
垂
加
派
知
識
人
に
よ
る
正
統
性
の
生
産

小

林

准

士

【
要
約
】
　
山
崎
闇
斎
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
神
道
説
で
あ
る
垂
加
神
道
の
受
容
過
程
に
着
目
し
、
垂
加
派
の
神
道
家
が
近
世
社
会
の
中
で
文
化
資
本
を
ど

の
よ
う
に
獲
得
し
、
ま
た
再
配
分
し
て
い
っ
た
の
か
、
を
本
稿
で
は
考
察
し
た
。

　
垂
繋
馬
が
掲
げ
た
既
成
神
道
説
の
「
集
大
成
」
と
は
、
謬
説
編
成
上
の
様
式
で
あ
り
、
近
世
的
な
知
識
人
が
、
中
世
以
来
特
権
的
な
場
で
蓄
積
さ
れ
て

き
た
文
化
資
本
を
獲
得
す
る
様
式
で
あ
る
。
垂
線
派
の
門
弟
は
、
師
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
伝
授
の
階
梯
を
経
過
す
る
こ
と
で
、
「
集
大
成
」
に
よ
っ
て

獲
得
し
た
文
化
資
本
を
駆
使
し
て
君
臣
の
教
説
を
正
統
化
し
、
正
統
化
し
た
君
臣
の
教
説
に
基
づ
い
て
、
お
も
に
公
家
・
社
家
・
武
家
な
ど
支
配
身
分
の

職
分
を
正
統
化
す
る
技
法
、
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
垂
加
神
道
は
、
そ
の
よ
う
な
正
統
性
の
生
産
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
求
め
た
人
々

に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
○
巻
三
号
　
【
九
九
七
年
五
月

加派知識人による正統性の生産（小林）

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
「
戦
前
」
に
尊
王
論
的
枠
組
に
よ
る
評
価
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
以
降
、
「
戦
後
」
に
お
い
て
は
一
部
の
研
究
者
を
除
い
て
あ
ま
り
論
及
さ
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
八
～
一
六
八
ご
）
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
神
道
示
す
な
わ
ち
旨
旨
神
道
に
つ
い
て
、
近
年
に
な
っ
て
近

世
日
本
の
思
想
史
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
を
強
調
す
る
研
究
が
い
く
つ
か
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

一
九
九
〇
年
に
翻
訳
・
出
版
さ
れ
た
ヘ
ル
マ
ソ
・
オ
ー
ム
ス
著
『
徳
川
イ
デ
痩
目
ギ
…
』
が
あ
る
。
オ
ー
ム
ス
は
、
こ
の
著
作
の
六
章
と
七
章

に
お
い
て
垂
加
神
道
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
と
し
て
完
結
し
た
構
造
を
そ
な
え
て
い
た
こ
と
に
よ
り
効
力
を
も
っ
た
と
し
、
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

世
代
の
後
、
あ
ら
ゆ
る
身
分
の
日
本
人
が
彼
（
山
崎
闇
斎
－
筆
者
注
）
の
教
説
に
よ
っ
て
「
問
い
た
だ
さ
れ
」
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
主
張
し
た
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の
で
あ
っ
た
。
ま
た
最
近
、
前
田
勉
は
、
「
戦
後
」
に
お
け
る
垂
加
神
道
の
過
小
評
価
を
批
判
す
る
文
脈
で
、
垂
加
神
道
に
見
ら
れ
る
「
現
人

神
天
皇
の
観
念
」
が
近
世
に
お
い
て
「
下
か
ら
自
生
的
に
生
ま
れ
て
き
た
」
と
す
る
認
識
を
前
提
に
、
神
観
念
に
お
け
る
民
間
信
仰
と
の
共
通

性
、
天
皇
を
守
護
す
る
「
臣
民
」
は
死
後
神
に
な
る
と
い
う
教
説
の
存
在
な
ど
を
論
拠
に
し
て
、
そ
の
受
容
に
大
衆
的
基
盤
が
あ
っ
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
④

主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
両
者
の
研
究
は
、
論
拠
に
違
い
は
あ
れ
、
と
も
に
垂
舶
神
道
が
諸
身
分
の
境
界
を
こ
え
て
広
範
に
受
容
さ
れ
た
こ
と

を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
両
者
の
主
張
は
充
分
に
論
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
方
法
的
に
も
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
野
蚕
ム
ス
の
研
究
に
つ
い
て
言
え
ば
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
垂
加
神
道
の
教
説
が
そ
の
受
け
手
に
対
し
て
効
力
を
発
揮
す
る
場
面
や
過
程
に
つ
い
て
充
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い

　
　
⑤

な
い
し
、
前
田
の
研
究
の
場
合
で
も
、
例
え
ば
「
臣
民
」
が
死
後
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
と
い
う
教
説
が
本
当
に
受
容
者
の
関
心
の
中
心
と
な
っ

て
い
た
と
言
え
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
前
田
の
主
張
は
、
垂
耳
派
の
神
道
家
に
よ
る
主
張
の

一
部
を
実
態
視
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
か
れ
ら
の
教
説
の
伝
達
様
式
を
無
視
し
た
議
論
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
方
法
的
な
次
元
で
こ
の
よ
う
な
問
題
点
が
両
者
に
生
じ
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
闇
斎
没
後
に
お
け
る
草
加
神
道
の
受
容
過
程
の
特
質
に
注
意

が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
あ
る
程
度
論
及
が
あ
る
。
例
え
ば
、
か
つ
て
丸
山

真
男
は
「
闇
斎
学
と
闇
斎
学
派
」
に
お
い
て
儒
学
と
神
道
を
含
む
闇
斎
学
派
の
展
開
の
あ
り
か
た
に
触
れ
、
か
れ
ら
が
「
正
統
」
（
オ
ー
ソ
ド
ク

シ
ー
と
レ
ジ
チ
マ
シ
ー
）
の
生
産
を
課
題
と
し
た
こ
と
が
闇
斎
学
派
に
均
質
性
と
と
も
に
抗
争
の
激
し
さ
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て

　
　
　
　
　
　
⑥

い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
か
れ
ら
が
正
統
性
の
生
産
を
課
題
と
し
た
こ
と
の
意
味
を
累
加
派
の
社
会
的
な
広
が
り

と
関
連
づ
け
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
岸
野
俊
彦
は
、
幕
末
期
に
お
け
る
尾
張
の
垂
下
派
に
よ
る
本
居
宣
長
へ
の
批
判
を
取

り
上
げ
、
か
れ
ら
が
神
道
は
「
上
天
皇
、
夷
よ
り
し
て
雲
上
歴
女
の
外
ハ
知
ら
ず
し
て
く
る
し
か
ら
ず
。
中
等
以
下
の
も
の
ハ
儒
教
仏
教
に
て

　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

事
足
れ
り
」
と
し
て
受
容
者
を
限
定
化
す
る
こ
と
で
、
宣
長
学
と
の
差
異
化
を
図
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
前
田
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
垂
密
男
の
神
道
家
は
一
般
の
人
々
が
神
道
を
学
ぶ
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
閉
ざ
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
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垂加派知識人による正統性の生産（小林）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

推
奨
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
尾
張
垂
素
絹
に
よ
る
受
容
者
の
限
定
化
は
宣
長
学
の
広
が
り
へ
の
対
応
の
中
か
ら
で
て
く
る
も
の
と
し
て
考
え
た

ほ
う
が
よ
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
差
異
化
の
戦
略
を
採
用
す
る
担
い
手
の
社
会
的
性
格
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
右
に
み
た
研
究
史
の
状
況
を
ふ
ま
え
、
闇
斎
以
後
の
門
人
間
に
お
け
る
垂
加
神
道
の
展
開
過
程
の
特
質
、
と
く
に
垂
加

派
の
神
道
顧
た
ち
が
近
世
社
会
の
中
で
占
め
た
位
置
と
、
彼
ら
に
よ
る
正
統
性
の
生
産
を
中
心
と
し
た
言
説
上
の
諸
戦
略
の
意
味
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
垂
加
派
の
神
道
家
に
よ
る
教
説
が
受
容
者
に
対
し
て
伝
達
さ
れ
た
様
式
に
注
乏
し
た
い
。
換
言
す

れ
ぱ
、
彼
ら
が
遺
し
た
諸
女
の
テ
ク
ス
ト
を
、
そ
の
生
産
者
で
あ
る
彼
ら
と
読
み
手
（
な
い
し
は
聞
き
手
）
の
戦
略
が
交
差
す
る
場
所
に
置
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

読
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
近
代
天
皇
調
と
の
関
連
の
中
で
主
題
化
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
垂
加
神
道
を
、
近
代
と
は
異
な

っ
た
近
世
に
お
け
る
知
の
配
分
構
造
や
正
統
性
の
生
産
様
式
を
窺
う
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

①
　
小
林
健
三
『
垂
加
神
道
の
研
究
』
（
至
文
堂
、
　
一
九
四
〇
年
）
が
代
表
的
で
あ

　
る
。

②
　
ぺ
り
か
ん
社
刊
。
原
著
は
一
九
八
五
年
刊
。

③
同
門
、
三
笈
三
頁
。

④
　
　
「
守
護
さ
れ
る
現
人
神
」
（
『
江
戸
の
思
想
』
四
、
国
家
（
自
己
）
像
の
形
成
、

　
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
年
）
。
前
田
に
は
他
に
、
「
呪
術
師
玉
木
正
英
と
現
人
神
」

　
（
『
電
蓄
文
化
論
叢
師
三
、
愛
知
教
育
大
学
日
本
文
化
研
究
察
、
一
九
九
五
年
）
、

　
「
音
見
幸
和
の
「
神
代
」
解
釈
」
（
『
季
冊
日
本
思
想
史
』
四
七
、
一
九
九
六
年
）

　
が
あ
る
。

⑤
　
こ
の
点
に
か
ん
す
る
オ
ー
ム
ス
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
宇
野
田
尚
哉
「
テ

　
ク
ス
ト
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
・
構
造
主
義
」
、
石
黒
衛
「
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
完
結
」

　
批
判
”
闇
斎
学
派
の
展
開
」
（
と
も
に
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
徳
川
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
』

　
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。

⑥
『
日
本
思
想
大
系
一
跨
山
崎
闇
斎
学
派
』
解
説
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
○
年
）
。

　
し
か
し
な
ぜ
正
統
性
の
生
産
が
課
題
と
さ
れ
た
の
か
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。

⑦
　
岸
野
俊
彦
「
毘
張
垂
加
派
（
高
木
秀
條
・
深
田
無
実
）
の
宣
長
学
批
判
に
関
す

　
る
史
料
」
（
『
名
古
屋
自
由
学
院
短
期
大
学
研
究
紀
婆
』
二
〇
、
一
九
八
八
年
）
一

　
二
頁
。

⑧
　
岸
野
俊
彦
「
尾
張
垂
加
派
の
宜
長
学
批
凋
の
特
質
」
（
『
歴
史
評
論
』
四
六
一
、

　
一
九
八
八
年
目
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
き
や
う

⑨
　
た
と
え
ぽ
玉
木
正
英
の
門
人
で
あ
る
岸
大
路
持
之
は
、
「
神
教
と
て
も
た
や
す

　
　
ぐ
　
あ
　
ぐ
　
あ
　
　
あ
ん
し
ん
け
つ
じ
や
う
　
む
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ニ
と
　
　
　
　
　
　
み
し
か
　
　
　
　
　
そ
め
か
き
し
る

　
く
愚
夫
愚
婦
の
安
心
決
定
の
旨
あ
ら
ん
や
と
、
閃
け
も
な
き
短
き
筆
を
染
書
記
し

　
ぬ
」
と
し
て
『
神
道
一
枚
起
請
』
（
享
保
二
〇
（
一
七
三
五
）
年
刊
、
尊
墨
久
「
岸

　
大
路
洗
斎
の
学
問
と
業
績
（
下
）
」
〔
『
神
道
史
研
究
』
二
八
－
一
、
一
九
八
○
年
〕

　
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
）
と
い
う
草
子
本
を
出
版
し
て
い
る
。
な
お
磯
前
順
一
「
近

　
代
エ
ク
リ
チ
ェ
ー
ル
の
統
一
」
（
『
現
代
思
想
賑
特
集
想
像
の
共
同
体
、
一
九
九
六

　
年
八
月
号
）
が
、
こ
の
草
子
本
に
触
れ
つ
つ
、
近
世
の
版
本
に
お
け
る
エ
ク
リ
チ

　
エ
ー
ル
と
読
者
と
の
闘
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

⑩
正
親
町
公
通
を
中
心
と
し
た
垂
加
派
の
展
開
、
特
に
朝
廷
へ
の
受
容
や
門
人
間

　
で
の
対
立
、
分
裂
に
か
ん
す
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
池
照
雪
雄
「
草
加
神
道
と
正
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親
町
公
通
」
（
『
神
道
研
究
』
三
一
二
、
一
九
四
二
年
）
、
お
よ
び
『
東
京
帝
国
大

学
神
道
研
究
室
旧
蔵
欝
　
琶
録
お
よ
び
解
説
隔
（
東
京
裳
鵬
版
、
　
一
九
九
六
年
）

の
第
一
部
解
説
、
第
三
章
正
親
町
家
旧
蔵
書
（
磯
前
順
一
、
小
倉
慈
司
執
筆
）
を

参
照
。
特
に
後
者
は
、
「
こ
れ
ま
で
の
思
想
史
研
究
で
は
、
垂
加
神
道
は
良
く
も

悪
く
も
忠
君
思
想
の
典
型
と
し
て
、
当
時
の
社
会
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
観
念

的
に
論
じ
ら
れ
、
江
戸
前
半
期
の
知
識
人
層
の
も
つ
徴
界
観
の
一
つ
を
表
現
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
つ
の
思
想
が
そ
の
流
布
す
る
場
に
応
じ

て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
か
と
い
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
朝
廷
と
い
う
場
と
そ

の
外
側
で
、
ま
た
同
じ
朝
廷
内
で
も
時
代
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
、
異
な
っ
て
く

る
は
ず
で
あ
る
。
過
虫
の
思
想
を
時
代
状
況
の
反
映
物
と
し
て
媒
足
れ
り
と
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
思
想
と
社
会
と
の
関
係
性
そ
の
も
の
を
主
題
化
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
」
（
一
九
〇
頁
）
と
の
前
提
に
た
ち
、
正
親
町
家
を
申
心
と
し
た
垂

加
派
の
動
向
に
触
れ
て
お
り
、
有
益
で
あ
る
。
こ
れ
と
問
題
関
心
を
同
じ
く
し
な

が
ら
も
、
本
稿
で
は
、
垂
加
派
に
お
け
る
言
説
上
の
戦
略
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
で
、

課
題
に
応
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
ま
た
最
近
、
樋
口
浩
造
「
教
説
の
時
代
と
近
世
神
道
一
望
加
神
道
を
考
え
る

　
一
」
（
艮
本
思
想
史
学
会
編
『
欝
本
思
想
史
学
』
二
八
号
、
」
九
九
六
年
、
ぺ

　
り
か
ん
社
）
も
、
轡
説
編
成
に
着
目
し
て
垂
加
墾
道
を
扱
っ
て
お
り
、
一
七
世
紀

　
の
神
道
激
説
（
度
会
延
佳
（
｝
六
一
五
～
一
六
九
〇
）
と
吉
川
惟
足
（
一
六
一
六

　
～
一
六
九
五
）
の
そ
れ
）
か
ら
一
八
世
紀
の
神
道
教
説
翻
垂
加
派
へ
の
転
回
を
、
理

　
の
普
遍
性
に
依
拠
し
た
日
用
の
教
説
か
ら
、
看
臣
道
徳
の
主
題
化
を
通
じ
て
「
異

　
嗣
（
中
国
と
に
対
す
る
「
我
囲
（
日
本
）
」
の
優
越
を
語
る
教
説
へ
の
移
行
と
し

　
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
点
で
の
差
異
が
一
七
世
紀
と
一
八
世
紀
の

　
「
断
絶
」
と
し
て
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
（
盤
加
派
も
普
遍
性
に
依

　
悔
し
て
い
る
）
、
差
異
と
し
て
も
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
今
の
と
こ
ろ
考

　
え
て
お
り
、
一
章
で
見
る
よ
う
に
延
佳
や
書
足
と
垂
加
派
と
の
種
差
を
別
の
と
こ

　
ろ
に
求
め
て
い
る
。

⑪
こ
う
し
た
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
社
会
学
を
参
考

　
に
し
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
は
、
『
話
す
と
い
う
こ
と
』
（
藤
原
書
店
、
一
九
九
三

　
年
）
を
参
照
。
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欝
説
編
成
の
様
式
と
し
て
の
「
集
大
成
」

　
（
1
）

　
従
来
「
神
道
史
」
に
お
い
て
は
、
垂
加
神
道
は
中
世
の
社
家
神
道
や
近
世
の
儒
家
神
道
な
ど
を
「
集
大
成
」
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
説
か
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
闇
斎
自
身
が
標
榜
し
た
命
題
に
も
と
づ
き
、
そ
の
門
人
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
、
近
代
の
神
道
史
家

に
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
垂
加
神
道
を
既
成
の
神
道
説
の
「
集
大
成
」
と
み
な
す
見
解
に
お
い
て
、
「
集
大
成
」

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
か
。

　
小
林
健
三
は
、
『
垂
加
神
道
の
研
究
』
の
中
で
、
垂
垂
神
道
に
よ
る
「
集
大
成
」
の
意
義
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
「
吾
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国
古
来
の
道
」
で
あ
る
「
神
道
」
と
「
神
道
」
に
も
と
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
様
肉
な
神
道
説
の
歴
史
で
あ
る
「
神
道
史
」
を
区
別
し
、
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

狙
挾
学
派
に
よ
る
「
神
道
否
定
説
」
を
否
定
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
径
練
学
派
に
よ
る
「
神
道
否
定
説
」
と
は
、
太
宰
春
台
が
『
寄
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

書
』
で
「
凡
今
の
人
神
道
を
我
国
の
道
と
思
ひ
、
儒
仏
道
と
な
ら
べ
て
是
一
つ
の
道
と
心
得
粋
事
、
大
な
る
謬
に
て
候
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
「
神
道
」
を
「
我
国
の
道
」
と
み
な
す
こ
と
を
否
定
す
る
議
論
で
あ
る
。
垂
加
神
道
を
既
成
神
道
説
の
「
集
大
成
」
と
し
て
「
神
道

史
」
上
に
位
置
づ
け
る
に
は
、
垂
幕
神
道
と
既
成
の
神
道
説
と
を
共
に
「
豊
国
古
来
の
道
」
で
あ
る
「
神
道
」
に
も
と
つ
く
言
説
と
し
て
同
列

に
扱
う
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
小
林
は
、
「
神
道
否
定
説
」
を
否
定
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
神
道
」
を
「
吾
国
古
来
の
道
」
と
み
な
す
こ
と
は
自
明
で
は
な
い
。
黒
田
俊
雄
に
よ
れ
ば
、
中
世
以
前
に
お
い
て
は
「
神

道
」
と
い
う
言
葉
に
「
吾
国
古
来
の
道
」
と
い
う
語
義
は
み
ら
れ
ず
、
そ
う
し
た
語
義
は
吉
田
兼
倶
（
一
四
三
五
～
一
五
一
一
）
に
お
い
て
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
、
よ
う
や
く
近
世
に
い
た
っ
て
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
単
に
語
義
の
上
だ
け
に
と
ど
ま
る
問
題
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般

に
中
世
神
道
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
神
道
説
は
、
「
田
草
古
来
の
道
」
で
あ
る
「
神
道
」
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
も

と
も
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
中
世
神
道
と
、
「
神
道
」
を
「
我
国
の
道
」

と
し
て
捉
え
た
う
え
で
構
築
さ
れ
る
近
世
以
降
の
神
道
説
と
を
、
同
じ
「
神
道
史
」
の
枠
の
中
で
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
兼
言
以
降
、
「
神
道
は
我
国
（
日
本
）
の
道
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
新
た
に
主
張
さ
れ
、
そ
の
命
題
に
基
づ
い
て
言
説
が
構
築
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
そ
の
言
説
は
次
の
よ
う
な
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
様
女
な
神
道
説
の
構
築
者
は
、
「
我
国
（
霞
本
）
」
と
そ
の
「
道
」

で
あ
る
「
神
道
」
を
正
統
化
し
、
正
統
化
し
た
「
神
道
」
に
も
と
つ
く
も
の
と
し
て
自
己
の
言
説
を
正
当
化
す
る
。
そ
し
て
、
「
我
国
（
日
本
）

の
道
」
と
し
て
の
「
神
道
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
構
成
を
共
有
し
、
そ
の
正
統
な
答
え
を
賭
け
金
と
し
て
言
説
を
編
成
す
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。
こ
の
間
題
構
成
を
共
有
す
る
者
か
ら
な
る
社
会
空
間
に
お
い
て
神
道
説
を
生
産
す
る
も
の
は
、
外
部
に
対
し
て
は
「
神
道
は
我
国
（
日

本
）
の
道
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
正
し
さ
を
共
に
主
張
す
る
一
方
で
、
こ
の
解
答
を
様
々
な
形
で
行
う
と
い
う
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
は
競
合
す

る
の
で
あ
る
。
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（
2
）

　
右
に
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
垂
加
神
道
に
よ
る
神
道
説
の
「
集
大
成
」
と
言
わ
れ
る
事
態
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
直
し
て
み
る
必

要
が
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
た
め
の
糸
口
と
し
て
、
ま
ず
闇
斎
の
門
人
が
「
集
大
成
」
と
呼
ば
れ
る
言
説
編
成
の
あ
り
方
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
渋
川
春
海
（
エ
ハ
三
九
～
一
七
一
五
）
の
門
人
で
あ
る
谷
秦
山
（
一
六
六
三
～
一
七
一
八
）
の
記
し
た
『
秦
山
斗
』

に
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
春
海
の
言
葉
が
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
神
道
は
我
国
の
道
、
学
者
当
に
切
要
講
究
す
べ
き
所
、
往
古
我
が
国
神
道
を
以
て
天
下
を
治
め
、
夏
道
を
雑
へ
ざ
る
こ
と
数
千
歳
、
国
家
又
安
な
り
。
中

　
　
　
古
儒
仏
の
二
期
我
が
国
に
入
り
、
学
者
彼
の
広
大
精
妙
の
説
に
耽
り
、
我
が
質
朴
簡
淡
の
味
を
忘
れ
、
二
露
国
に
満
ち
、
神
道
無
き
が
如
し
。
偶
之
を
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
く
者
、
儒
を
雑
へ
仏
に
混
じ
、
和
泥
合
水
、
我
が
垂
加
社
の
若
き
無
し
。
何
と
な
れ
ば
垂
加
は
養
母
な
く
、
諸
家
の
奥
秘
を
行
き
、
集
め
て
大
成
せ
り
。

　
こ
の
言
動
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
「
集
大
成
」
と
い
う
言
説
編
成
の
方
式
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
既
成
の
諸
言
説
に
対
し
て
垂
泣
派
の
神

道
家
が
取
り
得
た
立
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
に
お
い
て
は
、
「
中
古
」
以
降
の
「
諸
家
の
奥
秘
」
を
「
我
国
の
道
」
と
し
て
の
「
神
道
」

か
ら
派
生
し
た
言
説
と
み
な
す
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
儒
仏
と
の
「
習
舎
」
や
「
偏
心
」
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
う
な
ら
、
「
諸
家
の
奥
秘
」
の
「
集
大
成
」
を
通
じ
て
「
習
合
」
や
「
偏
奇
」
を
除
去
し
た
と
す
る
「
神
道
」
の
真
正
さ
を
主
張
す
る

こ
と
で
、
個
女
の
「
諸
家
の
奥
秘
」
を
相
対
化
し
、
そ
の
保
持
者
に
対
し
て
優
位
に
立
つ
戦
略
が
垂
加
派
の
言
説
上
に
お
い
て
は
取
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
「
集
大
成
」
と
い
う
言
説
編
成
の
方
式
が
可
能
に
な
っ
た
条
件
は
何
か
。
こ
の
点
を
考
え
る
の
に
手
が
か
り
と
な
る

の
は
次
の
よ
う
な
渋
川
春
海
の
言
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
　
此
段
嘗
て
予
に
語
り
て
曰
く
、
子
は
天
下
の
人
と
交
は
る
者
也
。
百
家
の
伝
、
諸
社
の
密
、
随
ひ
て
問
ひ
、
随
ひ
て
記
せ
。
後
ち
相
証
験
す
る
に
好
し
と
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
「
子
は
天
下
の
人
と
交
は
る
者
也
」
と
い
う
闇
斎
の
言
葉
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
言
葉
が
示
し
て
い
る

の
は
、
朝
廷
や
寺
社
と
い
っ
た
特
定
の
特
権
的
圏
域
か
ら
離
れ
、
そ
れ
ら
の
内
部
の
規
則
か
ら
自
由
な
知
識
人
の
成
立
に
よ
っ
て
、
「
集
大
成
」
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と
い
う
言
説
編
成
の
方
式
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
「
集
大
成
」
と
は
、
「
天
下
の
人
と
交
は
る
者
」
と
い

う
お
そ
ら
く
は
近
世
社
会
の
成
立
と
同
時
に
生
ま
れ
た
知
識
人
が
、
中
世
以
来
の
伝
統
的
な
知
識
人
と
接
触
す
る
に
際
し
て
生
ま
れ
た
言
説
編

成
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。

　
尤
も
、
近
世
的
な
知
識
人
が
「
集
大
成
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
既
存
の
特
権
的
な
圏
域
に
参
入
す
る
に
際
し
て
、
中
世
に
お
い
て
排
他
的
に

伝
達
さ
れ
て
い
た
知
識
に
つ
い
て
全
く
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
秘
書
の
あ
る
程
度
は
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
闇
斎
が
『
日
本
書
紀
』
の
「
神
代
巻
」
の
講
義
に
あ
た
っ
て
、
忌
部
正
通
（
生
没
年
未
詳
）
の
『
神
代
巻
口
訣
』
、
吉
田
単
離
の
『
砂
』
、

清
原
宣
賢
（
一
四
七
五
～
一
五
五
〇
）
の
『
環
翠
抄
』
と
い
っ
た
三
つ
の
「
神
代
巻
」
の
註
釈
書
を
収
め
た
『
日
本
書
紀
神
代
合
解
』
を
参
照
し

　
　
⑥

て
い
る
よ
う
に
、
家
職
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
知
識
も
出
版
物
の
入
手
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
程
度
は
知
り
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

闇
斎
の
朱
子
学
の
言
説
編
成
の
あ
り
方
に
つ
い
て
思
い
起
こ
し
て
み
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
興
味
深
い
も
の
と
な
る
。
『
文
会
筆
録
』
の
よ
う
に
、

朱
子
自
身
や
そ
の
後
継
者
に
よ
る
様
女
な
言
説
の
中
か
ら
〈
真
〉
の
朱
子
の
思
想
を
選
び
出
す
と
い
う
方
式
に
よ
っ
て
、
末
書
に
よ
る
従
来
の

朱
子
学
理
解
に
対
し
て
優
位
に
立
つ
と
い
う
言
説
編
成
の
あ
り
方
は
、
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
大
量
の
出
版
物
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

可
能
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
垂
加
神
道
に
お
け
る
「
集
大
成
」
と
い
う
言
説
編
成
の
あ
り
方
が
、
朱
子
学
に
お
け
る
そ
れ

を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
出
版
に
よ
る
秘
書
の
公
開
も
そ
れ
を
可
能
に
し
た
条
件
と
し
て
挙
げ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
、
そ
し
て

垂
加
派
の
神
道
家
は
、
「
集
大
成
」
と
い
う
課
題
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
版
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
な
さ
れ
て
い
た
「
諸
家
の
奥
秘
」
の

公
開
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
3
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
集
大
成
」
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
垂
加
派
の
中
で
実
際
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
朱
子
学
の
場
合
と
は
違
っ
た
事
態
が

発
生
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
闇
斎
に
よ
る
「
集
大
成
」
を
事
実
と
し
て
語
る
さ
い
に
、
こ
れ
ま
で
そ
の
根
拠
と
し
て
よ
く
引
か
れ
て
き
た
次
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の
渋
川
春
海
の
言
に
は
、
そ
れ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　
　
　
①
伊
勢
流
、
日
本
紀
口
伝
な
く
、
只
字
面
を
談
ず
る
の
み
、
垂
加
線
に
ト
部
の
説
を
聞
き
、
其
傑
れ
た
る
も
の
を
挙
げ
て
、
之
を
信
守
に
訂
す
。
信
守
反

　
　
　
て
腹
を
立
て
》
聴
か
ず
。
又
伊
勢
の
闘
説
を
挙
げ
て
、
之
を
吉
川
惟
足
に
質
す
。
思
子
亦
艶
然
た
り
、
各
々
自
贅
し
て
他
書
の
説
を
聞
か
ず
、
懸
れ
其
の

　
　
　
弊
た
る
や
久
し
。
②
垂
雪
社
の
神
道
、
大
に
諸
説
に
勝
れ
る
も
の
は
言
な
し
、
偏
主
な
け
れ
ば
な
り
。
忌
部
流
は
之
を
舵
手
帯
刀
に
聞
き
、
卜
部
流
は
之

　
　
　
を
視
吾
に
聞
く
。
復
之
を
土
津
に
質
し
、
伊
勢
流
は
之
を
信
守
お
よ
び
大
宮
司
精
長
に
聞
く
、
賀
茂
の
説
は
之
を
梨
木
に
聞
け
り
。
諸
家
の
秘
を
集
む
る

　
　
　
こ
と
此
の
如
し
。
実
に
千
金
の
装
な
り
。
③
嘗
て
予
に
示
す
に
、
諸
家
の
説
を
通
じ
聞
く
を
以
て
す
。
内
宮
の
説
又
外
宮
に
異
な
り
。
之
を
垂
加
に
訂
さ

　
　
　
ず
恨
む
べ
し
と
為
す
な
り
。
去
去
年
諸
点
の
梅
辻
葵
祭
の
公
事
の
為
に
武
江
に
下
向
し
、
予
が
薩
亭
を
訪
ふ
、
予
因
り
て
其
の
伝
来
の
＝
一
を
如
聞
す
。

　
　
　
又
梨
木
に
異
に
し
て
、
味
有
る
こ
と
亦
多
し
。
虫
年
公
通
卿
下
向
す
、
予
言
上
し
て
曰
く
、
賀
茂
の
神
道
必
ず
し
も
梨
木
を
主
と
せ
ず
、
亦
之
を
梅
辻
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
質
し
て
可
也
。
梅
辻
伝
ふ
る
所
取
る
べ
き
も
の
亦
多
し
と
、
公
通
卿
亦
艶
然
た
り
。
（
番
号
は
筆
者
が
挿
入
）

　
⑦
の
部
分
は
、
「
集
大
成
」
を
掲
げ
た
闇
斎
と
彼
が
説
を
聞
い
た
「
信
守
」
（
度
会
延
佳
）
お
よ
び
「
視
吾
」
（
吉
川
惟
足
）
と
の
間
に
い
か
な
る

事
態
が
発
生
し
た
の
か
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
闇
斎
が
彼
ら
の
神
道
説
を
聞
い
て
そ
の
権
威
を
自
己
の
も
の
と
し

な
が
ら
、
堂
号
に
対
し
て
は
蟹
足
の
説
、
ま
た
蟹
足
に
対
し
て
は
延
佳
の
説
を
突
き
つ
け
る
と
い
っ
た
か
た
ち
で
両
者
に
対
し
て
卓
越
化
す
る

と
い
う
事
態
で
あ
る
。
度
会
延
佳
（
一
六
一
五
～
一
穴
九
〇
）
と
吉
川
惟
足
（
一
六
一
六
～
」
六
九
五
）
が
闇
斎
と
接
触
以
前
に
す
で
に
近
世
的
な
神

道
説
を
構
築
し
て
い
た
知
識
人
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
右
に
み
た
事
態
は
こ
れ
ま
で
の
延
喜
（
伊
勢
神
道
の
構
築
）
や
惟
足
（
告
田
神
道

の
再
編
）
の
よ
う
な
神
道
説
の
構
築
の
仕
方
か
ら
闇
斎
が
「
集
大
成
」
と
い
う
か
た
ち
を
取
っ
て
卓
越
化
を
図
る
こ
と
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
延
佳
と
多
足
は
、
恐
ら
く
は
自
ら
の
家
職
を
守
る
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
よ
う
な
卓
越
化
に
反
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
②
の
部
分
は
、
闇
斎
に
よ
る
集
大
成
を
物
語
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ま
で
も
よ
く
引
か
れ
て
き
た
部
分
で
あ
る
が
、
③
の
前
提
と
し
て
語
ら
れ

て
い
る
戦
略
的
な
発
言
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
③
で
問
題
と
な
る
伊
勢
内
宮
の
説
と
上
賀
茂
の
説
が
こ
こ
で
は
記
述
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
③
で
特
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
下
賀
茂
の
社
家
で
あ
る
梨
木
祐
之
（
一
六
六
〇
～
｝
七
二
四
）
の
説
と
上
置
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垂加派知識人による正統性の生産（小林）

茂
の
社
家
で
あ
る
梅
畑
職
久
の
説
と
の
異
同
で
あ
り
、
渋
川
春
海
が
闇
斎
の
示
し
た
「
諸
家
の
説
」
を
集
め
る
と
い
う
原
則
に
従
っ
て
、
梅
辻
か

ら
聞
い
た
説
を
闇
斎
の
門
人
で
も
あ
る
梨
木
と
正
規
町
公
通
（
一
穴
五
三
～
｝
七
三
三
）
に
質
し
た
と
こ
ろ
反
発
を
受
け
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
事
件
の
背
景
に
は
、
梨
木
祐
之
ら
が
下
賀
茂
社
を
上
賀
茂
社
よ
り
も
高
い
格
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
志
向
を
有
し
て
い
た
こ

と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
に
、
下
賀
茂
社
が
「
御
蔭
山
神
喜
之
御
神
宝
＃
御
葵
祭
御
神
服
御
装
束
等
」
を
整
え
る
た

め
に
、
将
軍
綱
吉
の
生
母
で
あ
る
桂
如
意
に
よ
る
寄
進
の
と
り
な
し
を
願
い
出
た
佐
々
木
内
匠
宛
の
梨
木
左
京
（
祐
之
）
と
他
一
名
の
書
状
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
　
当
社
之
儀
、
御
神
領
少
地
御
座
風
付
、
江
戸
御
壷
江
参
向
仕
候
爵
も
無
御
座
候
故
、
打
埋
れ
滞
在
候
、
当
社
者
伊
勢
八
幡
賀
茂
と
し
て
天
下
之
三
社
と
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
　
候
、
特
以
幽
々
廷
被
執
行
候
御
神
事
等
、
先
当
社
を
以
第
一
と
被
為
遊
、
其
次
上
賀
茂
江
之
御
神
事
被
執
行
候
故
、
賀
茂
下
上
と
も
奉
申
継
、

と
あ
り
、
神
事
執
行
の
順
序
や
「
賀
茂
下
上
」
と
通
称
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
下
賀
茂
社
の
上
賀
茂
社
に
対
す
る
優
位
性
を
主
張
し
て
い
る
。
ま

た
正
親
町
公
通
も
、
上
賀
茂
社
の
祭
神
を
環
々
杵
尊
と
す
る
説
を
斥
け
、
下
賀
茂
社
を
神
武
天
白
三
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
上
賀
茂
社
を
饒
速
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

命
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
垂
加
派
に
お
い
て
は
君
臣
の
序
列
が
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
は
彼
が
君
を
祭
る
下
賀
茂
を
臣

を
祭
る
上
賀
茂
よ
り
も
高
く
格
付
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
正
親
町
公
通
ら
の
渋
川
春
海
に
紺
す
る
反
発
は
、
特
定
の
神
社
の
利
益
に

関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
度
会
亡
母
や
吉
川
惟
足
ら
と
異
な
っ
て
、
垂
淫
楽
に
お
け
る
言
説
編
成
に
従
っ
た
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
公
通
ら
を
批
判
す
る
渋
川
春
海
ら
に
も
共
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
渋
川
春
海
は
闇
斎
の
門
人
で
も
あ
る
が
同
時
に
土
御
門
泰
福
に
も
入
門
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
ま
た
土
御
門
泰
福
は
闇
斎
へ
の
秘
伝
の
授

与
者
と
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
闇
斎
の
門
人
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
土
御
門
泰
福
と
渋
川
春
海
が
唱
え
た
神
道
説
が
「
安
家
神
道
」

で
あ
る
。
油
壷
山
は
そ
の
成
り
立
ち
を
、
「
安
家
の
神
道
は
、
昔
卜
部
よ
り
伝
へ
来
る
。
近
世
薄
陽
成
案
、
泰
富
盛
の
祖
父
泰
垂
耳
に
勅
卑
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
ま
ふ
。
然
る
に
も
と
習
合
多
し
。
垂
加
之
を
正
せ
り
。
経
晃
の
説
は
、
予
之
を
告
ぐ
」
と
い
う
よ
う
に
、
卜
部
家
か
ら
後
陽
成
天
皇
、
土
御

門
加
重
を
経
て
泰
福
に
伝
わ
っ
た
も
の
を
闇
斎
が
正
し
、
そ
れ
に
伊
勢
内
宮
の
神
主
で
あ
る
荒
木
田
経
晃
か
ら
谷
秦
山
が
聞
い
た
説
を
付
加
し

て
構
築
さ
れ
た
神
道
説
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
話
の
中
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
闇
斎
が
手
を
加
え
た
と
し
て
い
る
こ
と
と
荒
木
田
経
晃
の
説
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を
告
げ
た
と
し
て
い
る
二
つ
の
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
二
点
は
、
「
安
家
神
道
」
が
「
集
大
成
」
と
い
う
規
則
に
従
っ
て
編
成
さ
れ
た
う

え
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
み
る
『
釜
山
集
』
記
載
の
谷
秦
山
（
重
遠
）
と
渋
川
春
海
と
の
問
答
は
、
「
安
善

神
道
」
の
こ
の
よ
う
な
性
格
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

10　（342）

重
遠
問
う
。
経
晃
神
主
、
頃
日
書
を
寄
せ
て
言
う
こ
と
有
り
。
「
聞
け
り
、
足
下
再
び
参
宮
せ
ん
と
。
然
ら
ば
則
ち
私
宅
に
於
て
、
神
代
巻
を
講
談
せ
よ
。

吾
及
び
賎
息
等
之
を
預
り
聞
か
ん
。
千
万
の
望
な
り
。
」
重
遠
私
訴
す
。
経
過
神
主
は
、
当
代
神
道
の
南
針
な
り
。
渠
に
対
し
て
講
談
す
る
に
、
諸
家
の
秘

を
吐
露
せ
ず
、
徒
に
文
に
随
ひ
て
義
を
説
か
ば
、
則
ち
貴
に
神
主
僕
に
望
む
所
以
な
ら
ん
や
。
然
る
に
駆
る
い
は
奥
秘
を
蜴
尽
せ
ぱ
、
又
漏
洩
の
害
無
き

に
非
ず
。
之
を
如
何
せ
ん
。
答
書
に
曰
く
、
「
華
墨
幸
甚
珍
重
。
垂
加
の
翁
嘗
て
病
む
。
ト
部
の
説
を
以
て
、
伊
勢
に
挙
示
す
れ
ば
、
伊
勢
艶
然
、
伊
勢
の

説
を
以
て
ト
部
に
挙
止
す
れ
ば
、
ト
部
も
亦
難
曲
、
神
道
の
分
裂
、
之
を
以
て
な
り
。
今
子
諸
家
の
秘
を
聞
き
て
、
而
し
て
神
主
子
の
学
を
拍
ん
と
欲
す
。

意
ふ
に
此
よ
り
神
道
一
に
帰
せ
ん
か
。
慮
是
れ
大
神
の
慮
か
。
忽
諸
す
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
ト
部
伊
勢
、
敵
雛
尚
し
。
卜
部
家
伊
勢
に
対
し
て
説
く
べ
か

ら
ざ
る
の
醤
有
る
に
至
る
。
子
此
誓
戒
無
し
。
諸
家
の
説
、
逐
一
神
主
に
開
倒
し
て
如
何
と
麿
よ
。
も
し
其
伝
来
の
由
る
所
を
詰
ら
ば
、
則
ち
只
宜
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

土
御
門
の
説
に
し
て
、
而
し
て
之
を
予
に
画
く
と
言
う
べ
し
。
子
亦
豫
じ
め
泰
平
卿
に
密
啓
し
て
可
な
り
。
」

　
荒
木
田
経
晃
に
対
し
て
「
神
代
巻
」
を
講
談
す
る
に
際
し
て
「
諸
家
の
秘
」
を
漏
ら
す
べ
き
か
と
い
う
谷
秦
山
の
質
問
に
対
す
る
渋
川
春
海

の
答
え
は
、
「
集
大
成
」
さ
れ
た
「
諸
家
の
説
」
を
土
御
門
家
の
説
と
し
て
経
晃
に
対
し
て
提
示
せ
よ
と
い
う
方
策
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

懸
念
さ
れ
て
い
た
「
諸
家
の
秘
」
を
漏
ら
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
分
裂
し
て
い
る
「
神
道
」
を
一
に
帰
す
る
と
い
う
目
的
と
美
山
が
ト

部
家
の
説
を
伊
勢
に
説
か
な
い
と
い
う
「
誓
戒
」
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
問
答
か
ら
見
え

て
く
る
の
は
、
家
職
に
と
も
な
う
制
約
に
縛
ら
れ
て
い
ず
、
「
諸
家
の
説
」
を
「
集
大
成
」
し
た
と
す
る
神
道
説
を
習
得
し
た
知
識
人
が
、
「
集

大
成
」
と
い
う
ゲ
ー
ム
を
推
し
進
め
な
が
ら
そ
の
神
道
説
を
普
及
す
る
と
同
時
に
、
「
安
清
神
道
」
の
創
出
と
い
っ
た
か
た
ち
で
家
職
（
こ
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

合
は
暦
道
．
陰
陽
道
）
の
近
世
的
な
再
編
成
に
も
寄
与
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
家
職
の
再
編
成
へ
の
寄
与
に
つ
い
て
は
、
重
加
算

道
が
普
及
す
る
に
と
も
な
っ
て
唱
え
ら
れ
た
神
道
説
や
そ
れ
ら
と
関
係
す
る
家
職
を
列
挙
す
れ
ば
更
に
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
漁
家
神
道
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
暦
．
陰
陽
道
、
「
橘
家
神
道
」
は
軍
学
・
兵
法
と
い
っ
た
家
職
に
関
係
し
て
い
る
し
、
有
職
、
猿
楽
、
歌
道
な
ど
の
家
職
に
つ
い
て
の
著
述

も
垂
舶
派
の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
諸
社
の
由
来
や
祭
儀
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
家
職
や
諸
社
の
流
儀
の

ほ
と
ん
ど
は
、
そ
れ
ま
で
「
神
道
」
と
は
な
ん
の
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
闇
斎
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
「
集

大
成
」
と
い
う
ゲ
ー
ム
は
、
「
神
道
」
に
よ
る
個
女
の
家
職
の
組
み
替
え
と
再
権
威
化
を
も
果
た
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
闇
斎
が
開
始
し

た
「
集
大
成
」
と
い
う
言
説
編
成
が
次
第
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
伊
勢
の
内
宮
と
外
宮
、
賀
茂
の
下
と
上
、
吉
田
家
と
土
御
門
家
な

ど
と
い
っ
た
互
い
に
利
害
を
異
に
す
る
者
ど
う
し
の
抗
争
は
、
自
ら
の
家
職
を
「
集
大
成
」
さ
れ
た
真
正
な
「
神
道
」
に
最
も
整
合
的
な
も
の

と
し
て
位
置
付
け
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

附加派知識入による正統性の生産（小林）

　
（
4
）

　
右
に
見
た
よ
う
に
、
闇
斎
か
ら
そ
の
遺
著
で
あ
る
『
中
臣
驚
風
水
草
』
の
箱
伝
授
を
受
け
、
神
道
伝
授
の
権
を
継
承
し
た
と
さ
れ
る
正
親
町

公
通
ら
「
京
家
」
の
人
々
に
対
し
、
渋
川
春
海
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
公
通
ら
が
上
賀
茂
や
伊
勢
内
宮
の
社
伝
を
軽
視
し
た
こ
と
に

対
す
る
批
判
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
集
大
成
」
の
継
続
と
い
う
立
場
か
ら
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
京
家
、
直
に
垂
訓
に
受
け
ず
。
箱
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

相
肯
く
。
故
に
差
多
し
」
と
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
公
通
に
よ
る
闇
斎
の
道
統
の
継
承
と
い
う
事
実
を
相
対
干
す
る
立
場
か
ら
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
事
態
に
つ
い
て
は
、
池
田
雪
雄
が
、
「
集
而
大
成
す
る
態
度
を
闇
斎
の
真
精
神
と
し
て
、
闇
斎
の
未
だ
受
容
し
な
か
っ
た
秘
伝
を

も
取
り
、
闇
斎
の
誤
り
を
も
正
さ
ん
と
す
る
春
海
等
の
行
き
方
と
、
闇
斎
の
残
し
た
も
の
を
絶
対
な
も
の
と
し
て
守
ら
ん
と
し
た
公
通
の
行
き

　
　
　
　
⑯

方
と
の
分
裂
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
「
集
大
成
」
と
い
う
ゲ
ー
ム
の
拡
大
に
よ
る
師
説
の
相
対
化
と
「
集
大
成
」
さ
れ
た
師
説
の
権
威
化
と
の
対

立
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
実
際
、
闇
斎
の
道
統
の
継
承
者
を
自
任
し
た
正
親
町
公
通
は
、
『
中
臣
中
風
水
草
』
の
出
版
の
要
請
を
拒
否
し
秘
書
化
す
る
と
と
も
に
、
そ

こ
か
ら
闇
斎
の
言
を
抜
粋
し
た
『
持
授
抄
』
の
編
纂
を
通
じ
て
構
成
し
た
三
種
神
器
と
神
癒
磐
境
に
関
す
る
伝
を
、
伝
授
の
階
梯
の
最
奥
に
位
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⑱

置
づ
け
、
師
説
を
権
威
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
知
識
の
独
占
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
次
に
み
る
跡
部
良
顕
（
一
六
五
八
～
一
七
二
九
）
の
繊
雲

路
摂
津
守
宛
書
状
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
道
伝
授
の
階
梯
に
つ
い
て
も
次
第
に
厳
し
く
し
て
い
っ
た
。

　
　
　
中
之
（
門
弟
に
よ
る
議
言
を
指
す
一
筆
者
）
神
道
伝
授
之
趣
狼
リ
エ
玉
成
候
と
思
召
、
神
道
相
伝
式
と
申
候
新
法
之
御
書
付
筆
遣
候
、
惣
御
門
弟
中
へ
も

　
　
　
被
遣
候
由
二
塁
間
、
貴
様
も
右
様
御
書
付
御
覧
可
有
と
存
候
、
右
之
御
書
付
拝
見
仕
候
処
二
き
び
し
き
御
法
式
二
幕
間
、
此
通
二
而
春
、
拙
者
門
弟
願
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
　
者
茂
無
之
候
、
拙
者
も
此
通
二
而
者
門
弟
之
伝
授
不
罷
成
候
鼻
付
、
御
門
弟
御
断
申
上
候
、

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
道
伝
授
が
直
り
に
な
っ
て
い
る
と
の
理
由
で
新
た
に
設
定
さ
れ
た
『
神
道
相
伝
之
式
』
が
厳
し
す
ぎ
た
た
め
に
正
親
町

公
通
の
門
人
で
あ
っ
た
跡
部
良
顕
は
県
門
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
自
身
の
門
人
が
神
道
伝
授
を
多
く
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
対
応
し

て
、
公
通
は
伝
授
の
階
梯
を
明
文
化
し
そ
の
規
制
を
図
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
『
神
道
相
伝
之
式
』
は
、
神
道
伝
授
に
「
初
重
」
「
二
重
」
「
三
重
」
「
極
秘
伝
」
（
三
種
神
器
伝
と
神
簾
伝
）
と
い
う
四
つ
の
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
設
け
、
講
習
、
伝
授
、
誓
約
の
方
法
に
関
し
て
、
神
道
伝
授
を
行
う
者
に
対
し
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
神
道
」
の

修
学
を
志
す
者
に
向
け
て
は
、
正
親
町
公
通
は
『
雅
莚
酔
狂
集
』
春
之
巻
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
此
道
を
明
ら
か
に
知
ら
ん
と
志
あ
る
人
ハ
、
先
神
代
巻
を
数
十
遍
講
習
し
、
伝
記
・
次
第
記
を
討
論
し
、
旧
事
紀
・
古
事
記
を
も
考
へ
、
土
金
を
初
め
に

　
　
　
て
許
多
の
伝
を
う
け
、
伊
勢
内
外
の
瑞
簾
を
窺
ひ
、
加
茂
下
上
の
河
流
を
尋
ね
、
五
鈴
二
見
の
水
源
に
曇
り
、
八
幡
・
三
笠
の
深
山
に
登
り
、
稲
荷
・
松

　
　
　
尾
の
佳
実
を
拾
ひ
、
梅
宮
・
藤
森
の
芳
英
を
摘
み
、
二
十
　
の
社
記
を
見
破
り
、
八
百
万
の
神
秘
を
捜
求
め
、
中
臣
三
種
の
両
風
水
に
眼
の
霞
・
身
の
垢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
を
払
ひ
清
め
、
而
後
に
天
津
神
鯵
に
ご
」
ろ
を
起
し
た
て
、
天
津
磐
境
に
胸
落
つ
き
た
ら
ん
時
に
こ
そ
、
有
道
の
人
と
も
神
人
と
も
い
ふ
ぺ
け
れ
、

　
『
雅
麺
酔
狂
集
』
は
出
版
さ
れ
た
公
通
の
狂
歌
集
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
狂
歌
集
に
、
こ
の
よ
う
な
神
道
修
学
の
道
程
を
公
通
が
示
し
た
の
は
、

「
世
間
に
浜
道
を
学
ぶ
人
稀
な
る
ゆ
へ
、
せ
め
て
此
道
筋
ま
よ
は
ざ
ら
ん
為
」
と
い
う
よ
う
に
、
修
学
に
志
す
者
の
増
加
を
企
図
し
て
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
神
道
修
学
の
階
梯
自
体
は
一
般
の
読
者
大
衆
に
対
し
て
一
応
公
開
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
こ
の
階
梯
は
、
「
神
代
巻
を
数
十
遍
講
習
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
特
定
の
師
に
対
す
る
長
期
に
わ
た
る
修
学
を
必
要
と
す
る
も
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の
で
あ
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
段
階
を
経
て
「
有
道
の
人
」
と
な
る
こ
と
は
相
当
に
難
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
い
で

に
言
え
ば
、
公
通
が
「
神
代
巻
」
を
始
め
と
す
る
諸
書
や
諸
社
の
説
を
知
り
尽
く
す
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
が
、
「
集
大
成
」
を
掲
げ
て

い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
門
集
大
成
」
と
い
う
言
説
編
成
の
様
式
は
、
さ
き
ほ
ど
み
た
よ
う
に
諸
家

の
秘
伝
を
公
開
す
る
一
方
で
、
「
道
」
を
習
得
す
る
場
合
に
は
、
幾
重
に
も
わ
た
る
修
学
の
手
続
き
を
も
必
要
と
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
右
に
見
た
よ
う
な
闇
斎
の
道
統
継
承
者
を
自
任
し
た
正
親
町
公
通
の
神
道
伝
授
権
保
持
者
と
し
て
の
戦
略
は
、
一
般
読
者
に
対
し
て
神
道
の

修
学
を
呼
び
か
け
る
い
っ
ぽ
う
で
、
伝
授
に
階
梯
を
設
け
る
こ
と
で
闇
斎
に
よ
っ
て
「
集
大
成
」
さ
れ
た
と
す
る
神
道
に
か
ん
す
る
知
識
の
稀

少
化
を
図
り
、
修
学
者
や
他
の
闇
斎
の
門
人
に
上
し
て
優
位
に
立
つ
こ
と
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
一
方
、

修
学
を
呼
び
か
け
ら
れ
た
伝
授
を
受
け
る
側
の
戦
略
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
に
正
親
町
公
通
の
門
人
と
な
っ
た
吉
見
幸
和
（
一
六
七
三
～
一
七
六
一
）
は
、
梨
木
祐
之
、
浅
井
重
義
（
？
～
一
七
一
七
）
、

玉
木
正
英
（
一
六
七
〇
～
一
七
三
六
）
等
か
ら
、
宝
永
三
、
四
年
に
は
『
日
本
書
紀
』
「
神
代
巻
」
に
つ
い
て
の
講
習
、
そ
し
て
宝
永
六
年
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

伊
勢
神
宮
の
い
わ
ゆ
る
「
神
道
五
部
書
」
の
う
ち
『
御
鎮
座
次
第
記
』
『
御
鎮
座
伝
記
』
『
御
鎮
座
本
紀
』
、
お
よ
び
中
世
の
天
台
宗
僧
で
あ
る

三
遍
の
『
旧
事
紀
玄
義
』
第
九
巻
を
正
親
町
公
通
が
抜
粋
し
編
集
し
た
『
自
従
抄
』
の
講
習
を
受
け
、
ま
た
三
種
神
宝
及
び
神
簾
幽
境
に
関
す

る
極
秘
伝
を
得
る
な
ど
、
お
お
よ
そ
公
通
が
『
急
心
酔
狂
集
』
で
示
し
た
階
梯
に
し
た
が
っ
て
修
学
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
過
程
で
注
意
す
べ

き
な
の
は
、
吉
見
幸
和
が
複
数
の
師
に
つ
い
て
学
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
幸
和
が
彼
等
か
ら
聞
い
た
各
説
は
互
い
に
食
い
違
い

も
あ
る
た
め
、
彼
は
そ
れ
ら
の
取
捨
選
択
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
幸
和
は
、
「
五
部
書
」
に
関
す
る
三
人
の
講
習
の
筆
記

　
　
　
　
　
　
　
ノ

に
お
い
て
、
「
玉
木
説
者
間
帯
磁
、
両
夫
子
之
説
、
宜
二
斜
酌
噛
但
玉
木
ハ
下
御
霊
神
主
出
雲
路
民
部
之
高
弟
也
、
民
部
ハ
垂
加
翁
高
弟
也
、
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

則
其
伝
古
説
而
非
二
新
説
一
可
二
尊
信
一
者
在
レ
蕪
而
已
」
と
述
べ
、
垂
加
直
門
の
梨
木
と
浅
井
の
説
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
言
う
一
方
で
、
直
門

で
な
い
玉
木
の
場
合
も
出
雲
路
伝
来
の
「
古
説
」
を
存
し
て
い
る
可
能
憔
が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
い
る
。
実
際
、
『
五
部
書
講
習
』
に
お
い
て

幸
和
が
梨
木
、
浅
井
の
説
を
斥
け
、
玉
木
の
説
を
採
用
し
て
い
る
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
幸
和
の
態
度
か
ら
分
か
る
の
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は
、
師
に
よ
る
複
数
の
説
の
中
か
ら
闇
斎
の
真
意
に
近
い
と
思
わ
れ
る
説
を
採
用
す
る
と
い
う
戦
略
を
と
る
こ
と
で
、
個
々
、
の
伝
授
者
の
権
威

は
彼
に
お
い
て
は
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
こ
の
場
合
に
は
、
「
集
大
成
」
と
い
う
言
説
編
成
は
、
伝
授
者
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
修
学
者
の
側
の
戦
略
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
親
町
公
通
が
設
定
し
た
伝
授
の
階
梯
は
、
伝
授
者
の
戦
略
と
修
学
者
の

戦
略
と
が
交
差
し
、
せ
め
ぎ
あ
う
場
所
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

①
　
前
掲
〈
は
じ
め
に
〉
注
①
小
林
著
醤
。

②
　
　
『
曝
本
倫
理
灘
編
』
六
巻
（
育
成
会
出
版
部
、
　
一
九
〇
八
年
）
二
〇
五
頁
。

③
　
　
「
申
世
宗
教
史
に
お
け
る
神
道
の
位
置
」
、
「
日
本
宗
教
史
上
の
「
神
道
」
」
（
と

　
も
に
『
黒
田
俊
雄
著
作
集
臨
第
四
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
。

④
　
『
秦
山
集
』
十
五
（
原
漢
文
、
谷
干
城
編
、
成
章
堂
、
一
九
一
〇
年
刊
）
。
以

　
下
「
秦
山
集
』
か
ら
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
が
、
大
日
本
文
庫
神
道
篇
『
垂
絹
神

　
道
（
上
）
』
（
春
陽
裳
、
一
九
二
七
年
）
に
訓
み
下
し
文
が
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
は

　
こ
ち
ら
を
参
照
し
た
。

⑤
　
前
掲
注
④
『
秦
山
集
』
十
五
。

⑥
　
浅
見
綱
斎
録
『
神
代
巻
記
録
』
（
『
神
道
大
系
』
論
説
編
、
垂
加
神
道
（
上
）
、

　
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。
な
お
、
『
日
本
書
紀
神
代
合
議
』

　
全
十
二
巻
は
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
刊
で
あ
る
。

⑦
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
阿
部
隆
一
「
崎
門
学
派
諸
家
の
略
伝
と
学
風
」
（
前
掲

　
〈
は
じ
め
に
〉
注
⑥
『
臼
本
思
想
大
系
三
一
　
山
崎
闇
斎
学
派
』
解
説
、
五
倫
七

　
頁
）
を
参
照
。

⑧
　
前
掲
注
④
『
秦
山
集
』
十
五
。

⑨
『
出
雲
路
家
文
書
』
（
京
都
衛
歴
史
資
料
館
所
蔵
の
写
真
版
、
請
求
記
号
L
5
）

　
所
収
。
年
号
日
付
は
汚
損
の
た
め
判
読
で
き
な
い
が
、
葵
祭
再
興
（
元
禄
七
年

　
（
一
六
九
四
）
）
を
「
九
年
以
前
」
と
し
て
い
る
の
で
、
元
禄
一
六
年
の
も
の
と
分

　
か
る
。
ま
た
差
出
は
「
梨
木
左
京
○
○
」
と
「
○
〇
三
位
」
と
あ
っ
て
、
○
の
部

　
分
は
汚
損
に
よ
り
判
読
し
が
た
い
が
、
前
者
の
部
分
は
お
そ
ら
く
「
祐
之
」
で
あ

　
る
。
宛
名
の
佐
々
木
内
匠
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
が
、
獣
炭
院
の
甥
で
あ
る
本

　
庄
安
芸
守
資
俊
の
家
臣
木
下
善
右
衛
門
信
親
を
通
じ
て
と
り
な
す
こ
と
を
求
め
ら

　
れ
て
い
る
の
で
、
本
庄
家
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
梨
木
祐
之
は
、
葵
祭
再
興
を
幕
府
に
求
め
た
時
に
は
、
願
書
の
添
削
を
闇
斎

　
に
求
め
て
い
た
（
前
掲
〈
は
じ
め
に
〉
注
⑩
『
東
京
帝
国
大
学
神
道
研
究
室
瓜
田

　
書
目
録
お
よ
び
解
説
』
二
〇
三
頁
）
。

⑩
『
正
親
町
公
通
郷
神
道
雑
話
』
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
に
、
「
加
茂
下

　
卜
…
社
、
下
社
神
武
天
皇
、
上
社
慶
々
杵
尊
ヲ
祭
り
玉
ヘ
ハ
、
加
曲
戊
ヲ
下
上
ト
ハ
唱

　
マ
シ
キ
ソ
、
殊
二
禁
中
ノ
式
ニ
モ
皆
下
ヲ
以
テ
初
ト
尊
シ
玉
コ
ト
ナ
レ
ハ
、
魚
田

　
速
日
命
ナ
ラ
ン
、
ソ
ノ
謂
レ
ハ
神
武
天
皇
へ
大
功
ア
ル
ヲ
以
テ
、
上
鞘
茂
二
祭
リ

　
玉
フ
コ
ト
ナ
ラ
ソ
、
猶
タ
ツ
ヌ
ヘ
シ
、
」
と
あ
る
。

⑪
　
前
掲
注
④
『
秦
山
集
』
二
十
。

＠
　
前
掲
注
④
『
秦
山
集
』
二
十
二
。

⑬
渋
川
春
海
は
、
藩
論
麿
に
よ
る
改
暦
に
頓
挫
し
て
後
、
土
御
門
泰
福
に
入
門
し
、

　
貞
享
暦
に
よ
る
改
暦
に
成
功
し
て
い
る
（
西
内
雅
「
渋
川
春
海
の
研
究
」
（
『
谷
秦

　
山
の
学
』
附
録
第
一
編
、
冨
山
募
、
一
九
四
五
年
）
。
ま
た
渋
川
春
海
に
よ
る
改

　
磨
（
貞
享
暦
）
と
天
漁
三
年
（
一
六
八
三
）
に
土
御
門
家
が
陰
陽
道
支
配
の
権
限

　
を
獲
得
す
る
こ
と
に
は
関
連
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
木
場
明
志
「
江
戸

　
時
代
初
期
の
土
御
門
家
と
そ
の
職
掌
」
『
尋
源
』
三
三
、
一
九
入
二
年
）
。

⑭
垂
加
派
に
お
い
て
は
、
特
に
玉
木
正
英
に
よ
っ
て
喧
伝
さ
れ
た
。
前
掲
く
は
じ

　
め
に
V
注
①
小
林
語
群
な
ど
を
参
照
。
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垂加給知識人による正統性の生産（小林）

⑮
前
掲
注
④
『
秦
山
集
』
十
九
。

⑯
前
掲
く
は
じ
め
に
V
注
⑩
「
累
加
神
道
と
正
親
町
公
通
」
五
五
頁
。

⑰
　
近
藤
啓
吾
「
山
麓
闇
斎
に
お
け
る
『
中
臣
祓
』
」
（
『
続
々
山
崎
闇
斎
の
研
究
』
臨

　
川
書
店
、
一
九
九
五
年
、
四
二
頁
以
下
）
を
参
照
。

⑱
出
村
勝
明
「
持
授
抄
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
皇
学
館
論
叢
騙
九
－
五
、
一
九
七

　
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
『
持
授
抄
』
の
編
纂
は
、
「
公
通
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
葦
斎

　
（
玉
木
正
英
i
筆
者
注
）
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
も
の
」
（
四
一
頁
）
で
あ
る
。

⑲
前
掲
注
⑨
『
出
雲
路
家
文
書
』
所
収
、
正
月
三
磨
墨
書
状
。
『
神
道
相
伝
母
式
臨

　
に
は
享
保
十
年
五
月
の
日
付
が
あ
る
の
で
、
そ
の
翌
年
の
書
状
か
。
た
だ
し
『
神

　
道
相
伝
之
式
』
は
現
在
所
在
不
明
で
あ
り
、
阿
部
秋
生
『
吉
見
幸
和
隔
（
春
陽
堂

　
書
店
、
　
一
九
四
四
年
）
六
六
～
六
七
頁
記
載
の
も
の
に
よ
る
。

⑳
　
前
掲
注
⑲
阿
部
秋
生
『
吉
見
幸
和
』
六
六
～
六
七
頁
に
よ
る
。

⑳
享
保
一
六
年
（
一
七
三
｝
）
刊
、
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
。

⑫
　
久
保
田
収
『
中
世
神
道
の
研
究
』
（
神
道
史
学
会
、
」
九
五
九
年
）
「
第
一
章
俳

　
勢
神
道
の
形
成
」
は
、
「
神
道
五
部
書
」
の
呼
称
は
、
「
た
ま
た
ま
、
こ
れ
ら
の
五

　
書
が
、
近
世
に
お
け
る
伊
勢
神
道
の
復
興
に
際
し
て
、
脚
光
を
浴
び
て
き
た
」
（
二

　
九
頁
）
た
め
に
生
じ
た
の
で
あ
り
、
「
神
道
五
部
書
と
し
て
の
成
立
は
、
延
佳
に

　
そ
の
基
礎
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
神
道
五
部
書
と
い
ひ
な
ら
は
さ

　
れ
て
く
る
や
う
に
な
っ
た
点
で
は
、
傍
勢
神
道
家
よ
り
も
論
戦
神
道
家
の
カ
に
よ

　
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
（
三
〇
頁
）
と
し
て
い
る
。

⑭
　
前
掲
注
⑲
阿
部
秋
生
『
吉
見
幸
和
』
、
玉
木
正
英
講
・
吉
見
幸
和
筆
記
『
神
代
復

　
講
秘
記
隔
（
宝
永
三
・
四
年
（
一
七
〇
六
・
七
）
と
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
の
講

　
義
を
吉
見
が
編
集
し
た
も
の
、
蓬
左
文
庫
所
蔵
）
、
浅
井
重
義
講
・
吉
見
幸
和
筆

　
記
『
神
代
講
釈
筆
記
隔
（
宝
永
四
年
九
月
六
日
か
ら
十
一
月
五
日
ま
で
に
行
わ
れ

　
た
講
義
の
筆
｝
記
、
蓬
左
文
庫
所
蔵
）
、
梨
木
祐
之
・
浅
井
重
義
・
玉
木
正
英
識
∵

　
吉
見
幸
和
筆
記
『
五
部
書
講
習
』
（
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
講
義
、
京
都
大

　
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
）
、
梨
木
祐
之
・
浅
井
垂
義
・
玉
木
正
英
講
・
吉
見

　
幸
和
筆
記
『
自
従
抄
講
習
記
』
（
梨
木
と
浅
井
は
宝
永
六
年
、
玉
木
は
宝
永
六
年

　
と
正
徳
四
年
の
講
義
、
名
古
屋
市
立
鶴
舞
國
書
館
、
河
村
文
庫
所
蔵
）
な
ど
に
よ

　
る
。
但
し
、
こ
の
う
ち
浅
井
重
義
は
「
五
部
譲
」
の
講
習
の
前
に
『
自
製
抄
』
の

　
講
習
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
浅
井
が
「
此
ハ
中
臣
祓
ニ
テ
伝
ノ
コ
ト
也
、
我
等

　
モ
未
知
コ
ト
也
」
（
『
五
部
書
講
習
』
「
天
之
御
騎
日
之
単
騎
」
の
注
釈
）
と
自
身

　
言
う
よ
う
に
、
『
中
臣
祓
風
水
草
』
の
伝
授
を
う
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
神
簸
磐

　
境
に
関
す
る
極
秘
伝
を
授
け
る
権
限
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と

　
思
わ
れ
る
。

⑭
　
前
掲
注
⑯
『
五
二
書
講
習
』
「
御
鎮
座
次
第
記
」
講
習
の
冒
頭
。

⑳
後
に
吉
見
掌
和
は
、
伊
勢
内
宮
神
官
の
説
を
聞
く
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
「
五

　
部
書
」
の
正
典
性
を
批
判
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
作
業
は
こ
う
し
た
戦

　
略
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
・
と
す
れ
ば
、
七
五
後
継
者
間
に
お
け
る
言

　
説
の
差
異
や
対
立
は
、
各
家
職
あ
る
い
は
各
社
ど
う
し
の
利
害
の
粟
立
と
い
っ
た

　
欝
と
共
に
、
師
説
の
権
威
化
と
絹
鮒
化
と
い
う
戦
略
の
拮
抗
が
、
「
集
大
成
」
と

　
い
う
同
じ
ゲ
ー
ム
の
中
に
お
い
て
複
雑
に
絡
み
合
う
こ
と
に
よ
り
、
発
生
し
た
と

　
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
君
臣
の
教
説
と
正
統
化
の
様
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

『
雅
莚
酔
狂
集
』
に
お
い
て
、
正
親
町
公
通
は
彼
が
示
し
た
伝
授
の
階
梯
を
踏
む
こ
と
で
「
有
道
の
人
」
あ
る
い
は
「
神
人
」
に
到
る
こ
と
　
1
5



を
人
々
に
促
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
階
梯
に
お
い
て
人
家
に
習
得
す
べ
き
こ
と
と
し
て
伝
授
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
何

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
伝
授
の
階
梯
を
昇
っ
て
、
修
学
者
が
「
有
道
の
人
」
と
な
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
事
態
を
指
す
の
で
あ
ろ
う

か
。
前
章
の
終
わ
り
で
、
伝
授
の
階
梯
が
伝
授
者
と
修
学
者
の
戦
略
が
せ
め
ぎ
あ
う
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
い
ま
述
べ
た
問
題

は
、
伝
授
者
が
稀
少
化
し
、
そ
し
て
修
学
者
側
に
と
っ
て
習
得
の
対
象
で
あ
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
こ
の
場
に
お
け
る
闘
争
の
賭
け
金
は
い
っ

た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
問
題
は
、
垂
加
神
道
の
受
容
者
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
も

重
要
な
論
点
と
な
る
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
で
は
、
神
道
伝
授
の
上
位
の
階
梯
に
お
い
て
示
さ
れ
る
秘
伝
の
検
討
を
行
う
こ
と
を
通
じ

て
、
こ
の
問
題
に
答
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
テ
ク
ス
ト
は
、
正
親
町
公
通
と
出
雲
路
信
直
（
…
六
五
〇
～
一
七
〇
三
）
と
い
う
闇
斎
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

直
弟
子
か
ら
相
伝
を
受
け
た
玉
木
正
英
が
お
こ
な
っ
た
講
習
、
秘
伝
を
そ
の
門
弟
が
筆
記
し
た
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
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（
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ま
ず
玉
木
に
よ
っ
て
、
「
三
種
相
伝
ノ
前
ニ
ハ
丸
亀
従
抄
ヲ
以
十
種
ノ
義
ヲ
相
伝
シ
会
得
ノ
上
包
テ
三
種
ヲ
ハ
伝
ル
コ
ト
也
」
と
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
三
種
神
器
の
伝
の
前
に
『
自
従
抄
』
の
講
習
を
通
じ
て
習
得
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
十
種
神
宝
に
関
す
る
伝
か
ら
検
討
を
加
え

て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
の
伝
に
お
い
て
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
『
旧
事
紀
』
に
お
い
て
饒
速
日
野
に
伝
え
ら
れ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
十
種
神
宝
と
三
種
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

器
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
十
種
神
宝
が
「
畢
寛
三
種
ニ
ツ
・
マ
ル
」
こ
と
を
論
証
す
る
作
業
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
玉
木

は
、
十
種
神
宝
の
中
で
、
藏
津
鏡
・
辺
津
鏡
は
三
種
神
器
の
鏡
に
、
八
握
剣
・
蛇
比
礼
・
軸
比
礼
は
剣
に
、
そ
し
て
生
玉
・
死
玉
・
足
纏
．
道

反
玉
は
玉
に
集
約
さ
れ
る
と
し
、
十
種
神
宝
は
三
種
神
器
を
分
割
し
て
示
さ
れ
た
も
の
と
し
た
う
え
で
、
三
種
神
器
は
十
種
神
宝
の
「
本
体
」

で
あ
っ
て
玉
の
一
種
に
集
約
さ
れ
「
露
ノ
任
」
を
表
す
の
に
対
し
、
十
種
神
宝
は
三
種
神
器
の
「
働
キ
」
で
あ
っ
て
品
物
比
礼
と
い
う
剣
に
集

約
さ
れ
「
臣
ノ
任
」
を
表
す
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の
「
臣
ノ
任
」
と
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
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近
ク
云
ハ
．
・
、
将
軍
家
ノ
ナ
リ
ソ
、
天
下
ノ
大
名
力
各
幾
計
ノ
剣
ヲ
持
テ
居
ル
、
ソ
レ
ヲ
我
儘
二
業
カ
セ
ハ
治
ラ
ヌ
、
ソ
レ
ヲ
動
カ
セ
ヌ
ヤ
ゥ
ニ
、
天
下

　
　
　
ノ
権
威
ヲ
将
軍
家
ノ
引
ニ
キ
リ
テ
居
玉
フ
、
又
将
軍
家
ノ
少
テ
モ
自
分
ノ
私
ニ
ス
ル
御
心
ア
ル
ト
天
下
ノ
大
乱
也
、
少
モ
コ
レ
ヲ
重
爆
ス
、
天
下
ノ
剣
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
ヒ
ツ
ス
ヘ
テ
、
偏
二
天
子
ヲ
守
護
シ
玉
フ
、
コ
・
力
八
握
ノ
剣
ニ
シ
テ
饒
速
爪
髪
ノ
黒
蜜
、

　
玉
木
に
よ
れ
ば
、
臣
で
あ
る
将
軍
家
の
役
割
は
、
大
名
を
剣
す
な
わ
ち
武
威
に
よ
っ
て
束
ね
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
天
子
を
守
護

す
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
将
軍
に
代
表
さ
れ
る
臣
の
役
割
が
剣
に
よ
っ
て
表
わ
さ

れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
武
威
に
よ
る
君
の
守
護
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
武
威
の
重
視
は
、
「
土
金
」
（
ッ
ッ
シ
、
ミ
す

な
わ
ち
「
敬
」
に
比
定
さ
れ
て
い
る
）
の
伝
と
い
う
、
伝
授
の
階
梯
に
お
い
て
最
初
に
授
け
ら
れ
る
伝
か
ら
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
傾
向
だ
か
ら
で
あ

る
。　

　
　
人
ト
独
者
ハ
常
住
土
金
ニ
テ
居
ル
者
ナ
レ
バ
、
何
時
ニ
チ
モ
事
ノ
起
ル
ト
キ
ハ
、
屹
ト
応
ス
ル
コ
ト
ガ
ナ
ル
也
、
常
二
土
金
ニ
テ
居
ラ
ネ
パ
事
ノ
起
タ
ル

　
　
　
ト
キ
放
心
シ
テ
役
二
不
レ
立
ソ
、
仮
令
イ
カ
ホ
ド
不
徳
ナ
武
士
デ
モ
常
二
腰
ノ
物
ヲ
不
レ
離
、
何
ゾ
事
ア
ラ
バ
ト
心
懸
テ
居
ル
ユ
へ
、
何
レ
無
敵
ガ
タ
マ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
　
一
討
ニ
シ
テ
モ
、
屹
ト
抜
合
ス
ル
コ
ト
ガ
ナ
ル
、

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
玉
木
に
よ
れ
ば
、
人
は
武
士
の
よ
う
に
常
に
「
土
金
」
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ

れ
が
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
闇
斎
の
場
合
で
も
、
「
土
デ
ナ
ケ
レ
バ
物
ハ
生
ゼ
ヌ
ゾ
。
中
程
ニ
ヂ
ツ
ト
ツ
・
シ
ソ
ダ
処
デ
ナ
ケ
レ
パ
、
金
気
ハ

出
来
ヌ
ゾ
。
其
ツ
・
シ
ミ
ハ
、
期
人
心
ニ
ア
ル
ゾ
。
（
中
略
）
金
気
ト
云
ハ
別
ノ
物
デ
ハ
ナ
イ
。
ア
ソ
コ
ノ
ツ
ン
ト
ユ
ル
サ
ヌ
処
ガ
ア
ル
が
金
気

ゾ
。
ツ
ン
ト
サ
シ
ツ
マ
リ
テ
コ
ロ
ス
道
理
ニ
ナ
リ
テ
カ
ラ
ハ
、
人
デ
モ
ツ
ン
ト
コ
ロ
ス
モ
ノ
ゾ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
土
金
」
す
な
わ
ち
「
ツ

・
シ
ミ
」
を
武
威
と
関
係
づ
け
る
点
は
岡
様
で
あ
り
、
ま
た
彼
に
よ
れ
ば
、
「
土
金
」
は
「
日
本
ノ
神
代
ノ
道
」
で
あ
り
、
天
照
大
神
も
女
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
あ
り
な
が
ら
武
装
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
昔
カ
ラ
日
本
ハ
金
気
デ
治
り
テ
ア
ル
」
国
な
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
『
自
書
抄
』
の
講
習
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
十
種
神
宝
に
関
す
る
伝
は
臣
の
伝
と
さ
れ
て
お
り
、
十
種
神
宝
が
「
畢
寛
三
種
ニ
ツ
・
マ

ル
」
こ
と
が
示
さ
れ
た
後
は
、
臣
の
身
分
に
あ
る
者
も
、
君
の
伝
と
さ
れ
る
三
種
神
器
に
関
す
る
極
秘
伝
を
聞
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
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⑦る
。
こ
の
三
種
神
器
に
関
す
る
極
秘
伝
に
お
い
て
、
ま
ず
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
玉
・
鏡
・
剣
と
い
う
三
種
神
器
が
天
地
の
造
化
と
人
の

な
り
た
ち
の
双
方
に
元
来
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
例
え
ば
、
「
造
化
ノ
日
月
ノ
両
鏡
ト
、
天
地
惣
体
ノ
玉
ト
、
土
ノ
黒
金
ノ
剣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ト
、
此
三
種
ハ
造
化
道
体
ノ
根
元
、
ソ
フ
云
者
ア
ル
ユ
ヘ
ニ
、
器
ニ
モ
三
種
出
来
タ
ト
云
コ
ト
也
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
相
伝
さ
れ
た
器
物

と
し
て
の
三
種
神
器
も
天
地
造
化
の
根
源
に
具
わ
る
三
種
神
器
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
伝
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

「
三
種
神
器
ヲ
以
点
数
ノ
御
璽
ト
シ
玉
フ
コ
ト
ハ
、
日
神
ヨ
リ
始
ル
三
聖
ス
、
造
化
ノ
天
神
ヨ
リ
此
事
起
レ
リ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
三
種

神
器
が
造
化
の
本
源
か
ら
相
伝
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
論
証
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
玉
木
は
、
天
神
が
伊
弊
那
諾
・
佛
舞
那
再
二
神

へ
天
慶
矛
を
与
え
た
こ
と
を
「
証
文
」
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

神
代
巻
浮
橋
正
段
ノ
註
二
「
慶
弔
也
此
云
努
」
ト
項
矛
二
字
ノ
間
ニ
コ
レ
ヲ
記
ス
、
（
中
略
）
慶
矛
ハ
、
タ
・
玉
ヲ
以
テ
錺
レ
ル
矛
ト
見
サ
セ
マ
シ
キ
為

ソ
、
槌
二
玉
ト
矛
ト
ノ
ニ
物
也
ト
云
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム
、
二
尊
へ
造
化
本
源
ノ
神
酒
リ
ノ
玉
矛
御
伝
授
也
、
浮
橋
ノ
ニ
尊
ハ
直
二
鷺
月
ニ
シ
テ
、
日
月
ハ

国
里
立
野
ノ
明
霊
、
天
爵
尊
ノ
鋳
造
ル
処
ノ
白
銅
鏡
ナ
レ
ハ
、
二
尊
則
宝
鏡
也
、
コ
・
テ
ニ
講
論
矛
ヲ
以
指
下
シ
而
探
之
、
子
壷
鋒
ヨ
リ
成
一
鵬
ト
ア
レ

ハ
、
傲
駅
子
嶋
ハ
玉
矛
鏡
ヨ
リ
シ
テ
生
給
フ
也
、
造
化
ノ
本
源
ヨ
リ
日
本
国
ハ
三
種
ヲ
以
テ
ノ
御
建
立
ナ
リ
、
伽
テ
三
種
ヲ
全
国
力
立
ツ
ソ
、
扱
二
尊
彼

嶋
へ
天
降
リ
玉
ヒ
、
国
土
山
川
草
木
万
物
二
面
ル
マ
テ
悉
ク
生
玉
ヒ
テ
カ
ラ
ハ
、
是
ヲ
統
御
ス
ル
君
ナ
フ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
故
、
天
ノ
下
ヲ
知
ラ
ス
ル
珍
子
ヲ

生
玉
ハ
ソ
ト
テ
、
天
臼
へ
醤
ハ
セ
ラ
レ
、
ソ
レ
ナ
リ
ニ
造
化
ノ
天
日
ヤ
ト
リ
テ
、
天
照
大
神
生
レ
玉
フ
、
天
日
ハ
真
清
ノ
天
鏡
也
、
其
天
鏡
ヨ
リ
御
出
生

ナ
レ
ハ
、
日
神
門
即
宝
鏡
也
、
扱
二
尊
ヨ
リ
ア
ナ
タ
へ
御
譲
位
ノ
ト
キ
、
「
以
天
柱
挙
於
天
上
」
ト
ア
リ
、
二
神
ノ
天
位
二
緑
玉
フ
が
直
二
天
柱
立
玉
フ

処
ナ
リ
、
御
柱
ト
ハ
劉
環
帯
ノ
異
名
ナ
リ
、
天
神
御
相
伝
ノ
慶
矛
ヲ
以
テ
直
二
β
神
へ
御
附
属
ヲ
云
、
…
…
日
興
ハ
宝
鏡
也
、
ソ
ノ
天
柱
ヲ
以
テ
四
神
ヲ

君
ニ
タ
テ
サ
セ
ラ
ル
・
ハ
、
ス
ク
ニ
三
種
テ
皇
統
ヲ
金
玉
フ
ト
云
フ
コ
ト
也
、
三
種
テ
国
土
モ
立
テ
霜
ノ
道
モ
立
ツ
、
三
種
テ
ナ
ケ
レ
ハ
ナ
ラ
ス
、
（
傍

　
　
　
⑩

線
は
筆
者
）
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こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
造
化
本
源
ノ
神
」
か
ら
項
矛
（
玉
と
剣
）
を
賜
っ
た
伊
野
那
諾
・
伊
弊
那
再
（
造
化
の
鷺
と
月
、
す
な
わ
ち
鏡
）

に
よ
っ
て
、
　
つ
ま
り
天
地
の
造
化
に
具
わ
る
三
種
神
器
に
よ
っ
て
、
「
磯
駅
縢
嶋
」
す
な
わ
ち
日
本
が
成
立
し
、
ま
た
造
化
天
神
か
ら
伊
弊
那
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諾
・
伊
野
那
再
、
伊
舞
翼
長
・
伊
弊
那
再
か
ら
五
五
へ
と
三
種
神
器
が
相
伝
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
位
す
な
わ
ち
皇
統
が
定
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
天
地
造
化
と
い
う
普
遍
的
な
原
理
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
と
潜
位
（
皇
統
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
絶
対
的
な
正
統
性
と
万
国
に
対
す
る
優
越
性
（
「
日
神
門
天
位
ニ
マ
シ
マ
シ
テ
万
国
ヲ
統
御
」
す
る
と
さ
れ
る
）
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
。
そ
し
て
そ
の
作
業
は
、
「
神
代
巻
」
の
記
述
を
、
「
未
生
已
生
二
尊
伝
」
「
天
浮
橋
伝
」
「
天
血
塗
伝
」
「
白
銅
鏡
伝
」
「
天
柱
之
伝
」
な
ど
と

い
っ
た
「
初
重
」
の
伝
を
縦
横
に
駆
使
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
後
、
玉
木
は
、
日
野
か
ら
皇
孫
へ
三
種
神
器
が
正
統
的
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
の
論
証
を
試
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
天
界
穂
耳
尊
と
慶
女
空
薫
へ
の
相
承
の
次
第
と
内
容
の
異
同
で
あ
る
。
「
神
代
巻
」
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
天
孫
降
臨

段
」
の
一
書
第
一
で
、
「
天
照
大
神
、
乃
ち
天
津
彦
藁
火
慶
悲
話
尊
に
、
八
坂
覆
の
曲
玉
及
び
八
尋
鏡
・
草
薙
剣
、
三
種
の
宝
物
を
賜
ふ
」
と

あ
り
、
一
書
第
二
で
、
「
天
照
大
神
、
手
に
宝
鏡
を
持
ち
た
ま
ひ
て
、
天
牛
穂
耳
尊
に
授
け
て
、
黒
き
て
曰
は
く
、
吾
が
児
、
此
の
宝
鏡
を
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ま
さ
む
こ
と
、
当
に
吾
を
視
る
が
ご
と
く
す
べ
し
。
与
に
床
を
同
く
し
殿
を
共
に
し
て
、
斎
鏡
と
す
べ
し
」
と
あ
る
。
天
喜
穂
邪
言
（
父
）
と
言

々
杵
尊
（
子
）
は
親
子
で
あ
る
た
め
、
こ
の
二
つ
の
一
書
の
記
事
は
、
天
照
大
神
か
ら
皇
孫
に
対
す
る
三
種
神
器
の
相
伝
に
つ
い
て
の
異
な
っ
た

事
実
内
容
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
玉
木
は
、
『
旧
事
紀
』
の
記
事
を
参
照
し
な
が
ら
、
天
忍
穂
霊
鳥
へ
は
鏡
だ
け

で
な
く
、
「
矛
玉
自
従
」
、
す
な
わ
ち
剣
と
玉
を
も
相
伝
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
項
々
起
縮
へ
は
楽
書
穂
耳
尊
か
ら
三
種
神
器
が
譲
ら
れ
た
の

だ
と
す
る
。
だ
か
ら
玉
木
に
よ
れ
ば
、
一
書
第
一
の
説
は
、
天
照
大
神
か
ら
並
々
杵
尊
へ
「
直
授
」
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

実
は
そ
の
と
き
に
は
天
照
大
神
は
す
で
に
死
去
し
て
い
た
た
め
、
「
三
種
御
相
伝
ノ
時
制
、
御
遺
勅
ヲ
以
テ
高
御
産
霊
尊
ヨ
リ
御
伝
沢
上
ラ
レ

　
　
⑭

シ
コ
ト
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
天
照
大
神
か
ら
天
愚
書
葛
篭
へ
、
天
忍
霊
境
尊
か
ら
環
女
話
尊
へ
と
い
う
三
種
神
器
の
正

統
的
な
継
承
の
論
証
と
い
う
作
業
は
、
「
神
代
巻
」
の
二
つ
の
一
書
と
『
旧
事
紀
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
間
の
異
伝
を
整
合
的
に
解
釈
し
な
が
ら
進

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
三
種
神
器
に
関
す
る
極
秘
伝
に
お
い
て
は
、
三
種
神
器
は
天
地
造
化
に
具
わ
る
と
と
も
に
、
人
に
も
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具
わ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
天
人
唯
一
テ
人
モ
此
三
種
テ
立
也
、
全
ク
三
種
胸
心
ノ
徳
也
、
此
徳
ハ
上
一
人
ヨ
リ
下
万
民
マ
テ

　
⑮一

也
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
で
あ
る
以
上
、
君
と
臣
は
共
に
三
種
神
器
を
具
有
す
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

同
時
に
玉
木
は
、
君
臣
の
間
に
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
差
異
を
設
定
し
て
い
る
。

　
　
　
道
ハ
万
々
広
シ
ト
云
ト
モ
押
ツ
・
ム
レ
ハ
、
三
種
ノ
外
ハ
ナ
ク
、
造
化
ハ
大
ナ
レ
ト
モ
、
天
地
モ
三
種
二
依
テ
立
、
万
物
万
事
立
干
三
種
二
心
ル
コ
ト
ナ

　
　
　
シ
、
天
子
ハ
居
中
テ
ノ
本
源
カ
ラ
相
承
シ
玉
フ
也
、
水
ノ
源
ア
ル
ハ
天
子
也
、
其
申
カ
ラ
涌
出
ル
モ
ノ
ヲ
配
分
ノ
受
ム
ス
フ
モ
ノ
カ
臣
民
也
、
故
二
万
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
三
二
其
中
ヲ
守
コ
ト
ソ
、

　
こ
の
記
述
に
よ
れ
ぽ
、
君
の
三
種
神
器
と
臣
の
そ
れ
は
、
前
者
が
造
化
の
本
源
か
ら
承
け
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
源
で
あ
る
君

の
三
種
神
器
か
ら
配
分
を
受
け
た
も
の
と
い
う
点
で
違
い
が
あ
る
。
こ
の
差
異
は
、
他
の
テ
ク
ス
ト
で
は
両
者
が
根
本
と
分
殊
あ
る
い
は
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

用
と
い
う
関
係
に
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
先
ほ
ど
確
認
し
た
三
種
神
器
と
十
種
神
宝
と
の
関
係
と
も
対

応
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
に
君
と
臣
の
あ
い
だ
に
同
一
性
を
確
保
し
た
う
え
で
、
差
異
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

次
の
よ
う
な
教
え
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
天
下
万
民
ノ
身
心
二
於
テ
ハ
、
又
本
末
ノ
率
直
イ
ア
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
天
主
中
主
ノ
元
気
元
霊
ヲ
賦
与
セ
ラ
レ
テ
生
セ
ヌ
モ
ノ
ハ
ナ
ケ
レ
ハ
、
人
々
ノ
心

　
　
　
霊
モ
皆
八
坂
慶
曲
玉
ノ
分
化
也
、
故
二
臣
下
モ
手
玉
ヲ
ハ
天
鏡
ノ
如
ク
明
二
、
此
玉
ノ
厳
ナ
ル
コ
ト
ハ
剣
ノ
三
二
、
君
ヨ
リ
玉
ハ
ル
玉
ノ
曇
ラ
ヌ
様
ニ
ト

　
　
　
元
ヲ
立
テ
、
此
玉
ニ
ア
テ
・
ツ
ト
メ
ミ
カ
キ
、
君
ノ
玉
ヲ
守
護
シ
奉
ル
カ
臣
下
ノ
難
論
、
（
中
略
）
震
無
道
ニ
マ
シ
く
テ
御
心
ノ
玉
鏡
ハ
曇
ル
ト
モ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
　
ソ
レ
ヲ
臣
下
ノ
見
ル
コ
ト
ハ
ナ
イ
、
ド
ゥ
ア
ラ
ウ
ト
モ
三
種
二
宮
テ
守
護
ノ
道
ヲ
尽
ス
ニ
チ
カ
イ
ナ
キ
筈
ハ
勿
論
也
、

　
玉
木
に
よ
れ
ば
、
三
種
神
器
が
臣
に
対
し
て
示
す
の
は
、
臣
に
は
君
か
ら
授
か
っ
た
玉
を
鏡
と
剣
で
「
ツ
ト
メ
ミ
カ
キ
」
つ
つ
、
君
の
玉
を

守
護
す
る
と
い
う
使
命
が
あ
り
、
そ
し
て
君
の
善
悪
と
は
無
関
係
に
、
臣
は
君
を
守
護
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
教
説
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

教
説
は
臣
に
よ
る
三
種
神
器
の
具
有
を
説
く
こ
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
臣
が
君
に
本
来
的
に
依
存
す
る
と
と
も
に
、

君
を
守
護
す
る
使
命
を
遂
行
す
る
能
カ
ー
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
示
す
た
め
な
の
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
三
種
神
器
に
関
す
る
極
秘
伝
に
お
い
て
習
得
す
る
べ
き
こ
と
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
は
、
三
種
神
器
が
天
地

造
化
の
根
源
に
具
わ
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
三
種
神
器
が
正
統
的
に
継
承
さ
れ
て
日
本
に
お
け
る
音
質
の
不
動
す
な

わ
ち
皇
統
の
永
続
性
を
保
証
し
て
い
る
こ
と
の
論
証
方
法
で
あ
る
。
そ
の
論
証
や
正
統
化
の
手
続
き
は
、
十
種
神
宝
と
三
種
神
器
と
の
関
係
や
、

天
照
大
神
か
ら
皇
孫
へ
の
三
種
神
器
の
相
伝
を
め
ぐ
る
問
題
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
神
代
巻
」
や
そ
の
他
の
正
典
化
さ
れ
た
テ
ク
ス

ト
に
お
け
る
矛
盾
す
る
場
合
も
あ
る
様
女
な
記
述
の
辻
褄
合
わ
せ
と
も
い
う
べ
き
解
釈
を
通
じ
て
、
ま
た
造
化
の
天
神
か
ら
、
伊
弊
那
諾
．
伊

舞
那
再
そ
し
て
天
照
大
神
へ
の
相
伝
の
場
合
の
よ
う
に
、
修
学
の
前
段
階
で
得
て
き
た
諸
伝
を
駆
使
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
遂
行
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
は
、
人
の
成
り
立
ち
を
も
貫
く
原
理
で
あ
る
三
種
神
器
が
君
臣
間
で
は
本
末
関
係
に
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
臣
に
よ
る
君
の
守
護
の
使
命
を
説
く
教
え
を
正
当
化
す
る
手
続
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
臣
に
よ
る
君
の
守
護
の
内

容
と
し
て
特
に
主
題
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
十
種
神
宝
の
伝
に
顕
著
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
剣
す
な
わ
ち
武
威
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
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（
2
）

　
三
種
神
器
に
関
す
る
極
秘
伝
で
は
、
君
臣
関
係
の
意
味
を
天
地
の
造
化
と
人
の
成
り
立
ち
の
根
源
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
課
題
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
次
に
伝
授
さ
れ
る
神
簾
磐
境
に
関
す
る
極
秘
伝
で
は
、
そ
れ
を
、
顕
露
と
幽
冥
ま
た
は
生
と
死
を
貫
く
も
の
と
し
て
画
定
す
る
こ
と
が

課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
神
籠
磐
境
」
に
つ
い
て
、
『
持
経
抄
』
に
は
山
崎
闇
斎
の
次
の
よ
う
な
言
を
載
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
神
簾
は
日
守
木
な
り
。
巌
境
は
中
な
り
。
泉
津
平
坂
千
人
所
引
の
磐
石
こ
れ
な
り
。
生
死
の
大
事
こ
こ
に
あ
り
。

　
「
神
雛
」
と
「
磐
境
」
と
い
う
言
葉
の
出
処
は
、
「
吾
は
天
津
神
島
及
び
天
津
主
簿
を
起
し
樹
て
て
、
当
に
吾
孫
の
為
に
斎
ひ
奉
ら
む
。
汝
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

天
児
屋
根
命
．
太
玉
藍
は
、
天
津
神
山
を
持
ち
て
、
葦
原
中
国
に
降
り
て
、
夜
働
孫
の
為
に
斎
ひ
奉
れ
」
と
し
て
「
神
代
巻
」
第
九
段
一
書
第

二
に
記
載
さ
れ
て
い
る
高
足
産
霊
尊
の
言
に
あ
る
。
こ
こ
で
闇
斎
は
「
神
輪
講
境
」
に
つ
い
て
、
語
釈
を
行
い
つ
つ
、
「
神
足
」
と
は
「
日
守

木
」
す
な
わ
ち
「
日
継
の
君
」
（
皇
孫
を
指
す
）
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、
「
磐
境
」
と
は
君
臣
が
守
る
道
で
あ
る
「
中
」
を
表
す
と
し
た
う
え
で
、
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「
生
死
の
大
事
」
が
こ
れ
に
関
わ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
持
授
抄
』
「
神
簾
磐
境
極
秘
之
伝
」
に
は
、
い
ま
見
た
高
邑
産
霊
尊
の
言
葉
の
他
に
、
天
照
大
神
と
素
養
鳴
海
の
誓
約
の
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

剣
か
ら
嵐
生
し
た
三
女
神
に
対
す
る
「
汝
三
の
神
、
道
の
中
に
降
り
奏
し
て
、
天
孫
を
助
け
奉
り
て
、
天
孫
の
為
に
祭
ら
れ
よ
」
と
い
う
天
照

大
神
の
教
え
と
、
さ
き
ほ
ど
見
た
よ
う
に
三
種
神
器
に
関
す
る
極
秘
伝
に
お
い
て
も
典
拠
と
さ
れ
て
い
た
天
照
大
神
が
勢
多
早
耳
尊
に
対
し
て

鏡
を
授
け
て
述
べ
た
「
吾
が
児
、
此
の
宝
鏡
を
視
ま
さ
む
こ
と
、
当
に
吾
を
視
る
が
ご
と
く
す
べ
し
。
与
に
床
を
同
く
し
殿
を
共
に
し
て
、
斎

　
　
　
　
⑫

鏡
と
す
べ
し
」
と
い
う
言
葉
が
、
こ
の
「
神
饒
血
温
極
秘
之
伝
」
に
お
い
て
も
「
神
代
巻
」
に
お
け
る
典
拠
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
「
神
簾

磐
境
」
に
関
す
る
直
接
の
典
拠
は
高
皇
産
霊
尊
の
言
葉
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
伝
に
お
い
て
は
、
他
の
二
つ
の
典
拠
が
示
す
と
さ
れ
る
教
説
を

合
わ
せ
て
「
集
大
成
」
し
た
解
釈
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
臣
へ
の
相
伝
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
は
ず
の
こ
の
伝
に
お
い
て
、
高
皇
産

霊
尊
の
天
富
屋
根
号
・
善
玉
命
二
神
へ
の
言
葉
と
、
天
照
大
神
の
三
女
神
へ
の
言
葉
が
、
典
拠
と
さ
れ
る
こ
と
は
不
自
然
で
な
い
が
、
君
の
伝

と
さ
れ
て
い
た
三
種
神
器
に
関
す
る
極
秘
伝
に
お
い
て
も
典
拠
と
し
て
引
か
れ
、
共
に
君
で
あ
る
と
さ
れ
た
父
か
ら
子
へ
の
言
葉
が
、
な
ぜ
こ

の
伝
に
お
い
て
再
び
引
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
玉
木
正
英
の
次
の
よ
う
な
言
誤
が
参

考
に
な
る
。
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神
品
離
ト
云
コ
ト
ハ
皇
天
鋼
索
ノ
霊
ヲ
キ
ツ
ト
マ
ツ
リ
留
メ
ラ
レ
テ
、
皇
孫
始
メ
奉
リ
万
々
世
ノ
ス
メ
ミ
マ
ヲ
守
護
ス
ル
コ
ト
ノ
名
ゾ
、
　
（
中
略
）
其
愁
兀
中

様
ノ
皇
居
ノ
高
皇
産
霊
尊
・
天
照
大
神
ノ
御
存
生
ノ
ト
キ
ハ
ジ
ツ
ト
付
添
御
座
ナ
サ
レ
テ
守
護
遊
バ
サ
ル
・
、
日
本
書
紀
デ
見
レ
バ
、
皇
孫
尊
ヲ
バ
高
皇

産
霊
尊
里
国
タ
テ
ヒ
タ
シ
タ
マ
フ
ヤ
ウ
ニ
見
ユ
ル
、
又
古
語
拾
遺
ニ
ハ
天
照
大
神
ノ
吾
野
阜
ヲ
ワ
キ
ノ
下
ニ
ヲ
キ
メ
ク
ミ
玉
フ
ト
ア
リ
、
或
ハ
日
本
書
紀
・

旧
事
紀
・
古
事
記
等
ニ
ハ
、
日
々
ノ
意
思
ノ
ヤ
ウ
ニ
書
タ
モ
又
ハ
高
皇
産
霊
尊
ノ
勅
斗
ノ
ヤ
ウ
ニ
カ
イ
タ
処
モ
ア
リ
、
サ
マ
ー
ア
ル
ガ
、
ツ
・
マ
ル
ト

コ
ロ
、
日
神
・
高
皇
産
霊
尊
皇
天
高
祖
ガ
キ
ツ
ト
三
碧
皇
孫
ヲ
ト
モ
ニ
養
育
ナ
サ
レ
ヲ
ホ
ヒ
守
ラ
ル
・
ト
云
コ
ト
、
撮
天
照
大
神
・
高
官
産
霊
尊
ハ
神
去

遊
サ
レ
ズ
、
イ
ツ
マ
デ
モ
天
上
皇
居
ニ
キ
ツ
ト
神
霊
留
［
リ
、
万
世
ノ
君
ト
同
殿
同
姓
ニ
ア
リ
、
ヲ
ホ
ヒ
守
・
リ
御
座
ナ
サ
ル
・
、
日
本
書
紀
デ
ハ
天
照
大
神

斗
が
宝
鏡
二
神
霊
ヲ
留
雲
譲
マ
ヒ
テ
、
天
子
ト
別
殿
同
感
二
御
座
ナ
サ
ル
・
ヤ
ウ
ニ
見
ユ
ル
ガ
、
実
ハ
日
神
・
高
皇
産
霊
尊
ガ
キ
ツ
ト
御
座
ナ
サ
ル
・
、
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又
神
代
テ
八
高
皇
産
霊
尊
上
ガ
ヒ
モ
ロ
キ
ヲ
ヲ
コ
シ
立
タ
マ
フ
ヤ
ウ
ナ
が
古
語
拾
遺
デ
見
ン
パ
、
皇
天
二
祖
ノ
神
簾
ト
見
ユ
ル
、
ス
レ
バ
ニ
祖
ト
モ
ニ
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
　
存
生
ト
毛
頭
カ
ハ
ラ
ヌ
、
皇
居
ニ
リ
ソ
ト
留
ラ
レ
テ
守
り
タ
マ
フ
、
是
ヲ
名
付
テ
ヒ
モ
ロ
キ
ト
云
、

　
玉
木
が
こ
の
言
述
に
お
い
て
試
み
て
い
る
の
は
、
天
照
大
神
と
高
麗
産
霊
尊
が
と
も
に
生
前
か
ら
皇
孫
を
守
護
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
両

神
が
死
後
も
皇
居
に
そ
の
霊
を
と
ど
め
て
皇
孫
を
守
護
し
て
い
る
こ
と
の
論
証
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
き
ほ
ど
見
た
高
曇
産
霊
尊
の
言
葉
か
ら

は
、
皇
孫
を
守
護
す
る
の
に
霊
を
皇
居
に
留
め
る
と
い
う
趣
旨
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
一
方
、
「
神
代
巻
」
に
お
け
る
天
照
大
神
の

天
皇
穂
耳
尊
へ
の
言
葉
に
は
、
「
ヒ
モ
混
書
」
の
趣
旨
を
直
接
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
『
古
語
拾
遺
』
に
は
そ
の
典
拠
を
探
す
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
点
を
足
掛
り
に
し
て
玉
木
は
、
天
照
大
神
と
高
皇
産
霊
尊
の
趣
意
が
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
霊
を
留
め
る
こ
と
と

「
ヒ
モ
ロ
ギ
」
を
起
し
立
て
る
と
い
う
こ
と
を
結
び
つ
け
、
「
皇
天
二
祖
」
が
と
も
に
霊
を
皇
居
に
留
め
皇
孫
を
守
護
し
て
い
る
こ
と
を
「
証
明
」

し
て
み
せ
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
天
照
大
神
か
ら
天
事
前
耳
鼻
へ
の
相
伝
を
典
拠
と
し
て
持
ち
出
し
て
き
た
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
証
明
に

必
要
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
な
ぜ
、
霊
を
留
め
る
こ
と
と
「
ヒ
モ
ロ
ギ
」
を
起
し
立
て
る
こ
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
論
証
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
。
天
照
大
神
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
宝
鏡
」
に
霊
を
留
め
た
こ
と
は
、
「
生
死
始
終
心
神
ハ
鏡
出
テ
鏡
二
留
マ
ル
」
、
あ
る
い
は
「
御
鏡
単
比
神
始
終
一
ノ
所
ニ
シ
テ
、
山
神
ノ
日

　
　
㊧

少
宮
也
」
な
ど
と
い
っ
た
公
述
に
よ
れ
ば
、
「
宝
鏡
」
が
生
死
始
終
を
貫
い
て
霊
を
留
め
る
べ
き
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、

高
皇
産
霊
尊
と
天
照
大
神
の
趣
旨
が
同
一
で
あ
る
こ
と
の
論
証
は
、
生
死
を
貫
い
て
霊
を
留
め
る
べ
き
場
所
が
「
神
油
平
境
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
示
す
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
同
様
に
三
女
神
へ
の
天
照
大
神
の
言
葉
も
、
「
日
置
ノ
皇
居
二
永
二
神
留
坐
シ
テ
、
皇
子
孫
薄
ヲ
覆
ヒ
守
り
給
フ
如
ク
、
三
神
モ
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

世
ハ
不
心
象
、
万
々
世
二
毛
ル
マ
テ
神
霊
ヲ
皇
居
二
戸
メ
テ
、
世
々
ノ
皇
子
孫
尊
ヲ
覆
ヒ
守
り
奉
レ
ト
ノ
神
勅
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
三

女
神
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
日
本
国
申
の
大
小
神
西
と
「
一
徳
」
と
さ
れ
る
の
で
、
神
社
一
般
が
皇
統
を
守
護
す
る
霊
を
と
ど
め
る
「
ヒ
モ
ロ

ギ
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
神
言
磐
境
」
は
霊
を
と
ど
め
て
皇
孫
を
守
る
と
い
う
行
為
に
一
般
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
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た
が
っ
て
、
高
皇
産
霊
尊
が
天
児
屋
根
・
太
亡
命
の
二
神
へ
「
神
園
磐
境
」
の
趣
旨
を
相
伝
し
た
こ
と
は
、
直
接
的
に
は
臣
が
祭
祀
を
通
じ
て

皇
孫
を
守
る
霊
を
留
め
る
役
目
を
果
た
す
こ
と
、
さ
ら
に
は
臣
も
生
死
を
貫
い
て
皇
孫
を
守
る
使
命
を
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
至
仁
磐
境
に
関
す
る
極
秘
伝
で
は
、
君
を
守
る
臣
の
職
掌
と
し
て
は
祭
祀
が
特
に
主
題
化
さ
れ
て
い
る
。
神
霊
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

祭
祀
に
よ
る
来
格
に
か
か
わ
る
問
題
は
、
例
え
ば
「
混
沌
伝
」
「
驚
雷
撃
伝
」
「
菊
理
想
伝
」
「
空
津
彦
伝
」
と
い
っ
た
諸
道
を
通
じ
て
、
そ
の

理
論
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
伝
授
の
各
段
階
に
お
い
て
一
貫
し
て
主
題
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
よ

う
な
か
た
ち
で
一
貫
し
て
主
題
化
さ
れ
て
い
る
臣
の
職
掌
は
、
ほ
か
に
は
「
金
気
剣
徳
」
す
な
わ
ち
武
威
に
も
と
つ
く
も
の
が
あ
っ
た
。
つ
ま

り
垂
加
神
道
に
お
い
て
臣
が
君
を
守
る
た
め
に
行
う
こ
と
と
し
て
具
体
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
お
も
に
こ
の
両
者
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
両
者
の
関
係
が
相
補
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
玉
木
は
、
臣
が
「
日
嗣
ノ
君
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

を
守
り
、
「
大
願
力
ノ
金
気
ヲ
主
テ
、
生
テ
モ
死
テ
モ
千
人
立
引
磐
石
二
凝
固
マ
リ
テ
、
皆
国
之
神
ト
成
テ
鎮
リ
定
ル
」
べ
き
こ
と
を
説
く
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
こ
と
は
彼
が
祭
祀
に
よ
っ
て
留
め
ら
れ
る
霊
も
「
金
気
」
に
よ
っ
て
皇
統
を
守
護
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、

「
日
輪
一
国
中
二
億
酬
座
シ
給
フ
大
小
神
憩
い
ハ
、
皆
白
狐
締
脚
守
護
ノ
御
“
為
二
剣
…
徳
ヲ
｝
振
ヒ
起
シ
テ
、
君
臣
ヲ
不
一
易
ノ
擁
…
護
ナ
レ
バ
、
全
ク
一
二
女
神
ト
御

　
⑳

合
徳
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
国
中
の
神
抵
も
、
天
照
大
神
と
酸
茎
鳴
尊
の
誓
約
の
際
に
剣
か
ら
出
生
し
た
と
さ
れ
る
た
め
に
軍
神
と
見

倣
さ
れ
て
い
る
三
女
神
に
比
定
さ
れ
、
「
剣
徳
」
に
よ
っ
て
皇
統
を
守
護
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
玉
木
は
「
顕
露
」
の
語
を
注
釈
す
る
な

か
で
、
「
政
務
ノ
コ
ト
也
、
今
世
ノ
江
戸
将
軍
家
ノ
ナ
サ
ル
・
コ
ト
ハ
、
顕
露
ノ
事
、
今
ノ
天
子
ノ
ナ
サ
ル
・
事
ハ
神
事
斗
主
リ
テ
泰
平
ノ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

サ
ル
・
ガ
幽
衿
心
、
今
日
ノ
格
ニ
テ
思
ヤ
ル
ヘ
シ
」
と
述
べ
る
な
ど
、
当
時
の
支
配
体
欄
を
将
軍
（
幕
府
）
と
天
皇
（
朝
廷
）
と
の
分
掌
関
係
に
よ

っ
て
捉
え
て
い
る
の
で
、
臣
の
職
掌
を
武
威
と
祭
祀
と
の
相
補
的
な
関
係
に
お
い
て
主
題
化
し
て
い
る
の
は
、
将
軍
と
天
皇
に
よ
る
支
配
行
為

と
そ
の
相
補
性
に
対
応
さ
せ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

　
①
　
玉
木
正
英
に
つ
い
て
は
、
前
掲
〈
は
じ
め
に
〉
注
④
前
田
勉
「
呪
術
師
玉
木
正
　
　
　
　
　
英
と
現
人
神
」
、
松
本
丘
「
玉
木
葦
斎
序
論
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
一
九
九
六
年
二
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垂加派知識人による正統性の生産（小林）

　
月
号
）
な
ど
を
参
照
。
玉
木
の
弟
子
で
あ
る
松
岡
雄
淵
の
語
を
記
し
た
『
渾
成
翁

　
口
授
拍
』
（
京
都
大
学
附
属
図
霞
館
所
蔵
）
に
は
、
「
玉
木
ハ
後
天
ハ
公
通
卿
へ
奉

　
公
シ
テ
居
タ
ゾ
、
（
中
略
）
公
通
卿
ノ
門
人
ト
云
ハ
皆
玉
木
ヨ
リ
講
釈
キ
カ
レ
タ

　
　
　
　
　
　
　
ロ
ゐ
カ
リ

　
ゾ
、
公
家
ノ
コ
ト
ロ
へ
講
釈
ハ
セ
ヌ
、
代
講
ヲ
玉
木
カ
シ
タ
コ
ト
ゾ
」
と
あ
る
よ

　
う
に
、
玉
木
は
正
親
町
公
通
の
代
講
を
務
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

②
　
申
井
集
義
筆
記
「
琴
笛
翁
三
種
神
宝
極
秘
伝
口
授
」
（
享
保
一
五
年
目
一
七
三
〇
）

　
成
立
、
『
三
種
神
宝
極
秘
伝
臨
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
）
所
収
）
。

③
　
同
前
。

④
　
同
前
。

⑤
　
前
掲
〈
第
一
章
〉
注
⑬
『
神
代
復
講
秘
記
』
。

⑥
　
前
掲
〈
第
一
章
〉
注
⑥
『
神
代
巻
記
録
照
照
三
六
～
三
三
七
頁
。

⑦
例
え
ば
梨
木
祐
之
は
、
「
元
来
三
種
ノ
伝
ハ
、
唯
受
一
人
ニ
シ
テ
天
子
御
梱
伝

　
ノ
ロ
ト
也
、
我
等
が
非
レ
所
レ
可
レ
知
、
然
…
ト
モ
十
種
ヨ
リ
シ
テ
　
二
種
二
期
リ
、
其

　
ウ
ワ
サ
ヲ
承
ル
ト
申
者
也
」
（
『
自
従
抄
講
習
記
』
前
掲
〈
第
一
章
〉
注
＠
、
梨
木

　
に
よ
る
「
三
種
伝
」
の
箇
所
）
と
述
べ
て
い
る
。

⑧
前
掲
〈
第
一
章
〉
注
⑯
『
自
殺
抄
講
習
記
』
（
玉
木
に
よ
る
講
義
の
箇
所
）
。

⑨
前
掲
注
②
「
五
繧
再
三
種
神
宝
極
秘
伝
口
授
」
。

⑩
同
前
。

⑪
　
玉
木
正
英
「
三
種
神
宝
之
伝
」
（
正
親
町
家
旧
蔵
『
適
従
抄
陣
、
小
林
健
三
「
垂

　
加
神
道
の
伝
統
に
関
す
る
研
究
」
〔
『
史
学
雑
誌
』
四
七
－
一
、
一
九
三
五
年
〕
に

　
所
収
）
。

⑫
　
こ
れ
ら
の
伝
に
つ
い
て
は
、
玉
木
正
英
『
纐
纈
集
』
（
大
日
本
文
庫
神
道
篇
『
垂

　
加
神
道
（
上
）
』
春
陽
堂
、
一
九
三
七
年
）
な
ど
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

⑬
い
ず
れ
も
、
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
他
校
注
『
目
本
書
紀
（
一
）
』
（
岩
波
文
庫
、

　
一
九
九
四
年
）
の
訓
み
下
し
文
に
よ
っ
た
。

⑭
前
掲
注
②
「
五
鰭
翁
三
種
神
宝
極
秘
伝
口
授
」
。

⑮
　
同
前
。

⑯
　
同
前
。

⑰
　
　
「
ト
…
天
子
ノ
玉
ハ
根
元
」
根
本
ナ
レ
ハ
、
臣
畏
ノ
玉
ハ
其
分
殊
也
」
（
玉
木
正
英

筆
陶
田
野
斎
言
「
三
種
極
秘
口
訣
」
『
三
種
神
宝
極
秘
伝
隔
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
）

　
所
収
）
な
ど
。

⑯
　
前
掲
注
②
「
五
呈
上
三
種
神
宝
極
秘
伝
口
授
」
。

⑲
　
『
霞
本
思
想
大
系
三
九
　
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』
（
岩
波
書
店
、
　
一
九
七

　
二
年
、
＝
一
鴬
二
頁
）
。

⑳
　
前
掲
注
⑬
と
同
じ
。

⑳
　
岡
前
。

⑫
　
同
前
。

㊥
　
『
玉
木
翁
五
三
口
授
』
（
松
岡
雄
淵
筆
記
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
。

⑳
岸
大
路
持
之
『
日
蔭
草
隔
（
元
文
三
年
成
立
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
。

⑳
前
掲
注
②
「
五
鰭
翁
三
種
神
宝
極
秘
伝
口
授
」
。

⑯
　
神
宮
文
庫
蔵
『
三
伝
極
秘
巻
』
「
神
簾
磐
境
極
秘
中
之
口
訣
」
（
谷
省
吾
「
神
宮

　
文
庫
蔵
『
三
伝
極
秘
巻
』
」
『
皇
学
館
論
叢
曝
四
－
二
、
一
九
七
一
年
）
。

⑰
　
前
掲
〈
第
一
章
〉
注
㊥
『
神
代
馬
繋
秘
記
』
で
は
、
「
混
沌
伝
」
「
猿
賑
彦
ノ
伝
」

　
「
不
見
不
言
不
聞
ノ
伝
」
「
日
捲
宮
伝
」
な
ど
に
つ
い
て
、
「
掠
此
等
ノ
伝
ノ
ウ
ツ

　
リ
ニ
相
互
ニ
ヒ
ぐ
キ
合
テ
、
ソ
レ
カ
ラ
、
ソ
レ
へ
伝
ヲ
ス
ル
コ
ト
也
、
然
…
則
能
ノ

　
ミ
込
合
点
仕
易
キ
者
也
」
と
さ
れ
、
祭
祀
来
格
説
を
展
開
す
る
「
雅
量
車
内
」
「
空

　
津
一
彦
伝
」
に
つ
い
て
も
、
「
口
H
少
甘
口
・
混
沌
伝
・
一
二
郵
悶
由
［
ノ
伝
ト
相
坂
シ
テ
可
味
、

　
国
常
立
ヘ
モ
響
也
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

⑱
　
前
掲
注
②
「
五
鰭
翁
三
種
神
宝
極
秘
伝
口
授
」
。

＠
前
掲
注
⑳
『
三
輪
極
秘
巻
』
「
神
鰹
磐
境
極
秘
中
之
口
訣
」
。

⑳
　
「
然
…
レ
ハ
身
四
マ
カ
リ
テ
モ
亦
胎
中
∴
一
ア
リ
シ
粥
占
ク
混
沌
二
M
脂
身
、
（
－
甲
略
）
ソ
レ

　
ニ
神
ナ
フ
テ
ハ
祭
ル
事
ナ
シ
、
生
レ
ヌ
サ
キ
モ
死
シ
テ
モ
同
シ
形
ニ
ナ
リ
テ
土
二

　
帰
ル
ハ
胎
内
へ
帰
ル
也
、
土
金
へ
帰
ラ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
」
（
前
掲
く
第
一
章
V

　
注
＠
『
神
代
復
講
秘
記
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
玉
木
に
よ
れ
ば
、
「
混
沌
」
の
場
に
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お
い
て
「
土
金
」
の
状
態
に
あ
る
人
を
生
前
も
死
後
も
神
と
し
て
祭
る
の
で
あ
っ

た
。
註
⑳
に
お
け
る
玉
木
の
主
張
は
、
こ
う
し
た
認
識
に
藻
つ
く
も
の
で
あ
る
。

⑳
前
掲
注
⑳
『
三
俵
極
秘
巻
』
「
神
簾
磐
境
極
秘
中
之
口
訣
レ
。

⑫
　
前
掲
〈
第
一
章
〉
注
⑳
『
神
代
復
講
秘
記
』
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
右
に
検
討
を
加
え
て
き
た
伝
授
の
階
梯
に
お
い
て
一
貫
し
て
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
君
臣
関
係
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
階
梯
を
通

じ
て
、
君
臣
関
係
に
お
け
る
規
範
が
日
常
的
な
次
元
に
お
け
る
具
体
的
な
行
為
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
っ
た
り
、
規
範
の
具
体

的
実
践
方
法
が
深
め
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
階
梯
を
経
る
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
の
は
、
君
の
絶
対
的
な
正
統

性
と
優
越
性
、
そ
し
て
臣
の
君
へ
の
本
来
的
な
依
存
性
と
君
を
守
護
す
る
任
務
の
喫
緊
さ
を
い
う
君
臣
関
係
に
つ
い
て
の
教
説
が
、
天
地
人
、

お
よ
び
生
死
を
貫
い
て
普
遍
的
に
正
し
い
も
の
で
あ
り
、
　
そ
れ
が
「
三
種
」
「
神
簾
」
と
し
て
正
統
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
「
神
道
」
の
教
え

で
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
教
え
は
論
拠
と
な
る
諸
々
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
総
合
さ
れ
た
解
釈
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
す
で

に
指
摘
し
た
よ
う
に
「
集
大
成
」
と
い
う
言
説
編
成
の
様
式
と
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
伝
授
の
階
梯
に
お
い
て
一
貫
し
て
こ
う
し
た
傾
向
が

窺
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
え
を
知
る
こ
と
自
体
よ
り
も
む
し
ろ
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
を
通
じ
て
君
臣
関
係
の
意
味
を
正
統
化
す
る
技
法
を
身

に
つ
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
伝
授
者
が
修
学
者
に
対
し
て
要
請
し
、
ま
た
修
学
者
も
求
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
伝
授
の
階
梯
に
お
い
て
稀
少
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
正
統
化
の
技
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
駆
使
す
る
能
力
だ
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
教
説
に
お
い
て
は
、
将
軍
の
武
威
に
よ
る
支
配
を
、
天
皇
を
守
護
す
る
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
「
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ヲ
祭
ル
ハ
皆
皇
統
守
護
ノ
御
上
濤
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
臣
の
営
為
は
君
を
守
護
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
正

当
化
さ
れ
る
。
し
か
し
逆
に
言
え
ば
、
臣
の
営
為
は
絶
対
化
さ
れ
た
露
へ
の
奉
仕
と
し
て
正
統
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の

際
、
臣
の
営
為
と
し
て
具
体
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
祭
祀
と
武
威
に
よ
る
露
の
守
護
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
伝
授
に



垂加派知識人による正統性の生産（小林）

お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
た
垂
加
神
道
の
受
容
老
の
性
格
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
垂
加
派
の
門
人
の
大
部
分
は
社
家
、
公

家
、
武
士
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
中
で
も
社
家
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
集
，
大
成
」
と
い
う
言
説
編
成
を
と
る
こ
と
で
、
公
家
や
寺
社
と
い
っ
た
特
権
的
で
閉
鎖
的
な
空
間
に
お
い
て
の
み
蓄
積
さ
れ
配
分
さ
れ
て

き
た
文
化
資
本
を
自
ら
の
も
の
と
し
た
婦
警
派
の
知
識
人
た
ち
は
、
幾
段
階
に
も
な
る
講
習
と
秘
伝
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
伝
授
の
階
梯
を
設

定
し
た
。
一
方
、
修
学
者
た
ち
は
こ
の
階
梯
を
進
ん
で
い
く
こ
と
を
通
じ
て
、
伝
授
者
た
ち
が
維
持
し
蓄
積
し
た
文
化
資
本
を
駆
使
し
て
君
臣

の
教
説
を
正
統
化
し
、
君
臣
の
教
説
に
よ
っ
て
物
事
を
正
統
化
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
正
親
町
公
通
が
言
う

「
有
道
の
人
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
授
の
階
梯
に
お
い
て
稀
少
化
さ
れ
て
い
た
能
力
を
身
に
つ
け
た
知
識
人
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
垂
加
里
の
知
識
人
に
よ
っ
て
そ
の
能
力
が
ど
の
よ
う
に
し
て
発
揮
さ
れ
た
か
を
示
す
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
で
本
稿
の
締
め
く
く
り
と

し
て
お
き
た
い
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
梨
木
祐
之
は
元
禄
一
六
年
に
下
賀
茂
社
の
神
事
で
あ
る
葵
祭
と
御
蔭
祭
で
の
装
束
な
ど
を
整
え
る
た
め
に
憂
顔
院
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
寄
進
を
願
い
出
て
い
た
。
そ
の
と
り
な
し
を
求
め
た
書
状
で
は
、
神
事
が
「
御
武
運
七
型
久
之
御
祈
薦
」
と
な
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
祭
り
が
済
ん
だ
あ
と
、
将
軍
家
一
族
へ
葵
桂
を
献
上
し
て
い
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
を
論
拠
に
し
て
、
寄
進
の
実
現

を
図
ろ
う
と
梨
木
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
単
子
派
の
神
道
家
に
お
い
て
、
こ
の
下
賀
茂
社
の
神
事
は
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
葵
桂
ノ
大
事
モ
是
許
御
蔭
日
御
蔭
ノ
表
示
也
、
山
城
国
賀
茂
皇
大
神
ハ
神
武
天
皇
御
鎮
座
ニ
シ
テ
、
下
賀
茂
ノ
丑
寅
御
蔭
社
一
高
皇
産
霊
尊
也
、
毎
年
四

　
　
　
　
ノ

　
　
　
月
詣
日
神
武
天
皇
御
蔭
社
へ
神
幸
ナ
リ
テ
皇
天
ヲ
祭
り
、
終
黒
日
及
昔
日
葵
桂
ヲ
以
神
事
ノ
錺
リ
ト
シ
、
各
冠
上
ヲ
覆
ヒ
カ
ザ
シ
ト
ス
、
葵
二
年
ヲ
歴
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ヘ
　
ヒ

　
　
　
ニ
葉
也
、
皇
天
藩
祖
ノ
表
示
ト
ス
、
一
名
日
蔭
…
篁
・
ト
云
、
ア
オ
ヒ
バ
負
日
ノ
義
、
桂
ハ
騰
酬
ノ
山
高
ト
ル
、
背
二
日
ノ
御
論
猷
ヲ
負
日
下
陰
ヲ
蒙
り
敵
二
勝
ノ
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
也
、
依
テ
葵
桂
ヲ
甲
胃
二
納
テ
守
り
ト
ス
ル
コ
ト
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
天
御
蔭
日
御
蔭
ノ
表
示
」
と
は
、
垂
加
齢
に
お
い
て
は
「
神
霊
事
忌
」
の
趣
旨
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
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こ
こ
で
は
、
祭
り
で
使
用
さ
れ
た
後
に
将
軍
家
に
献
上
さ
れ
る
織
綾
（
葵
は
徳
川
家
の
紋
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
よ
う
）
は
、
皇
統
の
守
護
を
象
徴

す
る
物
で
あ
る
こ
と
よ
っ
て
敵
に
勝
利
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
垂
加
派
の
神
道
家
た
ち
は
、
相

補
的
な
関
係
に
あ
る
と
し
た
将
軍
に
よ
る
武
威
の
行
使
と
天
皇
に
よ
る
祭
祀
と
い
う
支
配
行
為
と
の
関
連
の
中
に
君
を
守
護
す
る
臣
の
営
為
を

定
位
す
る
と
い
う
枠
組
に
も
と
づ
い
て
、
再
興
さ
れ
た
ば
か
り
の
葵
祭
と
御
蔭
祭
を
将
軍
家
の
「
御
武
運
御
玉
久
之
御
祈
薦
」
と
位
置
づ
け
て

い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
執
行
者
で
あ
る
下
賀
茂
の
社
家
の
行
為
を
権
威
付
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
①
　
前
掲
へ
第
二
章
〉
注
⑳
『
三
伝
極
秘
巻
』
「
神
離
磐
境
極
秘
中
之
口
訣
」
。
　
　
　
　
　
　
④
　
『
持
碁
抄
』
（
前
掲
〈
第
二
章
〉
注
⑲
）
に
は
、
「
天
御
蔭
日
御
蔭
は
、
こ
れ
皇

　
②
　
前
掲
〈
第
一
章
〉
注
⑨
と
同
じ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
儀
に
し
て
、
神
道
を
表
す
る
も
の
な
り
。
天
御
蔭
は
天
御
中
主
尊
高
皇
産
霊
尊
の

　
③
　
玉
木
正
英
『
橘
家
神
軍
伝
』
第
三
（
元
文
元
年
成
立
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
　
　
　
　
　
御
蔭
な
り
。
臼
御
蔭
天
照
大
日
本
尊
の
御
蔭
な
り
。
皇
天
二
祖
、
皇
孫
の
為
に
、

　
　
所
蔵
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
を
加
護
し
た
ま
ふ
」
（
一
三
六
頁
）
と
あ
る
。
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（
付
記
）
　
本
稿
は
一
九
九
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生



Suika　School　lntefectuals　and　the　Production　of　Le．qitimacy

by

KoBAyAsHI　Junji

　　This　paper　exam血es　the　process血which　the　S㎞to　doct血e　espoused　by

Yamazaki　Ansai一一Suika　Shinto－gained　acceptance　and　how　members　of　this　Shin－

to　schooi　acquired　and　redistributed　cultural　capital　in　ear！y　modern　Japanese　soci－

ety．　The　Suika　schoo1’s　compilation　of　ex｛sting　Shinto　doct血es　into　a　canon　can

be　seen　as　a　rneaRs　tlrrough　which　early　modern　intellectuals　acquired　the　cultural

capital　accumulated　by　medieval　shrines．　Disciples　of　the　Suika　school　were　able

to　redistribute　this　capital　by　legitimizing　the　idealogy　of　“subject　！oyalty”．　ln　the

process，　adherents　of　the　Suika　school　used　their　knowledge　and　abmaties　to　legiti－

mate　the　governir｝g　class　of　nobles　（kesge）　and　shrine　attendants　（shalee）．　ln

short，　Suika　Shinto　was　promoted　by　those　who　sought　to　monopolize　the　ability

to　produce　and　bestow　iegitimacy．

Labor　Struggles　and　Ethnic　Conflict　in　1905　Baku

by

ITo　Junji

　　Muslims　and　Arrnenians　．　twice　battled・in　1905．　Russian　ethnic　policies　have

been　perceived　as　generating　this　conilict，　and　indeed　the　initial　February　clashes

were　initiated　by　officials　and　impoverished　Muslim　land－owners　（godhu）．　By

contrast，　unskilied　Muslim　workers　participated　in　the　August　disturbance．

These　workers　conthlued　their　strike　after　May　Day，　thereby　heighte血g　tenslons

betweelt　them　and　the　skilled　Christian　workers　who　had　been　generally　satisfied

with　the　December　concessions．　Thus　an　ethnic　division　paraileled　a　labor　dis－

pute　which　was　exacerbated　by　the　split　between　Bolsheviks　and　Menshevik＄．

（476）




