァ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
日
本
の
言
説
空
間
閃
①
匿
四
呂
弓
の

豆
の
２
尉
一
ぐ
①
の
富
の
①
の
○
閉
Ｚ
①
ミ
ン
函
①
自
旦
の
口
冨
言
呈
ご
旨
］
色
目
」
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
。
デ
イ
ス
ヵ
ッ
サ
ン
ト
は
マ
ー

ク
・
マ
ク
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
三
胃
丙
君
．
三
月
三
二
四
日
の
》
セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
大
学
）
。

（
邪
）
個
別
の
発
題
は
以
下
卵
「
日
中
間
で
翻
訳
さ
れ
る
定
期
刊
行
物
、
経
典
、
そ
し
て
仏
教
印
刷
文
化
も
ｇ
ｏ
号
巴
の
．
⑦
目
目
の
．
四
目
国
巨
号
重

卑
言
Ｏ
呈
昌
①
旨
弓
国
邑
の
一
豊
自
国
の
言
の
ｇ
ｏ
巨
冒
四
目
百
口
目
」
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
、
「
靖
国
で
会
お
う
卵
新
儒
教
思
想
と
「
国

家
神
道
」
の
宗
教
性
閃
①
目
一
言
い
臼
国
四
の
巨
言
員
ｚ
①
○
‐
○
○
口
昔
ｇ
自
弓
言
岳
亘
四
呂
吾
①
閃
①
］
喧
○
の
ご
具
履
の
冨
計
①
‐
淫
言
○
劃
」
宮
本
ゆ

き
（
デ
・
ポ
ー
ル
大
学
）
、
「
東
洋
が
西
洋
と
出
会
う
時
》
田
岡
嶺
雲
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
そ
し
て
明
治
後
期
に
お
け
る
神
秘
主

義
雪
ロ
ｇ
両
国
の
計
三
①
①
扇
君
①
筈
弓
四
○
冨
両
①
旨
Ｐ
の
ｇ
ｏ
ｐ
ｇ
冨
巨
閏
．
四
呂
三
湧
言
一
の
日
冒
臣
誘
冨
旦
ご
色
目
」
ロ
ナ
ル
ド
・
ロ
フ
ト
ゥ

ス
（
害
目
匡
も
．
ｇ
津
匡
の
．
ウ
ィ
ラ
メ
ッ
ト
大
学
）
、
「
「
一
一
一
国
」
言
説
再
訪
》
一
一
○
世
紀
初
期
に
お
け
る
「
日
本
仏
教
」
の
独
自
性
と
い
う

北米の日本宗教研究について



（
銘
）
個
別
の
発
題
は
以
下
恥
「
聞
い
た
こ
と
の
な
い
記
憶
？
唖
大
久
野
島
と
日
本
の
化
学
戦
に
よ
る
犠
牲
者
己
弓
①
胃
旦
冨
①
白
目
①
蝿

○
百
国
○
の
言
自
画
且
言
①
く
冒
言
の
○
ご
色
目
の
の
①
○
房
目
８
二
審
風
胃
⑦
」
ア
ル
ノ
ー
・
ド
リ
ア
（
シ
目
四
呂
己
○
ぬ
言
．
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
）
、

「
阿
含
宗
の
護
摩
法
要
函
戦
争
追
悼
へ
の
宗
教
的
対
応
］
色
目
①
の
①
ｚ
２
『
閃
①
一
恒
目
シ
ｍ
ｏ
ｐ
の
巨
一
の
⑦
○
日
国
司
言
用
言
函
四
閃
①
」
垣
○
口
の

幻
①
の
ロ
○
国
の
①
９
用
①
日
①
日
耳
目
の
①
○
命
君
胃
」
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
ノ
ー
、
「
問
題
と
な
る
記
憶
函
戦
後
日
本
に
お
け
る
引
き
揚
げ
体

験
の
意
味
の
変
遷
シ
卑
○
豆
の
日
豊
ｎ
局
①
日
①
日
耳
目
８
９
⑦
の
三
重
ロ
三
ｇ
昌
岳
の
○
津
言
閃
の
冨
胃
員
⑦
国
ご
亀
①
胃
⑦
冒
勺
○
の
二
昌
閏

物
語
用
①
く
画
言
い
言
①
弓
言
①
⑦
ｚ
豊
○
口
．
己
一
の
８
胃
の
①
邑
胃
々
９
号
‐
Ｏ
ｇ
言
ご
ｚ
自
国
言
①
の
目
言
①
己
一
の
言
呂
ぐ
①
句
①
異
員
①
の
具

。
］
四
宮
ロ
①
の
①
団
巨
呂
冨
の
ヨ
」
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
（
○
回
目
室
呂
冨
Ｆ
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
）
、
「
近
代
日
中
仏
教
者
交
流
に
お

け
る
宗
派
概
念
と
共
有
さ
れ
た
歴
史
意
識
の
発
生
に
つ
い
て
目
言
ｚ
ｏ
ｇ
ｐ
ｏ
津
房
団
昌
二
重
の
①
の
重
且
ｇ
①
両
日
①
墨
①
胃
①
○
烏
四

の
冨
局
＆
国
璽
○
国
８
一
○
ｇ
の
ｇ
ｏ
屋
の
国
①
の
の
言
三
○
房
目
の
冒
○
，
］
色
目
の
の
①
団
員
号
ご
閃
肖
冨
ｐ
ｍ
①
」
エ
リ
ッ
ク
・
シ
ッ
ケ
タ
ン
ッ
（
両
国
丙

の
呂
一
烏
①
冨
冒
．
東
京
大
学
）
。
デ
ィ
ス
ヵ
ッ
サ
ン
卜
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ャ
フ
ィ
（
観
、
冨
己
三
］
壁
の
、
デ
ュ
ー
ク
大
学
）
。

（
訂
）
個
別
の
発
題
は
以
下
唖
「
一
八
九
○
年
か
ら
一
九
○
○
年
に
か
け
て
の
帝
国
議
会
に
お
け
る
宗
教
政
策
目
篇
困
①
一
喧
呂
の
も
○
三
８
○
【

］
色
目
．
の
宮
口
①
昌
一
ロ
重
』
宅
Ｃ
，
］
き
つ
」
ト
レ
ン
ト
・
マ
ク
シ
ー
（
弓
ｇ
三
岳
〆
望
．
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
）
、
「
聖
戦
と
し
て
の
日
露
戦
争
》

キ
リ
ス
ト
教
帝
国
日
本
と
い
う
構
想
閃
匡
の
の
○
‐
］
色
目
①
の
①
君
自
画
の
国
○
ご
雪
肖
言
岳
三
岳
］
色
目
四
の
四
○
丘
房
言
ロ
両
日
ロ
言
」
エ

ミ
リ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
両
目
々
醇
呂
①
局
の
○
Ｐ
ワ
シ
ン
ト
ン
州
立
大
学
）
、
「
一
九
○
五
年
か
ら
一
九
一
一
四
年
に
か
け
て
の
日
本
の
キ

リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
環
太
平
洋
女
性
教
育
運
動
］
色
目
①
の
①
、
宮
房
言
口
の
，
尋
○
日
ｇ
の
目
８
号
ロ
８
日
富
］
空
の
四
日
○
の
の
ｇ
①
蚕
ｇ
言

］
雲
、
，
ご
瞳
」
シ
ド
ニ
ー
・
シ
ュ
イ
・
ル
ゥ
、
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
「
神
道
」
の
言
説
形
成
ロ
一
の
２
国
ぐ
①
句
○
日
〕
皇
○
国
胃
○
匡
昌
・
の
ロ
言
Ｑ
・

白
ｎ
ｏ
』
○
国
巨
肉
○
門
８
」
磯
前
順
一
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）
。
司
会
と
デ
イ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト
は
タ
カ
シ
・
フ
ジ
タ
ニ
（
ト
ロ
ン

ト
大
学
）
。
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］
呂
目
」
コ
ン
ス
タ
ン
ス
・
セ
レ
ー
ニ
（
○
目
の
冨
胃
①
の
国
の
貝
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
研
究
所
）
、
「
錯
綜
し
た
日
韓
間
の
「
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
愛
情
」
に
つ
い
て
の
ポ
ス
ト
植
民
地
時
代
に
お
け
る
想
像
力
の
文
化
政
治
函
旧
帝
国
と
旧
植
民
地
の
記
憶
の
ダ

イ
ナ
ミ
ク
ス
弓
言
の
昌
言
国
一
勺
○
一
言
８
○
【
勺
○
の
言
○
一
○
国
国
一
［
日
長
冒
呉
一
○
口
目
Ｃ
Ｏ
日
ロ
胃
胃
＆
弓
再
目
の
邑
呂
○
目
一
‐
門
○
く
①
’
す
①
言
『
①
ｇ
］
色
目

四
己
【
貝
＆
》
弓
言
ロ
旨
四
目
８
○
【
三
①
白
目
の
の
○
命
○
一
。
‐
両
国
ロ
言
四
呂
○
昼
８
一
○
二
」
イ
ェ
リ
ム
・
キ
ム
（
昌
閏
言
【
言
．
延
世
大
学

校
）
、
「
永
遠
の
盟
友
も
永
劫
の
宿
敵
も
無
く
“
中
国
の
記
念
祭
か
ら
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ｚ
○
国
①
目
四
一
シ
一
一
一
＄
ｚ
○
勺
①
ｇ
の
言
巴

両
国
①
目
①
の
恥
三
富
〔
ロ
○
三
①
席
自
ロ
ヰ
○
日
○
巨
員
の
シ
ロ
己
く
閏
の
画
ご
Ｃ
Ｏ
日
日
①
日
○
国
９
口
乳
」
邸
淑
停
（
の
言
丙
‐
言
い
園
自
国
目
星
香

港
中
文
大
学
）
。
デ
イ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト
は
邸
淑
停
。

（
鋤
）
レ
ヴ
ィ
は
そ
の
後
東
日
本
大
震
災
に
対
す
る
宗
教
の
対
応
を
テ
ー
マ
と
し
た
論
文
を
発
表
し
て
い
る
（
汚
く
一
三
ｇ
自
警
言
．
｜
｜
三
富
計

国
画
く
①
閃
①
一
葺
唱
○
口
の
⑦
ｇ
ロ
ロ
の
Ｃ
Ｏ
ロ
①
シ
津
閏
四
・
］
尾
も
胃
計
岸
シ
団
ユ
⑦
冷
め
匡
局
ぐ
①
］
○
｛
両
⑦
一
一
四
○
巨
の
三
○
豆
一
同
胃
一
○
口
四
沖
閏
吾
の
⑦
局
①
呉
両
国
鷺

］
画
ロ
四
国
両
胃
ｇ
Ｐ
匡
四
丙
①
己
尉
閉
計
関
の
》
も
胃
計
呼
司
８
日
閃
⑦
一
億
一
○
巨
の
三
○
豆
一
同
胃
一
○
口
ｓ
二
の
口
国
言
巴
Ｏ
胃
①
二
二
詞
⑯
へ
侭
ご
畠
、
ご
ミ
、
負
目
『
へ
、

（
判
）
参
考
皿
三
ｓ
の
ミ
ミ
ミ
言
・
畠
自
‐
の
言
呂
①
の
．
○
烏
廻
８
具
閏
①
胃
①
の
へ
吊
唱
○
目
｝
の
．
彦
言

（
４
）
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ａ
Ｓ
の
一
一
○
一
一
年
大
会
は
一
○
月
一
一
一
一
日
か
ら
一
一
三
日
に
か
け
て
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
一
一
○
一
一
一

年
大
会
は
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
と
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
大
学
ア
マ
ー
ス
ト
校
に
お
い
て
一
○
月
一
一
○
日
に
開
催
さ
れ
た
。

（
蛇
）
例
え
ば
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ａ
Ｓ
一
一
○
一
二
年
大
会
の
の
べ
発
表
者
数
は
五
○
名
強
で
あ
っ
た
。
な
お
、
地
区
大
会
の
規
模
に
関
し
て
は
、
地
区

大
会
毎
に
多
少
差
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
例
え
ば
一
一
○
一
三
年
の
ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
地
区
大
会
は
発
表
者
一
五
○
名
程
の
規
模
と
な
っ
て

（
粥
）
参
考
恥
三
ｓ
ミ
言
冒
弓
．
日
⑦
嘗
程
言
冒
．
胃
・
〕
頁
’
四
量
へ

四
つ
』
い
）
。

い
↓
ゐ
○
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（
妬
）
日
本
研
究
に
関
連
す
る
教
員
の
一
覧
は
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
示
さ
れ
て
お
り
、
一
一
○
一
一
一
一
年
九
月
現

在
で
四
三
名
の
名
前
（
基
本
的
に
は
学
生
の
指
導
を
し
な
い
名
誉
教
授
や
、
日
本
語
講
師
な
ど
も
含
む
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

こ
れ
ら
の
教
員
が
全
て
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所
を
本
所
属
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
Ⅳ
）
例
え
ば
、
テ
オ
ド
ル
・
ベ
ス
タ
ー
著
、
和
波
雅
子
・
福
岡
伸
一
訳
『
築
地
』
木
楽
舎
、
二
○
○
七
年
。
ま
た
ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド

ン
著
大
島
か
お
り
訳
「
ミ
シ
ン
と
日
本
の
近
代
ｌ
消
費
者
の
創
出
」
み
す
ず
書
房
、
二
○
三
雫
な
ど
．
茎
ア
ン
ド
ル
！

ゴ
ー
ド
ン
は
一
一
○
一
一
年
か
ら
一
一
○
一
二
年
に
か
け
て
、
テ
オ
ド
ル
・
ベ
ス
タ
ー
は
一
一
○
一
一
一
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー

日
本
研
究
所
の
所
長
を
務
め
て
い
る
。

（
州
）
参
照
函
宮
ｇ
ミ
一
ｓ
月
宣
く
①
．
自
廻

な
お
、
日
本
宗
教
研
究
と
関
連
し
て
、
こ
の
「
２
０
１
１
年
東
日
本
大
震
災
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
」
は
「
宗
教
者
災
害
救
援
マ
ッ

プ
」
と
連
携
し
て
い
る
。
こ
の
「
宗
教
者
災
害
救
援
マ
ッ
プ
」
の
構
築
過
程
と
課
題
に
つ
い
て
は
黒
崎
浩
行
・
稲
場
圭
信
「
宗
教
者
災

害
救
援
マ
ッ
プ
の
構
築
過
程
と
今
後
の
課
題
」
『
宗
教
と
社
会
貢
献
』
３
，
１
、
二
○
一
一
一
一
年
、
参
照
。

（
⑲
）
関
連
し
て
「
視
覚
文
化
ぐ
一
の
匡
巴
２
言
局
①
」
と
い
う
言
葉
も
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
「
物
質
文
化
」
の
方
が
取
り
扱
う
範
囲
に
お

（
“
）
参
考
率
三
日
へ
ヘ
ミ
ミ
急
．
目
の
‐
旨
‐
皇
国
．
自
廻
一
己
関
．
宮
日
一
一
○
一
四
年
度
大
会
は
シ
ン
ガ
ー
ポ
ー
ル
で
の
開
催
で
あ
り
、
一
一
○
一
五
年

が
台
北
、
一
一
○
一
六
年
が
京
都
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
発
表
申
込
は
パ
ネ
ル
単
位
と
な
っ
て
い
る
。

（
妬
）
し
か
し
な
が
ら
、
個
人
発
表
は
地
区
大
会
で
行
う
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
年
次
大
会
で
は
採
択
率
が
低
い
こ
と
が
発
表
募

集
要
項
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
個
人
発
表
で
申
し
込
ん
だ
場
合
も
類
似
の
発
表
を
幾
つ
か
集
め
て
パ
ネ
ル
が
形
成
さ
れ
る
こ
と

い
て
よ
り
広
い
こ
と
に
な
る
。

に
な
る
。

2８
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（
帥
）
例
え
ば
ジ
ェ
イ
ソ
ン
は
近
代
日
本
仏
教
研
究
に
お
い
て
視
覚
文
化
・
物
質
文
化
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
（
前

掲
論
文
、
一
五
七
～
一
六
○
頁
）
。

（
別
一
例
え
ば
日
本
学
術
会
議
の
史
学
委
員
会
が
二
○
一
○
年
四
月
に
提
言
と
し
て
出
し
た
報
告
は
「
史
学
分
野
の
展
望
’
一
国
史
を

越
え
て
人
類
の
歴
史
へ
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
参
考
亜
亘
ｇ
ミ
ミ
ミ
君
・
皇
．
、
○
・
旨
へ
一
望
日
①
目
す
①
ミ
言
百
三
①
弓
○
員
ａ
ｍ
ｇ
・
茸
旦

（
兇
）
例
え
ば
、
］
四
の
○
二
○
の
①
旨
の
○
Ｐ
こ
の
き
ぐ
①
ミ
ミ
ミ
寄
持
さ
ミ
ミ
§
§
ご
己
ぐ
の
邑
弓
・
【
ｇ
富
ｍ
ｏ
卑
①
の
の
．
邑
届
。

（
開
）
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
、
阿
部
龍
一
、
近
本
謙
介
ら
に
よ
っ
て
催
行
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
仏
教
研
究
の
領
域
複

合
的
解
明
の
試
み
ｌ
宗
派
性
の
超
克
国
望
ｏ
己
の
①
。
言
一
三
の
日
ｚ
①
葛
西
○
昌
目
の
言
冒
蚕
房
号
言
胃
冒
の
言
号
の
ヨ
］
色
目
①
の
⑦

団
巨
号
尉
日
」
（
一
一
○
一
一
一
年
五
月
一
七
～
一
八
日
）
。

（
別
）
再
び
問
題
を
広
げ
て
海
外
に
お
け
る
日
本
研
究
一
般
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
例
え
ば
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
『
世
界
の

日
本
研
究
』
を
一
九
九
○
年
以
来
一
七
号
ま
で
刊
行
し
て
お
り
、
関
連
情
報
を
発
信
し
て
い
る
。

ま
た
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
研
究
に
つ
い
て
、
神
奈
川
大
学
人
文
学
研
究
所
が
二
○
一
一
一
年
一
一
一
月
に
「
東
ア
ジ
ア
の
日
本
研
究

の
現
状
と
未
来
」
と
い
う
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
（
孫
安
石
「
【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
】
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
の

日
本
研
究
の
現
状
と
未
来
」
」
『
人
文
学
研
究
所
報
』
四
九
、
一
一
○
一
三
年
、
参
照
）
。
他
に
最
近
の
成
果
と
し
て
陳
昌
沫
「
韓
国
に
お
け

る
日
本
研
究
》
多
様
化
と
専
門
化
の
ジ
レ
ン
マ
」
『
立
命
館
国
際
地
域
研
究
』
三
六
、
一
一
○
一
一
一
年
な
ど
が
あ
る
。
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国
畢
院
大
単
に
於
け
る
書
道
教
育
が
何
時
頃
始
ま
っ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
「
我
が
国
古
来
の
学
芸
で
あ
る
書
道
が
衰
頬
の
状
況

（
１
）

に
あ
る
を
遺
憾
と
し
、
そ
の
復
興
を
図
る
」
を
目
的
に
「
室
白
道
講
習
会
」
を
企
画
し
た
の
は
明
治
四
十
一
年
（
一
九
○
八
）
頃
の
事
で
、
翌

年
一
一
月
に
は
第
一
回
の
講
習
会
を
開
設
し
て
い
る
。
そ
れ
は
昭
和
五
年
（
一
九
三
○
）
ま
で
十
九
回
行
わ
れ
、
翌
六
年
以
降
は
園
畢
院
大
畢

院
友
会
に
移
行
し
た
。
こ
の
講
習
会
が
行
わ
れ
る
以
前
に
於
い
て
、
教
科
に
「
書
道
」
の
字
句
は
見
当
ら
な
い
。
然
し
開
学
以
来
、
古
文

書
の
研
究
を
始
め
、
初
・
中
等
教
育
の
教
職
を
目
指
す
学
生
に
と
っ
て
は
「
書
道
Ⅱ
習
字
」
は
必
須
の
課
目
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
通
常

の
授
業
の
中
で
当
た
り
前
の
様
に
筆
を
携
帯
し
、
臨
機
応
変
に
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
鉛
筆
が
庶
民
の
筆
記
用
具
と
し
て
普
及

す
る
の
は
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
代
か
ら
で
あ
っ
た
か
ら
、
普
段
の
授
業
で
は
鉛
筆
の
使
用
が
当
り
前
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
万

は
じ
め
に

蕊
明
期
の
害
道
教
育
考

益
井

邦

夫
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年
筆
の
場
合
は
明
治
初
期
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
は
あ
っ
た
も
の
の
高
嶺
の
花
で
あ
っ
た
か
ら
、
庶
民
の
使
用
は
限
ら
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
イ
ン
ク
を
付
け
る
金
属
性
の
ペ
ン
や
硝
子
製
の
ペ
ン
も
製
造
が
始
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
鉛
筆
が
急
速
に
普
及
し
た
の
は
、
削

れ
ば
直
に
字
が
書
け
る
と
い
う
便
利
さ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
墨
を
一
々
磨
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筆
の
不
便
さ
が
次
第
に
筆
を
敬
遠
す
る
様

に
な
っ
て
、
結
局
、
識
者
を
し
て
冒
頭
の
様
な
嘆
き
を
招
く
状
況
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
。
必
然
的
な
末
路
で
あ
る
。
そ
れ
は
練
っ
て
今
日

で
も
同
様
で
、
電
子
機
器
の
発
達
に
依
り
文
字
を
書
く
と
言
う
、
人
類
に
だ
け
与
え
ら
れ
た
特
権
の
行
為
が
薄
ら
い
で
い
る
。
筆
記
用
具

を
用
い
な
く
て
も
機
器
画
面
か
ら
文
字
を
拾
う
事
に
依
っ
て
文
章
を
綴
る
事
が
出
来
、
意
思
の
疎
通
を
図
る
事
が
容
易
に
な
っ
た
。
筆
は

益
々
縁
遠
く
な
る
。
然
し
、
古
来
、
筆
に
依
り
文
字
を
書
き
続
け
て
来
た
と
言
う
伝
統
は
決
し
て
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。

筆
で
文
字
を
書
く
下
地
は
画
畢
院
大
畢
の
場
合
、
そ
の
前
身
で
あ
る
皇
典
講
究
所
の
開
所
当
初
か
ら
有
る
。
即
ち
初
代
総
裁
有
柄
川
宮

た
か
ひ
と

職
仁
親
王
家
は
皇
族
を
代
表
す
る
「
有
栖
川
御
流
」
書
道
の
宮
家
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
書
道
」
と
は
因
縁
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
加
え

て
国
畢
院
初
代
院
長
の
高
崎
正
風
（
天
保
七
年
〔
一
八
三
六
〕
～
明
治
四
十
五
年
〔
一
九
一
一
一
〕
）
、
講
師
の
小
杉
柵
祁
（
天
保
五
年
〔
一
八
一
一
一
四
〕

～
明
治
四
十
三
年
〔
一
九
一
○
〕
）
、
尾
上
八
郎
（
柴
舟
、
明
治
九
年
〔
一
八
七
六
〕
～
昭
和
一
一
一
十
一
一
年
〔
一
九
五
七
〕
）
、
阪
正
臣
（
安
政
一
一

年
〔
一
八
五
五
〕
～
昭
和
六
年
〔
一
九
三
一
〕
）
の
諸
氏
は
「
か
な
」
書
道
界
の
大
家
で
あ
り
、
高
崎
・
尾
上
ら
は
、
平
安
時
代
以
来
の
古

な
に
は
つ
か
い
（
２
）

筆
を
研
究
す
る
「
難
波
津
会
」
を
創
設
し
て
、
華
族
や
大
名
家
に
秘
蔵
す
る
名
品
を
調
査
し
、
和
様
書
道
の
源
流
を
極
め
、
研
究
し
よ
う

と
努
め
た
方
々
で
あ
っ
た
か
ら
、
生
徒
ら
は
彼
ら
か
ら
大
い
に
感
化
を
受
け
た
こ
と
だ
ろ
う
事
は
首
肯
出
来
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
蕊

明
期
に
於
け
る
本
学
が
取
組
ん
だ
「
書
道
教
育
」
に
就
い
て
考
究
す
る
事
に
す
る
。

園
単
院
大
畢
の
「
書
道
教
育
」
を
語
る
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
前
述
の
「
有
栖
川
御
流
」
で
あ
る
。
平
成
二
十
五
年
五
月

、
有
栖
川
御
流
の
流
れ

3２
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有
栖
川
宮
の
始
祖
は
後
陽
成
天
皇
（
第
一
○
七
代
、
元
亀
二
年
〔
一
五
七
一
〕
～
元
和
三
年
〔
一
六
一
七
〕
）
で
あ
る
。
天
皇
は
「
伊
勢

物
語
」
や
「
源
氏
物
語
」
等
を
講
じ
た
ほ
ど
和
漢
の
学
に
長
じ
、
学
者
に
は
経
学
（
四
書
五
経
）
を
進
講
さ
せ
、
自
著
に
『
源
氏
物
語
聞
害
』

『
伊
勢
物
語
愚
案
』
等
が
有
り
、
ま
た
文
禄
・
慶
長
の
役
（
一
五
九
二
、
一
五
九
七
年
）
頃
に
伝
来
し
た
活
版
印
刷
を
使
っ
て
『
古
文
孝
経
』

や
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
、
『
職
原
抄
』
等
を
印
行
（
慶
長
勅
版
本
）
し
、
近
世
に
於
け
る
学
問
の
興
隆
に
尽
さ
れ
た
。
そ
の
学
統
を
継
承

し
た
有
栖
川
宮
は
歴
世
、
書
道
と
和
歌
の
造
詣
が
深
く
、
家
学
と
さ
れ
た
。

じ
ゅ
ぼ
く
ど
う

書
道
は
世
に
〃
有
栖
川
御
流
″
と
称
せ
ら
れ
、
能
書
方
・
入
木
道
・
額
字
の
書
法
・
調
調
願
文
書
法
（
神
仏
に
祈
願
の
意
を
伝
え
る
為

よ
し
ひ
と

の
文
書
）
の
四
つ
の
秘
奥
を
継
承
さ
れ
た
。
そ
の
造
詣
に
就
い
て
は
、
初
代
高
松
宮
好
仁
親
王
（
慶
長
八
年
〔
一
六
○
一
一
一
〕
～
寛
永
十
五
年

し
ゅ
う
け
い

こ
う
さ

ゆ
き
ひ
と

〔
一
六
一
一
一
八
〕
）
の
筆
蹟
は
這
勤
温
潤
、
江
左
の
風
格
を
備
え
、
第
一
二
代
有
栖
川
宮
幸
仁
親
王
（
明
暦
一
一
年
〔
一
六
五
六
〕
～
元
禄
十
一
一
年

な
が
ひ
と

〔
一
六
九
九
〕
）
は
父
で
第
二
代
良
仁
親
王
（
第
一
一
一
代
後
西
天
皇
、
寛
永
十
四
年
〔
一
六
一
二
七
〕
～
貞
享
一
一
年
〔
一
六
八
五
〕
）
の
天
資
を

か
ん
じ
よ
う

た
だ
ひ
と

承
け
て
夙
に
筆
翰
に
長
ぜ
ら
れ
、
霊
元
天
皇
（
第
一
一
一
一
代
）
か
ら
能
書
方
と
入
木
道
潅
頂
の
秘
事
を
受
け
ら
れ
た
。
第
四
代
正
仁
親
王
（
元

禄
七
年
〔
一
六
九
四
〕
～
享
保
元
年
〔
一
七
一
六
〕
）
も
良
仁
親
王
の
辰
筆
を
模
措
（
手
本
）
と
し
て
学
ば
れ
た
。
こ
れ
を
家
学
と
し
て
高
め

よ
り
ひ
と

ら
れ
た
の
が
第
五
代
職
仁
親
王
（
正
徳
三
年
〔
一
七
一
一
一
一
〕
～
明
和
六
年
〔
一
七
六
九
〕
）
で
あ
っ
た
。
霊
元
天
皇
の
庭
訓
を
承
け
て
斯
道

お
り
ひ
と

秘
奥
の
自
得
に
励
み
、
歴
代
天
皇
が
継
承
し
た
辰
翰
風
に
、
更
に
豊
麗
な
る
独
得
の
筆
法
を
考
案
し
て
流
派
を
創
始
さ
れ
、
第
六
代
織
仁

ほ
う
ゆ
き
ん
せ
い
み
す

親
王
（
宝
暦
三
年
〔
一
七
五
一
一
一
〕
～
文
政
一
二
年
〔
一
八
一
一
○
〕
）
に
至
っ
て
大
成
を
見
た
。
そ
の
書
風
は
「
豊
肢
句
整
た
と
へ
ば
新
月
の
簾

ひ
で
ひ
と

に
入
り
、
名
花
の
鏡
を
照
ら
す
が
如
き
」
と
絶
賛
さ
れ
た
。
こ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
東
宮
英
仁
親
王
（
第
一
一
八
代
、
後
桃
園
天
皇
）
を
は

り
の
名
品
展
』
が
開
か
』

（
３
）

そ
の
流
れ
を
左
に
記
す
。

一
一
十
一
日
か
ら
七
月
十
四
日
に
か
け
て
、
上
野
の
森
美
術
館
（
台
東
区
）
で
『
日
本
美
術
協
会
創
立
１
２
５
年
有
栖
川
宮
・
高
松
宮
ゆ
か

り
の
名
品
展
』
が
開
か
れ
、
そ
の
「
図
録
」
に
同
館
の
求
め
に
応
じ
て
「
有
栖
川
御
流
」
に
就
い
て
筆
を
執
っ
た
。
そ
れ
を
参
考
に
先
ず

蕊明期の書道教育考



じ
め
宮
方
、
公
卿
等
が
職
仁
親
王
の
門
人
に
な
り
、
教
え
を
請
う
様
に
な
っ
た
。
練
達
者
に
は
能
書
方
・
額
字
・
入
木
道
潅
頂
の
順
で
秘

か
ね
た
ね

奥
を
伝
授
さ
れ
た
。
織
仁
親
王
は
十
六
歳
の
折
、
職
仁
親
王
が
崩
御
さ
れ
た
為
、
能
書
方
を
准
大
臣
広
橋
兼
胤
に
、
額
字
・
入
木
道
潅
頂

な
お
ざ
ね

を
前
左
大
臣
九
篠
尚
実
（
母
は
後
西
天
皇
第
十
皇
女
益
子
内
親
王
）
か
ら
伝
授
さ
れ
て
蕊
奥
を
極
め
ら
れ
、
光
格
天
皇
（
第
一
一
九
代
）
に
奉

つ
な
ひ
と

伝
さ
れ
、
諸
卿
に
も
相
伝
し
た
。
第
七
代
詔
仁
親
王
（
天
明
四
年
〔
一
七
八
四
〕
～
弘
化
二
年
〔
一
八
四
五
〕
）
は
光
格
天
皇
の
猶
子
と
な
っ

た
関
係
か
ら
、
織
仁
親
王
か
ら
は
能
書
方
、
光
格
天
皇
か
ら
は
入
木
道
潅
頂
を
伝
授
さ
れ
た
。
歴
代
親
王
の
中
で
秘
奥
を
最
も
極
め
ら
れ

た
の
は
第
八
代
職
仁
親
王
（
文
化
九
年
〔
一
八
一
一
一
〕
～
明
治
十
九
年
〔
一
八
八
六
〕
）
で
あ
っ
た
。
詔
仁
親
王
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
を
伝
授
さ
れ
、

さ
ち

兄
弟
や
諸
卿
に
相
伝
さ
れ
た
。
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
は
祐
宮
（
第
一
一
一
一
一
代
、
明
治
天
皇
）
の
書
道
師
範
と
な
り
、
明
治
元
年

た
る
ひ
と

（
一
八
六
八
）
に
は
「
五
箇
候
御
誓
文
」
を
清
書
奉
呈
さ
れ
た
。
第
九
代
織
仁
親
王
（
天
保
六
年
〔
一
八
一
二
五
〕
～
明
治
一
一
十
八
年
〔
一
八
九
五
〕
）

は
職
仁
親
王
か
ら
能
書
方
と
訓
調
願
文
を
伝
授
さ
れ
た
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
は
祐
宮
へ
の
〃
御
習
字
助
教
〃
、
翌
年
に
は
〃
手
習

師
範
″
を
命
じ
ら
れ
た
。
書
法
相
伝
は
家
内
で
は
織
仁
親
王
に
能
書
方
及
び
調
調
願
文
の
書
法
、
門
人
で
は
職
仁
親
王
の
弟
慈
性
入
道
親

王
（
輪
王
寺
門
跡
）
に
能
書
方
と
額
字
の
書
法
を
相
伝
さ
れ
た
の
が
最
後
と
な
り
、
明
治
維
新
を
境
に
し
て
入
門
者
が
減
り
、
明
治
十
四
年

ぬ
き
な
か
い
お
く

（
一
八
八
一
）
に
は
絶
え
た
。
織
仁
親
王
は
明
治
十
五
年
頃
を
境
に
貫
名
海
屋
（
瀧
公
羽
）
の
〃
貫
名
流
書
風
〃
を
参
酌
さ
れ
て
、
「
有
栖
川
御
流
」

た
け
ひ
と

と
は
趣
き
を
異
に
す
る
独
得
の
妙
を
得
ら
れ
た
。
第
十
代
威
仁
親
王
（
文
久
一
一
年
〔
一
八
六
一
一
〕
～
大
正
一
一
年
〔
一
九
一
一
一
一
〕
）
は
幼
少
の

頃
か
ら
伝
家
の
流
れ
を
汲
ま
れ
た
が
、
後
年
、
中
国
・
唐
の
書
家
顔
真
卿
の
重
厚
で
骨
力
あ
ふ
れ
た
豊
満
な
書
風
に
傾
倒
し
た
、
漢
学
者
．

（
４
）

書
家
の
長
一
二
洲
（
長
谷
光
）
の
門
に
入
り
、
更
に
唐
宋
の
書
法
を
も
参
酌
さ
れ
、
独
得
の
妙
を
得
ら
れ
た
。
織
仁
親
王
王
女
で
徳
川
斉
昭
に

嫁
い
だ
吉
子
女
王
（
登
美
宮
、
文
化
元
年
〔
一
八
○
四
〕
～
明
治
二
十
六
年
〔
一
八
九
一
一
一
〕
）
は
織
仁
親
王
や
紹
仁
親
王
か
ら
家
伝
の
相
伝

を
受
け
た
が
、
若
江
量
長
（
伏
見
宮
家
職
筆
頭
）
に
入
門
し
て
穂
奥
を
極
め
ら
れ
た
。
女
王
の
孫
で
徳
川
慶
喜
（
第
十
五
代
将
軍
）
の
男
徳
川

や
す
こ

慶
久
に
嫁
い
だ
威
仁
親
王
王
女
の
実
枝
子
女
王
（
明
治
一
一
十
四
年
〔
一
八
九
一
〕
～
昭
和
八
年
〔
一
九
一
二
三
〕
）
は
母
慰
子
（
元
治
元
年

3４
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こ
の
様
に
歌
道
と
深
く
交
わ
る
書
道
を
家
学
と
さ
れ
た
有
栖
川
宮
の
御
当
主
を
総
裁
に
戴
き
、
ま
た
院
長
を
は
じ
め
講
師
陣
が
書
道
と

深
く
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
、
開
学
当
初
か
ら
そ
の
影
響
は
自
然
に
授
業
に
反
映
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
然
し
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
様

に
筆
記
用
具
の
発
達
は
次
第
に
毛
筆
に
依
る
筆
記
を
不
要
に
し
て
い
っ
た
。
だ
が
義
務
教
育
が
始
ま
る
と
、
そ
の
教
科
目
に
「
習
字
」
が

取
入
れ
ら
れ
、
そ
の
授
業
時
間
数
は
「
算
術
」
に
次
い
で
多
い
。
近
世
に
於
け
る
「
私
塾
」
で
は
読
む
・
書
く
．
算
盤
の
三
教
科
が
主
体

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
筆
と
の
縁
が
深
い
。
近
代
に
入
っ
て
か
ら
も
そ
の
傾
向
は
義
務
教
育
の
中
に
継
承
さ
れ
た
か
ら
、
学
生
の
中
で
教
職

を
目
指
す
者
、
祝
詞
を
揮
皐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
神
職
希
望
者
、
ひ
い
て
は
古
文
書
研
究
を
志
す
者
等
に
と
っ
て
は
筆
で
字
を
書
く
事
、

（
５
）

文
字
を
解
読
す
る
事
は
必
須
で
あ
っ
た
。
当
然
、
「
書
道
」
を
教
科
に
入
れ
て
欲
し
い
と
の
要
望
は
多
か
っ
た
ろ
う
と
田
心
わ
れ
る
が
、
当

時
の
高
等
教
育
課
程
に
於
い
て
は
、
今
日
の
様
な
〃
一
般
教
養
″
と
言
う
課
程
を
置
く
概
念
は
無
く
、
予
科
ま
で
に
修
学
し
て
い
る
と
し

て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
の
が
〃
講
習
会
″
と
言
う
非
常
授
業
と
で
も
言
お
う
、
〃
特
別
授
業
″
を
開
催
す
る
事
で

学
生
の
要
望
に
応
え
、
更
に
市
井
希
望
者
に
も
門
戸
を
開
い
て
書
道
の
普
及
に
努
め
様
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
至
っ
て
明
治
四
十
二
年
（
一
九
○
九
）
一
月
下
旬
、
「
書
道
講
習
会
規
定
」
を
公
表
し
た
。
「
国
畢
院
雑
誌
」
編
輯
子
堀
江
秀
雄
（
第

は
な
い
。

〔
一
八
六
四
〕
～
大
正
十
一
一
年
〔
一
九
一
一
三
〕
）
に
学
び
、
高
松
宮
妃
喜
久
子
殿
下
（
明
治
四
十
四
年
〔
一
九
一
一
〕
～
平
成
十
六
年
〔
一
一
○
○
四
〕
）

に
伝
え
ら
れ
た
。
現
皇
室
に
於
い
て
は
秋
篠
宮
文
仁
親
王
殿
下
と
常
陸
宮
正
仁
親
王
妃
華
子
殿
下
が
喜
久
子
殿
下
か
ら
伝
授
さ
れ
継
承
し

て
い
ら
れ
る
。
皇
淳
皇
后
の
武
蔵
野
東
陵
の
陵
碑
も
有
栖
川
御
流
で
の
揮
皇
で
あ
る
が
、
高
松
宮
両
殿
下
の
墓
碑
は
残
念
な
が
ら
御
流
で

以
上
が
〃
有
栖
川
御
流
″
の
概
要
で
あ
る
。

二
、
講
習
会
開
催
の
推
移

蕊明期の書道教育考



第
一
篠
講
習
時
間
は
毎
日
曜
日
午
前
八
時
三
十
分
よ
り
全
十
一
時
三
十
分
ま
で
と
し
一
一
月
七
日
よ
り
五
月
一
一
一
十
日
に
至
る

第
二
篠
講
師
は
左
の
二
君
に
委
嘱
す

実
習
坂
正
臣
君

講
話
金
田
菊
三
郎
君

第
三
篠
お
手
本
は
坂
講
師
書
「
日
月
帖
」
を
使
用
す

第
四
篠
講
習
料
は
月
額
金
一
円
（
前
納
）
と
す

第
五
篠
講
習
修
了
者
に
は
成
績
を
按
し
講
習
証
書
を
授
与
す

第
六
篠
手
本
及
筆
紙
墨
等
の
費
用
は
会
員
の
自
弁
と
す

（
附
）
金
田
講
師
講
話
要
目
左
の
如
し

五
期
〔
明
治
三
十
年
〕
、
の
ち
学
監
、
名
誉
教
授
）
は
規
定
掲
載
に
際
し
て
「
書
道
の
衰
へ
た
る
こ
と
は
久
し
き
も
の
な
れ
ど
、
近
頃
追
々

復
興
の
機
運
に
向
ひ
、
諸
処
に
之
が
講
習
を
行
ふ
団
体
の
起
れ
る
は
慶
す
べ
き
こ
と
、
い
ふ
く
し
。
本
学
に
て
も
従
来
こ
、
に
慮
る
所
あ

り
」
と
前
書
き
し
て
規
定
を
紹
介
し
た
。

り
」
と
前
書
き
し
て

書
道
講
習
会
規
定

第
一
篠
講
習

第
二
篠
講
師

第
一
書
道

一
、
文
字
の

第
二
実
習

3６

一
、
練
習
の
必
要
及
そ
の
趣
味
二
、
模
倣
と
創
作
三
、
実
習
の
方
法
い
、
心
の
持
ち
方

点
画
及
結
構
ほ
、
用
具
へ
、
臨
書
・
も
書
・
暗
写
法
・
九
宮
法
と
、
筆
鋒
ち
、
調
子

文
字
の
種
類
一
一
、
実
用
文
字
と
美
術
文
字
三
、
書
道
の
過
去
現
在
及
将
来
四
、
書
道
と
修
養

りろ
、、

執
筆
は
、
姿
勢
に
、

仮
名
と
漢
字
い
、
連
綿
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第
一
回
を
二
月
七
日
か
ら
五
月
一
一
一
十
日
ま
で
の
毎
日
曜
日
、
講
習
十
六
回
、
展
覧
会
一
回
、
参
加
費
一
円
と
し
、
講
師
に
坂
（
阪
）
正
臣
．

（
６
）

金
田
菊
三
郎
両
氏
に
委
任
し
た
。
金
田
菊
一
二
郎
講
師
は
本
学
第
五
期
の
卒
業
生
で
、
秋
香
と
号
し
た
新
進
気
鋭
の
書
家
で
あ
っ
た
。
金
田

菊
三
郎
講
師
が
使
用
す
る
手
本
は
前
年
の
明
治
四
十
一
年
十
一
一
月
二
十
日
に
大
日
本
歌
道
奨
励
会
が
発
行
し
た
、
阪
正
臣
講
師
揮
皇
の
明

治
天
皇
御
製
「
日
月
帖
」
を
用
い
、
講
話
要
目
は
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
。

そ
の
初
回
の
応
募
者
は
本
学
学
生
及
び
卒
業
生
（
院
友
）
が
六
十
名
、
一
般
が
九
十
一
一
名
、
そ
の
内
女
性
が
一
一
十
八
名
で
あ
り
、
二
月
七

日
午
前
八
時
半
か
ら
麹
町
区
飯
田
町
（
千
代
田
区
飯
田
橋
）
の
本
校
に
於
い
て
発
会
式
を
行
っ
た
。
司
会
は
石
川
岩
吉
主
事
（
第
三
期
、
明

治
二
十
八
年
）
が
担
当
し
、
学
長
佐
佐
木
高
行
伯
の
式
辞
を
畠
山
健
（
皇
典
講
究
所
卒
業
）
学
監
事
務
取
扱
が
代
読
し
た
。

書
道
は
、
支
那
よ
り
伝
は
り
て
我
が
国
に
、
特
殊
の
発
達
を
遂
げ
た
る
技
術
に
し
て
之
を
能
く
す
る
こ
と
は
、
古
来
教
育
あ
る
人
士
に
、

必
須
な
る
資
格
と
し
て
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
り
し
な
り
。
然
る
に
維
新
後
西
欧
の
文
化
入
り
来
り
て
よ
る
づ
新
奇
を
競
ふ
世
と
な
り
て

よ
り
古
来
伝
は
り
し
道
ど
も
の
衰
へ
た
る
が
多
き
を
書
道
も
亦
か
の
数
に
は
洩
れ
ざ
り
け
り
、
さ
れ
ど
文
字
の
あ
る
限
り
は
之
を
書
く

こ
と
わ
り

す
べ
の
拙
く
て
よ
か
ら
む
と
い
ふ
理
な
き
の
み
な
ら
ず
書
法
の
巧
拙
正
否
は
書
け
る
人
を
見
ず
し
て
そ
の
品
格
を
さ
へ
お
し
は
か
り

え
に
し

知
ら
し
む
る
縁
と
も
な
る
も
の
な
れ
ば
つ
と
め
て
正
し
く
且
つ
巧
に
書
か
ん
こ
と
を
習
は
ん
は
極
め
て
必
要
の
事
と
い
は
ざ
る
べ
か
ら

ず
、
就
中
教
育
の
事
業
に
た
づ
さ
は
ら
ん
人
々
に
あ
り
て
は
こ
の
理
法
を
も
一
わ
た
り
心
得
お
か
ば
便
宜
の
事
ど
も
多
か
る
べ
し
。
近

年
に
至
り
右
に
述
べ
た
る
が
如
き
必
要
を
感
ず
る
こ
と
益
々
切
な
る
に
よ
り
、
本
学
こ
た
び
斯
道
に
令
名
あ
る
講
師
を
聴
し
て
か
の
講

た
だ

習
の
会
を
開
く
こ
と
と
し
た
る
に
同
志
の
人
々
の
か
く
も
多
数
に
集
ま
り
加
は
ら
れ
た
る
か
音
に
こ
の
会
を
起
し
た
る
わ
れ
ら
の
よ
る

法
第
三法

帖

る
、
筆
順
を
、
手
紙
・
短
冊
・
色
紙
・
其
他
認
め
も
の

雑
一
、
仮
名
を
書
く
心
得
一
一
、
仮
名
の
美
点
三
、
呼
吸
と
墨
つ
ぎ
四
、
流
義
五
、
正
と
美
と
の
区
別
六
、
古

蕊明期の書道教育考



初
回
の
講
習
会
は
十
六
回
開
き
、
講
師
に
は
阪
正
臣
・
金
田
菊
三
郎
の
両
講
師
が
担
当
し
、
他
に
「
課
外
講
話
」
担
当
に
埼
玉
県
立
川

（
９
）

（
皿
）

（
Ⅲ
）

越
中
学
校
（
県
立
川
越
吉
同
等
学
校
）
前
教
諭
の
佐
藤
惟
昇
、
漢
文
学
の
山
田
倉
太
郎
講
師
、
黒
木
安
雄
、
黒
川
真
頼
、
岡
田
正
美
、
「
実
習
」

（
吃
）

に
岡
山
吉
向
蔭
の
諸
氏
が
招
聴
さ
れ
た
。
山
田
倉
太
郎
講
師
は
皇
典
講
究
所
及
び
園
畢
院
講
師
と
し
て
漢
文
法
・
論
語
・
漢
作
文
を
講
じ
た

が
、
青
蓮
院
宮
の
臣
で
書
家
の
山
田
時
亮
（
寛
政
十
一
一
年
〔
一
八
○
○
〕
～
嘉
永
七
年
〔
一
八
五
四
〕
）
の
男
山
田
時
章
（
文
政
六
年
〔
一
八
一
一
三
〕

～
明
治
二
十
一
年
〔
一
八
八
八
〕
）
の
嗣
子
で
あ
る
。
父
時
章
は
時
亮
の
跡
を
継
ぎ
青
蓮
王
府
に
仕
え
、
山
田
勘
解
由
と
称
し
た
が
、
青
蓮

院
流
の
書
を
よ
く
し
た
と
言
わ
れ
る
。
青
蓮
院
流
は
京
都
粟
田
口
の
青
蓮
院
門
跡
尊
円
法
親
王
（
永
仁
六
年
〔
一
二
九
八
〕
～
延
文
元
年

〔
一
三
五
六
〕
）
を
祖
と
す
る
害
流
で
世
尊
寺
流
に
上
代
書
法
を
採
り
入
れ
た
流
麗
で
平
明
・
穏
和
な
書
風
と
言
わ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
御

家
流
の
名
で
呼
ば
れ
て
朝
廷
・
幕
府
・
諸
藩
の
公
文
書
類
で
用
い
ら
れ
た
他
、
寺
子
屋
で
も
教
え
ら
れ
て
盛
行
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
山

田
倉
太
郎
講
師
は
こ
の
伝
統
を
継
承
さ
れ
、
書
道
講
師
に
は
最
適
の
人
選
で
あ
っ
た
。
岡
山
高
蔭
講
師
も
ま
た
書
家
・
歌
人
と
し
て
著
名

な
人
物
で
、
書
の
師
で
あ
る
巌
谷
一
六
（
天
保
五
年
〔
一
八
三
四
〕
～
明
治
一
一
一
十
八
年
〔
一
九
○
五
〕
）
の
影
響
を
受
け
た
。
そ
の
巌
谷

（
旧
）

一
六
は
「
明
治
の
一
二
筆
」
の
一
人
（
他
に
中
林
梧
竹
・
日
下
部
鳴
鶴
）
と
称
さ
れ
る
能
書
家
で
、
行
草
書
は
蒲
酒
な
風
を
な
し
て
い
る
。

こ
び
な
る
の
み
な
ら
ず
斯
道
の
た
め
に
も
一
」
よ
な
き
幸
せ
な
り
。
固
よ
り
会
期
は
短
け
れ
ど
も
、
心
を
用
ふ
る
こ
と
浅
か
ら
ず
ば
、
効

あ
に

こ
い
ね
が

（
７
）

果
些
豆
少
し
と
せ
ん
や
、
希
は
く
は
諸
子
の
熱
心
に
よ
り
予
期
以
上
の
効
を
奏
せ
ら
れ
む
こ
と
を
こ
れ
高
行
ら
が
深
く
望
む
所
な
り

併
せ
て
本
会
を
開
設
し
た
る
趣
旨
を
述
べ
た
。

（
８
）

次
に
来
賓
と
し
て
東
京
吉
同
等
師
範
学
校
（
筑
波
大
学
）
の
嘉
納
治
五
郎
校
長
が
、
書
道
の
実
用
上
に
必
要
な
る
事
、
教
育
上
の
精
神
修
養
、

注
意
力
養
成
等
の
為
に
甚
だ
利
益
な
る
事
等
に
就
い
て
述
べ
た
が
、
嘉
納
治
五
郎
も
ま
た
書
家
と
し
て
も
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
終

り
に
石
川
岩
吉
主
事
が
講
習
実
施
方
法
を
説
明
し
、
こ
れ
よ
り
直
ち
に
講
習
会
に
入
っ
た
。
講
習
修
了
者
に
は
「
講
習
証
書
」
を
授
与
す

る
事
と
し
た
。

3８
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者
流
を
戒
め
ら
れ
た
。

明
治
期
を
代
表
す
る
書
家
で
あ
り
歌
人
で
あ
り
漢
学
者
と
言
っ
た
人
物
を
講
師
に
招
き
開
催
し
た
講
習
会
で
あ
っ
た
が
、
三
月
一
一
十
一

日
の
日
曜
日
は
大
学
の
春
季
祭
当
日
に
当
り
、
講
習
は
休
み
と
し
、
代
わ
り
に
午
前
中
、
嘉
納
治
五
郎
、
阪
正
臣
、
丸
山
正
彦
（
画
筆
院

大
単
講
師
）
、
黒
川
真
道
（
園
畢
院
大
畢
講
師
）
、
黒
木
安
雄
、
金
田
菊
三
郎
、
そ
の
他
諸
氏
の
協
力
を
得
て
古
筆
蹟
の
展
覧
会
を
開
き
、

作
品
百
四
点
を
前
に
黒
川
真
道
講
師
が
わ
が
国
書
道
の
変
遷
を
講
じ
て
各
時
代
の
模
範
的
筆
蹟
の
説
明
を
行
い
、
黒
木
安
雄
講
師
は
中
国

（
Ｍ
）

文
字
の
起
原
か
ら
室
白
風
の
発
達
を
講
じ
、
特
に
方
今
世
上
に
流
行
す
る
六
朝
の
圭
巨
風
に
就
い
て
そ
の
正
醇
を
弁
じ
、
以
っ
て
大
い
に
好
奇

報
告
、
畠
山
健
学
呼

辞
」
を
朗
読
し
た
。

こ
の
様
に
し
て
行
わ
れ
た
講
習
会
は
五
月
三
十
日
に
最
終
日
を
迎
え
、
通
常
の
講
話
及
び
実
習
を
行
っ
た
後
で
岡
田
正
美
講
師
に
依
る

講
演
が
有
り
、
日
本
と
中
国
の
著
名
な
書
家
の
事
蹟
を
講
じ
ら
れ
た
。
閉
会
式
は
午
前
十
一
時
半
か
ら
始
ま
り
、
石
川
岩
吉
主
事
に
依
る

報
告
、
畠
山
健
学
監
事
務
取
扱
が
学
長
に
代
っ
て
講
習
修
了
者
七
十
四
名
に
「
講
習
証
言
」
を
授
与
し
、
次
で
佐
佐
木
高
行
学
長
の
「
告

本
日
書
道
講
習
会
の
閉
会
式
を
挙
ぐ
る
に
あ
た
り
約
七
十
四
名
の
会
員
諸
氏
に
証
書
を
授
与
す
る
を
得
た
る
は
予
の
喜
び
に
堪
へ
ざ
る

け
ん

所
な
り
講
師
の
提
出
せ
ら
れ
た
る
成
績
の
表
を
観
る
に
回
を
重
ね
る
ご
と
に
進
歩
の
顕
著
な
る
も
の
多
く
更
に
清
書
を
検
す
る
に
会

期
の
短
少
な
り
し
に
拘
ら
ず
比
較
的
多
大
の
効
果
を
収
め
ら
れ
た
る
ま
魁
驚
く
べ
き
も
の
あ
り
諸
氏
が
練
習
に
努
め
ら
れ
た
る
苦

心
察
す
る
に
余
り
あ
り
と
い
ふ
く
し
諸
氏
永
く
こ
の
心
が
け
を
う
し
な
は
ず
益
々
斯
道
の
研
讃
に
従
事
せ
ら
れ
な
ば
得
る
所
極
ま

り
な
か
る
べ
し
切
に
今
後
の
勉
励
を
望
む

明
治
四
十
一
一
年
五
月
三
十
日

国
畢
院
大
畢
長
侯
爵
佐
佐
木
高
行

こ
れ
に
対
し
て
講
習
修
了
者
を
代
表
し
て
平
沢
金
之
助
が
答
辞
を
述
べ
て
式
を
終
え
、
引
続
き
簡
単
な
茶
話
会
を
開
い
て
散
会
し
た
。

蕊明期の書道教育考



こ
の
様
に
し
て
始
ま
っ
た
書
道
講
習
会
は
以
後
、
次
の
様
な
経
過
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
一
回
は
翌
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
○
）
一
一
月
十
一
一
一
日
か
ら
六
月
五
日
ま
で
の
毎
日
曜
日
に
開
催
、
講
習
料
は
一
一
円
に
な
っ
た
。
受
講

者
は
百
七
名
で
、
在
校
生
は
一
一
十
八
名
、
女
性
は
二
十
五
名
、
講
習
証
書
授
与
者
は
五
十
八
名
で
あ
っ
た
。
講
師
は
阪
正
臣
・
金
田
菊
三

郎
・
佐
藤
惟
昇
・
岡
山
高
蔭
の
四
講
師
が
担
当
し
た
。
阪
講
師
が
講
習
の
為
に
特
に
揮
皇
し
た
「
措
・
行
・
草
・
仮
名
」
の
手
本
は
「
四

体
帖
」
と
名
付
け
て
出
版
部
か
ら
発
売
す
る
事
に
な
っ
た
。

第
一
一
一
回
は
明
治
四
十
四
年
一
一
月
十
一
一
日
か
ら
三
月
一
一
十
六
日
ま
で
の
毎
日
曜
日
に
七
回
開
催
し
、
講
習
料
は
一
一
円
、
受
講
者
は
約
八
十

名
、
講
師
は
阪
正
臣
・
金
田
菊
三
郎
・
岡
山
高
蔭
・
山
田
倉
太
郎
の
四
氏
が
担
当
し
た
。

今
回
の
講
習
方
法
は
工
夫
を
試
み
、
手
本
を
各
自
の
随
意
と
し
、
清
書
は
会
員
の
眼
前
に
於
い
て
批
正
し
、
七
回
を
以
っ
て
措
害
、
草

書
、
行
書
、
仮
名
書
き
を
卒
え
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
応
用
に
及
ぶ
事
に
し
た
。
二
十
六
日
の
修
了
式
で
は
杉
浦
重
剛
学
監
が
学
長
に
代

り
七
十
八
名
に
「
修
了
証
書
」
を
授
与
し
た
。
終
了
後
の
茶
話
会
で
は
講
師
が
揮
皇
の
短
冊
を
記
念
品
と
し
て
分
配
し
、
陳
列
し
た
古
法

帖
等
を
随
意
鑑
賞
し
て
正
午
過
ぎ
に
散
会
し
た
。

第
四
回
講
習
会
は
次
の
要
旨
に
依
り
開
催
す
る
事
に
な
っ
た
。

一
、
開
催
日
時
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
一
一
月
一
一
十
四
日
よ
り
五
月
一
一
十
六
日
ま
で
毎
日
曜
日
午
前
八
時
よ
り
同
十
一
時
半
ま
で

三
、
講
習
方
法

講
話
１
、

二
、
講
師
左
の
四
君
担
任
せ
ら
る

山
田
倉
太
郎
君
岡
山
高
蔭
君
金
田
菊
三
郎
君
補
助
阪
正
臣
君

三
時
間
半
づ
鷺
と
す

筆
・
紙
・
墨
・
硯
等
に
関
す
る
注
意
、
２
、
執
筆
・
運
筆
の
方
法
、
３
、
字
画
の
分
解
、
４
、
字
形
の
分
類
、
５
、
書

4０
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五
月
二
十
六
日
の
修
了
式
で
は
杉
浦
重
剛
学
監
が
学
長
に
代
り
一
一
一
十
一
名
の
修
了
者
に
「
修
了
証
書
」
を
授
与
し
、
記
念
撮
影
の
後
、

茶
話
会
を
開
い
て
歓
談
し
、
講
師
が
揮
皇
の
短
冊
を
配
っ
て
正
午
に
散
会
し
た
。

第
五
回
は
大
正
期
に
入
っ
た
大
正
一
一
年
（
一
九
一
三
）
一
一
月
十
五
日
か
ら
五
月
十
日
ま
で
と
し
、
曜
日
を
毎
士
曜
日
に
変
更
し
、
時
間
も

午
後
一
時
半
か
ら
四
時
半
ま
で
に
改
め
、
山
田
倉
太
郎
・
岡
山
高
蔭
・
金
田
菊
三
郎
の
三
講
師
が
担
当
し
、
そ
の
規
定
要
目
も
手
直
し
し

て
左
の
通
り
公
表
し
た
。

講
習
方
法

清
書

四
、
講
習
料

体
・
書
風
等
（
毎
回
一
時
間
）

実
習
１
、
楕
書
、
２
、
行
書
、
３
、
草
書
、
４
、
仮
名
（
正
体
・
変
体
・
連
綿
体
）
、
５
、
詩
歌
書
簡
文
等
の
書
法
（
毎
回
二
時
半
）

清
書
随
意
の
手
本
に
よ
り
毎
回
持
参

講
話
（
毎
回
一
時
間
宛
）
１
、
書
道
の
意
義
目
的
。
２
、
書
法
。
３
、
書
風
。
４
、
書
式
。
５
、
文
字
の
起
源
発
達
。
６
、
国
字
の

種
類
。
７
、
書
道
の
沿
革
。
８
、
そ
の
他

実
習
（
毎
回
一
一
時
間
宛
）
１
、
措
書
（
三
回
）
。
２
、
行
書
（
三
回
）
。
３
、
草
書
（
一
一
一
回
）
。
４
、
仮
名
（
四
回
）

右
書
法
は
手
紙
、
短
冊
、
色
紙
、
懐
書
、
半
切
等
の
応
用
に
及
ぶ

手
本
漢
字
は
三
体
千
字
文
（
筆
者
随
意
）
。
仮
名
は
岡
山
講
師
の
特
に
本
会
の
為
に
考
案
せ
ら
れ
た
る
も
の
（
普
通
体
、
変
体
、
連

綿
体
の
各
体
に
亘
り
短
冊
色
紙
等
の
書
き
方
を
も
示
す
）
を
金
属
版
印
刷
に
付
し
実
費
（
十
五
銭
内
外
）
を
以
て
頒
っ

証
書
講
習
修
了
者
に
は
証
書
を
授
与
す

講
習
料
金
二
円
五
十
銭
（
前
回
の
講
習
修
了
者
は
金
二
円
）

金
二
円
五
十
銭

蕊明期の書道教育考



一
一
回
）
。
２
、
行
書
（
三
回
）
。
３
、
草
書
（
一
一
一
回
）
。
４
、
仮
名
（
四
回
）

右
書
法
は
手
紙
、
短
冊
、
色
紙
、
懐
紙
、
半
切
等
の
応
用
に
及
ぶ

（
喝
）

一
、
手
本
漢
字
は
二
一
体
千
字
文
（
筆
者
随
意
）
。
仮
名
は
岡
山
講
師
の
著
『
仮
名
の
速
成
』

を
使
用
す

一
、
証
書
講
習
修
了
者
に
は
証
言
を
授
与
す

一
、
講
習
料
金
二
円
五
十
銭
前
回
の
講
習
修
了
者
は
（
金
二
円
）
申
込
の
際
納
付
せ
ら
る

く
し

注
意
実
習
用
の
筆
紙
墨
硯
等
は
各
自
持
参
せ
ら
る
く
し

岡
山
高
蔭
講
師
が
『
仮
名
の
速
成
』
を
教
科
書
と
し
て
著
し
た
理
由
に
就
い
て
「
余
が
今

か
な

蕊
に
説
か
む
と
す
る
仮
字
の
速
成
法
は
、
彼
の
優
美
な
る
仮
名
の
祖
た
る
行
成
卿
の
書
を
研

究
し
つ
る
問
に
、
発
見
せ
し
も
の
な
り
。
余
は
此
の
法
を
以
っ
て
、
国
畢
院
大
畢
の
書
道
講

五
月
十
日
の
修
了
式
で
は
杉
浦
重
剛
学
監
が
学
長
に
代
り
四
十
五
名
に
「
修
了
証
書
」
を
授
与
し
、
次
い
で
黒
木
安
雄
講
師
の
講
話
が

有
り
、
記
念
撮
影
の
後
、
茶
話
会
を
開
い
て
歓
談
し
、
恒
例
の
短
冊
を
配
布
し
て
午
後
六
時
に
散
会
し
た
。

第
六
回
の
講
座
は
引
続
き
山
田
倉
太
郎
・
岡
山
高
蔭
・
金
田
菊
三
郎
の
一
一
一
講
師
に
嘱
し
て
大
正
三
年
一
一
月
十
四
日
か
ら
五
月
十
六
日
ま

で
の
毎
土
曜
日
午
後
一
時
半
か
ら
四
時
半
ま
で
の
三
時
間
の
予
定
と
し
、
講
習
方
法
は
次
の
様
に
企
画
し
た
。

一
、
講
習
方
法

ｆ

4２

講
話
（
毎
回
一
時
間
宛
）
１
、
書
道
の
意
義
目
的
。
２
、
書
法
。
３
、
書
風
。
４
、
書
式
。
５
、
文
字
の
起
源
発
達
。
６
、
国
字
の

種
類
。
７
、
書
道
の
沿
革
。
８
、
そ
の
他

実
習
（
毎
回
二
時
間
宛
）
１
、
桔
書
（
三
回
）
。
２
、
行
書
（
一
一
一
回
）
。
３
、
草
書
（
一
一
一
回
）
。
４
、
仮
名
（
四
回
）

｢仮名の速成」
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習
会
に
試
み
つ
る
に
、
其
効
果
著
し
き
に
よ
り
、
弘
く
世
に
示
し
て
、
初
学
者
の
希
望
を
満
足
せ
し
め
む
と
す
。
而
し
て
之
れ
を
会
得
し

き
ん
と
う

た
る
も
の
は
、
行
成
は
固
よ
り
貫
之
、
佐
理
、
道
風
、
公
任
等
、
何
れ
の
仮
名
を
も
研
究
す
る
に
困
難
な
ら
ず
、
如
何
と
な
れ
ば
、
此
の

法
は
円
熟
な
る
字
形
、
所
謂
癖
の
な
き
も
の
に
よ
り
て
説
き
た
る
も
の
な
れ
ば
な
り
」
と
本
書
冒
頭
に
記
し
、
「
仮
名
の
祖
た
る
行
成
卿

の
書
を
研
究
し
た
」
事
に
依
り
仮
名
の
速
成
法
を
見
出
し
、
そ
の
効
果
を
本
講
習
会
で
試
み
た
と
こ
ろ
、
効
果
が
著
し
か
っ
た
の
で
こ
れ

を
著
わ
す
事
に
し
た
と
の
事
で
あ
る
。

第
六
回
の
講
習
会
も
二
月
十
四
日
に
始
ま
り
五
月
十
六
日
に
終
り
、
特
に
文
字
の
起
源
発
達
、
国
字
の
種
類
、
書
道
の
沿
革
等
を
講
じ

た
。
修
了
式
で
は
六
十
六
名
に
「
修
了
証
書
」
を
授
与
し
、
続
い
て
の
茶
話
会
で
は
岡
山
高
蔭
・
山
田
倉
太
郎
・
金
田
菊
三
郎
の
三
講
師

が
揮
皇
の
短
冊
を
記
念
に
配
布
し
た
。
ま
た
岡
山
高
蔭
講
師
が
竹
石
の
図
を
用
紙
に
描
き
、
そ
こ
に
杉
浦
重
剛
学
監
が
「
維
石
巌
々
維

が
揮
皇
の
短
冊
を
記
念
に
配
布
し
た
。
ま
た
岡
山
高
蔭
講
師
が
竹
石
の
図
を
用
紙
に
描
き
、
そ

竹
椅
々
操
守
堅
責
君
子
居
之
」
と
害
し
て
大
い
に
感
興
に
惹
け
り
、
次
い
で
羽
田
春

（
脇
）
（
Ⅳ
）
（
略
）

埜
・
木
下
利
玄
・
飯
島
春
敬
一
二
氏
の
陳
列
参
考
品
の
詳
細
な
説
明
が
行
わ
れ
、
益
す
る
所
頗
る

多
か
っ
た
と
言
う
。

第
七
回
は
大
正
四
年
三
月
六
日
か
ら
六
月
五
日
ま
で
の
毎
士
曜
日
午
後
一
時
か
ら
四
時
ま
で

と
し
、
山
田
倉
太
郎
・
岡
山
高
蔭
・
金
田
菊
一
一
一
郎
の
三
講
師
に
講
師
を
引
続
き
委
嘱
し
た
が
、

今
回
か
ら
従
来
の
講
習
会
修
了
者
の
為
に
「
高
等
科
」
を
設
け
た
。
そ
の
規
定
は
定
か
で
は
な

い
。
日
本
と
中
国
の
各
時
代
の
筆
蹟
に
就
い
て
の
講
述
批
評
及
び
書
道
教
授
法
等
の
研
究
を
試

み
る
事
が
目
的
で
あ
っ
た
・
従
来
の
講
習
会
は
こ
れ
に
依
り
普
通
科
と
高
等
科
の
二
科
と
な
り
、

講
習
会
受
講
者
は
合
せ
て
九
十
名
を
越
え
た
が
、
最
終
日
に
「
修
了
証
書
」
を
授
与
し
た
の
は
、

普
通
修
了
者
が
五
十
七
名
、
高
等
科
修
了
者
が
五
名
で
あ
っ
た
。

蕊明期の言道教育考

羽田春埜揮重、折口信夫作「三矢先生参十年祭祝詞」



最
終
日
の
修
了
式
は
午
後
四
時
か
ら
開
き
、
杉
浦
重
剛
学
監
の
告
辞
、
講
習
生
代
表
の
答
辞
、
「
修
了
証
書
」
授
与
の
後
、
茶
話
会
に

臨
み
、
山
田
倉
太
郎
・
岡
山
高
蔭
両
講
師
揮
皇
の
作
品
を
記
念
に
配
布
し
た
が
、
こ
の
間
、
黒
木
安
雄
講
師
並
び
に
特
別
に
聴
し
た
詩
・

（
旧
）

俳
人
、
文
章
家
の
藤
野
君
山
に
依
る
頗
る
有
益
な
る
課
外
講
演
が
行
わ
れ
、
ま
た
岡
山
吉
回
蔭
・
黒
木
安
雄
両
講
師
が
蒐
集
す
る
法
帖
類
を

は
じ
め
、
山
田
新
一
郎
幹
事
長
等
諸
氏
の
出
品
を
陳
列
し
て
展
覧
に
供
し
た
。

第
八
回
の
講
習
会
は
大
正
五
年
一
一
一
月
四
日
か
ら
五
月
二
十
七
日
に
至
る
毎
士
曜
日
午
後
一
時
半
か
ら
午
後
四
時
半
ま
で
の
一
一
一
時
間
と
し

て
、
「
広
告
」
と
し
て
は
初
め
て
と
な
る
「
広
告
」
を
「
園
畢
院
雑
誌
」
（
第
一
一
十
二
巻
第
一
一
号
）
に
掲
載
し
た
。

今
般
左
の
規
定
に
よ
り
第
八
回
書
道
講
習
会
を
開
く
入
会
希
望
者
は
開
会
前
日
迄
に
申
出
で
ら
る
く
し

一
、
開
会
日
時
三
月
四
日
よ
り
五
月
廿
七
日
に
至
る
毎
土
曜
日
午
後
一
時
半
よ
り
同
四
時
半
ま
で
三
時
間
づ
塗
と
す

一
一
、
講
師
左
の
三
君
担
任
せ
ら
る

山
田
倉
太
郎
君
、
岡
山
高
蔭
君
、
金
田
菊
三
郎
君

講
話
（
毎
回
一
時
間
宛
）
１
、
書
道
の
意
義
目
的
。
２
、
書
法
。
３
、
書
風
。
４
、
書
式
。
５
、
文
字
の
起
源
発
達
。
６
、
国
字

の
種
類
。
７
、
書
道
の
沿
革
。
８
、
そ
の
他

実
習
（
毎
回
二
時
間
宛
）
１
、
桔
書
。
２
、
行
書
。
３
、
草
書
。
４
、
仮
名

右
書
法
は
手
紙
、
短
冊
、
色
紙
、
懐
紙
、
半
切
等
の
応
用
に
及
ぶ

四
、
手
本
漢
字
は
三
体
千
字
文
（
筆
者
随
意
）
仮
名
は
岡
山
講
師
の
著
『
仮
名
の
速
成
』
を
使
用
す

五
、
証
書
講
習
修
了
者
に
は
証
書
を
授
与
す

六
、
講
習
料
金
二
円
五
十
銭
（
前
回
の
講
習
修
了
者
は
金
二
円
）
申
込
の
際
納
付
せ
ら
る
く
し

三
、
講
習
方
法

4４



（
犯
）

第
十
一
一
一
回
大
正
十
年
四
月
十
六
日
か
ら
六
月
一
一
十
六
日
ま
で
、
担
当
は
丹
羽
海
鶴
・
岡
山
高
蔭
・
金
田
菊
一
二
郎
の
一
一
一
講
師
。
課
外
講

師
に
岡
田
正
美
・
尾
上
柴
舟
講
師
。
修
了
者
数
は
百
名
。

（
羽
）

第
十
四
回
大
正
十
一
年
五
月
六
日
か
ら
七
月
八
日
ま
で
。
担
当
は
樋
口
竹
香
・
岡
山
高
蔭
・
金
田
菊
一
一
一
郎
の
一
二
講
師
。
課
外
講
師
は

（
劉
）

洋
画
家
、
書
家
の
中
村
不
折
・
岡
田
正
美
・
尾
上
柴
舟
講
師
。
受
講
料
は
五
円
。
中
村
不
折
は
五
月
一
一
十
一
一
日
と
六
月
十
七
日
の
一
一
回
、

4５

注
意
函
実
習
用
の
筆
紙
墨
硯
等
は
各
自
持
参
せ
ら
る
く
し

『
仮
名
の
速
成
』
本
講
習
生
に
限
り
特
価
金
十
五
銭
、
係
員
へ
申
込
ま
る
べ
し

本
講
習
会
は
明
治
四
十
二
年
の
第
一
回
以
来
毎
年
開
催
し
て
修
了
者
は
優
に
五
百
名
を
越
え
、
世
間
の
認
知
す
る
と
こ
ろ
の
講
習
会
と

な
っ
た
。
本
年
も
そ
の
要
請
に
基
づ
き
三
月
一
一
一
日
に
発
会
式
を
行
い
、
副
島
知
一
幹
事
（
第
八
期
、
明
治
三
十
三
年
）
が
本
会
開
設
の
趣
旨

及
び
経
過
を
概
説
し
、
杉
浦
重
剛
学
監
の
訓
示
、
次
い
で
講
師
の
挨
拶
が
終
っ
て
、
授
業
に
入
っ
た
。
本
会
の
修
了
者
一
一
十
九
名
に
証
書

を
授
与
し
た
。

蕊明期の書道教育考

以
後
の
講
習
会
は
以
下
の
如
く
で
あ
っ
た
。

第
九
回
大
正
六
年
一
一
一
月
三
日
か
ら
五
月
一
一
十
六
日
ま
で
、
担
当
は
山
田
倉
太
郎
・
岡
山
高
蔭
・
金
田
菊
三
郎
の
一
一
一
講
師
が
担
当
。
修

第
十
回
大
正
七
年
三
月
一
一
日
か
ら
五
月
一
一
十
五
日
ま
で
、
担
当
は
同
じ
く
三
講
師
。
修
了
者
は
百
一
一
十
一
一
一
名
。

（
卯
）

第
十
一
回
大
正
八
年
一
一
一
月
一
日
か
ら
五
月
一
一
十
四
日
ま
で
、
担
当
は
一
一
一
講
師
の
他
、
課
外
講
師
と
し
て
尾
上
八
郎
（
柴
舟
）
・
黒
木
安

雄
講
師
。
講
習
料
は
一
一
一
円
と
な
っ
た
。
修
了
者
七
十
三
名
。

（
副
）

第
十
一
一
回
大
正
九
年
三
月
六
日
か
ら
五
月
一
一
十
九
日
ま
で
、
担
当
は
斎
藤
芳
洲
・
岡
山
高
蔭
・
金
田
菊
一
一
一
郎
の
一
一
一
講
師
。
修
了
者
数

第
十
二
回

は
不
明
。

第
十
三
回

了
者
は
九
十
二
名
。



大
学
が
主
催
し
た
書
道
講
習
会
は
昭
和
五
年
に
一
応
の
終
止
符
を
打
っ
た
が
、
継
続
を
望
む
人
々
の
求
め
に
応
じ
て
昭
和
六
年

（
一
九
三
一
）
か
ら
院
友
会
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
羽
田
春
埜
講
師
が
指
導
す
る
在
校
生
の
「
書
道
研
究
会
」
が
、

習
字
教
育
の
必
要
を
自
覚
し
た
者
、
文
部
省
の
検
定
試
験
を
受
け
様
と
す
る
者
の
為
に
大
正
十
一
年
（
一
九
一
三
）
十
月
か
ら
学
内
に
「
日

曜
書
道
講
座
」
を
設
け
て
開
催
し
た
が
、
こ
の
実
績
に
就
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。

院
友
会
に
引
き
継
が
れ
た
講
習
会
も
記
録
は
少
な
く
、
全
体
像
を
把
握
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
も
、
書
道
教
育
の
発
展
の
為
に
会
が
一

第
十
九
回
と
な
る
昭
和
五
年
の
講
習
会
は
五
月
十
七
日
か
ら
七
月
五
日
ま
で
の
毎
土
曜
日
の
午
後
三
時
間
開
催
し
、
金
田
菊
一
一
一
郎
・
中

（
弱
）

村
不
折
・
阪
正
臣
・
比
田
井
天
来
・
岡
山
吉
同
蔭
・
尾
上
柴
舟
の
諸
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
担
任
し
た
。
受
講
者
は
六
十
五
名
で
あ
っ
た
。

臨
席
し
中
国
書
道
史
に
就
い
て
熱
弁
を
振
る
わ
れ
た
。
講
習
会
を
傍
聴
し
た
堀
江
秀
雄
主
事
は
「
画
伯
と
し
て
、
ま
た
一
方
に
書
道
界
の

奇
傑
と
し
て
令
声
高
き
中
村
氏
、
本
大
学
に
て
開
催
せ
り
書
道
講
習
会
の
た
め
に
、
二
回
臨
席
講
演
せ
ら
れ
、
更
に
今
一
回
来
聴
せ
ん
と

約
束
せ
ら
れ
た
り
。
氏
の
葱
蓄
を
聴
く
機
会
に
接
し
た
る
は
我
等
の
欣
幸
と
す
る
所
な
り
」
と
感
想
を
述
べ
て
い
る
（
「
園
畢
院
雑
誌
」
第

一
一
十
八
巻
第
七
号
）
。
修
了
者
は
六
十
六
名
。

大
正
十
一
一
年
（
一
九
一
一
三
）
か
ら
昭
和
三
年
（
一
九
一
一
八
）
の
間
の
記
録
は
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
修
了
者
は
九
百
七
名
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
年
に
至
り
記
録
が
復
活
し
、
第
十
八
回
と
な
る
講
習
会
は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
五
月
二
十
五
日
か
ら
四
週
間
毎
土
曜
日
午
後
に

開
催
し
、
阪
正
臣
講
師
が
「
応
用
（
色
紙
短
冊
懐
紙
詠
草
と
、
岡
山
高
蔭
講
師
が
「
草
書
仮
名
実
習
」
、
尾
上
柴
舟
講
師
が
「
講
話
」
、
金

田
菊
三
郎
講
師
が
「
書
法
言
論
借
行
実
習
」
、
羽
田
春
埜
講
師
が
「
鑑
賞
講
話
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
題
目
で
講
じ
、
受
講
者
は
こ
れ
ま
で
に

な
い
百
六
十
名
の
盛
況
を
呈
し
た
。

お
わ
り
に
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そ
の
第
一
回
書
道
講
習
会
に
就
い
て
院
友
会
は
「
会
員
八
十
一
一
名
、
金
田
・
羽
田
両
講
師
の
熱
心
な
る
指
導
の
下
に
、
十
二
月
十
日
に

至
る
毎
土
曜
を
母
校
新
館
の
講
堂
に
い
そ
し
み
、
各
自
相
当
の
腕
を
養
う
た
。
よ
っ
て
十
二
月
十
七
日
修
了
式
を
挙
行
し
、
出
席
良
好
の

二
十
四
名
に
修
了
証
を
授
く
。
式
は
堀
江
理
事
の
挨
拶
に
つ
い
で
、
両
講
師
の
講
和
あ
り
、
羽
田
講
師
は
所
蔵
珍
本
麗
筆
を
数
多
出
品
せ

ら
れ
、
展
覧
せ
し
め
た
。
尚
今
回
は
外
部
の
会
員
は
僅
に
一
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
講
師
の
熱
誠
に
動
か
さ
れ
て
、
暑
中
休
暇
中
も
清

書
を
送
り
、
或
は
訪
問
し
添
作
を
煩
は
す
と
い
ふ
ほ
ど
の
熱
心
な
学
生
も
ゐ
た
。
今
後
継
続
し
て
、
学
生
の
書
道
向
上
に
益
処
甚
大
で
あ

（
妬
）

る
事
の
明
証
を
得
た
訳
で
あ
る
」
と
そ
の
成
果
を
報
じ
て
い
る
。

大
学
が
社
会
の
要
望
に
応
え
て
教
科
の
一
つ
に
加
え
ら
れ
る
の
は
終
戦
直
後
の
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
、
予
科
と
専
門
部
に
於
い

て
で
、
予
科
の
場
合
、
「
国
文
二
書
道
・
国
語
学
…
ヲ
増
加
ス
」
と
有
り
、
そ
れ
ぞ
れ
保
多
孝
三
（
第
一
一
一
十
九
期
、
昭
和
六
年
、
学
部
国
文

学
科
、
蒙
刻
）
・
羽
田
春
埜
（
清
光
）
両
講
師
が
担
当
し
た
。
そ
し
て
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
に
新
制
度
に
依
る
文
学
部
の
発
足
と
共
に
、

新
た
に
保
多
孝
三
・
羽
田
春
埜
講
師
が
鴫
し
て
担
当
、
戦
後
の
書
道
教
育
の
基
礎
が
築
か
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
保
多
孝
一
一
一
講
師
（
の
ち

教
授
）
も
書
道
講
習
会
を
受
講
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。

丸
と
な
っ
て
支
援
し
た
事
は
同
窓
会
に
と
っ
て
誇
り
で
あ
る
。
そ
の
講
師
陣
も
大
学
主
催
の
講
師
陣
や
古
筆
研
究
家
の
鈴
木
董
（
梅
渓
）
等

を
招
聡
し
て
実
施
し
た
。

（
１
）
『
国
畢
院
大
畢
百
年
史
』
上
巻
四
五
一
・
四
五
一
一
頁
。

（
２
）
明
治
維
新
後
の
欧
化
主
義
に
対
し
て
日
本
固
有
の
文
化
を
守
り
進
展
さ
せ
る
目
的
で
明
治
一
一
十
三
年
（
一
八
九
○
）
頃
、
御
歌
所
を
中

心
に
三
条
実
美
（
号
》
梨
堂
、
天
保
八
年
〔
一
八
一
一
一
七
〕
～
明
治
一
一
十
四
年
〔
一
八
九
一
〕
）
・
高
崎
正
風
・
東
久
世
竹
亭
（
通
祷
、
天
保

註
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（
５
）
当
時
の
「
教
員
検
定
試
験
」
に
は
「
習
字
科
」
が
有
り
、
例
題
の
漢
詩
、
和
歌
等
を
、
第
一
問
答
で
は
措
・
行
・
草
、
第
二
問
答
で

は
仮
名
文
、
第
三
問
答
で
は
楕
・
行
・
草
、
第
四
問
答
で
は
歌
の
解
釈
を
そ
れ
ぞ
れ
揮
皇
、
解
答
す
る
。
な
お
「
第
一
種
学
校
教
員
志

願
者
は
師
範
学
校
、
第
二
種
学
校
教
員
志
願
者
は
高
等
女
学
校
の
第
一
学
年
第
一
学
期
の
教
案
を
造
る
く
し
習
字
帖
の
撰
定
は
随
意
と

す
右
揮
皇
教
授
法
通
じ
て
三
時
間
」
と
言
う
様
な
内
容
で
あ
る
（
「
園
畢
院
雑
誌
」
第
十
五
巻
第
一
一
一
号
八
十
五
頁
）
。

（
６
）
金
田
菊
三
郎
（
秋
香
）
講
師
は
大
正
十
年
（
一
九
一
一
一
）
に
は
西
村
伊
作
や
与
謝
野
鉄
幹
・
晶
子
、
石
井
柏
亭
・
山
田
耕
搾
・
高
浜
虚
子

等
一
一
十
五
名
に
依
っ
て
創
立
し
た
東
京
文
化
学
院
講
師
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
○
）
に
は
本
学
神
職
養
成
部
講
師
に
就
任
し
て
「
習
字
」

の
諸
氏
が
い
る
。

四
年
〔
一
八
一
一
一
三
〕
～
明
治
四
十
五
年
〔
一
九
一
一
一
〕
）
・
大
口
周
魚
（
本
名
函
鯛
一
一
、
元
治
元
年
〔
一
八
六
四
〕
～
大
正
九
年
〔
一
九
一
一
○
〕
）
・

尾
上
柴
舟
・
田
中
親
美
（
明
治
八
年
〔
一
八
七
五
〕
～
昭
和
五
十
年
〔
一
九
七
五
〕
）
・
多
田
親
愛
（
天
保
十
一
年
〔
一
八
四
○
〕
～
明
治

三
十
八
年
〔
一
九
○
五
〕
）
・
阪
正
臣
・
小
野
鳶
堂
（
文
久
一
一
年
〔
一
八
六
一
一
〕
～
大
正
十
一
年
〔
一
九
一
一
一
一
〕
）
等
に
依
っ
て
組
織
さ
れ
、

華
族
や
旧
大
名
家
所
蔵
の
品
物
を
調
査
し
、
新
和
様
書
道
の
源
流
を
極
め
ん
と
し
た
。
尾
上
柴
舟
の
師
で
あ
る
大
口
周
魚
は
「
西
本
願

寺
本
三
十
六
人
家
集
」
（
国
宝
）
を
見
つ
け
た
事
で
知
ら
れ
る
。

（
３
）
図
録
『
日
本
美
術
協
会
創
立
１
２
５
年
有
栖
川
宮
・
高
松
宮
ゆ
か
り
の
名
品
』
（
平
成
二
十
五
年
、
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
協
会

上
野
の
森
美
術
館
刊
）
所
収
拙
稿
「
有
栖
川
宮
・
高
松
宮
の
世
界
」
一
三
○
～
一
三
五
頁
参
照
。

（
４
）
長
三
洲
の
門
人
で
本
学
関
係
者
に
圃
重
正
文
（
第
一
一
代
圃
畢
院
院
長
、
初
代
富
山
県
知
事
）
、
佐
佐
木
信
綱
（
講
師
）
、
千
葉
胤
明
（
講
師
）

（
７
）
「
園
単
院
雑
誌
」
第
十
五
巻
第
三
号
八
十
六
頁
引
用
。

（
８
）
嘉
納
治
五
郎
の
次
男
嘉
納
履
正
は
本
学
第
三
十
一
期
（
大
正
十
一
一
年
）
大
学
部
国
文
科
の
卒
業
で
、
第
三
代
講
道
館
館
長
を
務
め
た
。

を
担
当
し
た
。
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（
皿
）
黒
川
真
頼
講
師
（
文
政
十
一
一
年
〔
一
八
一
一
九
〕
～
明
治
三
十
九
年
〔
一
九
○
六
〕
）
は
江
戸
・
明
治
期
の
国
学
者
・
歌
人
。
旧
姓
・
金
子
、

幼
名
・
嘉
吉
。
上
野
国
桐
生
新
町
（
群
馬
県
桐
生
市
）
で
、
代
々
機
業
を
営
む
金
子
家
に
生
ま
れ
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
、
江
戸
の

黒
川
春
村
に
師
事
し
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
春
村
の
遺
言
に
依
り
黒
川
家
を
継
ぐ
。
明
治
一
一
年
（
一
八
六
九
）
に
大
学
少
助
教
、
文
部

省
・
元
老
院
・
内
務
省
・
農
商
務
省
等
に
籍
を
置
き
、
『
語
章
』
『
募
輯
御
系
図
』
（
横
山
由
清
と
共
編
）
『
大
日
本
農
史
』
等
の
編
纂
に
従
事
。

ま
た
内
務
省
・
農
商
務
省
で
は
博
物
局
に
属
し
、
仏
国
博
覧
会
や
内
国
勧
業
博
覧
会
、
特
に
正
倉
院
御
物
の
整
理
に
従
事
。
帝
室
博
物

館
学
芸
員
等
歴
任
。
十
二
年
（
一
八
七
九
）
東
京
大
学
法
学
部
文
学
部
講
師
。
十
四
年
（
一
八
八
一
）
東
京
学
士
会
会
員
。
一
一
十
年
（
一
八
八
七
）

『
古
事
類
苑
』
の
編
慕
委
員
、
二
十
一
年
宮
内
省
御
歌
所
寄
人
、
文
学
博
士
。
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
、
東
京
美
術
学
校
（
東
京
芸
術
大

学
）
、
二
十
四
年
（
一
八
九
一
年
）
東
京
音
楽
学
校
（
同
大
学
）
、
ま
た
一
一
十
一
一
・
一
一
一
年
頃
か
ら
皇
典
講
究
所
・
画
肇
院
講
師
と
な
る
。

一
一
十
六
年
（
一
八
九
三
）
帝
国
大
学
文
科
大
学
教
授
。
黒
川
は
、
東
京
美
術
学
校
開
設
時
の
制
服
と
裁
判
所
裁
判
官
の
法
服
を
考
案
し
た
。

こ
れ
ら
の
制
服
は
、
聖
徳
太
子
像
か
ら
考
証
し
た
古
代
官
服
風
の
冠
と
閥
恢
抱
か
ら
成
っ
て
い
る
。
著
書
等
に
『
工
芸
志
料
冨
考
古
画

譜
室
皇
国
文
典
初
学
』
『
日
本
古
典
大
意
』
『
日
本
小
文
典
』
『
日
本
侃
刀
沿
革
』
『
日
本
文
学
大
要
』
『
日
本
破
璃
七
宝
説
』
『
日
本
賓
玉
説
」
『
黒

本
学
柔
道
場
に
は
三
船
久
蔵
講
師
（
講
道
館
十
段
）
の
「
奥
妙
存
錬
心
」
と
共
に
「
精
力
善
用
」
と
墨
書
さ
れ
た
嘉
納
治
五
郎
の
一
局
額
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
嘉
納
治
五
郎
は
大
正
十
一
一
年
（
一
九
一
一
一
一
一
）
三
月
、
飯
田
町
校
舎
で
の
最
後
の
卒
業
式
（
第
一
一
一
十
一
期
）
に
も
父
兄
の

一
人
と
し
て
来
校
、
祝
辞
を
述
べ
て
い
る
。

（
９
）
山
田
倉
太
郎
講
師
は
皇
典
講
究
所
及
び
園
肇
院
講
師
、
後
に
学
習
院
教
授
を
務
め
た
漢
学
者
。
人
物
に
就
い
て
は
、
大
宮
兵
馬
講
師

の
「
故
山
田
倉
太
郎
氏
の
性
行
に
つ
き
て
知
れ
る
こ
と
静
も
」
に
詳
し
い
（
「
園
畢
院
雑
誌
」
第
一
一
十
六
巻
第
六
号
五
十
一
頁
～
五
十
三

川
真
頼
全
集
』
等
が
有
る
。

の
一
故
山

頁
所
収
）
。
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（
皿
）
書
家
・
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る
岡
田
高
蔭
講
師
（
慶
応
一
一
年
〔
一
八
六
六
〕
～
昭
和
二
十
年
〔
一
九
四
五
〕
）
は
、
幼
に
し
て
書
を
好
み
、

つ
ば
ら

初
め
書
家
の
垣
川
宕
谷
（
事
跡
不
詳
）
、
後
に
巌
谷
一
六
に
学
ん
だ
。
ま
た
和
歌
を
園
畢
院
講
師
で
御
歌
所
寄
人
の
小
出
桑
に
学
び
、
御

歌
所
に
も
出
仕
し
た
。
愛
知
県
熱
田
出
身
で
、
当
初
、
芳
太
郎
、
号
を
高
蔭
と
し
た
が
、
後
に
高
蔭
を
本
名
と
し
た
。
仮
名
及
び
唐
の

古
蹟
に
加
え
、
日
本
古
代
の
書
風
も
併
せ
て
研
究
し
、
晋
唐
の
書
を
和
様
体
に
加
え
た
剛
健
で
独
創
的
な
か
な
書
道
を
創
始
し
た
。
画

筆
院
大
聖
講
師
を
勤
め
、
泰
東
書
道
院
の
学
術
顧
問
並
び
に
特
別
会
員
と
し
て
活
躍
し
た
。
著
に
『
模
範
女
子
習
字
帖
』
四
冊
、
『
高

蔭
百
首
』
『
高
蔭
千
首
富
日
本
書
道
研
究
』
等
が
あ
る
。

（
旧
）
巌
谷
一
六
は
、
近
江
国
甲
賀
郡
水
口
（
滋
賀
県
甲
賀
市
）
出
身
の
政
治
家
で
書
家
。
本
名
は
修
（
幼
名
は
弁
治
）
、
字
を
誠
卿
、
一
六
と

号
し
、
別
号
に
古
梅
・
迂
堂
・
金
粟
道
人
。
父
巌
谷
玄
通
は
水
口
藩
の
侍
医
、
一
六
が
六
歳
の
時
（
天
保
十
年
〔
一
八
三
九
〕
）
に
亡
く

な
り
、
母
と
共
に
京
都
に
赴
き
、
書
・
漢
籍
・
医
術
を
学
ん
だ
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
、
新
政
府
に
出
仕
、
内
閣
大
書
記
官
・
元
老

ま
き
〃
よ
う
こ

院
議
官
・
貴
族
院
議
員
等
を
歴
任
。
書
を
幕
末
の
一
一
一
筆
の
一
人
巻
菱
湖
（
安
永
六
年
〔
一
七
七
七
〕
～
天
保
十
四
年
〔
一
八
四
一
一
一
〕
）
の

高
弟
で
菱
湖
四
天
王
の
一
人
と
言
わ
れ
る
中
沢
雪
城
に
師
事
し
て
菱
湖
流
を
学
び
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
○
）
に
来
日
し
た
楊
守
敬
か

ら
六
朝
書
法
を
学
ん
で
独
自
の
書
風
を
確
立
し
た
。
特
に
行
草
書
は
満
酒
な
風
を
成
す
。
児
童
文
学
者
の
巌
谷
小
波
は
実
子
。
従
弟
の

美
濃
部
錨
次
郎
の
曾
孫
に
岡
田
卓
也
元
イ
オ
ン
社
長
、
玄
孫
に
岡
田
克
也
（
民
主
党
、
国
会
議
員
）
が
い
る
。

（
Ｍ
）
黒
木
安
雄
講
師
の
講
義
内
容
は
「
園
畢
院
雑
誌
」
第
十
五
巻
第
五
号
に
「
書
風
論
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
黒
木
安
雄
講
師
は
慶

（
Ⅱ
）
岡
田
正
美
講
師
（
明
治
四
年
〔
一
八
七
一
〕
～
大
正
十
二
年
（
一
九
一
一
一
一
一
）
）
は
明
治
・
大
正
期
の
国
語
学
者
、
東
京
帝
国
大
学
卒
業
。

明
治
三
十
三
年
（
一
九
○
○
）
議
会
に
国
語
、
国
文
の
改
良
に
関
す
る
請
願
書
を
提
出
。
国
語
調
査
会
の
補
助
委
員
と
し
て
国
語
の
整
理
、

改
革
に
尽
力
し
た
。
こ
の
間
、
母
校
東
京
帝
国
大
学
講
師
、
東
京
外
国
語
学
校
教
授
。
長
野
県
出
身
。
号
は
雲
亭
。
著
作
に
「
解
説
／

明
治
一
一
一
十
三
年
（
一
九
一

改
革
に
尽
力
し
た
。
一
‐

批
評
日
本
文
典
」
等
。
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応
一
一
年
（
一
八
六
六
）
～
大
正
十
一
一
年
（
一
九
一
一
三
）
〔
一
説
に
大
正
十
一
一
一
年
に
逝
去
〕
、
五
十
八
歳
。
讃
岐
国
高
松
藩
藩
校
『
講
道
館
』
教

授
で
大
宮
神
社
嗣
官
の
黒
木
茂
矩
の
男
。
讃
岐
国
那
珂
郡
吉
野
上
村
（
香
川
県
満
濃
町
吉
野
）
出
身
。
字
・
飛
卿
、
号
・
欽
堂
。
漢
学
者
・

書
家
・
教
育
者
。
「
漢
学
」
を
高
松
の
人
で
昌
平
費
出
身
の
「
講
道
館
」
助
教
、
儒
学
者
の
片
山
沖
堂
と
父
茂
矩
に
学
ぶ
。
明
治
十
八

年
（
一
八
八
五
）
、
東
京
大
学
文
科
大
学
古
典
科
入
学
、
漢
文
学
を
専
攻
。
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
卒
業
。
東
京
府
師
範
学
校
（
東
京

学
芸
大
学
》
香
川
師
範
学
校
（
香
川
大
学
）
教
諭
、
香
川
県
立
工
芸
学
校
（
県
立
高
松
工
芸
高
等
学
校
）
校
長
に
就
任
。
四
十
年
（
一
九
○
七
）

に
上
京
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
講
師
、
四
十
一
年
（
一
九
○
八
）
、
園
畢
院
大
畢
講
師
を
兼
務
、
「
文
学
史
・
講
読
（
近
世
史
）
」
を

担
当
（
「
漢
文
」
の
主
務
講
師
）
。
四
十
一
一
年
以
降
「
書
道
講
習
会
」
で
「
課
外
講
話
」
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
に
は
「
作
詩
・
近
世
史
」

を
担
当
。
他
に
日
本
大
学
・
二
松
学
舎
等
の
講
師
を
兼
務
。
大
正
五
年
か
ら
上
田
万
年
教
授
に
同
伴
し
て
教
育
そ
の
他
視
察
の
為
中
国

に
渡
る
。
詩
文
・
書
画
・
築
刻
・
金
石
文
に
造
詣
が
深
く
、
「
書
道
」
の
普
及
に
努
め
、
「
法
書
会
」
を
主
宰
、
会
誌
「
書
苑
」
を
発
行

し
た
。
『
五
鵠
字
類
』
は
同
会
の
編
集
に
依
る
も
の
。
乃
木
希
典
や
森
鴎
外
、
犬
養
木
堂
と
交
流
。
各
地
に
撰
文
・
揮
皇
し
た
碑
が
有
る
。

富
山
県
高
岡
市
に
滞
在
中
に
病
没
。
主
著
『
本
邦
文
学
之
由
来
』
（
明
治
二
十
四
年
九
月
刊
）
、
『
讃
岐
史
要
』
『
学
書
の
方
法
』
等
多
数
。

（
咽
）
『
仮
名
の
速
成
』
は
大
正
一
一
年
十
一
月
四
日
付
で
岡
山
高
蔭
講
師
が
揮
皇
に
依
り
富
田
文
陽
堂
（
東
京
市
神
田
区
美
士
代
町
三
丁
目
）

か
ら
出
版
さ
れ
た
。
全
三
十
九
頁
で
、
「
結
体
普
通
体
・
変
体
」
と
「
連
綿
体
」
に
分
け
、
初
め
に
「
結
体
」
の
「
普
通
体
」
を
平

仮
名
で
「
い
ろ
は
…
」
、
「
変
体
」
を
漢
字
で
「
（
い
）
以
・
伊
・
意
、
（
ろ
）
呂
・
路
、
（
は
）
波
・
者
・
盤
・
半
、
（
に
）
爾
・
丹
：
．
」
、
「
連

綿
体
」
で
は
崩
し
字
で
「
以
呂
者
耳
．
：
」
順
で
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
の
と
こ
ろ
に
書
き
方
を
説
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
結
体
普
通
体
」

の
「
い
」
の
説
明
文
は
「
此
の
い
の
字
は
、
線
に
て
示
す
如
く
、
斜
に
括
弧
を
画
が
く
や
う
に
、
左
右
相
応
し
て
書
く
の
で
あ
る
。
併

や
や

し
左
よ
り
は
右
を
梢
小
さ
く
短
く
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
有
る
。
そ
し
て
「
用
筆
」
に
就
い
て
「
筆
は
、
一
二
分
の
一
を
下
ろ
し
て
書

く
べ
し
。
筆
は
、
指
先
に
て
動
か
す
べ
か
ら
ず
。
筆
は
、
直
立
せ
し
む
く
し
」
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
園
畢
院
大
豊
図
書
館
蔵
。
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（
Ⅲ
）
藤
野
君
山
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
～
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
一
一
一
）
。
明
治
・
大
正
・
昭
和
時
代
の
漢
学
者
、
演
劇
評
論
家
。
本
名
は

（
Ⅳ
）
木
下
利
玄
（
明
治
十
九
年
〔
一
八
八
六
〕
～
大
正
十
四
年
〔
一
九
二
五
〕
）
。
歌
人
、
子
爵
。
岡
山
県
岡
山
市
出
身
、
足
守
藩
最
後
の

藩
主
・
木
下
利
恭
の
弟
・
利
永
の
次
男
。
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
利
恭
の
死
去
に
依
り
宗
家
・
木
下
家
の
養
嗣
子
と
な
り
家
督
を

継
ぎ
上
京
。
学
習
院
初
等
科
に
入
学
。
武
者
小
路
実
篤
と
同
級
と
な
り
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
在
学
中
に
佐
佐
木
信
綱
に
師
事
し

て
短
歌
を
学
び
、
「
竹
柏
会
」
門
下
の
逸
材
と
呼
ば
れ
た
。
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
○
）
、
武
者
小
路
実
篤
や
志
賀
直
哉
等
と
文
芸
雑

誌
「
白
樺
」
を
創
刊
し
、
散
文
や
短
歌
を
発
表
。
白
樺
派
の
代
表
的
歌
人
の
一
人
と
な
る
。
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
目
白
中
学
の
国
文

講
師
に
就
任
。
大
正
十
一
一
年
（
一
九
一
一
三
）
反
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
大
合
同
誌
「
日
光
」
に
加
わ
る
。

（
肥
）
飯
島
春
敬
（
明
治
三
十
九
年
〔
一
九
○
六
〕
～
平
成
八
年
〔
一
九
九
六
〕
）
は
本
名
・
稲
太
郎
、
昭
和
・
平
成
時
代
を
代
表
す
る
書
道
家
。

昭
和
二
十
年
日
本
書
道
美
術
院
を
創
設
し
、
戦
後
の
書
道
界
の
再
建
と
書
道
普
及
に
尽
力
し
た
。
戦
前
か
ら
古
筆
の
研
究
と
収
集
で
知

ら
れ
る
。
妻
は
か
な
害
で
知
ら
れ
た
飯
島
敬
芳
（
本
名
・
重
子
）
。
長
男
飯
島
太
久
麿
は
本
学
第
六
十
五
期
（
昭
和
三
十
二
年
）
文
学
部
史

（
岨
）
羽
田
春
埜
は
本
学
第
一
一
十
一
期
大
学
部
国
文
科
（
大
正
一
一
年
〔
一
九
一
三
〕
）
卒
業
。
本
名
・
清
光
。
明
治
一
一
十
四
年
（
一
八
九
一
）
～

昭
和
三
十
一
一
一
年
（
一
九
五
八
）
、
六
十
七
歳
。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
四
月
十
日
、
宮
内
省
掌
典
補
拝
命
、
昭
和
七
年
（
一
九
一
一
一
一
一
）
十
月

二
十
日
宮
内
省
掌
典
退
官
。
同
十
月
、
実
践
女
子
専
門
学
校
（
実
践
女
子
大
学
）
講
師
、
十
年
、
国
畢
院
大
畢
神
道
部
・
専
門
部
祭
祁
講

習
科
・
予
科
講
師
等
に
就
任
。
二
十
年
三
月
十
五
日
、
東
京
府
社
東
郷
神
社
社
務
嘱
託
。
流
麗
な
か
な
文
字
の
書
風
は
人
を
魅
了
す
る

（
写
真
）
。
築
害
に
優
れ
、
落
款
・
遊
印
の
印
刻
に
才
能
を
発
揮
、
氏
に
印
刻
を
依
頼
し
た
卒
業
生
（
院
友
）
は
多
い
。
日
本
書
道
連
盟
参

与
、
日
本
書
道
美
術
院
総
務
・
審
査
員
等
歴
任
。
戦
後
、
教
員
免
許
法
認
定
講
座
書
道
科
（
二
十
五
年
）
、
文
学
科
・
教
職
科
目
（
一
一
一
十
一

ら
れ
る
。
一

学
科
卒
業
、

与
、
日
本
書
道
美
術

年
）
等
を
担
当
し
た
。

書
家
。
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藤
野
庸
三
、
千
葉
県
出
身
。
帝
都
賜
菊
園
学
会
長
。
太
政
官
を
勤
め
た
後
、
歴
史
研
究
の
為
各
地
を
周
遊
。
詩
歌
・
文
章
・
俳
吟
を
能

く
し
、
書
画
に
も
秀
で
た
。
宮
内
省
式
部
職
勤
務
、
退
官
後
、
大
正
天
皇
か
ら
賜
っ
た
菊
に
因
み
「
賜
菊
園
」
を
主
宰
。
故
実
・
口
伝

等
を
後
進
に
伝
え
、
乃
木
希
典
等
と
親
交
し
た
。

（
別
）
尾
上
柴
舟
（
お
の
え
さ
い
し
ゅ
う
／
し
ば
ふ
れ
）
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
～
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
。
詩
人
・
歌
人
・
書
家
・

国
文
学
者
。
岡
山
県
苫
田
郡
津
山
町
（
津
山
市
）
出
身
。
元
津
山
藩
士
・
北
郷
直
衛
の
三
男
、
同
藩
士
・
尾
上
動
の
養
子
。
東
京
府
尋
常

中
学
（
東
京
都
立
日
比
谷
高
等
学
校
）
、
第
一
高
等
学
校
を
経
て
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
卒
業
。
哲
学
館
（
現
・
東
洋
大
学
）
講
師
、

東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
（
御
茶
の
水
女
子
大
学
）
講
師
・
教
授
、
早
稲
田
大
学
高
等
師
範
部
（
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
）
教
授
等
を
経
て

女
子
学
習
院
（
学
習
院
女
子
大
学
）
教
授
を
歴
任
。

（
皿
）
斎
藤
芳
洲
（
嘉
永
五
年
〔
一
八
五
二
〕
ｌ
昭
和
三
年
〔
一
九
一
一
八
〕
）
は
佐
倉
藩
士
（
千
葉
県
）
で
書
家
。
名
は
利
恒
、
字
は
子
常
、
芳

洲
と
号
し
た
。
書
家
永
井
盤
谷
（
江
戸
の
人
、
名
は
喜
腫
、
字
は
伯
腫
）
に
書
を
学
び
、
古
法
帖
を
研
究
し
て
一
家
を
成
し
た
。
明
治
大

学
や
麻
布
・
錦
城
中
学
校
等
で
教
え
た
。
書
道
奨
励
協
会
初
代
会
頭
、
日
本
書
道
作
振
会
幹
事
等
歴
任
。

か
い
か
く

（
助
）
丹
羽
海
鶴
は
文
久
三
年
（
一
八
六
一
二
）
～
昭
和
六
年
（
一
九
一
一
一
一
）
、
岐
阜
県
出
身
、
書
家
。
本
名
・
正
長
、
幼
名
・
金
吾
、
字
・
寿
郷
、

号
・
海
鶴
。
晩
年
、
落
款
に
海
窪
と
も
書
い
た
。
書
家
日
下
部
鳴
鶴
に
師
事
。
鄭
道
昭
や
初
唐
の
惜
書
を
基
調
と
し
た
海
鶴
の
書
風
は

海
鶴
流
と
称
さ
れ
る
。
書
道
教
育
界
に
影
響
力
を
持
ち
、
習
字
教
科
書
の
書
風
を
改
革
し
て
近
代
書
道
教
育
の
発
展
に
貢
献
し
た
。

（
路
）
樋
口
竹
香
（
嘉
永
一
一
一
年
〔
一
八
五
○
〕
ｌ
大
正
一
五
年
〔
一
九
二
六
〕
）
は
武
州
の
人
で
、
本
姓
は
豊
田
氏
、
名
は
敬
之
、
字
は
子
徳
、

号
は
竹
香
。
書
家
樋
口
逸
斎
の
養
子
と
な
り
、
害
を
学
び
、
皇
朝
千
文
を
作
り
、
明
治
天
皇
乙
夜
の
供
覧
（
い
つ
や
の
き
ょ
う
ら
ん
）
で

御
嘉
納
さ
れ
た
書
家
と
し
て
知
ら
れ
る
。

（
鯉
）
中
村
不
折
（
慶
応
二
年
〔
一
八
六
六
〕
～
昭
和
十
八
年
〔
一
九
四
一
一
一
〕
）
、
洋
画
家
、
書
家
。
東
京
京
橋
出
身
。
幼
名
・
鉾
太
郎
。
高
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橋
是
清
宅
に
住
込
み
な
が
ら
小
山
正
太
郎
に
師
事
し
絵
を
学
ぶ
。
俳
人
正
岡
子
規
と
共
に
新
聞
「
日
本
」
の
記
者
と
し
て
日
清
戦
争
に

従
軍
、
中
国
に
渡
り
書
に
興
味
を
持
つ
。
渡
仏
し
、
画
家
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
や
ジ
ャ
ン
Ⅱ
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
ラ
ン
ス
等
か
ら
絵
の
指

導
を
受
け
る
。
帰
国
後
、
「
明
治
美
術
会
」
の
後
身
「
太
平
洋
画
会
」
に
所
属
し
、
歴
史
画
の
分
野
で
活
躍
。
森
鴎
外
や
夏
目
瀬
石
等

と
親
し
く
な
り
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
妻
若
菜
集
」
『
野
菊
の
墓
』
等
の
挿
絵
・
題
字
を
書
く
。
中
国
の
害
の
収
集
家
と
し
て
も
知
ら
れ
、

顔
真
卿
の
現
存
す
る
唯
一
の
真
蹟
と
言
わ
れ
る
「
自
書
告
身
帖
」
等
を
収
集
。
根
岸
の
旧
宅
跡
に
書
道
博
物
館
を
開
館
。
宮
坂
醸
造
の

清
酒
「
真
澄
」
、
新
宿
中
村
屋
の
商
品
表
記
は
不
折
の
筆
跡
で
あ
る
。

ひ
だ
い
て
ん
ら
い

（
妬
）
比
田
井
天
来
（
明
治
五
年
〔
一
八
七
一
一
〕
～
昭
和
十
四
年
〔
一
九
一
二
九
〕
〕
は
、
長
野
県
佐
久
市
出
身
、
幼
名
・
常
太
郎
。
書
道
家
。

か
く
さ
た
い
ぼ
く

「
現
代
書
道
の
父
」
と
称
さ
れ
る
。
本
名
・
鴻
。
雅
号
は
天
来
、
別
号
を
画
沙
、
大
朴
。
古
碑
法
帖
を
研
究
し
、
古
典
臨
書
の
新
分
野

を
開
拓
し
、
集
大
成
と
し
て
『
学
書
茎
蹄
』
を
編
纂
。
小
石
川
哲
学
館
（
東
洋
大
学
）
で
漢
学
を
学
び
、
日
下
部
鳴
鶴
に
師
事
。
二
松
単

舎
（
二
松
畢
舎
大
学
）
に
転
学
し
三
島
中
洲
に
漢
籍
、
金
石
文
を
学
ぶ
。
東
京
陸
軍
地
方
幼
年
学
校
習
字
科
教
授
嘱
託
。
私
塾
を
経
営
。

鳴
鶴
の
「
書
勢
」
の
経
営
を
引
継
ぐ
。
東
京
高
等
師
範
学
校
（
筑
波
大
学
）
習
字
科
講
師
。
内
閣
教
育
検
定
委
員
会
臨
時
委
員
。
朝
鮮
遊

歴
。
書
学
院
を
創
設
。
東
京
美
術
学
校
（
東
京
塾
術
大
学
）
・
神
奈
川
師
範
学
校
（
横
浜
国
立
大
学
）
等
講
師
。
台
湾
遊
歴
。
大
日
本
書
道

院
創
立
、
帝
国
芸
術
院
会
員
に
尾
上
柴
舟
と
共
に
推
挙
さ
れ
る
。
法
号
・
書
学
院
殿
大
誉
万
象
居
士
。

（
恥
）
画
筆
院
大
単
院
友
会
「
会
報
」
昭
和
八
年
春
季
号
、
十
五
頁
引
用
。
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本
稿
の
目
的
は
、
大
国
隆
正
の
思
想
上
重
要
と
筆
者
が
考
え
て
い
る
、
「
な
か
」
の
思
想
が
言
語
学
研
究
の
み
な
ら
ず
、
造
化
一
一
一
神
を

中
心
と
し
た
神
観
念
が
天
照
大
御
神
を
重
視
し
た
思
想
構
造
の
根
幹
に
根
ざ
す
も
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

隆
正
の
思
想
に
つ
い
て
、
田
原
嗣
郎
氏
は
「
大
国
の
思
想
が
独
立
し
て
と
り
あ
げ
る
ほ
ど
の
価
値
を
も
た
な
い
と
一
般
に
思
量
さ
れ
て
い

る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
」
と
い
み
じ
く
も
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
「
と
り
あ
げ
る
価
値
を
も
た
な
い
」
の
で
は
と
一
般
的
に
思
わ
れ
が

ち
で
あ
る
た
め
、
名
声
に
比
し
て
、
隆
正
自
身
の
思
想
構
造
に
関
わ
る
論
考
が
少
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
今
一
度
隆
正
の
一
連

の
著
作
中
、
神
観
念
や
言
語
解
釈
の
テ
ク
ス
ト
を
再
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隆
正
の
思
想
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
筆
者
は
考

の
著
作
中
、

え
て
い
る
。

１
は
じ
め
に

大
国
隆
正
の
神
観
念
に
つ
い
て
の
一
試
論

上
西
亘

園単院大豊研究開発推進機構紀要第６号平成26年３月



本
稿
執
筆
の
動
機
の
背
景
に
は
、
近
世
・
近
代
思
想
史
上
に
お
け
る
隆
正
の
思
想
と
一
連
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
の
先
行
研
究
が

成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
近
代
日
本
思
想
の
一
つ
の
出
発
点
と
し
て
隆
正
の
思
想
を
問
う
論
考
や
、
幕
末
維
新
期
の
代
表
的
な
思
想
家
と
し

て
の
大
国
隆
正
の
動
向
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
な
ど
が
充
実
し
て
は
い
る
が
、
隆
正
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
言
語
学
を
視
野
に
入

れ
つ
つ
隆
正
の
思
想
を
考
察
す
る
も
の
が
殊
の
外
少
な
い
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。

だ
が
、
勘
い
な
が
ら
も
、
岡
田
貴
氏
、
阪
本
健
一
氏
、
平
田
厚
史
氏
、
内
山
宗
昭
氏
、
松
浦
光
修
氏
ら
の
一
連
の
論
考
は
隆
正
の
思
想

と
言
語
学
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

岡
田
氏
は
長
崎
遊
学
を
境
と
し
て
隆
正
の
言
語
学
研
究
を
出
発
点
と
み
な
し
た
噴
矢
と
い
え
よ
う
。
特
に
、
岡
田
氏
は
隆
正
が
五
十
音

（
１
）

図
を
根
底
に
し
た
説
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
見
出
し
て
い
る
。
阪
本
氏
も
同
様
に
、
隆
正
の
一
一
一
一
口
語
学
が
隆
正
の
学
問
の
根
底
と

（
２
）

な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
平
田
氏
は
一
一
一
一
口
語
学
的
思
想
に
つ
い
て
明
確
に
言
及
は
し
て
い
な
い
が
「
な
か
」
の
思
想
や
天

（
３
）

之
御
中
主
神
に
対
す
る
隆
正
の
研
究
姿
勢
に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
を
試
み
て
い
る
。
内
山
氏
は
、
教
学
面
か
ら
隆
正
の
思
想
を
論
じ
、
隆

正
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
本
教
」
の
理
念
を
教
育
思
想
史
の
側
面
か
ら
言
及
し
て
い
る
。
松
浦
氏
は
未
翻
刻
の
新
資
料
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
よ
り
、
初
期
の
隆
正
の
学
問
姿
勢
が
五
十
音
図
に
依
拠
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
和
歌
に
対
す
る
研
究
が
初
期
学
問
形

（
４
）

成
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
示
唆
し
た
。
ま
た
、
松
浦
氏
は
隆
正
の
天
皇
観
を
時
代
ご
と
に
区
分
し
、
佐
幕
派
で
あ
っ
た
隆
正
が
、
時
代

（
５
）

の
画
期
に
お
い
て
朝
廷
と
幕
府
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

言
語
学
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
嘉
永
か
ら
慶
応
期
の
国
内
外
の
周
辺
状
況
が
隆
正
の
思
想
展
開
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

（
６
）

斎
し
た
の
か
、
理
論
的
か
つ
詳
細
に
論
じ
た
武
田
秀
章
氏
の
論
考
も
一
一
一
一
口
語
学
と
比
較
検
討
す
る
上
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
他
、
広
く
国
学
者
の
言
語
学
研
究
に
お
い
て
、
国
学
者
が
「
儒
学
者
な
ど
と
の
思
想
闘
争
の
拠
点
が
言
語
学
を
も
と
に
し
た
宇
宙

（
７
）

観
や
世
界
観
の
構
築
で
あ
っ
た
」
こ
と
に
言
及
す
る
相
原
耕
作
氏
の
論
考
も
大
変
興
味
深
い
。
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5７

か
か
る
先
行
研
究
を
踏
ま
え
本
稿
で
は
、
隆
正
の
言
語
学
研
究
の
特
質
を
再
確
認
し
、
天
皇
総
帝
論
に
代
表
さ
れ
る
隆
正
の
天
皇
論
と

（
８
）

一
一
一
一
口
語
研
究
と
の
連
関
性
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
隆
正
の
思
想
と
一
一
一
一
口
語
学
と
の
連
関
性
を
い
か
に
捉
え
る
か
を
目
的
と
す
る
。

上
田
氏
は
隆
正
を
維
新
期
の
神
道
思
想
家
の
中
で
も
特
に
顕
著
な
特
異
性
を
も
っ
た
人
物
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
思
想
的
特
色
を
論

じ
て
い
る
。
ま
ず
上
田
氏
は
、
隆
正
の
天
皇
論
に
つ
い
て
着
目
し
、
「
神
武
創
業
の
古
へ
を
理
想
と
し
た
こ
と
は
単
に
、
歴
史
の
始
原
に

帰
っ
て
、
国
土
統
治
の
理
念
を
再
確
認
す
る
と
い
っ
た
風
の
意
図
に
の
み
発
し
た
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
彼
の
著
作
を
通
じ
て
読
み
取
り
得

る
と
こ
ろ
で
は
、
建
武
の
中
興
を
理
想
と
す
る
こ
と
へ
の
反
対
自
づ
と
其
処
に
導
い
た
の
だ
と
解
釈
す
る
方
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
こ
と
を

知
り
得
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
隆
正
の
天
皇
論
の
出
発
点
と
な
る
も
の
は
、
建
武
中
興
の
際
の
天
皇
の
位
置
づ
け
に

疑
問
を
抱
き
、
「
国
依
さ
し
の
神
勅
」
に
よ
っ
て
天
皇
た
ら
し
め
た
時
代
が
神
武
即
位
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
上
田
氏
は
そ
の
天
皇
位
の
「
嫡
流
」
を
隆
正
が
重
要
視
し
て
い
た
事
へ
の
特
異
性
を
述
べ
る
。
隆
正
の
著
作
で
あ
る
『
学
運
論
』

の
一
文
を
引
き
、
「
神
武
天
皇
や
ま
と
に
う
つ
り
た
ま
ひ
し
後
も
、
地
を
住
民
に
わ
か
ち
あ
た
へ
て
み
つ
ぎ
の
さ
た
も
な
く
、
み
こ
こ
ろ

ひ
ろ
く
お
は
し
ま
し
け
り
。
た
だ
宝
詐
を
だ
に
ま
も
り
た
ま
へ
は
、
皇
祖
神
霊
へ
の
御
孝
行
は
た
つ
も
の
な
り
。
」
と
い
う
隆
正
の
結
論

が
一
種
の
天
皇
象
徴
性
を
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
上
田
氏
の
論
の
概
略
を
敢
え
て
紹
介
す
る
に
終
始
し
た
が
、
隆
正
の
天
皇
観
を
主
と
し
て
天
皇
の
重
要
性
と
神
聖
性
を
歴
史
的

の
一
大
国
隆
正
の
田
裳

て
い
る
論
考
で
あ
る
。

上
記
に
掲
げ
た
隆
正
の
思
想
を
語
る
上
で
注
目
す
べ
き
先
行
研
究
の
他
に
、
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
考
と
し
て
、
上
田
賢
治
氏

（
９
）

「
大
国
隆
正
の
田
心
想
体
系
と
そ
の
基
本
的
性
格
」
が
あ
る
。
隆
正
の
思
想
構
造
と
学
究
態
度
に
つ
い
て
特
に
詳
細
に
検
討
、
整
理
さ
れ

２
隆
正
の
「
な
か
」
の
思
想
と
天
之
御
中
主
神
の
再
検
討

大国隆正の神観念についての一試論



だ
が
、
隆
正
の
思
想
構
造
の
検
証
を
難
し
く
し
て
い
る
も
の
は
、
や
は
り
隆
正
の
著
し
た
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
難
解
さ
で
あ
ろ
う
。
隆
正

の
古
典
解
釈
は
、
し
ば
し
ば
独
自
に
提
唱
し
た
言
語
に
対
す
る
姿
勢
と
密
接
不
可
分
に
混
在
し
、
読
者
に
難
解
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か

し
、
隆
正
の
言
語
論
と
神
観
念
を
別
々
に
論
じ
る
こ
と
は
、
生
涯
に
亙
っ
て
五
十
音
図
と
か
な
文
字
一
音
に
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
た
隆

正
の
学
問
姿
勢
を
考
え
る
に
「
片
手
落
ち
」
と
な
ろ
う
。
前
稿
で
は
、
隆
正
が
文
字
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
付
加
し
て
い
っ
た
か

（
皿
）

を
雑
駁
な
が
ら
論
じ
た
。
そ
の
際
隆
正
の
著
作
に
頻
出
す
る
語
句
で
あ
る
「
な
か
」
の
思
想
に
つ
い
て
一
一
一
一
口
及
し
た
が
、
こ
の
「
な
か
」
の

思
想
は
、
天
之
御
中
主
神
に
対
す
る
神
観
念
が
内
在
化
し
て
お
り
、
同
時
に
ム
ス
ビ
の
神
や
天
照
大
御
神
、
天
皇
（
隆
正
の
述
べ
る
所
の
「
国

釈
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

て
い
る
。

②
か
つ
垂

と
な
ろ
う
。

背
景
に
基
づ
き
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
、
肯
定
で
き
る
論
考
と
み
な
せ
よ
う
。
上
田
氏
の
論
点
は
的
を
射
た
も
の
で
あ
り
、
殊
更

に
言
及
す
る
必
要
が
無
い
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

改
め
て
、
上
田
氏
が
指
摘
す
る
隆
正
の
天
皇
論
を
整
理
す
る
と
、

①
隆
正
は
建
武
中
興
の
治
世
で
は
な
く
、
国
依
さ
し
の
神
勅
に
立
ち
返
る
こ
と
を
理
想
と
し
、
「
宝
称
無
窮
」
の
神
勅
を
特
に
重
視
し

し
か
し
上
田
氏
の
論
考
を
熟
読
す
る
に
一
つ
の
疑
問
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
、
隆
正
は
天
皇
位
の
重
要
性
と
至
尊
性
の
根
拠
を
「
国
依
さ

し
の
神
勅
」
ま
で
遡
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
は
、
隆
正
が
ど
の
よ
う
に
天
皇
と
い
う
存
在
を
受
容
し
、
考
証
・
研
究
し
、
数
々
の
著
作
に
お
い
て
結
論
付
け
た
か
を
、
順
を
追
っ

て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
量
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
『
古
伝
通
解
』
な
ど
、
隆
正
が
神
観
念
に
対
し
て
言
及
す
る
著
作
と
再
度
解

か
つ
我
が
国
を
知
る
し
食
す
人
物
は
、

国
依
ざ
し
の
神
勅
を
受
け
た
嫡
流
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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’

○
天
之
御
中
主
神
な
か
と
い
ふ
こ
と
ば
に
三
つ
の
こ
こ
ろ
あ
り
、

な
り
。
此
の
三
つ
の
な
か
う
ち
あ
ひ
て
円
相
を
な
す
も
の
に
な
ん
。

5９

之
御
中
主
神
」
）
の
位
置
づ
け
と
、
至
尊
性
を
見
出
す
契
機
と
な
っ
た
概
念
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
後
述
す
る
が
、
天
照
大
御
神

を
中
心
と
し
た
神
道
説
を
提
唱
し
た
と
さ
れ
る
の
が
、
隆
正
に
お
け
る
現
在
の
神
観
念
の
定
説
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
も
「
な
か
」

の
概
念
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。

結
果
と
し
て
定
説
と
さ
れ
る
「
天
照
大
御
神
を
最
も
重
視
す
る
」
と
い
う
隆
正
の
神
観
念
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
が
、
な
ぜ
天
照
大
御

神
を
中
心
と
し
た
神
観
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
少
し
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
お
り
、
「
な
か
」
の
思
想
と
隆
正

（
Ⅱ
）

独
自
の
天
之
御
中
主
神
観
が
創
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

筆
者
は
、
隆
正
の
天
皇
観
や
神
観
念
、
と
く
に
造
化
三
神
や
天
照
大
御
神
に
関
す
る
概
念
は
、
数
々
の
著
作
を
著
し
た
際
に
獲
得
し
た
、

隆
正
が
独
自
に
編
み
出
し
た
古
典
解
釈
の
方
法
と
森
羅
万
象
あ
ら
ゆ
る
事
象
と
の
整
合
性
の
上
に
立
脚
し
、
獲
得
し
た
思
想
で
あ
る
と
考

（
咽
）

え
て
い
る
。
ま
た
、
「
な
か
」
と
い
う
概
念
も
隆
正
が
用
い
る
一
円
相
を
用
い
た
世
界
観
の
説
明
も
五
十
音
の
理
解
が
な
け
れ
ば
解
く
こ

と
の
出
来
な
い
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
ず
は
、
隆
正
の
「
な
か
」
の
思
想
と
円
を
用
い
た
説
明
に
つ
い
て
改
め
て
概
略
を
紹
介
し
た
い
。

を
確
認
す
る
。

ま
ず
、
隆
正
の
「
な
か
」
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「
な
か
」

の
思
想
と
造
化
三
神

の
思
想
と
独
自
の
天
之
御
中
主
神
の
解
釈
を
確
認
す
る
た
め
に
隆
正
の
著
作
『
本
教
神
理
説
』
の
該
当
箇
所

か
た
よ
ら
ぬ
な
か
、
う
ち
を
い
ふ
な
か
、
間
を
い
ふ
な
か
こ
れ

円
相
よ
り
円
相
を
い
だ
し
、
円
々
相
依
り
て
天
地
は
な
れ
る
も



外①
中
心
（
中
点
）
を
示
す
「
な
か
」

②
外
側
と
の
境
界
を
示
す
円
の
外
辺
を
示
す
「
な
か
」

の
に
な
ん
。
ま
づ
こ
れ
を
大
中
小
と
わ
か
り
、
そ
れ
を
ま
た
合
せ
て
、
天
地
の
真
を
し
る
べ
し
。
天
之
御
中
主
神
別
天
神
と
あ
れ
ば
、

緯
星
天
よ
り
と
き
は
じ
む
く
し
。
初
発
之
時
い
ま
だ
中
円
小
円
の
差
別
な
か
り
し
な
り
。
大
円
の
中
点
に
小
円
の
お
こ
り
し
を
天
地

の
は
じ
め
と
す
。
そ
の
小
円
は
じ
め
は
浮
脂
の
ご
と
き
も
の
に
て
あ
り
け
る
が
成
熟
し
て
、
い
ま
の
日
球
と
な
れ
る
も
の
な
り
。
タ

ヵ
マ
ノ
ハ
ラ
ニ
と
あ
る
は
、
そ
の
小
円
を
い
へ
る
も
の
な
り
。

隆
正
に
よ
れ
ば
、

タト

6０

内
。

ｌ

う
ち
外
の
あ
ひ
だ
を
い
ふ
な
か

う
ち
を
い
ふ
な
か

（
凪
）

（
野
村
惇
四
郎
編
『
大
国
隆
正
全
集
第
一
一
巻
』
・
七
頁
）

か
た
よ
ら
ぬ
と
こ
ろ
を
い
ふ
な
か



で
あ
る
。

6１

こ
の
「
な
か
」
の
概
念
が
天
之
御
中
主
神
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
『
斥
儒
仏
』
に
お
い
て
隆
正
は
、
「
い
ま
隆
正
が
神
代
古
事
と

五
十
音
の
言
理
と
に
よ
り
て
さ
と
り
得
た
る
、
神
道
の
大
要
を
と
き
て
き
か
す
べ
し
。
神
道
は
も
と
天
之
御
中
主
神
の
神
の
御
名
に
お
ひ

た
ま
げ
る
な
か
と
い
う
一
言
よ
り
お
こ
り
て
、
天
地
の
間
に
あ
ま
ね
く
い
た
ら
ぬ
か
た
の
あ
ら
ぬ
も
の
な
り
。
こ
れ
に
正
中
・
偏
中
の
和

（
Ｍ
）

価
値
あ
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
天
之
御
中
主
神
と
「
な
か
」
の
概
念
と
の
関
わ
り
は
菖
物
の
生
成
に
密
接
に
関
わ
る
問
題
な
の

③
円
の
内
面
「
な
か
」
の
三
つ
の
「
な
か
」

が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
、
各
々
の
「
な
か
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
円
相
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
う
し
て
出
来
た
様
々
な
円
が
構
成
さ
れ
、

大
小
様
々
な
円
に
よ
っ
て
世
界
が
構
築
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、
隆
正
の
思
想
の
淵
源
が
見
て
取
れ
る
。

加
え
て
、
こ
の
三
つ
の
「
な
か
」
の
概
念
を
、
隆
正
は
『
古
博
通
解
』
で
も
使
用
し
、
「
天
之
御
中
主
」
の
注
釈
に
お
い
て
詳
細
に
論

じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
三
つ
の
「
な
か
」
の
う
ち
中
点
を
し
め
す
「
か
た
よ
ら
ぬ
な
か
」
に
、
さ
ら
に
細
か
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
論

じ
て
、
「
な
か
」
と
い
う
言
葉
の
概
念
を
さ
ら
に
肉
付
け
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

大|玉I隆正の神観念についての一試論

隆
正
は
『
神
理
一
貫
書
』
に
お
い
て
、
天
之
御
中
主
神
の
神
格
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

れ
な
り
。

べ
き
か
つ
ｈ
ノ

か
た
よ
ら
ぬ
な
か
に
ま
た
四
つ
の
こ
こ
ろ
あ
り
。
う
ご
か
ぬ
な
か
、
な
か
に
つ
く
な
か
な
か
に
つ
か
ぬ
な
か
、
つ
ら
ぬ
く
な
か
、
こ

れ
な
り
。
ま
づ
こ
れ
ら
の
差
別
を
と
き
て
、
な
か
と
い
ふ
こ
と
の
こ
こ
ろ
を
く
は
し
く
し
り
、
中
は
道
の
も
と
な
る
こ
と
を
さ
と
る

（
『
全
集
六
』
・
六
十
一
一
頁
）



こ
れ
を
見
て
さ
と
る
べ
し
。
高
天
原
は
天
地
の
核
に
て
、
菖
物
は
み
な
こ
れ
よ
り
お
ひ
い
で
た
る
も
の
な
れ
ば
、
皆
そ
の
根
本
の
形

を
具
へ
て
中
黙
あ
る
な
り
。
高
天
原
に
お
き
て
は
、
こ
の
神
を
天
之
御
中
主
神
と
い
ふ
く
く
、
菖
物
に
あ
り
て
は
、
各
そ
れ
の
御
中

主
神
と
い
ふ
べ
き
な
り
。
米
に
は
米
之
御
中
主
神
あ
り
。
塵
に
は
塵
之
御
中
主
神
あ
る
べ
し
。
一
粒
一
塵
ご
と
に
中
黙
あ
り
て
、
そ

こ
に
御
中
主
の
神
霊
お
は
し
ま
せ
ば
、
或
は
く
だ
け
て
葛
と
な
り
、
億
と
な
り
、
或
は
集
り
て
一
一
一
と
な
り
、
一
一
と
な
り
、
一
と
な
り

て
、
お
は
し
ま
さ
ぬ
と
こ
ろ
と
て
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。

6２

菖
物
に
中
鮎
な
き
も
の
は
あ
ら
ず
。
菖
物
い
づ
れ
も
そ
の
中
鮎
へ
八
面
を
ひ
き
つ
け
て
形
質
を
た
も
つ
も
の
な
り
。
内
ウ
ッ
ロ
ナ
ル

モ
ノ
ァ
リ
、
盈
ル
モ
ノ
ァ
リ
。
ユ
ガ
メ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
ウ
ッ
ロ
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
ソ
ノ
中
鮎
眼
ニ
ミ
エ
ズ
。
ユ
ガ
メ
ル
モ
ノ
モ
亦
、
１

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
ガ
メ
ル
マ
マ
ニ
中
鮎
ハ
ア
ル
ナ
リ
。

○
Ｄ
、
瞳

勉
陣
Ｄ
○

米
ヲ
砕
キ
テ
粉
ト
ス
レ
バ
、
一
粒
々
々
二
、
御
中
主
神
分
レ
タ
マ
フ
ナ
リ
。
ソ
レ
ヲ
集
メ
テ
園
子
ノ
中
鮎
ニ
ウ
ッ
リ
テ
ー
ッ
一
一
集
リ

タ
マ
フ
ナ
リ
。
米
ヲ
俵
ニ
ッ
ク
レ
バ
、
一
俵
ノ
御
中
主
ア
リ
。
百
石
積
メ
バ
、
百
石
ノ
御
中
主
ト
ナ
リ
テ
、
大
小
手
ニ
シ
タ
ガ
ヒ
、

天
之
御
中
主
神

破
れ
ば
わ
る
に
し
た
が
ひ
、
砕
け
ば
く
だ
く
ま
に
ま
に
中
鮎
は
そ
の
わ
れ
、
そ
の
く
だ
け

に
別
れ
う
つ
る
。

そ
の
わ
れ
、
そ
の
く
だ
け
を
よ
せ
合
す
れ
ば
、
よ
せ
合
す
る
に
ま
か
せ
て
、
そ
の
中
鮎
は

も
と
へ
か
へ
る
な
り
。



6３

隆
正
に
よ
れ
ば
、
天
之
御
中
主
神
は
万
物
全
て
に
宿
り
、
森
羅
万
象
す
べ
て
の
中
点
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
で
あ
る
な

ら
ば
、
そ
の
他
の
神
と
天
之
御
中
主
神
は
ど
の
よ
う
な
関
連
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
続
け
て
隆
正
は
「
う
ご
か
ぬ
な
か
」
が

生
ま
れ
る
根
拠
と
し
て
高
御
産
巣
日
神
と
神
産
巣
日
神
に
つ
い
て
の
考
察
を
展
開
す
る
。

（
『
全
集
五
』
・
二
一
七
～
一
一
一
八
頁
）

高
御
産
巣
日
神

た
か
は
た
け
・
た
く
と
は
た
ら
き
て
、
そ
の
中
鮎
よ
り
お
こ
り
て
、
か
ぎ
る
と
こ
ろ
ま
で
の
ぴ
ゆ
く
を
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。

く
る
、
夜
の
た
く
る
、
背
の
た
く
る
な
ど
、
み
な
そ
の
中
央
よ
り
そ
の
か
ぎ
り
ま
で
の
び
ゆ
く
を
い
ふ
こ
と
ば
な
ら
ず
や
。

た
ら
き
を
鵠
言
に
し
て
た
け
と
い
ひ
、
そ
の
た
け
を
た
か
と
う
つ
し
つ
づ
け
て
い
ふ
は
、
酒
を
酒
瓶
、
船
を
船
板
な
ど
と
』

く
、
四
を
一
に
う
つ
す
合
語
の
格
な
り
。
む
す
び
は
中
黙
を
と
り
て
外
漫
へ
む
す
び
た
る
を
い
ふ
。
さ
れ
ば
こ
の
神
霊
は
、

集
散
時
ニ
ョ
リ
テ
、
定
マ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
オ
ハ
シ
マ
サ
ヌ
カ
タ
ハ
ア
ラ
ヌ
ナ
リ
・
」

は
た
ら
き
て
、
そ
の
中
軸
よ
り
お
こ
り
て
、
か
ぎ
る
と
こ
ろ
ま
で
の
び
ゆ
く
を
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
日
の
た

背
の
た
く
る
な
ど
、
み
な
そ
の
中
央
よ
り
そ
の
か
ぎ
り
ま
で
の
び
ゆ
く
を
い
ふ
こ
と
ば
な
ら
ず
や
。
こ
の
は

た
け
と
い
ひ
、
そ
の
た
け
を
た
か
と
う
つ
し
つ
づ
け
て
い
ふ
は
、
酒
を
酒
瓶
、
船
を
船
板
な
ど
と
い
ふ
ご
と

合
語
の
格
な
り
。
む
す
び
は
中
鮎
を
と
り
て
外
遥
へ
む
す
び
た
る
を
い
ふ
。
さ
れ
ば
こ
の
神
霊
は
、
中
点
よ

り
お
こ
り
て
外
遥
ま
で
の
び
ゆ
く
、
根
元
の
露
に
て
お
は
し
ま
す
。

神
産
巣
日
神

か
む
は
四
方
八
面
よ
り
中
点
を
お
す
を
い
ふ
。
噛
も
下
歯
に
て
上
歯
を
お
す
な
り
。
鼻
を
か
む
も
左
右
よ
り

中
を
お
す
を
い
ふ
。
被
る
は
上
よ
り
下
を
お
し
つ
、
む
な
り
。
さ
れ
ば
こ
の
か
み
は
外
豊
よ
り
中
点
を
唾
し

た
ま
ふ
神
な
り
。
む
す
び
は
外
逼
を
中
点
へ
む
す
ぴ
た
ま
ふ
に
よ
り
て
い
ふ
な
り
。

こ
の
三
神
に
よ
り
て
、
無
心
の
回
形
活
路
を
得
る
な
り
。
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こ
れ
ら
の
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
隆
正
は
再
び
天
之
御
中
主
神
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

「
た
か
・
か
む
の
二
神
も
ま
た
、
一
米
一
塵
の
す
ゑ
ま
で
も
、
つ
き
そ
ひ
お
は
し
ま
す
な
り
」
と
隆
正
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
万

物
を
象
る
全
て
の
現
象
に
は
、
天
之
御
中
主
神
と
ム
ス
ヒ
の
一
一
神
、
即
ち
造
化
三
神
の
力
が
働
い
て
初
め
て
成
立
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て

わ
が
御
中
主
神
ば
か
り
に
は
あ
ら
ず
。
た
か
・
か
む
の
二
神
も
ま
た
、
一
米
一
塵
の
す

ゑ
ま
で
も
、
つ
き
そ
ひ
お
は
し
ま
す
な
り
。
〈
『
全
集
五
」
・
一
一
一
八
頁
～
二
一
九
頁
〉

い

る５
○

造
化
三
神
と
「
な
か
」
の
思
想
と
の
連
関
性
を
隆
正
の
一
円
図
に
当
て
は
め
る
と
次
の
と
お
り
と
な
ろ
う
。

6４

外
辺

中
点

よ
り
中
点
を
圧
す
高
御
産
巣
日
神

よ
り
外
周
に
広
が
り
形
を
象
る
高
御
産
巣
日
神

万
物
の
中
心
と
し
て
の
天
之
御
中
主
神



6５

こ
れ
ら
の
論
は
、
一
見
「
汎
神
論
」
と
も
見
受
け
ら
れ
る
天
之
御
中
主
神
と
高
御
産
巣
日
神
と
神
産
巣
日
神
の
神
格
で
あ
る
が
、
隆
正

（
略
）

に
と
っ
て
み
れ
ば
、
ム
ス
ビ
の
神
も
天
之
御
中
主
神
の
荒
御
魂
・
和
御
魂
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
隆
正
の
造
化
三
神
の
神
格

を
ま
ず
理
解
し
な
け
れ
ば
、
『
古
伝
通
解
』
や
『
天
地
人
神
名
考
』
に
お
け
る
神
の
概
念
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
「
な
か
」
の
概

念
が
ど
の
よ
う
に
隆
正
の
思
想
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
か
は
、
隆
正
の
思
想
の
全
て
の
出
発
点
と
な
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

ま
た
、
天
照
大
御
神
に
つ
い
て
隆
正
は
、
こ
れ
ら
「
な
か
」
の
思
想
か
ら
出
発
し
て
な
ぜ
天
照
大
御
神
が
至
尊
の
存
在
で
あ
る
か
を
『
候

録
』
に
お
い
て
、
「
日
は
緯
星
天
の
中
黙
に
あ
る
も
の
な
り
。
そ
の
中
極
に
天
之
御
中
主
神
お
は
し
ま
す
。
天
之
御
中
主
神
の
分
霊
の
す

（
Ⅳ
）

ぐ
れ
た
る
を
天
照
大
神
と
い
ふ
。
日
球
を
は
じ
め
緯
星
天
を
と
り
す
べ
て
つ
か
さ
ど
り
た
ま
ふ
神
垂
垂
な
り
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
や

こ
れ
に
よ
り
た
ち
か
へ
り
、
天
之
御
中
主
神
の
こ
と
を
く
は
し
く
と
く
べ
き
な
り
。

な
か
と
い
う
こ
と
ば
に
、
三
つ
の
わ
か
ち
あ
り
。
か
た
よ
ら
ぬ
を
い
ふ
な
か
あ
り
。
う
ち
を
い
ふ
な
か
あ
り
。
間
を
い
ふ
な
か
あ
り
。

箱
ノ
ナ
カ
ナ
ド
イ
フ
ハ
、
ウ
チ
ヲ
イ
フ
ナ
リ
。

中
垣
ハ
間
ニ
ア
ル
垣
ヲ
イ
フ
ナ
リ
。
以
後
、
中
・
内
・
間
ト
文
字
ヲ
書
分
テ
、
ソ
ノ

意
ヲ
シ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
。

円
形
は
、
菖
物
、
菖
事
、
菖
物
を
う
み
出
す
と
こ
ろ
に
て
円
形
は
三
つ
の
な
か
あ
ひ
て
な
れ
る
も
の
な
り
。
天
之
御
中
主
神
は
、
か

た
よ
ら
ぬ
な
か
に
あ
た
り
、
高
御
産
巣
日
神
は
、
内
を
い
ふ
な
か
に
あ
た
り
、
神
産
巣
日
神
は
問
を
い
ふ
な
か
に
あ
た
り
た
ま
へ
り
。

こ
れ
に
よ
り
て
考
ふ
れ
ば
、
高
御
産
巣
日
神
は
天
之
御
中
主
神
の
荒
御
魂
に
て
、
神
産
巣
日
神
は
、
和
魂
に
て
お
は
し
ま
し
け
り
。

〈
『
全
集
五
』
・
二
一
九
頁
〉
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大
国
隆
正
の
研
究
の
な
か
で
、
着
目
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
「
天
皇
総
帝
論
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
「
天
皇
総
帝
論
」
は
、
隆
正

の
政
治
思
想
の
特
質
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
政
治
論
の
枠
を
離
れ
、

隆
正
の
論
じ
た
一
連
の
著
作
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
な
す
べ
き
か
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
例
を
挙

げ
る
な
ら
ば
、
天
皇
の
皇
祖
た
る
天
照
大
御
神
と
の
関
連
性
を
重
視
し
て
、
津
和
野
派
の
思
想
と
い
わ
れ
る
、
「
天
照
大
御
神
を
重
視
し

た
神
道
観
」
を
形
成
す
る
論
証
と
し
て
「
天
皇
総
帝
論
」
と
位
置
づ
け
た
も
の
と
、
隆
正
が
自
ら
の
学
問
で
重
要
と
位
置
づ
け
た
「
な
か
」

の
思
想
と
の
連
関
性
に
つ
い
て
な
ど
で
あ
る
。
隆
正
の
天
皇
論
を
考
察
す
る
上
で
、
こ
れ
ら
の
事
を
述
べ
る
の
は
論
拠
の
絶
対
条
件
で
は

な
い
た
め
、
言
及
し
て
い
る
先
行
研
究
は
殊
の
外
勘
い
。
今
回
は
「
天
皇
総
帝
論
」
に
つ
い
て
の
紹
介
と
、
著
作
中
に
散
見
さ
れ
る
「
天

皇
総
帝
論
」
に
関
わ
る
論
考
と
、
隆
正
の
神
観
念
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

天
皇
を
万
国
の
総
帝
と
し
て
中
心
に
配
置
し
、
全
世
界
を
統
括
す
る
至
尊
の
存
在
と
見
る
隆
正
の
思
想
は
、
多
く
の
先
行
研
究
に
て
指

摘
と
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
松
浦
光
修
氏
は
宣
長
以
来
の
政
治
論
を
、

若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

は
り
、
隆
正
に
と
っ
て
、
天
照
大
御
神
を
説
明
す
る
上
で
も
天
之
御
中
主
神
の
「
な
か
」
の
思
想
が
重
要
で
あ
っ
て
、
分
霊
と
し
て
特
に

優
れ
た
「
天
照
大
御
神
」
が
中
点
と
な
り
、
そ
の
歴
史
性
を
つ
ら
ぬ
く
「
な
か
」
と
し
て
皇
祖
皇
霊
が
存
在
し
、
そ
の
皇
統
を
中
線
に
結

び
、
現
に
国
之
御
中
主
と
し
て
世
界
を
治
め
る
「
天
皇
」
が
存
在
す
る
原
点
と
な
る
こ
と
か
ら
、
「
天
照
大
御
神
」
「
天
皇
」
の
至
尊
性
が

担
保
さ
れ
る
と
い
う
考
え
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
隆
正
の
神
観
念
を
念
頭
に
置
い
て
考
察
を
試
み
る
一
環
と
し
て
、
隆
正
の
代
表
的
な
思
想
で
あ
る
「
天
皇
総
帝
論
」
に
つ
い
て

４
「
天
皇
総
帝
論
」
と
隆
正
の
神
観
念

6６
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盆
弓

（
Ａ
）
万
国
は
天
照
大
御
神
の
恵
み
に
浴
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
万
国
の
統
治
権
は
天
照

大
御
神
の
子
孫
で
あ
る
天
皇
に
あ
る
。

（
Ｂ
）
そ
の
天
照
大
御
神
が
誕
生
さ
れ
た
の
は
日
本
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
日
本
は
万
国
の

中
で
最
も
優
れ
た
国
で
あ
る
。

と
、
大
き
く
２
点
に
要
点
を
絞
り
、
『
玉
く
し
げ
』
本
文
中
の
「
本
朝
は
、
天
照
大
御
神
の
御
本
国
に
し
て
、
万
国
元
本
大
宗
た
る
御
国

な
れ
ば
、
万
国
共
に
、
こ
の
御
国
を
尊
み
戴
き
臣
服
し
て
、
四
海
の
う
ち
み
な
、
此
ま
こ
と
の
道
に
依
り
遵
は
で
は
か
な
は
ぬ
こ
と
わ
り

な
る
に
」
と
い
う
箇
所
を
引
用
し
て
「
万
国
は
日
本
に
臣
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
日
本
は
「
君
」
の
国

（
肥
）

で
あ
り
、
諸
外
国
は
「
臣
」
の
国
で
あ
る
」
と
い
う
一
旦
長
の
主
張
を
纏
め
て
い
る
。

大国隆正の神観念についての一試論

こ
れ
を
受
け
て
松
浦
氏
は
、
隆
正
の
天
皇
論
を
嘉
永
六
年
以
前
と
以

後
、
安
政
二
年
の
主
張
の
一
一
一
期
に
分
け
て
論
じ
、
宣
長
の
説
を
祖
述
す

る
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
隆
正
の
政
治
論
が
次
第
に
「
帝
爵
の
国
」
や

（
旧
）

「
総
王
」
・
「
総
帝
」
の
概
念
を
獲
得
し
た
経
緯
を
纏
め
て
い
る
。

松
浦
氏
に
よ
る
と
安
政
二
年
以
前
に
は
天
皇
総
帝
論
は
完
成
し
、
将

軍
を
外
国
の
王
の
上
に
位
置
づ
け
て
い
た
自
説
を
、
諸
外
国
の
王
と
将

軍
を
同
等
に
位
置
づ
け
、
こ
れ
を
日
本
独
自
の
「
大
帝
爵
の
国
体
」
と

し
て
、
天
皇
と
将
軍
に
よ
る
二
重
統
治
の
体
制
を
論
理
的
に
整
合
さ
せ

た
と
し
て
い
る
。
安
政
二
年
頃
成
立
の
『
古
伝
通
解
』
を
見
る
と
、
依

然
と
し
て
将
軍
家
を
外
国
の
諸
王
の
上
位
に
位
置
さ
せ
て
い
る
こ
と
が



こ
れ
ま
で
、
隆
正
の
「
な
か
」
の
思
想
の
中
核
を
支
え
る
天
之
御
中
主
神
を
中
心
と
す
る
造
化
三
神
の
働
き
と
、
隆
正
の
世
界
観
を
表

す
「
な
か
」
の
概
念
が
ど
の
よ
う
に
現
実
世
界
と
連
関
性
を
以
っ
て
説
か
れ
て
き
た
か
を
概
観
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
隆
正
の
最
晩
期

の
著
作
で
あ
る
画
筆
院
大
畢
所
蔵
本
『
音
図
神
解
』
を
紹
介
し
つ
つ
、
隆
正
の
五
十
音
図
と
神
の
概
念
に
つ
い
て
少
々
触
れ
て
い
き
た
い
。

『
音
図
神
解
』
は
『
古
事
記
』
の
注
釈
を
試
み
た
『
古
伝
通
解
』
と
並
び
、
隆
正
の
主
著
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
『
音
図
神
解
』
は
、

隆
正
の
五
十
音
図
に
基
づ
く
言
語
学
研
究
の
成
果
で
あ
る
。

同
著
は
安
政
二
年
頃
に
成
立
し
た
も
の
が
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
隆
正
は
安
政
二
年
以
降
も
「
音
図
神
解
」
と
名
を
冠
し
た
箸

〈
「
全
集
六
』
・
一
六
三
頁
〉

此
の
図
に
よ
れ
ば
隆
正
は
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
万
物
を
一
円
相
内
で
９
つ
の
円
に
分
け
外
側
か
ら
金
石
土
砂
・
草
木
穀
藷
・
禽
獣
録

魚
の
３
つ
を
「
物
」
と
位
置
づ
け
次
に
万
国
の
人
・
日
本
国
之
人
・
知
道
之
人
と
位
置
づ
け
こ
れ
を
「
人
」
と
規
定
す
る
。
そ
の
際
、
同

格
に
あ
る
も
の
と
し
て
堂
上
大
小
名
は
万
国
王
を
、
大
将
軍
家
は
大
政
府
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
て
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
一
連
の
隆
正
の
言
説
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
隆
正
が
天
皇
論
を
述
べ
る
上
で
重
視
し
た
こ
と
は
、
将
軍
家
と
天
皇
の
二

重
統
治
を
正
当
付
け
た
か
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
神
代
の
中
線
」
を
伝
え
る
日
本
と
（
隆
正
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
）
「
本
教
」

の
伝
わ
る
「
日
本
」
こ
そ
、
世
界
の
「
な
か
」
た
る
べ
き
国
で
あ
り
、
世
界
の
「
中
点
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
日
本
を
統
く
る
「
園
之
御
中

主
」
、
す
な
わ
ち
天
皇
が
世
界
を
統
治
す
る
の
が
、
世
界
の
「
ま
こ
と
の
道
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
、
と
隆
正
が
論
じ
て
い
る
と
解
釈

す
る
ほ
う
が
よ
り
正
確
に
隆
正
の
天
皇
観
を
見
い
だ
せ
る
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

見
て
取
れ
る
。

〈
「
全
集
六
』
．

５
国
畢
院
大
事
所
蔵
本
慶
応
版
『
音
図
神
解
』
に
見
ら
れ
る
隆
正
の
神
観
念

6８
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（
皿
）解

』
の
自
筆
稿
本
で
あ
る
。

（
釦
）

作
を
数
冊
上
梓
－
し
て
い
る
。

本
文
構
成
と
し
て
は
、
安
政
一
一
年
版
の
よ
う
な
完
成
さ
れ
た
書
籍
の
形
態
を
取
ら
ず
、
さ
な
が
ら
隆
正
の
言
語
学
に
関
す
る
日
記
形
式

の
「
学
問
ノ
ー
ト
」
の
よ
う
な
形
式
で
あ
る
。
ま
た
、
各
冊
毎
に
年
月
日
が
錯
綜
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
一
気
阿
成
に
描
き
上
げ
た
も
の

を
再
構
成
し
て
冊
子
形
態
に
纏
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
資
料
で
も
隆
正
の
著
作
の
特
徴
で
あ
る
一
円
相
な
ど
図
版
を
駆
使
し
て
説
明
を
試
み
る
執
筆
形
態
も
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
隆
正
が

没
す
る
数
ヶ
月
前
ま
で
執
筆
が
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
隆
正
の
五
十
音
図
と
言
語
学
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
学
問
的
興
味
が
見
て

取
れ
よ
う
。
こ
こ
か
ら
、
隆
正
の
思
想
が
見
ら
れ
る
基
礎
的
資
料
を
提
出
し
、
神
観
念
を
考
察
す
る
一
助
と
す
る
こ
と
を
本
項
の
目
的
と

す
る
。

①
慶
雁
一
一
年
丙
寅
三
月

ア
、
『
音
図
神
解
』
文
中
に
見
る
言
語
学
的
主
張
と
世
界
観
の
模
索

第
一
巻
目
で
あ
る
『
本
義
』
冒
頭
の
部
分
に
、
「
神
道
の
ま
こ
と
」
と
題
し
て
天
皇
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
、
言
語
学
と
の
関
わ
り
に

お
い
て
は
未
だ
模
索
の
段
階
に
あ
る
こ
と
が
、
後
述
す
る
同
様
の
文
章
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
出
来
る
。
和
歌
を
神
道
と
結
び

つ
け
論
じ
た
国
学
者
が
い
た
よ
う
に
、
隆
正
の
最
終
目
標
は
神
道
と
五
十
音
の
正
し
い
理
解
が
学
問
の
真
髄
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い

た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

本
資
料
は
隆
正
最
晩
年
の
慶
雁
一
一
（
一
八
六
六
）
年
か
ら
明
治
四
（
一
八
七
一
一
）
に
か
け
て
記
さ
れ
た
園
単
院
大
畢
図
書
館
蔵
豆
臼
図
神

大国隆正の神観念についての一試論



あ
い
う
え
お

○
五
十
音
図
の
ま
こ
と

「
神
道
の
ま
こ
と
」
に
見
ら
れ
る
思
想
は
嘉
永
・
安
政
期
に
見
ら
れ
る
著
作
の
思
想
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、
積
極
的
に
言
語
学
と
の

関
連
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
晩
年
の
隆
正
の
意
気
込
み
が
見
て
取
れ
る
。

安
政
期
は
「
あ
」
と
「
わ
」
の
言
葉
に
の
み
言
語
の
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
慶
応
期
の
著
作
に
お
い
て
は
五
十
音
全
て
に

お
い
て
意
味
付
け
を
し
て
、
持
論
で
あ
る
五
十
音
と
森
羅
万
象
と
の
関
わ
り
を
証
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
所
に
着
目
し
た
い
。

次
は
、
神
道
の
ま
こ
と
の
対
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
五
十
音
図
の
ま
こ
と
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

神
道
の
ま
こ
と

音
ハ
万
国
同
し
く
し
て
こ
と
は
閲
万
国
同
し
か
ら
す
道
は
万
園
同
し
く
し
て
教
は
万
国
同
し
か
ら
す
こ
と
は
の
同
し
か
ら
ぬ
徴
は
古
事

記
序
に
も
重
訳
と
い
ふ
こ
と
あ
る
を
も
て
し
る
へ
し
道
の
同
し
き
あ
か
し
は
忠
孝
仁
義
を
わ
る
し
と
す
る
く
に
は
あ
ら
ぬ
な
り
し
か
あ
り

て
わ
か
日
の
本
は
と
っ
く
に
蚤
す
ぐ
れ
て
と
ふ
と
き
こ
と
あ
る
な
り
み
ち
の
す
く
れ
て
あ
る
こ
と
は
神
代
よ
り
天
皇
の
大
み
す
ち
さ
ら
に

か
は
り
た
ま
わ
す
こ
と
の
す
く
れ
て
あ
る
こ
と
は
あ
い
う
え
お
を
こ
と
は
の
下
い
つ
か
わ
す
て
ら
り
る
れ
ろ
を
こ
と
は
の
上
に
お
か
す
上

下
の
分
別
よ
く
き
は
中
か
に
わ
か
り
て
あ
ら
ル
る
か
み
よ
の
こ
と
は
を
も
て
さ
と
る
へ
し
こ
れ
を
も
て
わ
か
く
に
は
く
に
の
も
と
に
わ
か

す
め
ら
き
は
ょ
ろ
つ
の
く
に
の
も
と
つ
大
き
み
に
お
は
し
ま
し
て
よ
る
つ
の
固
の
園
王
と
も
は
そ
な
み
や
川
と
く
に
と
ま
を
し
く
み
つ
き

と
た
て
ま
つ
る
へ
き
も
の
に
て
あ
り
け
る

問

（
『
音
図
神
解
一
本
義
』
三
丁
表
～
四
丁
表
）

ほ
同
一
で
あ
る
が
、
積
極
的
に
言
語
学
と
の

7０
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身
よ
り
入
る
ひ
と
つ
に
な
る
の
こ
り
の
こ
り
て
う
つ
る
わ
す

か
き
く
け
こ

よ
り
か
は
る
つ
ら
ぬ
く

さ
し
す
せ
そ

と
り
の
け
と
、
く
し
た
か
ふ
し
た
か
ハ
す

た
ち
っ
て
と

あ
ひ
、
く
あ
ひ
よ
る
と
ほ
る
と
ほ
ら
す

わ
ゐ
う
ゑ
を

と
ど
む
と
蟹
ま
る
う
つ
る
へ
き
も
の
う
つ
ら
す

は
ひ
ふ
へ
ほ

底
よ
り
い
つ
わ
か
つ
わ
か
る
わ
か
れ
て
わ
か
れ
す

ま
み
む
め
も

並
に
向
ふ
お
し
て
ひ
く

な
に
ぬ
れ
の

し
た
か
ふ
し
た
か
は
し
む

ら
り
る
れ
ろ

の
こ
さ
す
の
こ
ら
す
う
つ
る
ふ

や
い
ゆ
え
よ

大国隆正の神観念についての一試論



イ
、
造
化
一
．

②
寧

一
ハ
ロ
河
雨
脚
ｈ
】

五
十
音
原
義

あ
へ
た
て
あ
り
あ
は
ん
と
す

え
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
安
政
版
『
音
図
神
解
』
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
「
あ
」
と
「
わ
」
と
の
違
い
を
説
明
す
る
こ
と
自
体
を
、
隆
正
が

自
身
の
言
語
学
を
理
解
す
る
上
で
必
須
事
項
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
た
め
上
巻
に
つ
い
て
は
「
あ
」
と
「
わ
」
の
２
語
の
意
義
付
け
に

終
始
し
て
い
た
が
、
五
十
音
図
の
「
縦
糸
」
と
よ
べ
る
あ
行
～
わ
行
に
つ
い
て
の
意
味
を
付
加
し
よ
う
と
し
て
い
る
所
に
着
目
し
た
い
。

一
つ
一
つ
の
意
味
は
容
易
に
判
然
し
難
い
が
、
先
述
の
造
化
三
神
と
「
な
か
」
の
概
念
の
中
核
と
な
る
中
心
と
し
て
の
天
之
御
中
主
神
、

中
点
か
ら
外
辺
を
象
る
高
御
産
巣
日
神
、
外
辺
か
ら
中
点
を
圧
す
る
神
産
巣
日
神
の
概
念
が
各
行
の
説
明
に
も
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
窺

か
さ
ぬ
か
さ
な
る
う
つ
る
へ
か
ら
め
も
の
う
つ
る

神
代
に
は
し
め
を
に
ご
る
こ
と
（
な
し
つ
ら
な
り
て
に
ご
る
こ
と
あ
り
に
こ
る
と
き
ハ
す
へ
て
し
ひ
た
も
つ
こ
こ
ろ
そ
ふ
な
り

野
之
口
政
大
国
中
隆
正
し
る
す

（
同
四
丁
表
～
五
丁
表
）

同
様
に
、
各
行
に
隆
正
が
試
み
に
神
格
を
付
与
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
見
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

造
化
三
神
と
五
十
音
に
つ
い
て
の
言
及

慶
雁
二
年
丙
寅

7２



う
っ
き
つ
き
に
よ
る
む
す
は
る
あ
ら
た
ま
る

7３

ち
あ
り

な
に
ぬ
れ
の
天
之
御
中
主
神

は
ひ
ふ
へ
ほ
タ
カ
ヒ
ム
ス
ヒ

・
あ
い
う
え
お
カ
ム
ム
ス
ヒ
ノ

ひ
と
つ
も
の
ふ
た
つ
に
わ
か
れ
て
へ
た
て
り
ゆ
く
へ
た
て
ら
せ
あ
は
す
あ
ふ
へ
き
す
ち
な
り
い
ま
わ
か
れ
て
あ
り
こ
の
聾
に
あ
ふ
へ
き
す

え
お
よ
ふ
中
よ
り
お
よ
ふ

大国隆正の神観念についての一試論

あ
い
う
え
お

外
よ
り
い
る
ひ
と
つ
よ
り
は
な
す
は
る
か
の
こ
り
の
こ
り
て
も
と
を
た
か
へ
す

此
処
で
注
目
し
た
い
の
が
、
な
行
に
天
之
御
中
主
神
を
、
は
行
に
高
御
産
巣
日
神
を
、
あ
行
に
神
産
巣
日
神
を
そ
れ
ぞ
れ
配
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
安
政
版
豆
臼
図
神
解
』
で
言
及
さ
れ
る
「
あ
」
と
「
わ
」
の
働
き
を
考
え
る
と
、
「
あ
」
は
隔
て
を
作
る
高
御
産
巣
日

神
を
配
し
、
「
わ
」
に
は
「
間
を
い
う
な
か
」
で
あ
る
神
産
巣
日
神
を
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
行
は
「
な
か
」
の
思
想
の
根
底
を

示
す
天
之
御
中
主
神
を
配
し
て
お
り
、
は
行
に
つ
い
て
は
安
政
版
豆
日
図
神
解
」
下
巻
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
な
げ
き
」
の
こ
え
と
「
ゑ

お
す
ゑ
に
つ
く
も
と
に
つ
く

四
十
五
音
も
ま
た
底
に
こ
の
い
て
の
こ
こ
ろ
あ
り

い
う
つ
す
て
う
つ
と
る

タ
カ
ヒ
ム
ス
ヒ
ノ
カ
ミ

制
川
引
到
‐
刃
川
引
刈
州
馴
訓

（
同
八
丁
表
～
八
丁
裏
）



五
十
音
原
義

酒
マ
ヘ

ち

つ う
つ
す
て
う
つ
と
る

あ
し
き
を
す
て
よ
き
を
と
る
こ
国
ろ
く
ら
き
も
の
よ
き
を
す
て
あ
し
き
を
と
る

へ
た
て
あ
り
よ
ら
ん
と
す

ひ
と
つ
も
の
ふ
た
つ
に
わ
か
れ
わ
か
れ
た
て
へ
た
て
り
ゆ
く
へ
た
た
い
て
よ
ら
ん
と
す
い
ま
わ
か
れ
て
あ
り
こ
の
ゆ
ゑ
に
へ
た
て
あ
り
も

と
ひ
と
つ
な
り
こ
の
ゆ
ゑ
に
よ
ら
ん
と
す

あ

7４

つ
き
つ
き
に
よ
り
あ
ら
た
ま
る

一
と
き
に
は
あ
ら
た
ま
り
か
た
し
つ
き
つ
き
に
よ
り
て
つ
ひ
に
あ
ら
た
ま
る

い ウ
、
天
皇
総
帝
の
言
語
学
説
上
の
言
及
点

慶
雁
二
年
丙
寅
八
月

（
犯
）

み
」
の
こ
え
、
即
ち
「
人
が
初
め
て
獲
得
し
た
表
現
」
に
高
御
産
巣
日
神
を
充
て
て
お
り
、
「
言
葉
の
は
じ
め
の
声
、
五
十
音
の
始
ま
り

の
言
葉
」
で
あ
る
あ
行
に
神
産
巣
日
神
を
そ
れ
ぞ
れ
充
て
て
い
る
所
は
興
味
深
い
。

周



お
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③
丁
卯
五
月

天
地
の
こ
と
は
わ
か
神
代
古
統
と
五
十
音
園
と
に
こ
も
り
て
も
る
る
こ
と
な
し
神
代
古
統
ハ
造
化
の
を
は
り
人
事
の
は
し
め
む
五
十
音
圏

ハ
正
対
互
対
奇
対
経
緯
表
裏
善
悪
の
も
と
出
て
互
に
を
あ
は
せ
り

日
月
は
正
対
な
り
偶
な
り
こ
れ
に
地
球
を
ま
し
ふ
れ
は
奇
対
と
な
る
日
地
反
対
な
り
て
地
月
も
た
反
せ
り
日
は
外
陽
内
陰
な
り
地
は
外
陰

内
陽
に
日
は
経
星
に
し
て
地
は
緯
星
な
り
日
中
に
善
世
界
あ
り
こ
た
ま
の
原
と
い
ふ
地
下
に
悪
世
界
あ
り
よ
そ
の
く
に
と
い
ふ
人
間
は
表

な
り
鬼
神
の
世
界
を
う
ら
と
す
こ
れ
ら
の
理
五
十
音
圏
に
こ
も
り
て
と
け
は
と
か
る
る
も
の
に
な
ん

上
の
巻
に
も
い
へ
る
こ
と
く
大
日
本
国
は
万
国
の
総
本
国
に
て
わ
か
天
皇
は
世
界
の
総
帝
に
て
お
は
し
ま
せ
と
も
日
本
国
の
人
こ
れ
を
し

ら
す
し
ら
ぬ
に
よ
り
呉
園
の
所
説
を
本
と
し
わ
か
古
説
を
そ
れ
よ
り
下
に
お
き
て
と
く
に
神
道
家
国
畢
家
歌
畢
家
と
い
は
る
る
人
も
ま
た

と
き
に
い
た
ら
さ
り
け
れ
は
に
や
こ
れ
を
し
ら
す
日
本
国
の
も
と
の
こ
と
し
て
と
く
な
り
ひ
ら
く
へ
き
と
き
そ
き
く
そ
こ
に
は
し
め
て
東

す
ゑ
に
つ
く
も
と
に
つ
く

か
り
の
な
か
は
す
ゑ
な
り
ま
こ
と
の
な
か
は
本
な
り
わ
か
天
皇
は
ま
こ
と
の
中
に
て
お
は
し
ま
す
五
十
音
圏
は
人
の
こ
と
は
の
ま
こ
と

の
中
な
り
、
こ
れ
に
ま
こ
と
の
神
道
は
こ
も
り
て
あ
り
、
わ
か
く
に
に
つ
た
え
た
ま
へ
る
あ
め
つ
ち
い
て
き
は
し
め
給
ふ
る
こ
と
は
も
と

大国隆正の神観念についての一試論

お
よ
ふ
中
よ
り
お
よ
ふ

の
中
国
な
り
、
こ
れ
に
ま
こ
と

の
ま
こ
と
の
ふ
る
こ
と
．
な
り

周
中
に
ま
こ
と
の
な
か
あ
り
か
り
の
な
か
あ
り
か
り
の
中
よ
り
お
よ
ふ
ハ
わ
る
し
ま
こ
と
の
中
よ
り
お
よ
ふ
を
よ
し
と
す

（
同
十
丁
表
～
十
一
丁
表
）



ｅ
む
す
び
に
か
え
て

隆
正
独
自
の
天
之
御
中
主
神
観
を
ま
ず
理
解
し
な
け
れ
ば
、
単
に
天
照
大
御
神
重
視
の
神
観
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
隆
正
の
数
々
の

著
作
か
ら
見
え
る
も
の
は
、
「
な
か
」
の
概
念
で
あ
り
、
「
汎
神
論
」
的
な
天
之
御
中
主
神
観
か
ら
展
開
さ
れ
る
「
も
と
」
「
す
ゑ
」
の
思
想

な
ど
、
種
々
に
類
別
さ
れ
る
「
な
か
」
の
概
念
が
根
底
に
あ
る
。
全
て
の
事
象
、
理
は
「
な
か
」
と
い
う
隆
正
独
自
の
点
と
線
に
よ
っ
て

導
き
出
さ
れ
る
「
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
」
で
あ
る
こ
と
を
隆
正
は
主
張
し
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
は
、
隆
正
に
と
っ
て
は
、
全
て
の

モ
ノ
が
「
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
」
で
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
の
特
に
優
れ
た
「
分
霊
」
が
天
照
大
御
神
で
あ
り
、
そ
の
「
中
線
」
の
先
に
、
世
界

「
な
か
」
の
概
念
に
用
い
ら
れ
る
、
造
化
三
神
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
も
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
各
々
正
対
す
る
事
象
を
当
て
は
め
て
、

世
界
の
真
理
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
よ
う
と
す
る
処
に
、
隆
正
の
世
界
観
を
形
成
す
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
丁
卯
五
月
（
慶
応
３
年
）
の
段

階
に
お
い
て
も
、
天
皇
を
世
界
の
総
帝
と
し
て
お
り
、
論
ず
る
と
こ
ろ
の
典
拠
に
安
政
期
に
成
立
し
た
『
古
伝
通
解
』
や
『
音
図
神
解
』

を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
世
界
観
の
形
成
は
変
わ
り
が
な
い
。
隆
正
は
早
期
か
ら
考
究
し
て
い
た
言
語
が
指

し
示
す
世
界
観
・
宇
宙
観
と
、
嘉
永
・
安
政
期
に
獲
得
し
た
政
治
論
・
外
交
論
等
他
の
言
説
と
の
整
合
性
が
あ
る
こ
と
を
最
後
ま
で
示
そ

（
認
）

う
と
試
み
て
い
た
事
が
見
て
取
れ
よ
う
。

満
大
人
真
淵
大
人
宣
長
大
人
篤
胤
大
人
四
説
を
一
部
て
わ
り
古
道
家
を
お
こ
し
た
ま
へ
り
そ
の
四
大
人
の
功
お
の
お
の
得
た
る
と
こ
ろ
あ

り
て
ひ
く
し
か
ら
ね
と
も
わ
か
く
に
の
忠
臣
な
り
又
お
の
お
の
誤
き
と
こ
ろ
あ
り
て
い
ま
た
つ
く
さ
せ
す
こ
れ
に
よ
り
隆
正
こ
れ
を
大
成

せ
ん
と
し
る
こ
こ
ろ
ざ
し
あ
り
こ
こ
ろ
さ
し
は
の
り
み
て
か
た
ら
す
さ
れ
ど
も
古
博
通
解
音
圏
神
解
を
あ
ら
は
し
て
そ
の
あ
ら
ま
し
を
い

は
ん
と
す
又
こ
の
ふ
み
を
み
て
そ
の
大
鉢
を
し
る
へ
き
な
り

（
同
十
六
丁
表
～
十
六
丁
裏
）
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ま
た
、
言
葉
を
と
く
に
神
聖
視
し
て
い
る
面
も
安
政
期
の
著
作
か
ら
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
、
慶
応
版
『
音
図
神
解
』
か
ら
も
見
て
取

れ
る
。
前
述
の
「
な
か
」
の
概
念
に
基
づ
き
、
五
十
音
の
行
に
造
化
三
神
を
あ
て
は
め
よ
う
と
試
み
た
姿
勢
は
大
変
興
味
深
い
。

一
つ
の
著
作
に
お
い
て
通
読
す
る
と
難
解
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
て
も
、
追
っ
て
思
想
的
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
体
系
化
し

理
解
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
筆
者
は
思
量
す
る
。

今
後
は
他
の
国
学
者
の
言
語
学
、
と
り
わ
け
言
語
解
釈
に
神
道
や
神
の
概
念
を
盛
り
こ
も
う
と
試
み
る
著
作
を
調
査
し
隆
正
の
言
語
学

と
の
相
違
点
を
見
出
し
、
幕
末
維
新
期
の
思
想
史
に
お
け
る
言
語
哲
学
的
研
究
に
さ
ら
な
る
考
究
を
加
え
る
事
を
目
標
と
す
る
。

ほ
か
、
隆
正
の
「
本
教
」
を
受
容
し
た
国
学
者
（
福
羽
美
静
な
ど
）
や
、
見
解
が
相
違
し
て
い
る
平
田
派
国
学
者
は
隆
正
の
神
観
念
を
ど

の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
今
回
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
比
較
対
象
と
す
れ
ば
、
幕
末
維
新
期
の
霊
魂
観
や
天
体
説
の
受
容
な
ど
、
新

た
な
視
点
が
生
ま
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
次
回
の
課
題
と
し
た
い
。

の
中
心
に
位
置
す
る
国
之
「
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
」
で
あ
る
皇
祖
皇
霊
が
あ
り
、
現
在
の
「
国
之
御
中
主
」
で
あ
る
天
皇
を
と
り
わ
け
尊
崇
し
た
。

こ
れ
が
隆
正
の
神
観
念
、
天
皇
観
な
の
で
あ
る
。

「
天
之
御
中
主
神
重
視
」
か
「
天
照
大
御
神
重
視
」
か
峻
別
を
試
み
る
と
、
か
え
っ
て
隆
正
の
神
観
念
を
煩
雑
な
も
の
と
し
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う
。

（
１
）
例
え
ば
岡
田
貴
氏
の
『
大
国
隆
正
』
を
見
て
も
長
崎
遊
学
が
隆
正
に
与
え
た
影
響
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

而
し
て
隆
正
は
、
長
崎
に
遊
阜
す
る
こ
と
五
閲
月
に
及
び
、
其
の
期
間
必
ず
し
も
長
い
と
は
云
へ
な
い
が
、
長
崎
で
得
る
と
こ
ろ
は
遍

註

大国隆正の神観念についての一試論



だ
多
か
つ
た
め
で
あ
る
。
専
ら
吉
尾
権
之
助
に
就
い
て
西
洋
の
理
畢
を
単
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
隆
正
が
後
年
蕊
表
せ
る
論
著
に
、
泰
西

の
窮
理
的
要
素
を
巧
に
取
り
入
れ
て
、
古
典
の
解
鐸
に
前
人
未
到
の
新
天
地
を
開
拓
し
得
た
の
も
、
こ
の
長
崎
遊
畢
の
賜
で
あ
る
と
云

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
他
悌
教
関
係
の
文
献
も
渉
猟
す
る
所
が
あ
っ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
青
年
隆
正
が
異
国
情
緒
の
極
め
て
濃
厚

な
長
崎
の
街
、
蘭
人
や
清
国
人
の
匂
ひ
漢
へ
る
中
に
、
好
奇
の
眼
を
輝
や
か
し
乍
ら
、
貧
る
や
う
に
新
し
い
知
識
の
吸
収
に
日
も
こ
れ

足
ら
ぬ
様
で
あ
っ
た
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。
一
日
隆
正
は
、
清
園
人
某
に
就
い
て
書
法
に
関
す
る
話
を
試
み
た
。
清
国
人
某
の
隆
正
に

教
へ
て
い
ふ
や
う
、
貴
国
に
は
貴
国
の
書
法
が
あ
り
、
清
固
に
は
清
圃
の
書
法
が
あ
る
。
貴
下
が
如
何
に
刻
苦
勉
励
し
て
清
嗣
の
書
法

を
単
ん
で
も
、
そ
の
技
能
た
る
や
到
底
我
れ
に
及
ぶ
こ
と
は
困
難
で
あ
ら
う
。
そ
れ
彼
我
各
樹
の
長
所
と
す
る
所
を
異
に
す
る
が
故
で

あ
る
と
。
隆
正
は
こ
の
一
言
に
よ
っ
て
深
く
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
ふ
。
既
に
し
て
隆
正
は
長
崎
を
去
っ
て
、
郷
国
津
和
野
に
入

り
、
次
い
で
江
戸
に
蹄
っ
た
の
で
あ
る
が
、
爾
来
、
皇
朝
諸
名
家
の
筆
蹟
を
単
ん
で
遂
に
一
家
の
書
風
を
立
て
る
や
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
頃
、
隆
正
自
詠
の
歌
に
、

た
て
そ
む
る
こ
関
ろ
ざ
し
た
に
た
ゆ
ま
す
は
た
つ
の
あ
き
と
の
玉
も
と
る
へ
し

と
。
心
中
深
く
立
志
の
念
禁
じ
難
く
、
や
が
て
は
そ
の
大
な
る
目
的
も
達
成
せ
ず
ん
ぱ
止
ま
ざ
る
の
気
塊
を
示
し
て
ゐ
る
。
長
崎
遊
畢

は
隆
正
の
畢
間
的
生
活
に
、
一
つ
の
韓
磯
を
喬
ら
し
め
た
や
う
で
あ
る
。
江
戸
に
戻
っ
て
か
ら
と
い
ふ
も
の
、
従
来
の
文
人
墨
客
と
の

交
際
は
断
然
止
め
ら
れ
た
。
而
し
て
漸
く
思
を
我
が
神
代
の
故
事
に
潜
め
、
我
が
神
代
の
故
事
は
、
濁
皇
園
の
み
に
止
ま
ら
な
い
、
唐

く
地
球
菖
園
に
亙
る
神
理
で
あ
っ
て
、
我
が
皇
統
の
天
地
と
共
に
窮
り
無
き
は
、
偶
然
で
は
な
い
旨
を
貴
り
、
ま
た
五
十
音
圏
に
係
る

諸
害
を
讃
破
し
、
五
十
音
圏
の
絶
妙
大
理
を
閏
溌
す
る
に
至
っ
た
。
か
の
大
著
『
古
博
通
解
』
の
稿
を
起
す
に
至
っ
た
の
も
、
此
の
頃

で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
（
一
六
頁
～
一
七
頁
参
照
）

（
２
）
「
同
十
一
一
年
（
寛
政
十
二
年
“
筆
者
注
）
庚
申
（
一
八
○
○
）
九
歳
。
父
秀
馨
に
よ
り
い
ろ
は
歌
を
更
に
享
和
一
一
年
（
一
八
○
一
一
）
五
十
音

7８
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（
４
）
松
浦
氏
が
儒
学
期
か
ら
固
畢
的
和
歌
へ
と
転
換
し
た
と
主
張
す
る
劃
期
の
具
体
的
文
章
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
当
時
の
隆
正
が
、
漢
土
の
文
化
の
盲
目
的
な
崇
拝
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
当
時
の

隆
正
は
、
清
国
人
か
ら
直
接
、
い
わ
ば
「
本
場
」
の
書
道
を
習
ぼ
う
と
し
て
、
長
崎
に
出
向
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
長
崎
で
の

書
道
の
師
は
、
金
均
光
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
、
書
道
の
修
行
の
た
め
「
工
に
命
じ
て
板
を
削
ら
し
め
、
之
に
害
し
て
学
習
」

（
『
奉
公
事
跡
』
）
す
る
こ
と
ま
で
し
て
い
た
隆
正
で
あ
る
か
ら
、
均
光
に
就
学
し
て
か
ら
の
隆
正
は
、
か
な
り
熱
心
に
修
行
を
つ
づ
け
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
は
上
達
せ
ず
、
焦
燥
し
た
隆
正
は
、
し
ば
し
ば
均
光
の
も
と
へ
、
質
問
に
出
向

い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
げ
く
、
均
光
は
隆
正
に
、
こ
ん
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
。
「
書
は
、
一
小
技
と
い
え
ど
も
、
お
の
ず

か
ら
そ
の
国
風
あ
り
て
、
他
国
人
の
そ
の
特
色
に
な
ら
は
ん
と
欲
す
る
も
、
到
底
、
そ
の
風
致
に
は
お
よ
ぶ
べ
き
も
の
な
ら
ず
。
さ
れ

ば
君
は
、
君
が
本
国
に
特
有
な
る
学
問
、
技
芸
を
研
磨
し
て
、
そ
の
名
を
な
す
の
優
れ
る
に
し
か
じ
」
含
木
園
福
羽
美
静
小
伝
』
）
。

図
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
が
、
彼
は
大
い
に
そ
の
音
韻
の
神
妙
不
測
な
る
を
知
り
、
我
が
国
音
、
僅
か
に
五
十
の
子
母
音
で
、
其
の
活

用
変
化
の
妙
理
に
至
っ
て
は
、
宇
宙
の
間
、
万
有
の
神
理
を
包
含
す
る
本
源
で
あ
る
と
感
悟
し
た
と
い
は
れ
る
。
と
も
か
く
こ
の
音
韻

に
つ
い
て
の
学
問
が
生
涯
に
一
旦
り
、
所
謂
大
国
学
の
根
抵
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
争
は
れ
な
い
。
」

『
神
道
文
化
叢
書
２
大
国
隆
正
』
（
神
道
文
化
会
昭
和
四
十
年
）
を
参
照
。

（
３
）
平
田
厚
志
「
大
国
隆
正
の
神
道
思
想
」
（
『
日
本
の
社
会
と
宗
教
－
千
葉
乗
隆
博
士
還
暦
記
念
論
集
』
同
朋
舎
出
版
昭
和
五
十
六
年
）

に
供
司

参
昭
ｊｂｂ，

○

こ
こ
に
お
い
て
、
隆
正
は
、
何
か
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〃

惰
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そ
れ
は
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”
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（
下
線
部
は
筆
者
）

「
大
風
隆
正
全
集
第
八
巻
』
所
収
「
大
国
隆
正
の
思
想
と
生
涯
」
三
一
○
～
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

（
５
）
『
大
国
隆
正
の
研
究
』
大
明
堂
平
成
十
三
年
参
照
。

（
６
）
「
ペ
リ
ー
来
航
と
大
国
隆
正
」
含
神
道
学
』
百
四
十
平
成
元
年
）
参
照
。

（
７
）
『
日
本
思
想
史
講
座
３
１
近
世
』
所
収
「
国
学
・
言
語
・
秩
序
」
参
照
相
原
氏
は
「
言
語
は
儒
学
者
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
場

で
あ
っ
た
。
」
と
し
、
特
に
国
学
者
が
言
語
学
を
研
究
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
秩
序
構
造
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
日
本

語
を
め
ぐ
る
国
学
者
の
秩
序
構
造
は
、
特
に
世
界
観
・
宇
宙
観
と
も
連
動
し
て
い
る
。
」
と
論
じ
て
い
る
。
筆
者
の
着
目
す
る
五
十
音

９

〃

8０

＃
，

■
■

文
化
十
一
年
、
一
一
十
三
歳
の
こ
ろ
、
隆
正
が
編
慕
に
参
加
し
た
『
柿
本
社
奉
納
和
歌
集
』
と
い
う
も
の
が
、
現
在
残
っ
て
い
る
。
そ
の

こ
ろ
隆
正
は
、
ま
だ
漢
土
の
文
化
の
崇
拝
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
和
歌
に
関
し
て
は
、
す
で
に
か
な
り
の
素
養
を
も
っ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
素
養
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
均
光
か
ら
の
、
そ
の
よ
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、

隆
正
の
学
問
思
想
は
、
そ
の
中
心
を
儒
学
か
ら
和
歌
の
学
問
へ
、
い
わ
ば
歌
学
的
国
学
へ
と
移
し
て
い
っ
た
、
と
筆
者
は
見
て
い
る
が
、

こ
れ
は
隆
正
の
学
問
思
想
に
お
け
る
、
き
わ
め
て
重
要
な
転
換
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

く
る

Ｏ

ｰ

こ
ろ
か
ら
学
ん
で
い
た
和
歌
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

”
ノ
．
壬

〃
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ー
ノ
」
。
》
Ｅ
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２
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図
研
究
に
つ
い
て
は
、
「
国
学
者
が
儒
学
者
に
対
し
て
仕
掛
け
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
拠
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
学
者
内
部
の
闘

争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
場
な
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

（
８
）
岡
田
氏
と
松
浦
氏
は
同
様
に
隆
正
の
長
崎
遊
学
を
学
問
の
画
期
と
し
て
お
り
、
両
者
の
論
ず
る
と
こ
ろ
に
大
差
は
無
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
問
題
は
隆
正
が
幼
少
時
か
ら
並
々
な
ら
ぬ
興
味
を
持
っ
て
い
た
「
五
十
音
図
」
に
つ
い
て
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
松
浦
氏
は

隆
正
が
『
柿
本
社
奉
納
和
歌
集
』
編
纂
に
参
加
し
た
と
い
う
点
か
ら
学
問
動
向
を
そ
の
ま
ま
歌
学
に
直
結
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
岡

田
氏
は
隆
正
の
生
涯
の
テ
ー
マ
と
す
る
「
五
十
音
図
」
の
研
究
に
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
相
違
は
恐
ら
く
『
津
和
野
藩
士
奉
公
事
跡
』
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
物
で
あ
る
と
考
え
る
。
松
浦
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
『
津
和
野
藩
士
奉
公
事
跡
』
に
は
伝
記
と
し
て
不
備
が
見
ら
れ
る
が
、
「
此
よ
り
後
、
文
人
の
交
際
を
止
め
、
専
ら
神

代
の
古
事
・
「
五
十
音
図
」
に
係
る
諸
書
を
攻
め
、
遂
に
、
「
神
代
の
古
事
は
、
独
、
皇
国
の
み
に
止
ま
ら
ず
。
広
く
地
球
万
国
に
一
旦
る

神
理
に
し
て
、
我
皇
統
の
窮
（
き
わ
ま
）
り
無
き
は
、
偶
然
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
」
を
覚
知
し
、
又
、
「
五
十
音
図
」
の
絶
妙
大
理
を
開
発
し
、

『
古
伝
通
解
』
、
及
『
倭
屋
一
家
言
』
（
「
得
経
談
」
、
「
服
観
談
」
、
「
為
寝
談
」
、
「
融
通
談
」
、
「
変
革
談
」
、
「
談
余
」
、
「
言
霊
発
」
、
「
倭
屋
記
」
）

の
稿
を
起
す
。
」
と
い
う
箇
所
に
関
し
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

松
浦
氏
の
研
究
の
画
期
的
な
所
は
、
隆
正
の
初
期
の
著
作
を
翻
刻
し
、
そ
の
結
果
か
ら
考
察
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
新
た
に
翻

刻
し
た
著
作
の
大
半
が
「
歌
学
」
に
関
す
る
物
で
あ
る
為
、
「
歌
学
的
国
学
」
期
と
こ
の
時
期
の
隆
正
を
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
歌
学
」
か
「
五
十
音
」
か
い
ず
れ
に
せ
よ
初
期
の
隆
正
の
思
想
形
成
に
つ
い
て
は
今
一
度
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
９
）
『
神
道
宗
教
』
昭
和
二
十
九
年
七
月
号
、
昭
和
一
一
一
十
年
四
月
号
を
参
照
。

（
皿
）
拙
稿
「
大
国
隆
正
の
言
語
学
研
究
序
説
」
（
『
神
道
宗
教
』
一
一
一
七
号
平
成
一
一
十
二
年
）
を
参
照

（
Ⅱ
）
「
な
か
」
の
思
想
と
天
之
御
中
主
神
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
前
掲
平
田
論
文
を
参
照
。

大国隆正の神観念についての一試論



（
ｕ
）
『
本
教
神
理
説
』
に
お
い
て
も
隆
正
は
「
わ
が
く
に
の
古
事
に
こ
、
ろ
を
つ
く
し
て
、
こ
れ
を
さ
と
り
、
は
じ
め
て
世
に
あ
ら
は
す

造
化
の
秘
説
な
れ
ば
、
耳
あ
た
ら
し
く
今
の
よ
に
は
、
と
り
用
い
る
人
少
な
か
ら
ん
。
さ
れ
ど
も
天
地
の
負
な
れ
ば
、
つ
ひ
に
み
し

る
人
の
、
し
ら
で
か
な
は
い
大
事
に
な
ん
あ
る
。
こ
の
外
に
、
こ
の
日
本
国
に
て
つ
か
ふ
こ
と
ば
の
、
も
と
を
あ
か
せ
る
こ
と
ば
あ
り
。
」

〈
『
大
国
隆
正
全
集
第
五
巻
』
有
光
社
昭
和
十
四
年
・
二
頁
〉
と
述
べ
、
言
語
が
世
界
観
を
も
表
す
玄
妙
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で

（
旧
）
有
光
社
昭
和
十
四
年
以
下
特
に
断
り
の
な
い
場
合
は
『
大
国
隆
正
全
集
」
を
『
全
集
」
と
明
記
す
る
。

（
Ｍ
）
『
全
集
四
』
・
一
九
○
頁
参
照
。

（
胴
）
天
之
御
中
主
神
を
一
種
の
汎
神
論
的
に
見
る
隆
正
の
造
化
一
一
一
神
に
対
す
る
言
説
は
早
く
か
ら
、
河
野
省
三
博
士
が
『
国
学
の
研
究
』

（
大
岡
山
書
店
昭
和
七
年
）
に
お
い
て
、
特
に
鈴
木
重
胤
の
説
を
中
心
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
ム
ス
ヒ
の
神
の
神
格
に
つ
い
て
も
、
『
神

道
要
語
集
宗
教
篇
』
に
お
い
て
委
曲
を
尽
く
し
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
阪
本
健
一
氏
も
前
掲
の
『
大
国
隆
正
』
に
お
い
て
、
隆
正
の

造
化
三
神
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
「
五
、
天
地
の
は
じ
め
造
化
一
一
一
神
」
と
し
て
、
隆
正
の
天
之
御
中
主
神
観
を
、
「
天
之
御
中
主

神
が
そ
の
真
中
に
お
は
し
ま
す
に
よ
っ
て
、
傾
く
こ
と
が
な
く
、
円
形
を
な
し
て
、
つ
ひ
に
今
日
の
日
輪
に
化
し
た
の
で
あ
る
。
理

の
方
面
か
ら
い
へ
ば
、
儒
家
に
て
は
未
発
之
中
（
允
執
二
其
中
一
）
で
あ
り
、
仏
家
に
て
は
（
天
台
の
中
道
実
相
）
と
い
ひ
、
道
家
に
て

は
道
（
守
中
）
と
観
じ
、
中
を
以
て
教
の
本
と
な
し
て
ゐ
る
、
と
斯
様
に
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
造
化
の
三
神
と
し
て
「
御

中
主
神
の
つ
ぎ
に
、
高
御
産
巣
日
神
、
神
産
巣
日
神
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
中
点
よ
り
長
（
た
け
）
る
気
と
、
中
点
を
さ
し

て
外
辺
よ
り
噛
む
気
と
を
司
ど
り
た
ま
ふ
神
で
あ
る
。
」
と
、
し
か
と
論
じ
て
い
る
。

（
恥
）
隆
正
の
規
定
す
る
「
四
魂
」
に
対
す
る
位
置
づ
け
つ
い
て
は
前
掲
内
山
論
文
、
『
神
道
要
語
集
賃
神
道
文
化
会
平
成
二
十
五
年
）

所
収
の
「
荒
魂
」
、
「
幸
魂
・
奇
魂
」
、
「
和
魂
」
、
「
術
魂
」
四
六
○
頁
～
四
七
一
頁
（
何
れ
の
項
目
も
河
野
省
三
稿
）
等
を
参
照
の
こ
と

あ
る
と
力
説
し
て
い
る
。

8２
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（
別
）
安
政
二
年
頃
成
立
『
音
図
神
解
」
の
他
に
、
『
音
図
神
解
総
説
」
と
し
て
学
習
院
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ
し
て

今
回
紹
介
す
る
園
畢
院
大
単
図
書
館
蔵
『
音
図
神
解
』
一
○
冊
本
が
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
。
安
政
二
年
頃
成
立
『
音
図
神
解
』
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
大
国
隆
正
著
『
音
図
神
解
』
の
翻
刻
と
紹
介
」
（
『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
復
刻
四
十
六
口
亘
）
を
参
照
の
こ
と
。

な
お
、
阪
本
健
一
氏
は
『
大
国
隆
正
』
巻
末
に
お
い
て
大
国
隆
正
関
係
文
献
を
ま
と
め
て
お
り
、
［
未
刊
著
作
］
と
し
て
、
豆
日
図
神
解
』

も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
安
政
版
「
音
図
神
解
』
な
ら
ば
上
下
巻
合
わ
せ
て
「
一
一
巻
」
と
記
載
す
る
と
こ
ろ
を
、
「
一
二

巻
」
と
記
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
安
政
版
『
音
図
神
解
』
二
巻
と
慶
応
版
『
音
図
神
解
』
十
巻
を
合
わ
せ
た
一
一
一
巻
と
見
る
の
が
適

当
で
、
既
に
慶
応
版
豆
日
図
神
解
』
を
看
取
し
た
上
で
、
『
大
国
隆
正
』
を
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
別
）
園
畢
院
大
畢
図
書
館
蔵
（
貴
一
一
一
○
六
～
三
一
五
）
、
現
在
本
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
茸
冒
へ
へ

穴
‐
巴
の
図
・
丙
○
丙
巨
ｍ
呉
ロ
旨
・
胃
・
旨
へ
ｇ
四
画
ミ
ョ
ｇ
屋
の
へ
白
ロ
関
三
・
三
日
』

（
〃
）
こ
れ
は
、
安
政
版
『
音
図
神
解
下
巻
』
に
詳
細
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
隆
正
の
考
え
る
人
間
の
創
出
し
た
原
初
の
声
は
、
は
－
（
あ
）
、

ひ
－
（
い
）
ふ
－
（
う
）
へ
－
（
え
）
ほ
－
（
お
）
と
発
す
る
「
な
げ
き
の
こ
ゑ
」
で
あ
り
、
文
字
を
逆
に
す
る
と
「
ゑ
み
」
の
声
に
変
じ
る
。

隆
正
に
と
っ
て
は
行
と
あ
行
は
対
と
な
る
言
葉
で
も
あ
る
。
参
考
に
安
政
版
『
音
図
神
解
』
の
該
当
箇
所
を
紹
介
す
る
。

あ
い
う
え
お
、
は
ひ
ふ
へ
ほ
、
く
ミ
あ
へ
ば
、
ゑ
ミ
の
こ
ゑ
と
な
り

は
な
れ
て
長
く
ひ
け
（
な
げ
き
の
聾
と
な
る
こ
と
人

の
せ
さ
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
お
の
づ
か
ら
し
か
い
ふ
も
の
也

（
肥
）
註
５
に
同
じ
。

（
田
）
註
５
に
同
じ
。

（
Ⅳ
旨
全
集

○
頁
』
参
照
。

大国隆正の神観念についての一試論



は
ひ
ふ
へ
ほ

あ
は
壁
い
ひ
蚤
う
ふ
嵐
え
へ
国
お
ほ
国

あ
ァ
い
ィ
う
ゥ
え
ェ
お
ォ

は
ァ
ひ
ィ
ふ
ゥ
ヘ
エ
ほ
ォ

い
づ
れ
も
な
け
く
こ
ゑ
な
り
（
前
掲
「
大
国
隆
正
著
「
音
図
神
解
』
の
翻
刻
と
紹
介
」
を
参
照
。

（
脇
）
こ
の
半
年
後
に
大
政
奉
還
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
『
古
伝
通
解
』
に
て
触
れ
た
大
将
軍
家
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
こ
こ
で
は

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
隆
正
は
自
ら
が
考
え
る
天
皇
中
心
の
世
界
観
を
現
実
問
題
と
整
合
性
を
付
け
る
た
め
に
、
大
将
軍
家
の
項
を
創

出
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
妥
当
な
政
治
体
制
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
を
読
み
解
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
此
の
点
に
つ
い

あ
い
う
え
お

て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

8４



8５

（
１
）

伊
勢
信
仰
と
は
、
伊
勢
の
神
宮
を
中
心
と
す
る
信
仰
と
定
義
で
き
る
。
元
来
伊
勢
の
神
宮
は
、
皇
室
の
祖
神
で
あ
ｈ
ソ
国
家
鎮
護
の
最
高

神
と
さ
れ
る
天
照
大
神
を
祁
っ
て
、
「
私
幣
禁
断
」
の
制
に
よ
る
天
皇
以
外
の
奉
幣
を
禁
じ
て
い
た
。
こ
う
し
た
神
宮
に
あ
っ
て
は
、
平

安
末
期
か
ら
王
朝
財
政
の
衰
え
に
よ
り
神
職
の
一
部
が
御
師
と
し
て
活
動
を
始
め
信
仰
の
宣
揚
に
務
め
た
結
果
、
参
詣
者
も
徐
々
に
増
大

し
て
い
く
。
中
世
に
は
、
民
衆
の
神
宮
に
対
す
る
崇
敬
が
普
及
し
た
こ
と
に
よ
り
、
伊
勢
講
が
結
成
さ
れ
、
神
明
社
が
創
建
さ
れ
る
な
ど

し
た
。
近
世
に
入
る
と
御
師
の
活
動
に
よ
り
民
衆
の
参
詣
が
伊
勢
詣
と
し
て
普
及
す
る
。
御
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
師
檀
関
係
を
結

び
、
檀
家
廻
り
を
し
て
御
赦
の
神
札
を
配
布
し
、
伊
勢
講
を
組
織
し
て
参
宮
を
勧
誘
し
た
。
こ
う
し
た
民
衆
か
ら
の
信
仰
と
平
行
し
て
近

世
後
期
に
は
、
神
宮
に
お
け
る
国
家
の
宗
祁
と
し
て
の
性
格
が
強
く
な
り
、
朝
廷
か
ら
棲
夷
の
祈
願
等
が
行
わ
れ
た
。
か
か
る
神
宮
と
神

は
じ
め
に

近
代
伊
勢
信
仰
研
究
の
課
題
と
展
望

武
田
幸
也

画畢院大単研究開発推進機構紀要第６号平成26年３月



と
近
代
の
伊
勢
信
仰
を
纏
め
た
上
で
、
そ
れ
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。

宮
に
対
す
る
近
代
以
後
の
信
仰
の
展
開
を
原
田
敏
明
は
、

伊
勢
神
郡
を
度
会
府
と
し
、
神
宮
の
旧
儀
を
復
興
し
、
す
べ
て
『
儀
式
帳
」
の
姿
に
返
す
こ
と
に
し
た
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
三

月
に
は
天
皇
と
し
て
は
は
じ
め
て
、
異
例
の
親
拝
が
あ
る
。
さ
ら
に
同
三
年
正
月
に
は
大
教
宣
布
が
あ
り
、
挙
国
一
致
、
神
仏
合
同

の
布
教
を
目
ざ
し
た
が
、
当
時
の
新
し
い
思
想
か
ら
信
教
の
自
由
が
高
唱
さ
れ
、
同
八
年
に
は
大
教
院
も
廃
せ
ら
れ
、
伊
勢
信
仰
は

宗
教
宗
派
に
属
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
国
民
信
仰
の
枢
機
と
し
て
、
そ
の
他
一
般
の
神
社
と
も
違
っ
て
別
格
と
し
た
。
爾
来
国
運
の
進
展

と
と
も
に
高
揚
さ
れ
、
国
民
奉
奏
の
た
め
に
、
従
来
御
師
の
行
な
っ
て
い
た
民
衆
奉
奏
の
仕
事
を
継
承
し
て
神
部
署
を
設
置
し
て
大

麻
を
頒
布
し
、
神
楽
殿
を
神
域
に
設
け
て
内
外
の
奉
奏
を
受
け
た
。
こ
と
に
新
領
土
と
植
民
地
の
発
展
に
伴
い
、
伊
勢
大
神
宮
の
分

（
２
）

垂
垂
は
奉
斎
さ
れ
、
全
く
国
民
信
仰
の
帰
一
す
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
た
。

と
概
括
し
て
い
る
。
こ
こ
で
原
田
は
、
近
代
の
神
社
行
政
の
展
開
と
神
宮
の
位
置
付
け
を
踏
ま
え
つ
つ
、
近
代
の
「
伊
勢
信
仰
は
宗
教
宗

派
に
属
せ
ず
」
、
「
国
民
信
仰
の
枢
機
」
と
さ
れ
、
「
国
民
信
仰
の
帰
こ
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
の
実

態
が
い
か
な
る
も
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
近
代
の
神
道
史
に
お
け
る
伊
勢
信
仰
を
考
え
る
上
で
重
要
な
課
題
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま

た
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
樫
井
勝
之
進
も
、

明
治
維
新
に
よ
る
政
府
の
対
神
宮
政
策
は
伊
勢
神
宮
の
大
変
動
を
招
い
た
。
大
教
宣
布
か
ら
神
宮
教
院
、
神
宮
奉
斎
会
へ
と
い
う
新

し
い
宗
教
活
動
は
、
地
方
に
お
け
る
大
神
宮
と
神
前
結
婚
式
お
よ
び
神
道
式
葬
儀
を
そ
の
痕
跡
と
し
て
残
し
た
だ
け
で
終
り
を
告
げ

る
一
方
、
天
皇
祭
祁
は
祖
先
崇
拝
説
に
よ
り
解
釈
さ
れ
、
国
民
の
奉
奏
は
報
本
反
始
の
国
民
道
徳
と
し
て
公
教
育
の
場
に
お
い
て
鼓

吹
さ
れ
て
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
に
至
っ
た
。
伊
勢
信
仰
の
歴
史
の
上
で
こ
の
期
間
を
ど
う
位
置
付
け
る
か
は
今
後
の
課
題
の
一
つ
で

（
３
）

あ
る
。

8６



8７

以
上
の
指
摘
に
従
え
ば
近
代
の
伊
勢
信
仰
は
、
近
代
神
道
史
に
お
け
る
一
つ
の
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
現
在
の

研
究
状
況
を
概
観
し
つ
つ
、
今
後
の
展
望
を
示
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
神
道
史
研
究
に
よ
る
近
代
の
伊
勢
信
仰
研
究
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
神
道
史
の
立
場
か
ら
研
究
史
を
概
括
し
、
今
後
の
課
題
を

（
４
）

述
べ
た
も
の
に
井
後
政
異
「
伊
勢
信
仰
の
研
究
と
課
題
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
井
後
は
、
従
来
の
研
究
を
「
伊
勢
信
仰
の
成
立
と
神
宮
経
済
・

神
職
団
の
変
質
」
、
「
熊
野
と
伊
勢
、
天
照
大
神
の
神
観
と
神
宮
崇
敬
」
、
「
武
士
の
崇
敬
」
、
「
神
明
社
」
、
「
御
師
」
、
「
伊
勢
講
」
、
「
伊
勢
参

宮
」
、
「
神
都
宇
治
・
山
田
」
、
「
近
代
の
神
宮
と
伊
勢
信
仰
」
、
「
地
域
別
、
諸
国
の
伊
勢
信
仰
」
、
「
神
宮
関
係
の
資
・
史
料
」
と
い
っ
た
問

題
に
集
約
し
て
研
究
史
を
回
顧
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
「
近
代
の
神
宮
と
伊
勢
信
仰
」
で
は
、
「
近
代
の
神
宮
関
係
資
料
は
余
り
公
に

（
５
）

は
な
っ
て
を
ら
ず
、
研
究
が
難
し
い
分
野
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
今
後
の
基
本
史
料
の
公
刊
が
待
た
れ
る
。
」
状
況
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
上
で
、
西
川
順
士
、
藤
井
貞
文
、
阪
本
健
一
、
久
保
田
収
な
ど
の
研
究
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
注
目
さ

れ
る
研
究
と
し
て
久
保
田
収
「
神
宮
教
院
と
神
宮
奉
斎
会
」
、
岡
田
米
夫
「
大
神
宮
崇
敬
の
地
方
的
発
展
」
、
西
川
順
士
「
伊
勢
神
宮
と
国

（
６
）

民
」
、
「
天
照
大
神
を
祁
る
神
殿
・
遥
拝
殿
の
建
設
」
、
「
神
宮
教
院
の
教
育
」
と
い
っ
た
論
考
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

井
後
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
以
外
に
近
代
の
伊
勢
信
仰
に
関
す
る
研
究
を
補
う
と
、
岡
田
米
夫
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
と

「
伊
勢
講
の
組
織
と
機
能
」
、
阪
本
健
一
「
明
治
初
期
に
お
け
る
神
宮
の
教
化
運
動
」
と
「
神
宮
と
明
治
維
新
」
、
樫
井
治
男
「
地
域
社
会

に
お
け
る
神
葬
祭
の
受
容
と
展
開
’
三
重
県
下
の
一
事
例
ｌ
」
、
「
神
宮
教
会
所
の
顛
末
’
三
重
県
南
部
の
事
例
を
中
心
に
ｌ
」
、
「
大
宮
町

の
近
代
神
道
史
」
、
森
悟
朗
「
神
風
講
社
と
浪
花
講
・
三
都
講
・
一
新
講
社
」
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
特
徴
と
し
て
は
、

一
、
近
代
神
道
史
研
究
に
お
け
る
伊
勢
信
仰

近代伊勢信仰研究の課題と展望



い
ず
れ
も
神
宮
教
院
を
中
心
と
す
る
神
宮
の
教
化
活
動
の
展
開
を
概
観
し
つ
つ
、
そ
の
中
で
結
収
さ
れ
た
神
風
講
社
を
近
世
の
伊
勢
講
か

ら
連
続
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
、
近
代
の
伊
勢
講
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

神
宮
教
院
と
は
、
明
治
初
年
の
国
民
教
化
運
動
に
よ
っ
て
、
神
宮
の
教
化
活
動
を
担
う
べ
く
設
立
さ
れ
た
機
関
で
あ
り
、
当
初
は
、
神

宮
独
自
の
教
導
職
育
成
を
目
的
と
し
て
い
た
が
明
治
九
年
に
各
地
の
神
宮
教
会
の
中
心
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
十
五
年
に
神
官
教
導
職

の
分
離
に
伴
う
神
宮
教
院
と
神
宮
司
庁
の
分
離
に
よ
っ
て
神
宮
教
と
い
う
教
派
神
道
と
な
り
、
三
十
二
年
に
は
財
団
法
人
神
宮
奉
斎
会
へ

と
改
組
を
遂
げ
た
。
神
宮
奉
斎
会
は
、
戦
後
、
皇
典
講
究
所
、
大
日
本
神
祇
会
と
と
も
に
発
展
的
解
消
を
遂
げ
、
神
社
本
庁
を
設
立
し

（
７
）た

。
こ
の
神
宮
教
院
・
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
と
い
う
集
団
の
下
部
組
織
と
し
て
神
風
講
社
が
あ
っ
た
。

こ
の
神
風
講
社
は
、
神
宮
の
教
化
活
動
へ
の
取
り
組
み
の
中
で
結
収
さ
れ
た
講
社
の
こ
と
で
、
新
た
に
結
収
さ
れ
た
も
の
と
、
地
方
に

（
８
）

存
在
し
た
従
来
の
伊
勢
講
を
再
編
し
た
も
の
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
風
講
社
に
つ
い
て
岡
田
米
夫
は
、
近
世
期
の
伊
勢
講
を
「
解

体
し
、
一
つ
の
新
し
い
形
に
改
変
せ
し
め
、
同
じ
目
的
の
下
に
統
一
し
よ
う
と
し
た
も
の
」
と
評
価
し
、
こ
う
し
た
動
向
を
「
全
国
の
伊

勢
講
の
統
合
を
は
か
ら
う
と
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
画
期
的
な
企
て
ず
あ
っ
て
、
明
治
の
大
教
宣
布
に
伴
ふ
神
宮
の
教
化
活
動
の
一
つ

と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
参
宮
と
積
立
金
の
利
殖
金
融
と
い
ふ
前
代
の
伊
勢
講
の
考
へ
方
の
上
に
、
備
荒
貯
蓄
と
い
ふ
こ

と
と
、
布
教
機
関
の
一
単
位
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
近
世
の
伊
勢
講
と
神
風
講
社
の
連
続
性
を
指
摘
し
て
い

（
９
）

（
叩
）

る
。
こ
う
し
て
結
収
さ
れ
た
神
風
講
社
は
、
明
治
八
年
の
段
階
で
講
員
「
一
二
○
万
四
○
○
○
余
名
」
に
及
び
、
一
一
十
七
年
に
は
、
「
教
徒
（
神

（
ｕ
）

葬
祭
を
托
す
る
者
）
一
六
万
余
人
、
信
徒
一
六
八
万
六
○
○
○
余
名
」
と
、
か
な
り
の
勢
力
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
神
宮
奉
斎
会
へ
改
組

し
た
際
に
は
、
「
元
神
風
講
社
々
長
は
賛
成
員
何
組
長
」
、
「
元
神
風
講
社
取
締
副
取
締
は
賛
成
員
何
組
取
締
」
、
「
元
神
風
講
社
世
話
係
は

（
吃
）

賛
成
員
何
組
世
話
係
」
へ
と
承
継
さ
れ
て
お
り
、
統
一
的
な
神
風
講
社
と
い
う
名
称
は
消
滅
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
神
風
講
社
の
構
成
員

は
、
そ
の
後
も
神
宮
奉
斎
会
の
構
成
員
た
り
続
け
た
。
こ
の
よ
う
に
神
風
講
社
は
、
伊
勢
信
仰
を
中
軸
と
す
る
近
世
の
伊
勢
講
を
近
代
的

8８
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次
い
で
神
風
講
社
に
関
す
る
研
究
を
一
瞥
す
る
と
、
阪
本
健
一
「
明
治
初
期
に
お
け
る
神
宮
の
教
化
運
動
」
は
、
大
教
宣
布
運
動
で
の

神
宮
の
活
動
を
詳
細
か
つ
広
範
に
論
じ
、
神
風
講
社
に
つ
い
て
も
重
要
な
史
料
を
多
く
紹
介
し
て
い
る
。
久
保
田
収
「
神
宮
教
院
と
神
宮

奉
斎
会
」
は
、
神
宮
教
院
か
ら
神
宮
奉
斎
会
の
歴
史
を
通
史
的
に
論
じ
た
研
究
で
あ
る
。
た
だ
し
、
阪
本
、
久
保
田
共
に
神
風
講
社
に
つ

い
て
は
、
概
説
的
な
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
岡
田
米
夫
は
、
「
伊
勢
講
の
組
織
と
機
能
」
に
お
い
て
伊
勢
講
の
組
織
と
機
能
を
歴
史

的
展
開
の
中
で
論
じ
、
近
世
の
伊
勢
講
か
ら
近
代
の
神
風
講
社
へ
の
連
続
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
明
治
九
年
頃
の
神
風
講
社
の
状
況
を
簡

（
旧
）

潔
に
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
は
、
神
宮
教
院
・
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
の
歴
史
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
、
多
く

の
史
料
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
は
、
近
代
の
神
宮
教
院
・
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
の
活
動
を
通
史
的
に
示
し

（
Ｍ
）

た
唯
一
の
研
究
で
あ
り
、
近
代
の
伊
勢
信
仰
を
考
え
る
上
で
の
基
礎
的
な
研
究
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
大
神
宮
崇
敬
の
地
方
的

発
展
」
で
は
、
地
方
に
お
け
る
大
神
宮
の
建
設
や
、
神
宮
遥
拝
殿
の
設
立
過
程
等
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
西
川
順
土
「
明
治
初

年
の
教
会
講
社
」
は
、
明
治
初
年
の
神
社
・
教
会
・
講
社
の
関
係
性
を
論
じ
る
こ
と
に
主
眼
を
置
き
、
そ
の
中
で
神
宮
教
会
の
発
展
を
論

じ
て
い
る
。
こ
の
研
究
は
、
神
風
講
社
自
体
の
検
討
は
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
が
、
神
宮
教
会
の
性
格
を
論
じ
た
研
究
と
し
て
画
期

的
な
も
の
と
い
え
る
。
棲
井
治
男
の
一
連
の
研
究
は
、
地
域
社
会
研
究
が
主
で
あ
る
た
め
神
風
講
社
の
検
討
は
限
定
的
な
も
の
に
留
ま
っ

て
い
る
が
、
地
域
社
会
に
お
け
る
神
宮
教
会
の
役
割
を
「
現
時
点
よ
り
振
り
返
っ
た
時
、
神
宮
教
化
活
動
の
拠
点
と
し
て
の
教
会
所
・
説

教
所
は
、
そ
の
附
設
施
設
で
あ
る
祖
霊
舎
（
殿
）
が
重
視
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
も
相
当
数
の
神
葬
祭
の
信
徒
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

維
持
さ
れ
て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
祖
霊
舎
も
、
ム
ラ
生
活
の
レ
ベ
ル
で
み
れ
ば
、
従
来
の
菩
提
寺
に
代
る
意
味
に
お
い

に
再
編
・
統
一
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
神
宮
教
院
を
中
心
と
す
る
集
団
の
下
部
組
織
へ
と
再
編
成
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
の
勢
力

を
有
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
近
代
の
伊
勢
信
仰
研
究
の
検
討
視
角
と
し
て
、
神
宮
教
院
を
中
心
と
す
る
集
団
を
取
り
上
げ
る
可
能
性
が
あ

る
と
考
え
る
。

近代伊勢信仰研究の課題と展望



こ
れ
を
踏
ま
え
、
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
に
関
す
る
研
究
も
述
べ
て
お
く
。
神
宮
教
以
降
を
取
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
前
出
の
『
東

京
大
神
宮
沿
革
史
』
と
「
神
宮
教
院
と
神
宮
奉
斎
会
」
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
が
進
展
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状

況
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
理
由
と
し
て
神
宮
教
に
関
す
る
史
料
の
不
足
が
あ
げ
ら
れ
る
。
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
の
凡
例
に
よ
れ
ば
、

（
皿
）

神
宮
教
時
代
の
史
料
は
、
日
比
谷
大
神
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
関
東
大
震
災
に
よ
る
火
災
に
よ
っ
て
全
て
焼
失
し
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
神
宮
教
が
近
代
の
神
社
制
度
の
野
外
に
存
在
し
、
神
宮
奉
斎
会
へ
の
開
組
に
よ
っ
て
教
派
神
道
に
属
し
て
い
な
い
と
い
う
、
そ
の

塗
え
つ
＠
。

（
脂
）

て
重
視
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
一
二
重
県
下
の
地
域
社
会
に
と
っ
て
神
宮
に

対
す
る
信
仰
集
団
の
維
持
よ
り
も
、
神
葬
祭
の
執
行
の
方
が
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
事
を
示
唆
し
て
い
る
。
森
悟
朗
「
神
風
講
社
と
浪
花

（
肥
）

講
・
一
二
都
講
・
一
新
講
社
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
神
風
講
社
研
究
を
、
神
道
史
・
宗
教
史
か
ら
の
研
究
と
、
交
通
史
か
ら
の
研
究
に
大
別
し

た
上
で
、
神
風
講
社
の
定
宿
シ
ス
テ
ム
が
果
し
た
意
義
と
役
割
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
神
宮
教
院
・
神
宮
教
会
・
神
風
講
社
の

（
面
）

組
織
を
、
「
近
代
の
新
た
な
参
宮
シ
ス
テ
ム
」
と
位
置
づ
け
、
神
風
講
社
の
全
国
的
拡
大
の
要
因
を
定
宿
シ
ス
テ
ム
に
求
め
て
い
る
。

以
上
の
諸
研
究
は
、
近
世
の
伊
勢
講
か
ら
連
続
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
神
風
講
社
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
一
方
で
の
課
題
と
し
て

久
保
田
、
岡
田
、
棲
井
の
研
究
を
除
い
て
、
明
治
十
五
年
の
神
官
教
導
職
分
離
に
よ
る
神
宮
教
成
立
以
前
を
取
扱
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い

（
略
）

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
は
上
記
の
研
究
が
神
宮
史
と
１
し
て
の
側
面
を
強
く
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に

（
畑
）

関
－
し
て
矢
野
永
治
「
国
民
の
奉
奏
」
を
見
る
と
、
伊
勢
講
に
つ
い
て
一
節
を
割
い
て
い
る
が
、
神
宮
と
の
関
係
が
切
り
離
さ
れ
て
い
っ
た

神
風
講
社
へ
の
言
及
は
な
く
、
戦
後
の
伊
勢
講
に
つ
い
て
紹
介
し
た
上
で
、
「
東
京
都
武
蔵
野
市
に
組
織
さ
れ
て
ゐ
る
４
Ｓ
ホ
ス
、
ク
ラ

（
卯
）

ブ
伊
勢
講
、
東
京
証
券
伊
勢
大
神
宮
崇
敬
会
の
如
き
は
、
新
時
代
の
伊
勢
講
で
あ
ら
う
。
」
と
結
論
づ
け
て
お
ｈ
ソ
、
神
宮
に
直
結
す
る
伊

勢
講
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め
神
宮
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
っ
た
伊
勢
信
仰
・
伊
勢
講
へ
の
関
心
は
弱
い
と
い

9０
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（
理
）

特
異
な
性
格
も
理
由
と
１
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
近
年
で
は
、
菅
浩
一
一
「
日
清
戦
争
期
の
神
宮
教
と
海
外
神
社

１
台
湾
神
社
初
代
宮
司
・
山
口
透
の
生
涯
（
前
）
ｌ
」
や
、
黒
田
宗
篤
『
宮
地
巌
夫
研
究
一
ｌ
そ
の
半
生
に
つ
い
て
ｌ
』
等
の
研
究
が
行
わ

（
羽
）

れ
て
お
ｈ
ソ
、
筆
者
も
「
神
宮
教
の
組
織
と
活
動
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
に
お
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
菅
の
研
究
は
、
神
宮
教
の
従
軍
布

教
と
、
そ
れ
に
従
事
し
た
神
宮
教
布
教
師
山
口
透
の
活
動
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
菅
の
関
心
は
、
台
湾
神
社
の

歴
史
と
初
代
宮
司
山
口
透
の
動
向
に
あ
る
た
め
、
神
宮
教
の
組
織
や
活
動
を
包
括
的
に
論
じ
て
は
い
な
い
。
黒
田
の
研
究
は
、
宮
地
巌
夫

の
伝
記
的
研
究
で
あ
り
、
宮
地
の
立
場
か
ら
成
立
当
初
の
神
宮
教
を
論
じ
て
い
る
が
、
宮
地
が
神
宮
教
を
離
れ
た
明
治
一
一
十
一
年
以
降
は

関
心
が
薄
い
。
拙
稿
で
は
、
神
宮
教
の
組
織
面
を
検
討
し
た
が
、
黒
田
の
研
究
と
比
較
す
れ
ば
、
宮
地
以
後
の
神
宮
教
の
活
動
を
論
じ
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
神
宮
教
の
人
物
・
活
動
や
神
風
講
社
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

神
宮
教
は
、
主
と
し
て
組
織
面
か
ら
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
徐
々
に
そ
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
い
ま
だ
明
確
で

な
い
点
も
多
い
。
特
に
神
宮
教
時
代
の
神
風
講
社
に
関
し
て
は
、
専
門
的
な
研
究
が
不
足
し
て
い
る
。

ま
た
、
神
宮
奉
斎
会
に
つ
い
て
は
、
神
宮
大
麻
の
頒
布
や
、
明
治
後
期
の
宗
教
理
解
、
神
宮
と
神
宮
奉
斎
会
の
関
係
、
神
宮
の
宗
教
性

を
め
ぐ
る
問
題
等
、
様
々
な
課
題
が
存
在
す
る
が
、
現
状
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
が
唯
一
の
研
究
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
状
況
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
近
代
神
道
史
か
ら
の
伊
勢
信
仰
に
関
す
る
研
究
は
、
伊
勢
信
仰
を
中
軸
と
す
る
近
世
の
伊
勢
講
の
延
長
上
と
し
て
神
宮
の

教
化
活
動
に
よ
っ
て
結
収
さ
れ
た
神
風
講
社
を
検
討
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
多
く
が
神
宮
史
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
た
め
に
、
明
治

十
五
年
ま
で
が
主
な
対
象
と
さ
れ
、
以
後
の
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
や
神
風
講
社
に
つ
い
て
の
検
討
は
不
足
し
て
い
る
の
が
現
状
と
い
え

し
土
ス
ノ
○
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と
述
べ
る
。
こ
こ
に
い
う
明
治
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
「
宗
門
」
と
は
、
「
い
わ
ゆ
る
国
家
神
道
の
神
社
体
系
の
う
ち
の
頂
点
に
神
宮
（
皇
大

次
い
で
本
節
で
は
、
民
衆
宗
教
史
・
民
俗
学
・
歴
史
地
理
学
に
よ
る
近
代
の
伊
勢
信
仰
研
究
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

民
衆
宗
教
史
に
お
け
る
伊
勢
信
仰
研
究
の
到
達
点
を
示
す
も
の
が
、
『
伊
勢
信
仰
Ｉ
（
古
代
・
中
世
）
』
と
『
伊
勢
信
仰
Ⅱ
（
近
世
こ
で

（
型
）

あ
る
。
た
だ
、
こ
の
両
圭
白
は
民
衆
宗
教
史
と
銘
打
つ
も
の
の
、
神
道
史
、
神
社
史
、
歴
史
学
、
宗
教
史
と
い
っ
た
学
問
領
域
を
専
攻
す
る

学
者
達
の
著
述
に
よ
っ
て
編
ま
れ
て
お
り
、
か
な
り
幅
広
い
視
点
か
ら
伊
勢
信
仰
を
検
討
し
た
著
作
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
両
害

に
は
、
従
来
の
伊
勢
信
仰
研
究
史
を
概
括
し
、
今
後
の
課
題
を
提
起
し
た
萩
原
龍
夫
「
古
代
・
中
世
に
お
け
る
伊
勢
信
仰
の
研
究
成
果
と

課
題
」
と
、
西
垣
晴
次
「
近
世
伊
勢
信
仰
の
研
究
成
果
と
課
題
」
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
西
垣
晴
次
が
「
近
世
伊
勢
信
仰
の
研
究
成
果
と
課
題
」
に
お
い
て
、
近
世
の
伊
勢
信
仰
に
関
す
る
研
究
の

大
部
分
が
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
近
代
の
神
宮
研
究
が
「
戦
前
に
あ
っ
て
は
、
ま
ず
天
皇
や
国
体
と

（
弱
）

の
関
係
が
重
視
さ
れ
、
近
世
の
お
も
に
民
衆
に
か
か
わ
る
問
題
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
。
」
と
述
べ
、
「
伊
勢
信
仰
の
果
た
し
た
役
割
、
こ

（
妬
）

と
に
明
治
国
家
、
あ
る
い
は
天
皇
制
と
の
関
係
の
検
討
が
必
要
」
と
い
う
課
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
西
垣
自
身
は
、
『
お
伊
勢
ま
い
り
』
や
「
伊
勢
神
宮
と
国
家
神
道
」
と
い
っ
た
論
考
で
検
討
を
加
え
て
い

（
”
）る

。
ま
ず
、
『
お
伊
勢
ま
い
り
』
で
は
、
明
治
四
年
の
神
宮
改
革
を
取
り
上
げ
、

明
治
四
年
の
改
革
で
神
宮
は
仏
教
色
の
排
除
、
い
く
つ
か
の
神
事
の
断
絶
、
御
師
制
度
の
廃
止
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
面

を
断
絶
し
、
明
治
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
「
宗
門
」
と
し
て
の
位
置
と
儀
礼
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
。
含
お
伊
勢
ま
い
り
』
一
一
四

頁
、一一 一

一
、
民
衆
宗
教
史
・
民
俗
学
・
歴
史
地
理
学
に
よ
る
近
代
伊
勢
信
仰
研
究
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（
羽
）

神
宮
Ⅱ
内
宮
）
を
位
置
付
け
る
」
こ
と
を
指
１
し
て
い
る
。
次
い
で
、
西
垣
は
、
大
麻
頒
布
等
の
復
活
を
左
の
よ
う
に
理
解
す
る
。

た
だ
旧
い
も
の
と
の
断
絶
だ
け
で
は
民
衆
か
ら
そ
つ
ぼ
を
む
か
れ
て
し
ま
う
。
「
公
私
混
雑
」
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
「
私
」
の
伝
統

を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
私
」
の
伝
統
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
で
、
明
治
以
降
の
神
宮
と
民
衆
の
き
ず
な
が
た

も
た
れ
た
の
で
あ
る
。
（
『
お
伊
勢
ま
い
り
』
一
一
四
頁
）

こ
の
よ
う
に
近
代
の
神
宮
は
、
「
国
家
神
道
」
の
頂
点
に
位
置
付
け
ら
れ
、
民
衆
と
切
り
離
さ
れ
て
い
く
の
と
同
時
に
、
大
麻
頒
布
と
い
っ

た
「
私
」
の
伝
統
の
継
承
に
よ
り
、
神
宮
に
対
す
る
信
仰
の
「
私
」
的
な
側
面
が
保
存
さ
れ
、
神
宮
と
民
衆
の
「
き
ず
な
」
が
保
た
れ
た

と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
明
治
に
至
る
ま
で
の
伊
勢
信
仰
の
意
義
を
「
江
戸
時
代
一
一
百
数
十
の
各
藩
に
分
割
さ
れ
て
い
た
日
本

が
、
天
皇
の
も
と
に
一
つ
の
明
治
国
家
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
背
景
」
に
、
「
神
宮
あ
る
い
は
伊
勢
信
仰
に
よ
る
共
通
の
意
識
が
広
く

人
び
と
の
間
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
」
を
読
み
取
る
。
そ
し
て
近
代
の
神
宮
を
「
明
治
に
な
っ
て
の
公
的
な
面
の
強
調
、
私
的
な
面
の
排

除
は
、
ふ
た
た
び
律
令
国
家
体
制
下
の
国
家
神
と
し
て
の
神
宮
を
復
活
し
た
か
に
み
え
る
が
、
ど
う
も
そ
れ
は
少
し
ち
が
う
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
強
調
さ
れ
た
の
は
天
皇
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
」
と
評
し
て
、
単
な
る
「
国
家
神
と
し
て
の
神
宮
」
の
復
活
で
は
な
く
、
民
衆
に
と
つ

（
羽
）

て
は
神
宮
と
天
皇
と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
た
新
た
な
伊
勢
信
仰
の
展
開
が
あ
っ
た
と
い
う
見
解
を
表
明
１
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
伊
勢
神
宮
と
国
家
神
道
」
で
は
、
「
人
々
の
も
つ
共
通
し
た
神
宮
像
と
い
っ
た
も
の
は
、
祭
神
は
天
照
大
神
、
そ
の
祭
神
は

天
皇
家
の
祖
神
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
明
治
以
降
、
天
皇
の
権
威
を
支
え
る
国
家
神
道
の
体
系
の
頂
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
神
社

で
あ
る
こ
と
、
こ
の
一
一
つ
を
中
心
に
構
成
さ
せ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
指
摘
し
、
「
明
治
以
前
と
以
後
の
神
宮
の
在
り

方
の
変
化
、
と
く
に
そ
こ
で
の
民
衆
と
神
宮
、
天
皇
と
神
宮
の
か
か
わ
り
か
た
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
神
宮
像
は
か
な
り

（
釦
）

十
つ
が
っ
た
も
の
に
な
る
。
神
宮
像
の
修
正
は
天
皇
制
の
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
そ
し
て
明
治
初
年
の
神

宮
改
革
を
中
心
に
検
討
を
加
え
、
神
宮
大
麻
頒
布
の
復
活
を
「
神
宮
と
民
と
の
習
俗
化
し
た
結
び
付
き
を
上
か
ら
の
改
革
で
否
定
し
た
た

近代伊勢信仰研究の課題と展望



以
上
の
西
垣
の
論
は
、
「
国
家
神
道
」
が
旧
来
の
民
衆
の
生
活
と
慣
習
に
根
差
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
民
衆
の
生

活
と
慣
習
に
根
差
す
か
ら
こ
そ
敗
戦
ま
で
「
国
家
神
道
」
が
機
能
し
た
と
理
解
し
た
上
で
、
こ
の
傾
向
が
、
近
代
の
「
天
皇
制
」
あ
る
い

は
、
「
天
皇
像
」
の
形
成
を
促
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
西
垣
の
『
お
伊
勢
ま
い
り
』
と
「
伊
勢
神
宮
と
国
家
神
道
」
は
、
民
衆
・
神
宮
・

国
家
・
天
皇
等
を
関
連
付
け
、
民
衆
宗
教
史
の
視
点
か
ら
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
所
説
は
傾
聴
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

あ
く
ま
で
明
治
初
年
の
神
宮
改
革
の
み
に
論
拠
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
以
後
の
展
開
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。

他
方
で
民
衆
宗
教
史
と
関
連
す
る
研
究
領
域
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
民
俗
学
に
よ
る
伊
勢
信
仰
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
民
俗
学

（
羽
）
（
劉
）

か
ら
は
、
ま
ず
棲
井
徳
太
郎
の
『
講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
』
や
、
宮
本
常
一
「
伊
勢
信
仰
と
伊
勢
講
」
が
あ
る
。
棲
井
の
著
書
は
、
「
講
」

に
関
す
る
広
汎
か
つ
体
系
だ
っ
た
研
究
で
あ
り
、
伊
勢
講
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
の
定
着
過
程
を
丹
念
に
論
証
し
て
い
る
が
、
近
代
の
伊

勢
講
に
関
し
て
は
関
心
が
強
く
な
い
。
ま
た
、
宮
本
は
、
伊
勢
信
仰
の
展
開
と
伊
勢
講
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
も
の
の
、
近
代
以

降
の
伊
勢
講
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
解
体
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
御
師
制
度
の
廃
止
と
交
通
機
関
の
発
達
、
神
宮
の
桐
官
の
参
拝
者
に

対
す
る
態
度
の
変
化
に
求
め
つ
つ
、
「
戦
時
中
の
伊
勢
信
仰
の
押
つ
け
が
、
か
え
っ
て
民
衆
を
伊
勢
か
ら
引
き
は
な
す
こ
と
に
な
っ
て
い
つ

め
に
生
じ
た
動
揺
を
お
さ
え
る
た
め
の
処
置
」
と
し
、
神
宮
大
麻
の
頒
布
を
旧
来
の
御
師
で
は
な
く
、
行
政
単
位
の
末
端
で
あ
る
戸
長
を

通
じ
て
頒
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
、
「
私
的
な
行
為
で
あ
っ
た
御
師
の
配
札
行
為
は
、
見
事
に
明
治
国
家
体
制
の
う
ち
に
位
置

（
別
）

づ
け
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
、
「
国
家
神
道
」
が
民
衆
の
生
活
と
慣
習
に
根
差
す
こ
と
に
よ
っ
て
敗
戦
ま
で
機
能
し
え
た
と
結
論
づ
け
る
。

こ
の
民
衆
と
結
び
つ
い
た
神
宮
を
「
国
家
神
道
」
に
位
置
づ
け
て
い
く
方
向
性
を
、
「
天
子
（
天
皇
）
を
神
宮
の
子
孫
と
し
て
国
民
に
印
象

（
犯
）

づ
け
て
い
く
意
図
と
も
深
く
関
係
し
て
い
る
。
天
皇
も
神
宮
と
民
衆
の
結
び
付
き
の
う
え
で
睦
遥
え
っ
た
と
い
う
側
面
を
も
っ
た
」
と
も
述

べ
て
い
る
。
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れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
伊
勢
信
仰
が
「
国
家
帯

由
美
「
伊
勢
信
仰
研
究
史
に
函

た
・
」
と
し
て
、
近
世
的
な
伊
勢
講
の
解
体
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
近
代
に
お
け
る
再
編
成
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
民
俗
学
に
よ
る
戦
後
の
伊
勢
信
仰
研
究
を
総
括
し
た
も
の
と
し
て
、
昭
和
五
十
八
年
度
日
本
民
俗
学
会
年
会
の
「
伊
勢
信
仰

（
弱
）

と
そ
の
周
辺
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
伊
勢
信
仰
研
究
の
視
点
と
し
て
神
宮
側
の
歴
史
的
展
開
、
地
域
共

同
体
に
お
け
る
神
明
社
の
勧
請
や
伊
勢
参
宮
送
迎
習
俗
の
意
味
、
両
者
を
結
ぶ
御
師
の
活
動
、
伊
勢
太
神
楽
等
が
民
俗
芸
能
に
与
え
た
影

響
等
の
多
く
の
視
点
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
特
に
愛
知
県
三
河
地
方
・
近
畿
地
方
・
関
東
地
方
と
い
っ

た
地
域
を
対
象
と
し
た
村
落
共
同
体
で
の
伊
勢
信
仰
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
発
題
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
近
代
の
伊
勢
信
仰
と
い
う

視
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
が
、
近
代
の
伊
勢
信
仰
と
「
国
家
神
道
」
に
対
す
る
理
解
で
あ
る
。
例
え
ば
、
紙
谷
威
麿
は
「
伊
勢
信
仰
の
定

着
に
つ
い
て
」
と
い
う
発
題
の
結
論
に
お
い
て
、
「
伊
勢
信
仰
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
多
様
性
に
満
ち
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
「
皇

室
の
祖
神
と
し
て
、
国
家
神
道
の
中
で
最
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
う
い
っ
た
伊
勢
信
仰
の
多
様
性
や
可
能
性
を
つ
み
と
つ

（
稲
）

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
司
会
を
務
め
た
伊
東
宏
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
最
後
に
、
「
伊
勢
信
仰
と
い
う
と
、
明
治
の
国
家
神
道
以
後
の
伊
勢
信
仰
を
想
起
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
前
の
村
落
共
同
体
に
お
け
る

日
本
人
的
な
習
俗
ｌ
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
伊
勢
信
仰
が
習
合
し
て
く
る
と
思
う
の
で
す
が
ｌ
そ
こ
の
所
を
見
落
と
し
て
し
ま
い
が

（
”
）

ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」
と
の
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
民
俗
学
に
お
い
て
は
、
近
代
の
伊
勢
信
仰
を
「
国
家
神
道
」
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
理
解
を
前
提
に
し
て
、
民
俗
的
な
伊
勢
信
仰
、
あ
る
い
は
民
衆
の
伊
勢
信
仰
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
と
考
え
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
こ
れ
以
後
の
民
俗
学
に
よ
る
伊
勢
信
仰
や
伊
勢
講
に
対
す
る
研
究
に
お
い
て
基
本
的
に
維
持
ざ

〉
伊
勢
信
仰
が
「
国
家
神
道
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
従
来
の
伊
勢
信
仰
と
か
け
離
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
研
究
と
し
て
漬
千
代
早

（
犯
）

「
伊
勢
信
仰
研
究
史
に
関
す
る
一
考
察
」
と
新
田
康
一
一
「
民
衆
の
伊
勢
信
仰
と
伊
勢
参
り
」
が
あ
る
。
ま
ず
、
漬
千
代
は
、
「
伊
勢
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信
仰
研
究
史
に
関
す
る
一
考
察
」
で
、
「
現
代
の
伊
勢
信
仰
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
方
向
性
を
探
」
る
と
し
、
伊
勢
信
仰
を
「
伊
勢
神
宮

を
中
心
と
す
る
信
仰
と
い
う
よ
り
、
伊
勢
神
宮
の
あ
る
「
伊
勢
」
を
中
心
と
し
た
信
仰
」
と
捉
え
る
可
能
性
を
提
起
し
、
伊
勢
信
仰
を
「
も
っ

と
世
俗
的
な
側
面
に
重
点
を
お
い
て
捉
え
て
み
る
必
要
も
出
て
く
る
。
」
と
い
う
認
識
を
示
し
て
、
「
伊
勢
の
世
俗
的
側
面
を
捉
え
直
し
、

都
市
な
ら
で
は
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
生
き
た
伊
勢
信
仰
の
姿
を
抽
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
」
と

（
調
）

結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
漬
千
代
の
い
う
「
生
き
た
伊
勢
信
仰
の
姿
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
の
前
提
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
伊
勢
信
仰
研
究
が
「
国

（
㈹
）

家
神
道
に
よ
っ
て
滅
菌
さ
れ
る
以
前
の
伊
勢
信
仰
の
「
残
存
」
を
発
掘
す
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
。
」
と
い
う
理
解
が
あ
る
。

次
い
で
新
田
康
二
は
、
「
近
代
に
お
け
る
国
民
国
家
形
成
に
あ
た
っ
て
、
民
衆
の
も
つ
伊
勢
信
仰
が
国
家
神
道
へ
と
巻
き
込
ま
れ
て
い
く

（
似
）

メ
カ
ニ
ズ
ム
解
明
」
を
目
的
と
し
て
、
「
伊
勢
参
り
」
が
果
た
し
た
社
会
的
役
割
を
論
じ
て
い
る
が
、
結
論
と
し
て
は
、
「
明
治
維
新
と
な
っ

て
国
家
神
道
へ
の
道
を
模
索
す
る
中
で
、
権
力
闘
争
に
お
い
て
伊
勢
系
神
官
た
ち
が
出
雲
系
に
勝
利
し
、
そ
の
後
の
神
道
政
策
が
決
定
し

た
こ
と
か
ら
、
天
皇
と
伊
勢
参
り
と
の
直
裁
的
な
関
連
が
考
え
ら
れ
る
が
、
近
世
の
民
衆
た
ち
の
意
識
と
の
間
に
は
大
き
な
「
断
絶
」
が

存
在
す
る
。
宇
治
・
山
田
の
地
は
、
廃
仏
段
釈
が
徹
底
し
て
実
施
さ
れ
た
地
域
で
も
あ
り
、
こ
の
視
野
を
も
入
れ
て
信
仰
か
ら
近
代
の
政

（
狸
）

治
運
動
へ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
究
明
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
両
研
究
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
近
代
の
伊
勢
信
仰
は
、
「
国
家
神
道
に
よ
っ
て
滅
菌
」
さ
れ
た
と
の
理
解
や
、
「
国
家
神
道
」
に
よ
っ

て
「
近
世
の
民
衆
た
ち
の
意
識
と
の
間
に
は
大
き
な
「
断
絶
」
」
が
あ
る
と
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
国
家
神
道
」
に
伴
っ
て
形
成

さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
実
態
や
民
衆
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
関
心
は
「
国
家
神
道
」
研
究
に
回
収
さ
れ
、
民
俗
学
か
ら
検
討
さ
れ

る
こ
と
も
、
課
題
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。

（
蝿
）

こ
れ
に
対
し
、
歴
史
地
理
学
の
視
点
か
ら
近
代
の
伊
勢
講
を
論
じ
た
の
が
小
野
寺
淳
で
あ
る
。
小
野
寺
は
、
明
治
以
降
の
講
組
織
の
変

容
を
寛
政
五
年
か
ら
平
成
二
年
ま
で
の
二
百
年
に
及
ぶ
伊
勢
講
の
参
宮
デ
ー
タ
や
講
組
織
の
詳
細
な
聞
き
取
り
調
査
、
広
範
な
史
料
調
査
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以
上
か
ら
、
民
衆
宗
教
史
・
民
俗
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
近
代
の
伊
勢
信
仰
研
究
に
つ
い
て
は
、
「
国
家
神
道
」
や
天
皇
制
と

の
関
わ
り
を
検
討
す
る
意
義
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
基
本
的
な
研
究
状
況
に
お
い
て
は
、
「
国
家
神
道
」
に
よ
る
伊
勢
信
仰
の
断

絶
が
自
明
の
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
変
化
の
過
程
や
実
態
は
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
歴
史
地
理
学
か
ら
は
、

地
域
社
会
の
変
容
と
伊
勢
講
の
関
係
を
論
じ
た
研
究
も
あ
る
が
、
「
国
家
神
道
」
や
天
皇
制
と
の
関
わ
り
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の

よ
う
な
近
代
の
伊
勢
信
仰
に
対
す
る
理
解
の
根
底
に
は
、
近
代
の
伊
勢
信
仰
が
「
国
家
神
道
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
民
衆
と
は
隔
絶
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
西
垣
の
問
題
提
起
は
い
ま
だ
検
討
を
要
す
る
有
力
な
課
題
と
し
て
存
在
し

9７

「
国
家
神
道
」
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
新
田
均
の
一
連
の
研
究
や
阪
本
是
丸
の
研
究
な
ど
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
お
り
、

（
“
）

こ
れ
に
つ
い
て
賛
一
一
一
一
口
を
費
や
す
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
中
、
こ
こ
で
は
主
要
な
「
国
家
神
道
」
研
究
に
お
け
る
、
神
宮
、
或
は
伊
勢
信

仰
・
伊
勢
講
に
つ
い
て
の
理
解
を
確
認
す
る
。

こ
れ
を
受
け
、
次
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
も
た
ら
し
た
「
国
家
神
道
」
研
究
に
お
け
る
伊
勢
の
神
宮
を
め
ぐ
る
理

解
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

近代伊勢信仰研究の課題と展望

な
ど
を
も
と
に
、
皿

と
「
国
家
神
道
」
↑

は
至
っ
て
い
な
い
。

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
を
受
け
、
次
節
』

三
、
「
国
家
神
道
」
研
究
に
お
け
る
神
宮
と
伊
勢
信
仰

地
域
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
近
代
の
伊
勢
講
を
議
論
し
て
い
る
。
し
か
し
、
小
野
寺
は
、
西
垣
が
提
示
し
た
伊
勢
信
仰

や
天
皇
制
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
ら
ず
、
よ
り
包
括
的
な
視
点
か
ら
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
に



と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
は
、
大
教
宣
布
運
動
を
「
日
本
人
の
信
仰
を
造
化
三
神
ｌ
天
照
大
神
の
系
列
に
統
一
す
る
こ
と
」
と
し
、
そ
れ
が

失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
時
期
の
神
宮
の
教
化
活
動
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
神
宮
教
院
や
神
宮
教
会
、
神
風
講
社
を
「
神

宮
と
し
て
は
こ
れ
に
よ
っ
て
全
国
民
を
信
徒
に
組
織
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
他
の
教
団
も
や
っ
て
い
る
こ
と

（
妬
）

で
あ
っ
て
、
け
つ
き
よ
く
神
宮
を
中
心
と
す
る
新
た
な
宗
教
教
団
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
概
括
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
藤
谷
は
、
近
代
の
神
宮
が
民
衆
の
信
仰
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
近
代
日
本
の
「
最
高
の

聖
所
」
へ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
と
し
、
大
教
宣
布
運
動
に
お
け
る
神
宮
の
教
化
活
動
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
神
宮
教
院
、
神
宮
教

（
妬
）

「
国
家
神
道
」
研
究
の
中
で
、
特
に
伊
勢
の
神
宮
に
関
心
を
寄
せ
た
も
の
と
し
て
、
ま
ず
藤
谷
俊
雄
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
藤
谷
は
、

『
伊
勢
神
宮
』
に
お
い
て
、
近
世
か
ら
戦
後
の
神
宮
ま
で
を
叙
述
し
て
い
る
が
、
近
代
の
神
宮
を
、

そ
れ
は
宗
教
で
あ
っ
て
宗
教
で
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
者
も
、
仏
教
を
信
じ
る
者
も
、
他
の
い
か
な
る
宗
教

を
信
じ
る
者
も
、
い
や
、
い
か
な
る
宗
教
を
も
信
じ
な
い
者
で
も
、
日
本
人
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
こ
れ
を
信
仰
し
、
こ
れ
を
尊
敬
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
日
本
の
最
高
の
聖
所
で
あ
っ
た
。
（
『
伊
勢
神
宮
』
三
頁
）

と
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
神
宮
が
「
最
高
の
聖
所
」
へ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
過
程
を
論
じ
つ
つ
、
他
方
で
近
代
の
神
宮
か
ら
民
衆

の
信
仰
が
切
り
離
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
、

伊
勢
神
宮
は
天
皇
家
の
宗
廟
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
臣
民
た
る
日
本
人
は
こ
れ
を
崇
敬
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
天
皇
を
媒
介
と
せ

ず
に
人
民
ど
も
が
み
だ
り
に
近
づ
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
近
世
の
「
お
か
げ
ま
い
り
」
の
事
実
は
神
道
史
や
神

宮
史
の
上
か
ら
は
全
く
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
支
配
者
は
こ
れ
で
神
宮
信
仰
の
品
位
を
高
め
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
ろ
う

が
、
実
は
こ
れ
に
よ
っ
て
神
宮
は
民
衆
の
自
然
発
生
的
な
信
仰
か
ら
は
き
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
（
『
伊
勢
神
宮
』
一
四
八

｜ が
一

、

四
九
頁
）
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会
、
神
風
講
社
を
新
し
い
宗
教
団
体
の
形
成
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

（
鞭
）

次
い
で
、
戦
後
の
「
国
家
神
道
」
研
究
を
主
導
し
た
村
上
重
良
は
、
『
国
家
神
道
』
に
お
い
て
、
宮
中
一
二
殿
と
神
宮
に
つ
い
て
論
じ
る

中
で
「
賢
所
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
を
祁
る
伊
勢
神
宮
内
宮
の
代
宮
と
い
う
基
本
的
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
国
家
神
道
の
も

（
蝿
）

と
で
、
神
宮
が
国
家
神
道
の
本
宗
と
さ
だ
め
ら
れ
た
の
に
対
応
し
て
、
神
宮
と
一
体
の
賢
所
が
宮
中
祭
祁
の
最
高
神
殿
と
さ
だ
め
ら
れ
た
。
」

と
指
摘
し
、
「
神
宮
祭
祁
は
、
伊
勢
神
宮
の
伝
統
を
一
定
の
範
囲
で
生
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
宮
中
祭
祁
に
見
あ
う
大
祭
、
中
祭
を
つ
け

（
⑲
）

加
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
確
立
は
、
近
代
天
皇
制
国
家
の
至
高
の
聖
所
で
あ
り
、
最
高
の
神
殿
で
あ
る
神
宮
の
完
成
を
意
味
し
た
。
」

と
述
べ
、
神
宮
祭
祁
の
確
立
に
よ
っ
て
、
神
宮
が
「
国
家
神
道
」
の
最
高
神
殿
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
論
じ
た
。
他
方
で
、
こ
う
し
た
神

宮
に
対
す
る
信
仰
を
基
盤
と
す
る
伊
勢
講
に
つ
い
て
は
、
「
国
家
神
道
」
体
制
下
に
動
員
さ
れ
、
組
み
込
ま
れ
た
近
世
以
来
の
民
衆
の
講

（
別
）

集
団
を
列
挙
し
た
上
で
、
「
江
戸
時
代
以
来
の
伊
勢
講
（
神
風
講
社
）
を
教
団
に
編
成
し
た
宗
教
」
と
し
て
神
宮
教
を
あ
げ
る
に
止
ま
っ
て

い
る
。
こ
の
村
上
の
理
解
は
、
基
本
的
に
藤
谷
の
理
解
を
踏
襲
し
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

（
団
）

こ
れ
に
対
し
て
、
中
島
一
二
千
男
は
、
「
大
教
宣
布
運
動
と
祭
神
論
争
」
で
「
国
家
神
道
体
制
」
を
も
た
ら
し
た
祭
神
論
争
と
神
官
教
導

職
分
離
に
至
る
展
開
を
、
神
宮
教
院
、
神
宮
教
会
、
神
風
講
社
と
い
っ
た
神
宮
の
教
化
体
制
の
展
開
か
ら
、
そ
の
中
で
の
講
社
の
結
収
を

め
ぐ
る
神
宮
と
出
雲
大
社
の
教
勢
争
い
が
、
祭
神
論
争
の
対
立
軸
と
な
っ
た
と
の
構
図
を
提
示
し
た
上
で
、
明
治
十
五
年
の
神
官
教
導
職

分
離
に
よ
り
神
社
と
教
会
・
講
社
が
分
離
し
た
こ
と
で
、
近
代
の
神
社
体
系
が
天
皇
制
の
「
正
統
神
話
」
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
位

（
卵
）

置
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
、
「
国
家
神
道
体
制
の
柱
と
し
て
の
神
社
神
道
の
成
立
」
を
み
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
七
年
か
ら
九
年
頃
の
神
風

講
社
の
活
動
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
従
来
の
「
国
家
神
道
」
研
究
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
島
の
「
国
家

神
道
」
の
形
成
過
程
か
ら
民
衆
の
信
仰
が
神
宮
・
神
社
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
国
家
神
道
」
が
成
立
し
た
と
し
て
い

る
点
は
、
藤
谷
以
降
の
視
点
を
踏
襲
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

近代伊勢信仰研究の課題と展望



こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
「
伊
勢
神
宮
と
宮
中
一
一
一
殿
」
が
「
国
家
神
道
の
中
心
的
聖
所
」
た
る
理
由
と
は
、
皇
室
祭
祁
と
神
宮
祭
祁
・
神

社
祭
祁
の
一
体
化
に
よ
っ
て
、
統
一
的
な
祭
祁
体
系
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
宮
と
宮
中
三
殿
が
国
家
神
道
を
構

成
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
の
位
置
を
確
保
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
神
宮
に
対
す
る
認
識
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
「
国
家
神
道
」

人
』
一

こ
の
理
癖

社
祭
祁
の
一

（
弱
）

ま
た
神
風
講
社
に
つ
い
て
一
一
一
一
口
及
し
た
研
究
と
し
て
安
丸
良
夫
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
安
丸
は
、
明
治
四
年
の
神
宮
改
革
を
「
国
家
神

と
し
て
の
内
宮
に
至
高
の
位
置
を
あ
た
え
る
と
と
も
に
、
神
官
組
織
を
す
っ
か
り
改
め
、
信
仰
的
に
も
組
織
的
に
も
伊
勢
神
宮
の
実
態
を

（
別
）

す
っ
か
ｈ
ソ
改
変
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
評
し
た
上
で
、
神
宮
の
教
化
政
策
に
よ
っ
て
旧
来
の
伊
勢
講
を
基
盤
と
し
て
結
収

さ
れ
た
神
宮
教
会
・
神
風
講
社
を
取
り
上
げ
、
明
治
六
年
三
重
県
阿
拝
郡
西
山
村
で
発
生
し
た
神
宮
教
会
系
の
講
社
と
御
岳
講
の
騒
擾
を

（
弱
）

紹
介
し
、
こ
の
事
件
が
「
神
宮
教
会
の
展
開
と
伝
統
的
な
宗
教
体
系
と
の
対
決
線
を
よ
く
表
現
」
‐
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
が
、
そ
れ
以
後

の
神
宮
教
会
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
考
察
を
加
え
て
い
な
い
。

（
恥
）

さ
ら
に
近
年
、
「
国
家
神
道
」
に
関
し
て
積
極
的
に
論
じ
て
い
る
島
薗
進
は
、
「
伊
勢
神
宮
と
宮
中
一
二
殿
こ
そ
国
家
神
道
の
中
心
的
聖

（
訂
）所

」
と
位
置
づ
け
る
。
島
薗
の
「
国
家
神
道
の
中
心
的
聖
所
」
に
対
す
る
具
体
的
な
理
解
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

国
家
神
道
は
天
皇
や
皇
祖
皇
宗
、
ま
た
そ
れ
ら
に
連
な
る
神
々
へ
の
崇
敬
と
し
て
、
江
戸
時
代
末
期
に
構
想
さ
れ
、
明
治
維
新
後
、

次
第
に
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
伊
勢
神
宮
と
宮
中
三
殿
を
頂
点
と
し
て
全
国
の
神
社
を
一
元
的
に
統
合
し
組
織
化
す
る
変
革
が
進

み
、
国
家
神
道
の
一
大
祭
祁
組
織
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
神
社
神
道
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
が
、
む
し
ろ
新
し

い
祭
祁
の
創
造
と
い
う
点
で
は
皇
室
祭
祁
が
導
き
手
だ
っ
た
。
新
た
な
皇
室
祭
祁
シ
ス
テ
ム
の
創
出
に
伊
勢
神
宮
改
革
が
連
動
し
、

続
い
て
新
設
の
国
家
的
神
社
を
初
め
と
す
る
官
国
幣
社
や
府
県
社
が
そ
れ
に
従
い
、
さ
ら
に
神
社
合
祁
政
策
や
次
章
で
述
べ
る
よ
う

な
神
職
養
成
組
織
の
形
成
が
伴
っ
て
、
統
一
的
な
国
家
神
道
の
祭
祁
体
系
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
（
『
国
家
神
道
と
日
本

一
一
一
三
’
一
一
一
一
四
頁
）

１００



1０１

研
究
に
お
い
て
踏
襲
さ
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
島
薗
は
、
「
国
家
神
道
」
の
確
立
期
（
一
八
九
○
年
頃
’
一
九
一
○
年
頃
）

に
起
き
た
主
要
な
現
象
を
、
「
（
１
）
聖
な
る
天
皇
と
皇
室
の
崇
敬
に
関
わ
る
儀
礼
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
く
こ
と
、
（
２
）
神
話
的
表
象

に
基
づ
く
国
体
思
想
が
生
活
空
間
に
根
づ
く
よ
う
な
形
に
整
え
ら
れ
、
そ
の
教
育
・
普
及
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
く
こ
と
、
（
３
）
神
職

の
養
成
シ
ス
テ
ム
と
神
職
の
連
携
組
織
が
確
立
し
、
国
家
神
道
の
有
力
な
構
成
要
素
で
あ
る
神
社
神
道
が
そ
の
内
実
を
固
め
て
い
く
」
こ

と
に
集
約
し
、
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
「
国
家
神
道
」
が
「
国
民
自
身
の
思
想
と
実
践
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
い
わ
ば
国
民
の
心
と

体
の
一
部
と
な
る
。
そ
し
て
次
第
に
国
家
神
道
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
声
が
、
国
民
各
層
か
ら
わ
き
お
こ
っ
て
く
る
よ
う
な
基

盤
が
作
ら
れ
て
い
く
。
」
と
し
、
「
国
家
神
道
」
の
浸
透
期
（
一
九
一
○
年
頃
’
一
九
三
一
年
）
に
は
、
「
下
か
ら
の
運
動
が
強
ま
り
、
政
府

も
国
家
神
道
の
強
化
の
方
向
で
社
会
的
緊
張
を
克
服
し
、
よ
り
強
固
な
国
民
統
合
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
道
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
く
な

（
銘
）

（
弱
）

る
・
」
と
述
べ
、
「
国
家
神
道
」
の
国
民
へ
の
浸
透
、
ン
ス
テ
ム
を
学
校
行
事
と
い
っ
た
教
育
シ
ス
テ
ム
に
求
め
て
い
る
。
島
薗
「
国
家
神
道
」

論
の
是
非
は
措
く
と
し
て
、
島
薗
は
、
「
国
家
神
道
」
の
中
核
と
し
て
の
皇
室
祭
祁
や
教
育
シ
ス
テ
ム
を
回
路
と
し
た
「
国
家
神
道
」
の

浸
透
政
策
を
強
調
し
た
結
果
、
近
代
の
伊
勢
信
仰
や
伊
勢
講
に
つ
い
て
は
言
及
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
国
家

神
道
」
を
め
ぐ
る
議
論
以
上
に
、
近
代
に
お
け
る
伊
勢
信
仰
・
伊
勢
講
の
社
会
的
役
割
に
対
す
る
関
心
が
喪
失
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

こ
れ
に
対
し
、
社
会
学
的
な
関
心
か
ら
近
代
の
伊
勢
信
仰
・
伊
勢
講
を
国
家
と
の
関
わ
り
に
着
目
し
つ
つ
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
平
井

（
帥
）

太
郎
の
研
究
が
あ
る
。
平
井
は
、
現
在
の
東
京
大
神
宮
を
対
象
と
し
て
近
代
国
家
を
論
じ
た
が
、
そ
の
前
提
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
国
家

神
道
」
研
究
に
お
い
て
東
京
大
神
宮
が
語
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
関
心
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
伊
勢
講
を
基
盤
と
す
る
東
京
大
神
宮

の
主
要
な
活
動
で
あ
る
神
宮
大
麻
と
伊
勢
暦
の
頒
布
に
「
国
家
は
身
体
に
働
き
か
け
る
方
法
の
一
つ
を
手
に
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の

（
例
）

方
法
を
「
全
国
」
民
に
行
使
し
う
る
よ
う
な
社
会
的
な
広
が
り
、
す
な
わ
ち
基
盤
と
な
る
社
会
性
を
一
挙
に
手
に
入
れ
て
い
る
。
」
こ
と

神
道
」

、
よ
》
っ
。
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以
上
、
本
稿
で
は
、
神
道
史
研
究
、
民
衆
宗
教
史
、
民
俗
学
、
歴
史
地
理
学
、
「
国
家
神
道
」
研
究
等
の
近
代
の
伊
勢
信
仰
研
究
の
現

状
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
最
後
に
伊
勢
信
仰
研
究
の
課
題
を
確
認
し
た
上
で
、
今
後
の
展
望
を
示
し
て
い
き
た
い
。

神
道
史
研
究
か
ら
は
、
主
と
し
て
神
宮
史
研
究
の
立
場
か
ら
、
近
世
の
伊
勢
信
仰
の
普
及
に
伴
っ
て
結
成
さ
れ
た
伊
勢
講
を
基
盤
と
し

を
読
み
取
り
、
近
代
国
家
と
東
京
大
神
宮
の
関
係
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
東
京
大
神
宮
が
神
宮
大
麻
頒
布
の
権
利
を

喪
失
し
、
活
動
の
主
軸
が
神
前
結
婚
式
へ
と
移
行
し
て
い
く
過
程
に
、
東
京
大
神
宮
を
支
え
る
存
在
が
「
講
」
か
ら
「
中
流
」
の
「
家
」

へ
変
遷
し
た
と
理
解
し
て
い
る
。
平
井
の
論
は
、
近
代
に
お
け
る
伊
勢
信
仰
の
担
い
手
と
し
て
東
京
大
神
宮
を
捉
え
て
い
る
点
は
画
期
的

な
も
の
で
あ
る
が
、
東
京
大
神
宮
を
包
摂
す
る
集
団
で
あ
る
神
宮
教
や
神
宮
奉
斎
会
全
体
を
対
象
と
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
活
動
の
検

討
に
つ
い
て
は
、
物
足
り
な
い
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
た
「
国
家
神
道
」
研
究
に
お
け
る
神
宮
、
伊
勢
信
仰
に
関
す
る
理
解
の
基
調
を
な
す
も
の
は
、
「
国
家
神
道
」
に
お
け
る
神
社

体
系
や
祭
祁
体
系
の
頂
点
と
し
て
神
宮
を
位
置
づ
け
つ
つ
、
そ
れ
が
近
世
ま
で
の
民
衆
に
よ
る
信
仰
を
除
去
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し

て
い
る
と
い
う
視
点
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
伴
い
、
近
世
の
伊
勢
講
を
母
体
と
し
て
神
宮
が
結
収
し
た
神
風
講
社
に
つ
い
て
は
、
平
井
の
論

考
を
除
い
て
明
治
十
五
年
以
前
の
状
況
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
そ
し
て
十
五
年
以
降
を
画
期
と
し
て
、
神
宮
か
ら
民
衆
の
信

仰
が
切
り
離
さ
れ
て
い
く
と
い
う
理
解
が
前
提
と
な
り
、
「
国
家
神
道
」
と
伊
勢
信
仰
の
関
わ
り
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

こ
れ
は
、
前
述
し
た
西
垣
晴
次
の
「
伊
勢
信
仰
の
果
た
し
た
役
割
、
こ
と
に
明
治
国
家
、
あ
る
い
は
天
皇
制
と
の
関
係
の
検
討
が
必
要
」

と
い
う
問
題
提
起
が
「
国
家
神
道
」
研
究
に
お
い
て
も
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
る
証
左
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に
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て
新
た
に
結
収
さ
れ
た
神
風
講
社
が
、
神
宮
の
教
化
活
動
の
展
開
と
関
連
し
て
検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
明
治
十
五
年
以
後

の
神
風
講
社
や
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
検
討
さ
れ
る
余
地
が
多
々
あ
る
の
が
現
状
と
い
え
る
。

民
衆
宗
教
史
・
民
俗
学
か
ら
の
研
究
で
は
、
西
垣
晴
次
が
近
代
に
お
け
る
民
衆
・
神
宮
・
国
家
・
天
皇
等
の
関
係
を
踏
ま
え
た
上
で
、
近

代
の
伊
勢
信
仰
を
「
国
家
神
道
」
や
天
皇
制
と
の
関
わ
り
を
意
識
し
つ
つ
検
討
す
る
必
要
を
指
摘
し
て
い
た
が
、
あ
く
ま
で
明
治
初
年
の

神
宮
改
革
の
み
を
も
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
後
の
研
究
で
も
実
際
は
、
「
国
家
神
道
」
に
よ
る
伊
勢
信
仰
の
断
絶

や
変
容
が
自
明
の
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
変
化
の
過
程
や
実
態
は
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
「
国
家

神
道
」
研
究
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
近
代
の
神
宮
を
「
国
家
神
道
の
中
心
的
聖
所
」
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
「
国
家
神

道
の
中
心
的
聖
所
」
に
対
す
る
信
仰
と
理
解
で
き
る
近
代
の
伊
勢
信
仰
よ
り
も
、
皇
室
祭
祁
・
神
宮
祭
祁
・
神
社
祭
祁
の
関
連
性
や
教
育

シ
ス
テ
ム
等
に
「
国
家
神
道
」
の
浸
透
装
置
と
し
て
の
意
義
を
見
出
し
た
結
果
、
「
国
家
神
道
」
研
究
に
お
い
て
も
西
垣
が
提
示
し
た
問

題
意
識
は
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
近
代
伊
勢
信
仰
研
究
の
現
状
に
お
い
て
、
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
考
え
る
の
が
、
神
宮
教
院
・
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会

と
そ
れ
を
支
え
た
神
風
講
社
の
歴
史
的
展
開
及
び
、
そ
の
内
実
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
次
の
三
つ
の
理
由
が
あ
る
。

一
つ
目
は
、
国
民
教
化
運
動
の
一
環
と
し
て
設
立
さ
れ
た
神
宮
教
院
・
神
宮
教
会
・
神
風
講
社
が
、
近
世
以
来
の
伊
勢
講
を
主
と
し
た

基
盤
と
し
て
成
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
か
な
り
の
勢
力
を
有
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
明
治
十
五
年
以
後
の
状
況
が
不
明
確

二
つ
目
は
、
神
宮
教
院
・
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
が
大
正
十
五
年
の
神
部
署
支
署
の
全
廃
ま
で
、
な
ん
ら
か
の
形
で
「
公
」
的
な
神
宮

の
「
私
」
的
な
側
面
で
あ
る
神
宮
大
麻
の
頒
布
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
神
宮
大
麻
の
頒
布
は
、
明
治
五
年
六
月
に
布

（
舵
）

達
さ
れ
た
「
各
地
方
ヲ
シ
テ
皇
大
神
宮
大
麻
頒
布
ノ
方
法
ヲ
施
設
セ
シ
ム
」
こ
と
に
よ
り
、
「
頒
布
ノ
儀
ハ
各
地
方
二
於
一
テ
適
宜
之
方
法

な
こ
と
に
よ
る
。
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三
つ
目
は
、
神
宮
教
院
・
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
と
い
う
神
宮
へ
の
信
仰
を
核
と
す
る
集
団
に
お
け
る
伊
勢
信
仰
の
内
実
を
検
討
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
菅
浩
二
が
神
宮
教
か
ら
神
宮
奉
斎
会
へ
と
い
う
非
宗
教
化
の
過
程
か
ら
「
神
宮
教
側
が
「
宗
教
」

と
し
て
の
相
対
化
を
拒
否
し
、
そ
の
外
側
に
立
と
う
と
す
る
理
由
」
を
「
天
皇
・
皇
室
と
縁
を
持
つ
皇
祖
神
信
仰
」
が
「
国
家
的
・
公
的

性
格
」
か
ら
「
他
の
信
仰
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
、
彼
ら
の
自
己
認
識
と
誇
待
」
に
求
め
つ
つ
、
こ
れ
を
「
明
治

時
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
皇
祖
神
信
仰
の
国
家
的
性
格
と
宗
教
的
性
格
の
両
側
面
が
信
仰
者
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
、
行
政

側
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
来
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
日
本
宗
教
史
上
も
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
」
と
論
じ
て

須
の
検
討
課
題
と
い
え
よ
う
。

相
設
人
民
競
テ
拝
授
尊
信
候
様
可
取
計
」
こ
と
と
な
っ
た
が
、
明
治
十
一
年
三
月
の
「
神
宮
大
麻
の
受
不
受
人
民
の
自
由
に
任
す
べ
き

（
侭
）件

」
に
よ
り
、
神
宮
大
麻
の
頒
布
は
「
地
方
管
ノ
関
係
二
不
及
」
と
し
、
「
人
民
ノ
自
由
二
為
任
候
」
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
神

宮
で
は
、
各
地
方
に
存
在
し
た
各
本
部
教
会
を
中
心
に
各
県
教
会
が
大
麻
を
頒
布
し
、
県
ご
と
の
方
法
に
よ
っ
て
「
毎
戸
遺
脱
ナ
ク
拝
授

（
斜
）

セ
シ
ム
」
こ
と
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
神
宮
教
の
成
立
時
に
は
、
「
神
宮
司
庁
教
院
区
分
処
分
条
約
」
が
一
一
十
一
二
条
に
わ
た
っ
て
定
め
ら

（
開
）

れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
大
麻
暦
の
製
造
頒
布
の
こ
と
は
神
宮
教
院
へ
委
托
さ
れ
る
。
」
こ
と
と
な
り
、
神
宮
奉
斎
会
の
成
立
以
後
も

神
宮
大
麻
の
頒
布
は
神
宮
奉
斎
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
他
方
で
明
治
三
十
五
年
に
は
、
神
部
署
が
設
立
さ
れ
、
四
十
五
年
に
神
宮

神
部
署
支
署
二
十
八
か
所
が
神
宮
奉
斎
会
の
地
方
本
部
内
に
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
神
宮
奉
斎
会
は
、
神
部
署
支
署
と
の
間
に
「
家

屋
賃
貸
借
契
約
」
を
結
ん
だ
が
、
大
正
十
五
年
に
は
、
神
宮
神
部
署
支
署
が
全
廃
さ
れ
、
昭
和
二
年
に
は
全
国
神
職
会
・
各
道
府
県
神
職

（
髄
）

会
に
大
麻
頒
布
事
業
が
委
託
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
神
宮
奉
斎
会
と
大
麻
頒
布
の
関
係
は
こ
こ
に
終
止
符
が
う
た
れ
た
．
こ
の
神
宮
大
麻

の
頒
布
に
関
す
る
組
織
的
な
制
度
の
変
遷
は
、
西
垣
晴
次
が
指
摘
し
た
大
麻
頒
布
の
復
活
に
よ
っ
て
神
宮
に
対
す
る
信
仰
の
「
私
」
的
な

側
面
が
保
存
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
神
宮
の
「
公
」
と
「
私
」
の
性
格
や
、
近
代
神
道
史
に
お
け
る
神
宮
の
位
置
付
け
を
考
え
る
上
で
必
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（
師
）

い
る
。
こ
の
菅
の
問
題
提
起
は
、
神
宮
の
「
公
」
と
「
私
」
を
め
ぐ
る
性
格
と
関
連
１
し
つ
つ
、
近
代
の
神
宮
に
対
す
る
信
仰
を
ど
の
よ
う

に
位
置
付
け
る
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
傾
聴
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
西
垣
の
近
代
の
伊
勢
信
仰
と
国
家
・
天
皇
制
と
の
関
わ
り
と
い

う
問
題
提
起
や
、
「
国
家
神
道
」
研
究
に
お
け
る
神
宮
や
伊
勢
信
仰
の
性
格
に
考
察
を
加
え
る
上
で
の
有
効
な
事
例
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
展
望
を
受
け
て
神
宮
教
院
・
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
・
神
風
講
社
の
歴
史
的
展
開
と
そ
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
よ
り
包
括
的
な
近
代
の
伊
勢
信
仰
理
解
へ
と
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
現
状
の
研
究
水
準
か
ら
す
る
と
近
代
の
伊
勢

講
は
、
神
風
講
社
に
再
編
さ
れ
た
講
社
、
神
風
講
社
に
再
編
さ
れ
な
か
っ
た
講
社
、
明
治
以
降
に
新
た
に
結
成
さ
れ
た
講
社
の
三
類
型
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
神
風
講
社
に
つ
い
て
詳
細
に
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
神
風
講
社
に
再
編
さ
れ
た
講
社
と
、
小
野
寺
淳
が
論
じ

た
よ
う
な
講
社
、
新
た
に
結
成
さ
れ
た
講
社
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
や
相
違
が
よ
り
明
確
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
研
究
は
、
民
衆

宗
教
史
や
民
俗
学
、
「
国
家
神
道
」
研
究
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
伊
勢
信
仰
の
「
断
絶
」
や
、
そ
れ
に
対
す
る
「
連
続
性
」
な
ど
を
吟
味

す
る
上
で
の
有
効
な
視
座
を
提
示
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
近
年
の
神
宮
研
究
を
網
羅
し
集
大
成
し
た
も
の
と
し
て
、
皇
畢
館
大

学
編
『
伊
勢
神
宮
研
究
文
献
目
録
貢
皇
単
館
大
学
、
平
成
一
一
十
四
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
尚
、
神
宮
の
通
史
的
な
研
究
と
し
て
は
、
大

西
源
一
『
大
神
宮
史
要
』
（
平
凡
社
、
昭
和
三
十
五
年
）
、
神
宮
司
庁
編
『
神
宮
史
年
表
』
（
戎
光
祥
出
版
、
平
成
十
七
年
）
等
を
参
照
。

（
２
）
原
田
敏
明
「
伊
勢
信
仰
」
会
国
史
大
辞
典
』
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
四
年
）
。

（
３
）
樫
井
勝
之
進
「
伊
勢
信
仰
」
（
国
畢
院
大
畢
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
要
語
集
』
宗
教
篇
二
、
神
道
分
化
会
、
昭
和
六
十
一
年
）
。
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（
４
）
井
後
政
異
「
伊
勢
信
仰
の
研
究
と
課
題
」
（
『
神
道
史
研
究
』
第
五
十
巻
、
第
三
・
四
号
、
平
成
十
四
年
）
。

（
５
）
前
掲
、
井
後
「
伊
勢
信
仰
の
研
究
と
課
題
」
、
一
八
頁
。

（
６
）
久
保
田
収
「
神
宮
教
院
と
神
宮
奉
斎
会
」
亀
明
治
維
新
神
道
百
年
史
』
第
四
巻
所
収
、
神
道
文
化
会
、
昭
和
四
十
三
年
）
、
岡
田
米
夫

「
大
神
宮
崇
敬
の
地
方
的
発
展
」
含
神
宮
・
明
治
百
年
史
』
下
巻
所
収
、
神
宮
司
庁
、
昭
和
四
十
五
年
）
、
西
川
順
土
の
各
論
考
は
い
ず

れ
も
『
近
代
の
神
宮
」
所
収
（
神
宮
司
庁
、
昭
和
六
十
三
年
）
。

他
に
神
道
史
か
ら
近
代
の
伊
勢
信
仰
に
言
及
し
た
論
文
や
文
献
に
は
、
大
西
源
一
『
参
宮
の
今
昔
』
（
神
宮
文
庫
、
昭
和
三
十
一
年
）
、

『
大
神
宮
史
要
』
（
平
凡
社
、
昭
和
三
十
五
年
）
、
岡
田
米
夫
編
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
（
東
京
大
神
宮
、
昭
和
三
十
五
年
）
、
岡
田
米
夫
「
伊

勢
講
の
組
織
と
機
能
」
（
『
岡
田
米
夫
先
生
神
道
論
集
』
所
収
、
岡
田
米
夫
先
生
遺
稿
刊
行
会
、
昭
和
五
十
六
年
）
、
河
野
省
三
『
宮
川
随

筆
』
（
神
宮
司
庁
、
昭
和
三
十
七
年
）
、
『
神
宮
・
明
治
百
年
史
』
（
神
宮
司
庁
、
昭
和
四
十
六
年
）
、
阪
本
健
一
「
明
治
初
期
に
お
け
る
神

宮
の
教
化
運
動
」
と
「
神
宮
と
明
治
維
新
」
、
（
共
に
『
明
治
神
道
史
の
研
究
』
所
収
、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
十
八
年
）
、
棲
井
治
男
「
大

宮
町
の
近
代
神
道
史
」
（
『
大
宮
町
史
』
歴
史
編
所
収
、
大
宮
町
、
昭
和
六
十
二
年
）
、
「
地
域
社
会
に
お
け
る
神
葬
祭
の
受
容
と
展
開
’

三
重
県
下
の
一
事
例
ｌ
」
と
「
神
宮
教
会
所
の
顛
末
’
三
重
県
南
部
の
事
例
を
中
心
に
ｌ
」
（
共
に
『
地
域
神
社
の
宗
教
学
』
所
収
、
弘

文
堂
、
平
成
一
一
十
二
年
）
、
森
悟
朗
「
神
風
講
社
と
浪
花
講
・
三
都
講
・
一
新
講
社
」
（
『
「
講
」
研
究
の
可
能
性
』
所
収
、
慶
友
社
、

一
一
○
一
三
年
）
、
千
葉
県
神
社
庁
「
房
総
の
伊
勢
信
仰
」
企
画
委
員
会
編
『
房
総
の
伊
勢
信
仰
’
第
六
十
一
一
回
神
宮
式
年
遷
宮
奉
祝
ｌ
』

（
雄
山
閣
、
一
一
○
一
三
年
）
等
が
あ
る
。

（
７
）
神
宮
教
院
、
神
宮
教
、
神
宮
奉
斎
会
の
通
史
的
な
理
解
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
岡
田
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
、
前
掲
、
久
保
田
「
神

宮
教
院
と
神
宮
奉
斎
会
」
を
参
照
。

（
８
）
前
掲
、
阪
本
「
明
治
初
期
に
お
け
る
神
宮
の
教
化
運
動
」
、
前
掲
、
久
保
田
「
神
宮
教
院
と
神
宮
奉
斎
会
」
、
西
川
順
土
「
明
治
初
年
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（
Ｍ
）
尚
、
前
掲
、
久
保
田
「
神
宮
教
院
と
神
宮
奉
斎
会
」
で
は
、
「
神
宮
奉
斎
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
に
詳
し
い
。

こ
こ
に
は
主
と
し
て
本
書
に
も
と
づ
い
て
略
述
す
る
（
五
一
頁
）
・
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
明
）
前
掲
、
棲
井
「
神
宮
教
会
所
の
顛
末
’
一
一
一
重
県
南
部
の
事
例
を
中
心
に
ｌ
」
、
三
七
一
一
一
頁
。

（
陥
）
森
は
、
交
通
史
の
視
点
か
ら
神
風
講
社
に
言
及
し
た
研
究
と
し
て
、
大
島
延
次
郎
「
旅
宿
と
し
て
観
た
る
講
の
発
達
」
（
『
日
本
交
通

史
論
叢
』
国
際
交
通
文
化
協
会
、
昭
和
十
四
年
）
と
、
今
井
金
吾
『
江
戸
の
旅
風
俗
ｌ
道
中
記
を
中
心
に
ｌ
』
（
大
空
社
、
一
九
七
七
年
）
、

今
井
金
吾
監
修
『
道
中
記
集
成
』
全
四
十
四
巻
・
別
巻
全
三
巻
（
大
空
社
、
一
九
九
六
’
九
八
年
）
を
あ
げ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
前
掲
、
森
「
神
風
講
社
と
浪
花
講
・
三
都
講
・
一
新
講
社
」
、
一
八
三
頁
。

（
略
）
例
え
ば
、
前
掲
の
「
神
宮
・
明
治
百
年
史
』
な
ど
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
〃
）
矢
野
永
治
「
国
民
の
奉
春
」
含
神
宮
・
明
治
百
年
史
』
上
巻
所
収
、
昭
和
四
十
三
年
）
。

107

（
ｕ
）
前
掲
、
岡
田
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
、
一
二
九
頁
。

（
旧
）
ま
た
岡
田
は
、
明
治
十
六
年
以
降
改
め
て
神
宮
直
属
の
伊
勢
講
の
結
成
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
、
岡
田
「
伊
勢

講
の
組
織
と
機
能
」
一
○
九
頁
。

（
皿
）
前
掲
、
西
川
『
近
代
の
器

（
Ⅱ
）
前
掲
、
同
、
一
三
四
頁
。

（
９
）
前
掲
、
岡
田

改
め
て
い
る
。

近代伊勢信仰研究の課題と展望

（
〃
）
矢
野
永
治

（
別
）
前
掲
、
同
、

の
教
会
講
社
」
等
を
参
照
。

四
一
八
頁
。

「
伊
勢
講
の
組
織
と
機
能
」
一
○
八
’
一
○
九
頁
。
尚
、
本
稿
で
は
、
文
章
の
引
用
に
あ
た
っ
て
適
宜
通
行
の
字
体
に

『
近
代
の
神
宮
』
、
一
一
五
一
一
頁
。



ズ
ニ
九
『
こ
れ
か
ら
の
天
｛

（
肥
）
前
掲
、
西
垣
『
お
伊
勢
圭

（
的
）
前
掲
、
同
、
二
○
八
’
一

（
釦
）
前
掲
、
西
垣
「
伊
勢
神
｛

（
別
）
前
掲
、
同
、
一
二
八
’
一

（
塊
）
前
掲
、
同
、
二
一
九
頁
。

（
〃
）
西
垣
晴
次
『
お
伊
勢
ま
い
り
」
（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
八
年
）
、
「
伊
勢
神
宮
と
国
家
神
道
」
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
、
総
合
特
集
シ
リ
ー

ズ
二
九
『
こ
れ
か
ら
の
天
皇
制
』
、
昭
和
六
○
年
）
。

（
肥
）
前
掲
、
西
垣
『
お
伊
勢
ま
い
り
』
、
一
三
頁
。

（
的
）
前
掲
、
同
、
二
○
八
’
一
一
○
九
頁
。

（
釦
）
前
掲
、
西
垣
「
伊
勢
神
宮
と
国
家
神
道
」
、
二
一
一
一
頁
。

（
別
）
前
掲
、
同
、
一
一
一
八
’
二
一
九
頁
。

（
妬
）
西
垣
晴
次
「
近
世
伊
勢
』

（
別
）
前
掲
、
同
、
三
四
八
頁
。

（
別
）
前
掲
、
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
二
一
頁
。

（
〃
）
神
宮
教
は
、
そ
の
成
立
事
情
か
ら
教
派
神
道
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
明
治
一
一
一
十
二
年
に
財
団
法
人
神
宮
奉
斎
会
へ
と
改
組

す
る
こ
と
に
よ
り
非
宗
教
化
を
遂
げ
て
い
る
。

（
路
）
菅
浩
二
「
日
清
戦
争
期
の
神
宮
教
と
海
外
神
社
ｌ
台
湾
神
社
初
代
宮
司
・
山
口
透
の
生
涯
（
前
）
ｌ
」
（
『
日
本
統
治
下
の
海
外
神
社
Ｉ

朝
鮮
神
宮
・
台
湾
神
宮
と
祭
神
ｌ
』
所
収
、
弘
文
堂
、
平
成
十
六
年
）
、
黒
田
宗
篤
『
宮
地
巌
夫
研
究
一
ｌ
そ
の
半
生
に
つ
い
て
ｌ
』
宝

廼
舎
塾
、
平
成
二
十
三
年
）
、
拙
稿
「
神
宮
教
の
組
織
と
活
動
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
（
『
園
畢
院
大
畢
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー

研
究
紀
要
』
第
四
号
、
平
成
二
十
四
年
）
。

（
別
）
萩
原
龍
夫
編
、
民
衆
宗
教
史
叢
書
①
『
伊
勢
信
仰
Ｉ
（
古
代
・
中
世
）
』
（
雄
山
閣
、
昭
和
六
十
年
）
、
西
垣
晴
次
編
、
民
衆
宗
教
史
叢

書
⑬
『
伊
勢
信
仰
Ⅱ
（
近
世
崖
（
雄
山
閣
、
昭
和
五
十
九
年
）
。

（
妬
）
西
垣
晴
次
「
近
世
伊
勢
信
仰
の
研
究
成
果
と
課
題
」
一
一
一
三
五
頁
。

1０８
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（
認
）
樫
井
徳
太
郎
『
講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
七
年
）
。

（
乳
）
宮
本
常
一
編
著
『
伊
勢
参
宮
』
所
収
（
社
会
思
想
社
、
一
九
七
一
年
）
。

（
亜
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
伊
勢
信
仰
と
そ
の
周
辺
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
第
一
五
一
一
号
、
昭
和
五
十
九
年
）
。

（
弱
）
前
掲
、
同
、
三
四
頁
。

（
訂
）
前
掲
、
同
、
四
六
頁
。

（
銘
）
漬
千
代
早
由
美
「
伊
勢
信
仰
研
究
史
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
人
文
科
学
研
究
』
第
三
○
号
所
収
、
一
一
○
○
一
年
）
、
新
田
康
一
一
「
民
衆

の
伊
勢
信
仰
と
伊
勢
参
り
」
含
歴
史
地
理
教
育
』
通
巻
七
一
○
号
、
一
一
○
○
七
年
）
。

（
羽
）
前
掲
、
漬
千
代
「
伊
勢
信
仰
研
究
史
に
関
す
る
一
考
察
」
、
三
○
’
三
一
頁
。

（
判
）
前
掲
、
同
、
二
七
頁
。
尚
、
慣
千
代
が
批
判
の
対
象
と
す
る
「
伊
勢
信
仰
の
「
残
存
」
を
発
掘
す
る
」
こ
と
を
主
眼
と
す
る
研
究
と

は
、
前
掲
の
『
講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
』
や
『
伊
勢
信
仰
Ｉ
（
古
代
・
中
世
）
』
、
『
伊
勢
信
仰
Ⅱ
（
近
世
匡
等
を
指
し
て
い
る
。

（
４
）
前
掲
、
新
田
「
民
衆
の
伊
勢
信
仰
と
伊
勢
参
り
」
、
一
一
一
一
一
’
一
一
一
三
頁
。

近代伊勢信仰研究の課題と展望

（
“
）
「
国
家
神
道
」
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
新
田
均
「
「
国
家
神
道
」
論
の
系
譜
（
上
）
．
（
下
）
」
（
皇
畢
館
大
学
人
文
学
会
編
『
皇
単
館
論
叢
』

三
一
一
巻
一
・
一
一
号
（
通
号
一
八
六
・
一
八
七
号
）
平
成
十
一
年
）
、
「
「
国
家
神
道
」
研
究
の
整
理
」
（
『
神
道
史
研
究
』
五
一
一
一
巻
一
号
（
通
号

一
一
五
一
号
）
、
平
成
十
七
年
）
、
阪
本
是
丸
「
研
究
史
「
国
家
神
道
」
研
究
の
四
○
年
」
（
『
日
本
思
想
史
学
』
四
一
一
号
、
一
一
○
一
○
年
）
等

を
参
照
。

新
田
「
民
衆
（

同
、
三
七
頁
。

「
伊
勢
参
宮
に
お
け
る
講
組
織
の
変
容
ｌ
明
石
市
東
二
見
を
事
例
に
ｌ
」
含
歴
史
地
理
学
』
第
四
十
七
巻
第
一
号
所
収
、



『
神
々
の
明
治
維
新
賃
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
。

（
塊
）
前
掲
、
同
、

（
開
）
安
丸
良
夫

（
別
）
前
掲
、
同
、

（
弱
）
前
掲
、
同
、

（
弱
）
島
薗
進
言

（
印
）
前
掲
、
同
、

（
聖
前
掲
、
同
、

（
開
）
前
掲
、
同
、

（
帥
）
平
井
太
郎

間
科
学
論
集
』

（
別
）
中
島
三
千
男
「
大
教
宣
布
運
動
と
祭
神
論
争
ｌ
国
家
神
道
体
制
の
確
立
と
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ｌ
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
二
六
号
、

〆ー、〆ー、〆一、〆一、〆一へ

５０４９４８４７４６
、－〆、－〆、－″、－＝、－〆

前 前前村前
掲掲掲上掲
、、、重、
同同同良同
、 、 、 、

（
妬
）
藤
谷
俊
雄
．
直
木
孝
次
郎
共
著
『
伊
勢
神
宮
』
（
三
一
書
房
、
一
九
六
○
年
）
。

一
九
七
二
年
）
。『

国
家
神
道
と
日
本
人
』
（
岩
波
書
店
、

一
四
六
’
一
四
八
頁
。

「
東
京
の
大
神
宮
函
貨
幣
の
蓄
積
・
消
費
の
場
と
し
て
の
「
家
」
と
そ
の
変
容
」
（
専
修
大
学
人
間
科
学
学
会
編
『
専
修
人

社
会
学
篇
第
一
号
、
二
○
二
年
）
。

1１０

『
国
家
神
道
賃
岩
波
書
店
、
一
九
七
○
年
）
。

九
九
頁
。

六
五
頁
。

一
二
五
頁
。

一
九
五
頁
。

一
四
八
頁
。

一
五
二
頁
。

一
二
五
頁
。

一
七
八
頁
。

四
四
頁
。

二
○
一
○
年
）
。



lｌｌ

（
例
）
前
掲
、
同
、
一
三
五
頁
。

（
脇
）
阪
本
健
一
『
明
治
以
降
話

（
開
）
前
掲
、
同
、
一
一
二
頁
。

（
Ｍ
）
『
神
宮
教
会
規
制
』
に
よ
る
。
「
神
宮
教
会
規
制
』
に
つ
い
て
は
、
国
畢
院
大
畢
河
野
省
三
博
士
記
念
文
庫
所
蔵
の
『
教
典
訓
法
章
程
』

（
目
録
番
号
三
○
八
一
）
に
合
綴
さ
れ
た
も
の
を
参
照
し
た
。

（
㈹
）
前
掲
、
岡
田
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
」
、
四
六
頁
。

（
価
）
前
掲
、
同
、
一
七
九
’
一
九
九
頁
を
参
照
。

（
師
）
前
掲
、
菅
『
日
本
統
治
下
の
海
外
神
社
』
二
八
○
頁
。

『
明
治
以
降
神
社
関
係
法
令
史
料
芦
神
社
本
庁
、

昭
和
四
十
三
年
）
、
五
一
頁
。

近代伊勢信仰研究の課題と展望
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本
稿
で
は
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
平
田
篤
胤
草
稿
本
『
古
史
伝
』
を
用
い
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
加
筆
修
正
が
論
旨
に
と
っ
て
重
要

な
の
で
引
用
す
る
際
は
左
記
の
凡
例
に
沿
っ
て
実
物
の
様
子
を
示
す
。

一
、
塗
潰
し
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
文
字
は
■
ま
た
は
［
（
文
字
数
）
］
で
示
す

一
、
見
消
し
等
判
読
可
能
な
文
字
は
［
］
で
括
り
示
す

一
、
加
筆
さ
れ
た
文
字
は
〈
〉
で
括
り
示
す

一
、
加
筆
の
う
ち
、
特
に
頭
注
は
（
頭
）
と
し
て
該
当
箇
所
の
初
め
に
示
す

一
、
割
注
は
【
】
で
括
り
示
す

凡
例

草
稿
本
「
古
史
伝
」
に
お
け
る
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程

ｌ
神
観
・
霊
魂
観
と
「
青
人
草
」

小

林
威
朗

園畢院大畢研究開発推進機構紀要第６号平成26年３月



本
稿
の
目
的
は
草
稿
本
『
古
史
伝
」
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
板
本
『
古
史
伝
』
（
あ
る
い
は
全
集
）
を
用
い
て
言
及
さ
れ
て
き
た

平
田
篤
胤
の
思
想
に
つ
い
て
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
草
稿
本
『
古
史
伝
』
の
書
誌
情
報
（
表
紙
・
段
構
成
・
加
筆
修
正
等
）
と
平
田

家
の
書
簡
や
日
記
を
つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
成
立
時
期
を
定
め
、
そ
の
上
で
内
容
を
分
析
す
る
事
に
よ
り
板
本
『
古
史
伝
』
か
ら
は

窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程
が
示
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

（
１
）

草
稿
本
『
古
史
伝
』
は
現
状
一
一
一
十
巻
一
一
一
十
冊
か
ら
な
り
（
表
一
）
、
一
二
種
類
の
表
紙
（
後
述
）
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
「
東
京
平
田

家
所
蔵
」
で
あ
っ
た
も
の
だ
が
、
明
治
三
十
年
代
か
ら
（
一
八
九
七
～
）
本
格
化
し
た
秋
田
県
立
図
書
館
に
よ
る
郷
士
資
料
収
集
の
一
環
と

し
て
、
同
館
が
明
治
四
十
二
（
一
九
○
九
）
年
に
「
平
田
篤
胤
の
直
筆
著
書
十
九
部
八
十
一
冊
を
価
格
一
千
五
百
円
を
以
て
購
入
」
し
た
も

（
２
）

の
で
あ
る
。
平
成
五
（
一
九
九
一
二
）
年
の
秋
田
県
公
文
書
館
開
館
に
際
し
、
秋
田
県
立
図
書
館
か
ら
移
管
さ
れ
、
現
在
「
平
田
文
庫
」
内
資

料
群
の
一
部
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
篤
胤
自
筆
に
よ
る
資
料
（
草
稿
の
断
片
）
は
同
公
文
書
館
「
落
穂
文
庫
」
に
も
所
蔵
さ
れ

（
３
）

て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
伝
来
は
不
明
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
『
古
史
伝
』
を
取
り
扱
っ
た
先
行
研
究
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
『
古
史
伝
』
は
天
之
御
中
主
神
を
「
主
宰
神
」
と
し
、

大
国
主
神
に
よ
る
「
来
世
観
」
（
所
謂
「
死
後
審
判
」
）
を
示
す
篤
胤
の
主
著
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
を
決
定
付
け
た
の

は
じ
め
に

一
、
虫
等
に
よ
り
判
読
不
可
な
部
分
は
□
で
示
す

一
、
草
稿
本
、
板
本
を
問
わ
ず
『
古
史
伝
』
の
引
用
に
際
し
て
は
段
数
と
該
当
箇
所
の
最
初
の
文
字
、
又
は
丁
数
を
示
す

１１４
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（
４
）

は
村
岡
典
嗣
の
「
平
田
篤
胤
の
神
学
に
於
け
る
耶
蘇
教
の
影
響
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
村
岡
の
論
旨
は
表
題
の
如
／
、
、
篤
胤
の
「
神
学
」

に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
見
て
お
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
『
本
教
外
編
』
（
文
化
一
一
一
（
一
八
○
六
）
年
著
、
「
大
塾
君
御
一
代
略
記
」
に
よ
る
）

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
「
本
教
外
編
後
、
七
八
年
を
経
て
成
っ
た
古
史
伝
造
化
三
神
の
条
、
約
一
一
十
年
を
経
て
成
っ
た
同
大
国
主
神
の

条
を
、
外
編
に
比
較
し
て
、
そ
の
思
想
に
於
い
て
の
み
な
ら
ず
用
語
に
於
い
て
、
そ
の
再
現
を
示
す
も
の
が
少
く
な
い
の
を
思
ふ
と
、
平

田
が
、
如
何
に
耶
蘇
教
書
に
学
ん
だ
所
の
深
い
か
は
察
知
さ
れ
る
」
と
し
て
、
『
古
史
伝
』
に
お
い
て
結
実
す
る
も
の
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
村
岡
の
論
考
は
『
古
史
伝
』
を
中
心
に
考
え
た
場
合
、
二
つ
の
視
点
か
ら
分
析
で
き
る
。
一
つ
は
「
大
塾
君
御
一
代
略
記
」
（
以
下
、

「
略
記
」
）
を
主
軸
に
し
た
著
作
年
譜
上
か
ら
見
た
『
古
史
伝
』
へ
の
視
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
内
容
を
比
較
し
た
上
で
『
本
教
外
編
』

と
「
古
史
伝
」
の
同
一
性
を
見
る
視
点
で
あ
る
。

実
際
、
村
岡
に
対
し
て
批
判
的
検
証
を
試
み
る
論
者
は
、
二
つ
の
視
点
を
意
識
し
た
立
論
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
一
一
一
木

（
５
）

正
太
郎
は
「
幽
冥
観
と
耶
蘇
教
」
の
な
か
で
、
ま
ず
『
本
教
外
編
』
の
内
容
を
分
析
し
、
そ
れ
と
『
霊
能
真
柱
』
を
比
較
－
し
、
さ
ら
に
『
古

史
伝
』
と
比
較
す
る
と
い
う
手
法
を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
略
記
」
を
用
い
た
著
作
年
譜
を
基
に
、
『
本
教
外
編
」
の
影
響
は
『
霊
能

真
柱
』
で
は
見
え
ず
、
『
古
史
伝
』
に
な
っ
て
か
ら
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

村
岡
や
三
木
の
論
が
板
本
（
あ
る
い
は
全
集
）
に
依
拠
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
草
稿
本
を
用
い
た
小
林
健
一
一
一
の
研
究
は
重
要
で
あ
る

（
６
）う

。
小
林
は
ま
ず
「
第
一
一
古
史
伝
の
思
想
」
に
お
い
て
、
草
稿
本
と
板
本
と
の
比
較
を
第
一
巻
（
一
二
稿
本
）
に
限
り
お
こ
な
っ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
草
稿
本
に
お
い
て
は
天
之
御
中
主
神
が
「
宇
宙
の
寓
物
を
悉
く
主
宰
り
給
ふ
」
や
所
謂
「
北
辰
」
説
が
な
い
こ
と
を
示
し
、

大
凡
「
本
居
の
古
事
記
伝
の
説
を
主
と
し
て
そ
れ
に
若
干
加
筆
し
た
も
の
」
と
し
て
い
る
。
次
に
「
第
一
一
一
古
史
伝
廿
三
巻
百
一
一
十
一
一
一
段

に
つ
い
て
の
考
」
に
お
い
て
、
「
廿
一
一
一
巻
（
一
二
一
一
一
段
）
の
自
筆
本
は
、
初
稿
本
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訂
正
の
あ
と
が
あ
ま
り
な
く
、

そ
の
点
き
わ
め
て
締
麗
に
か
け
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
を
「
寓
世
」
と
論
じ
た
一
連
の
「
来
世
観
」
を
示
し
た
部
分

草稿本「古史伝」における篤胤の思想形成過程



１
）
か
ず
い
）
○

（
ｕ
）

わ
れ
る
。

に
大
き
く
訂
正
し
た
箇
所
が
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
い
わ
ゆ
る
耶
蘇
教
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

（
７
）

こ
の
小
林
の
論
を
補
い
な
が
ら
草
稿
本
の
「
天
之
御
中
主
神
理
解
」
を
考
察
し
た
の
が
神
保
郁
夫
の
論
考
で
あ
る
。
神
保
は
草
稿
本
の

成
立
時
期
に
つ
い
て
「
稿
本
は
全
三
十
巻
か
ら
な
り
、
各
巻
に
よ
り
成
稿
状
態
が
異
な
る
」
と
し
「
第
一
段
か
ら
十
段
ま
で
は
原
表
紙
に

一
一
一
稿
と
篤
胤
自
筆
で
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
十
五
段
以
降
は
初
稿
。
百
三
十
二
段
以
降
は
三
稿
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
「
文
政
九
年
に
入
門
し
た
宮
負
定
雄
と
そ
の
著
作
『
万
物
牡
牝
考
』
等
が
両
書
共
に
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
、
自
筆
稿
本

の
成
立
年
代
は
、
上
京
後
の
文
政
十
年
前
後
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
篤
胤
の
著
述
ご
と
に
「
天
之
御
中
主
神
理

解
」
を
抽
出
し
、
「
略
記
」
か
ら
抜
き
出
し
た
著
述
年
譜
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
本
教
外
編
』
に
お
け
る
「
天
之
御
中
主
神
理

解
」
が
文
化
三
年
に
成
立
し
た
と
す
る
に
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
論
考
は
草
稿
本
を
用
い
た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
「
略
記
」
に
対
し
て
明
確
に
疑
問
符
を
投
げ
か
け
た
こ
と
に
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
『
古
史
伝
』
に
関
す
る
言
及
の
一
部
を
示
す
こ
と
で
、
著
述
の
成
立
時
期
と
内
容
の
検
討
と
い
う
二
つ
の
視
点
の
重
要
性
が
示
せ

（
８
）

（
９
）

た
よ
う
に
田
心
わ
れ
る
。
多
く
の
研
究
で
著
述
成
立
時
期
の
根
拠
と
し
て
き
た
「
略
記
」
に
は
不
確
定
要
素
が
あ
り
、
こ
の
点
を
草
稿
本
の

書
誌
情
報
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
は
意
義
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
複
数
の
著
作
を
比
較
す
る
こ
と
に
依
っ
て
示
さ

れ
て
き
た
篤
胤
の
思
想
は
、
草
稿
本
の
加
筆
修
正
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
一
著
作
の
内
容
的
変
化
と
し
て
よ
り
具
体
的
・
実
証
的

に
研
究
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
資
料
の
成
立
時
期
と
内
容
変
化
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
著
者
で
あ
る
篤
胤

（
皿
）

に
寄
り
添
っ
た
『
古
史
伝
」
理
解
を
目
指
し
た
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
立
場
で
あ
る
（
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
否
定
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
な
い
）
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
け
る
『
古
史
伝
』
理
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
の
た
め
に
研
究
対
象
と
の
花
離
を
含
ん
で
い
る
と
思

先
述
の
秋
田
県
公
文
書
館
落
穂
文
庫
に
生
田
万
（
道
満
）
が
書
い
た
と
思
わ
れ
る
紙
片
が
あ
．
る
。

乱
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1１７

こ
の
紙
片
は
「
十
八
巻
一
一
十
五
丁
」
か
ら
「
一
一
十
三
巻
六
十
一
一
丁
」
へ
の
変
更
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
古
史
伝
』
一
一
十
一
一
一
巻

一
一
一
三
段
（
所
謂
「
幽
冥
段
」
）
に
付
さ
れ
て
い
た
も
だ
と
わ
か
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
生
田
の
湧
き
あ
が
る
よ
う
な
文
章
は
、
大
国

主
神
の
事
蹟
に
習
う
（
「
神
習
」
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
顕
世
」
の
苦
難
に
ひ
る
ま
ず
生
き
抜
く
べ
き
こ
と
を
認
識
し
た
者
の
言
葉
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
当
時
の
読
者
に
よ
る
記
事
は
、
所
謂
「
死
後
審
判
」
説
を
前
提
と
し
た
議
論
で
は
理
解
し
得
な
い
も
の
と
思

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
草
稿
本
の
成
立
時
期
を
考
え
た
上
で
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
板
本
『
古
史
伝
』
か
ら
は
窺

え
な
か
っ
た
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程
を
考
察
し
た
い
。

（
吃
）

わ
れ
る
。 ［

古
十
八
－
廿
五
］
古
廿
三
－
六
十
一
一

神
事
の
中
の
幽
事
を
白
し
顕
し
給
へ
る
に
依
り
て
道
満
年
頃
の
疑
惑
一
時
に
釈
け
て
有
難
し
な
ど
白
す
も
更
な
り
い
で
や
今
よ
り
後

は
恐
け
れ
ど
生
涯
寒
困
貧
賎
の
間
に
辛
苦
し
て
大
国
主
大
神
の
顕
世
に
立
給
へ
る
御
功
績
の
億
万
分
一
を
も
立
て
む
と
思
ふ
心
の
勃

然
と
し
て
突
き
起
り
侍
り
ぬ
る
は
大
人
の
此
処
な
る
御
教
語
の
御
恩
頼
に
ぞ
侍
り
け
る

草
稿
本
「
古
史
伝
」
の
成
立
時
期

起
稿
の
時
期

草稿本「古史伝』における篤胤の思想形成過程



一
一
一
十
巻
一
一
一
十
冊
全
体
の
構
成
を
眺
め
る
た
め
に
表
一
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
先
行
研
究
が
既
に
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
こ
の
草
稿

本
に
は
三
つ
の
表
紙
が
あ
る
。
外
側
に
後
世
の
も
の
、
次
に
鏡
胤
の
筆
跡
と
思
わ
れ
る
も
の
（
以
下
、
「
草
稿
本
表
紙
」
）
、
最
後
が
篤
胤
の

筆
跡
の
も
の
（
以
下
、
「
原
表
紙
」
）
で
あ
る
。
後
世
に
つ
け
た
表
紙
は
「
草
稿
本
表
紙
」
に
沿
っ
て
（
あ
る
い
は
保
護
す
る
目
的
で
）
つ
け
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
表
一
は
段
構
成
を
基
本
に
し
て
、
「
原
表
紙
」
、
草
稿
本
、
板
本
の
各
巻
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

「
草
稿
本
表
紙
」
と
板
本
の
段
構
成
を
比
較
す
る
と
全
く
同
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
一
一
十
九
、
三
十
巻
を
除
く
）
。

こ
こ
で
「
原
表
紙
」
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
「
原
表
紙
」
は
「
一
」
か
ら
「
一
一
十
三
」
ま
で
あ
り
欠
番
は
な
い
。
お
そ
ら
く
あ
る
程
度
の

時
期
ま
で
草
稿
本
は
一
一
十
三
巻
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
先
行
研
究
に
お
い
て
「
原
表
紙
を
欠
く
巻
が
あ
る
」
と
し
て
い
る

も
の
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
「
原
表
紙
」
の
位
置
が
必
ず
し
も
「
草
稿
本
表
紙
」
の
位
置
と
一
致
し
な
い
た
め
に
欠
落
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
）
。
ま
た
、
一
か
ら
一
一
一
に
は
「
三
稿
」
と
あ
り
、
四
か
ら
十
九
ま
で
は
「
初
稿
」
、
一
一
十
か
ら
一
一
十
一
一
一
は
「
一
一
一

稿
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
原
表
紙
」
に
依
拠
し
て
段
構
成
を
考
え
れ
ば
一
段
か
ら
一
七
段
は
「
一
一
一
稿
」
、
一
八
段
か
ら
一
三
一
段
は
「
初

稿
」
、
一
一
一
三
段
か
ら
一
四
九
段
は
「
一
一
一
稿
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
咽
）

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
文
化
十
一
一
（
一
八
一
五
）
年
一
一
一
月
十
四
日
付
伴
信
友
宛
篤
胤
書
簡
を
見
て
み
た
い
。
こ
の
手
紙
の
中
で
示
さ
れ
て

い
る
「
初
段
、
古
天
地
云
々
よ
り
、
第
一
一
十
二
段
事
戸
度
の
段
迄
に
て
、
例
の
細
書
七
八
十
丁
の
も
の
四
巻
、
先
此
頃
迄
に
初
稿
成
申
候
」

（
Ｍ
）

（
マ
マ
）

と
い
う
文
一
一
一
一
口
は
、
草
稿
本
の
原
表
紙
の
状
態
に
近
い
と
い
え
る
（
表
一
）
。
ま
た
、
当
時
の
「
古
史
」
講
義
は
「
古
史
伝
は
未
か
か
で
あ
れ

共
」
『
古
事
記
伝
』
を
傍
ら
に
置
い
て
、
適
宜
参
照
し
な
が
ら
、
進
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
書
簡
に
記
さ
れ
た
『
古
事
記
伝
』

ア
ラ
ケ
マ
シ
キ

を
全
巻
所
有
し
て
い
な
い
た
め
に
書
か
ず
に
お
い
て
あ
る
部
分
も
、
こ
の
草
稿
本
の
状
態
に
符
合
す
る
と
い
え
る
（
一
一
十
一
一
段
「
散
去
突
」
、

二
十
一
段
「
杖
」
、
第
六
段
「
骸
」
、
一
一
十
段
「
郷
櫛
」
）
。
よ
っ
て
、
こ
の
書
簡
か
ら
草
稿
本
の
起
稿
時
期
は
文
化
十
二
年
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
書
簡
の
『
古
史
伝
」
執
筆
に
関
す
る
末
尾
に
は
、
「
先
初
稿
を
記
し
立
見
て
」
そ
の
後
に
見
聞
き
し
た
も
の
に
ょ
っ

１１８
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草
稿
本
『
古
史
伝
』
を
は
じ
め
、
篤
胤
の
草
稿
本
に
お
け
る
加
筆
修
正
が
お
び
た
だ
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
文
政
十
（
一
八
一
一
七
）

年
七
月
一
一
十
一
日
こ
ろ
の
も
の
と
さ
れ
る
三
河
の
神
職
で
宣
長
に
も
学
ん
だ
鈴
木
重
野
宛
書
簡
の
下
書
き
か
ら
も
よ
く
言
及
さ
れ
る
。

て
加
筆
修
正
を
し
て
い
く
と
い
う
執
筆
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
政
十
年
の
段
階
で
「
古
史
伝
」
の
神
代
巻
が
『
古
事
記
伝
』
全
巻
と
同
程
度
あ
り
、
ま
た
「
赤
青
」

が
混
在
し
た
書
入
れ
の
あ
る
「
草
稿
本
」
で
あ
っ
て
、
い
ま
だ
「
日
々
」
加
筆
修
正
を
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
事
か
ら
も

文
化
十
二
年
信
友
宛
書
簡
に
示
さ
れ
た
、
先
ず
初
稿
を
記
し
、
そ
の
後
に
加
筆
修
正
す
る
、
と
い
う
執
筆
方
針
は
確
認
で
き
る
の
で
あ
る

が
、
注
目
し
た
い
の
は
こ
の
加
筆
修
正
の
多
さ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
草
稿
本
の
本
文
に
よ
っ
て
加
筆
修
正
を
分
類
す
る
と
大
凡
以
下
の
六

種
が
あ
る
。

愚
著
共
早
々
御
覧
被
成
度
由
、
御
懇
篤
に
被
仰
越
、
御
尤
之
儀
奉
存
候
、
古
史
伝
は
至
て
大
部
に
相
成
り
、
神
代
部
而
巳
に
て
古
事

記
伝
全
部
程
有
之
、
赤
青
混
雑
之
書
入
草
稿
本
に
て
、
今
以
て
日
々
考
証
を
加
へ
罷
在
候
へ
ば
、
容
易
に
筆
工
へ
は
難
申
付
、
…
（
下

（
旧
）

略
）①

元
の
文
字
を
見
消
、
塗
潰
し
す
る
削
除

‐
二
加
筆
修
正
に
み
る
成
立
過
程

草稿本「古史伝』における篤胤の思想形成過程



こ
の
中
で
⑥
に
関
す
る
修
正
方
法
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
平
田
篤
胤
関
係
資
料
の
残
存
状
況
か
ら
考
え
る
に
今
後
も
大
き
く
進
展
す
る
可

能
性
が
あ
る
の
で
具
体
例
を
示
し
た
い
。

こ
こ
で
は
じ
め
に
で
示
し
た
落
穂
文
庫
中
の
草
稿
の
断
片
を
見
て
み
た
い
。
落
穂
文
庫
三
七
四
「
平
田
篤
胤
の
草
稿
本
」
に
「
古
史
伝

五
ノ
八
」
と
小
書
き
さ
れ
た
紙
片
が
あ
る
（
写
真
二
。

［
□
□
□
□
な
る
べ
し
］
さ
て
天
日
に
寄
遍
る
火
の
■
■
に
■
■
■
満
て
至
ら
ぬ
□
な
く
。
［
菖
物
を
［
産
］
産
生
し
］
［
〈
土
に
照
入
り
〉
］

産
霊
の
神
霊
を
助
っ
、
［
菖
物
を
産
生
す
］
［
〈
士
に
照
入
り
〉
］
〈
士
に
照
入
り
士
ノ
気
火
ノ
気
相
和
し
て
千
ぢ
に
〉
〈
△
（
頭
）
□
口
物
類

口
成
し
〉
そ
の
産
し
生
せ
る
■
■
〈
草
木
を
〉
以
て
〈
大
き
く
も
小
さ
く
も
〉
火
を
集
む
れ
ば
集
り
て
■
青
人
草
の
要
を
為
し
そ
れ

燃
尽
れ
ば
〈
灰
と
化
て
〉
土
の
み
残
り
［
て
］
火
気
は
元
の
■
虚
空
に
帰
る
〈
▲
（
頭
）
口
火
産
口
神
の
功
の
□
□
し
に
は
□
け
る
■

■
〉
実
に
火
は
か
り
奇
霊
な
る
物
は
有
し
□
ぞ
思
ふ
。
【
是
に
就
て
思
ふ
に
奇
し
く
妙
な
る
事
物
の
称
言
に
比
て
ふ
言
を
云
は
世
に

火
ば
か
り
奇
異
き
物
の
な
き
故
に
其
名
を
借
て
く
弘
く
〉
言
な
ら
へ
る
な
ら
む
か
も
｝
な
ほ
下
に
云
る
を
も

古
史
伝
五
ノ
八

⑥⑤④③②

元
の
文
章
を
線
で
囲
む
削
除
（
前
掲
、
小
林
、
神
保
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
）

元
の
文
字
の
上
か
ら
訂
正
し
た
文
字
を
書
く
修
正
（
一
字
の
場
合
が
多
い
）

①
の
傍
ら
に
訂
正
し
た
文
字
を
書
く
修
正

「
▲
」
・
「
△
」
（
割
注
の
場
合
は
「
巴
）
等
の
記
号
と
共
に
頭
注
と
し
て
の
加
筆

元
の
文
章
を
用
紙
ご
と
切
取
り
、
新
た
な
文
章
を
貼
付
挿
入
す
る
修
正

120



言
ふ
を
見
る
べ
し

1２１

こ
れ
は
草
稿
本
五
巻
八
丁
ウ
の
部
分
に

、
ン
・
力

さ
て
然
天
つ
日
に
寄
想
る
火
気
の
虚
空
に
ち
ｈ
ソ
満
て
至
ら
ぬ
隈
な
く
産
霊
の
御
霊
を
佐
け
つ
、
地
に
照
入
り
土
気
。
嬉
気
。
火
気
相

ヤ
ワ和

１
‐
）
て
千
ぢ
に
変
り
高
づ
に
化
り
て
【
彼
硫
黄
塩
硝
な
ど
云
を
始
め
く
さ
／
、
＼
か
、
る
類
の
物
の
多
か
る
は
み
な
是
に
因
て
成
る

な
り
】
物
類
を
生
成
し
て
青
人
草
の
要
を
為
し
其
産
し
成
せ
る
草
木
を
以
て
火
を
集
む
れ
ば
大
き
く
も
小
く
も
凝
集
り
■
■
〈
そ
れ
〉

燃
蓋
れ
ば
灰
と
化
て
［
士
の
み
］
残
り
〈
房
（
頭
）
ま
た
此
を
分
れ
ば
土
と
塩
と
に
分
る
め
り
］
〉
火
気
は
元
の
虚
空
に
帰
る
こ
れ
ぞ

火
産
霊
神
の
徳
の
あ
ら
ま
し
に
は
有
け
る
実
に
火
ば
か
り
奇
霊
な
る
物
は
有
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
【
是
に
就
て
案
フ
に
。
奇
く
妙
な
る
事

タ
、
ヘ
ゴ
ト

物
の
称
言
に
比
て
ふ
一
一
一
一
口
を
云
は
世
に
火
ば
か
り
奇
異
き
物
の
な
き
故
に
其
名
を
借
て
弘
く
言
ひ
な
ら
へ
る
な
ら
む
か
も
］
な
ほ
次
々

草稿本『古史伝』における篤胤の思想形成過程
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写真１落穂文庫374「平田篤胤の草稿本」

と
あ
り
、
両
者
と
も
「
火
産
霊
神
の
徳
の
あ
ら
ま
し
」
を
述
べ
て
い
る
も
の

と
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
を
比
較
す
る
と
落
穂
文
庫
蔵
の
紙
片
に
お
い

て
「
士
ノ
気
火
ノ
気
相
和
し
て
」
と
し
て
い
る
部
分
に
草
稿
本
で
は
「
購
気
」

が
加
わ
り
、
「
硫
黄
塩
硝
」
と
い
っ
た
火
薬
を
連
想
さ
せ
る
物
質
の
起
源
も

記
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。
「
火
産
霊
神
の
徳
の
あ
ら
ま
し
」
を
発
展
き
せ

た
明
確
な
根
拠
は
管
見
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
気
吹
舎
門
人
（
文
政
三
年
）

の
砲
術
家
で
天
体
観
測
な
ど
も
行
っ
た
国
友
藤
兵
衛
と
の
書
簡
に
「
大
砲
」



こ
こ
で
示
し
た
⑥
の
よ
う
な
切
取
り
・
貼
付
挿
入
に
よ
る
修
正
は
草
稿
本
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
散
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
い
っ

た
加
筆
修
正
し
た
結
果
が
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
の
草
稿
本
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
遠
藤
潤
が
述
べ
る
よ
う
に
初
稿
本
に
複
数
回
手
を

（
略
）

加
え
て
一
二
稿
本
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
「
一
一
稿
本
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
可
能
性
は
十
分
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
加
筆
修
正
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
草
稿
本
を
概
観
す
る
と
、
す
で
に
小
林
健
三
が
『
平
田
神
道
の
研
究
』
の
「
附
録
」
で
示

し
て
い
る
、
板
本
『
古
史
成
文
美
以
下
『
成
文
』
）
と
板
本
『
伝
』
の
段
構
成
の
違
い
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
成
立
年
代
の
推
定
が
で
き
る

（
四
一
五
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
小
林
が
述
べ
て
い
る
の
は
板
本
『
成
文
』
の
．
四
九
段
」
が
板
本
『
伝
』
に
お
い
て
削
除
さ
れ
て
「
一
五
○

段
」
が
．
四
九
段
」
と
し
て
繰
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
削
除
の
過
程
が
草
稿
本
で
は
⑥
の
加
筆
修
正
に
よ
っ

（
Ⅳ
）

て
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
草
稿
本
「
一
四
九
段
」
は
原
表
紙
に
よ
る
と
一
二
稿
本
で
あ
り
、
ま
た
最
終
段
で
あ
る
こ
と
に
注
意
）
。

ま
ず
『
成
文
』
が
印
刷
さ
れ
る
の
が
文
政
八
（
一
八
一
一
五
）
年
三
月
十
七
日
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
『
日
記
』
か
ら
確
認
で
き
る
（
渡
這
、

九
四
○
頁
）
。
こ
の
段
階
で
は
「
一
四
九
段
」
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
印
刷
さ
れ
現
存
す
る
板
本
『
成
文
』
と
な
る
。
草
稿
本
の
「
一
四
九

段
」
は
既
に
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ひ
と
ま
ず
は
文
政
八
年
よ
り
後
の
成
立
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
草
稿
本
の
該
当
部
分
（
三
十

巻
六
丁
ウ
ー
七
丁
オ
）
を
注
視
す
る
と
下
記
の
割
注
が
あ
り
、

わ
か
る
。

に
関
す
る
記
述
が
有
り
（
前
掲
、
渡
這
『
平
田
篤
胤
研
究
』
、
八
六
○
頁
）
、
こ
う
い
っ
た
交
友
関
係
に
よ
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
内
容

上
符
合
す
る
の
み
な
ら
ず
、
落
穂
文
庫
の
紙
片
の
切
断
面
と
草
稿
本
の
該
当
箇
所
貼
付
挿
入
部
分
を
並
べ
る
と
明
確
に
一
致
す
る
こ
と
が

【
前
の
成
文
に
。
御
紀
な
る
第
五
ノ
ー
書
を
取
り
て
。
此
ノ
間
に
。
爾
神
吾
田
津
比
責
ノ
命
。
自
リ
〈
二
〉
火
燈
之
中
一
出
来
。
稲
言
日
。

吾
所
〈
し
〉
生
之
子
。
及
吾
身
営
〈
二
〉
火
難
〈
一
〉
而
無
〈
二
〉
少
損
事
一
・
見
之
乎
白
之
時
。
皇
美
麻
ノ
命
詔
日
。
吾
本
雛
〈
し
〉
知
〈
二
〉
吾
子
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ヒ
ト
ヨ
ニ
ヤ
ハ
ラ
メ
ル

こ
れ
は
木
花
之
佐
久
夜
毘
一
買
命
（
「
神
吾
田
津
比
責
ノ
命
」
は
亦
名
）
が
「
一
宿
哉
妊
有
」
こ

草稿本123

そ
の
前
後
に
⑥
に
よ
る
修
正
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
木
花
之
佐
久
夜
毘
責
命
（
「
神
吾
田
溌

と
を
迩
迩
塾
命
は
本
心
か
ら
疑
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
疑
っ
た
ふ
り
を
な
さ
れ
た
の
か
、

と
い
う
部
分
で
『
成
文
』
の
と
き
ま
で
は
「
わ
ざ
と
」
疑
わ
れ
た
と
考
え
て
い
た
が
、
後

に
改
め
て
宣
長
が
述
べ
る
よ
う
に
「
実
に
」
疑
わ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
該
当
箇
所
の
加
筆
修
正
は
文
政
八
年
以
後

の
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
巻
が
三
稿
本
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
旧
稿
部
分
は
文
政
八
年

以
前
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
。

文
政
八
年
以
前
と
す
る
可
能
性
を
補
足
す
る
史
料
と
し
て
、
向
日
神
社
所
有
で
向
日
市

文
化
資
料
館
に
寄
託
さ
れ
た
六
人
部
家
本
『
古
史
伝
』
が
あ
る
。
現
在
で
は
九
巻
十
冊
（
一

上
、
五
下
、
十
一
上
下
、
十
一
一
、
十
三
、
十
五
下
、
十
六
、
十
七
、
十
八
）
が
あ
り
、
草
稿
本

（
肥
）

五
巻
（
初
稿
）
の
「
原
表
紙
」
に
の
み
確
認
さ
れ
る
段
構
成
変
更
指
示
と
同
じ
構
成
と
な
っ

て
お
り
初
期
の
写
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
写
真
一
一
）
。
ま
た
、
文
政
六
（
一
八
一
一
三
）
年

十
月
十
九
日
の
日
付
が
あ
る
六
人
部
是
香
宛
の
書
簡
（
渡
這
『
平
田
篤
胤
研
究
』
八
七
四

一
但
一
夜
而
娠
之
故
慮
〈
し
〉
有
〈
二
〉
疑
者
〈
一
〉
而
使
〈
三
レ
〉
衆
人
〈
ヲ
シ
〉
知
〈
二
〉
吾
子
〈
一
〉
亦
天
神
之
令
〈
二
〉
一
夜
娠
〈
一
〉
亦
汝
有
〈
二
〉
霊

異
之
威
一
・
欲
〈
し
〉
明
く
三
〉
子
等
復
有
〈
二
〉
超
倫
之
気
一
之
故
。
前
日
潮
之
也
詔
突
。
と
云
へ
る
文
を
出
せ
れ
ど
。
後
に
よ
く
思
へ
ば
。

如
此
て
は
本
よ
り
疑
ひ
給
ふ
御
心
は
無
れ
ど
。
わ
ざ
と
疑
ひ
給
ふ
さ
ま
に
詔
へ
る
由
に
て
。
上
シ
代
の
意
と
も
非
ら
ぬ
惇
へ
な
れ
ば

削
り
去
つ
。
然
れ
ば
此
■
■
■
は
師
説
の
如
く
。
上
の
本
文
の
ま
、
に
。
〈
只
〉
実
に
疑
ひ
て
廟
り
詔
へ
る
も
の
と
す
べ
し
。
］

｢古史伝』における篤胤の思想形成過程

写真２草稿本「古史伝」五の「原表紙｣(右)と
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と
あ
り
、
六
人
部
家
本
『
古
史
伝
』
は
こ
の
こ
ろ
に
写
さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
草
稿
本
の
起
稿
時
期
は
文
化
十
一
一
年
の
初
旬
で
あ
り
文
政
八
年
三
月
の
『
成
文
』
出
版
ま
で
に
は
あ

る
程
度
出
来
上
が
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
先
ず
初
稿
を
著
し
、
そ
の
後
逐
次
加
筆
修
正
を
加
え
る
と
い
う
執
筆
方
針
で
あ
っ

た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
逐
次
加
筆
修
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
草
稿
本
の
成
立
時
期
の
特
定
は
非
常
に
難
し
い
も
の
と
な

る
。
例
え
ば
、
文
政
七
年
十
二
月
二
日
付
の
六
人
部
是
香
宛
書
簡
（
前
掲
、
渡
這
『
平
田
篤
胤
研
究
』
、
八
七
六
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

頁
）
に
、．

：
御
考
一
一
稿
、
是
は
い
さ
、
か
愚
案
を
も
か
き
入
れ
、
且
シ
古
史
伝
へ
も
取
べ
き
事
は
書
記
し
候
間
、
な
ほ
引
合
せ
相
済
次
第
返
上

可
申
候
、
大
戸
之
地
・
大
戸
之
豊
の
こ
と
お
も
し
ろ
く
承
り
候

い
ひ
お
く
こ
と

今
度
思
ふ
旨
あ
り
て
、
写
し
を
許
せ
る
古
史
博
の
草
稿
、
た
へ
て
闘
外
に
出
す
べ
か
ら
ず
、
ま
た
い
か
に
親
し
き
人
と
い
へ
ど
も
、

他
門
の
人
に
見
す
べ
か
ら
ず
、
さ
る
は
い
ま
だ
草
稿
に
て
、
人
を
誤
ま
り
、
ま
た
潮
け
ら
る
、
事
も
多
け
れ
ば
な
り
。

未
十
月
十
九
日
あ
っ
た
ね

よ
し
家
ぬ
し
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該
当
す
る
箇
所
（
草
稿
本
一
一
巻
（
三
稿
本
）
四
段
と
六
段
）
で
参
照
す
る
と
六
人
部
の
説
の
引
用
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
簡
に
示

さ
れ
た
内
容
は
加
筆
修
正
と
い
う
状
態
で
は
な
く
、
草
稿
本
の
本
文
に
す
で
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
成
立
時
期
推
定
の
上

限
の
み
示
し
て
い
て
、
ど
の
程
度
く
だ
る
も
の
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
さ
ら
に
⑥
と
し
て
分
類
し
た
、
元
の
文
章
を
用
紙
ご
と
切
取

り
、
新
た
な
文
章
を
貼
付
挿
入
す
る
よ
う
な
方
法
で
修
正
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
含
め
る
と
時
期
推
定
の
範
囲
は
広
く
見
積
も
っ
て
も
該

（
旧
）

当
箇
所
の
丁
の
み
と
な
り
、
段
や
巻
の
成
立
時
期
と
し
て
捉
え
る
の
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
反
面
、
加
筆
修
正
に
よ
っ
て

文
言
の
書
き
換
え
が
明
確
に
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
一
紙
面
に
お
い
て
も
『
古
史
伝
』
形
成
過
程
が
窺
え
る
場
合
が
あ
り
、
草

稿
本
の
分
析
に
は
未
知
の
部
分
が
多
い
と
い
え
る
。

以
上
、
本
節
で
は
草
稿
本
の
書
誌
情
報
や
書
簡
・
日
記
と
い
っ
た
史
料
か
ら
成
立
時
期
を
推
定
し
て
き
た
が
、
次
節
で
は
成
立
時
期
を

踏
ま
え
な
が
ら
草
稿
本
の
加
筆
修
正
か
ら
看
取
さ
れ
る
篤
胤
の
思
想
形
成
を
概
観
し
た
い
。

右
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
『
古
史
伝
』
が
篤
胤
の
思
想
分
析
に
用
い
ら
れ
る
際
、
多
く
の
論
者
が
天
之
御
中
主
神
や
「
死
後
審

判
」
を
中
心
に
捉
え
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
点
の
み
が
大
切
な
の
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
「
古
史
」
を
編
纂
し
そ
の
「
伝
」
を
著
す
必
要

は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
『
古
史
伝
』
に
は
「
古
史
」
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
篤
胤
の
思
想
を
詳
述
す
る
と
い
う
意
義
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
草
稿
本
に
お
け
る
篤
胤
の
思
想
を
概
観
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
き
た
「
死
後

審
判
」
が
草
稿
本
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
と
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
い
。

二
思
想
形
成
過
程

草稿本『古史伝』における篤胤の思想形成過程



こ
う
い
っ
た
生
成
の
徳
用
は
二
段
「
萌
騰
之
物
」
の
解
説
に
お
い
て
、
所
謂
「
無
始
」
の
神
で
あ
っ
て
男
女
の
徳
を
持
つ
天
之
御
中
主
神

が
二
柱
の
産
霊
神
に
「
産
霊
の
徳
用
を
持
分
け
」
、
そ
の
二
柱
神
に
よ
っ
て
天
地
万
物
が
生
成
し
た
と
説
明
さ
れ
る
。

小
林
健
三
が
す
で
に
示
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
草
稿
本
に
は
天
之
御
中
主
神
が
「
万
物
を
主
宰
」
す
る
と
い
う
よ
う
な
記
述
は
な
い
。

ま
た
、
草
稿
本
に
お
け
る
「
産
霊
神
」
に
関
す
る
著
述
は
概
ね
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
篤
胤
独
自
の
考
え
も
窺
わ

れ
る
。
例
え
ば
一
段
「
神
魂
大
刀
自
神
」
の
部
分
で
は
、
「
師
説
に
就
て
篤
胤
猶
考
る
に
」
と
し
て
篤
胤
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
「
高
皇
産
霊
神
は
男
神
」
「
神
皇
産
霊
神
は
女
神
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夫
婦
で
は
な
い
男
女
の
神
と
し
て
示
さ
れ
る
一
一
柱
の
産
霊
神
に

よ
っ
て
神
を
は
じ
め
天
地
万
物
が
生
成
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
に
頭
注
と
し
て
加
筆
さ
れ
た
の
が
、
人
間
は
勿
論
そ
の
「
神
魂
」
「
性

情
」
ま
で
も
が
産
霊
神
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
記
述
で
あ
る
。

二
段
「
萌
騰
之
物
」

一
段
「
神
魂
大
刀
自
神
」

ナ
シ

神
等
の
み
な
ら
ず
諸
の
物
類
は
更
な
り
天
地
を
さ
へ
に
鋳
造
た
ま
へ
る
産
霊
の
趣
も
是
に
准
へ
て
想
像
奉
る
べ
し
。
（
割
注
略
）
〈
△

タ
マ
シ
ヒ
マ
コ
、
ロ
ア
ヤ
シ
キ
サ
ト
リ

タ
マ
モ
ノ

（
頭
）
ま
た
生
と
し
生
る
物
ど
も
人
は
更
に
も
云
ず
。
其
ノ
〈
神
魂
〉
性
情
。
霊
智
も
悉
く
産
巣
日
ノ
神
の
賜
物
な
る
由
を
も
弁
ふ
く
し
。
〉

一
一
‐
｜
神
観
（
産
霊
神
）
と
持
分
け
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１２７

同
様
の
継
承
方
法
は
、
一
一
十
九
段
に
お
け
る
「
賜
」
の
解
説
、
八
十
六
段
に
お
け
る
「
沼
琴
」
の
解
説
に
も
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

「
産
霊
の
徳
用
」
は
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
を
経
て
風
火
金
水
士
の
五
柱
神
、
さ
ら
に
分
岐
す
る
神
々
へ
と
「
持
分
」
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
「
産
霊
の
徳
用
」
は
、
「
天
墳
尤
」
に
あ
る
「
玉
」
と
産
霊
神
の
「
御
徳
」
と
を
譲
り
受
け
る
と
い
う
継
承
方
法
に
よ
っ
て
伊
邪

那
岐
伊
邪
那
美
命
に
授
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
霊
能
真
柱
』
に
お
い
て
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

（
釦
）

れ
て
い
る
。
該
当
部
分
の
一
部
を
引
用
す
る
。

五
段
「
天
墳
尤
」

コ

イ
カ

ユ
ヱ

コ

ネ
カ
、
ト
コ
ロ

○
篤
胤
今
按
ふ
に
。
師
は
此
ノ
矛
を
賜
へ
る
こ
と
如
何
な
る
所
以
と
も
知
べ
か
ら
ず
と
一
一
一
口
れ
た
れ
ど
。
此
は
彼
ノ
浮
雲
の
根
係
る
所

ゴ
ト

タ
や
ヨ

ム
ラ
／
、

カ
キ
コ
ラ

ナ
カ
ゴ
カ
タ

ミ
ハ
カ
リ

な
き
が
如
く
し
て
漂
蕩
へ
る
一
ノ
物
の
〈
叢
々
〉
と
し
て
堅
ま
ら
ざ
る
■
■
■
を
書
一
凝
し
て
。
中
心
の
固
め
の
柱
に
せ
よ
と
の
御
旦
里

ツ
ケ

コ
ト

ミ
イ
ツ

に
ぞ
有
り
け
る
。
．
：
（
中
略
）
．
：
ま
た
其
ノ
着
た
る
玉
は
一
一
一
柱
ノ
天
シ
神
。
殊
に
は
一
一
柱
の
産
巣
日
ノ
大
神
の
産
霊
の
御
徳
を
一
一
柱
ノ
神
に

ク
ニ
ィ
ソ
シ
ナ
サ

ミ
シ
ル
シ

ミ
ホ
ギ
カ
ザ
リ
ツ
ケ

オ
ボ
ヱ

［
依
し
賜
ひ
て
・
］
〈
垂
並
幸
ま
し
て
。
〉
国
士
を
巧
み
成
し
め
賜
は
む
其
ノ
御
璽
と
し
て
御
祝
の
飾
に
付
賜
へ
る
物
と
ぞ
所
思
た
る
。

ミ
ナ

コ
ト

ミ
イ
サ
ヲ
シ

タ
ヅ
キ

天
之
御
中
主
神
は
［
既
に
一
一
柱
の
産
霊
神
よ
り
］
御
名
の
大
な
る
に
取
て
は
。
其
ノ
事
蹟
の
伝
な
き
故
に
。
神
徳
を
伺
奉
る
べ
き
便

ミ
イ
ッ
カ
ネ
タ
モ
ナ
ス

ナ
ク

モ
卜

■
■
〈
な
け
〉
れ
ど
。
一
一
柱
産
霊
神
よ
り
前
に
始
な
く
御
坐
し
女
男
の
御
徳
を
兼
有
ち
為
［
（
四
字
）
］
く
こ
と
無
し
〉
て
産
霊
の
根
原

シ
リ

、
ン
ヅ
カ

シ
リ

を
司
給
ひ
〈
て
寂
然
に
坐
ま
し
〉
女
男
ノ
産
霊
ノ
大
神
は
其
ノ
神
霊
に
資
て
生
出
坐
し
て
産
霊
の
徳
用
を
持
分
け
宰
給
ひ
て
。
天
地
も

何
も
此
ノ
ー
一
柱
ノ
大
神
の
産
成
し
賜
へ
る
事
と
ぞ
思
は
る
国
。

草稿本「古史伝』における篤胤の思想形成過程



産
霊
神
の
「
御
神
徳
」
が
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
に
授
け
ら
れ
、
国
を
生
み
人
を
生
み
終
え
る
と
、
そ
の
「
御
神
徳
」
は
風
・
火
・
金
・

シ
リ
タ
マ

水
・
土
の
神
々
に
「
持
分
て
掌
賜
ふ
」
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
無
数
に
分
岐
し
「
天
地
の
間
」
に
生
成
さ
れ
る
も
の
は
こ
の
「
御
神
徳
」

に
漏
れ
る
こ
と
が
無
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
万
物
万
象
は
風
火
金
水
士
の
理
か
ら
推
量
し
て
知
ら
れ
な
い
も
の
は
無
い
の
だ
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
の
延
長
線
上
に
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
「
硫
黄
塩
硝
」
の
説
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
無
数

に
分
岐
し
た
「
御
神
徳
」
を
「
持
分
け
」
る
神
々
に
よ
っ
て
世
界
は
充
満
し
て
い
る
と
い
う
発
想
は
、
吉
田
麻
子
に
よ
る
「
人
の
力
が
決

し
て
及
ば
な
い
強
い
神
秘
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
る
多
様
な
神
々
に
人
の
世
が
包
ま
れ
て
あ
る
」
と
い
う
『
鬼
神
新
論
』
に
お
け
る
篤

（
劃
）

胤
の
田
心
想
分
析
と
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
段
「
上
件
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
大
神
の
神
た
ち
生
坐
る
事
状
」

斯
て
［
其
元
を
想
ひ
奉
れ
ば
■
■
］
〈
此
五
柱
〉
の
神
等
を
生
坐
る
こ
と
は
此
頃
ま
で
は
風
。
火
。
金
。
水
。
土
…
（
割
注
略
）
：
・
の
五

ヒ
ト
ム
レ

ク
ニ

ウ
ミ
ナ

っ
な
ほ
分
ら
ず
一
混
に
在
て
一
一
柱
神
の
大
御
身
に
具
■
■
く
れ
る
〉
を
国
士
〈
を
〉
成
寛
へ
青
人
草
を
生
成
し
給
へ
る
世
と
な
り
て

は
そ
れ
分
ら
で
は
得
有
ま
じ
き
幽
き
理
の
有
て
く
こ
そ
〉
如
此
分
り
つ
ら
め
…
（
割
注
略
）
：
．
然
れ
ば
彼
〈
五
柱
の
〉
神
等
は
［
（
五
字
）
］

ア
レ
イ
デ
マ

シ
リ
タ
マ

〈
そ
の
物
の
分
れ
分
〉
る
蚤
［
と
倶
に
］
〈
は
し
〉
に
其
物
に
因
て
生
出
坐
し
■
■
■
〈
某
々
に
〉
持
分
て
掌
賜
ふ
に
て
其
を
一
つ
に

ミ
イ
サ
ヲ

ミ
イ
サ
ヲ

都
て
は
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
の
御
神
徳
に
っ
ダ
ま
り
［
御
徳
の
］
其
本
を
求
む
れ
ば
女
男
一
一
柱
の
産
壷
垂
〈
大
〉
神
［
（
六
字
）
］
〈
の

神
霊
に
止
ま
り
〉
な
ほ
風
。
火
。
〈
金
〉
水
。
土
の
神
た
ち
の
そ
の
■
■
〈
先
々
〉
枝
々
を
掌
賜
ふ
神
た
ち
多
く
：
．
（
割
注
略
）
・
・
・
そ

ミ
イ
サ
ヲ

ミ
チ
／
、

の
御
神
徳
の
千
ぢ
と
な
り
蔦
つ
と
な
り
天
地
の
間
に
充
満
て
至
ら
ぬ
隈
な
く
［
（
八
字
）
］
〈
世
に
成
出
る
〉
物
の
限
り
［
人
を
始
め
尽

く
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
神
の
御
末
に
洩
る
猫
こ
と
］
〈
そ
の
御
霊
に
漏
る
秘
こ
と
〉
な
き
故
に
悉
く
此
理
を
お
し
て
〈
其
大
概
の
〉
知

ら
れ
ざ
る
事
な
き
は
い
と
も
妙
な
る
も
の
な
ら
ず
や
。
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１２９

こ
の
「
持
分
」
に
つ
い
て
は
宣
長
の
説
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
よ
り
特
徴
が
示
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
古
事
記
伝
』
の
「
速
秋

津
日
子
速
秋
津
比
責
一
一
神
。
因
河
海
持
別
而
。
生
神
名
」
と
い
う
部
分
で
次
の
よ
う
に
説
く
（
『
宣
長
全
集
』
九
巻
、
一
一
○
八
頁
）
。

タ
モ
チ
マ
ス

宣
長
の
説
で
は
一
一
神
に
よ
っ
て
海
河
が
そ
れ
ぞ
れ
持
続
し
て
る
（
「
一
一
柱
神
の
別
て
持
坐
」
）
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
生
成
し
た

の
で
は
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
一
方
篤
胤
は
「
持
別
而
」
は
は
じ
め
宣
長
の
説
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
加
筆
修
正
し
て
先
に
見
た
「
産
霊
の

ミ
ナ
カ

徳
用
」
を
「
持
分
」
て
い
る
神
々
の
「
産
霊
の
御
間
」
に
生
ま
れ
る
と
１
‐
）
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
篤
胤
に
と
っ
て
「
産
霊
の
徳
用
」
の
「
持
分
」
と
は
万
物
の
生
成
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
そ
の
神
観
・
世

界
観
と
し
て
特
徴
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
篤
胤
の
神
観
は
、
中
野
裕
三
が
「
宣
長
は
、
産
巣
日
ノ
神
や
禍
津

日
ノ
神
の
神
学
に
お
い
て
、
「
一
即
多
」
の
発
想
を
受
容
し
て
い
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
「
神
の
定
義
」
に
示
さ
れ
た
や
う
に
、
個
別
神

一
七
段
「
因
二
山
野
一
持
別
而
。
生
坐
神
」

モ
チ
ワ
ケ
テ

オ
ヨ
ソ
｜

持
別
而
〈
所
生
坐
〉
と
は
。
［
師
］
［
の
云
れ
た
る
如
く
］
此
神
た
ち
の
凡
の
上
を
云
る
に
て

神
野
神
。
野
に
山
に
別
々
に
生
み
坐
る
と
に
は
非
ず
〉
］
〈
二
柱
神
。
野
［
に
］
〈
と
〉
山
〈
と
〉

ミ
ナ
カ

［
さ
て
然
］
〈
そ
の
〉
持
別
て
坐
す
一
一
柱
の
産
霊
の
御
間
に
生
坐
る
と
の
こ
と
な
り

ミ
ナ
ト

タ
．
モ
チ
マ
ス

○
持
別
而
と
は
、
同
水
戸
の
内
を
、
河
に
因
れ
る
方
と
、
海
に
よ
れ
る
方
と
、
一
一
柱
神
の
別
て
持
坐
を
云
な
り
、
さ
て
持
別
而
生
と

（
マ
マ
）

オ
ヨ
ソ

ウ
ム

つ
づ
き
た
れ
ど
も
、
持
別
は
此
神
た
ち
の
凡
の
上
を
云
る
に
て
、
生
に
か
、
れ
る
こ
と
に
は
非
ず

ウ
ム

［
生
に
か
囲
れ
る
こ
と
に
は
非
ず
］
［
〈
山

に
別
々
に
生
み
坐
る
と
に
は
あ
ら
ず
〉
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十
段
「
八
百
寓
神
」

○
［
生
給
］
八
百
菖
神
と
は
〈
か
ぎ
り
な
く
〉
多
く
の
神
々
を
■
と
り
す
べ
云
ふ
古
言
な
る
こ
と
今
更
云
ふ
ま
で
■
■
■
〈
も
あ
ら

．
、
カ
ク

イ
デ
マ
サ

ず
〉
但
し
此
に
如
此
云
る
こ
と
は
論
あ
り
其
は
ま
づ
く
▲
（
頭
）
伊
邪
那
［
岐
買
美
〉
〈
叩
［
の
神
避
■
■
■
］
〈
の
徴
母
都
国
に
往
坐
ざ
〉

先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
風
火
金
水
士
の
五
柱
神
の
持
分
に
よ
っ
て
万
物
の
生
成
を
説
く
中
に
、
風
火
水
土
の
四
種
が
結
合
し
て
、
そ
こ

に
「
心
魂
」
が
付
与
さ
れ
人
が
生
ま
れ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
の
起
源
と
し
て
は
、
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
が
「
生
二
給
八
百

菖
神
一
」
こ
と
に
求
め
て
い
る
。

（
犯
）

格
の
独
自
性
は
認
め
て
い
た
」
と
述
べ
る
一
旦
長
の
神
観
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
死
後
審
判
」
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
草
稿
本
の
な
か
で
人
間
す
な
わ
ち
「
青
人
草
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
見
て
み
た
い
。

二
段
「
或
人
問
」

ナ
リ
イ
ヅ
モ
ト

ミ
タ
マ

さ
て
〈
ま
た
〉
人
の
生
出
る
こ
と
は
父
母
の
賜
物
な
る
こ
と
は
今
云
ま
て
は
な
く
但
し
そ
の
成
出
る
元
は
神
の
産
霊
の
神
垂
垂
に
よ
り

．
、
ア
レ
マ
セ

シ
リ
マ
シ

ナ

タ
マ
シ
ヒ
サ
チ
ハ
ク
マ
命
マ
レ

て
此
に
生
坐
る
■
■
神
た
ち
の
掌
坐
ま
す
風
火
水
士
四
種
の
物
を
結
び
成
し
給
ひ
。
そ
れ
に
、
心
魂
を
幸
ひ
賦
り
て
生
し
め
賜
ふ
こ
と

な
り

｜
｜
‐
二
青
人
草
と
霊
魂
観
（
死
後
審
判
と
帰
天
・
復
命
）
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1３１

十
段
「
八
百
寓
神
」

タ
ざ
ヨ

ク
二

彼
ノ
大
詔
命
〈
の
旨
は
〉
〈
彼
ノ
む
ら
／
、
と
〉
漂
蕩
へ
る
■
〈
一
ノ
物
〉
を
固
め
て
先
シ
園
士
産
べ
き
基
を
成
よ
り
始
め
て
国
士
を
産

ム
、
不

み
青
人
草
を
産
む
こ
と
ま
で
を
か
け
て
詔
へ
る
に
て
其
が
中
に
も
人
草
を
生
給
■
は
む
こ
と
を
依
シ
賜
ふ
ぞ
主
と
あ
る
大
御
、
心
に
は

有
け
る
■
く
り
〉
（
割
注
略
）
故
レ
ニ
柱
神
の
そ
の
大
御
心
を
御
心
と
は
為
て
国
士
産
賜
ひ
て
後
に
い
と
は
や
く
青
人
草
を
生
坐
■
〈
せ

オ
ホ
キ
ナ
ル
コ
ト
ワ
リ

る
な
り
〉
：
．
（
中
略
）
・
・
・
此
〈
事
〉
凡
て
神
代
の
御
典
を
讃
奉
る
も
の
〈
ま
づ
〉
最
初
に
熟
く
心
得
■
■
を
る
べ
き
第
一
義
な
る
故
に

サ
ト

ノ
ミ
フ
ミ

ま
づ
此
に
か
く
は
諭
し
置
に
な
む
此
旨
を
思
は
で
神
典
を
讃
ま
む
人
は
□
ら
に
字
を
数
ふ
る
人
と
こ
そ
云
べ
け
れ

こ
の
よ
う
に
、
記
紀
に
は
風
神
よ
り
も
先
に
生
ま
れ
た
神
が
無
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
鎮
火
祭
祝
詞
に
は
「
八
百
菖
神
」
を
お
生
み
に
な

る
と
の
記
述
が
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
「
青
人
草
」
の
起
源
を
示
す
記
述
な
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
次
に
見

る
よ
う
に
特
徴
的
な
人
間
観
と
し
て
現
れ
る
。

サ
キ

ヨ
ケ
カ
ム
カ

リ
し
前
に
〉
一
一
柱
神
■
〈
の
〉
生
［
給
へ
］
〈
坐
〉
る
神
■
■
■
々
は
古
書
ど
も
を
■
熟
考
ふ
る
に
風
神
〈
を
生
坐
る
〉
が
始
に
て
火

サ
キ
ウ
ミ

コ
、

神
。
金
神
。
水
神
。
士
神
。
の
み
■
■
■
〈
あ
り
て
〉
風
神
よ
り
前
に
生
坐
る
神
は
一
柱
だ
に
あ
る
こ
と
な
き
〈
を
〉
（
割
注
略
）
此

に
如
此
云
る
は
惇
の
［
ま
き
れ
］
〈
誤
〉
な
ら
む
か
と
思
へ
ど
此
〈
本
シ
書
な
る
鎮
火
祭
祝
詞
は
〉
天
神
の
■
大
御
口
づ
か
ら
■
博
賜

イ
サ
、
力

へ
る
■
■
祝
詞
一
一
一
一
口
の
〈
中
に
〉
も
と
も
正
し
き
博
へ
■
■
■
説
に
て
少
も
紛
ら
は
し
き
ふ
し
は
［
あ
ら
れ
］
〈
無
け
れ
〉
ば
此
も
決
め

ハ
ジ
メ
ノ
オ
ヤ

オ
ヤ
ガ
ミ

て
深
き
［
よ
し
］
〈
由
〉
あ
る
■
こ
と
な
ら
む
と
な
ほ
つ
ら
／
、
考
フ
フ
Ｑ
に
〈
此
は
〉
青
人
草
の
［
始
祖
］
は
じ
め
の
祖
神
を
生
給
へ

る
惇
に
な
む
有
け
る

草稿本『古史伝」における篤胤の思想形成過程



天
神
の
大
御
心
を
む
ね
と
す
る
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
の
「
御
所
為
」
に
人
間
の
事
を
思
わ
な
い
こ
と
は
な
く
、
一
一
柱
神
か
ら
持
分
て
お

生
ま
れ
に
な
っ
た
御
子
神
も
す
べ
て
「
青
人
草
を
愛
し
み
賜
は
む
大
御
心
」
か
ら
お
生
み
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
理
解
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
青
人
草
」
に
関
す
る
解
釈
は
「
三
稿
」
と
さ
れ
る
一
七
段
以
前
の
引
用
を
用
い
て
い
る
が
、
一
節
で
示
し
た
伴
信
友
宛
書
簡
に

八
百
万
神
を
生
む
と
い
う
こ
と
を
人
間
起
源
を
示
す
も
の
と
考
え
定
め
る
と
、
天
神
が
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
に
こ
の
漂
へ
る
国
を
修
り

固
め
成
せ
と
仰
せ
に
な
っ
た
こ
と
は
、
国
土
を
産
む
基
礎
を
作
り
、
「
八
十
国
」
「
八
十
島
」
を
産
み
、
そ
し
て
人
間
を
産
む
こ
と
ま
で
を

含
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
中
で
も
人
間
を
お
生
み
に
な
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
の
が
趣
旨
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
は
大
御
心
を
む
ね
と
し
て
国
産
み
の
後
い
ち
は
や
く
人
間
を
お
生
み
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
こ
そ
が
「
神
代
の
御
典
」
を
読
む
者
の
「
第
一
義
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
天
神
が
人
間
を
生
む
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
を
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
が
む
ね
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
次
の
よ
う
な

理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

一
七
段
「
此
虚
に
い
さ
樋
か
」

ア
マ
ッ
ミ
オ
ヤ
ノ

オ
ホ
ミ
コ
ト
ウ
ケ
タ
マ
ヒ

ナ
シ
タ
マ
コ
ト

伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
一
一
柱
ノ
大
〈
御
〉
神
。
［
天
祖
命
］
〈
天
皇
祖
命
〉
の
大
詔
命
を
受
賜
て
そ
の
［
勤
し
み
坐
る
］
〈
為
給
ふ
〉
事
ご

ダ
メ

、
ン
ワ
ザ

ア
レ
マ
セ

コ
カ
レ

と
に
国
士
の
た
め
青
■
〈
人
〉
草
の
為
と
の
御
所
為
な
ら
い
は
無
り
し
か
ば
（
割
注
略
）
そ
の
生
坐
る
御
子
神
た
ち
此
は
彼
の
謂
レ
に

ア
レ
マ
ソ
又
マ
マ
）

コ
ト

依
り
て
生
坐
し
被
は
此
ノ
謂
レ
に
依
て
生
し
坐
る
と
其
ノ
生
坐
る
■
謂
レ
〈
こ
そ
〉
各
々
異
な
れ
ど
も
。
［
皆
］
〈
凡
て
〉
一
一
柱
ノ
神
の
国

ウ
ツ
ク

ウ
ミ
ナ

土
〈
を
成
し
堅
め
て
〉
青
人
草
を
■
愛
し
み
賜
は
む
の
大
御
心
よ
り
生
成
し
賜
へ
る
な
る
故
に
其
ノ
神
た
ち
の
今
の
現
に
国
土
青
人

イ
サ
、
カ
タ
ガ

草
に
幸
ひ
給
ふ
御
功
徳
の
蹟
を
と
め
て
つ
ら
／
、
に
察
も
て
行
け
ば
ま
た
此
ノ
御
謂
に
少
も
違
ふ
こ
と
な
し
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「
古
史
伝
の
中
に
、
青
人
草
の
初
の
考
な
ど
は
、
早
く
見
せ
奉
り
度
こ
と
也
」
と
い
う
言
及
が
あ
り
、
「
青
人
草
」
は
最
初
期
の
課
題
の
一

つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
修
正
前
に
お
い
て
「
其
を
（
幽
世
に
帰
す
人
‐
筆
者
註
）
悉
く
掌
治
め
よ
と
の
勅
命
」
で
あ
っ
た
部
分
が
、
修
正
後
「
幽
冥
事
の

大
権
を
執
て
悉
く
統
治
め
よ
と
の
勅
命
」
と
変
更
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
変
更
は
左
の
引
用
で
も
確
認
さ
れ
、
ま
た
右
の
引
用
で
「
大
造

之
績
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
所
謂
「
国
譲
り
」
の
こ
と
を
指
す
と
理
解
さ
れ
る
（
一
一
十
三
巻
、
五
十
四
丁
ウ
）
。

こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
一
一
一
三
段
に
つ
い
て
、
前
節
で
示
し
た
篤
胤
に
よ
る
加
筆
修
正
に
注
目
す

る
事
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
思
想
の
形
成
過
程
を
示
し
た
い
。
こ
の
段
で
は
大
国
主
神
が
「
治
二
幽
冥
事
一
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
を
記
し
た
草
稿
本
該
当
部
分
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
一
一
十
三
巻
、
四
○
丁
オ
）
。

カ
ミ
ゴ
ト
カ
ヶ
リ
ゴ
ト

神
事
幽
事
と
云
は
如
何
な
る
事
を
云
な
ら
む
と
考
ふ
る
に
。
謂
ゆ
る
造
化
〈
の
道
〉
に
係
る
神
事
に
は
非
ず
て
国
津
神
は
更
な
り
。

天
津
神
も
国
土
に
祝
へ
る
ま
た
世
に
有
ゆ
る
人
の
此
世
を
過
て
幽
世
に
帰
た
ら
む
く
魂
〉
を
此
時
ま
で
猶
い
ま
だ
主
宰
治
む
る
大
神

オ
ホ
ミ
ゴ
ト

を
定
賜
は
ざ
ｈ
ソ
し
故
に
。
其
〈
幽
冥
事
の
大
権
を
執
て
〉
を
悉
■
〈
く
〉
［
掌
］
〈
統
〉
治
め
よ
と
の
勅
命
〈
に
て
大
造
之
績
を
成
給
へ

る
賞
の
賜
物
〉
に
ぞ
有
け
る

死
後
審
判

草稿本『古史伝』における篤胤の思想形成過程



こ
こ
で
も
元
の
文
で
は
現
世
に
お
い
て
徳
を
積
ん
だ
者
と
気
ま
ま
に
遊
ん
だ
者
と
の
賞
罰
が
示
さ
れ
た
部
分
に
、
頭
注
と
し
て
「
善
を
賞

オ
ホ
コ
ト

み
悪
を
罰
む
る
は
幽
世
大
神
の
大
権
」
と
い
う
文
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
加
筆
修
正
に
『
霊
能
真
柱
』
（
下
巻
、
八
丁
オ
）
の

カ
ク
リ

こ
こ
で
は
黒
と
朱
に
よ
る
加
筆
修
正
が
複
数
回
確
認
で
き
る
。
先
の
引
用
と
同
じ
く
修
正
前
に
「
幽
冥
事
治
看
す
大
神
と
は
定
賜
へ
る
な

カ
ク
リ
ヨ

リ
」
と
な
っ
て
い
た
部
分
が
、
修
正
後
「
幽
冥
の
大
権
治
看
す
大
神
と
は
定
賜
へ
り
け
む
」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
修
正
前
に
現
世

を
去
り
幽
世
に
行
く
人
を
治
め
る
神
で
あ
っ
た
が
、
修
正
後
に
は
「
幽
冥
事
の
大
権
」
を
執
行
す
る
神
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
幽

冥
事
の
大
権
」
こ
そ
が
死
後
審
判
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
引
用
か
ら
確
認
で
き
る
（
一
一
十
三
巻
、
五
十
八
丁
ウ
）
。

、
、
、
』
や
／
、
、
、

顕
明
事
に
て
。
天
皇
命
の
御
民
と
あ
る
を
。

オ
モ
ム

は
ゆ
る
幽
冥
に
帰
け
る
な
れ
ば
。
さ
て
は
。

抑
徳
行
に
苦
め
る
者
幽
世
に
入
て
は
永
く
大
神
の
〈
御
〉
賞
を
賜
は
り
て
用
ら
る
是
を
真
の
福
と
い
ふ
。
倣
遊
に
耽
り
し
者
幽
世
に

入
て
は
永
く
大
神
の
〈
御
〉
罰
を
蒙
ふ
り
て
棄
ら
る
是
を
真
の
狭
と
い
ふ
。
〈
▲
（
頭
）
総
て
思
ふ
に
善
悪
既
に
分
れ
。
功
と
罪
と
定

オ
ホ
コ
ト

リ
て
。
善
を
賞
み
悪
を
罰
む
る
は
幽
世
大
神
の
大
権
に
て
軽
重
遅
速
の
差
こ
そ
有
れ
其
善
悪
に
適
ふ
［
（
五
字
）
］
賞
罰
を
行
ひ
給
は

ず
と
云
こ
と
無
れ
と
■
■
現
世
に
其
賞
罰
を
見
■
■
こ
と
能
は
ず
。
幽
世
に
帰
り
て
後
に
■
判
給
ふ
：
．
〉

カ
ク
リ
〈
ョ
〉

神
魯
岐
神
魯
美
命
の
大
詔
命
も
て
。
［
其
大
国
主
の
■
■
〈
顕
明
事
〉
を
ば
。
天
神
御
子
に
譲
奉
ら
－
し
め
給
ひ
て
・
］
幽
冥
［
事
治
看

す
］
［
〈
の
〉
］
〈
の
大
権
治
看
す
〉
大
神
と
は
定
賜
へ
［
る
な
り
］
く
り
け
む
〉

、
ン
ニ

々
”
マ

死
て
は
。
そ
の
魂
や
が
て
神
に
て
。
か
の
幽
垂
垂
。
冥
魂
な
ど
も
い
ふ
如
く
。
す
で
に
い

、
ン
シ
ロ
シ

マ

マ
ツ
ロ
ヒ
マ
ツ

そ
の
冥
府
を
掌
り
治
め
す
大
神
は
。
大
国
主
ノ
神
に
坐
せ
ぱ
。
彼
ノ
神
に
帰
命
奉
り
。
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と
い
う
部
分
を
併
記
し
た
と
き
、
『
霊
能
真
柱
』
↓
「
草
稿
本
初
稿
」
↓
「
草
稿
本
加
筆
修
正
」
と
変
化
し
て
い
く
大
国
主
神
の
位
置
付

（
躯
）

け
と
、
加
筆
修
正
過
程
で
「
死
後
審
判
」
が
「
幽
世
大
神
の
大
権
」
と
し
て
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
名
牟
遅
神
は
兄
で
あ
る
「
八
十
神
」
達
に
よ
る
迫
害
か
ら
逃
れ
、
「
根
堅
洲
園
」
に
い
る
須
佐
之
男
命
の
試
練
を
潜
り
抜
け
て
、
「
八
十

神
」
を
征
伐
す
る
事
で
大
国
主
神
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
篤
胤
は
こ
の
様
な
大
国
主
神
が
国
譲
り
を
し
た
こ
と
こ
そ
が
「
大
造
之
績
」
で

（
別
）

あ
り
、
こ
の
功
績
に
よ
っ
て
「
幽
冥
事
の
大
権
」
を
掌
る
神
と
な
っ
た
と
考
え
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
篤
胤
に
と
っ
て
「
青
人
草
」
は
神
々
の
「
愛
し
み
賜
は
む
大
御
心
」
を
受
け
る
存
在
で
あ
り
、
死
後
「
幽
世
」
に
お
い
て

そ
の
魂
は
「
幽
冥
事
の
大
権
」
と
い
う
審
判
を
受
け
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
『
成
文
』
で
は
後
の
一
二
八
段
に
お
い
て
大
国
主
神
の

「
和
御
魂
」
で
あ
る
「
大
物
主
神
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
八
百
菖
神
」
が
「
昇
レ
天
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
連
の
経
過
を

篤
胤
は
草
稿
本
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

マ
ヲ
ス
ソ
ノ
マ
ツ
ロ
ヒ
ノ
マ
コ
ト

一
一
八
段
「
陳
二
其
誠
款
之
至
一
」

ア
マ
ッ
ミ
オ
ヤ

コ
ト
ノ
サ
マ

【
［
皇
産
室
垂
］
天
皇
祖
神
た
ち
の
産
霊
に
よ
り
て
、
御
祖
一
一
柱
神
の
神
等
を
生
坐
る
事
状
を
よ
く
察
れ
ば
、
［
（
五
字
）
］
〈
△
（
頭
）
産
霊

ウ
ツ
ケ
シ

神
の
愛
み
給
ふ
〉
人
草
の
為
に
と
生
坐
る
な
れ
ば
。
彼
ノ
■
一
一
柱
神
の
生
坐
る
神
等
は
更
に
も
云
ず
神
世
の
む
ね
と
あ
る
神
等
は
■

ミ
オ
キ
テ
ウ
ケ
タ
マ

そ
の
御
制
を
承
賜
は
る
こ
と
な
り
。

帰
天
・
復
命

草稿本『古史伝』における篤胤の思想形成過程



こ
こ
で
は
、
前
半
部
分
で
先
に
見
た
よ
う
に
「
青
人
草
を
愛
し
み
賜
は
む
大
御
心
」
を
む
ね
と
し
て
神
々
が
功
績
を
残
し
、
そ
の
こ
と
を

「
産
霊
大
神
に
復
命
」
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
半
部
分
で
、
こ
の
「
大
物
主
神
」
を
は
じ
め
と
す
る
神
々
の
事
蹟
を
「
神
習
」

べ
き
も
の
と
し
て
、
人
は
現
世
に
お
い
て
は
世
の
た
め
人
の
た
め
に
な
る
よ
う
努
め
、
死
に
て
は
大
国
主
神
の
も
と
に
参
り
、
そ
の
事
蹟

に
習
っ
て
「
天
に
参
」
り
「
復
命
」
す
る
こ
と
が
「
人
の
道
」
だ
と
し
て
い
る
。

『
霊
能
真
柱
』
に
お
い
て
霊
魂
の
行
方
を
「
幽
冥
」
と
し
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
「
天
」
に
つ
い
て
の
考
え
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ユ
ク

『
霊
能
真
柱
』
に
お
い
て
篤
胤
は
「
阿
賀
理
」
と
い
う
こ
と
ば
を
解
説
し
て
「
上
シ
代
よ
り
。
死
て
は
其
ノ
魂
の
天
へ
帰
こ
と
に
い
へ
れ
ば
。

マ
コ
ト
シ
カ
ラ

（
妬
）

実
に
然
在
む
も
知
ル
ベ
か
ら
ず
。
」
（
下
巻
一
一
一
十
四
丁
ウ
）
と
や
や
ぼ
か
し
た
表
現
で
一
一
一
一
口
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
草
稿
本
に
お
い
て
は

１
ト
コ
シ
ヘ

産
霊
神
の
大
御
心
を
御
心
と
し
て
。
無
窮
に
世
の
為
。
人
草
の
為
と
な
る
べ
き
事
ど
も
に
勤
み
給
［
（
十
一
字
）
］
〈
へ
る
有
趣
な
り
。

イ
サ
ヲ

そ
は
今
も
替
ら
ざ
る
こ
と
〉
風
火
金
水
士
五
種
の
神
た
ち
を
始
め
。
謂
ゆ
る
造
化
の
事
に
預
ｈ
ソ
給
ふ
神
等
今
に
至
る
ま
で
。
其
功
業

イ
サ
ヲ
シ

■
〈
の
〉
替
る
こ
と
無
を
も
て
誼
と
す
べ
し
。
さ
れ
ば
其
除
リ
の
神
等
と
い
へ
ど
も
各
々
某
々
に
功
績
を
立
て
本
分
の
道
を
蓋
し
。

産
霊
大
神
に
復
命
白
さ
で
は
叶
は
ざ
る
義
な
れ
ば
是
ノ
時
参
上
ら
し
、
神
た
ち
、
大
物
主
神
を
は
じ
め
某
々
本
分
の
道
を
蓋
し
［
（
四

マ
ツ
ロ

字
）
］
服
［
（
八
字
）
］
ひ
〈
て
天
皇
は
さ
ら
な
り
〉
、
天
皇
祖
神
の
愛
し
く
思
ほ
す
人
草
を
な
ほ
往
末
と
こ
－
）
ヘ
に
宇
豆
那
ひ
恵
み
給

ウ
ケ
ヒ
マ
ヲ

は
む
事
を
も
悉
言
白
し
給
は
で
は
得
有
ま
じ
き
理
な
ら
ず
や
。
又
是
に
付
て
思
ふ
に
凡
人
と
て
も
天
皇
祖
神
の
産
霊
に
依
て
生
出
て
其

マ
ゴ
、
ロ

魂
も
産
霊
大
神
の
賜
物
に
し
あ
れ
ば
其
賜
へ
る
性
を
違
へ
ず
神
習
ふ
く
き
物
な
る
こ
と
を
知
り
弁
へ
て
。
世
の
為
。
人
の
為
と
も

、
ン
一
ブ

な
る
べ
き
業
に
い
そ
，
‐
）
み
て
終
に
は
［
（
四
字
）
］
幽
事
掌
す
る
神
の
御
許
に
参
る
な
れ
ば
其
御
後
に
従
ひ
て
。
是
時
の
例
の
ま
に
／

カ
ヘ
リ
ゴ
ト

、
天
に
参
り
て
■
産
霊
大
神
に
賜
は
れ
る
本
分
の
道
を
蓋
せ
る
事
を
復
命
ま
を
す
ぞ
人
の
道
な
る
：
．
】

136



137

（
妬
）

と
し
て
、
人
の
魂
は
全
て
尊
卑
の
別
な
ノ
、
天
と
地
に
分
れ
て
鎮
ま
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
篤
胤
は
『
霊

能
真
柱
』
で
は
確
証
の
無
か
っ
た
、
「
魂
」
が
天
に
上
る
と
い
う
説
を
、
草
稿
本
に
お
い
て
は
明
確
に
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
当
然
そ
こ
に
は
天
神
（
こ
こ
で
は
「
産
霊
神
」
）
の
愛
し
み
を
受
け
て
生
ま
れ
た
「
青
人
草
」
と
い
う
大
前
提
が
あ
り
、
で
あ
る
か

（
”
）

ら
こ
そ
産
霊
神
か
ら
授
か
っ
た
「
本
分
の
道
」
を
尽
し
た
こ
と
を
帰
天
１
し
復
命
す
る
の
が
「
人
の
道
」
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
節
に
お
い
て
示
し
た
草
稿
本
の
執
筆
方
針
や
加
筆
修
正
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
分
析
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を

ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

産
霊
神
に
関
す
る
根
本
的
な
理
解
は
宣
長
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
篤
胤
の
独
自
の
発
想
も
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
産
霊
神
の
徳
用
を
付
与

さ
れ
た
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
が
国
土
・
万
物
そ
し
て
青
人
草
を
生
む
こ
と
と
な
り
、
こ
の
産
霊
神
の
徳
用
は
持
分
て
風
火
金
水
土
の
五

カ
ム
ア
カ
リ
マ
シ

四
九
段
「
崩
坐
ヌ
」

ア
ガ
リ

ス
デ

フ
ケ
ツ

阿
賀
理
て
ふ
一
一
一
一
口
の
意
を
。
既
に
［
第
一
一
十
七
段
に
］
云
へ
る
如
く
。
神
は
更
な
り
。
人
に
も
荒
魂
和
魂
の
一
一
あ
る
を
。
凡
て
人
は
死

ト
や

モ
ト
ヒ
ト
リ

れ
ば
。
尊
き
も
卑
き
も
皆
悉
ノ
、
。
其
ノ
魂
天
と
地
と
一
一
道
に
分
り
去
り
て
。
各
々
其
ノ
所
に
止
ま
る
理
な
れ
ど
。
元
一
人
に
〈
結
べ
る
〉

タ
マ

ユ
キ
カ
フ

コ
、

タ
マ
ユ
ク
ヘ

霊
な
る
故
に
。
相
上
添
う
て
天
に
も
地
に
も
往
来
こ
と
な
ぃ
ソ
。
是
を
以
て
上
シ
代
よ
り
し
て
。
霊
の
往
方
と
い
ふ
語
に
。
天
に
上
る
と

云
う
の
み
な
ら
ず
。
地
に
も
止
ま
る
由
を
云
へ
り
。

ま
と
め
に
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柱
神
と
な
り
、
ま
た
無
数
に
分
岐
し
世
界
に
充
満
し
今
も
万
物
を
生
成
し
て
い
る
。
青
人
草
は
そ
の
起
源
を
考
え
た
と
き
産
霊
神
を
は
じ

め
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
の
愛
し
み
を
受
け
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
神
々
の
所
為
は
こ
の
産
霊
神
の
大
御
心
を
む
ね
と
し

て
世
の
た
め
人
の
た
め
と
勤
し
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
様
に
人
間
も
そ
の
よ
う
に
勤
め
る
べ
き
で
あ
る
。
終
に
幽
世
に
往
く
こ
と
と
な
っ

た
ら
ば
大
国
主
神
の
審
判
を
受
け
、
産
霊
神
の
所
に
帰
天
し
復
命
す
る
の
が
人
の
道
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
篤
胤
は
、
産
霊
神
の
「
御
神
徳
」
を
「
持
分
け
」
た
神
々
に
よ
っ
て
世
界
・
万
物
が
生
成
さ
れ
、
人
間
も
ま
た
産

霊
神
か
ら
「
神
魂
」
を
授
か
る
と
い
う
神
人
関
係
・
世
界
観
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
宣
長
の
神
観
の
延
長
線
上
に
捉
え
ら
れ
、

「
八
百
菖
神
」
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
性
格
を
見
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
発
想
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
草
稿
本
初
期
段
階
か
ら
の
課
題
の
一
つ
に
「
青
人
草
」
の
起
源
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
青
人
草
」
を
神
々
の
「
愛
し
み
」

を
受
け
る
存
在
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
篤
胤
の
現
実
世
界
は
「
古
史
」
神
代
巻
の
世
界
と
同
質
の
も
の
と
な
り
、
大
国
主
神
が

蒙
る
よ
う
な
迫
害
や
、
数
多
の
困
難
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に
努
め
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
生
田
万
を
し
て
「
御
恩
頼
」
と
言
わ
し
め
た
篤
胤
の
「
御
教
語
」
（
「
は
じ
め
に
」
参
照
）
で
あ
っ
て
、
『
古
史
伝
』

に
一
貫
し
た
思
想
の
一
端
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程
と
し
て
大
国
主
神
論
の

カ
ク
リ

カ
ク
リ
ヨ

発
展
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
幽
冥
事
治
看
す
大
神
」
か
ら
「
幽
冥
の
大
権
治
看
す
大
神
」
へ
と
変
化
し
た
こ
と
と
、
「
青
人
草
」
の
起
源
を

考
え
定
め
た
こ
と
は
緊
密
な
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
青
人
草
」
の
起
源
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
人
間
が
如
何

に
生
き
る
べ
き
か
が
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
「
死
後
審
判
」
に
お
け
る
善
悪
の
基
準
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
が
如
何
に
生
き
る
か
と
い
う
道
徳
的
意
味
・
意
義
を
「
古
史
」
の
中
に
見
出
し
た
と
こ
ろ
に
篤
胤

の
学
問
的
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
多
く
の
先
行
研
究
で
言
及
さ
れ
て
い
た
天
之
御
中
主
神
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
み
た
い
。
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
草
稿
本
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１３９

に
お
い
て
篤
胤
は
「
産
霊
の
御
神
徳
」
を
持
分
け
る
神
観
や
「
青
人
草
」
の
起
源
、
所
謂
「
死
後
審
判
」
な
ど
に
比
べ
て
、
天
之
御
中
主

神
の
解
釈
に
は
あ
ま
り
力
を
入
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
草
稿
本
に
天
之
御
中
主
神
の
註
釈
を
付
加
し
た
の
が
板
本
『
古
史
伝
』

（
羽
）

な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
篤
胤
に
寄
り
添
っ
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
も
草
稿
本
に
お
け
る
神
々
の
個
別
性
を
保
ち
な
が
ら
、

板
本
に
お
い
て
天
之
御
中
主
神
を
根
源
的
な
神
と
し
て
説
き
直
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
研
究
対
象
に
寄
り
添
っ
て
理
解
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
然
こ
の
部
分
を
読
ん
だ
門
人
や
後
の
研
究
者
に
対
す
る

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
研
究
些

影
響
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。

『
古
史
伝
』
を
出
版
し
た
後
の
門
人
達
の
反
応
を
、
篤
胤
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
知
る
す
べ
な
し
で
あ
る
。

（
調
）

板
本
の
一
一
七
段
「
荒
御
魂
和
御
魂
」
の
解
説
末
尾
に
次
の
よ
う
に
あ
う
③
。

ツ
ク

書
物
を
著
作
り
て
世
に
遣
－
し
お
く
は
。
大
キ
く
も
小
く
も
。
我
が
魂
を
人
に
幸
ふ
事
な
る
が
。
わ
が
説
く
趣
は
。
一
つ
な
れ
ど
も
。

門
人
の
聞
取
り
や
う
に
異
あ
り
。
た
と
へ
ば
一
シ
の
火
を
以
て
・
薪
に
移
し
た
ら
む
に
も
。
堅
木
と
雑
木
は
異
な
る
が
如
く
な
る
べ
し
。

但
し
此
は
学
問
の
う
へ
の
み
な
ら
ず
。
何
事
に
も
通
る
こ
と
ぞ
。
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1４１

（
１
）
秋
田
県
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
平
田
篤
胤
自
筆
の
『
古
史
伝
』
に
関
す
る
呼
称
は
、
「
自
筆
稿
本
『
古
史
伝
崖
「
稿
本
『
古
史

博
』
」
「
自
筆
稿
本
」
等
様
々
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
後
に
示
す
鈴
木
重
野
宛
書
簡
に
「
草
稿
本
」
と
篤
胤
自
身
が
述
べ
て
い
る
の
で
こ

れ
を
採
用
し
必
要
が
無
い
限
り
「
草
稿
本
」
と
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
「
草
稿
本
『
古
史
伝
』
」
「
草
稿
本
「
玉
棒
崖
等
と
書
名
を
補
っ
て

示
す
。
ま
た
板
本
『
古
史
伝
』
に
つ
い
て
も
単
に
「
板
本
」
と
略
記
す
る
。

（
２
）
秋
田
県
立
図
書
館
編
『
秋
田
県
立
図
書
館
沿
革
誌
ｌ
昭
和
一
一
一
六
年
度
版
』
（
昭
和
三
十
六
（
一
九
六
一
）
年
）
、
七
三
頁
。
ま
た
、
草
稿

本
『
古
史
伝
』
の
表
紙
に
「
明
治
四
十
二
年
二
月
十
七
日
購
入
」
の
印
が
あ
る
。

（
３
）
菊
池
保
男
「
館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」
含
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）

（
４
）
村
岡
典
嗣
「
平
田
篤
胤
の
神
学
に
於
け
る
耶
蘇
教
の
影
響
」
（
前
田
勉
編
『
新
編
日
本
思
想
史
研
究
ｌ
村
岡
典
嗣
論
文
選
東
洋
文

庫
７
２
６
』
（
平
凡
社
、
平
成
十
六
（
二
○
○
四
）
年
、
初
出
は
「
文
芸
』
第
一
一
巻
第
三
号
、
大
正
九
（
一
九
一
一
○
）
年
）

（
５
）
三
木
正
太
郎
『
平
田
篤
胤
の
研
究
』
（
神
道
史
畢
曾
、
昭
和
四
十
四
（
一
九
六
九
）
年
）

（
６
）
小
林
健
三
『
平
田
神
道
の
研
究
』
（
古
神
道
仙
法
教
本
庁
、
昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）
年
）

（
７
）
神
保
郁
夫
「
平
田
篤
胤
天
之
御
中
主
神
信
仰
の
変
遷
と
確
立
（
上
）
（
下
）
」
（
『
神
道
宗
教
』
一
六
一
一
・
三
号
、
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
）

（
８
）
草
稿
本
本
文
の
分
析
は
行
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
草
稿
本
を
含
む
『
古
史
伝
』
を
め
ぐ
る
気
吹
舎
門
人
の
や
り
取
り
に
付
い
て
中
川

和
明
が
論
文
を
著
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
の
草
稿
本
の
構
成
を
一
覧
表
に
し
て
示
し
て
い
る
ほ
か
、
錬
胤
の

言
説
を
も
と
に
こ
の
草
稿
本
が
文
政
八
年
の
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
中
川
和
明
『
平
田
国
学
の
史
的
研
究
』
（
名
著
刊
行
会
、
平
成

年
三
月
）
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（
Ⅱ
）
平
野
豊
雄
の
論
考
は
『
古
史
伝
』
を
丁
寧
に
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
篤
胤
が
「
青
人
草
」
の
起
源
を
記
紀
に
読
み
込
ん
で
い
た
こ
と

の
意
味
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
を
当
時
の
宗
教
者
に
お
け
る
人
間
観
と
比
較
す
る
事
に
よ
り
「
国
家
」
的
有

用
性
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
『
古
史
伝
』
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
か
は
示
し
て
い
な
い
。
平
野
の
目
的
は
、
「
篤
胤

の
思
想
的
課
題
」
が
「
俗
神
道
的
な
諸
思
想
」
を
「
国
家
の
神
話
へ
方
向
づ
け
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
示
す
こ
と
に
あ
っ
て
、
篤
胤
の

思
想
そ
の
も
の
で
無
い
の
で
当
然
で
あ
る
（
「
篤
胤
に
お
け
る
国
家
と
「
青
人
草
上
『
一
橋
論
叢
』
第
八
十
四
巻
第
一
号
、
昭
和
五
十
五

（
９
）
神
保
の
指
摘
の
他
に
、
鎮
胤
の
婿
入
り
の
時
期
の
問
題
も
あ
る
。
つ
ま
り
銭
胤
は
文
政
八
（
一
八
一
一
五
）
年
に
婿
入
り
す
る
た
め
、
そ

れ
以
前
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
日
記
等
を
参
照
し
て
「
略
記
」
を
執
筆
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
渡
這
金
造
が
『
気

吹
舎
日
記
』
中
に
「
○
開
題
記
刻
成
は
八
月
廿
二
日
以
前
也
と
見
ゆ
。
銭
胤
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
例
と
思

わ
れ
る
（
渡
這
『
平
田
篤
胤
研
究
』
（
鳳
出
版
、
昭
和
五
十
三
年
一
一
月
、
但
し
初
版
は
六
甲
書
房
、
昭
和
十
七
年
十
一
一
月
）
九
一
一
○
頁
、
参

照
）
。
ま
た
、
単
に
「
略
記
」
の
『
古
史
伝
』
成
立
時
期
に
関
す
る
記
述
と
板
本
『
古
史
徴
開
題
記
』
に
お
け
る
篤
胤
の
言
説
が
一
致

し
な
い
と
い
う
点
も
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
篤
胤
は
草
稿
本
『
古
史
伝
』
の
起
稿
時
期
を
述
べ
て
い
な
い
が
、
鏡
胤
は
文
化
九

（
一
八
一
三
年
に
「
○
霊
能
真
柱
成
。
○
古
史
伝
の
草
稿
を
も
初
め
玉
へ
り
。
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
篤
胤
は
初
稿
の
成
立
を
『
開
題
記
』

（
文
政
一
一
年
）
に
記
し
て
い
る
が
、
銭
胤
は
文
政
八
（
一
八
一
一
五
）
年
に
「
古
史
神
代
の
伝
大
抵
草
稿
成
れ
り
」
と
し
て
い
る
。
『
古
史
徴

開
題
記
』
に
つ
い
て
は
、
板
本
二
九
○
丁
オ
ー
一
一
九
七
丁
オ
、
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
五
巻
（
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
一
一
年
）
、

一
一
一
一
一
○
’
一
一
三
五
頁
、
参
照
。
「
略
記
」
に
つ
い
て
は
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
六
巻
（
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
二
年
）
、
参
照
。

（
皿
）
同
様
の
視
点
を
吉
田
麻
子
『
知
の
共
鳴
ｌ
平
田
篤
胤
を
め
ぐ
る
書
物
の
社
会
史
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
二
十
四
（
一
一
○
一
一
一
）
年
）
が

示
し
て
い
る
。

一
一
十
四
（
二
○
一
一
一
）
年
）
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（
旧
）
前
掲
、
渡
這
金
造
『
平
田
篤
胤
研
究
』
、
八
二
七
’
八
一
一
九
頁
。

（
Ｍ
）
原
表
紙
二
十
一
一
段
に
は
「
一
一
柱
神
散
去
段
」
と
あ
る
が
、
内
容
は
「
事
戸
度
」
の
続
き
と
い
え
る
。
ま
た
、
草
稿
本
の
段
構
成
に
も

修
正
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
十
一
段
を
分
割
し
た
と
思
わ
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
全
段
を
通
じ
て
十
二
段
の
み
丁
の
裏
か
ら
始
ま
っ

て
お
り
、
そ
の
後
の
段
は
五
十
巻
前
後
ま
で
一
段
づ
つ
繰
り
上
が
っ
た
形
跡
が
あ
る
。

（
旧
）
宮
地
正
人
編
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
一
一
三
集
』
（
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
、
平
成
十
七
（
一
一
○
○
五
）
年
）
、

（
一
九
八
○
）
年
）
。
ま
た
、
前
田
勉
「
平
田
篤
胤
に
お
け
る
日
本
人
「
神
胤
」
観
念
」
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
亀
近
世
神
道
と
国
学
』
、

ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
十
四
（
二
○
○
二
）
年
、
な
お
初
出
は
『
日
本
文
化
論
叢
」
七
号
、
平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年
）
。

（
岨
）
田
原
嗣
郎
が
『
古
史
伝
』
に
お
い
て
「
顕
・
幽
の
両
界
は
平
等
の
関
係
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
（
「
『
霊

能
真
柱
」
以
後
に
お
け
る
平
田
篤
胤
の
思
想
に
つ
い
て
旨
日
本
思
想
体
系
五
十
平
田
篤
胤
伴
信
友
大
国
隆
正
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和

（
肥
）
園
畢
院
大
畢
研
究
開
発
推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
「
「
園
単
院
大
豊
国
学
研
究
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
構
築
」
事
業
（
平
成
二
十
三

～
二
十
五
年
度
）
で
行
っ
て
い
る
「
古
史
伝
研
究
会
」
に
お
け
る
遠
藤
氏
の
発
言
。

（
Ⅳ
）
こ
の
こ
と
は
『
古
史
伝
』
二
十
九
之
巻
上
で
鏡
胤
が
述
べ
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
「
第
一
段
よ
り
、
百
四
十
一
一
一
段
ま
で
は
悉
く

博
あ
り
、
百
四
十
四
段
は
半
有
り
、
百
四
十
五
段
は
閥
、
百
四
十
六
段
よ
り
百
四
十
九
段
ま
で
は
、
又
惇
あ
り
、
そ
の
以
下
は
凡
て
鉄

た
り
。
」
（
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
三
巻
、
昭
和
五
十
二
（
一
九
七
七
）
年
、
四
○
一
頁
）

（
略
）
こ
の
段
構
成
変
更
は
草
稿
本
原
表
紙
の
表
記
に
従
え
ば

「
蕨
戸
神
等
亦
名
段
」
（
一
一
五
段
↓
二
七
段
）

能
真
柱
」
以
後
に
お
け
一

四
十
八
（
一
九
七
三
）
年
）

四
頁
。
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「
水
戸
神
御
子
生
段
」
（
二
六
段
↓
二
八
段
）

「
海
神
住
吉
神
生
坐
段
」
（
二
七
段
↓
一
一
五
段
）

「
日
神
月
神
生
坐
段
」
（
二
八
段
↓
一
一
六
段
）

と
な
っ
て
お
り
元
の
一
一
五
・
一
一
六
段
を
一
一
七
・
二
八
段
と
入
替
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
六
人
部
家
本
に
は
こ
の
内
一
一
八
段
を
一
一
六
段

に
変
更
す
る
指
示
が
表
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
構
成
の
変
更
に
関
す
る
他
資
料
に
よ
る
言
及
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な

い
が
、
草
稿
本
の
本
文
か
ら
推
測
す
る
に
「
蕨
戸
神
等
亦
名
段
」
に
お
い
て
「
八
十
柾
津
日
神
」
や
「
神
直
日
神
」
と
い
う
「
天
照
御

大
神
之
荒
御
魂
」
「
天
照
御
大
神
之
和
御
魂
」
と
さ
れ
る
神
々
の
「
亦
名
」
が
示
さ
れ
る
が
、
「
天
照
御
大
神
」
と
い
う
表
記
は
「
日
神

月
神
生
坐
段
」
ま
で
登
場
し
な
い
。
そ
の
た
め
連
続
し
た
前
後
各
二
段
を
入
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
は

「
天
照
御
大
神
之
荒
御
魂
」
「
和
御
魂
」
の
生
成
順
序
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
城
戸
神
等
亦
名
段
」
の
内
容

は
二
四
段
「
蕨
戸
神
等
生
坐
段
」
の
解
説
的
な
位
置
付
け
で
あ
り
、
「
古
史
」
本
筋
の
変
更
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
的
）
神
保
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
宮
負
定
雄
の
説
の
引
用
か
ら
成
立
時
期
を
考
察
し
て
い
る
が
、
同
様
の
理
由
か
ら
全
体
へ
敷
術
し
て
考

え
る
の
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

（
別
）
遠
藤
潤
「
平
田
国
学
に
お
け
る
〈
霊
的
な
も
の
〉
」
（
鶴
岡
賀
雄
・
深
津
英
隆
編
『
宗
教
史
学
論
叢
一
六
ス
ピ
リ
チ
ュ
ァ
リ
テ
ィ
の

宗
教
史
下
巻
』
、
リ
ト
ン
、
平
成
二
十
四
（
一
一
○
一
二
）
年
）

（
皿
）
前
掲
、
吉
田
『
知
の
共
鳴
』
四
一
一
三
頁
、
参
照
。
「
『
鬼
神
新
論
』
に
お
け
る
人
と
神
々
」
の
論
考
は
、
神
観
に
「
原
始
性
」
を
見
出

し
て
い
る
点
に
や
や
疑
問
が
残
る
が
、
研
究
目
的
・
方
法
を
は
じ
め
篤
胤
の
思
想
分
析
に
お
い
て
興
味
深
い
点
が
多
い
。

（
〃
）
中
野
裕
三
『
国
学
者
の
神
信
仰
』
（
弘
文
堂
、
平
成
一
一
十
一
（
一
一
○
○
九
）
年
）
六
九
頁
、
参
照
。

（
路
）
こ
の
草
稿
本
に
い
た
る
変
化
は
六
人
部
家
本
『
古
史
伝
』
で
は
加
筆
で
は
な
く
本
文
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
文
政
六
（
一
八
一
一
三
）
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年
に
は
す
で
に
完
成
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
別
）
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
田
原
「
『
霊
能
真
柱
』
以
後
に
お
け
る
平
田
篤
胤
の
思
想
に
つ
い
て
」
（
五
八
○
頁
）
で
解
説
さ

れ
て
い
る
。
草
稿
本
と
の
異
同
は
少
な
い
の
で
こ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
妬
）
こ
れ
は
本
居
宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
一
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
四
（
一
九
六
九
）
年
）
、
一
一
一
○
七
頁
参
照
。

ト
ビ
イ
マ
シ
ヌ

ア
ヤ

ア
メ
ノ
ボ

飛
行
【
書
紀
に
、
上
天
と
あ
る
は
、
例
の
漢
籍
め
か
し
く
書
れ
た
る
文
の
み
に
こ
そ
あ
ら
め
、
責
に
天
上
へ
登
り
坐
る
に
は
あ
ら
じ
、

た
ぎ
此
ノ
記
の
如
く
見
べ
き
な
り
…
（
以
下
略
）
・
・
・
】

（
恥
）
た
だ
し
、
こ
の
部
分
に
も
⑥
に
よ
る
加
筆
修
正
が
あ
り
、
前
段
階
の
記
述
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
事
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
〃
）
前
掲
、
田
原
論
文
に
お
い
て
、
『
霊
能
真
柱
』
執
筆
時
の
篤
胤
は
垂
加
神
道
の
「
日
之
少
宮
伝
」
に
い
え
る
と
こ
ろ
の
「
帰
天
」
（
「
日

少
宮
二
帰
ル
」
）
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
板
本
『
古
史
伝
』
の
段
階
に
い
た
っ
て
『
本
教
外
篇
』
の
「
来
世
観
」
を
用

い
て
垂
加
神
道
説
の
「
克
服
」
を
目
指
し
た
と
し
て
い
る
。
『
霊
能
真
柱
』
に
お
け
る
篤
胤
の
垂
加
神
道
へ
の
態
度
は
筆
者
も
同
感
で

あ
る
が
、
後
に
「
来
世
観
」
に
よ
っ
て
克
服
し
た
と
す
る
に
は
疑
問
が
残
る
。
端
的
に
い
っ
て
、
そ
れ
は
『
古
史
伝
』
の
魂
の
行
方
は

「
帰
天
」
と
し
て
い
て
垂
加
神
道
説
と
同
じ
結
末
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
分
析
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
草
稿
本
に
お
け
る
「
帰

天
」
の
根
拠
は
「
青
人
草
」
が
産
霊
神
の
「
愛
し
み
」
を
受
け
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
垂
加
神
道
に
お
け
る
「
天

人
唯
一
」
の
思
想
に
よ
る
も
の
と
は
別
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
邪
）
あ
る
い
は
草
稿
本
の
状
態
を
理
解
し
な
が
ら
板
本
『
古
史
伝
』
を
出
版
し
た
鎮
胤
や
延
胤
に
し
て
み
れ
ば
。

（
羽
）
草
稿
本
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〈
書
物
を
造
り
て
世
に
造
し
大
き
く
も
小
く
も
我
が
魂
を
人
に
幸
ふ
〉
〈
堅
木
と
雑
木
と
に
火
の
も
ゆ
る
を
わ
が
説
く
趣
は
一
つ
な
れ
ど

草稿本『古史伝』における篤胤の思想形成過程



※
な
お
、
本
稿
は
画
畢
院
大
豊
研
究
開
発
推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
「
「
園
畢
院
大
畢
国
学
研
究
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
構
築
」
事

業
（
平
成
一
一
十
一
一
一
～
二
十
五
年
度
）
に
お
け
る
「
古
史
伝
研
究
会
」
の
成
果
を
も
と
と
し
、
平
成
十
六
年
一
一
月
に
遠
藤
潤
氏
が
旧
日
本
文
化

研
究
所
の
事
業
の
一
環
と
し
て
行
っ
た
秋
田
県
立
図
書
館
に
お
け
る
資
料
調
査
時
に
撮
影
し
た
草
稿
本
『
古
史
伝
」
の
写
真
資
料
を
用
い

た
。
ま
た
、
写
真
資
料
は
秋
田
県
公
文
書
館
、
向
日
神
社
、
向
日
市
文
化
資
料
館
の
許
可
を
い
た
だ
い
て
掲
載
し
て
い
る
。

門
人
の
き
、
と
り
□
□
□
□
□
□
り
〉
此
は
学
問
の
う
へ
の
み
な
ら
ず
。
何
事
に
も
通
る
こ
と
ぞ
。
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ア 、 劉 禎 京 口 記 日 、 城 北 四 十 余 里 、 有 二 小 問 一 ・ 高 二 丈 許 、 有 二 人 鼻 形 一 、 着 二 商 西 頭 一 ・

有 二 口 在 し 上 、 而 鼻 在 一 し 下 。 方 円 数 尺 、 状 如 二 樵 士 一 、 古 老 相 伝 、 因 名 三 下 鼻 一 、 今

無 二 復 鼻 一 、 厭 口 猶 在 。 （ 『 塾 文 類 緊 』 巻 六 、 地 部 、 岡 ）

補 足 資 料

漢 籍 に お け る 地 誌 的 記 事

オ 、 銭 塘 記 日 、 去 レ 邑 十 里 、 有 一 一 詔 息 湖 一 ・ 古 老 相 伝 、 昔 秦 始 皇 巡 狩 、 経 際 塗 暫 憩 、 因 以

一 一 詔 息 一 為 し 名 。 （ 『 初 学 記 』 巻 七 、 湖 ）

ウ 、 荊 南 図 制 日 （ 中 略 ） 宜 都 夷 陵 県 、 西 八 十 里 、 有 一 一 高 崖 山 一 ・ 古 老 相 伝 、 尭 時 大 水 、

此 山 不 し 没 、 如 二 匡 匪 一 ・ 因 以 為 し 名 。 （ 『 塾 文 類 緊 』 巻 七 、 山 部 ）

イ 、 武 昌 記 日 （ 中 略 ） 鳳 閉 南 十 里 、 有 二 金 牛 岡 一 ・ 古 老 相 伝 云 、 有 二 金 牛 出 二 此 岡 一 ・ 岡

今 半 崩 、 坑 深 数 丈 、 牛 践 二 鯛 辺 一 ・ 遺 迩 尚 存 。 （ 『 謹 文 類 緊 』 巻 六 、 地 部 、 岡 ）

］ 令 『 （ い 』 ）
エ 、 臨 海 記 日 、 郡 西 北 有 一 一 白 鶴 山 一 ・ 周 廻 六 十 里 、 高 三 百 丈 、 有 三 池 水 懸 注 一 ・ 遥 望 如

三 倒 二 桂 白 鶴 一 ・ 因 以 為 し 名 。 古 老 相 伝 云 、 此 山 昔 有 二 農 飛 鵠 一 、 入 二 会 稽 雷 門 鼓 中 一 、

於 レ 是 雷 門 鼓 鳴 、 洛 陽 間 し 之 云 々 （ 『 塾 文 類 緊 』 巻 九 十 、 白 鶴 ）
；

；
【

：
；



計 画 片 剖 ｓ 罰 糊 代 苫 豊 汁 補 画 誹 （ い い ） 』 吟 函

０

四 、 こ れ か ら の 古 風 土 記 研 究 ｌ 編 纂 に お け る 伝 承 の 記 録 化 の 再 検 討 Ｉ ・ ・ ・ 国 側 聞 凹

古 風 土 記 編 纂 の 実 態 は 実 の と こ ろ 不 明 で あ る 。 ど の よ う な 資 料 を 用 い た の か 、 そ れ

は す で に 文 章 化 さ れ て い た の か 、 あ る い は 現 地 で の 聞 き 取 り を 含 む 口 承 資 料 だ っ た の

か 。 た と え ば 、 九 州 風 土 記 と 日 本 書 紀 と の 影 響 関 係 に つ い て は 、 す で に 多 く の 研 究 が

存 在 す る 。 し か し 、 日 本 書 紀 ↓ 風 土 記 、 あ る い は 風 土 記 ↓ 日 本 書 紀 の 影 響 と い っ た 直

接 的 関 係 が な く と も 、 そ れ ぞ れ が 独 立 し て 成 立 し た 可 能 性 も 排 除 で き な い 。 熊 野 民 話

調 査 に お い て 考 え 続 け た こ と は 、 そ の 可 能 性 で あ る 。 こ こ で お こ な っ た 、 実 験 的 仮 説

の 結 果 は 、 九 州 風 土 記 と 日 本 書 紀 と の 問 直 接 に 関 係 が な く と も 、 編 纂 可 能 で あ る こ と

を 示 唆 し て い る よ う に 思 う 。 も ち ろ ん 、 現 代 の 民 話 調 査 を 、 上 代 に あ て は め て 考 え る

こ と に は 慎 重 さ が 求 め ら れ る が 、 ひ と つ の 可 能 性 と し て は 有 効 で あ る と 思 う 。

九 州 風 土 記 と 日 本 書 紀 の 関 係 を 考 え て き た こ れ ま で の 研 究 で は 、 直 接 的 関 係 を 考 え

る に せ よ 、 問 接 的 関 係 を 考 え る に せ よ 、 ま と ま っ た 文 献 資 料 が 存 在 し て い る こ と を 前

提 と し て き た 。 し か し 、 そ の よ う な ま と ま っ た 資 料 が な く 、 各 地 で 個 別 に 存 在 し て い

た 断 片 的 資 料 を 、 編 集 句 を 用 い て 空 間 的 に 再 配 置 し た り 、 通 時 的 に 再 配 置 し た り す る

こ と に よ っ て 地 誌 と 史 書 の 編 纂 は 可 能 で あ る 。 九 州 風 土 記 と 日 本 書 紀 の 関 係 に つ い て

は 、 考 え 直 し て も よ い 時 期 に き て い る よ う に 思 う 。



二 年 後 に は 、 子 ど も に も 容 易 に 栗 が 採 れ る よ う な 小 さ な 木 が 生 え て く る だ ろ う

と 言 い 残 し て 帰 っ て 行 か れ た 。 そ し て 、 二 年 後 に は サ サ 栗 が た く さ ん 実 る よ う

に な り 、 そ れ は 弘 法 栗 と 呼 ば れ る よ う に な っ た 。 （ 出 典 右 に 同 じ ）

【 平 成 二 十 五 年 十 月 、 弘 法 大 師 、 熊 野 市 育 生 町 を 巡 り 行 き た ま ふ 】 弘 法 大 師 が 丹 倉 へ

通 り か か り 、 あ る 家 に 立 ち 寄 っ て お 茶 を 一 杯 所 望 し た と こ ろ 、 そ の 家 の 者 は 、

「 こ こ の お 茶 は 渋 い 」 と 言 っ て 水 を 与 え た 。 次 に 赤 倉 へ 行 っ て 水 を 一 杯 所 望 し

た と こ ろ 、 そ の 家 の 者 は 「 お 茶 を 飲 ん で 下 さ い 」 と 言 っ て お 茶 を 与 え た 。 す る

と 、 弘 法 大 師 は 「 赤 倉 は 山 の 木 を 伐 っ た ら 必 ず お 茶 の 木 が 出 る よ う に し て や ろ

う 」 と 言 っ た 。 そ の た め 、 今 で も 丹 倉 の お 茶 は 渋 く 、 赤 倉 の お 茶 は お い し い と

言 わ れ て い る 。 （ 出 典 右 に 同 じ ）

（ ５ ） 九 州 風 土 記 と 日 本 書 紀

（ ４ ） 伝 承 の 編 纂 に 関 す る 仮 説 ． ： 応 悶 似 凹

ア 、 編 集 句 の あ り 方

【 熊 野 市 五 郷 町 。 古 老 日 く 】 ↓ 掲 出 地 名 ・ 古 老 日 く （ 風 土 記 ）

【 平 成 二 十 五 年 八 月 、 弘 法 大 師 、 熊 野 市 五 郷 町 を 巡 り 行 き た ま ふ 】 ↓ 編 年

記 載 （ 史 書 ）

イ 、 地 誌 的 編 纂 ↓ 伝 承 の 空 間 的 再 配 置

ウ 、 史 書 的 編 纂 ↓ 伝 承 の 通 時 的 再 配 置

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

秋 九 月 庚 午 朔 己 卯 （ 中 略 ） 干 し 時 也 適 当 二 皇

后 之 開 胎 一 ・ 皇 后 、 則 取 レ 石 挿 し 腰 、 而 祈 日 、

事 寛 還 日 、 産 一 一 於 並 士 一 ・

（ 仲 哀 天 皇 九 年 、 神 功 皇 后 摂 政 前 紀 ）

○ ○ ○ ○ ○

五 月 壬 辰 朔 、 従 二 葦 北 一 発 船 到 二 火 国 一 ・ 於 し

是 日 没 也 。 夜 冥 不 し 知 し 著 し 岸 。 遥 視 一 一 火 光 一 ・

（ 景 行 天 皇 十 八 年 ）

』 令 ① （ 四 国 ）

日 本 書 紀

○ ○ ○

冬 十 月 、 到 二 碩 田 国 一 ・ 其 地 形 広 大 亦 一 麗 。

因 名 二 碩 田 一 ・ （ 景 行 天 皇 十 二 年 ）

又 、 纏 向 日 代 宮 御 宇 大 足 彦 天 皇 、 誹 一 一

球 磨 贈 喉 一 而 、 巡 二 狩 筑 紫 国 一 之 時 、

従 二 葦 北 火 流 浦 一 発 船 、 幸 二 於 火 国 一 ・

度 し 海 之 問 、 日 没 夜 冥 、 不 し 知 し 所 し 箸 。

（ 「 肥 前 』 総 記 ）

●

嚢 者 、 気 長 足 姫 尊 、 欲 し 征 二 伐 新 羅 一 、

到 二 於 此 村 一 、 御 身 有 し 姫 、 忽 当 一 一 誕 生 一 ・

登 時 、 取 二 此 二 類 石 一 、 挿 二 於 御 腰 一 、 祈

日 云 々

（ 『 釈 日 本 紀 』 所 引 、 筑 前 国 風 士 記 逸 文 ）

九 州 風 土 記

●

昔 者 、 纏 向 日 代 宮 御 宇 天 皇 、 従 二 豊 前 国

京 都 行 宮 一 、 幸 二 於 此 郡 一 、 遊 二 覧 地 形 一 、

嘆 日 、 広 大 哉 、 此 郡 也 。 宜 レ 名 二 碩 田 国 一 ・

（ 『 豊 後 』 大 分 郡 ）

・ ・ ・ ［ 闇 圃 耐 阿 】 牙



（ ２ ） 実 験 的 仮 説 Ａ ｌ 地 誌 的 整 理 Ｉ ． ： 因 圃 間 凹

【 熊 野 市 五 郷 町 。 古 老 日 く 】 「 昔 、 乞 食 の 恰 好 を し た お 大 師 様 が 、 桃 崎 の あ る お ば あ

さ ん の 家 に 水 を く れ と 言 っ て や っ て 来 た 。 お ば あ さ ん は 、 「 水 の 出 る 所 が 遠 い

の で 、 汲 ん で 来 る か ら 待 っ て い な さ い 」 と 言 う と 、 お 大 師 様 は 、 「 じ や あ 、 こ

れ か ら は す ぐ に 水 が 出 る よ う に し て や ろ う 」 と 言 っ て 、 杖 を 叩 い て そ こ か ら 水

が 出 る よ う に し て く れ た と い う 。

（ 出 典 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 』 過 ）

〔 熊 野 市 波 田 須 町 。 古 老 日 く 一 昔 、 子 ど も が 高 い 栗 の 木 に 登 っ て 栗 を 採 っ て い る と 、

弘 法 大 師 が 通 り か か っ て 栗 を 一 つ 所 望 さ れ た 。 子 ど も は 栗 の 木 を 揺 す っ て た く

さ ん の 栗 を 落 と し て く れ た 。 そ こ で 弘 法 大 師 は お 礼 に と 、 一 つ の 栗 を 拾 い 上 げ

る と か み 砕 い て バ ラ バ ラ に し て そ こ ら に 蒔 き 、 二 年 後 に は 、 子 ど も に も 容 易 に

栗 が 採 れ る よ う な 小 さ な 木 が 生 え て く る だ ろ う と 言 い 残 し て 帰 っ て 行 か れ た 。

そ し て 、 二 年 後 に は サ サ 栗 が た く さ ん 実 る よ う に な り 、 そ れ は 弘 法 栗 と 呼 ば れ

る よ う に な っ た 。

（ 出 典 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 』 皿 ）

【 熊 野 市 育 生 町 。 古 老 日 く 】 昔 、 弘 法 大 師 が 丹 倉 へ 通 り か か り 、 あ る 家 に 立 ち 寄 っ て

お 茶 を 一 杯 所 望 し た と こ ろ 、 そ の 家 の 者 は 、 「 こ こ の お 茶 は 渋 い 」 と 言 っ て 水

を 与 え た 。 次 に 赤 倉 へ 行 っ て 水 を 一 杯 所 望 し た と こ ろ 、 そ の 家 の 者 は 「 お 茶 を

飲 ん で 下 さ い 」 と 言 っ て お 茶 を 与 え た 。 す る と 、 弘 法 大 師 は 「 赤 倉 は 山 の 木 を

伐 っ た ら 必 ず お 茶 の 木 が 出 る よ う に し て や ろ う 」 と 言 っ た 。 そ の た め 、 今 で も

丹 倉 の お 茶 は 渋 く 、 赤 倉 の お 茶 は お い し い と 言 わ れ て い る 。

（ 出 典 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 』 ｕ ）

地 と 伝 承 と の 影 響 関 係 ・ 相 互 関 係 ・ 通 時 的 関 係 は 認 め ら れ な い 。 ま た 、 報 告 書 作

成 以 前 に 、 そ れ ら を ま と め た 成 書 も 存 在 し な い よ う で あ る 。 伝 説 の 伝 播 は 当 然 考

え ら れ る が 、 そ れ は 基 本 的 に は 長 い 歳 月 の 中 で 、 無 意 識 的 ・ 無 意 図 的 に 広 が っ て

い っ た も の と 推 察 さ れ る 。 し た が っ て 、 ど の 伝 説 が 伝 播 の 発 端 で あ る か は 不 明 で

あ る 。

叶 画 片 訟 Ｓ 罰 鞭 代 苫 豊 汁 捕 珂 誹 （ 唖 旨 ） 』 、 つ

８

（ ３ ） 実 験 的 仮 説 Ｂ ｌ 史 書 的 整 理 ｌ ： ． 固 剛 削 凹

【 平 成 一 一 十 五 年 八 月 、 弘 法 大 師 、 熊 野 市 五 郷 町 を 巡 り 行 き た ま ふ 】 「 乞 食 の 恰 好 を し

た お 大 師 様 が 、 桃 崎 の あ る お ば あ さ ん の 家 に 水 を く れ と 言 っ て や っ て 来 た 。

お ば あ さ ん は 、 「 水 の 出 る 所 が 遠 い の で 、 汲 ん で 来 る か ら 待 っ て い な さ い 」 と

言 う と 、 お 大 師 様 は 、 「 じ ゃ あ 、 こ れ か ら は す ぐ に 水 が 出 る よ う に し て や ろ う 」

と 言 っ て 、 杖 を 叩 い て そ こ か ら 水 か 出 る よ う に し て く れ た と い う 。

（ 出 典 右 に 同 じ ）

【 平 成 二 十 五 年 九 月 、 弘 法 大 師 、 熊 野 市 波 多 須 町 を 巡 り 行 き た ま ふ 】 子 ど も が 高 い 栗

の 木 に 登 っ て 栗 を 採 っ て い る と 、 弘 法 大 師 が 通 り か か っ て 栗 を 一 つ 所 望 さ れ た 。

子 ど も は 栗 の 木 を 揺 す っ て た く さ ん の 栗 を 落 と し て く れ た 。 そ こ で 弘 法 大 師 は

お 礼 に と 、 一 つ の 栗 を 拾 い 上 げ る と か み 砕 い て バ ラ バ ラ に し て そ こ ら に 蒔 き 、
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【 古 風 土 記 の 編 纂 を 考 え る 巡 行 伝 説 の 整 理 】

（ １ ） 弘 法 大 師 伝 説 の 分 布 （ 熊 野 市 の 伝 説 の み ）

熊 野 市 飛 鳥 町 ・ 五 郷 町

１ お 大 師 と え ん ど う （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 』

２ お 大 師 の 水 （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 」

３ 金 の 御 礼 （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 』

熊 野 市 遊 木 町

４ 弘 法 の 蓬 （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 」

５ 弘 法 の 草 履 （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 』

熊 野 市 育 生 町

６ 弘 法 茶 （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 」

熊 野 市 井 戸 町

７ 水 大 師 （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 」

熊 野 市 神 川 町

８ お 大 師 の 水 （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 』

９ 弘 法 茶 （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 』

、 弘 法 の 柴 （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 』

皿 虫 の 付 い た え ん ど う 豆 （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 」

熊 野 市 久 生 屋 町

哩 あ し た ぱ （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 」

熊 野 市 波 田 須 町

咽 弘 法 栗 （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 』

哩 弘 法 の 足 跡 （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 」

応 弘 法 の ア シ タ バ （ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 」
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【 特 色 】
こ れ ら の 弘 法 大 師 伝 説 は 、 各 々 の 土 地 独 自 で 伝 承 さ れ て き た も の で あ り 、 他 の 士
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分 類

尾 鷲 市

１ オ コ ゼ と 山 の 神

２ 参 太 郎 狐 （ 一 ）

３ 参 太 郎 狐 （ 二 ）

４ 袖 片 橋

５ 神 武 天 皇 伝 説

【 補 注 】

１ 熊 野 に お け る 弘 法 大 師 伝 説 に 関 し て は 、 梶 晴 美 「 奥 熊 野 の 話 を め ぐ っ て 」 （ 『 熊

野 の 文 学 と 伝 承 』 、 み え 熊 野 学 研 究 会 編 、 平 成 十 八 年 三 月 ） の 中 で 、 実 地 調 査 に

基 づ い た 詳 し い 考 証 が あ る の で 参 照 さ れ た い 。 梶 氏 の 論 文 に よ る と 、 弘 法 大 師 伝

説 の 実 数 は 、 私 が 調 査 し た も の よ り は る か に 多 数 存 在 す る こ と が 確 認 で き る 。

２ 棲 井 治 男 「 語 ら れ る 祭 祁 の 由 来 と 神 話 伝 承 」 （ 「 神 話 ・ 象 徴 ・ 文 化 」 所 収 、 楽 浪

書 院 、 平 成 十 七 年 八 月 ） 。

３ 五 来 重 『 熊 野 詣 』 （ 講 談 社 学 術 文 庫 、 平 成 十 五 年 十 二 月 、 初 版 、 淡 交 新 社 刊 、 昭

和 四 十 一 一 年 ） 。

４ 拙 論 「 熊 野 地 方 の 「 伝 説 ・ 民 話 」 研 究 序 説 お よ び 索 引 」 （ 『 皇 皇 館 論 叢 』 四 十 巻

四 号 、 平 成 十 九 年 八 月 ）

５ 拙 論 「 流 れ 着 く 貴 人 の 伝 説 Ｉ 熊 野 の 伝 説 と そ の 意 識 構 造 ｌ 」 （ 『 皇 畢 館 大 学 神

道 研 究 所 紀 要 』 第 一 一 四 輯 平 成 一 一 十 年 三 月 ）

※ 拙 編 【 熊 野 地 方 の 伝 説 ・ 民 話 索 引 】 を 抜 粋 （ 一 部 改 変 ） し て 掲 載 す る

異 邦 人 に 関 す る 伝 説 で あ る 、 と い う 基 本 的 な 点 に お い て 一 致 し て い る 。 そ し て 、 こ の

よ う な 伝 説 を 全 体 と し て 捉 え た 時 、 こ れ ら が 熊 野 に お け る 「 海 上 他 界 観 」 を 背 景 に も

つ も の で あ る こ と は 明 白 だ と 思 わ れ る 。 加 え て 、 先 ほ ど み た 弘 法 大 師 伝 説 の 存 在 を そ

こ に 重 ね 合 わ せ る と 、 熊 野 で は 、 山 を 越 え て や っ て 来 た り 、 海 を 渡 っ て や っ て 来 る 異

邦 人 に 対 す る 濃 厚 な 信 仰 が あ っ た こ と が 伺 え る 。 そ の 意 味 に お い て 「 他 界 」 は 重 要 な

キ ー ワ ー ド だ と 言 わ ね ば な ら な い 。 の み な ら ず 、 熊 野 自 体 が 幽 国 と 認 識 さ れ 「 他 界 」

へ の 入 り 口 と 考 え ら れ て き た こ と を 踏 ま え る な ら ば 、 熊 野 に は 重 層 的 な 他 界 観 が 認 め

ら れ る の で あ る 。 こ れ は 、 熊 野 の 信 仰 と 伝 説 の 根 底 に 流 れ る 核 心 部 分 で あ り 、 そ れ は 、

古 く 神 武 天 皇 伝 説 に は じ ま り 徐 福 伝 説 や 弘 法 大 師 伝 説 な ど が 形 成 さ れ た り 、 あ る い は

補 陀 落 渡 海 の 信 仰 を 生 み 出 す 意 識 構 造 の 問 題 と し て 把 握 さ れ ね ば な ら な い だ ろ う 。 こ

れ は 、 熊 野 研 究 の 重 要 な 課 題 で あ る と 思 わ れ る 。

名 称
（ 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 」 の 採 集 者 は 、 す べ て 大 谷 大 学 の 調 査 ）

異 類 婚 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 』

異 類 謹 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 」

地 名 説 話 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 」

叶 亘 片 副 Ｓ 罰 議 院 苫 豊 汁 桧 珂 勤

神 争 い

狐 伝 説

狐 伝 説

地 名 説 話

貴 人 巡 行

旧 熊 野 市 遊 木 町

弱 蛇 の 婿 入 り

０
ｍ 人 魚 の イ オ

⑩ 遊 木

小 西 正 弘 再 話

小 西 正 弘 再 話

小 西 正 弘 再 話

小 西 正 弘 再 話

小 西 正 弘 再 話

（ 採 集 者 ）

「 み え 東 紀 州 の 民 話 』

『 み え 東 紀 州 の 民 話 』

『 み え 東 紀 州 の 民 話 』

『 み え 東 紀 州 の 民 話 」

『 み え 東 紀 州 の 民 話 」

出 典
（ 函 や ） ］ 、 函
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一 一 一 、 巡 行 説 話 の 整 理 と 編 纂 を め ぐ っ て ｌ 熊 野 地 方 の 民 話 調 査 で 考 え た こ と ｌ … 因 圃 間 凹

【 は じ め に 】

私 は 、 平 成 十 七 ～ 十 八 年 の 二 年 間 、 熊 野 古 道 セ ン タ ー の 委 託 研 究 と し て 、 三 重 県 南

部 の い わ ゆ る 熊 野 と 呼 ば れ る 地 方 に 伝 わ る 伝 説 ・ 民 話 の 調 査 を 実 施 し た 。 そ の 調 査 成

果 を 、 「 熊 野 地 方 の 「 伝 説 ・ 民 話 」 研 究 序 説 お よ び 索 引 」 と 題 し て 、 『 皇 畢 館 論 叢 」

に 掲 載 し 、 そ の 他 一 本 の 論 文 を 書 い た 。 そ し て 、 そ の 調 査 に よ っ て 得 ら れ た 伝 説 ・ 民

話 の 実 態 や 分 布 を あ ら た め て 検 討 し て み た 結 果 、 こ れ が あ る い は 古 風 土 記 の 編 纂 を 考

え る 上 で 参 考 に な る の で は な い か と 思 う よ う に な っ た 。 以 下 の 考 察 は 、 そ の 時 に 考 え

た こ と を ま と め た も の で あ り 、 現 時 点 で は 実 験 的 仮 説 に 止 ま る こ と を あ ら か じ め お 断

り し て お く 。

【 熊 野 地 方 の 伝 説 ・ 民 話 】 概 観

私 が 調 査 し た 伝 説 ・ 民 話 は 延 べ 二 五 三 話 に の ぼ り 、 そ れ を デ ー タ ベ ー ス 化 し た 。 こ

こ で は そ の 中 か ら 、 弘 法 大 師 伝 説 ・ 徐 福 伝 説 ・ 神 武 天 皇 伝 説 な ど を 中 心 と し て 、 熊 野

の 伝 説 ・ 民 話 の 特 色 に つ い て 概 観 し た い ・

私 が 、 こ の 調 査 を 実 施 す る に 当 た り 中 心 的 に 利 用 し た 資 料 は 、 『 紀 伊 熊 野 市 の 民 俗 」

（ 総 合 民 俗 調 査 報 告 書 十 一 ～ 十 四 、 昭 五 五 ・ 三 月 ～ 昭 五 七 ・ 三 月 ） で あ っ た 。 こ れ は 、

五 来 重 の 指 導 の 下 に 大 谷 大 学 民 俗 学 研 究 会 が 、 昭 和 五 十 四 年 か ら 五 十 六 年 の 三 年 間 で

計 四 回 の 実 地 調 査 を お こ な っ て ま と め ら れ た も の で あ る 。 昭 和 五 十 年 代 に 至 っ て な お 、

こ れ ほ ど 多 彩 な 民 話 が 残 っ て い た こ と 自 体 、 注 目 に 値 す る と 言 え よ う 。

さ て 、 そ の 多 彩 な 伝 説 ・ 民 話 の 中 に あ っ て 注 目 す べ き こ と と し て 、 ま ず 弘 法 大 師 伝

説 の 多 さ を 挙 げ る こ と が で き る 。 こ の 伝 説 は 、 熊 野 地 方 の ほ ぼ 全 域 に わ た っ て 分 布 し

て い る 。 総 数 十 八 話 に の ぼ る こ れ ら の 伝 説 を 見 て ゆ く と 「 弘 法 の 水 」 を は じ め 、 全 国

に 分 布 し て い る 弘 法 大 師 伝 説 の 話 型 に 属 す る も の を 多 数 含 ん で い る 。 こ れ ら の 伝 説 に

は 、 我 が 国 に お い て 古 く か ら 伝 承 さ れ て き た 「 貴 神 巡 行 」 や 「 大 歳 の 客 」 の モ チ ー フ

と 類 似 し た も の が 多 く 見 受 け ら れ 、 熊 野 地 方 に お い て 、 外 来 者 に 対 す る あ る 種 の 信 仰

が 存 在 し た こ と を 伺 う こ と が 出 来 る 。 こ の 点 は 、 次 に 述 べ る 徐 福 伝 説 な ど と の 関 係 を

考 え た 時 、 熊 野 地 方 に お い て 伝 説 が ど の よ う な 意 識 構 造 に 支 え ら れ て 展 開 し て き た か

を 考 え る 上 で 、 非 常 に 重 要 で あ る よ う に 思 わ れ る 。

次 に 、 そ の よ う な 外 来 者 信 仰 が 典 型 的 な 形 で 現 れ て い る も の と し て 、 熊 野 市 二 木 島

町 ・ 波 田 須 町 に 分 布 す る 「 徐 福 伝 説 」 や 「 神 武 天 皇 伝 説 」 を 挙 げ る こ と が で き る だ ろ

う 。 徐 福 伝 説 が 多 く の 地 方 に 残 っ て い る は よ く 知 ら れ て い る が 、 と り わ け 熊 野 地 方 の

そ れ は 有 名 で あ り 、 和 歌 山 県 新 宮 市 に も 伝 承 地 が 残 っ て い る 。 ま た 、 神 武 天 皇 伝 説 に

関 し て は 、 二 木 島 町 に お い て 今 日 ま で 「 二 木 島 祭 」 の 中 で 、 重 要 な 意 味 を 持 つ 伝 説 と

し て 継 承 さ れ て い る と い う 報 告 が な さ れ て い る 。 「 徐 福 伝 説 」 と 「 神 武 天 皇 伝 説 」 と

は 、 一 見 し て 無 関 係 の よ う に 思 わ れ る か も 知 れ な い が 、 海 上 か ら こ の 地 に 訪 れ る 貴 い

オ 、 里 （ 郷 ） を 指 し て 「 此 村 」 と い う 例 が 、 し ば し ば 見 ら れ る 。 （ 播 磨 ・ 豊 後 ）

こ れ は 行 政 的 認 識 と 考 え る よ り も 、 文 化 的 生 活 空 間 を 指 し て い る と 見 る べ き

で あ る 。

５

］ 、 函 （ 図 画 ）



古 老 日 、 倭 武 天 皇 、 巡 二 幸 海 辺 一 、 行 二 至 乗 浜 一 ・ 干 し 時 、 浜 浦 之 上 、 多 乾 二 海 苔 一 ・

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △由 し 是 、 名 二 能 理 波 麻 之 村 一 ・ 乗 浜 里 東 、 有 二 浮 島 村 一 ・ 四 海 絶 海 、 山 野 交 錯 、 一 戸

△ △ △ △ △ △ △ △一 十 五 姻 、 田 七 八 町 余 。 所 し 居 百 姓 、 火 し 塩 為 し 業 、 而 在 二 九 社 一 。 言 行 謹 謹 。

（ 信 太 郡 ）

Ｄ 『 豊 後 国 風 土 記 」 十 三 例
○ ○

伊 美 郷 。 同 天 皇 、 在 二 此 村 一 、 勅 日 、 此 国 、 道 路 遥 遠 、 山 谷 阻 深 、 往 還 疎 稀 、 乃

（ ２ ） 「 村 」 表 記 と 実 態 の 問 題 点

○ ○

① 行 政 区 画 と の 混 用 ↓ 広 山 里 【 旧 名 握 村 】 （ 播 磨 ）

② 私 見 ： ｛ 間 削 卿 巴

ア 、 行 政 地 名 と の 交 渉 が 認 め ら れ る が 、 一 一 字 表 記 の 拘 束 を 受 け て い な い ・

イ 、 掲 出 地 名 と し て 「 村 」 が 冒 頭 に 掲 げ ら れ る こ と は な い 。

ウ 、 ア お よ び イ に よ れ ば 、 律 令 制 度 の も と で の 行 政 単 位 と は 考 え ら れ な い 。 そ れ

は 、 常 陸 国 風 土 記 の 記 事 か ら 、 五 十 戸 一 里 制 度 に 属 さ な い 単 位 で あ る こ と か も

推 察 で き る 。

○ ○ ○ ○ ○ ○

エ 、 郡 と の 関 わ り が 想 定 さ れ る 。 通 仁 多 郡 辛 谷 村 （ 中 略 ） 通 出 奉 一 二 郡 堺 多 義 村

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○③ 一 一 字 表 記 の 原 則 に 外 れ る 例 が 多 い ｌ ↓ 泉 村 （ 播 磨 ） ・ 比 々 理 村 （ 出 雲 ） ・ 能 理 波 麻

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○之 村 （ 常 陸 ） ・ 磐 田 杵 之 村 （ 肥 前 ）

○ ○

② 行 政 区 画 を 指 示 す る 表 現 の 存 在 ｌ ↓ 出 水 里 。 此 村 （ 播 磨 ）

Ｅ 『 肥 前 国 風 土 記 」 二 十 一 例

（ ３ ） 「 村 」 を ど う 捉 え る か ． ： 同 卿 間 幽

① 内 田 忠 賢 「 『 播 磨 国 風 土 記 」 の 「 村 」 に つ い て 」 （ 『 風 土 記 研 究 』 第 ２ 号 、 昭 和

六 一 年 五 月 ）

ａ 里 を 構 成 、 か つ 伝 承 を 有 す る 集 落

ｂ 伝 承 の 文 脈 を 構 成 す る 集 落 （ 里 へ の 所 属 不 明 ）

○ ○ ○ ○ ○

土 日 者 、 纏 向 日 代 宮 御 宇 天 皇 、 巡 幸 之 時 、 御 船 泊 二 此 郡 磐 田 杵 之 村 一 。 （ 杵 島 郡 ）

○ ○ ○

得 し 見 レ 国 、 因 日 二 国 見 村 一 。 今 謂 二 伊 美 郷 一 、 其 誰 也 。 （ 国 埼 郡 ）

計 画 片 剖 Ｓ 罰 鞭 代 苔 豊 汁 補 面 部

園
（ 国 司 ） ］ ② 心

４



○ ○ ○

十 一 一 歩 。 通 飯 石 郡 堺 斐 伊 川 漫 、 五 十 七 歩 。 通 出 雲 郡 堺 多 義 村 、 一 十 一 里 一 一 百 升

歩 。 （ 巻 末 記 ）

○ ○ ○ ○

ウ 、 又 、 東 南 一 十 六 里 一 一 百 汁 六 歩 、 至 仁 多 郡 比 々 理 村 、 （ 巻 末 記 ）

ウ 、 文 化 的 地 名 ↓ 村 … 同 圃 間 凹

Ａ 『 播 磨 国 風 土 記 』 ↓ 一 一 一 一 四 例 （ 普 通 名 詞 「 此 村 」 を 含 む ）

○ ○ ○ ○ ○

ア 、 広 山 里 【 旧 名 握 村 】 土 中 上 所 二 以 名 二 都 可 一 者 （ 中 略 ） 故 、 号 一 都 可 村 一 。 （ 揖

保 郡 ）

○ ○

イ 、 出 水 里 此 村 出 二 寒 泉 一 ・ 故 、 因 世 泉 為 し 名 。 【 土 中 々 】 ・ 美 奈 志 川 。 所 三 以 号 二

美 奈 志 川 一 者 、 伊 和 大 神 子 、 石 龍 比 古 命 、 与 二 妹 石 龍 売 命 ｜ 二 神 、 相 一 一 競 川 水 一 ・

○ ○ ○ ○ ○

扶 神 、 欲 し 流 二 於 北 方 越 部 村 一 、 妹 神 、 欲 し 流 二 於 南 方 泉 村 一 ・ 示 時 、 扶 神 、 踊 二

示 琴 一 而 流 下 之 。 妹 神 見 豊 之 、 以 二 為 非 一 し 理 、 即 以 二 指 櫛 一 、 塞 二 其 流 水 一 而 、 従 一 一

○ ○

塞 苛 辺 開 レ 溝 、 流 二 於 泉 村 一 格 。 示 、 妖 神 、 復 到 二 泉 底 之 川 一 、 流 奪 而 、 将 Ｌ 流 二 西 方

○ ○ ○ ○ ○

桑 原 村 一 ・ 於 し 是 、 妹 神 遂 不 レ 許 之 、 而 作 二 密 樋 一 、 流 一 出 於 泉 村 之 田 頭 一 ・ 由 し 此 、

川 水 絶 而 不 似 流 。 故 号 二 元 水 川 一 。 （ 揖 保 郡 ）

○ ○ ○

桑 原 里 【 旧 名 、 倉 見 里 】 ・ 土 中 上 。 ロ 叩 太 天 皇 、 御 二 立 於 椴 折 山 一 覧 之 時 、 森 然 所

④ 津 間 抜 池 （ 『 出 雲 国 風 土 記 』 意 宇 郡 ）

⑤ 鏡 坂 （ 『 豊 後 国 風 土 記 』 日 田 郡 ）

⑥ 栗 川 （ 『 肥 前 国 風 土 記 』 松 浦 郡 ）

⑦ 鯨 岡 （ 「 常 陸 国 風 土 記 」 行 方 郡 ）

Ｃ 『 常 陸 国 風 土 記 』 十 六 例

Ｂ 『 出 雲 国 風 土 記 』 神 社 名 ・ 山 名 を 除 き 二 八 例 （ 細 川 家 本 を 底 本 と す る ）

○ ○ ○

ア 、 斐 伊 川 。 郡 家 正 西 五 十 七 歩 。 西 流 入 出 幸 一 三 郡 多 義 村 。 （ 大 原 郡 ）

昌 切 ② （ 画 ⑤ ）

○ ○ ○

イ 、 通 道 。 通 意 宇 郡 堺 木 垣 坂 、 升 一 一 一 里 八 十 五 歩 。 通 仁 多 郡 辛 谷 村 、 升 一 一 一 里 一 百 八

○ ○

按 一 将 来 、 其 主 認 来 、 見 二 於 此 村 一 。 故 日 一 枝 見 一 。 （ 揖 保 郡 ）

○ ○ ○

見 し 倉 。 故 名 一 倉 見 村 一 ・ 今 改 レ 名 為 二 桑 原 一 、 一 云 、 桑 原 村 主 等 、 盗 二 讃 容 郡 按 見

↓ 四 字 表 記

↓ 二 字 表 記

↓ 二 字 表 記

↓ 二 字 表 記

３



イ 、 自 然 地 名 ↓ 山 、 川 、 谷 な ど 【 一 一 字 に こ だ わ ら な い 意 味 喚 起 の 表 記 を 志 向 】 … 圃 圃 間 凹

① 賀 意 理 多 之 谷 （ 「 播 磨 国 風 土 記 』 賀 古 郡 ） ↓ 六 字 表 記 （ 「 谷 」 ま で を 含 む ）

② 支 豆 支 乃 御 埼 （ 『 出 雲 国 風 土 記 』 意 宇 郡 ） ↓ 六 字 表 記

③ 久 多 美 山 （ 『 出 雲 国 風 土 記 」 意 宇 郡 ） ↓ 四 字 表 記

ア 、 行 政 地 名 ↓ 国 ・ 郡 ・ 里 （ 郷 ） 【 一 一 字 を 原 則 と す る 誤 読 回 避 の 表 記 を 志 向 】 … 【 園 剛 凶 山 Ｚ

① 播 磨 国 風 土 記 （ ○ は 音 仮 名 ◇ は 訓 仮 名 ）

○ 賀 古 郡 ○ 望 理 里 ○ 鴨 波 里 ◇ 長 田 里

② 常 陸 国 風 土 記

◇ 行 方 郡 ○ 提 賀 里 ○ 蕊 都 里 ◇ 男 高 里 ◇ 麻 生 里

③ 出 雲 国 風 土 記 （ カ ッ コ 内 は 旧 表 記 ）

○ ○ △ △

◇ 出 雲 郡 ○ 美 談 郷 （ 一 一 一 太 一 一 一 ） ◇ 神 門 郡 ○ 多 伎 郷 （ 多 吉 ）

④ 豊 後 国 風 土 記

◇ 日 田 郡 ◇ 神 戸 里 ◇ 石 井 郷 ◇ 敬 編 郷

⑤ 肥 前 国 風 土 記

○ 基 建 郡 ◇ 姫 社 郷

渡 る こ と 。

３ 、 そ れ は 文 芸 と し て は 「 末 口 凹 で あ っ て も 、 政 治 的 に は 「 先 務 」 と な る も の

で あ る こ と 。

４ 、 そ の 記 録 の あ り 方 は 「 事 」 に 従 っ て 文 体 を 立 て 、 詳 し く 記 述 す る こ と を 貴

ぶ と い う こ と 。

と な ろ う 。 日 本 の 古 風 士 記 も 、 基 本 的 に は こ の よ う な 「 志 」 に 基 づ く 地 誌 の 理

念 を 受 容 し て 編 纂 さ れ た も の と 考 え ら れ る 。

叶 画 片 剖 ｓ 謝 細 院 苫 豊 汁 捕 、 動 （ 四 ｍ ） 〕 、 つ

一 一 、 地 名 表 記 の 課 題 ｌ 行 政 地 名 ・ 自 然 地 名 ・ 文 化 的 地 名 ｌ

（ １ ） 拙 稿 「 古 風 土 記 の 地 名 表 記 と 和 銅 官 命 」 （ 『 菖 葉 」 二 一 五 号 ） … 回 圃 岡 山

官 命 第 四 項 は 、 地 名 起 源 説 話 の 有 無 に 関 わ ら ず 、 意 味 喚 起 的 表 記 を 含 む 自 然 地

名 の 「 所 由 」 を 求 め た も の と 解 釈 す べ き で あ る と 考 え る 。 そ し て 、 そ れ は 誤 読 回

避 を 目 的 と し た 、 行 政 地 名 に 関 わ る 第 一 項 の 要 求 と は 、 本 質 的 に 異 な っ て い る 。

古 風 土 記 で は 、 行 政 地 名 と 自 然 地 名 は 明 確 に 区 別 さ れ て い る と 考 え て よ い よ う に

思 う 。 そ れ は 、 和 銅 官 命 第 一 項 と 第 四 項 の 要 求 の 違 い が も た ら し た 必 然 の 結 果 で

あ る と 言 え る だ ろ う 。 （ 中 略 ） 「 村 」 に 関 す る 地 名 表 記 の あ り 方 は 、 行 政 地 名 と

自 然 地 名 の 表 記 の 原 則 か ら は 外 れ て い る よ う に も 見 受 け ら れ る の で あ る 。 と す る

な ら ば 、 古 風 土 記 の 地 名 表 記 に 関 し て は 、 さ ら に 「 村 」 の よ う な 文 化 的 地 理 空 間

の 地 名 を も 射 程 に 入 れ て 考 え て い く 必 要 が あ る よ う に 思 わ れ る 。



籍 一 言 上 。

旨 、 『 （ 画 吟 ）

和 銅 六 年 官 命 と 地 誌 の 理 念

１ ） 『 続 日 本 紀 』 和 銅 六 年 五 月 甲 子 … 因 圃 剛 山

畿 内 七 道 諸 国 、 ① 訓 卿 批 著 一 一 坪 乳 一 ・ ② 其 郡 内 所 し 生 、 銀 銅 彩 色 草 木 禽 獣 魚 虫 等 物 、

２ ） 古 代 中 国 に お け る 地 誌 の 理 念

ア 、 文 体 「 記 」 の 特 色

① 記 之 言 志 、 進 二 己 志 一 也 。 （ 『 文 心 離 龍 」 巻 五 、 書 記 ）

② 随 し 事 立 し 体 、 貴 一 一 乎 精 要 一 。 （ 『 文 心 離 龍 」 巻 五 、 書 記 ）

オ 、 ま と め … 【 園 剛 い 】

古 代 中 国 の 文 体 で あ る 「 志 」 の 特 色 と 内 容 に 関 す る 『 文 心 離 龍 」 ・ 「 漢 書 』 顔

師 古 注 ・ 『 文 体 明 弁 」 の 考 証 を ま と め る な ら ば 、

１ 、 「 事 」 の 記 録 で あ る こ と 。

２ 、 そ の 記 録 の 範 囲 は 広 く 、 も ろ も ろ の 民 を 総 領 す る た め の さ ま ざ ま な 分 野 に

ウ 、 「 記 」 の 由 来 … 固 脚 阿 山

① 按 二 金 石 例 一 云 、 記 者 紀 レ 事 之 文 也 。 馬 貢 顧 命 乃 記 之 祖 、 而 記 之 名 、 則 二 於 戴

記 学 記 諸 編 一 ・ （ 『 文 体 明 弁 』 巻 四 十 九 ）

② 畠 別 二 九 州 一 、 臆 し 山 溶 レ 川 、 任 誇 士 作 し 貢 。 寓 敷 修 士 、 賭 し 山 刊 し 木 、 翼 一 一 高 山 大 川 一 ・

（ 「 尚 書 』 「 高 貢 」 ）

③ 「 漢 書 』 顔 師 古 注 「 師 古 日 、 志 、 記 也 。 積 二 記 其 事 一 也 」 （ 「 漢 書 」 「 律 歴 志 」 ）

イ 、 「 記 」 の 記 載 内 容

① 夫 書 記 広 大 、 衣 二 被 事 対 一 、 筆 笥 雑 名 、 古 今 多 し 品 、 是 以 総 二 領 蕊 庶

籍 簿 録 一 。 （ 『 文 心 離 龍 』 巻 五 、 書 記 ）

② 錐 二 蕊 文 之 末 品 一 、 而 政 事 之 先 務 也 。 （ 『 文 心 離 龍 」 巻 五 、 書 記 ）

エ 、 「 記 」 と 「 志 」

① 按 二 字 書 一 云 、 志 者 記 也 。 字 亦 作 し 誌 。 其 名 起 一

記 し 事 之 作 也 。 （ 『 文 体 明 弁 」 （ 巻 五 十 一 ）

② 『 築 隷 万 象 名 義 』 「 志 、 之 異 反 、 望 也 、 念 也

古 風 土 記 の 編 纂 と 和 銅 六 年 官 命 資 料

具 録 二 色 目 ③ 及 士 地 沃 堵 、 ④ 叫 川 僻 卵 紅 尉 脈 叫 、 ⑤ 又 古 老 相 伝 旧 聞 異 事 、 載 二 干 史

於 漢 書 十 志

慕 也 、 知 也 、 記 也 、 擬 也 」
； 層

而 後 人 因 し 之 。 大 抵

則 有 一 一 譜
胃

闇
‐
１
－
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まとまった資料がなくても、「風土記」の編慕、あるいは『日本書紀』の編

纂は、編集句を用いて再配置することによって可能であったのではないかと

いうことを申し上げたい訳です。

まとめ－古風土記研究の展望一

最後の結論になりますが、今回の講演の後半部では、今までまとめてきた

こと以外に、１つ新しいことを仮説として申し上げたのですが、今後、「古

風土記」の研究においては、特に九州風士記と『日本書紀』の関係に関して

の論議については､見直してもいい段階にきたのではないかと感じております。

1300年前、和銅６(713)年に、５つの要求事項が発せられ、それに基づい

て編募された「古風土記」を考えるときに、外部的要素である『日本書紀』

との関係性を考えるよりは、「古風土記」という１つのまとまった資料とし

て捉えるという視点が有効になってくるように思うのです。

私自身、古風士記を考える場合に、今までは分析的に分解していって、「古

風士記」の特徴を見てまいりました。確かにそれはそれで「古風土記」の研

究を進めてきた面もたくさんあると思いますが、全体をばらして、個別にし

たときに出てきた部品の特徴を見て､そういった部品だけが出てきたときに、

それが果たして「古風土記」と言えるかどうかという問題は非常に難しいと

思います。むしろその部品をどのように配置し、どのようにそれを１つのま

とまった資料として練り上げているのかという過程を考えていく必要がある

と思われます。

「古風士記｣を考える場合に､全体的な資料の１つのまとまった資料として、

言い換えますと、「５項目の要求事項によって規定されたまとまった資料」

として捉え直すという時期にきているのではなかろうかということを申し上

げまして、今日の私の拙い話とさせていただきます。長時間、どうもありが

とうございました。（拍手）
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ていたのではなくて、さらにその下調べとして、里長等がその調査、記録に

当たっていたのではないかと思います。

里長レベルまで文字を知っていたのかということを疑問に思われる方もい

らっしゃるかもしれませんが近年の木簡の発掘調査によりまして、里長レベ

ルにおいても文字を使用していたということを示す木簡が出土しておりま

す。行政システムの中では、文書化、あるいは記録化ということが、私たち

が考えるよりもかなり組織的に行えるような体制があったようです。ですか

ら、おそらく「古風土記」も郡を中心としながら、里で調査された資料をま

とめていったのではないかと思います。

そのときに、個別の里に本当に文献資料が残っていたのか、あるいは、聞

き取りだったのか、これはわからないことであります。ただ、編募されてい

く中で、従来は九州風土記と『日本書紀』との影響関係について、今も申し

上げましたように、『日本書紀』から「風士記」へ、或いは「風土記」から『日

本書紀ｊへの影響といった直接的関係を論じることが多かったのですが、ど

うもそういう直接的関係がなくても、編慕が可能であったのではないかと現

在では考えております。つまり、個別の里の資料をそれぞれが採集してきた

ものを空間的に再配置すれば、「風土記」的な記事になり得るし、編年的に

再配置すれば、歴史書的になるという可能性があるのです。このように考え

てみますと、九州風土記と『日本書紀』が、それぞれ独立してでき上がった

可能性は否定できないのではないかと思っています。

これが今、実験的に考えている仮説なのです。繰り返して言いますが、近

代、現代の民話調査の結果を当てはめてみるということには、当然‘慎重さが

求められますが、演鐸的に考えてまいりますと、そういう可能’性もあったの

ではないかと思うわけです。

九州風土記と『日本書紀』との関係を考える場合に、基本的にはこれまで

の「風土記」の研究者の間では、直接的関係にせよ、間接的関係にせよ、何

らかのまとまった文献資料があったのではないかということが、ある意味で

は、自明の前提のようになっていたのではないかと思いますが、そのような
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それで、これからの古風土記研究の課題を少し考えてみたほうがいいので

はないかと今は思っております。それが最後、「四、これからの古風土記研

究一編幕における伝承の記録化の再検討」というところになります。

｢賓栗而琴雨１

これからの古風土記研究一編纂における伝承の記録化の再検討一

「古風土記」を考える場合に、基本的に『日本書紀』との比較検討を優先

させるよりは、やはり５つの要求項目、和銅６年の官命の要求項目がどのよ

うな形で実現されているのかということを見ていくのが、「古風土記」研究

にとっては大事ではないかと思います。地誌のあり方として、事に従いて、

さまざまな雑多なものをそれぞれ個別に記録するのだという形で考えます

と、まさに「古風土記」における第５項目の古老伝承の記事のあり方という

ものは、個別に配置されていると看倣すことができます。

実際のところ、「古風土記」の編纂がどのようにして行われたのかという

のは不明です。どのような資料を用いたのか、既に文章化されていたのか、

あるいは、現地で聞き取りを含む口承伝承を文章化したのか、これは全くわ

かりません。

ただ、例えば、古代の美濃国の戸籍帳なんかが残っていまして、今、正倉

院に行きますと、巻物の形でずっと戸籍が最初から記されていますが、あれ

はもともとああいう形であったとは考えられません。ですから、郡や里の中

で郡の役人が里の役人に指令をして、おそらく里長が自分たちの里の中で、

今の国勢調査と同じように､一戸一戸調査して､おそらく木簡などでそのデー

タをとって並べたものを里の資料とし、それを里から郡に提出して、郡でそ

れをまとめたものをさらに美濃国の国庁でまとめたという段階があって、さ

まざまな資料の段階、編纂の段階があったということを想定しなければいけ

ないと思うのですが､｢古風土記｣もそうであったのではないかと思うのです。

そのような編慕の過程については『出雲国風土記』では、確実に郡の役所、

郡司が編纂の中心を担っています。おそらくは郡司が全ての郡の里を把握し
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あるまとまった資料が最初からあって、それを「風土記」や『日本書紀』が

利用したというのではなくて、それぞれ個別の伝承であっても、「風土記」

的に編集することも、『日本書紀』的に編集することも可能だったのではな

いかということです。

例えば、資料に挙げました『日本書紀』景行天皇12年の記事としまして、

景行天皇が「冬１０月に碩田国に到りたまふ。その地の形広大にして、また

麗し◎よりて、碩田と名づく」という記事があります。それとほぼ同じ内容

の記事が、『豊後国風土記』の大分郡に碩田国として残っております。

｢賓珂'す琴雨

『日本書紀』と「風土記」の違いは、『日本書紀』は編年ですから、何年何

月ということをはっきり言いますが、「古風土記」では何年何月というのは、

編年の記事がないわけではないですが、概ね「いにしえ」とか、「昔」とい
まきむくのひしろのみやあめのしたしるしめししすめらみこ上

う形で置かれます。「昔、纏向日代宮に御宇天皇豊前国の京の行宮より止上

の郡に出まし、地形を遊覧したまふ、嘆じていわく、広大なるかな、この郡

なり、よろしく碩田国と名づくべし」と。

以下、景行天皇１８年の記事と『肥前国風土記』の総記の記事、あるいは、

仲哀天皇９年の記事と『釈日本紀」所引の『筑前国風土記ｊの逸文の記事が、

それぞれ非常によく似た内容が記されておりまして、私たちが「古風土記」

を研究します場合に、これは『日本書紀』が九州風土記を参考にしたのか、

あるいは九州風土記が『日本書紀』を参考にしたのかという形で、表現の変

化から、どちらと考えた方がいいのかという論議が、九州風土記を考える場

合には非常に重要な論議の対象になってきたのです。

しかし､もしその論でいきますと結局のところどちらかしかないわけです。

九州風土記が『日本書紀』を見たのか、あるいは『日本書紀』が九州風士記

を見たのかという二つに一つの答えしかないわけです。でも、どうもそうで

ない可能性というのもあるのではないかということを、この熊野の伝承の調

査を通して、それを「風土記」的、『日本書紀』的に置きかえてみたときに

考えたわけです。
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きました。そこで、次に実験的仮説Ｂとしまして、弘法大師の説話を時間軸

に沿って置き換えて『日本書紀』的にまとめてみたのが、「(3)実験的仮説

Ｂ－史書的整理｣です｡匿珂Ｔ７琴雨１

基本的に『日本書紀』の記事は、時間軸に沿った時系列で配列されていま

すが、この実験的仮説においては、弘法大師の話を私が勝手に時系列に並べ

かえてみました。すなわち、『日本書紀』的に並べかえてみたわけです。

ここでは､年代を仮に平成に置きかえました｡｢平成２５年８月、弘法大師、

熊野市五郷町を巡り行きたまふ」として、先ほどの説話を挙げ、同じように

｢平成25年９月、弘法大師、熊野市波田須町を巡り行きたまふ」として、説

話を挙げますと、これもまた時系列に沿った形で、あたかも弘法大師が何年

何月にそこをめぐり歩いたというように見えます。このように整理してみま

すと、１つの時系列の中で弘法大師がめぐり歩いているように見ることがで

きるのです。

こういうこともあり得るのだということに気がついたときに、「古風土記」

の要求項目の第５項目を考えるときに、もう一度私たちはいろいろと考えて

みなければならないのではなかろうかと思ったのです。それが「(4)伝承の

編慕に関する仮説」というところです｡阿疹頭１

資料に示したように「熊野市五郷町､古老いわく」という編集句をつけて、

その後に弘法大師の説話を入れてみますと、これは風土記的に見えます。あ

るいはこれを時系列に並べまして、編年的な、『日本書紀ｊ的な形で「平成

25年８月、弘法大師、熊野市五郷町を巡り行きたまふ」として置きかえま

すと、あたかも『日本書紀』的な歴史書のように見えます。

こういうことを考えてみると、実は私たちが「風土記」や『日本書紀』で

類似の説話を比較して考えるときに、もう少しいろいろな、別の形があり得

たということも考えてみた方がいいのではないかと思わずにはいられませ

ん。地誌的な編纂というのは、伝承を空間的に再配置するという捉え方で考

えてみるべきではないかと思うのです。それに対して史書的な編募というの

は、伝承を通時的に再配置することではなかったかと思うのです。つまり、
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が出るようにしてやろう』と言って、杖を叩いてそこから水が出るようにし

てくれたという」。これは「紀伊熊野市の民俗』１３に報告書として挙げられ

たものです。

それから、次に挙げましたのが、熊野市波田須町に伝わります弘法大師伝

説です。古老いわく、「昔、子どもが高い栗の木に登って栗を採っていると、

弘法大師が通りかかって栗を一つ所望された。子どもは栗の木を揺すってた

くさんの栗を落としてくれた。そこで弘法大師はお礼にと、一つの栗を拾い

上げるとかみ砕いてバラバラにしてそこらに蒔き、二年後には、子どもにも

容易に栗が採れるような小さな木が生えてくるだろうと言い残して帰って行

かれた。そして、二年後にはササ栗がたくさん実るようになり、それは弘法

栗と呼ばれるようになった｣。こういうものです。

こうして並べてみますと、報告書に挙がっているのは、先ほども言いまし

たように、それぞれの土地とのつながり、影響関係、あるいは連続性という

ものが全く見当たらず､断片的な伝承として説話が残されているわけですが、

｢古風土記」と同じような形式に編集し直して並べてみますと、あたかも弘

法大師があるときにずっと巡行して歩いたかのように見えるのです。本来は

別々の伝承として熊野市のそれぞれの土地で伝えられていたものが、このよ

うに整理してみると、一連の巡行説話が存在したようにみえる訳です。

このような問題は、「古風土記」におけるこれまでの巡行説話の整理とい

うことを考えるとき、私自身も含めて、「風土記」を研究している者が見落

としてきた点ではないかと思われます。例えば、完全に何かまとまった資料

があって、それを並べたというものではなくて、断片的なものであっても、

資料同士を接続してみると、あたかも１つの資料があったかのように見える

可能性があることが熊野の伝説調査を通して見えてきたのです。

ところで、『肥前国風土記』と『豊後国風土記』を見てみますと、『日本書

紀』の記事と非常によく似た記事が出ておりまして、それは『日本書紀』と

古風土記の関係を考える上で重要なテーマの一つになっているのですが、こ

れについても別の見方があるのではないかということを考えるようになって
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んの弘法大師伝説が残っております。

これらの伝説を調べてみますと、『常陸国風土記』に残っております
やオとたけるのすめらみこと

倭武天皇の伝説と似てし､るものがあることが分かってきました。たとえば、

弘法大師が杖をさしたら、そこから水が出てくるという井戸を掘る伝説が、

熊野地方にはかなり残っていますが、『常陸国風土記」の中にも、倭武天皇

が巡行して井戸を掘ったという話が残されています。

あるいは、先ほど述べました古代中国『尚書』の「寓貢編」におきまして

も、「治水事業」が地誌の中では非常に重要な内容として出てまいります。

治水や井戸を掘ることが、地誌を考える上で非常に重要な要素であったとい

えるように思います。

さて、これらの弘法大師伝説を見てみますと、同じ熊野市といいましても、

熊野は非常に山深い、あるいは入り組んだ地形でありまして、説話的には、

それぞれの交渉が直接的にはほとんどなかっただろうと考えた方がいいと思

います。ですから、他の土地との影響関係、相互関係や通時的な関係につい

てはよくわからないところがあります。

ですから、昭和50年代の話をいきなり古代の「古風土記」の編募と結び

つけることには、さまざまな課題があるのですが、この調査をしているとき

にふと思ったことがありました。それは、個々の土地の熊野の伝説を風土記

的にまとめ、整理してみたらどうなるだろうかということで、これを仮に実

験的仮説Ａと致します｡噴蒋丁圃詞

風土記的に整理するということは、つまり、ある見出しの地名を挙げまし

て、その見出しの地名の次に、編集句として「古老いわく」を補って、古風

土記と同じ形式で弘法大師伝説をまとめてみるということです。

例えば、熊野市五郷町の説話をそのような作業を通して編集しなおしてみ

ますと、次のようになる訳です。「古老いわく」、以下は現代語のままです。

｢昔、乞食の恰好をしたお大師様が、桃崎のあるおばあさんの家に水をくれ

と言ってやって来た。おばあさんは『水の出る所が遠いので、汲んで来るか

ら待っていなさい』と言うと、お大師様は、『じゃあ、これからはすぐに水
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そこで幾つかの特色が見えてまいりました。例えば、弘法大師伝説とか、徐

福伝説とか、神武天皇伝説といった古代とも関わり合いのある幾つかの伝説

が残されています。そのようなものについて調査をしている時に、古風土記

についてさまざまなことを仮説的に考えたのです。

資料の「熊野地方の伝説・民話概観」というところだけ、ここで簡単に読

んでおきたいと思います｡匿栗、琴頭Ｉ

私が調査した伝説・民話は延べ253話に上り、それをデータベース化いた

しました。ここでは、その中から弘法大師伝説、徐福伝説、神武天皇伝説を

中心として、熊野の民話・伝説の特色について概観致したく思っています。

私がこの調査を実施するに当たり中心的に利用した資料は、『紀伊熊野市の

民俗j(総合民俗調査報告書11～14、昭和55年３月から昭和57年３月)であり

ました。これは、五来重氏の指導のもとに、大谷大学民俗学研究会の学生た

ちが調査に携わった、その結果の報告書であります。

昭和50年代になっても、多くの話が残っていたということ自体、非常に

貴重なことですが、その中で、今回少し注目したいのは、弘法大師伝説で、

当地に非常に多く残っております。

その、弘法大師伝説だけを抜き出したのが、資料の「古風土記の編募を考

える巡行伝説の整理」というところです｡贋采砺琴碩１

弘法大師伝説の分布を見てみますと、熊野市の中でもいろいろな町にまた

がっております。例えば､熊野市飛鳥町、あるいは五郷町というところでは、

｢お大師とえんどう」、「お大師の水｣、「金の御札」という伝説が残っており

ます。

あるいは、熊野市遊木町では、「弘法の蓬｣、「弘法の草履」という名前が

つけられている伝説が残っています。

同じく熊野市育生町では「弘法茶｣、熊野市井戸町では「水大師｣、熊野市

神川町では「お大師の水｣、「お大師の茶｣、「弘法の柴｣、「虫の付いたえんど

う豆｣、熊野市久生屋町では「あしたば｣、それから、熊野市波田須町では「弘

法栗｣、「弘法の足跡｣、「弘法のアシタバ」という類話も含めまして、たくさ
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雲郡堺多義村」といった形で、郡と村というのが１つの組み合わせとして出

てまいります。

以上のようなことを考えますと、「村」というのは少なくとも行政的な認

識ではないが、文化的な生活空間を指している名称であると考えられます。

単なる伝承空間だけではなくて、文化的な生活空間を指していると考えた方

がいいのではないかと今は思っております。

私が気になりますのは、郡との交渉、郡とのかかわり、何々郡何々里とい

うのがあると同時に、何々郡何々村というのがあることです。これは律令制

度としての国郡里制が成立する以前の、国造国の時代の行政単位の中に「村」

があった痕跡である可能性もあるのではないかと考えていますが、それはま

だ確証はありません。例えば、木簡等で「村」の例がたくさん出てくれれば、

もう少し何か具体的なことがわかってくるかもしれませんが、このところは

まだ今後の課題になります。

巡行説話の整理と編纂をめぐって

さて、次に「巡行説話の整理と編纂をめぐって」のところに移ります。古

老相伝の伝承を載せなさいと述べられている要求項目の第５項目、これが｢風

土記」の一番大きな特色でありまして、風土記の風土記たる所以であると言

われる要求項目であります。

ここでは、巡行説話の整理と編募をめぐって現在、仮説的に考えているこ

とをお話しさせて頂きたいと思います◎今までお話してきたところは、大体

これまで考えてきたことですが、今からのお話は現在考察中のことになりま

す｡｢蚕系、琴雨

まず、この前提となりますのは、かつて平成１７年から１８年にかけまして、

世界遺産に指定されました熊野古道に関する三重県の委託事業がありまし

て、熊野地方の昔話や伝説、民話を調査したことに端を発します。

そして、そのときには基本的にまず文献によって残っているものをデータ

ベース化して､それをさらに現地に行って確かめるという手法で行いました。
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このあたりが大きな課題だと思いますが、これにつきましては、すでに地

理学の立場から、内田忠賢氏が「『播磨国風土記』の「村」について」とい

う論文の中で（『風土記研究』２号、昭和６１年)考察しておられます。

厭面琴詞

内田氏は、まず、「村」というのは、里を構成し、かつ伝承を有する集落

であり、そして伝承の文脈を構成する集落であると述べておられます。また

｢里への所属不明｣とも述べられており、ある地理的空間を指すのだけれども、

その地理的空間というのは、基本的に伝承と関わりのある地理的空間を、『播

磨国風土記』では「村」という言い方で呼んでいるようだというのが内田氏

の考え方です。

この内田氏の論を受けまして、現段階で「村」をどう捉えるかについて整

理したのが､次のような私の考えであります｡匿珂面琴碩Ｉ

まず１つは、行政地名との交渉が認められるということです。つまり、も

との名は「都可村」といった形で、行政地名との交渉が認められますが、二

字表記の拘束は受けていないということです。行政地名でしたら、ほぼ間違

いなく２字で記さなければいけませんが、「村」の場合は、２字で書かなく

てもよいわけです。それから、掲出地名、つまり、見出しの地名として「村」

が冒頭に挙げられることはないということがあります。

これらの事実から考えますと、「村」というのは、律令制度のもとでの行

政単位とは考えられません。『常陸国風土記』で例示すると、乗浜里という

のは、１５の家で構成されているという記事が出てきます。一応、古代の一

里の行政単位は、令によりますと、５０戸ｌ里、つまり５０戸の家があって、

ｌ里を構成すると出てまいります。ですから、１５戸というのは極端に少な

い戸数であり、律令の規格の中で認められた行政単位ではなさそうだという

ことがいえるのです。

それから、意外に重要になってくるかもしれないのですが、郡とのかかわ

り合いが想定されるということです。これは、『出雲国風土記』の中に出て

くるのですが、そこに原文を挙げております。「仁多郡辛谷村｣、あるいは「出
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沃靖、土地の豊かさ、肥えているかどうかを示す『播磨国風土記』独自のラ

ンクづけであります。広山里の土は中の上であると明記しているわけです。

上の上、上の中、上の下から下の下まで、全部で９段階に分けて、播磨国の

土地の肥えている状態をランクづけしてあるのです。これは『播磨国風士記』

だけの特色です。そういった土壌のランクの後に続きまして「かれ都可の村

と名づく」と記されているのです。ここに村を単位とする表記が登場してま

いります。

あるいは、『播磨国風土記』の出水里について見ていきますと、「此村に寒

泉出ず」とあり、出水里のことを「此村」と指しております。このような普

通名詞としての例が、全ての風土記の中に出てくるのですが、この「村」に

関しては行政地名としてのしっかりとした位置づけがなされていないと考え

られるのです。

こういう一般的な使い方は、例えば、園畢院大豊がございます、ここ「渋

谷区」に関しましても「渋谷という町は」という言い方をすることがあると

思いますが、「この町は」といったときの一般的な「町」という使い方、あ

るいは実際に何々町と固有の地名として使われるときの使い方というのがあ

りますが、「村」あるいは「町」というのは、そういった行政的な場所を指

す別の言い方として存在しているように見受けられます。

しかしながら、古代におきましては「郡」と「里」が行政の単位で、「村」

は行政の単位ではなかったようなのです。この「村」をどう考えるかを解決

しなければ､私の古風土記の地名表記論は、まだ弱いと言わねばなりません。

｢村」表記と実態の問題点

そこで次に､この問題に関する私の見通しについてお話したいと思います。

まず１つは、行政区画との混用があるわけです。先ほど言いました「広山里」

のもとの名は「握村」であるという混用です。それから、行政区画を指示す

る表現が存在していて、出水里を、「此村」と呼んでいます。それから、二

字表記の原則に外れるものが非常に多いということです。｢賓河面琴雨１
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る山川原野の地名の表記とは、区別して考えた方が良さそうだということを

論じました。

配布しました資料に、自然地名、山や川や谷などの地名を幾つか挙げてお

きましたが、例えば『播磨国風土記』の賀古郡の地名で、賀意理多之谷とあ

り、万葉仮名で非常に長い表記になっています｡噴珂~g~琴頭１

これは「谷」まで含めますと、６字の表記になっており、『出雲国風土記』

の意宇郡の地名であります支豆支乃御埼も６字表記、また、同じく『出雲国

風土記』の久多美山、これは「山」まで入れますと４字表記となっています。

それから、同じく『出雲国風士記』の津間抜池も４字表記になっています。

このように、行政地名と自然地名とを区別して考えてみますと、第１項目

で要求されている行政地名に関しましては、ほぼ漏れなく２字の表記で統一

されていることがわかります。『常陸国風土記』に２例、『播磨国風土記』に

ｌ例の例外がありますが、概ね行政地名は２字で統一されているのです。と

ころが、自然地名はまちまちであります。

このような検討を重ねてきた結果、古風士記の要求事項の中で、行政地名

のリストと自然地名のリストとは、第１項目と第４項目に分けて挙げよと

言っているのであろうと考えた方が妥当であると最近思うようになったので

す。その論文の一部を抜粋して資料に挙げてありますので、そちらを読んで

頂ければありがたいです｡匿蒋~9~琴詞

さて、このようにして行政地名と自然地名を区別して考えた場合、実は１

つの問題が出てまいります。それが｢村」の地名表記です。これは今でも何々

村というときに、普通に使う表記ですので､あってもおかしくないのですが、

この「村」というのは、古風土記をみてまいりますと、行政地名的でもあり、

また自然地名との関わりもありそうであり、位置づけが非常に難しいと私は

考えています。

例えば、「播磨国風土記』の例ですが、広山里という里の名前があり、そ
つかのむら

の古い名前として握村といったという事例があります｡聞き而琴雨１

この握村のところに、「土は中の上」とあります。これは先ほどの土地の
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里の地名のリストを見てみますと、基本的に２字を原則とするということが

あるのですが、先ほどの「意味のいい字を使った」という視点から考えます
みたみの誉と

と、例えば、『出雲国風土記』の地名「美談郷」がそれにあたるとも考えら

れます｡噴科~ﾗー琴頭]

これは確かにいい字を使った例だと考えられますけれども、他に「多伎郷」

という地名表記があります。これは、「多吉」がもとの地名表記です。これ

をみますと、「多くの吉」という古い地名表記のほうが、意味がいいのでは

ないかと素朴に思うのです。それが「多伎」に変えられております。これな

どは、いい意味を持っている漢字をつけたのだという視点で見ていくと矛盾

する例になる訳です。
ぐんこおり

そこで、先述の第１項目で、なぜ、郡と郡の地名にいい字をつけろという

命令、要求がなされているのだろうかということが問題になってくるわけで

す。考えてみるにどうやらこれは当時の律令制と、地方の租税を納めるため

の行政区画等を取り決めるための、きちんとした行政区画を区分するという

ことに目的があったのではないかと思われます。

そのときの、地名の役割といいますのは、行政区画を定める訳ですから、

読み誤りをされては困るということがあると思います。地名の中には、非常

に複雑な読み方をする地名が幾つもございますが、とにかく地名の読み方が

確定しないことには、その場所と土地とが一致しないことになり、困るわけ

です。

そういった視点で考えていきますと、第１項目は、「いい意味の字を使え」

という要求ではなくて、むしろ「好ましい字｣、この場合の好ましい字とい

いますのは、読み誤りをしない地名ということです。つまり、「きちんとし

た地名が確定できる漢字を使いなさい」という意味として考えた方がいいの

ではないかというのが、近年の私の考え方であります。

本年９月３０日に出ました『寓葉』215号に、「古風土記の地名表記と和銅

官命」という論文を書き、そのことについて詳しく述べました。そこで私は、
ぐんこおり

第１項目に挙げられた行政地名である、郡と郡の地名と、第４項目に出てく
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この「巡狩」という言葉が出てくることです。これは、我が国の上代文献で

もしばしば用いられる漢語であり、古風土記の中にも天皇の巡行と、それに

まつわる地名起源説話が多く記されています。

例えば、これらの『京口記』や『武昌記』が日本に伝わっていたかどうか

はわかりませんが、『芸文類緊』が日本に伝わっていたことは確実であり、

おそらく古風土記の編者も『芸文類緊』を見る機会があったと考えられます。

ですから、地誌について考える場合、このような中国の地誌の記事のあり方

というものが、当然のことながら、日本の古風土記の記事にも影響を与えて

いると考えるべきことなのです。

そこで、具体的に５つの項目に関して、どういうことを述べているのか、

どういうことが古風土記の中で記されているのかということに着目しまし

て、地名表記の課題についてお話したいと思います。

古風土記の地名表記の課題

和銅官命の第１項目に、「郡と郷の名に好き字をつけよ」とあり、「好字」

と書いてよき字をつけよと読んでおります｡それで､従来、「好き字」の解釈、

意味につきましては、いい意味を持っている漢字をつけるということで理解

されております。確かにそのように考えて良い例も幾つか見られます。例え

ば、『常陸国風土記』には、富士山を書くときに、幸福の「福｣、それから、
ふじ

慈愛の「慈」という字を充てて「福慈」と読ませております。

あるいは、『播磨国風土記』の中に、「交通妨害神話」というのがありまし

て、それによると街道を行き来する人の半分を殺してしまう悪い神様がいた

と記されています。荒々しい神様がいて、たくさんの人が死ぬから、昔はそ

こを「死野」といっていた。でも、これは縁起が悪い名前だから、「生野」

に変えたという地名説話がありまして、これらが実はそういう「好字」を充

てた例だと考えられてきました。
ぐんこおり

ところが、例えば、郡と郡の地名に限って見てみますと、どうもそれでIま

解釈できないと思われるものが纏々見られます。例えば、行政地名、国、郡、
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「口上に有りて、鼻下に有るあり」というのは、その形を見てみますと、

口と鼻の位置が上下転倒しているように見えるということです。そして、「方

円数尺、かたち礁土のごとし」とあります。樵士といいますのは、焦げた士

のことです。

そして、「古老相伝、よりて下鼻と名づく」とあり、この岡は下に鼻があ

るから、下鼻と名づけるのだという地名起源説話であります。

この地名起源説話を見てみますと、古風士記に出てまいります多くの地名

起源説話を思い出します。例えば、『播磨国風土記』に「目割山」という山

の地名起源説話が出ていますが、それは山の形が目尻を裂いたように見える

から、目割山というのだという説話が出ております。そのような地名起源説

話の一つのパターンが、このような中国の文献の中に登場してくるのです。

非常によく似ているところが、私にはおもしろく感じられます。

次に、「武昌記にいわく」とあります｡｢蒲豆賓珂〒琴同司

この武昌も湖北省の地名です。次に「鳳閥の南十里」とあります。鳳闘と

いいますのは、宮城の門である「鳳閥門」のことです。そこから南１０里に

行ったところに、「金牛の岡あり」とあります。そして、「古老相伝していわ

く、金牛この岡に出ずる有り」とあります。金色に輝く牛が出てきたので金

牛の岡と名づけたのでしょう。しかもその岡は、「今、半ばは崩れ、坑深く

数丈、牛j岡辺を歩く」というのです。今でも牛が岡の周りを歩き回っている

という記事です。

次に記されている地名、荊南にしましても、臨海にしましても、いずれも

地名でございます。そういった地方のいわば地誌として、主に地名起源説話

が出てくるわけです。 補足資料ウ、エ参照

最後に、これも『初学記』という類書の中に出てくる一例ですが、「銭塘

記にいわく」とあります。これもi折江省の県名でございますが、「邑を去る

こと十里、詔息の湖有り、古老相伝、昔秦の始皇帝巡狩、ぬかるみを経て、

しばし憩う、よりて詔息をもって名となす」とあります｡｢蒲豆賓河牙琴頭１

ここでも風土記との関連で注目されますのは､秦の始皇帝が巡狩している、
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とは編纂された目的、意図がそもそも違うということが言えましょう。そし

て、意図が違うので、当然そこに書かれている内容、′性質も異なってまいり

ます。もちろん古老相伝の記録というものが載せられていますから、実は『古

事記』や『日本書紀』の神話や伝説と重なる部分も当然出てまいります。し

かしながらその目的は､異なった目的によってそれが選びとられております。

その選びとり方ということにつきまして、後半部でまたご説明したいと思っ

ております。

中国の地誌と「古風土記」との比較

さて、そこでもう一度中国の地誌につきまして、日本の地誌との関連、日

本の地誌である古風土記がおそらく中国の地誌を模範にしたであろうと思われ

る節があります。そこで、幾つかの文献の中に出ている地誌的記事をご説明し

たいと思います。資料の一番後ろのところに補足資料としてつけました「漢籍

における地誌的記事」というところをご覧下さい。Ｌ補足資料アーオ参照｜

まず、『芸文類緊』という中国の類書をご説明申し上げます。『芸文類緊』

は様々な項目に分けて、それに関する様々な文献を引用してきた百科事典の

ような書物です。その類書の中に出てくる記事の一部をご紹介いたします。

「劉禎京口記にいわく」とあります｡臣雨豆賓珂〒琴頭１

劉禎という人物が編墓した京口記という文献の中にある記述を説明いたしま

す。京口といいますのは、今の江蘇州の地名であります。これは例えば、『出

雲記』、あるいは『常陸記』、『播磨記』と同じような意味合いの書名だと思っ

ていただければいいと思います◎

続いて、「城の北四十余里、小さな両あり、高さ二丈ばかり」とあります◎

城の北四十数里のところに､高さ２丈ばかりの小さな岡があるというのです。

その岡を見てみると、「人の鼻の形有り」と記されていますように、人間の

鼻のような形をしているということで、それが「商の西の頂に着けり」とあ

りますから、その小さな岡の西の頂に、人間の鼻のような形をした出っ張り

があるというわけです。



古風土記の編纂と和銅六年官命 （７）１７４

出てくる編目でございます。尭、舜、閏という中国の伝説上の皇帝である、

馬の業績について述べたくだりがあります。その馬貢編が「記」のルーツで

あると書かれているのです◎

馬が具体的にはどういうことを行ったのかということにつきましては、こ

の馬貢編に次のように記されています。中国の国士をまず９つの州に分け、

｢山に随いて川を溶くし、土に任せて貢を作る｣。要するに、中国を９つの州

に分けて治水工事を行って納税すべき品目を定めるということを行ったとい

うことです。これは、まさに国土を統治していくにあたり、まず地理的な行

政制度の確定と国土開発を行ったのだということが書かれているわけです。

それが「記」のもとであると述べられております。

もう一つ申し上げますと、「記」というのは、『漢書』｢地理志」の「志」と

同じであると出てまいります。「記」と「志」が同じ意味だということにつ

きましては、資料の『文体明弁』と『蒙隷万象名義』の記事をご確認くださ

い。｢賓科~5~琴頭１

以上のことをまとめますと、古代中国におきまして､地誌というもの、「記」

というものがどのように考えられていたのかということですが、４つにまと

めさせていただきました。｢賓科~5~琴碩１

まず第１番目には、事柄の記録であるということです。第２番目に、その

記録の範囲は広く、もろもろの民を総領するための様々な分野に及ぶのだと

いうことです。そして第３番目に、それは文芸としては末品であり、文学と

してはレベルが高くない、価値は低くても、政治的には先務となるものであ

るということです。そして第４番目として、その記録のあり方は、事に従っ

て、文体を立て、詳しく記述することを尊ぶということにあります。

さて、和銅官命がなぜ５つの項目の要求をしているのかということを考え

ていきますときに、中国におけるこのような地誌の考え方、様々なことを記

録していくのだという考え方に基づいて、様々なものを要求していることが

ここで確認できると思います。

前述のとおり、まず古風土記は、『古事記』や『日本書紀』や『万葉集」
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代の中国のこういう文体の名称を引き継いでいるのです。次に「録」という

のは、諸侯の世代の名を記すことといった意味を持っているようです。この

ように、「譜｣｢籍｣｢簿｣｢録」とは幅広い内容に関する名称なのです。しかも

今挙げました４つの内容というのは、極めて実用的な内容であるということ

です。実用的なものを広範囲に記録するのが「記」と呼ばれるものの性質だ

といえましょう。

次に『文心離龍』は、「記」というものを、「塾文の末品といえども、政事

の先務なり」とまとめています｡つまり、文学的に見たら、これは劣るもの

であり、大したものとは言えないけれども、政治を行う場合には重要な内容

だと述べているのです。

これは実に重要な意味を持っていると思います。というのも、古風土記が、

地誌であるということ、また民衆を管理する、総領するためにつくられた性

格のものですから､そもそも文学的価値が低いのは当然であるということが、

すでに中国で言われている訳です。しかしながら、政治を考えるときには、

これは非常に重要なものだというのです。風土記が『万葉集』や『日本書紀』

や『古事記』に比べて価値が劣ると言われるとき、それは文学的レベルが低

い、あるいは記事が断片的で統一性がなく、それぞれの国の風土記で精粗が

ある、といったようなことが問題にされます。しかしながら実は、そこにこ

そ古風土記の特色があると私は申し上げたいのです。個別的であり、雑多で

あり、いろいろなことを記録するというところにこそ、古風土記の地誌とし

ての意味があるのです。それが風土記を考える場合の前提であるということ

を、まずは理解しておく必要があるだろうと思います。

しかも、この「記」というのは、実は中国の文献の中でも非常に古い歴史

を持っているのだということが、「記」の由来のところに記してございます。

それに関して明代の『文体明弁』の中に次のようなことが記されています。

｢金石例を按ずるにいわく、記は事を紀すの文なり、寓貢顧命、すなわち記

の祖なり」というところです｡｢賓蒋~可~琴碩１
うこう

この高貢といいますのは、中国古代の経書のひとつである『尚書』の中に
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｢精要を貴ぶ｣、要点を的確にまとめるものであると記されています。後ほど

お話し致しますが、古風土記を考えるときに、実はこれが重要なポイントに

なってくるだろうと考えます。

さて、もともとは自分の志を相手に伝えるものであり、記録すべき内容に

応じて、的確にまとめると言われる「記」の内容につきまして、『文心離龍ｊ

はさらに次のようなことを言っております。

「夫れ、書記は広大にして、事対に衣被し、筆剖雑名、古今品多し｣。

｢賓乗再~琴雨１

「夫れ、書記は広大にして」は、「さてざて書き記す範囲は非常に広いので

ある｣、という意味となり、「事対に衣被し」といいますのは、あらゆる事柄

に及ぶという意味であります。つまり、害記すべき内容は広く、あらゆる事

柄に及ぶのだということです。次に「筆剤雑名」というのは、実際の文章に

ついては、様々な個別の名前がつけられているのだということです。記すべ

き事柄の範囲が広いので、それによって様々な名前がつけられているのだ、

ということです。そして、「古今品多し」というのは、古くからその種類が

非常に多いのだということであります。

さらに『文心離龍』には、「是をもちて、蕊庶を総領するには、すなわち

譜籍簿録あり」とあります。「蕊庶を総領するには」とは、「民衆を統治する

ための資料としては」という意味であり、それぞれ個別の名前として、「譜｣、

｢籍｣、「簿｣、「録」があると説明されている訳です。ですから、「記」の中に

は、例えば、「譜」と呼ばれるものがあり、「籍」と呼ばれるものがあり、「簿」

と呼ばれるものがあり、「録」と呼ばれるものがあるということになります。

「譜」といいますのは、この後の『文心雛龍』の記述を見てみますと、系

図のことを指しているようです。そして「籍」というのは、民衆の労働内容

を指しているようです。

また、次の「簿」は、出席簿とか何々簿というときの「簿」でありまして、

それは内容別の記録を指しているようです。私たちは出席簿というときの

｢簿」というのを、何げなく使っていますが、実は知らず知らずのうちに古
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ている伝承を載せなさいと記されております。

古風土記を見ていきますと、それぞれ精粗の差はありますが、概ねこの５

項目の要求を満たそうと努力していると一応考えてよいと思います。これに

一番忠実なのは『出雲国風土記』で、この５項目に合せた非常に詳細なリス

トを挙げております。

さて、そのような５つの項目が、どうして地誌としての風土記の項目とし

て挙がっているのかということを考えなければならないと思うわけです。そ

こで、地誌のルーツを探っていきますと、これは日本で独自に、オリジナル

として考え出したものではなく、律令体制を充実させるために古代中国の制

度や知識を利用して行政組織を整えていく中で、地誌編幕という事業も含ま

れていたのではないかと考えられます。ですから、まず日本において地誌が

どのような形で成り立っていったのかということを考えるときには、まず中

国で地誌がどういうものとして考えられているかということを考えておく必

要があるわけです。

古代中国における地誌の理念と「記」の特色・記載内容・由来

そこでまず､「風土記｣の｢記｣について考えてみたいと思います。この｢記」

といいますのは、中国の古代の文体の名前です。「詩」や「賦」というのも

文体です。あるいは、「序」や「表」など、中国ではさまざまな文体がある

わけですが、「記」も１つの文体です。そこで、これがどのような文体であ
ぶんしんちょうりょう

るのかが問題となります。それに関しては、中国の『文,L､雛龍』で次のよう

な説明がなされています。

「記の言志、己の志を進むるなり｣。｢香料~画~琴顧１

本来「記」というものは、「己の志を進むる｣、つまり自分の志、自分の思

いを相手に伝えるものなのだと、まず記されているわけです。

さらに、そのような「記」という文章、文体につきまして、具体的にどの

ようにして記していくのかということについて、「事に随いて体を立て、精

要を貴ぶ」とあります。つまり「記」というものは記録すべき内容に応じて、
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おろそかにしてきたのではないかという反省が自分の中にございます。

１つの官命のもとに編慕された古風土記というものの特徴は何なのか、官

命はどういうことを要求し、それがどのような形で実現されているのかとい

うことをもう一度考えてみたいと近年思うようになりました。そのような形

で本日もお話を進めていきたいと思っております。

和銅六年官命と地誌の理念

資料(本稿末尾に掲載)にしたがいまして話を進めてまいります。まず、「和

銅六年官命と地誌の理念」というところですが､言うまでもなく古風土記は、

歴史資料でもなく、和歌や歌謡を記した文学作品でもなく、まぎれもなく地

誌であります。古風土記を考える場合、やはり地誌であるということを基本

に置かなければならないと思うわけです。そこで、まず和銅６年５月に出さ

れました官命が何を要求していたのかということをもう一度『続日本紀』で

確認しておきたいと思います。

本文をゆっくりと読み進めながら、ご説明させていただきたいと思います。

｢畿内七道諸国､郡郷の名は好字をつけよ｣、これはまた後で申し上げますが、

この「好字」の解釈が風土記にとっては大事なところになるだろうと思って

おります。とにかく郡と郷にはいい字をつけなさいという指令がまず第１の

項目としてあるわけです｡匿蒋~I~琴頭１

続きまして、「郡内の生ずるところの銀銅彩色草木禽獣魚虫らの物、つぶ

さに色目を記せ｣、つまり、郡の中から産出する鉱物資源、あるいは植物、

動物等はどういうものが生息しているのか、どういうものがとれるのか、そ

のリストを提出しなさいということが第２の項目としてあります。

そして、第３の項目が、「及び士地の沃埼｣、これはその土地が肥沃である

かどうかということを報告しなさいという指令です。

続いて第４の項目は、「山川原野、名号のゆえあるところ｣、山や川や野や

原の名前はどういう理由でそういう名前がついているのか、また最後の第５

の項目として、「古老相伝の旧聞異事、史籍に載せて言上せよ｣、古老が伝え
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て頂きます。昨年は古事記編纂、古事記成立1300年でございましたが、風

土記の場合は、それぞれの風土記の成立年がまちまちであります。

はっきりとわかっているのは、『出雲国風土記』が天平５年、西暦733年

に成立したということですが、他の風士記に関しましては明確な成立年はわ

かっておりません。ですから、今年2013年は、和銅６年西暦713年から数え

て風土記編慕の官命発令後1300年ということになる訳です。

｢古風土記」と記載する意味

さて、本題に入ります前に、まず「古風土記」という言い方を使っている

ことについてご説明しておきたいと思います。私は自分の著書の中でも、風

土記と言わずに「古風土記」という言い方を使ってまいりましたが、それは

なぜかと申しますと、たとえば江戸時代にも、藩によって編纂された風土記

がいくつか残っており、また「惣国風土記」という資料もありまして、風土

記といいますと、その資料の範囲は実は非常に広くなるわけです。

私が研究対象とした風土記は、和銅官命によって編募された資料に限られ

ておりますから、研究の範囲を限定し江戸時代の風士記と区別するために、

｢古風土記」という言い方を使うようにした訳でございます。つまり、奈良

時代の風士記という意味で「古風土記」という言い方を使っている訳です。

この講演の中でも「風士記」と言ったり、「古風土記」と言ったりするかも

しれませんが、基本的に奈良時代の風土記として、「古風土記」という形で

話を進めていきたいと思います。

さて、古風土記を考えますとき一番大事な基礎資料は何かといいますと、

それはやはり『続日本紀』の和銅６年５月甲子の記事に記されている官命で

す。これが古風土記を考える上での唯一の基本資料となります。

ですから、古風土記の研究は全てこの和銅官命から出発しなければならな

いのですが、私も含めまして、古風土記の研究をしている者は、それぞれ個

別の、例えば『常陸国風土記』や『播磨国風土記』の内容の特徴を論じるこ

とに努めてまいりまして、和銅官命との関わりを考えることを私たちは少し
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公開学術講演会

古風土記の編纂と和銅六年官命

橋本雅之

はじめに

ただいまご紹介いただきました皇畢館大学の橋本と申します。

本日は、私が今まで風土記について考えてきたことについて、お話しした

いと考えております。

今日は、台風で新幹線が運行停止しないかと思ってはらはらしていたので

すが、それにつけ思いましたのは、「伊勢国風土記』逸文に記された伊勢津

彦にまつわる伝承のことでした。

それを見ますと、伊勢には、今は皇大神宮に天照大神をお祭りしているわ

けですが、伊勢国にはそれ以前に伊勢津彦という神様がいたのだ、というこ
かみやまといわれぴこのみこと

とが記されております。そうしまして、神倭伊波礼毘古命､即ち神武天皇が、

大国主の神話と同じで、東征の途上で伊勢国を国譲りするように求めるため
あめのひわけのみこと

に、天日別命という神様を派遣しまして、その交渉をいたします。

そうしますと､伊勢津彦が､「自分は国を去っていく。そのときに自分が去っ

ていった証拠として、八風を巻き起こして去っていく」と言いまして、天日

別命が夜にその様子を見守っていますと、海に波が立ち、風が巻き起こって、

伊勢津彦が去っていった、と記されております。

伊勢の神は、万葉集にも「神風の伊勢」と詠まれていることを踏まえて考

えてみますと、どうやら風の神であったように思います。ですから、私は今

日、２７号台風の風とともにやってまいりました、まさに伊勢津彦だなと思

いながら東京に参った次第でございます。

さて、本日は、「古風土記の編纂と和銅六年官命」という題でお話をさせ
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