
究
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
大
な
る
功
績
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
Q
多

く
の
祭
儀
の
中
で
氏
が
特
に
重
覗
さ
れ
る
の
は
季
節
祭
で
あ
る
。

本
膳
に
細
め
ら
れ
た
外
情
欺
待
傳
論
考
、
豊
玉
姫
傳
論
の
一
考

察
、
笑
ひ
の
祭
儀
と
紳
話
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
命
及
び
出
雲
の
紳
々
、

粗
糖
天
地
軍
閥
神
話
に
封
ず
る
一
管
見
、
蛭
鬼
と
日
女
、
日
の
沸
の

子
孫
の
七
篇
は
い
つ
れ
も
そ
の
立
場
に
於
て
取
扱
は
れ
輝
か
し
い

成
功
を
見
せ
て
み
る
。
そ
し
て
氏
の
驕
心
せ
ら
る
蕊
他
の
鮎
は
い

は
ゴ
日
本
脚
話
の
編
す
る
文
化
系
続
で
あ
り
そ
の
意
味
に
於
て
南

方
大
黒
洋
神
話
と
の
比
較
に
一
の
重
心
が
置
か
れ
て
み
る
こ
と
も

見
遁
す
こ
と
は
出
來
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
考
察
に
當
り
氏
は
厘
㌃

他
の
示
唆
を
得
た
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
ら
れ
る
が
た
と
へ
そ
う
で
あ

っ
た
と
し
て
も
氏
の
努
力
に
よ
っ
て
百
尺
竿
頭
｝
歩
を
進
め
ら
れ

た
も
の
が
多
く
近
來
の
好
著
た
る
を
失
は
な
い
。
新
し
き
日
本
憩

話
學
に
封
ず
る
最
も
適
當
な
る
敏
科
書
と
し
て
こ
の
學
閥
に
興
味

を
流
せ
ら
る
Σ
諸
君
の
一
讃
を
薦
む
る
所
以
で
あ
る
。
（
四
六
版
本

文
二
七
四
頁
索
引
二
四
頁
、
定
償
球
圓
、
東
京
、
岡
文
館
予
行
）

〔
肥
後
〕

、
紹

介

⑭
北
　
畠
　
親
　
房

中
村
　
直
勝
著

　
饗
に
『
日
本
文
化
史
南
北
朝
時
代
』
、
『
南
朝
の
研
究
』
の
二
篇
を

著
は
し
て
、
此
の
時
代
の
錯
難
極
り
な
き
階
勢
粧
の
由
來
す
る
所

に
就
い
て
明
快
な
る
所
論
を
立
て
た
著
者
は
、
最
近
當
代
の
政
治

信
仰
思
索
雛
型
の
上
に
千
古
に
濡
え
な
い
足
跡
は
印
し
た
北
畠
親

募
に
間
し
て
一
書
を
草
し
て
こ
れ
に
世
に
間
は
れ
る
に
至
っ
た
。

　
本
書
は
著
者
が
序
文
に
云
へ
る
如
く
、
別
格
富
幣
祉
阿
部
野
聯

祉
の
請
に
慮
じ
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
。
同
肚
の
満
干
た
る

北
畠
親
募
並
家
父
子
の
功
績
を
、
一
般
人
士
に
明
確
に
且
容
易
に

理
解
せ
し
め
て
、
五
十
年
前
こ
の
紳
醗
が
創
建
さ
れ
る
に
至
っ
た

動
機
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
に
從
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
極
め

て
李
易
に
叙
蓮
さ
れ
て
る
る
が
論
述
さ
れ
て
る
る
中
に
は
興
味
深

い
問
題
が
含
ま
れ
て
み
る
。

　
嘗
っ
て
手
得
に
文
化
史
研
究
が
盛
ん
に
な
り
歴
史
研
究
の
封
象

が
政
治
の
實
績
の
批
判
よ
O
入
閥
精
紳
の
文
化
建
設
の
後
付
け
に

憂
り
、
斯
界
の
領
域
が
一
般
民
庶
の
生
活
に
迄
及
ぽ
さ
れ
る
や
う

に
な
っ
た
頃
か
ら
、
偉
人
と
時
代
と
の
關
係
が
盛
ん
に
論
ぜ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
第
十
七
谷
　
第
ご
號
　
　
三
＝
二
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緒
　
　
　
　
　
介

る
様
に
な
っ
て
き
た
。
就
中
歴
史
の
形
態
の
一
つ
で
あ
る
徳
記
が

こ
の
論
雫
に
就
い
て
最
も
多
く
動
か
さ
れ
て
．
一
時
は
時
代
が
優

位
を
占
め
て
偉
人
が
蛛
殺
さ
れ
る
に
至
っ
て
旧
記
編
纂
亦
無
意
味

な
も
の
に
な
っ
た
事
も
あ
っ
た
が
、
近
時
は
歴
史
的
舐
會
的
な
る

も
の
Σ
實
在
を
主
張
す
る
と
共
に
、
之
を
實
践
に
移
す
も
の
と
し

て
の
偉
人
の
意
義
を
も
認
識
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
來
て
、
個
人
の

傅
記
編
纂
の
究
極
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
に
到
っ
た
。
而
し
て
本

書
は
三
篇
よ
り
成
り
、
後
醍
醐
天
皇
北
畠
親
房
北
畠
顯
家
に
別
れ

て
み
る
が
、
本
編
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
親
房
の
功
績
よ
り
も
鼎
編

と
し
て
読
か
れ
て
る
る
後
醍
醐
天
皇
の
御
理
想
の
方
に
、
著
者
が

歴
史
的
意
義
を
付
し
て
み
る
鮎
に
先
の
問
題
に
付
い
て
注
意
の
深

さ
が
思
は
れ
る
。
公
家
一
統
政
治
の
魔
羅
の
理
想
の
爲
に
何
物
に

も
凝
せ
ら
れ
な
か
っ
た
天
皇
の
信
念
が
途
に
は
新
し
い
時
代
を
生

ん
だ
も
の
で
あ
り
、
親
募
は
そ
の
翼
賛
者
ど
し
て
常
に
天
皇
を
助

け
奉
り
一
呈
露
實
に
郎
す
ろ
事
を
忘
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と

設
か
れ
て
る
る
鮎
に
本
書
論
述
の
重
灘
が
あ
る
と
考
へ
て
こ
の
黙

を
明
ら
か
に
す
る
事
に
よ
っ
て
夏
に
過
渡
期
と
し
て
の
南
北
朝
時

代
が
夏
に
深
く
理
解
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
信
ず
る
。
（
菊
版
四
二

　
　
　
　
　
　
禦
十
七
巷
第
二
號
　
三
一
四

二
頁
、
京
都
星
野
書
店
断
行
、
定
償
金
滲
園
）
∩
赤
松
〕

　
　
　
醗
史
蹟
調
査
報
告
　
第
五
、
第
六
輯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
省
宗
漱
局
編

　
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
難
事
法
の
施
行
以
來
、
史
蹟
と
し
て
指

定
さ
れ
て
る
る
も
の
約
二
百
個
所
に
蓬
し
て
み
る
。
大
正
＋
五
年

以
降
其
局
で
は
指
定
に
必
要
な
調
査
を
主
と
し
た
題
目
の
報
告
と

別
に
畢
衛
的
調
査
を
主
と
し
た
精
査
報
告
を
刊
行
し
て
逐
次
こ
の

記
念
す
べ
き
史
蹟
の
國
家
的
蝿
帳
を
作
成
し
つ
、
あ
る
。
今
、
題

記
の
第
五
輯
に
は
昭
和
四
年
度
に
指
定
を
受
け
た
千
葉
、
愛
知
、

山
梨
、
岐
阜
、
岡
由
、
由
口
各
縣
下
の
う
ち
十
ケ
灰
を
、
其
の
第

六
輯
に
は
次
年
度
指
定
の
京
都
、
神
奈
川
，
千
葉
、
三
重
、
鵡
島

岐
阜
、
長
野
、
編
井
、
石
川
，
妾
出
、
．
岡
山
、
山
江
縣
の
＋
七
ヶ

所
を
記
録
す
る
。
｝
々
の
史
蹟
の
目
次
を
羅
ぐ
る
こ
と
は
省
略
す

る
が
、
数
種
の
報
告
は
墨
壷
の
史
蹟
調
査
報
告
を
容
易
に
入
手
し

難
い
者
に
と
っ
て
便
盆
を
受
く
虚
が
多
い
。
此
機
に
際
し
全
般
に

亙
る
指
定
史
蹟
を
要
約
し
た
一
豊
表
的
な
も
の
・
刊
行
を
望
む
も

の
で
あ
る
。

（1，56）


