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は
じ
め
に

　

國
學
院
大
學
か
ら
参
り
ま
し
た
西
岡
和
彦
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
こ
の
講
演
会
に
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
ま
し
て
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
日
お
話
申
し
上
げ
る
の
は
、「
自
他
を
善
化
し
、
万
物
を
浄
化
す
る
」
で
あ
り
ま
す
。
自
他
と
い
う
の
は
、
自
分
と
他
人
、
自
分
も

他
人
も
善
く
し
、
さ
ら
に
自
分
と
他
人
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
浄
化
し
て
い
く
、
宇
宙
万
有
を
清
め
て
い
こ
う
、
と
今
泉
定
助

と
い
う
大
変
立
派
な
先
生
が
『
大
祓
講
義
』
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
大
祓
講
義
』
は
、
戦
前
の
大
倉
精
神
文
化
研

究
所
で
連
続
講
義
さ
れ
た
も
の
で
、
今
泉
先
生
の
代
表
書
の
ひ
と
つ
に
数
え
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
泉
定
助
と
申
し
ま
し
て
も
、
ピ
ン
と
こ
な
い
方
が
大
半
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
泉
定
助
は
、
戦
前
は
吉
川
弘
文
館
の

編
輯
監
督
で
し
た
。
吉
川
弘
文
館
の
『
古
事
類
苑
』
や
『
故
実
叢
書
』
な
ど
の
事
典
や
叢
書
類
、
ま
た
『
新
井
白
石
全
集
』
を
は
じ
め
色
々

な
全
集
を
編
纂
し
監
督
な
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
は
お
そ
ら
く
誤
解
が
誤
解
を
生
ん
だ
結
果
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
吉
川
弘
文
館

で
出
版
さ
れ
た
戦
後
最
大
の
日
本
史
辞
典
で
あ
る
『
国
史
大
辞
典
』
に
、
吉
川
弘
文
館
の
大
恩
人
で
あ
っ
た
今
泉
定
助
の
項
目
が
入
っ
て

い
ま
せ
ん
。
実
に
お
気
の
毒
な
方
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

十
二　

神
の
子
は
神
で
あ
る

十
三　

神
の
魂
に
還
る
こ
と
が
大
祓
の
眼
目

十
四　

人
を
祓
う
資
格
＝
祓
戸
の
神
に
な
る
こ
と

十
五　

神
人
合
一
し
た
人
の
使
命

　

お
わ
り
に
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ま
た
、
今
泉
先
生
は
行ぎ

ょ
う
で
有
名
な
川か

わ
づ
ら
ぼ
ん
じ

面
凡
児
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
オ
カ
ル
ト
的
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ

れ
以
降
の
著
書
で
参
考
に
で
き
る
も
の
は
な
い
、
と
も
誤
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、
私
も
今
泉
先
生
の
本
を
読
む
前
は
、
そ
う
し
た
偏

見
を
少
な
か
ら
ず
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
最
近
「
大
祓
詞
」
に
つ
い
て
簡
単
な
注
釈
書
（『
建
国
の
使
命
―
「
大
祓
詞
」
の
神
学
―
』
伊
勢
神
宮
崇
敬
会
、
平
成
二

十
九
年
）
を
書
く
機
会
が
あ
り
、
そ
の
前
に
も
「
大
祓
詞
」
に
関
す
る
研
究
論
文
を
何
本
か
書
き
ま
し
た
が
、
国
語
学
や
歴
史
学
の
分
野

か
ら
の
研
究
、
ま
た
そ
れ
ら
の
分
野
を
批
判
す
る
だ
け
で
は
、「
大
祓
詞
」
は
良
く
分
か
ら
な
い
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。「
大
祓
詞
」

は
、『
延
喜
式
』
祝
詞
の
中
の
秀
逸
な
作
品
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
国
文
学
で
の
評
価
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
の
分
野
で
は
、「
大

祓
詞
」
を
文
学
「
作
品
」
と
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
祝
詞
と
は
、
切
実
な
る
想
い
を
叶
え
る
た
め
、
厳
し
い
禁
忌
や
修
養
を
経

て
神
様
に
お
祈
り
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
作
品
と
い
っ
た
文
学
的
な
面
だ
け
で
は
不
充
分
で
、
祈
り
と
い
っ
た
宗
教
的
な
面
に
も
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
が
持
っ
て
い
た
信
仰
面
も
し
っ
か
り
と
見
な
け
れ
ば
、
た
だ
字
面
だ
け
現
代
の

字
書
と
共
に
追
っ
た
注
釈
や
、
作
品
と
し
て
た
だ
鑑
賞
に
ふ
け
る
だ
け
で
は
、
果
た
し
て
「
大
祓
詞
」
を
本
当
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
、
と
疑
念
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
今
泉
先
生
の
お
話
を
す
る
機
会
を
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
か
ら
い
た
だ
き
、
改
め
て
今
泉
先
生
の
本
を
読
み
直
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
疑
念
を
解
く
、
多
く
の
ご
教
示
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
成
果
の
一
部
を
、
こ
こ
で
簡
単
に
披
露
さ

せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
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一　

今
泉
定
助
年
譜

　

本
題
に
入
る
前
に
、
今
泉
定
助
と
は
ど
の
よ
う
な
方
で
あ
っ
た
の
か
、
略
年
譜
か
ら
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
文
久
三
年
（
一

八
六
三
）、
江
戸
時
代
の
最
末
期
の
頃
に
生
ま
れ
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）、
終
戦
を
迎
え
る
前
の
年
に
八
十
一
歳
で
お
亡
く
な
り
に

な
り
ま
し
た
。
レ
ジ
ュ
メ
に
古
神
道
家
と
か
、
国
文
学
者
と
書
き
ま
し
た
の
は
、
生
涯
の
前
半
期
は
我
が
国
を
代
表
す
る
著
名
な
国
文
学

者
で
あ
り
ま
し
た
が
、
川
面
凡
児
と
出
会
っ
て
か
ら
は
次
第
に
古
神
道
家
に
変
貌
し
て
い
っ
た
か
ら
で
す
。

　

も
う
少
し
具
体
的
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
彼
は
武
家
の
子
と
し
て
宮
城
県
に
生
ま
れ
、
そ
の
後
、
白
石
神
明
社
の
佐
藤
家
に
養
子
に
入

り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
佐
藤
定
介
と
い
う
名
前
に
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
東
京
の
神
道
事
務
局
生
徒
寮
に
入
学
し
ま
す
。
こ
れ
は
國
學

院
大
學
の
前
身
で
す
。
こ
こ
に
十
六
歳
で
入
学
し
ま
す
。
そ
の
後
、
幕
末
の
国
学
者
丸
山
作
楽
の
勧
め
で
、
東
京
大
学
文
科
古
典
講
習
科

に
、
十
九
歳
の
時
に
入
学
し
ま
す
。
卒
業
後
は
、
日
本
の
百
科
事
典
の
な
か
で
は
、
お
そ
ら
く
最
大
規
模
で
あ
ろ
う
『
古
事
類
苑
』
の
編

纂
に
従
事
し
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
旧
制
中
学
校
の
教
員
も
務
め
ま
し
た
。
旧
制
中
学
校
と
は
、
國
學
院
大
學
の
母
体
で
あ
っ
た
皇
典

講
究
所
の
附
属
中
学
校
で
あ
り
ま
す
。
の
ち
に
独
立
し
て
、
共
立
中
学
校
に
な
り
ま
す
。
共
立
中
学
校
は
、
今
の
都
立
戸
山
高
等
学
校
の

前
身
で
、
そ
こ
の
校
長
先
生
に
も
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

國
學
院
大
學
の
前
身
「
國
學
院
」
が
皇
典
講
究
所
に
創
設
さ
れ
る
と
と
も
に
、
彼
は
講
師
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
機
に
、
東
京
に
残
っ

て
研
究
者
と
し
て
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
た
め
、
宮
城
県
に
帰
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
白
石
神
社
の
神
主

さ
ん
に
な
る
た
め
上
京
し
、
勉
強
し
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
以
上
佐
藤
家
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
す
る
に
は
忍
び
な
い
、
と
離
縁
し

ま
す
。
そ
れ
以
降
、
今
泉
姓
に
戻
り
ま
す
。
た
だ
し
、
定
介
は
そ
の
ま
ま
で
し
た
。
そ
の
後
、
國
學
院
学
監
な
ど
を
辞
職
し
て
、
吉
川
弘
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文
館
編
輯
監
督
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
間
に
国
書
刊
行
会
を
立
ち
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
今
泉
先
生
は
、
国
文
学
の
世
界

に
お
い
て
、
日
本
を
代
表
す
る
研
究
者
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
そ
の
間
に
神
宮
奉
斎
会
理
事
な
ら
び
に
皇
典
講
究
所
協
議
員
や
同
評
議
員
も
務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
社
界
や
國
學
院
と

の
関
係
は
続
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
神
宮
奉
斎
会
は
、
本
院
が
現
在
の
東
京
大
神
宮
に
あ
り
ま
し
た
。
戦
前
ま
で
、
伊
勢
神
宮
は
国
家
が

管
理
し
て
い
ま
し
た
。
他
の
お
宮
は
、
た
と
え
官
国
幣
社
と
い
え
ど
も
、
国
家
が
経
営
し
て
、
そ
し
て
公
務
員
の
よ
う
に
給
料
が
支
払
わ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
は
特
別
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
神
宮
奉
斎
会
は
財
団
法
人
と
い
え
ど
も
特
殊
で
あ
り
、

国
式
国
礼
の
介
助
事
業
を
し
た
の
で
す
。

　

国
文
学
界
の
第
一
人
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
五
十
四
歳
の
時
、
川
面
凡
児
の
禊
に
初
め
て
参
加
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
今
泉
先
生
の

生
き
方
が
変
わ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
も
皇
典
講
究
所
や
神
宮
奉
斎
会
で
の
要
職
は
続
け
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
神
宮
奉
斎
会
の

会
長
に
就
任
し
て
い
ま
す
。
伊
勢
神
宮
は
国
民
全
体
の
崇
敬
を
受
け
る
神
社
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
奉
斎
会
と
は
、
国
民
の
崇
敬
を
教

導
す
る
団
体
で
す
。
そ
の
団
体
の
会
長
を
通
算
六
期
、
二
十
年
以
上
お
務
め
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
の
こ
ろ
、
研
究
が
大
進
展
し
た
、
と
回
想
し
て
い
ま
す
。
六
十
三
歳
の
こ
ろ
で
す
。
川
面
凡
児
の
禊
に
初

め
て
参
加
し
て
か
ら
十
年
目
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
間
、
お
そ
ら
く
い
ろ
い
ろ
な
試
行
錯
誤
を
な
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
今
泉
先
生

は
、
今
ま
で
文
献
を
中
心
に
研
究
し
て
き
た
方
で
あ
り
、
ま
た
色
々
な
国
文
学
の
注
釈
書
、
古
典
の
注
釈
書
を
出
し
て
き
た
方
で
あ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
教
科
書
も
多
く
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
方
が
、
ま
る
で
正
反
対
の
宗
教
的
、
す
な
わ
ち
主
観
的
な
世
界
に
足
を
踏

み
入
れ
ら
れ
、
今
ま
で
積
み
重
ね
て
き
た
客
観
的
研
究
と
合
致
さ
せ
る
の
に
、
十
年
も
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
川
面
凡
児

の
行
で
得
ら
れ
た
体
験
が
、
学
問
的
に
も
確
信
・
確
証
を
得
ら
れ
た
の
が
、
お
そ
ら
く
十
年
目
の
大
正
十
五
年
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
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そ
の
翌
年
の
六
十
四
歳
の
時
、
神
宮
奉
斎
会
神
殿
に
八
神
を
奉
斎
し
ま
す
。
八
神
と
は
、
神
祇
官
八
神
殿
の
八
柱
の
神
様
の
こ
と
で
す
。

江
戸
時
代
ま
で
神
祇
官
八
神
殿
の
神
様
を
、
吉
田
家
や
白
川
家
が
神
祇
官
に
代
わ
り
お
祭
り
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
八
神
と
は
、
天
皇
が

鎮
魂
祭
を
す
る
時
に
関
わ
る
神
様
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
同
時
に
、
天
皇
を
お
護
り
す
る
神
様
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
神
祇
官
の
八
神
で

す
。
た
だ
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
神
様
は
す
べ
て
宮
中
三
殿
の
ひ
と
つ
「
神
殿
」
に
全
部
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
神
祇

官
八
神
も
そ
の
「
神
殿
」
に
合
祀
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
神
祇
官
の
八
神
を
改
め
て
神
宮
奉
斎
会
の
神
殿
に
祭
り
、
も
う
一

度
、
八
神
の
意
義
を
国
民
に
知
ら
し
め
よ
う
、
と
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

六
十
九
歳
、
数
え
年
七
十
の
時
に
、
定
介
を
改
め
、
定
助
に
戻
り
ま
す
。
そ
の
後
、
七
十
二
歳
の
時
に
書
か
れ
た
『
国
体
原
理
』、
七

十
五
歳
の
時
に
出
版
さ
れ
た
『
大
祓
講
義
』、
そ
し
て
七
十
九
歳
の
時
に
出
版
さ
れ
た
『
皇
道
論
叢
』、
こ
の
三
つ
の
書
物
が
今
泉
定
助
先

生
の
三
大
名
著
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
「
世
界
皇
化
」
の
絶
筆
を
残
し
て
、
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
「
世
界
皇
化
」
の
絶
筆
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
の
ち
ほ
ど
お
話
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
一
般
に
研

究
者
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い
三
十
代
、
四
十
代
の
頃
の
研
究
が
一
番
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
ピ
ー
ク
の
余
勢
で
五
十
代
、

六
十
代
に
研
究
成
果
を
充
実
し
た
も
の
に
ま
と
め
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
五
十
代
、
六
十
代
か
ら
新
し
い
研
究
に
切
り
替
え
る
こ
と

は
、
相
当
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
要
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
川
面
凡
児
の
禊
に
は
じ
め
て
出
会
う
の
が
、
五
十
四
歳
の
時
。
川
面
凡
児
の
行
の

神
学
を
学
問
的
に
も
確
信
・
確
証
し
た
の
が
、
六
十
三
歳
の
時
。
そ
れ
か
ら
十
年
後
に
三
大
名
著
を
次
々
と
出
し
て
い
く
の
で
す
か
ら
、

今
泉
先
生
が
い
か
に
晩
年
ま
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
方
で
あ
っ
た
か
が
お
分
か
り
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
で
は
、
な
ぜ
晩
年
ま
で

こ
の
よ
う
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
方
だ
っ
た
の
か
、
こ
れ
も
お
話
し
て
い
く
な
か
で
追
々
ご
理
解
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
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二　

今
泉
定
助
翁
の
三
大
名
著

　

今
泉
定
助
翁
の
三
大
名
著
は
、『
国
体
原
理
』、『
大
祓
講
義
』、『
皇
道
論
叢
』
で
す
。
こ
れ
は
私
が
三
大
名
著
と
勝
手
に
決
め
た
の
で

は
な
く
て
、
戦
後
日
本
大
学
に
今
泉
研
究
所
（
今
は
残
念
な
が
ら
あ
り
ま
せ
ん
）
が
で
き
、
そ
の
時
の
研
究
主
任
で
い
ら
し
て
、
今
泉
定

助
先
生
の
晩
年
ま
で
教
え
を
受
け
て
い
た
高
橋
昊ひ

ろ
しと
い
う
研
究
者
の
、
次
の
説
に
よ
っ
て
い
ま
す
。

今
泉
先
生
の
全
著
作
の
中
で
、
先
生
の
思
想
と
志
操
を
理
解
す
る
た
め
の
必
読
の
書
を
挙
げ
ろ
と
云
わ
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
躊
躇
な

く
「
国
体
原
理
」「
大
祓
講
義
」「
皇
道
論
叢
」
の
三
つ
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
先
生
の
思
想
の
精
髄
は
、
ほ
ぼ
こ
の
三
著
に
凝
集
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。（
解
題
「
国
体
原
理
」『
今
泉
定
助
先
生
研
究
全
集
』
三
所
収
、
二
十
一
頁
）

　

今
泉
定
助
先
生
の
お
話
を
こ
こ
で
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
お
い
て
、
改
め
て
こ
の
三
つ
の
名
著
（「
必
読
の
書
」）
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
や
は
り
こ
の
三
つ
に
ほ
と
ん
ど
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。『
国
体
原
理
』、『
大
祓
講
義
』、『
皇
道
論
叢
』、
七
十

を
超
え
て
か
ら
お
書
き
に
な
っ
た
本
、
こ
れ
ら
が
ま
さ
に
今
泉
先
生
を
代
表
す
る
著
書
な
の
で
す
。

三　
『
大
祓
講
義
』
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
お
話
申
し
上
げ
る
の
は
、
そ
の
う
ち
の
『
大
祓
講
義
』
で
あ
り
ま
す
。『
大
祓
講
義
』
は
、
さ
き
ほ
ど
の
高
橋
昊
氏
の
解
題
に

よ
る
と
、

本
書
は
昭
和
十
三
年
六
月
、
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
か
ら
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
。（
中
略
）
こ
の
「
大
祓
講
義
」
は
昭
和
十
一
年
か
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ら
同
十
二
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
同
十
三
年
に
な
っ
て
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。（
中
略
）
本
書
は

今
泉
先
生
の
全
著
作
の
中
で
、
最
も
飾
り
気
の
な
い
、
先
生
の
生
地
（
注
、
き
じ
、
素
地
）
そ
の
ま
ま
が
表
さ
れ
て
い
て
、
私
は
一

番
、
先
生
の
も
の
ら
し
さ
を
感
じ
、
先
生
が
講
義
さ
れ
て
い
る
風
貌
が
眼
前
に
髣
髴
と
し
て
甦
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。（『
今
泉
定
助

先
生
研
究
全
集
』
三
、
二
十
七
～
二
十
八
頁
）

　

そ
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
『
大
祓
講
義
』
に
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
の
設
立
者
で
あ
り
、
所
長
で
い
ら
し
た
大

倉
邦
彦
が
、
次
の
序
文
を
書
い
て
い
ま
す
。

本
講
義
は
大
祓
祝
詞
ノ
注
釈
的
講
義
と
同
時
に
特
に
そ
の
雄
渾
深
遠
な
る
精
神
的
意
義
の
闡
明
に
力
を
注
が
れ
た
も
の
で
、
翁
の
久

し
き
に
亙
る
大
祓
研
究
は
前
人
未
発
の
境
を
開
拓
し
て
、
そ
の
真
髄
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。

　

こ
の
「
雄
渾
深
遠
な
る
精
神
的
意
義
の
闡
明
に
力
を
注
が
れ
た
も
の
」
と
の
評
価
は
、
大
倉
が
美
辞
麗
句
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
心
底
そ
の
様
に
思
っ
た
か
ら
で
す
。
と
い
う
の
は
、
大
倉
邦
彦
自
身
が
よ
く
発
言
し
、
著
書
の
中
で
よ
く
記
す
言
葉
に
「
宇

宙
心
」
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
彼
の
思
想
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
大
倉
が
今
泉
先
生
の
教
え
に
接
す
る
中
で
、
こ

の
「
宇
宙
心
」
を
文
章
に
記
す
こ
と
を
止
め
て
い
た
の
で
す
。
あ
と
で
、
詳
し
く
申
上
げ
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
、
今
泉
先
生
の
宇
宙
観
の

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
、
自
分
の
考
え
る
「
宇
宙
心
」
と
が
少
し
違
う
、
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
違
う
と
い
っ
て
も
間

違
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
自
分
の
「
宇
宙
心
」
は
ま
だ
ま
だ
小
さ
い
、
と
思
っ
た
の
で
す
。
今
泉
先
生
の
「
宇
宙
心
」
の
、

あ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
比
べ
た
ら
、
自
分
の
「
宇
宙
心
」
は
小
さ
い
、
と
お
感
じ
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

一
旦
「
宇
宙
心
」
と
い
う
言
葉
を
記
す
の
も
、
発
言
す
る
の
も
止
め
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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四　

今
泉
定
助
と
大
倉
邦
彦

　

今
泉
先
生
と
大
倉
邦
彦
と
は
、
非
常
に
昵
懇
の
間
柄
で
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
い
っ
た
ご
縁
で
今
泉
先
生
と
大
倉
が
出
会
っ
た
の
か
は
記

録
が
な
い
の
で
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
今
泉
先
生
の
「
日
録
抄
」（『
今
泉
定
助
先
生
研
究
全
集
』
三
所
収
）
に
は
、「
昭
和
六
年
十
二
月
十

八
日
午
後
五
時　

大
倉
紙
店
」
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
に
あ
る
の
が
、
大
倉
と
の
初
見
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
長

の
平
井
誠
二
先
生
の
ご
教
示
に
よ
り
、「
研
究
所
沿
革
資
料　

通
番
一
四
七
二
『
精
神
運
動
書
翰
』（
大
倉
先
生
教
育
事
業
の
記
録
）」
を

拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
同
書
九
七
頁
に
「
１
２
月
１
８
日　

午
後
５
時　

於
大
倉
洋
紙
店
（
第
１
７
回
）
公
民
教
科
書
編
纂

の
参
考
に
資
す
る
為
、
今
泉
定
介
氏
に
依
頼
し
『
神
道
よ
り
見
た
る
国
体
観
に
つ
い
て
』
の
御
講
座
を
聴
い
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
日

録
抄
」
の
通
り
、
大
倉
洋
紙
店
で
講
演
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
今
泉
先
生
と
大
倉
と
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
交
流
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
同
書
の
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
十
一
月
十
日
の
項
に
、
大
倉
洋
紙
店
に
て
昭
和
天
皇
の
御
大
典
奉

祝
会
が
開
か
れ
、
そ
こ
で
今
泉
先
生
の
御
大
典
に
関
す
る
御
講
話
を
受
け
た
、
と
の
記
事
が
見
え
ま
す
。
ま
た
、
翌
昭
和
四
年
（
一
九
二

九
）
六
月
十
六
日
に
は
、
同
じ
く
大
倉
洋
紙
店
に
て
「
中
等
教
育
制
度
の
改
革
」
に
つ
い
て
の
討
論
会
が
開
か
れ
、
今
泉
先
生
と
岡
泰
雄

氏
（
鹿
島
神
宮
宮
司
）
の
中
等
教
育
制
度
の
欠
陥
に
つ
い
て
の
講
話
を
受
け
た
、
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
今
泉
先
生
と
大
倉
と
の
交

流
は
、
昭
和
三
年
ま
で
は
確
実
に
遡
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
時
、
今
泉
先
生
は
六
十
五
歳
、
大
倉
は
四
十
六
歳
で
し
た
。

　

昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）、
大
倉
は
、
横
浜
市
の
東
横
電
鉄
「
太
尾
」
駅
に
隣
接
す
る
丘
の
上
に
、
プ
レ
ヘ
レ
ニ
ッ
ク
様
式
の
大
倉
精

神
文
化
研
究
所
を
、
私
財
を
投
じ
て
作
り
ま
す
。
平
井
先
生
の
ご
教
示
に
よ
り
ま
す
と
、
研
究
所
の
「
日
誌
」
昭
和
七
年
十
一
月
二
十
二

日
の
記
事
に
、「
神
宮
奉
斎
会
今
泉
定
助
氏
ヨ
リ
故
実
叢
書
四
十
冊
寄
贈
ヲ
受
ク
。
原
田
、
受
取
ニ
出
張
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
大
倉
精
神
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文
化
研
究
所
附
属
図
書
館
貴
重
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
「
今
泉
定
助
寄
贈
書
」
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
泉
先
生
は
、
研
究
所
完
成
を
記

念
に
ご
自
身
が
編
纂
さ
れ
た
『
故
実
叢
書
』
四
十
冊
を
寄
贈
さ
れ
た
の
で
す
。

　

大
倉
は
、
研
究
所
開
所
の
最
初
の
大
事
業
を
検
討
し
ま
す
。
日
本
の
宗
教
は
、
仏
教
が
非
常
に
盛
ん
で
、
仏
教
に
は
仏
典
、
お
経
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
外
国
に
は
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
に
聖
書
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
に
対
し
、
日
本
古
来
の
精
神
文
化
で
あ

る
神
道
に
は
、
お
経
の
よ
う
な
経
典
が
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ら
ば
神
道
の
経
典
、
す
な
わ
ち
『
神
典
』
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
最
初
の
大
事
業

に
し
よ
う
、
と
考
え
ま
し
た
。
で
は
、『
神
典
』
に
ふ
さ
わ
し
い
日
本
の
古
典
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
ど
れ
を
採
用
す
べ
き
な
の
か
。

そ
こ
で
大
倉
は
、
今
泉
先
生
に
そ
の
編
纂
顧
問
を
依
頼
し
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
今
泉
先
生
は
『
神
典
』
編
纂
に
関
し
て
、
古
典
の
選
択

な
ど
色
々
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
出
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

大
倉
は
終
生
、
今
泉
先
生
を
敬
愛
し
ま
し
た
。
公
的
な
交
渉
の
ほ
か
に
、
私
的
な
お
付
き
合
い
も
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
大
倉
が

六
十
歳
の
時
に
、
三
度
目
の
結
婚
を
し
ま
す
。
三
度
目
の
結
婚
で
す
か
ら
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
身
内
だ
け
集
め
て
の
結
婚
披
露
宴
で
し
た
。

で
す
か
ら
、
親
友
と
両
家
の
親
戚
の
方
だ
け
の
披
露
宴
で
し
た
が
、
そ
の
中
に
今
泉
先
生
も
入
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
時
の
集
合
写
真

の
後
列
に
、
長
く
白
い
髭
を
た
く
わ
え
た
今
泉
先
生
が
写
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
内
輪
の
披
露
宴
に
ま
で
招
待
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、

大
倉
が
今
泉
先
生
を
い
か
に
信
頼
し
、
敬
愛
を
も
っ
て
接
し
て
い
た
か
が
お
分
か
り
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

五　

大
倉
邦
彦
の
宇
宙
心

　

大
倉
邦
彦
は
「
宇
宙
心
」
と
い
う
言
葉
を
、
坐
禅
と
の
関
係
か
ら
か
重
視
し
て
い
ま
し
た
。『
感
想
』
は
、
大
倉
邦
彦
の
思
想
を
吐
露

し
た
雑
誌
で
す
。
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
か
ら
毎
年
発
行
し
、
無
料
で
配
布
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
全
部
大



自
他
を
善
化
し
、
万
物
を
浄
化
す
る
（
西
岡
）

13

倉
邦
彦
の
思
想
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
第
一
巻
か
ら
「
宇
宙
心
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
一
部
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

人
は
心
な
り
、
心
は
人
な
り
、
心
は
宇
宙
心
、
大
自
然
、
永
遠
の
生
命
、
無
限
の
力
（
神
？
）
に
繋
が
る
故
に
人
の
心
は
無
限
の
威

力
で
あ
る
。
さ
れ
ど
こ
の
神
秘
を
意
識
せ
ざ
れ
ば
恰
も
埋
没
せ
る
鉱
石
を
捨
て
置
く
に
異
ら
ず
。（『
感
想
』
其
一
、
大
正
十
四
年
）

宇
宙
心
を
体
得
し
た
人
は
人
間
一
切
の
醜
さ
を
憎
む
事
は
出
来
な
い
。
宇
宙
心
は
醜
さ
を
抱
擁
す
る
。
こ
れ
を
真
の
愛
と
云
ふ
。

（『
感
想
』
其
二
、
大
正
十
五
年
）

宇
宙
に
存
在
す
る
一
切
の
事
象
は
法
則
に
逆
ふ
事
な
く
千
変
万
化
し
つ
つ
あ
る
。
此
の
現
象
、
此
の
力
、
此
の
法
則
を
宇
宙
心
と
呼

ぶ
。
山
河
、
草
木
、
天
体
も
宇
宙
心
の
ま
ま
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
吾
等
の
生
存
も
亦
宇
宙
心
を
離
れ
て
あ
り
得
な
い
。
此
の
法
則

に
従
ふ
事
が
正
で
あ
り
、
必
然
で
あ
り
、
可
能
で
あ
る
。（『
感
想
』
其
四
、
昭
和
三
年
）

宇
宙
心
は
一
切
の
根
元
で
あ
る
。
草
木
に
現
れ
て
は
生
成
し
、
無
生
物
に
現
れ
て
は
物
理
、
化
学
の
現
象
を
生
じ
、
人
間
に
現
れ
て

は
人
体
人
道
を
出
現
し
、
創
生
発
展
せ
し
め
る
。（『
感
想
』
其
六
、
昭
和
五
年
）

人
間
は
大
自
然
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
傲
慢
で
あ
る
。
宇
宙
万
物
は
人
間
の
為
に
備
へ
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
た
り
、
人
間
の
み

が
幸
福
と
絶
対
自
由
を
享
受
す
べ
き
だ
と
信
じ
た
り
し
て
ゐ
る
。
か
か
る
人
間
程
、
我
儘
で
慾
張
り
で
得
手
勝
手
な
も
の
は
あ
る
ま

い
。
反
省
と
自
制
と
忍
耐
と
精
進
の
修
行
を
す
る
な
ら
ば
、
何
程
か
宇
宙
心
に
近
づ
き
、
宇
宙
正
法
の
邪
魔
と
も
な
ら
ず
地
上
の
存

在
を
許
さ
れ
や
う
。（『
感
想
』
其
八
、
昭
和
七
年
）

　

こ
の
よ
う
に
、「
宇
宙
心
」
と
い
う
言
葉
は
、
毎
号
出
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
大
倉
邦
彦
は
大
実
業
家
と
し
て
大
変
有
名
な
方

で
す
。
多
く
の
従
業
員
を
た
く
さ
ん
養
っ
て
お
り
ま
し
た
し
、
た
く
さ
ん
の
会
社
を
経
営
し
て
お
り
ま
し
た
。
社
会
と
の
つ
な
が
り
、
国

家
と
の
つ
な
が
り
を
積
極
的
に
作
っ
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
社
会
や
国
家
に
対
す
る
言
及
も
『
感
想
』
の
中
に
は
多
く
見
ら
れ
る
わ
け

で
す
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
宇
宙
心
に
は
、
国
家
や
国
民
と
の
関
係
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
見
て
も
、
こ
れ
は
個
人
本
位
の
宗
教
的
な
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宇
宙
心
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
自
分
の
心
を
宇
宙
心
に
近
づ
け
る
こ
と
を
使
命
と
し
た
、
個
人
の
人
格
を
高
め
る
と
こ
ろ
に

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
宇
宙
心
を
理
解
す
る
こ
と
と
、
宇
宙
心
を
体
得
す
る
こ
と
と
が
、
人
格
の
形
成
に
お
い
て

大
変
大
事
な
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
人
格
の
形
成
が
高
ま
っ
て
、
高
ま
っ
て
、
高
ま
っ
て
い
け
ば
、
自
然
と
周
り
に
も
良
い
影
響
を

与
え
て
い
く
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

大
倉
は
禅
宗
の
影
響
を
受
け
て
い
て
、
日
頃
か
ら
坐
禅
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
記
念
館
ホ
ー
ル
の
下
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
あ
り
ま
す
が
、

か
つ
て
は
坐
禅
の
部
屋
で
し
た
。
そ
こ
で
坐
禅
を
し
て
宇
宙
心
と
一
体
に
な
ろ
う
と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
禅
の
世
界
で
は
、
宇
宙
心
と

一
体
と
な
っ
て
悟
り
を
啓
く
こ
と
が
、
人
類
の
幸
福
に
つ
な
が
る
、
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
修
養
に
よ
っ
て
人
格
を
形
成
し
て
い
き
、

宇
宙
心
を
自
分
の
も
の
に
す
る
、
そ
れ
が
目
的
に
な
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
宇
宙
心
と
い
う
言
葉
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
こ
ら
れ

た
大
倉
が
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
の
『
感
想
』
を
最
後
に
、「
宇
宙
心
」
が
見
え
な
く
な
り
ま
す
。
昭
和
八
年
の
『
感
想
』
九
に
は
、

宇
宙
心
と
い
う
言
葉
は
消
え
、
宇
宙
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
る
だ
け
で
す
。

吾
が
呼
吸
脈
搏
は
宇
宙
生
命
の
呼
吸
脈
搏
で
あ
る
。
吾
が
生
命
は
宇
宙
を
生
か
し
、
宇
宙
に
行
か
さ
れ
て
居
る
。
か
く
し
て
吾
が
生

命
は
日
本
国
の
生
命
を
生
か
し
、
日
本
国
の
生
命
に
生
か
さ
れ
て
居
る
。
天
皇
は
日
本
の
心
臓
で
あ
り
、
吾
は
そ
の
脈
搏
で
あ
る
。

吾
は
日
本
国
を
愛
す
る
が
故
に
吾
を
愛
す
る
。（『
感
想
』
其
九
、
昭
和
八
年
）

　
「
吾
が
呼
吸
脈
搏
は
宇
宙
生
命
の
呼
吸
脈
搏
で
あ
る
」
と
は
、
お
そ
ら
く
宇
宙
心
を
体
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
じ
得
ら
れ
る
も
の
で

す
か
ら
、
以
前
の
宇
宙
心
が
こ
う
い
う
形
で
残
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
宇
宙
心
と
い
う
言
葉
自
体
は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

昭
和
七
年
を
最
後
に
『
感
想
』
か
ら
「
宇
宙
心
」
は
消
え
、
翌
年
か
ら
「
宇
宙
」
と
い
う
言
葉
が
出
る
の
み
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
代
わ

り
に
「
産ム

ス
ビ霊
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

神
な
が
ら
の
道
は
産
霊
の
活
動
で
あ
り
、
神
の
働
き
で
あ
り
、
真
理
の
姿
で
あ
る
。
主
観
に
着
色
さ
れ
た
学
問
や
宗
派
に
囚
わ
れ
た
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宗
教
や
私
心
あ
る
活
動
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
が
即
ち
神
な
が
ら
の
道
で
あ
る
。（『
感
想
』
其
九
、
昭
和
八
年
）

産
霊
の
働
き
は
止
む
時
な
く
万
象
を
生
成
化
育
し
皇
国
を
発
展
建
設
し
つ
つ
あ
る
。
さ
れ
ど
産
霊
の
働
き
に
逆
ら
は
ん
と
す
る
も
の

は
内
外
に
待
ち
構
え
て
居
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
働
き
を
成
就
せ
し
め
ん
と
す
る
反
作
用
で
あ
る
。
そ
の
反
作
用
の
取
扱
ひ
方
は
産
霊

の
神
が
吾
等
に
与
へ
た
試
練
で
あ
る
。（『
感
想
』
其
十
、
昭
和
九
年
）

一
つ
の
事
物
の
存
在
は
複
雑
極
ま
る
雑
多
な
諸
原
因
が
綜
合
帰
一
し
て
始
め
て
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
等
一
切
の
働
き

と
可
能
性
と
を
総
称
し
て
産
霊
の
働
き
と
云
ふ
。
人
々
は
産
霊
の
働
き
に
参
加
し
て
神
業
を
扶
翼
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
果

積
を
独
占
し
や
う
と
し
た
り
、
又
は
一
集
団
が
之
を
壟
断
す
べ
き
だ
と
思
ひ
違
ひ
し
て
は
な
ら
な
い
。
神
を
交
へ
て
の
穏
当
な
分
配

の
み
が
許
さ
れ
る
。（『
感
想
』
其
十
三
、
昭
和
九
年
）

　

こ
の
よ
う
に
、「
産
霊
」
と
い
う
言
葉
が
、「
宇
宙
心
」
に
代
わ
っ
て
出
て
き
た
の
で
す
。
こ
の
大
倉
の
心
境
の
変
化
に
は
、
少
な
か
ら

ず
今
泉
先
生
の
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
特
に
当
時
、
今
泉
先
生
が
、
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
で
な
さ
っ
た
二
つ
の
講
演
に
、
注
目

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、「
文
献
と
行
事
」
と
題
し
た
講
演
を
昭
和
七
年
十
一
月
九
日
に
、
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
の
臨
時
神
道

講
習
会
で
行
い
、
そ
の
講
演
録
「
臨
時
神
道
講
習
会
叢
書
」
第
九
輯
『
文
献
と
行
事
』
が
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
か
ら
昭
和
八
年
四
月
十

五
日
に
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、「
皇
道
の
原
理
」
と
題
し
た
講
演
を
昭
和
八
年
十
月
二
十
八
日
に
行
い
、
そ
の
講
演
録
「
日

本
精
神
講
習
会
叢
書
」
第
十
一
輯
『
皇
道
の
原
理
』
が
、
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
か
ら
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
四
月
九
日
に
刊
行
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
二
つ
の
講
演
の
内
容
は
、
実
は
こ
れ
か
ら
お
話
し
申
し
上
げ
る
「
大
祓
講
義
」
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
、
前
者
は
文
献
、
す
な
わ

ち
客
観
と
、
行
事
、
す
な
わ
ち
主
観
と
を
兼
ね
た
も
の
が
学
問
で
あ
る
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
「
大
祓
講
義
」
で
説
か
れ
る
主
客
一
致
、
心

肉
一
体
の
考
え
に
通
じ
る
も
の
で
、
講
演
は
そ
の
後
、
禊
、
祓
、
鎮
魂
、
そ
し
て
大
嘗
祭
へ
と
続
き
ま
す
。
後
者
で
は
、「
ム
ス
ビ
と
云
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ふ
も
の
の
原
則
原
理
が
即
ち
発
展
、
進
歩
、
統
一
と
云
ふ
意
味
よ
り
起
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
宇
宙
万
有
は
必
ず
発
展
進
歩
統
一
の
意
を

持
た
ぬ
も
の
は
な
い
。
宇
宙
は
無
限
の
発
展
、
永
久
の
進
歩
、
是
が
宇
宙
の
心
で
あ
り
、
造
化
の
神
の
御
心
で
あ
る
」（
一
四
頁
）
と
説

明
し
、
そ
れ
を
体
現
な
さ
る
の
が
天
皇
で
あ
る
、
と
い
い
ま
す
。
後
者
の
講
演
は
、
前
者
を
前
提
に
、
よ
り
詳
し
く
論
じ
た
も
の
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
説
い
た
の
が
「
大
祓
講
義
」
な
の
で
す
。

　

こ
の
二
つ
の
講
演
を
聴
い
た
大
倉
は
、
宇
宙
の
原
理
原
則
で
あ
る
「
産
霊
」
に
つ
い
て
得
る
と
共
に
、
従
来
の
「
宇
宙
心
」
を
反
省
し

て
、
以
降
『
感
想
』
に
そ
れ
を
説
く
こ
と
を
止
め
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

実
は
、
こ
の
「
産
霊
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
が
、
今
泉
先
生
が
川
面
凡
児
の
行ぎ

ょ
う
が
く学
か
ら
得
た
神
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
ま
し
た
。「
産
霊
」

と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
大
倉
の
『
感
想
』
に
出
た
こ
と
の
な
い
言
葉
で
す
。
そ
の
「
産
霊
」
と
い
う
言
葉
が
、
昭
和
八
年

に
『
感
想
』
に
初
出
し
て
か
ら
、
そ
れ
ま
で
頻
繁
に
出
て
来
た
「
宇
宙
心
」
が
反
対
に
出
な
く
な
る
と
は
、
い
か
に
今
泉
先
生
の
影
響
を

大
倉
が
強
く
受
け
て
い
た
か
が
、
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
伺
え
る
わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
、
そ
れ
か
ら
十
年
後
の
昭
和
十
七
年
（
一

九
四
二
）
に
、
大
倉
は
『
産
霊
の
産
業
』（
大
日
本
産
業
報
国
会
）
と
い
う
題
名
の
本
を
出
し
て
い
ま
す
。

六　

今
泉
定
助
と
川
面
凡
児

　

と
こ
ろ
で
、
今
泉
定
助
先
生
は
、
川
面
凡
児
と
ど
う
い
う
ご
縁
で
結
び
付
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
泉
先
生
は
、
川
面
翁
と
は
知
り
合

い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
に
は
川
面
凡
児
の
教
え
に
大
変
な
関
心
を
示
し
、
自
分
も
そ
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
し
た
方
が
い
た

の
で
す
。
そ
の
方
と
は
、
日
本
海
海
戦
で
東
郷
平
八
郎
元
帥
の
も
と
で
参
謀
を
務
め
た
秋
山
真
之
中
将
で
あ
り
ま
す
。
秋
山
中
将
は
川
面

凡
児
の
篤
い
信
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
教
え
を
何
と
か
弘
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
川
面
凡
児
の
教
え
は
、
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当
時
は
学
者
か
ら
新
宗
教
ま
が
い
の
も
の
と
し
て
、
全
く
相
手
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
秋
山
中
将
は
粘
り
強
く
、
こ
の

教
え
は
大
変
大
事
だ
か
ら
、
な
ん
と
か
学
者
に
伝
え
て
、
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
に
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
の
時

に
、
秋
山
中
将
と
大
変
仲
の
良
い
葦
津
耕
次
郎
と
い
う
神
道
家
が
今
泉
先
生
と
知
り
合
い
で
し
た
。
そ
こ
で
、
今
泉
先
生
に
一
度
川
面
翁

の
教
え
を
聞
い
て
い
た
だ
き
、
ま
た
行
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
け
な
い
か
、
と
中
将
は
葦
津
に
依
頼
し
ま
す
。
そ
れ
に
応
じ
た
葦
津
耕
次

郎
が
、
今
泉
先
生
に
川
面
凡
児
の
教
え
を
伝
え
、
行
へ
の
参
加
を
嘆
願
し
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
世
間
で
は
川
面
凡
児
と
は
、
何
か

変
な
禊
の
宗
教
を
や
っ
て
い
る
人
、
と
誤
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
、
大
変
大
事
な
教
え
を
説
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
で
、
今
泉
先
生
に
ぜ
ひ
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
先
生
の
目
か
ら
見
て
川
面
翁
の
神
学
が
お
か
し
い
の
か
、
世
間
が
誤
解
し
て
い
る
の
か

を
確
か
め
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
お
願
い
し
た
の
で
す
。
葦
津
は
、
お
そ
ら
く
断
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
今

泉
先
生
は
「
わ
か
っ
た
、
出
ま
し
ょ
う
」
と
二
つ
返
事
で
受
け
入
れ
て
下
さ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

今
泉
先
生
は
、
そ
れ
以
降
、
だ
ん
だ
ん
考
え
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
一
方
、
世
間
で
は
、
天
下
の
国
文
学
者
が
一
新
宗
教
の
教
祖
の

よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
川
面
凡
児
の
行
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
気
が
お
か
し
く
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
噂
し
ま
す
。
し

か
し
、
今
泉
先
生
は
気
に
し
ま
せ
ん
。
彼
は
江
戸
時
代
の
国
学
者
の
説
は
、
非
常
に
影
響
力
が
あ
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
我
々
の
思
考
を

ス
ト
ッ
プ
さ
せ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
を
以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
疑
念
を
解
決
す
る
方
法

は
、
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
常
に
探
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
時
に
、
川
面
凡
児
に
出
会
い
、
そ
の
解
決
法
を
発
見

し
た
わ
け
で
す
。
川
面
凡
児
を
今
泉
先
生
に
紹
介
し
た
葦
津
は
、
そ
の
後
若
く
し
て
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の
時
の
回
想
文
で
、
今
泉
先
生

は
そ
の
間
の
様
子
と
、
川
面
翁
に
引
き
合
わ
せ
て
く
れ
た
御
恩
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。（
葦
津
珍
彦
「
今
泉
定
助
先
生
を
語
る
―
そ
の
思

想
と
人
間
―
」『
今
泉
定
助
先
生
研
究
全
集
』
一
よ
り
）

正
直
に
云
へ
ば
、
私
は
沢
山
の
先
輩
あ
り
、
知
友
朋
友
も
あ
っ
た
が
、
葦
津
君
以
外
の
人
か
ら
は
、
真
に
教
へ
ら
れ
た
と
思
ふ
様
な
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事
は
余
り
な
い
。（
中
略
）
私
が
今
日
異
色
あ
る
学
問
の
建
設
に
志
し
、
国
学
研
究
に
一
つ
の
新
し
い
道
を
加
へ
る
に
至
っ
た
の
は
、

同
君
の
協
力
影
響
に
待
つ
所
が
著
し
い
。
葦
津
君
と
の
往
来
は
極
め
て
繁
く
、
会
ふ
度
に
飽
か
ず
論
じ
た
。
大
正
十
五
年
の
頃
は
、

私
の
研
究
が
特
に
進
ん
だ
頃
で
あ
っ
た
。
毎
月
の
様
に
変
っ
た
。
そ
の
頃
、
葦
津
君
は
私
に
会
っ
て
は
、
研
究
の
進
歩
、
向
上
を
喜

ん
で
く
れ
た
が
、
当
時
の
印
象
は
特
に
深
い
。（
行
弘
糺
編
纂
『
葦
津
耕
次
郎
翁
追
慕
録
』
あ
し
芽
会
、
昭
和
十
六
年
）

　

ま
さ
に
、
今
泉
先
生
に
川
面
凡
児
を
引
き
合
わ
せ
た
の
は
「
葦
津
君
」
で
あ
り
、
そ
し
て
今
泉
先
生
が
著
名
な
国
文
学
者
か
ら
古
神
道

家
に
な
っ
て
い
く
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
も
「
葦
津
君
」
な
の
だ
、
と
大
変
感
謝
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
異
色
あ
る
学
問
の
建
設
に
志
し
」

と
は
、
前
人
未
踏
の
茨
の
道
を
、
五
十
半
ば
に
し
て
一
歩
一
歩
踏
み
し
め
な
が
ら
切
り
拓
い
て
い
っ
た
、
苦
悩
を
物
語
る
も
の
と
い
え
ま

し
ょ
う
。
そ
の
結
果
、「
国
学
研
究
に
ひ
と
つ
の
新
し
い
道
を
加
」
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

で
は
、
今
泉
定
助
は
川
面
凡
児
か
ら
ど
の
よ
う
な
も
の
を
受
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
今
泉
先
生
が
川
面
翁
の
研
究
業

績
を
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
が
参
考
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

川
面
先
生
の
我
が
国
学
史
上
、
思
想
史
上
に
於
け
る
大
な
る
業
績
は
、
之
を
一
言
に
し
て
い
へ
ば
、
祖
神
垂
示
の
霊
魂
観
の
展
開
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
禊
祓
の
根
本
原
理
た
る
直
霊
の
徹
底
的
研
究
に
よ
っ
て
、
直
霊
、
和
魂
、
荒
魂
の
直
霊
体
系
を
立
て
、

産
霊
体
系
と
直
霊
体
系
と
を
以
て
、
霊
魂
観
の
二
大
根
幹
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
深
遠
広
大
な
る
大
研
究
は
、
よ
く
先
人
未
発
の

境
を
拓
い
て
、
我
が
古
典
の
根
本
精
神
を
闡
明
し
、
四
大
人
を
始
め
従
前
の
国
学
者
の
未
解
決
の
難
問
に
解
答
を
与
へ
、
之
を
以
て

我
が
国
体
が
宇
宙
の
真
理
を
実
現
す
る
も
の
な
る
所
以
、
世
界
万
国
に
卓
絶
せ
る
所
以
を
、
徹
底
究
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。（
今
泉

定
助
「
川
面
凡
児
先
生
の
業
績
に
つ
い
て
」『
今
泉
定
助
先
生
研
究
全
集
』
三
、
六
〇
四
～
六
〇
五
頁
）

　
「
我
が
国
体
が
宇
宙
の
真
理
を
実
現
す
る
も
の
な
る
」
理
由
を
、「
川
面
先
生
」
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
「
宇
宙
の
真

理
」
と
い
う
の
が
、
先
ほ
ど
来
の
大
倉
の
「
宇
宙
心
」
に
も
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
大
倉
邦
彦
の
「
宇
宙
心
」
と
、
今
泉
先
生
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の
「
宇
宙
の
真
理
」
と
は
、
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
か
が
次
の
問
題
に
な
り
ま
す
。

七　

大
祓
と
は
何
か

　

こ
こ
か
ら
、
本
題
の
『
大
祓
講
義
』
の
解
説
に
入
り
ま
す
。
大
祓
と
は
何
か
。
そ
こ
か
ら
お
話
し
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

大
祓
と
は
、
古
代
か
ら
朝
廷
を
中
心
に
、
全
国
で
毎
年
六
月
と
十
二
月
の
晦
日
、
要
す
る
に
六
月
は
三
十
日
、
現
在
の
暦
で
し
た
ら
、

十
二
月
は
三
十
日
で
は
な
く
て
三
十
一
日
に
行
っ
て
き
た
祓
の
行
事
で
す
。
現
在
で
も
、
宮
中
を
は
じ
め
全
国
の
神
社
な
ど
で
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
本
年
十
一
月
に
行
わ
れ
ま
す
大
嘗
祭
の
時
に
も
、
大
祓
は
行
わ
れ
ま
す
。

　

大
祓
で
は
、「
大
祓
詞
」
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
参
列
者
は
各
自
切
麻
で
心
身
に
付
着
し
た
半
年
間
の
罪
や
穢
れ
を
祓
っ
た
り
、
人ひ

と
が
た形
に

そ
れ
ら
を
寄
せ
つ
け
た
り
し
て
、
行
事
終
了
後
、
そ
れ
ら
の
祓

は
ら
え
つ
も
の
具
を
河
や
海
に
流
し
ま
す
。
こ
れ
は
大
祓
の
一
般
的
な
解
説
に
な
り
ま
す
。

今
泉
先
生
は
、
物
事
に
は
必
ず
表
と
裏
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
表
の
説
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
今
泉
先
生
の
大
祓
論

と
は
、
祖
神
垂
示
に
よ
る
宇
宙
論
、
彼
我
一
体
説
に
も
と
づ
き
論
じ
ら
れ
た
神
学
が
語
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
裏
の
説
に
な
り
ま
す
。

第
一
に
大
祓
は
、
覆
載
、
お
ほ
ひ
つ
つ
む
と
云
ふ
意
味
が
あ
り
ま
す
。
天
の
覆
ふ
限
り
、
地
の
載
す
る
限
り
を
祓
ふ
の
意
味
で
あ
り

ま
す
。
第
二
に
「
お
ほ
」「
お
ふ
」
音
通
で
、「
追
ふ
」
と
い
ふ
意
味
で
悪
魔
を
追
ふ
意
で
あ
り
ま
す
。
又
「
負
」
と
い
ふ
意
味
も
持
っ

て
居
る
。
強
い
者
が
弱
い
者
を
背
負
っ
て
行
く
意
味
で
あ
り
ま
す
。
負
担
に
堪
へ
な
い
人
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
其
の
人
の
分
ま
で
同

朋
が
背
負
っ
て
行
っ
て
や
ら
う
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
。（『
大
祓
講
義
』
四
十
九
頁
）

　

強
い
者
が
弱
い
者
を
背
負
っ
て
い
く
、
要
す
る
に
人
の
こ
と
を
考
え
る
、
自
分
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
人
の
こ
と
を
考
え
る
の
が
彼
我

一
体
説
で
す
。
自
分
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
良
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
分
も
相
手
も
皆
同
じ
な
の
だ
、
と
い
う
説
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で
す
。
で
す
か
ら
、
相
手
が
困
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
自
分
が
背
負
っ
て
や
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
大
祓
の
「
お
ふ
」
と
は
、

そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
ま
さ
し
く
、
大
祓
と
は
相
手
を
思
い
や
る
祓
な
の
で
す
。
今
泉
先
生
は
国
文
学
の
第
一
人
者
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
古
典
に
「
大
」
と
い
う
字
が
付
く
場
合
、
そ
れ
は
天
皇
か
天
照
大
神
し
か
付
か
な
い
、
と
こ
の
講
義
で
も
お
っ
し
ゃ
っ

て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
神
学
的
に
み
れ
ば
大
祓
の
「
大
」
と
い
う
の
は
、
非
常
に
大
き
な
、
広
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
、
と
説
く
の
で
す
。

八　

今
泉
翁
の
善
悪
交
替
論
批
判

　

今
泉
先
生
は
、
本
居
宣
長
の
代
表
的
神
学
の
ひ
と
つ
「
善
悪
交
替
論
」
を
否
定
し
ま
す
。
こ
れ
は
大
祓
、
禊
祓
を
軽
視
し
た
悪
い
説
だ
、

と
い
う
の
で
す
。

（「
本
居
先
生
」
の
よ
う
に
）
善
い
事
が
あ
っ
た
後
に
、
悪
い
事
が
必
ず
来
る
な
ら
ば
、
禊
祓
や
祈
願
を
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
り

ま
し
て
、
こ
の
善
悪
交
替
論
が
禊
祓
軽
視
の
弊
害
と
な
っ
て
、
古
人
の
大
思
想
を
削
い
だ
の
で
あ
り
ま
す
。（『
大
祓
講
義
』
十
三
頁
）

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
「
善
悪
交
替
論
」
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
と
い
う
『
古
事
記
』
の
大
注
釈
書
の
中
で
、

人
は
人
事
の
道
理
か
ら
神
事
を
推
測
す
る
、
と
い
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
人
は
神
様
の
こ
と
な
ど
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
人
事
で
お
こ
な

わ
れ
る
こ
と
を
参
考
に
、
お
そ
ら
く
神
事
も
こ
う
な
の
だ
ろ
う
、
と
人
事
を
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
神
事
を
推
測
す
る
、
と
い
う
の
で
す
。

し
か
し
、
私
宣
長
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
い
ま
す
。
私
は
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
研
究
を
通
じ
て
、
神
代
の
研
究
を
徹

底
的
に
し
た
の
で
、
神
事
の
道
理
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
分
か
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
私
は
神
事
の
道
理
か
ら
人
事
を
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
神
事
の
道
理
が
、「
善
悪
交
替
論
」、
す
な
わ
ち
吉
凶
善
悪
交
替
史
観
の
こ
と
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
わ

た
く
し
ど
も
の
身
体
に
宿
す
魂
の
中
に
は
、
吉
善
と
凶
悪
の
要
素
を
と
も
に
持
ち
ま
す
。
そ
の
た
め
、
吉
善
の
状
態
で
あ
っ
て
も
、
も
う
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一
方
の
凶
悪
の
要
素
が
は
た
ら
く
と
、
凶
悪
の
状
態
へ
と
転
回
す
る
。
た
だ
し
、
凶
悪
の
状
態
に
な
っ
て
も
、
吉
善
の
要
素
が
働
く
と
、

吉
善
の
状
態
へ
と
転
回
す
る
。
そ
う
し
た
吉
善
か
ら
凶
悪
へ
、
次
に
凶
悪
か
ら
吉
善
へ
と
の
運
行
は
、
神
代
か
ら
不
変
で
あ
る
、
と
い
う

の
が
吉
凶
善
悪
交
替
史
観
な
の
で
す
。
こ
の
神
学
的
史
観
は
、
そ
の
後
の
国
学
者
等
に
多
大
な
る
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

こ
の
運
行
を
、
具
体
的
に
神
代
を
事
例
に
説
明
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
神
代
で
イ
ザ
ナ
キ
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
国
生
み
、
神
生
み

を
な
さ
っ
た
話
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
国
土
や
自
然
を
、
神
と
し
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
生
ん
で
い
か
れ
た
。
こ
れ
は
大
変
善
い
こ
と
で
す
か
ら
、

吉
善
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
途
中
で
人
の
生
活
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
、
火
の
神
様
を
お
生
み
し
た
こ
と
が
原
因
で
、
イ
ザ
ナ
ミ
は

大
火
傷
を
し
て
、
そ
れ
が
も
と
で
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
す
。
吉
善
の
状
態
か
ら
、
一
転
し
て
奈
落
の
底
へ
突
き
落
と
さ
れ
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
凶
悪
で
す
。
国
作
り
は
未
完
成
の
ま
ま
で
し
た
か
ら
、
イ
ザ
ナ
キ
は
そ
れ
を
遂
行
す
る
た
め
、
黄
泉
の
国
ま
で
行
き
、

イ
ザ
ナ
ミ
を
連
れ
戻
そ
う
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
か
え
っ
て
殺
さ
れ
そ
う
に
な
り
、
命
か
ら
が
ら
逃
げ
帰
り
ま
す
。
奈
落
の
底
に
落
と

さ
れ
、
悲
し
み
に
伏
せ
る
間
も
な
く
、
自
身
の
命
ま
で
奪
わ
れ
る
よ
う
な
危
険
な
目
に
遭
う
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
大
凶
悪
と
い
え
ま

し
ょ
う
。
し
か
し
、
な
ん
と
か
逃
げ
帰
っ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
は
黄
泉
の
国
で
身
体
に
付
い
た
穢
れ
を
、
筑
紫
の
日ひ

む
か向
の
橘
の
小お

ど門
の
ア
ワ
キ

ハ
ラ
で
、
禊
に
よ
っ
て
祓
い
、
身
を
清
め
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
天
照
大
御
神
が
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
天
照
大
御
神
は
、
高
天
原

を
主
宰
す
る
神
様
で
あ
り
、
皇
祖
神
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
吉
善
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
そ
の
神
様
の
ご
子
孫
が
、
地
上
に
降
臨
し
て

歴
代
の
天
皇
に
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
大
吉
善
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
大
変
悪
い
状
態
か
ら
大
変
善
い
状
態
に
変
わ
っ
た

わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
ま
ま
善
い
状
態
が
続
く
か
と
い
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
天
原
で
須
佐
之
男
命
が
大
暴
れ
し
た
結
果
、

大
混
乱
に
な
り
ま
す
。
ふ
た
た
び
凶
悪
の
状
態
に
戻
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
天
照
大
御
神
が
天
岩
戸
に
お
隠
れ
に
な
っ
た
た
め
、
高
天

原
ど
こ
ろ
か
地
上
ま
で
す
べ
て
真
っ
暗
闇
に
な
り
、
世
界
大
混
乱
が
発
生
し
ま
し
た
。
大
凶
悪
で
す
。
今
ま
で
善
か
っ
た
も
の
が
、
一
気
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に
最
悪
な
状
態
に
落
ち
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
神
様
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
神
代
で
す
ら
、
善
い
こ
と
は
続
か
な
い
の
で
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
悪
く
な
っ
て
も
、
い
つ
し
か
ま
た
善
く
も
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
時
代
運
行
の
不
変
の
論
理
な
の
だ
、
と
宣
長
は

説
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
善
悪
交
替
論
」
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
善
で
あ
っ
た
っ
て
、
い
ず
れ
悪
い
状
態
に
な
る
。
吉
の
状
態
が
凶
に

な
る
。
し
か
し
、
凶
の
状
態
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
は
吉
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
凶
の
状
態
の
時
に
は
静
か
に
吉
の
状
態
が
来
る
の
を
待

ち
な
さ
い
、
と
教
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
論
を
、
今
泉
先
生
は
猛
反
対
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
ど
も
は
何
の
た
め
に
ご
祈
願
や
ご
祈
祷
を
す
る
の
か
が
分
か
ら
な

い
で
は
な
い
か
、
と
。
皆
さ
ん
方
だ
っ
て
、
お
正
月
に
な
れ
ば
、
今
年
も
家
族
が
安
泰
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
と
神
社
や
寺
院
な
ど
に
お

参
り
し
て
家
内
安
全
の
ご
祈
願
を
な
さ
っ
た
り
、
ま
た
病
気
で
困
っ
て
い
る
時
で
あ
れ
ば
、
病
気
平
癒
の
ご
祈
願
を
な
さ
っ
た
り
す
る
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
宣
長
さ
ん
の
教
え
に
従
え
ば
、
そ
の
様
な
こ
と
を
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
善
い
時
が
あ
れ
ば
、

悪
い
時
だ
っ
て
あ
る
の
で
、
放
っ
て
お
け
ば
よ
い
か
ら
で
す
。
悪
い
時
だ
っ
て
い
ず
れ
善
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
し
ば
ら
く
じ
っ
と
待
っ

て
お
け
ば
よ
い
、
と
教
え
る
の
で
す
。
し
か
し
、
人
間
そ
ん
な
に
気
長
く
待
て
ま
せ
ん
。
一
刻
を
争
う
こ
と
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、

お
祓
し
て
ほ
し
い
、
お
祀
り
し
て
ほ
し
い
、
と
願
う
の
が
人
情
と
い
う
も
の
で
す
。
お
祓
の
力
に
よ
っ
て
、
凶
悪
の
状
態
を
吉
善
の
状
態

へ
と
変
え
て
い
く
、
時
の
運
行
を
待
っ
て
い
て
は
い
つ
善
く
な
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
神
様
の
お
力
を
借
り
て
吉
善
へ
と
変
え
て
い

く
、
そ
れ
が
ご
祈
願
で
あ
り
、
ご
祈
祷
な
の
で
す
。

　

今
泉
先
生
は
、
宣
長
説
の
影
響
力
が
強
す
ぎ
た
せ
い
で
、
特
に
明
治
以
降
の
神
道
家
は
、
禊
や
祓
を
軽
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い

い
ま
す
。
こ
れ
は
神
道
の
発
展
に
と
っ
て
大
変
ま
ず
い
こ
と
で
あ
る
、
と
強
く
批
判
し
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
宣
長
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の

は
外
国
の
思
想
に
侵
さ
れ
て
い
る
、
し
か
も
外
国
の
思
想
は
間
違
っ
て
い
る
か
ら
、
全
部
取
り
除
き
な
さ
い
、
と
い
う
。
外
国
の
思
想
は

「
か
ら
ご
こ
ろ
」
だ
か
ら
、「
か
ら
ご
こ
ろ
」
を
拭
い
去
っ
て
、「
や
ま
と
ご
こ
ろ
」
に
帰
り
な
さ
い
、
と
盛
ん
に
主
張
し
ま
し
た
。
そ
れ
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に
対
し
、
今
泉
先
生
は
、「
本
居
先
生
」
の
「
善
悪
交
替
論
」
だ
っ
て
「
か
ら
ご
こ
ろ
」
で
は
な
い
か
、
と
批
判
す
る
の
で
す
。

「
善
悪
は
あ
ざ
な
へ
る
縄
の
如
し
」
と
い
っ
た
支
那
流
の
思
想
、
或
は
仏
教
の
因
果
応
報
の
思
想
に
囚
は
れ
て
、
創
造
発
展
の
生
気

溌
剌
た
る
我
が
禊
祓
の
大
思
想
を
ま
る
で
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（「
大
祓
の
根
本
義
」『
皇
道
論
叢
』
三
六
九
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、「
善
悪
交
替
論
」
こ
そ
、「
本
居
先
生
」
の
誤
認
に
よ
る
弊
害
だ
、
と
今
泉
先
生
は
強
く
批
判
し
た
の
で
す
。
今
泉
先
生

が
川
面
凡
児
の
行
を
、
世
間
か
ら
新
宗
教
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
相
手
に
す
る
な
、
と
忠
告
を
受
け
て
も
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
は
、
ご

自
身
が
国
学
者
の
説
に
以
前
か
ら
疑
念
を
抱
い
て
い
た
か
ら
な
の
で
す
。
そ
れ
を
な
ん
と
か
解
く
方
法
は
な
い
の
か
、
と
思
案
し
て
い
た

な
か
で
、
川
面
凡
児
の
行
法
に
出
会
い
、
い
わ
ゆ
る
回
心
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
今
泉
先
生
は
、
や
は
り
「
本
居
先
生
」

の
「
善
悪
交
替
論
」
は
間
違
っ
て
い
る
、
と
確
信
・
確
証
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

九　

禊
祓
は
身
だ
け
を
浄
化
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
心
ま
で
も
浄
化
す
る
の
か

　

も
う
ひ
と
つ
、
お
祓
に
お
い
て
、
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
で
の
発
言
に
対
す
る
批
判
で
す
。
宣
長

は
、
禊
と
い
う
の
は
、
身
体
に
付
着
し
た
穢
れ
を
祓
い
取
り
除
く
こ
と
で
あ
り
、
世
間
で
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
心
に
付
着
し
た
穢
れ
ま

で
祓
い
取
り
除
き
、
心
を
清
め
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
実
際
、
そ
う
し
た
こ
と
は
文
字
に
書
い
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、『
古
事
記
』

に
は
「
御
身
之
禊
」
と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
に
は
「
盪
滌
身
之
所
汚
」
と
書
い
て
あ
っ
て
、
ど
れ
も
「
心
」
の
字
な
ど
出
て
こ
な
い
で

は
な
い
か
、
と
い
い
ま
す
。

凡
て
禊
祓
は
、
身
の
汚ケ

ガ
レ垢
を
清
む
る
わ
ざ
に
こ
そ
あ
れ
、
心
を
祓
ひ
清
む
と
云
は
、
外
国
の
意
に
し
て
、
御
国
の
古
へ
さ
ら
に
さ
る

こ
と
な
し
、
も
し
心
を
主
と
せ
ば
、
御
心
之
禊
と
こ
そ
云
べ
き
に
、
さ
は
な
く
て
、
上
段
に
も
御
身
之
禊
と
云
ひ
、
書
紀
に
も
盪
滌
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身
之
所
汚
、
と
あ
る
は
い
か
に
、（
中
略
）
心
の
清
き
穢
き
を
云
も
、
常
の
こ
と
な
れ
ど
、
祓
を
し
て
心
を
清
む
と
云
こ
と
は
な
し

（『
古
事
記
伝
』
六
）

　

こ
の
よ
う
に
、
禊
祓
は
身
体
に
付
着
し
た
罪
穢
れ
を
祓
い
清
め
る
の
で
あ
っ
て
、
心
に
付
着
し
た
も
の
を
祓
い
清
め
る
も
の
で
は
な
い
、

と
宣
長
は
い
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
今
泉
先
生
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
反
対
し
ま
す
。
そ
し
て
、
我
々
が
罪
や
穢
れ
を
受
け
る
の
は
、「
我

の
人
格
統
一
が
足
り
な
い
か
ら
禍
津
毘
と
な
る
の
で
あ
る
。
責
め
は
皆
我
に
存
す
る
」（『
大
祓
講
義
』
七
頁
）
と
い
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

罪
や
穢
れ
を
受
け
る
の
は
、
自
分
自
身
に
問
題
が
あ
る
か
ら
で
、
精
神
統
一
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、
災
い
を
も
た
ら
す
禍ま

が

津つ

毘び
の
か
み神
の
御
霊

が
、
か
な
ら
ず
心
身
に
侵
入
し
て
く
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
罪
穢
れ
を
祓
い
清
め
る
前
に
、
人
格
の
統
一
を
常
に
心
が
け

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
教
え
た
の
で
す
。

　

今
泉
先
生
は
、
本
居
宣
長
を
大
変
尊
敬
さ
れ
て
い
て
、
書
物
に
は
か
な
ら
ず
「
本
居
先
生
」
と
表
記
し
ま
す
。
し
か
し
、
時
に
は
「
本

居
先
生
」
の
学
説
と
い
え
ど
も
厳
し
く
批
判
し
ま
し
た
。
な
ぜ
、
こ
の
禊
祓
説
を
批
判
す
る
の
か
、
と
い
う
と
、「
人
は
ム
ス
ビ
の
神
の

霊
魂
を
受
け
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
心
肉
不
二
一
体
で
あ
る
か
ら
」（「
大
祓
の
根
本
義
」『
皇
道
論
叢
』
三
七
〇
頁
）
だ
、

と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
に
「
ム
ス
ビ
の
神
の
霊
魂
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
ま
す
。
大
倉
邦
彦
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
昭
和
八
年
（
一
九
三

三
）
を
境
に
「
宇
宙
心
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、「
産
霊
」
と
い
う
言
葉
に
代
わ
る
、
そ
の
「
産
霊
」
が
、
こ
れ
な
の
で
す
。
人
は
「
ム
ス

ビ
の
神
の
霊
魂
」
を
受
け
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
心
と
肉
体
が
二
つ
別
々
だ
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
心
肉
は
一
緒

で
あ
り
、
一
体
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
心
が
乱
れ
た
ら
肉
体
も
乱
れ
る
、
肉
体
が
乱
れ
れ
ば
心
も
乱
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
の
で
す
。

罪
穢
れ
は
、
身
体
だ
け
で
な
く
、
心
中
に
も
付
着
す
る
、
と
い
う
の
が
今
泉
先
生
の
考
え
で
す
。
本
居
宣
長
は
、
罪
穢
れ
は
身
体
だ
け
に

付
着
す
る
の
だ
か
ら
、
お
祓
は
身
体
に
付
着
し
た
も
の
だ
け
を
祓
え
ば
よ
い
、
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
今
泉
先
生
は
、
そ
う
じ
ゃ

な
い
、
罪
穢
れ
は
心
身
と
も
に
付
着
す
る
の
だ
か
ら
、
禊
祓
で
心
身
と
も
に
祓
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
大
祓
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も
心
身
を
祓
う
行
事
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

一
体
一
つ
の
行
事
に
は
必
ず
表
と
裏
と
が
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
大
祓
に
於
け
る
表
は
肉
体
を
祓
っ
て
心
に
及
ぶ
事
で
あ
り
、

裏
は
心
を
先
づ
祓
っ
て
肉
体
に
及
ぼ
す
事
で
あ
り
ま
す
。
此
の
表
裏
は
必
ず
相
伴
ふ
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
此
の
両
者
を
必
ず
一
緒

に
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（『
大
祓
講
義
』
五
一
頁
）

　

今
ま
で
は
、
片
方
だ
け
し
か
見
て
こ
な
か
っ
た
。
両
方
を
見
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
我
々
は
「
ム
ス
ビ
の
神
の
霊
魂
」
を
受
け
て

こ
の
世
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
心
だ
け
ム
ス
ビ
の
神
か
ら
も
ら
っ
た
、
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。
な
ら
ば
、
肉
体
は
誰
か
ら
も
ら
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
心
も
肉
体
も
す
べ
て
「
ム
ス
ビ
の
神
の
霊
魂
」
を
受
け
て
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
心
肉
を
わ
け

て
考
え
て
は
い
け
な
い
、
同
じ
よ
う
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
今
泉
先
生
は
説
き
ま
す
。
こ
れ
も
行ぎ

ょ
う
に
よ
っ
て
彼
が
得
た
体
験
か
ら

く
る
、
ひ
と
つ
の
確
信
で
あ
り
、
確
証
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

十　

祓
と
禊
と
は
何
か
―
今
泉
翁
の
神
学
的
解
釈
―

　

そ
れ
で
は
、
今
泉
先
生
の
い
う
禊
祓
と
は
、
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
今
泉
先
生
は
、
行
事
に
は
必
ず
裏
と
表
が
あ
る
、

と
い
い
ま
す
。
裏
と
い
う
の
は
主
観
で
あ
り
、
ま
た
内
面
の
も
の
で
あ
る
。
表
と
い
う
の
は
客
観
で
あ
り
、
外
面
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

主
観
、
客
観
と
い
え
ば
、
ま
る
で
別
々
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
い
ま
す
が
、
我
々
の
ご
先
祖
様
か
ら
い
た
だ
い
た
教
え
で
は
、
主
観
も
客

観
も
一
緒
に
見
る
。
す
な
わ
ち
、
主
客
一
体
で
あ
る
、
と
い
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
祓
を
見
る
に
お
い
て
も
、
禊
を
見
る
に
お
い
て
も
、

両
面
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
ま
で
は
何
も
か
も
一
方
的
に
し
か
見
て
こ
な
か
っ
た
。
片
面
で
し
か
見
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、

客
観
と
い
う
も
の
し
か
見
て
こ
な
か
っ
た
。
今
泉
先
生
も
今
ま
で
大
国
文
学
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
厳
格
な
客
観
主
義
者
で
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あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
客
観
的
に
見
な
い
限
り
、
国
文
学
の
大
家
に
は
な
れ
ま
せ
ん
か
ら
。
主
観
を
強
調
し
た
ら
、
信
仰

か
、
神
学
か
、
と
誤
解
さ
れ
ま
す
。
彼
が
吉
川
弘
文
館
の
編
輯
監
督
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
全
集
を
編
輯
し
て
い
く
。『
古
事
類
苑
』
も
編

輯
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
が
客
観
的
な
研
究
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
本
居
宣
長
と
全

然
変
わ
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
本
居
先
生
」
を
尊
敬
し
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
当
時
と
し
て
は
そ
れ
で
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
同
時
に
国
学
の
限
界
を
、
そ
こ
に
感
じ
て
も
い
た
わ
け
で
す
。
も
の
の
見
方
に
は
主
観
も
あ
る
の
だ
と
。
主
観
と
客
観
の
両
方

あ
る
の
だ
と
。
そ
し
て
、
我
が
国
の
教
え
に
、
そ
の
両
方
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
で
、
ま
た
そ
れ
を
確
信
・
確
証
す
る
こ
と
で
、
彼

の
研
究
は
飛
躍
し
た
わ
け
で
す
。

　

で
は
、
祓
を
客
観
と
主
観
の
両
面
で
見
る
と
は
、
ど
う
い
っ
た
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
客
観
は
、「
は
ら
ふ
」、
埃
な
ど
を
「
払

ふ
」
こ
と
。
振
る
う
、
振
動
す
る
、
筋
肉
皮
膚
等
を
振
動
さ
せ
な
が
ら
、
汚
と
穢
と
を
払
拭
す
る
、
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
が
客
観

的
に
見
た
祓
で
す
。
一
般
の
辞
書
に
も
こ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
一
面
的
で
す
。
主
観
を
見
な
い
と
い
け
な

い
。
こ
こ
に
何
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
な
い
と
い
け
な
い
。
実
は
、「
は
ら
ひ
」
と
い
う
の
は
、「
は
る
ひ
」
の
こ
と
だ
と
い
い
ま

す
。「
は
る
ひ
」
と
は
、
漢
字
で
書
け
ば
「
張
る
霊
」
と
な
り
ま
す
。
我
々
は
「
ム
ス
ビ
の
神
の
霊
魂
」
で
誕
生
し
た
の
で
す
か
ら
、
必

ず
そ
の
霊
魂
が
心
身
に
あ
る
は
ず
で
す
。
な
か
っ
た
ら
人
間
、
動
物
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
「
ム

ス
ビ
の
神
の
霊
魂
」
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
ム
ス
ビ
の
神
の
霊
魂
」
を
そ
の
ま
ま
発
揮
し
て
い
る
状
態
を
、
直な

お
び霊
と

い
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
直
霊
を
我
々
は
心
中
に
秘
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
発
揮
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に

よ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
必
ず
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
心
中
に
あ
る
直
霊
を
発
揮
さ
せ
て
、
内
か
ら
拡
げ

て
い
き
な
さ
い
、
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
身
体
の
内
に
入
り
込
ん
だ
穢
れ
が
、
押
し
出
さ
れ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
と
落
ち
て
い
く
の
で

す
。
そ
れ
が
祓
の
も
う
一
面
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
祓
と
は
、
目
に
見
え
る
埃
を
払
う
よ
う
に
外
側
だ
け
祓
う
の
で
は
な
く
、
祓
に
よ
っ
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て
心
中
に
あ
る
直
霊
を
発
揮
さ
せ
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
、
心
中
に
入
っ
た
穢
を
内
側
か
ら
追
い
出
し
て
い
く
意
味
も
あ
る
、
と
い
う
の
で

す
。
今
泉
先
生
は
穢
れ
や
罪
を
祓
い
去
れ
ば
、
も
う
こ
の
状
態
で
神
様
に
な
っ
て
い
る
、
も
と
の
状
態
の
神
様
に
還
っ
て
い
る
、
と
い
い

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
我
々
は
神
の
子
だ
か
ら
で
す
。「
神
の
子
は
神
」
だ
か
ら
で
す
。
祓
は
、
そ
の
状
態
に
戻
す
働
き
が
あ
る
の
で
す
。

詳
し
く
は
後
で
述
べ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
念
に
は
念
を
、
と
い
う
こ
と
で
禊
を
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
禊
に
も
客
観
と
主
観
と
が
あ
り
ま
す
。
禊
と
は
、
水
で
身
体
を

注
ぐ
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
は
辞
書
的
な
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
客
観
的
な
学
問
の
世
界
で
は
通
じ
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

古
代
人
の
信
仰
に
は
近
づ
け
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
禊
に
隠
さ
れ
た
言
葉
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
水
を
注
ぐ
よ
う
に
霊み

た
ま
を
ど
ん
ど

ん
身
体
に
注
い
で
い
く
の
だ
、
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
身
の
霊
に
神
聖
な
霊
を
注
ぎ
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祓
い
残
っ

て
い
る
罪つ

み
と
が咎
を
、
ま
た
停
滞
し
て
い
る
穢
を
、
内
側
か
ら
神
聖
な
霊
で
削
ぎ
去
っ
て
い
く
の
だ
と
。
で
す
か
ら
、
禊
の
実
践
と
は
、
水
に

浴
し
潮
に
浴
し
て
、
肉
体
を
清
浄
に
し
、
精
神
を
潔
白
に
す
る
こ
と
と
と
も
に
、「
此
の
水
を
神
の
霊
に
例
え
」（『
大
祓
講
義
』
九
～
一

〇
頁
）
て
禊
を
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

　

こ
れ
は
、
今
泉
先
生
が
無
茶
苦
茶
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
神
社
に
お
参
り
に
い
け
ば
、
神
社
の
前

に
は
必
ず
川
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
で
し
ょ
う
。
昔
は
、
そ
の
川
で
禊
を
し
た
う
え
で
境
内
に
入
り
ま
し
た
。
現
代
人
の
よ
う

に
気
軽
に
、
犬
の
散
歩
と
一
緒
に
境
内
に
入
っ
て
い
く
、
そ
ん
な
発
想
は
昔
の
人
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
聖
な
場
所
に
犬
を
連
れ
て
入
っ

て
い
く
行
為
は
、
昔
の
日
本
人
に
は
思
い
も
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
。
境
内
に
入
る
た
め
に
は
、
前
の
川
で
禊
を
し
て
か
ら
入
る
の
が
、
本

来
の
神
社
の
参
拝
の
仕
方
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
川
は
、
禊
川
と
か
御み

も
す
そ

裳
濯
川
と
か
祓
川
と
い
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
、
お
宮
の
前
に

流
れ
る
川
で
禊
を
す
る
の
か
、
と
い
う
と
、
そ
う
し
た
川
は
だ
い
た
い
神
社
の
裏
山
か
ら
流
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
す
。
神
社
の
裏
山
と

は
、
一
般
に
神
の
宿
る
所
で
あ
り
ま
す
。
神
様
が
そ
の
山
に
鎮
座
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
た
や
す
く
山
に
入
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
現
代
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人
の
よ
う
に
ピ
ク
ニ
ッ
ク
だ
、
ハ
イ
キ
ン
グ
だ
、
登
山
だ
と
い
っ
て
入
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
山
の
神
様
と

人
と
の
つ
な
が
り
は
川
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
川
が
唯
一
、
里
人
と
山
の
神
と
を
繋
ぐ
パ
イ
プ
役
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し

た
川
に
は
神
様
の
霊
が
籠
も
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
奈
良
の
大お

お
み
わ神
神
社
や
、
京
都
の
下
鴨
・
上
賀
茂
神
社
に
は
、
弓
矢
が
川
か
ら
流
れ
て
き
た
、
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

お
姫
様
が
そ
の
弓
矢
を
家
に
持
ち
帰
え
る
と
、
そ
れ
が
神
様
に
な
っ
た
、
と
い
う
伝
承
で
す
。
ま
た
、
昔
話
で
川
か
ら
流
れ
て
き
た
桃
の

中
か
ら
子
供
が
誕
生
し
ま
す
。
桃
太
郎
で
す
。
そ
の
子
供
が
将
来
、
村
人
を
困
ら
せ
る
鬼
を
退
治
す
る
力
を
持
つ
武
人
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
も
神
様
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
神
の
山
か
ら
流
れ
て
く
る
川
に
霊
力
が
籠
も
っ
て
い
る
、
と
昔
か
ら
誰
も
が
信
じ
て
い
た
の
で
す
。

よ
っ
て
、
そ
う
し
た
川
で
心
身
を
清
め
、
神
様
の
霊
力
を
い
た
だ
く
わ
け
で
す
。

　

海
の
場
合
は
、
海
の
彼
方
に
常
世
の
国
が
あ
る
。
神
様
の
世
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
常
世
の
国
と
人
と
を
繋
ぐ
パ
イ
プ
役
が
海
に
な
る

の
で
す
。
海
の
砂
や
塩
は
、
神
様
の
世
界
か
ら
流
れ
て
き
た
も
の
、
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
で
心
身
を
清
め
た
り
、
ま
た

直
接
海
に
入
っ
て
心
身
を
清
め
た
り
す
る
こ
と
で
、
神
様
の
霊
力
を
い
た
だ
く
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
禊
と
は
今
泉
先
生
が
い
う
よ
う
に
、
神
霊
が
籠
も
る
川
や
海
で
心
身
を
清
め
る
こ
と
で
、
そ
の
水
や
砂
や
塩
を
神
霊
と

見
立
て
て
自
分
の
霊
に
注
ぎ
入
れ
、
そ
の
力
で
内
側
か
ら
罪
穢
を
削
い
で
い
く
も
の
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
今
泉
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
説
は
、
決
し
て
無
茶
苦
茶
な
話
で
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
、
我
々
の
よ
う
な
凡
人

で
は
な
く
、
日
本
を
代
表
す
る
国
文
学
者
で
あ
り
ま
す
。
万
巻
の
古
典
を
読
ん
で
き
た
方
で
あ
り
ま
す
。
万
巻
の
古
典
か
ら
得
た
知
識
を

蓄
積
し
て
き
た
方
が
、
や
っ
と
十
年
か
け
て
行ぎ

ょ
う
と
の
整
合
性
を
確
信
・
確
証
し
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
我
々
が
今
泉
先
生
の
本
を
、
新

宗
教
の
一
種
と
し
て
蔑
視
す
る
こ
と
は
、
大
い
に
慎
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
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十
一　

禊
祓
の
意
義

　

つ
ぎ
に
、
禊
祓
の
意
義
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
今
泉
先
生
は
、
祖
神
垂
示
、
す
な
わ
ち
祖
神
か
ら
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
日
本
古

来
の
精
神
に
よ
る
と
、
宇
宙
万
有
す
べ
て
は
「
ム
ス
ヒ
の
神
の
霊
魂
」
か
ら
出
た
、
と
い
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
凶
悪
の
原
因
と
さ
れ
る
マ

ガ
ツ
ヒ
と
、
そ
れ
を
吉
善
へ
と
復
元
す
る
ナ
ホ
ヒ
と
は
、
と
も
に
こ
の
同
一
魂
か
ら
出
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
悪
い
こ
と
を

働
く
マ
ガ
ツ
ヒ
と
い
う
霊
魂
も
、
善
く
し
よ
う
と
す
る
ナ
ホ
ヒ
と
い
う
霊
魂
も
、
も
と
も
と
「
ム
ス
ヒ
の
神
の
霊
魂
」
か
ら
現
れ
た
も
の

で
す
か
ら
、
実
は
ナ
ホ
ヒ
と
マ
ガ
ツ
ヒ
は
同
じ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
か
。
ム
ス
ヒ
の
神
は
、
生
成

発
展
の
は
た
ら
き
を
す
る
霊
魂
で
あ
り
、
ナ
ホ
ヒ
が
元
来
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
マ
ガ
ツ
ヒ
は
「
ム
ス
ヒ
の
神
の
霊
魂
」
が
分
裂

し
た
相
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
、
分
裂
破
壊
の
は
た
ら
き
を
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
も
と
も
と
「
ム
ス
ヒ
の
神
の
霊
魂
」
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
ナ
オ
ヒ
に
還
り
、
再
び
生
成
発
展
し
よ
う
と
す
る
性
質
を
秘
め
て
い
る
。
そ
の
「
転
回
の
原
理
を
実
現
す
る
も
の
が
、
禊
祓
の
行
事

で
あ
る
」（「
禊
祓
の
根
本
精
神
」『
皇
道
論
叢
』
三
六
三
頁
）
と
今
泉
先
生
は
い
い
ま
す
。
本
居
宣
長
は
、
そ
れ
が
自
然
に
変
わ
る
ま
で
待

て
ば
い
い
、
と
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
今
泉
先
生
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
い
ま
す
。
そ
の
「
転
回
の
原
理
」
を
禊
祓
の
行
事
に
よ
っ
て

実
現
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ナ
ホ
ヒ
も
マ
ガ
ツ
ヒ
に
転
回
し
よ
う
と
す
る
性
質
を
秘
め
て
い

る
。
そ
れ
が
行
わ
れ
ば
穢
れ
と
な
る
。
そ
こ
で
、
今
泉
先
生
は
「
相
対
分
裂
性
の
禍
津
毘
が
、
絶
対
統
一
性
の
直
霊
に
転
回
還
元
す
る
こ

と
が
、
禊
祓
の
全
意
義
な
の
で
あ
る
」（「
禊
祓
の
根
本
精
神
」『
皇
道
論
叢
』
三
六
三
頁
）
と
説
明
し
た
の
で
す
。
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十
二　

神
の
子
は
神
で
あ
る

　

祖
神
の
垂
示
と
し
て
、
神
の
子
は
神
で
あ
る
、
と
い
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
日
本
人
は
皆
神
の
子
で
あ
る
、
と
教
え
て
き
た
わ
け
で
す
。

た
と
え
ば
、『
古
事
記
』
は
朝
廷
で
活
躍
し
て
い
る
、
ま
た
国
家
に
関
わ
る
人
々
の
ご
先
祖
様
の
、
神
代
か
ら
の
活
躍
を
載
せ
る
の
が
目

的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、『
古
事
記
』
は
、『
日
本
書
紀
』
以
上
に
神
代
に
出
て
く
る
祖
神
の
名
前
が
多
く
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
は
三
十
巻
の
大
部
で
あ
っ
て
、『
古
事
記
』
は
上
中
下
の
三
巻
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
氏
族
数

で
い
え
ば
、『
古
事
記
』
は
『
日
本
書
紀
』
の
二
倍
も
多
く
記
載
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
自
分
た
ち
の
ご
先
祖
様
が

神
代
か
ら
活
躍
し
て
き
た
こ
と
を
記
録
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
同
時
に
、
自
分
た
ち
の
ご
先
祖
様
は
神
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
記

録
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
平
安
時
代
に
な
っ
て
、『
新
撰
姓
氏
録
』
と
い
う
京
お
よ
び
畿
内
の
戸
籍
帳
が
出
来
ま
す
。『
新
撰
』

と
は
、
新
し
く
選
ば
れ
た
、
新
し
く
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
す
る
と
、
そ
の
前
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
た

と
え
ば
、
新
横
浜
と
は
、
横
浜
が
あ
っ
た
か
ら
新
横
浜
に
な
る
わ
け
で
す
。
横
浜
駅
が
な
い
の
に
新
横
浜
駅
を
作
っ
た
ら
可
笑
し
な
話
に

な
り
ま
す
。
横
浜
駅
が
あ
る
か
ら
新
横
浜
駅
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
で
、『
新
撰
姓
氏
録
』
と
は
、
前
に
『
姓
氏
録
』
が
あ
っ

た
か
ら
、『
新
撰
姓
氏
録
』
な
の
で
す
。
で
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
『
旧
撰
姓
氏
録
』
と
は
何
な
の
か
。『
古
事
記
』
研
究
の
大
家
で
あ
る
中

村
啓
信
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
そ
れ
が
『
古
事
記
』
な
の
で
す
。『
新
撰
姓
氏
録
』
を
見
た
ら
、
自
分
た
ち
の
先
祖
は
神
様
に
つ
な

が
る
の
か
、
天
皇
に
つ
な
が
る
の
か
、
そ
れ
と
も
外
国
の
ご
先
祖
様
に
つ
な
が
る
の
か
、
が
わ
か
り
ま
す
。
神
様
よ
り
上
の
子
孫
は
、
天

皇
の
子
孫
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
皇
別
と
神
別
と
蕃
別
、
す
な
わ
ち
帰
化
人
か
ど
う
か
で
分
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
ご
先
祖
様
が
天

皇
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
別
格
の
方
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
は
、
神
を
先
祖
に
持
つ
家
で
す
。
で
す
か
ら
、
我
々
は
皆
神
の
子
だ
、
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と
い
う
こ
と
は
、
古
代
か
ら
信
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
奈
良
時
代
に
『
古
事
記
』
が
編
纂
さ
れ
、
平
安
時
代
に
『
新

撰
姓
氏
録
』
が
編
纂
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
の
子
は
神
に
決
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
神
の
子
が
な
ぜ
人
間

な
の
だ
。
神
の
子
は
神
だ
、
と
今
泉
先
生
は
い
う
わ
け
で
す
。

神
な
る
が
故
に
過
を
知
り
、
尤
を
知
り
、
罪
を
知
る
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
過
た
な
い
、
尤
を
作
ら
な
い
、
罪
を
犯
さ
な
い
。
神
そ
の

ま
ま
の
生
活
を
す
る
の
が
神
と
し
て
の
人
間
の
当
然
の
事
で
あ
る
。
神
の
子
と
し
て
の
人
間
は
、
人
間
と
し
て
の
神
た
る
生
活
を
す

る
の
が
、
其
自
性
で
あ
り
、
持
前
で
あ
る
。
然
し
、
若
し
神
と
離
れ
、
神
の
子
た
る
こ
と
を
忘
れ
る
と
、「
許こ

こ

た

く

の

許
太
久
乃
罪つ

み
い
で出
武む

」

多
く
の
罪
出
で
来
る
で
あ
ら
う
。（『
大
祓
講
義
』
一
三
九
頁
）

と
。

十
三　

神
の
魂
に
還
る
こ
と
が
大
祓
の
眼
目

　

ま
た
、

我
々
は
神
の
分
霊
分
魂
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
万
一
間
違
ひ
を
起
し
た
時
に
は
、
再
び
神
の
魂
に
還
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
中

略
）
之
が
大
祓
の
眼
目
で
あ
り
、
精
神
で
あ
り
ま
す
。（『
大
祓
講
義
』
三
九
頁
）

　

我
々
は
神
の
子
で
あ
る
。
神
の
子
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
ナ
オ
ヒ
の
霊
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ナ
オ
ヒ
の

霊
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
忘
れ
る
か
ら
、
人
格
統
一
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
罪
穢
れ
に
お
か
さ
れ
る
の
で
あ
り

ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
時
は
我
々
の
心
を
神
の
魂
に
も
う
一
度
戻
せ
ば
よ
い
。
も
う
一
度
神
に
な
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
そ
れ
が
ま
さ
し
く

禊
で
あ
り
、
祓
で
あ
り
、
大
祓
の
眼
目
で
あ
る
、
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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十
四　

人
を
祓
う
資
格
＝
祓
戸
の
神
に
な
る
こ
と

　

次
の
今
泉
先
生
の
説
は
、
神
主
さ
ん
を
対
象
に
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ム
ス
ヒ
の
神
の
霊
魂
」
を
受
け

る
も
の
は
、
誰
も
が
対
象
に
な
る
の
で
す
。

祓
を
す
る
と
云
ふ
の
は
結
局
神
と
合
一
す
る
事
で
あ
り
ま
す
。
又
人
を
祓
ふ
資
格
を
神
主
は
ど
こ
か
ら
得
る
か
と
云
ひ
ま
す
と
、
祓

戸
の
神
と
合
一
す
る
と
い
ふ
事
に
於
い
て
、
初
め
て
人
を
祓
ふ
資
格
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。（『
大
祓
講
義
』
三
八
頁
）

十
五　

神
人
合
一
し
た
人
の
使
命

自
分
が
神
と
な
っ
て
、
始
め
て
人
を
祓
ふ
事
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
本
当
に
我
が
直
霊
が
開
け
て
、
神
直
日
の
境
地
に
到
れ
ば
、

自
他
を
善
化
し
、
万
物
を
浄
化
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
ど
う
ぞ
御
互
に
此
の
神
業
を
体
得
し
て
、
唯
自
己
を
祓
ひ
、

一
家
を
祓
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
人
類
同
胞
を
神
化
せ
し
む
る
と
同
時
に
、
宇
宙
万
有
を
も
神
化
せ
し
む
る
神
業
に
精
進
し
て
、
そ
の

結
果
、
水
に
も
溺
れ
ず
、
火
に
も
焼
け
ず
、
乾
坤
独
歩
、
縦
横
自
在
、
思
ひ
立
つ
日
が
吉
日
吉
時
、
向
ふ
処
は
吉
方
吉
処
、
何
事
も

我
が
為
さ
ん
と
す
る
所
を
為
し
、
我
が
云
は
ん
と
す
る
所
を
云
ひ
得
る
や
う
精
進
す
る
の
が
、
大
祓
の
精
神
で
あ
り
ま
す
。（『
大
祓

講
義
』
一
五
六
頁
）

と
い
い
ま
す
。
ま
さ
に
「
神
直
日
の
境
地
」
に
到
れ
ば
、
自
分
だ
け
で
は
な
く
、
他
人
を
も
善
化
し
、
そ
し
て
万
物
を
も
浄
化
す
る
。
こ

れ
が
当
然
の
行
い
な
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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お
わ
り
に

　

ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
泉
定
助
先
生
は
、
川
面
凡
児
の
行
法
に
出
会
う
こ
と
で
、「
異
色
あ
る
学
問
の
建
設
に
志
し
、
国
学
研

究
に
一
つ
の
新
し
い
道
を
加
へ
る
に
至
っ
た
」
と
告
白
し
た
よ
う
に
、
著
名
な
国
文
学
者
か
ら
古
神
道
家
へ
と
転
進
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

得
た
大
事
な
教
え
は
、
祖
神
垂
示
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
の
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
不
変
の
教
え
、
そ
れ
に
よ
る
霊
魂
観
（
直な

お
ひ霊
・

産む
す
ひ霊
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
彼
我
一
体
の
思
想
、
す
な
わ
ち
宇
宙
万
有
一
体
の
思
想
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
祖
神
垂
示
を
体
得
し
た
今
泉
先
生
は
、
大
祓
の
目
的
を
、
平
和
を
第
一
と
す
る
神
（
直な

お
ひ霊
）
の
御
心
と
一
体
、
す
な
わ
ち
神

人
合
一
す
る
ま
で
人
格
を
陶
冶
し
、
そ
れ
で
得
ら
れ
た
成
果
を
惜
し
げ
も
無
く
他
人
に
分
け
与
え
る
。
そ
し
て
、
み
ん
な
で
宇
宙
万
有
を

こ
と
ご
と
く
浄
化
し
て
、
罪
穢
れ
に
よ
る
災
い
や
争
い
の
な
い
、
平
和
な
世
界
を
実
現
す
る
事
、
と
教
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

今
泉
先
生
は
、
最
晩
年
、
病
床
の
中
、
突
然
起
き
て
羽
織
袴
に
着
替
え
、
皇
居
に
向
か
い
拝
礼
し
ま
す
。
な
ぜ
皇
居
を
拝
礼
す
る
の
か
、

と
い
い
ま
す
と
、
直
霊
を
一
番
体
現
さ
れ
、
無
私
の
状
態
で
我
々
に
施
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
、
天
皇
で
あ
る
か
ら
で
す
。「
ム
ス

ヒ
の
神
の
霊
魂
」
を
そ
の
ま
ま
体
現
な
さ
れ
て
、
天
照
大
神
と
一
体
と
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
、
天
皇
だ
と
い
い
ま
す
。
彼
は
そ
の

様
に
考
え
ま
す
。
わ
が
国
が
ず
っ
と
祖
神
垂
示
の
ま
ま
で
い
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
「
ム
ス
ヒ
の
神
の
霊
魂
」
を
そ
の
ま
ま
体
現
な

さ
っ
て
い
る
天
皇
の
お
か
げ
、
と
考
え
ま
す
。
天
皇
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
宇
宙
心
を
ず
っ
と
持
ち
つ
づ
け
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。
し
か
し
、
戦
争
の
時
代
に
な
り
、
世
の
中
が
大
変
悪
く
な
っ
て
き
た
。
今
泉
先
生
は
、
総
理
大
臣
や
陸
海
軍
の
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
に
知
り
合
い
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
し
た
天
皇
を
い
た
だ
く
国
体
論
の
講
義
を
彼
ら
に
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

も
う
一
度
日
本
人
に
祖
神
垂
示
の
精
神
を
思
い
出
さ
せ
よ
、
彼
我
一
体
の
精
神
を
取
り
戻
さ
せ
よ
、
と
総
理
大
臣
や
陸
海
軍
の
ト
ッ
プ
に
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レ
ク
チ
ャ
ー
す
る
の
で
す
。
そ
の
う
ち
の
一
人
東
条
英
機
は
、
彼
の
中
学
校
教
員
時
代
の
教
え
子
で
す
。
で
す
か
ら
、
直
談
判
し
ま
す
。

し
か
し
、
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
東
条
の
次
に
総
理
大
臣
に
な
っ
た
小
磯
国
昭
に
期
待
し
ま
す
。
小
磯
と
は
昵
懇
の
間
柄
で
し

た
か
ら
、
お
願
い
し
て
小
磯
内
閣
に
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
あ
な
た
が
た
が
日
本
人
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
、
誇
り
あ
る
日
本

に
返
せ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
レ
ク
チ
ャ
ー
を
繰
り
返
し
ま
す
が
、
昭
和
十
九
年
を
む
か
え
て
、
つ
い
に
病
に
冒
さ
れ
ま
す
。

今
泉
先
生
は
ず
っ
と
病
床
に
伏
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
は
い
か
ん
、
と
い
う
こ
と
で
、
急
に
起
き
出
し
ま
し
て
、
家
族
に
羽
織
袴
を

用
意
し
て
く
れ
、
と
頼
み
ま
す
。
そ
し
て
、
羽
織
袴
に
着
替
え
、
皇
居
の
方
に
向
か
っ
て
深
々
と
拝
礼
す
る
わ
け
で
す
。
大
変
申
し
訳
あ

り
ま
せ
ん
、
と
。
自
分
は
こ
の
国
が
悪
い
方
に
い
く
の
を
食
い
止
め
る
た
め
に
命
を
か
け
て
講
義
を
し
て
き
た
。
命
を
か
け
て
教
え
て
き

た
。
し
か
し
、
私
の
力
不
足
が
陛
下
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
変
申
し
訳
な
い
、
と
拝
礼
し
て
、
最
後
に
「
世
界
皇
化
」

を
大
書
し
ま
す
。
宇
宙
万
有
こ
と
ご
と
く
浄
化
し
て
、
罪
穢
れ
に
よ
る
災
い
や
争
い
の
な
い
世
界
平
和
を
実
現
す
る
、
こ
れ
が
「
世
界
皇

化
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
を
大
書
し
て
、
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
世
界
皇
化
」
と
は
、
宇
宙
万
有
こ
と
ご
と
く
平
和
に
す
る
、
大
祓
の
精
神
を
意
味
し
ま
す
。
以
上
の
よ
う
な
今
泉
先
生
の
お
考
え
を

伺
っ
た
大
倉
邦
彦
は
、
い
ま
ま
で
考
え
て
き
た
自
分
の
宇
宙
心
が
、
い
か
に
ち
っ
ぽ
け
で
あ
っ
た
か
と
改
め
て
感
じ
た
こ
と
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
ち
っ
ぽ
け
す
ぎ
る
。
こ
れ
以
上
主
張
す
る
こ
と
は
や
め
よ
う
、
と
お
考
え
に
な
っ
て
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
今
泉
先
生
の
講
義

を
拝
聴
し
た
こ
と
で
、
宇
宙
心
と
い
う
言
葉
を
書
く
の
を
止
め
ら
れ
た
の
だ
、
と
思
い
ま
す
。
今
泉
先
生
の
ス
ケ
ー
ル
が
あ
ま
り
に
大
き

す
ぎ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
、
私
の
宇
宙
心
が
あ
ま
り
に
も
小
さ
す
ぎ
る
。
こ
れ
で
は
い
か
ん
、
と
反
省
な
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
後
、
大
倉
が
研
究
所
の
修
養
会
で
禊
を
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
こ
と
が
要
因
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
よ
う
に
、
今
泉
先
生
の
影
響
を
大
倉
邦
彦
は
一
身
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
敬
愛
を
も
っ
て
接
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

戦
後
、
今
泉
先
生
は
誤
解
を
受
け
ら
れ
、
ま
っ
た
く
相
手
に
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
今
泉
定
助
が
大
変
立
派
な
神
道
家
で
あ
っ
た
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こ
と
は
、
以
上
で
ご
理
解
で
き
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
現
象
面
の
み
対
象
に
し
た
学
問
が
、
客
観
的
と
持
て
囃
さ
れ
る
現
代
に
お
い
て
、

主
客
一
体
の
祖
神
垂
示
を
見
直
し
、
今
泉
先
生
を
再
評
価
す
る
こ
と
は
、
学
問
の
幅
を
持
た
せ
る
上
で
も
、
精
神
文
化
を
豊
か
に
す
る
上

で
も
有
意
義
で
あ
る
、
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
気
持
ち
を
込
め
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
五
月
十
八
日
横
浜
市
大
倉
山
記
念
館
ホ
ー
ル
に
て
、
大
倉
山
公
演
会
「
こ
こ
ろ
を
磨
き
、

か
ら
だ
を
鍛
え
る
」
の
第
三
回
講
演
「
自
他
を
善
化
し
、
万
物
を
浄
化
す
る
─
ミ
ソ
ギ
と
ハ
ラ
エ
の
意
義
を
読
み
解
く
─
」
の
講

演
録
を
加
筆
増
補
し
た
も
の
で
す
。
増
補
す
る
に
あ
た
っ
て
、
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
所
長
平
井
誠
二
先
生
と
同
研
究
員
星
原
大

輔
氏
か
ら
、
ご
教
示
な
ら
び
に
資
料
の
提
供
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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