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一

□

要

旨

折
口
信
夫
︵
明
治
二
〇
(一
八
八
七
)年
～
昭
和
二
十
八
(一
九
五
三
)

年
︶
は
︑
民
俗
学
者
・
国
文
学
者
と
し
て
︑
國
學
院
大
學
・
慶
応
義

塾
大
学
の
両
校
で
教
授
を
務
め
︑
歌
人
・
釋
迢
空
の
号
で
も
知
ら
れ

た
︑
ユ
ニ
ー
ク
な
学
者
で
あ
る
︒
折
口
名
彙
と
呼
ば
れ
る
︑﹁
ま
れ

び
と
﹂
や
﹁
依
代
﹂
な
ど
の
折
口
独
自
の
用
法
を
持
つ
造
語
あ
る
い

は
意
味
内
容
の
展
開
を
見
せ
た
言
葉
︱
折
口
名
彙
︱
は
現
代
ま
で
変

わ
ら
ず
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
折
口
信
夫
の
築
い
た
学
問
︑〝
折
口
学
〟

は
今
な
お
神
道
界
に
息
づ
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒

し
か
し
︑
神
道
界
に
と
っ
て
の
折
口
学
は
︑
こ
の
よ
う
に
単
純
化

し
て
語
り
が
た
い
側
面
を
有
し
て
い
る
︒
即
ち
︑﹁
神
道
宗
教
化
論
﹂

で
あ
る
︒
折
口
は
︑
大
東
亜
戦
争
の
敗
戦
以
降
︑
天
皇
と
神
道
を
切

り
離
し
︑
日
本
民
族
に
固
有
の
宗
教
と
し
て
の
神
道
か
ら
︑
キ
リ
ス

ト
教
の
よ
う
な
世
界
宗
教
と
し
て
の
神
道
へ
向
か
う
こ
と
を
提
唱
し

た
︒
無
論
︑
こ
の
よ
う
な
折
口
の
言
説
は
︑
当
時
か
ら
葦
津
珍
彦
ら

に
よ
る
批
判
を
受
け
︑
ま
た
︑
國
學
院
大
學
で
神
道
神
学
の
教
鞭
を

執
っ
た
上
田
賢
治
か
ら
も
伝
統
的
な
神
道
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
批
判

さ
れ
た
︒

本
稿
で
は
︑
か
か
る
評
価
を
下
さ
れ
る
以
前
の
︑
即
ち
戦
前
・
戦

中
期
の
折
口
信
夫
の
現
説
を
︑
神
道
に
お
け
る
祭
祀
権
と
い
う
︑
現

代
に
即
し
た
問
題
意
識
か
ら
解
き
明
か
す
た
め
の
予
備
的
考
察
を

行
う
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

折
口
信
夫
︑
神
道
神
学
︑
天
皇
︑
近
代
神
道
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問
題
の
所
在

折
口
信
夫
が
築
き
上
げ
た
日
本
文
化
研
究
の
体
系
は
︑
彼
の
名
を
冠
し

て
﹁
折
口
学
﹂
と
称
さ
れ
︑
そ
の
学
問
に
包
括
さ
れ
る
民
俗
学
︑
国
文
学
︑

国
語
学
︑
神
道
学
の
立
場
か
ら
︑
部
分
的
︑
全
体
的
に
受
容
さ
れ
︑
論
駁

さ
れ
て
き
た
︒

そ
の
受
容
の
試
み
は
︑
折
口
信
夫
が
終
生
教
授
を
つ
と
め
た
二
大
学
の

門
下
生
︑
即
ち
慶
應
義
塾
の
池
田
弥
三
郎
︑
ま
た
國
學
院
の
西
角
井
正
慶

が
嚆
矢
と
な
っ
た
︒
そ
の
後
︑
折
口
学
の
受
容
は
こ
う
し
た
直
接
の
師
弟

関
係
を
超
え
て
幅
広
い
研
究
領
域
に
広
が
っ
て
継
続
さ
れ
︑
折
口
の
帰
幽

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
︒
平
成
二
十
六
年
に
は
安
藤
礼
二
に

よ
る
評
論
﹃
折
口
信
夫
﹄
が
講
談
社
か
ら
出
版
さ
れ
︑
ま
た
令
和
元
年
に

は
﹁
大
嘗
祭
の
本
義
﹂
の
現
代
語
訳
が
刊
行
さ
れ
る
な
ど
︑﹁
折
口
信
夫
﹂

に
対
す
る
関
心
は
没
後
半
世
紀
を
経
て
尚
︑
高
い
状
況
に
あ
る
︒

し
か
し
︑
必
ず
し
も
そ
の
受
容
・
論
駁
に
お
い
て
︑
折
口
学
の
内
実
の

解
釈
が
正
し
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
︒
折
口
を
受
容
し
た
言
説
が
︑

時
と
し
て
折
口
信
夫
自
身
の
思
想
と
し
て
曲
解
さ
れ
た
ま
ま
広
が
り
︑
批

判
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た

︵
一
︶

︒
た
と
え
ば
︑
民
俗
学
に
対
す
る
批
判

的
立
場
か
ら
折
口
を
論
じ
た
村
井
紀
の
﹃
反
・
折
口
信
夫
論
﹄︵
平
成

十
六
年
︑
作
品
社
︶
は
︑
従
来
神
秘
化
・
神
話
化
さ
れ
て
い
た
折
口
学
の

評
価
を
一
八
〇
度
転
換
し
︑
凡
庸
で
時
勢
に
迎
合
的
で
さ
え
あ
っ
た
も
の

と
し
て
提
示
し
た
が
︑
そ
の
反
動
と
し
て
か
︑
安
藤
前
掲
書
﹃
折
口
信
夫
﹄

に
折
口
自
身
が
国
家
権
力
に
対
し
て
き
わ
め
て
批
判
的
な
立
場
で
あ
っ
た

か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
︱
本
人
は
な
ん
ら
反
政
府
活
動
な
ど
し
て
い
な

い
に
も
関
わ
ら
ず
︱
読
書
人
界
に
広
く
定
着
し
て
い
る
の
は
そ
の
顕
著
な

例
で
あ
る
︒
本
稿
は
か
か
る
問
題
を
抱
え
る
折
口
に
つ
い
て
︑
そ
の
思
想

を
神
道
に
お
け
る
﹁
護
教
学
﹂
と
し
て
の
神
学
と
し
て
捉
え
な
お
す
た
め

の
予
備
的
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
︒

筆
者
は
上
田
賢
治
の
述
べ
る
﹁
信
仰
検
証
の
学

︵
二
︶

﹂
と
し
て
︑
ま
た
中
野

祐
三
の
述
べ
る
﹁
研
究
者
の
信
仰
を
前
提
と
し
て
︑
神
道
信
仰
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
理
性
的
・
論
理
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る

学
問

︵
三
︶

﹂
す
な
わ
ち
神
道
の
信
仰
者
の
立
場
を
そ
の
前
提
に
成
立
す
る
学
と

い
っ
た
意
味
に
お
い
て
︑
神
道
に
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て

神
学
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
︒

数
少
な
い
神
道
神
学
者
の
一
人
で
あ
る
上
田
が
く
り
か
え
し
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
︑
神
道
が
宗
教
と
し
て
国
家
の
庇
護
を
離
れ
︑
独
り
立
ち
し

て
い
く
以
上
︑
神
道
の
神
学
は
早
急
に
構
築
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

︵
四
︶

︒
そ

の
た
め
に
︑
戦
後
再
興
さ
れ
た
皇
學
館
大
学
に
お
い
て
は
谷
省
吾
ら
が
︑

國
學
院
大
学
に
お
い
て
は
小
野
祖
教
︑
上
田
賢
治
ら
が
神
道
神
学
の
攻
究

に
努
め
て
き
た

︵
五
︶

︒

し
か
し
︑
﹁
神
道
神
学
﹂
に
は
い
ま
だ
検
討
す
べ
き
余
地
が
存
在
す
る
︒
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一
つ
に
は
︑
祭
祀
伝
統
と
し
て
存
続
し
て
い
た
神
道
が
︑
自
ら
を
理
論
的

に
語
り
始
め
た
中
世
の
神
道
神
学
︑特
に
伊
勢
神
道
に
つ
い
て
の
検
討
が
︑

祭
儀
研
究
の
立
場
を
離
れ
え
ず
︑
理
論
的
な
神
道
神
学
と
い
う
立
場
で
の

検
討
が
鎌
田
純
一
ら
少
数
の
例
外
を
除
い
て
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ

り
︑
ま
た
一
つ
に
は
︑
天
皇
を
そ
の
信
仰
体
系
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
目

的
に
﹁
神
道
の
宗
教
化
﹂
を
戦
後
す
ぐ
に
提
唱
し
た
折
口
の
戦・

前・

～・

戦・

中・

期・

の・

神
道
に
関
す
る
言
説
に
は
︑
戦
後
の
神
道
宗
教
化
論
を
除
い
て
︑
神

道
神
学
の
立
場
か
ら
は
十
分
な
検
討
を
加
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒

現
在
︑
神
道
神
学
の
研
究
に
お
い
て
﹃
国
学
者
の
神
信
仰
﹄︵
平
成

二
十
一
年
︑
弘
文
堂
︶
な
ど
︑
優
れ
た
業
績
を
発
表
し
て
い
る
中
野
祐
三

に
お
い
て
も
︑
そ
の
検
討
の
範
囲
は
江
戸
時
代
～
明
治
時
代
中
期
で
あ
り
︑

江
戸
時
代
前
期
の
俗
神
道
家
や
︑
昭
和
期
に
勃
興
し
た
在
野
神
道
家
︑
ま

た
︑
明
治
以
降
活
躍
し
た
川
面
凡
児
や
柳
田
國
男
︑
さ
ら
に
本
稿
で
検
討

す
る
︑
当
時
は
國
學
院
大
學
国
文
学
科
に
籍
を
置
い
て
い
た
折
口
は
あ
ま

り
顧
み
ら
れ
て
は
い
な
い
︒

か
か
る
視
点
か
ら
︑
ま
ず
折
口
学
の
受
容
と
そ
の
論
駁
を
主
に
大
嘗
祭

に
関
係
す
る
形
で
検
討
し
た
う
え
で
︑
折
口
学
を
神
学
化
す
る
試
み
に
つ

い
て
の
課
題
と
展
望
を
述
べ
る
︒
な
お
︑
引
用
文
は
適
宜
新
字
体
に
改
め

た
が
︑
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
は
﹁
歴
史
的
仮
名
遣
い
﹂
を
保
持
す
る
も
の

と
す
る
︒

一
︑
折
口
信
夫
の
受
容
と
論
駁

﹁
天
皇
﹂
と
い
う
存
在
は
︑
神
道
者
に
と
っ
て
は
祭
祀
・
祭
神
・
信
仰

の
正
当
性
の
根
本

︵
六
︶

で
あ
り
︑
か
つ
神
道
の
最
高
祭
祀
者
で
あ
る
が
故
に
︑

神
道
と
切
り
離
さ
れ
た
状
態
を
想
定
し
て
神
道
の
神
学
を
考
え
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

故
に
︑
本
論
に
入
る
前
の
前
提
と
し
て
︑
折
口
に
お
い
て
天
皇
が
天
皇

と
し
て
即
位
す
る
た
め
の
要
素
で
あ
る
﹁
天
皇
霊
﹂
の
概
略
を
示
し
て
お

き
た
い
︒

折
口
の
い
う
天
皇
霊
と
は
︑
代
々
の
天
皇
の
祖
霊
や
︑
た
か
み
む
す
ひ
︑

か
み
む
す
ひ
な
ど

︵
七
︶

多
く
の
神
々
の
集
合
を
表
す
言
葉
で
あ
り
︑
そ
れ
が

代
々
の
天
皇
即
位
礼
と
し
て
斎
行
さ
れ
る
大
嘗
祭
の
な
か
で
次
の
天
皇
の

身
体
に
入
る

︵
八
︶

こ
と
で
︑
初
め
て
天
皇
と
し
て
日
本
を
治
め
る
資
格
を
得
る

の
だ
と
い
う
︒
所
謂
﹁
折
口
名
彙

︵
九
︶

﹂
の
一
つ
で
あ
る
︒

折
口
が
大
嘗
祭
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
の
中
で
︑
早
い
も
の
は
﹁
大

嘗
祭
の
本
義
﹂
と
共
に
﹃
古
代
研
究
﹄
に
所
載
の
﹁
髯
籠
の
話
﹂
で
あ
る
︒

大
嘗
祭
に
於
け
る
神
と
人
と
の
境
は
︑
間
一
髪
を
容
れ
な
い
程
な
の

に
も
係
ら
ず
︑
単
に
神
と
神
の
御
裔
な
る
人
と
が
食
膳
を
共
に
す
る

に
止
ま
る
と
い
ふ
の
は
︑
合
点
の
行
か
ぬ
話
で
あ
る
︒
此
の
純
化
し

た
お
祭
り
を
持
つ
迄
に
は
︑
語
り
脱
さ
れ
た
長
い
多
く
の
祖
た
ち
の

折
口
神
学
の
た
め
の
予
備
的
考
察
︵
谷
口
︶
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生
活
の
連
続
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
其
は
も
つ
と
神
に
近
い
感

情
発
表
の
形
式
を
も
つ
て
ゐ
た
時
代
で
あ
る
︒
今
日
お
慈
悲
の
牢
獄

に
押
籠
め
ら
れ
た
神
々
は
︑
神
性
を
拡
張
す
る
復
活
の
喜
び
を
失
う

て
了
は
れ
た
の
で
あ
る
︒

折
口
は
こ
こ
で
︑
祭
祀
が
﹁
純
化
﹂
さ
れ
る
以
前
に
は
人
が
神
に
近
く
︑

ま
た
近
づ
き
え
た
時
代
の
あ
っ
た
事
を
示
唆
し
て
い
る
︒
そ
の
﹁
純
化
﹂

さ
れ
る
以
前
の
︑
す
な
わ
ち
神
々
が
道
徳
的
に
解
釈
さ
れ
て
く
る
以
前
の
︑

原
初
の
あ
り
よ
う
を
述
べ
る
た
め
に
﹁
大
嘗
祭
の
本
義
﹂
は
著
さ
れ
た
の

で
あ
る
︒
こ
の
論
考
に
︑
折
口
の
大
嘗
祭
論
は
ほ・

ぼ・

完
全
な
形
で
表
れ
て

い
る
︒

そ
れ
に
よ
る
と
﹁
す
め
み
ま
の
命
﹂
と
い
う
皇
位
の
正
統
性
を
有
す
る

身
体
に
︑
﹁
天
皇
霊
﹂
が
入
る
こ
と
で
天
皇
と
し
て
完
成
す
る
の
で
あ
る

と
い
い
︑
元
来
﹁
す
め
み
ま
﹂
は
︵
皇
室
の
血
統
を
有
す
る
︶
身
体
を
表

す
単
語
で
あ
り
︑
そ
れ
が
後
代
︑
天
皇
と
し
て
の
宗
教
的
な
威
力
を
表
す

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒

ま
た
︑
天
皇
は
身
体
と
し
て
の
生
死
が
あ
る
が
︑
そ
の
身
体
に
宿
す

﹁
天
皇
霊
﹂
は
同
一
で
あ
る
た
め
に
︑
信
仰
上
︑
天
皇
は
不
変
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
﹁
火
継
神
事
﹂
に
よ
っ
て
宮
司
位
を
継
承
す
る
出
雲
国
造
家

を
そ
の
類
例
と
し
て
述
べ
る

︵
一
〇
︶

︒
そ
し
て
︑
大
嘗
祭
に
お
け
る
天
皇
の
資
格

は
﹁
物
忌
み
﹂
に
よ
る
﹁
鎮
魂
﹂
に
よ
っ
て
完
成
す
る
と
し
た
︒

天
皇
の
資
格
が
完
成
し
︑
新
た
な
天
皇
と
し
て
︑
初
め
て
群
臣
の
前
に

現
れ
た
時
に
︑
並
み
居
る
群
臣
が
祝
言
を
述
べ
る
︒
こ
れ
は
︑
言
葉
に
宿

る
自
分
の
魂
を
新
天
皇
に
差
し
上
げ
︑
そ
の
身
体
に
付
着
さ
せ
る
﹁
完
全

無
欠
な
服
従
の
誓
ひ
﹂
な
の
だ
と
い
う
︒

以
上
の
︑
特
に
﹁
大
嘗
祭
の
本
義
﹂
に
み
え
る
折
口
の
大
嘗
祭
論
と
は
︑

星
野
輝
興
な
ど
の
影
響
下

︵
一
一
︶

に
大
嘗
祭
関
連
祭
儀
を
四
季
の
祭
り
の
サ
イ
ク

ル
論
と
し
て
論
述
し
た
も
の
で
あ
る

︵
一
二
︶

︒
従
来
︑折
口
信
夫
の
こ
の
議
論
は
︑

﹁
真
床
襲
衾
論
﹂
と
一
般
に
通
称
さ
れ
︑
大
嘗
祭
を
王
者
誕
生
儀
礼
と
解

す
る
も
の
と
さ
れ
た
︒
﹃
古
代
研
究
﹄
が
昭
和
五
年
に
上
梓
せ
ら
れ
て
以

降
︑
平
成
の
大
嘗
祭
に
至
る
ま
で
六
十
余
年
に
わ
た
っ
て
︑
大
嘗
祭
に
つ

い
て
語
ら
れ
る
時
︑
折
口
の
真
床
襲
衾
論
が
常
に
そ
の
背
後
に
存
在
し
続

け
た

︵
一
三
︶

︒
岡
田
莊
司
は
︑
﹃
大
嘗
の
祭
り
﹄
で
︑
折
口
信
夫
の
大
嘗
祭
論
の
学
界

へ
の
受
容
は
西
郷
信
綱
に
始
ま
る
と
述
べ
る
が
︑
実
際
に
は
既
に
松
本
信

広
が
︑折

口
先
生
は
と
く
に
こ
の
真
床
襲
衾
に
目
を
つ
け
ら
れ
︵
中
略
︶
大

嘗
祭
の
褥
裳
が
こ
れ
で
あ
り
︑
こ
れ
を
取
り
除
い
た
時
に
完
全
な
天

子
と
な
る
と
解
さ
れ
て
お
る

︵﹃
日
本
神
話
の
研
究
﹄
昭
和
六
年
︑
同
文
館
︶

と
︑
折
口
の
大
嘗
祭
論
を
受
容
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
折
口
に
依
拠
し
て

神
話
と
儀
礼
の
対
応
関
係
を
考
究
す
る
ほ
か
︑
瓊
瓊
杵
尊
︱
真
床
襲
衾
︱

物
忌
み
︱
復
活
︱
大
嘗
祭
と
い
っ
た
要
素
を
抜
き
出
し
て
構
造
化
を
試
み

― 122 ―



る
も
の
で
あ
る
︒

松
本
と
同
様
の
神
話
学
の
立
場
で
は
他
に
︑
三
品
彰
英
︑
大
林
太
良
や
︑

松
前
健
な
ど
が
折
口
大
嘗
祭
論
を
批
判
・
検
討
し
て
い
る
︒

で
は
︑
岡
田
莊
司
が
折
口
大
嘗
祭
論
の
受
容
の
始
め
と
指
摘
す
る
と
こ

ろ
の
︑
西
郷
信
綱
は
折
口
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
か
︒

西
郷
は
﹃
国
学
の
批
判
﹄
所
収
の
﹁
文
学
史
の
方
法
﹂
な
ど
で
述
べ
て

い
る
通
り
に
︑
戦
前
の
日
本
研
究
に
対
す
る
批
判
か
ら
︑
天
皇
を
国
体
の

頂
点
と
す
る
構
造
を
否
定
し
た
︒

西
郷
は
民
俗
学
の
有
用
性
を
指
摘
し
つ
つ
も

︵
一
四
︶

折
口
自
身
の
志
向
と
は
逆

に
︑
民
俗
学
を
﹁
天
皇
制
を
批
判
的
に
分
析
す
る
た
め
の
武
器
﹂

︵
一
五
︶

と
し
た
︒

そ
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
に
な
さ
れ
た
折
口
の
受
容
が
︑
折
口
と
同
様
の

立
場
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

畢
竟
︑
西
郷
が
折
口
を
受
容
し
考
究
し
た
の
は
︑﹁
近
親
相
姦
と
神
話
﹂

︵﹃
古
事
記
研
究
﹄
︶
に
代
表
さ
れ
る
︑
天
皇
と
性
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
︒

西
郷
が
性
の
モ
チ
ー
フ
を
天
皇
制

︵
一
六
︶

の
否
定
に
繋
げ
て
い
た
の
と
時
代
を

同
じ
く
し
て
︑
在
野
の
吉
本
隆
明
は
﹃
共
同
幻
想
論
﹄
を
出
版
し
た

︵
一
七
︶

︒
吉

本
は
そ
こ
で
大
嘗
祭
を
季
節
の
サ
イ
ク
ル
論
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
︑

ま
た
︑
天
皇
を
﹁
︿
神
﹀
と
し
て
擬
定
﹂
す
る
こ
と
︑
大
嘗
祭
を
﹁
な
に

も
の
か
の
︿
生
誕
〉

︵
一
八
︶

﹂
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
折
口
説
を
踏

ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
結
論
は
︑
日
本
に
お
け
る
対
幻
想

と
共
同
幻
想
の
融
合
で
あ
っ
た
︒
吉
本
も
西
郷
と
同
じ
く
︑﹁
天
皇
制
﹂

の
理
解
を
﹁
性
﹂
に
求
め
︑
そ
れ
を
内
包
す
る
概
念
を
﹁
対
幻
想
﹂
と
名

付
け
た
︒
吉
本
は
︑
国
家
と
い
う
﹁
共
同
幻
想
﹂
が
﹁
対
幻
想
﹂
を
根
本

に
置
く
天
皇
と
い
う
存
在
に
担
保
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
日
本
に
お
い
て

は
本
来
分
離
さ
れ
て
い
る
べ
き
﹁
共
同
幻
想
﹂
と
﹁
対
幻
想
﹂
と
が
十
分

に
二
元
化
し
な
い
と
い
う
特
性
を
指
摘
し
︑
﹁
神
﹂
と
﹁
天
皇
﹂
の
交
合

と
い
う
対
幻
想
に
よ
っ
て
天
皇
制
が
成
立
す
る
と
し
た
︒
こ
れ
ら
吉
本
の

造
語
に
よ
っ
て
成
立
し
た
議
論
は
︑
天
皇
制
の
シ
ス
テ
ム
を
解
明
し
き
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
を
論
駁
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
折
口
を
受
容
し
た
西
郷
・
吉
本
と
︑
折
口
と
の
間
に
あ
る
相

違
は
︑
天
皇
に
対
す
る
恋
闕
の
情

︵
一
九
︶

の
有
無
で
あ
っ
た
︒

折
口
自
身
︑
後
年
に
は

私
は
︑
天
子
非
即
神
論
を
と
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
恥
ず
か

し
い
が
︑
ご
く
最
近
ま
で
︑
戦
争
が
す
む
ま
で
︑
天
子
即
神
論
だ
っ

た
︒

︵
二
〇
︶

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
戦
後
と
戦
前
と
で
折
口
の
天
皇
に
対
す
る
見

方
が
変
化
し
て
い
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
る
が
︑
実
は
そ
う
で
は
な
い

︵
二
一
︶

︒

津
田
博
幸
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
折
口
学
の
学
説
史
を
み
れ
ば
︑
天
皇
は

神
と
人
と
の
両
方
の
性
質
を
有
す
る
︑
領
域
の
あ
わ
い
に
た
つ
存
在
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る

︵
二
二
︶

︒
た
と
え
ば
︑

天
皇
は
か
み
の
み・

こ・

と・

も・

ち・

︒
即
︑神
の
代
理
者
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
︒

其
の
み・

こ・

と・

が
非
常
に
神
聖
で
あ
る
か
ら
︑
天
上
の
神
と
同
一
の
威

折
口
神
学
の
た
め
の
予
備
的
考
察
︵
谷
口
︶
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力
が
人
に
感
じ
ら
れ
て
く
る

︵
二
三
︶

︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
天
皇
は
神
で
あ
り
人
で
あ
る
と
い
う
両
方
の
性
質
を
有

す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
が
︑
折
口
天
皇
論
の
特
徴
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
︒
つ
ま
り
︑
折
口
は
終
生
天
皇
非
即
神
論
者
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
見
解
は
︑
折
口
の
生
き
た
時
代
に
お
い
て
は
あ
る

種
異
様
で
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
︒

た
と
え
ば
︑
戦
中
戦
前
に
は
﹁
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
雷
の
丘
の
う
え

に
も
い
ほ
ら
せ
る
か
も
﹂︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
三
・
二
三
五

柿
本
人
麿
︶
の

解
釈
に
端
的
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑﹁
天
皇
即
神
論
﹂
は
隆
盛
を
極
め
た
︒

﹁
天
皇
は
神
で
あ
る
﹂
と
い
う
信
仰
的
事
実
は
︑
津
田
左
右
吉
の
筆
禍
事

件
の
顛
末
に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
宗
教
的
・
社
会
的
タ
ブ
ー
と
し
て
存
在

し
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
存
在
に
対
し
て
︑﹁
性
﹂
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
︑

折
口
は
昭
和
二
年
の
早
く
か
ら
﹁
水
の
女
﹂
な
ど
で
暗
示
し
て
い
た
︒
そ

こ
か
ら
︑
天
皇
に
対
す
る
恋
闕
の
情
と
い
う
要
素
を
抜
き
取
る
形
で
︑
西

郷
・
吉
本
は
真
床
襲
衾
論
を
受
容
し
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
は
﹁
天
皇
の
神
聖
不
可
侵
﹂︑
特
に
そ
の
﹁
神
聖
﹂
に
対
す
る
否

定
の
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
天
皇
制
の
否
定
を
掲
げ
る
丸
山
眞
男
に
始

ま
る
一
連
の
運
動
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
同
時
代
︵
昭
和
四
十
年
代
︶
に
発
生
し
た
文
献
史
学
上
決
定

的
な
問
題
は
︑
東
大
国
史
学
科
と
い
う
実
証
史
学
を
標
榜
す
る
一
大
学
派

が
︑
折
口
の
大
嘗
祭
論
を
無
批
判
に
受
容
し
た
こ
と
に
あ
る

︵
二
四
︶

︒
こ
れ
は
先

に
述
べ
た
折
口
の
読
解
を
す
べ
て
一
元
化
し
︑﹁
折
口
信
夫
﹂
と
い
う
茫

漠
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
へ
と
回
収
し
て
し
ま
う
行
為
で
あ
っ
た
︒
こ
の
︑
井

上
光
貞
ら
に
よ
る
一
連
の
行
為
が
︑
折
口
の
大
嘗
祭
論
が
そ
の
後
の
大
嘗

祭
論
に
お
い
て
前
提
条
件
と
な
っ
て
し
ま
う
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
を
塩
川

哲
朗
は
指
摘
し
て
い
る

︵
二
五
︶

︒

さ
ら
に
神
道
学
の
分
野
で
は
︑
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
や
エ
リ
ア
ー
デ
の
成
果
を

踏
襲
し
つ
つ
︑
古
代
祭
祀
空
間
を
考
究
し
た
真
弓
常
忠
が
︑
昭
和
五
十
三

年
に
学
生
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
﹃
古
代
祭
祀
の
研
究
﹄
に
お
い
て
︑
折
口

の
大
嘗
祭
論
を
受
容
し
つ
つ
︑
議
論
を
展
開
し
た
︒

当
時
︑
皇
學
館
大
学
に
て
教
鞭
を
執
り
︑
住
吉
大
社
・
八
坂
神
社
の
宮

司
も
務
め
た
真
弓
に
よ
る
折
口
の
受
容
は
︑
そ
れ
ま
で
神
話
学
・
民
俗
学

の
領
域
に
お
け
る
受
容
が
主
で
あ
っ
た
折
口
大
嘗
祭
論
の
神
道
学
に
お
け

る
受
容
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
︒

以
上
述
べ
て
き
た
岡
田
莊
司
ま
で
の
先
行
研
究
は
︑

①
神
話
上
の
マ
ト
コ
オ
ウ
フ
ス
マ
と
祭
祀
上
の
真
床
襲
衾
と
の
同
一
視

②
天
皇
が
そ
の
衾
︵
フ
ス
マ
︶
に
籠
り
儀
礼
を
お
こ
な
う

と
い
う
︑
折
口
の
提
示
し
た
事
柄
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

西
郷
以
降
の
真
床
襲
衾
論
の
受
容
の
試
み
は
︑
昭
和
五
十
年
代
に
至
る

ま
で
に
︑
大
嘗
祭
研
究
は
折
口
説
を
踏
ま
え
て
行
う
︵
上
記
二
点
の
他
︑

﹁
天
皇
霊
﹂
の
存
在
の
自
明
化
︶
こ
と
が
前
提
化
す
る
ま
で
に
至
っ
た
︒

し
か
し
︑
昭
和
が
終
わ
り
新
た
に
平
成
の
大
嘗
祭
が
斎
行
さ
れ
る
の
と
ほ
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ぼ
同
時
期
に
︑
一
連
の
折
口
大
嘗
祭
論
の
受
容
は
終
止
符
を
打
た
れ
る
こ

と
に
な
る
︒

そ
の
嚆
矢
は
︑
岡
田
莊
司
が
平
成
元
年
に
﹃
国
学
院
雑
誌
﹄
に
発
表
し

た
﹁
大
嘗
祭
︱
〝
真
床
覆
衾
〟
論
と
寝
座
の
意
味
﹂
に
お
い
て
で
あ
り
︑

折
口
大
嘗
祭
論
は
文
献
に
根
拠
を
見
い
だ
せ
ず
︑
且
つ
平
安
時
代
以
降
の

祭
祀
の
実
態
に
即
し
て
い
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
︒

こ
の
指
摘
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
り
︑
文
献
的
に
妥
当
で
あ
っ
た
た
め

に
︑
折
口
大
嘗
祭
論
を
前
提
と
し
た
大
嘗
祭
研
究
は
困
難
な
も
の
と
な
っ

た
こ
と
を
塩
川
は
指
摘
し
て
い
る

︵
二
六
︶

︒

こ
の
︑
國
學
院
大
學
内
部
か
ら
の
折
口
学
の
否
定
は
論
争
を
招
き
︑﹃
歴

史
評
論
﹄
に
﹁
﹁
大
嘗
祭
論
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︱
岡
田
莊
司
氏
の
近
業
を
中

心
に
﹂
と
い
う
岡
田
莊
司
へ
の
〝
批
判
〟
特
集
号
と
い
う
べ
き
も
の
が
編

集
さ
れ
る
ほ
か
︑
岡
田
莊
司
よ
り
早
く
折
口
大
嘗
祭
論
に
対
し
て
疑
問
を

表
明
し
︑
﹁
聖
婚
儀
礼
説

︵
二
七
︶

﹂
と
い
う
代
替
説
を
提
示
し
て
い
た
岡
田
精
司

か
ら
は
大
嘗
祭
の
研
究
史
に
即
し
た
議
論
で
は
な
い
と
し
て
批
判
さ
れ

た
︒
し
か
し
︑
岡
田
莊
司
の
指
摘
は
文
献
学
上
に
お
い
て
決
定
的
な
も
の

と
な
り
︑
同
様
に
︑
大
嘗
祭
と
神
話
儀
礼
を
同
一
視
す
る
折
口
を
﹁
必
ず

し
も
一
致
せ
ず
﹂
﹁
折
口
氏
説
に
依
拠
し
た
研
究
は
総
て
再
検
証
が
必
要

と
な
る

︵
二
八
︶

﹂
と
し
て
批
判
し
た
加
茂
正
典
は
︑
し
か
し
︑

折
口
氏
の
学
説
上
の
意
味
は
︑
天
孫
降
臨
神
話
を
大
嘗
祭
の
祭
儀
神

話
と
見
な
し
︑
さ
ら
に
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
散
見
す
る
﹁
天
皇
霊
﹂
に

つ
い
て
の
独
特
の
解
釈
︑
と
を
結
び
付
け
︑
大
嘗
祭
を
王
者
誕
生
儀

礼
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る

︵
二
九
︶

︒

と
述
べ
︑
折
口
の
大
嘗
祭
論
が
直
観
に
基
づ
い
た
空
虚
な
説
で
は
な
く
︑

﹁
書
紀
研
究
史
・
大
嘗
祭
研
究
史
の
先
行
学
説
の
上
に
立
脚
し
て
立
論
さ

れ
て
い
る
﹂
と
︑
学
説
史
上
の
位
置
付
け
を
行
い
︑
特
に
鈴
木
重
胤
の
研

究
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

二
︑
折
口
信
夫
批
判
の
そ
の
後

岡
田
莊
司
・
加
茂
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
ま
で
︑
折
口
信
夫
の
大
嘗
祭

論
は
無
批
判
に
受
容
さ
れ
︑
本
人
の
意
図
と
は
異
な
る
形
で
解
釈
・
利
用

さ
れ
て
き
た
こ
と
は
︑
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
︒
そ
れ
ま
で
折
口
の
議

論
は
自
明
で
あ
る
こ
と
と
し
て
扱
わ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
両
者
に

よ
る
批
判
に
よ
っ
て
正
し
く
折
口
信
夫
研
究
は
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
先
に
述
べ
来
っ
た
こ
と
は
宗
教
学
・
神
道
学
に
わ
た
る
領

域
の
研
究
史
で
あ
り
︑
折
口
学
を
形
成
す
る
一
分
野
で
あ
る
宗
教
学
・
神

道
学
に
お
け
る
流
れ
で
あ
る
︒
次
い
で
︑
折
口
学
を
構
成
す
る
分
野
の
一

つ
︑
国
文
学
界
に
お
け
る
折
口
学
の
受
容
・
論
駁
に
つ
い
て
︑
簡
潔
に
述

べ
た
い
︒

神
道
学
領
域
に
お
い
て
岡
田
莊
司
の
果
た
し
た
役
割
と
同
様
の
︑
折
口

折
口
神
学
の
た
め
の
予
備
的
考
察
︵
谷
口
︶
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学
批
判
の
役
割
を
果
た
し
た
の
は
慶
應
義
塾
大
学
の
折
口
門
下
の
一
人

で
︑
﹃
折
口
信
夫
辞
典
﹄
の
編
纂
に
も
携
わ
っ
て
い
る
西
村
亨
で
あ
り
︑

源
氏
物
語
の
﹁
い
ろ
ご
の
み
論
﹂
を
論
駁
し
て
い
る
が
︑
一
方
で
慶
応
義

塾
大
学
の
同
じ
折
口
門
下
生
で
あ
る
池
田
弥
三
郎
は
西
村
と
は
対
照
的

に
︑
折
口
の
講
義
ノ
ー
ト
を
筆
写
す
る
役
割
を
担
う
な
ど
︑
折
口
学
に
お

い
て
︱
そ
の
伝
播
と
い
う
役
割
を
担
っ
た
も
の
と
し
て
︱
重
要
な
位
置
に

い
る
人
物
で
も
あ
る
︒
ま
た
︑
近
年
で
は
上
野
誠
が
﹁
万
葉
び
と
﹂
と
い

う
折
口
名
彙
を
学
術
用
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る

︵
三
〇
︶

︒

神
道
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
折
口
批
判
を
顧
み
た
と
き
明
ら
か
に
な

る
︑
国
文
学
界
と
神
道
学
界
と
の
こ
の
温・

度・

差・

は
︑
折
口
大
嘗
祭
論
と
は

異
な
り
︑
国
文
学
の
存
在
意
義
を
根
本
か
ら
揺
る
が
せ
に
す
る
性
質
を
折

口
は
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
た
め
に
︑
各
論
の
批
判
に
留
ま
っ
て
い
る
と

い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う

︵
三
一
︶

︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
国
文
学
に
お
い
て
は
分
析

概
念
と
し
て
の
折
口
学
の
受
容
が
主
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

ま
た
︑
近
年
で
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
ッ
セ
﹃
大
衆
の
国
民
化

︵
三
二
︶

﹄
の
説
く
﹁
シ

ン
ボ
ル
政
治
史
﹂
と
﹁
政
治
の
祭
祀

カ
ル
ト

﹂
の
概
念
を
援
用
し
た
折
口
大
嘗
祭

論
の
解
釈
が
工
藤
隆
﹃
大
嘗
祭
の
始
原

︵
三
三
︶

﹄
に
よ
っ
て
行
わ
れ
︑
折
口
が
近

代
国
民
国
家
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
の
た
め
に
果
た
し
た
役
割
と
そ
の
機
能

が
分
析
︵
読
み
直
し
？
︶
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
︒
そ
の
文
脈
に
お
い
て
︑

﹁
折
口
を
ア
ナ
ー
キ
ー
な
思
想
家
﹂
と
し
て
捉
え
直
し
た
前
述
の
安
藤
に

つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
︒

安
藤
の
か
か
る
理
解
は
︑
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
取
っ
て
い
る
の
だ

が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
﹁
問
題
の
所
在
﹂
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
折
口
が
反

体
制
的
立
場
を
取
っ
て
い
た
と
す
る
見
解
は
︑
折
口
の
思
想
を
読・

み・

解・

い・

た・

吉
本
な
ど
と
は
違
い
︑
安
藤
﹃
折
口
信
夫
﹄
に
よ
っ
て
近
年
立
ち
現
れ

て
き
た
全
く
新
し
い
折
口
信
夫
像
で
あ
る
︒

斎
藤
英
喜
﹃
折
口
信
夫
﹄
の
書
評
に
お
い
て
も
安
藤
は
﹁
折
口
は
近
代

的
な
知
見
の
上
に
立
っ
た
反
近
代
的
つ
ま
り
は
反
国
民
国
家
的
な
思
想

家
︑
言
葉
の
真
の
意
味
で
ア
ナ
ー
キ
ー
な
思
想
家
で
あ
る
︒﹂
と
述
べ
て

い
る
︒

︵
三
四
︶

﹁
反
体
制
派
と
し
て
の
折
口
信
夫
﹂
は
︑
斎
藤
英
喜
も
﹃
折
口
信
夫
﹄

に
お
い
て
︑

折
口
の
国
文
学
や
民
俗
学
か
ら
導
か
れ
る﹁
よ
り
し
ろ
﹂﹁
ま
れ
び
と
﹂

﹁
み
こ
と
も
ち
﹂﹁
ほ
か
ひ
び
と
﹂﹁
た
ま
ふ
り
﹂﹁
む
す
び
﹂
な
ど
︑

後
に
﹁
折
口
名
彙
﹂
と
呼
ば
れ
る
︑
特
異
な
タ
ー
ム
で
展
開
さ
れ
る

古
代
研
究
と
は
︑﹁
神
社
非
宗
教
論
﹂
に
よ
っ
て
世
俗
化
し
︑﹁
国
民

道
徳
﹂
へ
と
肥
大
化
し
︑
さ
ら
に
﹁
祭
政
一
致
論
﹂
と
し
て
国
家
と

結
び
付
い
て
い
く
近
代
神
道
へ
の
異
議
申
し
立
て
の
役
割
を
担
っ

た
︑
と
見
て
い
く
の
が
本
書
の
基
本
的
な
視
点
で
あ
る
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
安
藤
と
立
場
を
同
じ
く
し
て
お
り
︑
か
か
る
見
解
は
現

在
定
説
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
関
し
て
は
筆
者
の
論
旨
に

も
か
か
わ
る
の
で
︑
紙
幅
を
割
い
て
考
え
た
い
︒
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安
藤
の
か
か
る
主
張
は
︑
富
岡
多
恵
子
と
の
対
談
集
︑﹃
折
口
信
夫
の

青
春

︵
三
五
︶

﹄
に
既
に
現
れ
て
い
る
︒

安
藤

折
口
信
夫
に
つ
い
て
︑
一
方
に
は
天
皇
を
護
持
し
た
人
物
︑

つ
ま
り
右
翼
の
親
玉
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
人
が
い
ま
だ
に

い
る
︒

富
岡

右
翼
だ
と
思
っ
て
い
る
人
︑
た
く
さ
ん
い
ま
す
よ
︒

安
藤

け
れ
ど
も
折
口
の
天
皇
論
な
ど
を
読
む
と
︑
き
わ
め
て
ア

ナ
ー
キ
ー
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒

富
岡

そ
う
で
す
ね
︒

結
論
か
ら
言
え
ば
︑
安
藤
の
折
口
理
解
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
﹁
言
葉

の
真
の
意
味
で
ア
ナ
ー
キ
ー
な
思
想
家
﹂
と
い
う
の
は
︑
折
口
そ
の
も
の

か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

︵
三
六
︶

な
ぜ
な
ら
︑
折
口
は
昭
和
四
年
に
既
に
︑

宮
庁
の
考
え
て
い
る
神
道
で
は
︑
や
ヽ
も
す
れ
ば
拒
外
さ
れ
易
い
民

間
信
仰
︑
或
い
は
地
方
の
神
社
の
儀
礼
が
︑
意
外
に
も
︑
宮
廷
神
道

の
内
に
存
し
て
い
る
事
実
の
多
い
の
は
︑
実
際
驚
く
べ
き
事
で
あ
る

と
同
時
に
︑
わ
れ
〳
〵
国
民
と
し
て
︑
民
衆
生
活
に
︑
深
い
意
味
と
︑

喜
び
と
を
感
じ
る
の
で
あ
る

︵
三
七
︶

︒

と
述
べ
て
お
り
︑
﹁
事
実
歴
史
学
的
に
見
て
も
︑
或
い
は
︑
民
俗
学
的
に

見
て
も
︑
宮
廷
の
神
道
が
︑
地
方
に
撒
布
せ
ら
れ
︑
そ
れ
が
時
経
る
に
従

う
て
︑
分
化
を
起
し
︑
変
形
を
な
し
た
こ
と
を
申
し
た
い
﹂
と
も
述
べ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
点
で
︑
安
藤
に
よ
る
折
口
は
近
代
的
な
知
見
の

上
に
立
っ
た
反
近
代
的
つ
ま
り
は
反
国
民
国
家
的
な
思
想
家
︑
言
葉
の
真

の
意
味
で
ア
ナ
ー
キ
ー
な
思
想
家
で
あ
る
と
い
う
見
解
の
反
証
に
は
十
分

で
あ
ろ
う
︒

次
い
で
︑﹁
反
近
代
的
﹂
と
い
う
の
も
︑﹁
神
道
私
見
論
争
﹂
に
お
い
て
︑

河
野
省
三
に
対
し
て
提
示
さ
れ
た
神
々
を
人
間
の
合
理
的
解
釈
の
内
で
解

釈
す
る
こ
と
の
拒
否
と
い
う
折
口
の
見
解
︑
こ
れ
に
そ
の
理
解
の
淵
源
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
は
折
口
と
近
世
国
学
の
連
続
性
を
考
え

た
と
き
︑
自
明
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
安
藤
の
か
か
る
理
解
は
︑
折

口
個
人
の
も
つ
前
近
代
性
と
い
う
よ
り
︑
矢
野
玄
道
ら
平
田
派
の
国
学
者

が
味
わ
っ
た
悲
哀
に
近
く
︑
折
口
自
身
の
問
題
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
も

の
と
思
わ
れ
る
︒

さ
て
︑
安
藤
は
﹁
通
常
の
社
会
か
ら
は
賤
視
さ
れ
る
階
級
﹂
と
し
て
﹁
ほ

か
ひ
び
と
﹂
を
位
置
づ
け
︑﹁
ま
れ
び
と
﹂
た
る
﹁
み
こ
と
も
ち
﹂
と
﹁
は

か
ひ
び
と
﹂
︑
天
皇
と
芸
能
者
︑﹁
宮
廷
神
道
及
び
民
間
信
仰
﹂
の
な
か
に

伝
承
さ
れ
︑
保
存
さ
れ
て
い
た
︑
と
指
摘
す
る

︵
三
八
︶

︒

と
は
い
え
︑﹁
ほ
か
ひ
び
と
﹂
と
﹁
天
皇
﹂
と
い
う
両
辺
が
結
び
付
け

ら
れ
得
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
折
口
を
﹁
ア
ナ
ー
キ
ー
﹂
と
い
う
こ
と
に
は

な
お
留
保
を
必
要
と
し
よ
う
︒
折
口
の
論
考
の
﹁
国
文
学
の
発
生
︵
第
三

稿
︶﹂
に其

︵
地
方
に
存
在
す
る
祭
儀
の
形
︱
引
用
者
註
︶
は
遠
来
神
・
新
渡

折
口
神
学
の
た
め
の
予
備
的
考
察
︵
谷
口
︶
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神
に
対
す
る
の
と
︑
精
霊
に
対
す
る
の
と
は
︑
形
の
上
に
区
別
が
な

い
こ
と
で
あ
る
︒
即
︑
常
世
の
国
か
ら
毎
年
新
し
く
︑
稀
に
お
と
づ

れ
來
る
神
に
し
た
通
り
の
礼
式
を
︑
色
々
な
意
味
の
ま
れ
び
と
に
及

し
た
の
で
あ
る
︒
決
し
て
単
純
に
︑
邪
神
に
媚
び
事
へ
て
︑
我
が
村

に
事
な
か
ら
し
め
よ
う
と
す
る
の
だ
と
い
ふ
側
か
ら
ば
か
り
は
︑
考

へ
る
こ
と
が
出
來
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
﹁
ほ
か
ひ
び
と
﹂﹁
う
か
れ
び
と
﹂
な
ど
の
流
浪
宗
教
者

は
︑
そ
も
そ
も
折
口
の
構
想
す
る
社
会
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
は
存
在
し
な
い
︒

つ
ま
り
は
︑
折
口
に
お
け
る
日
本
の
共
同
体
の
外
部
の
存
在
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
︒

安
藤
の
理
解
は
︑﹃
先
祖
の
話
﹄
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
人
と
神
と

の
血
縁
的
連
続
性
を
強
固
に
打
ち
出
し
た
折
口
の
師
で
あ
る
柳
田
国
男
の

学
説
で
は
成
立
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
人
と
神
と
が
隔
た
っ
て
存
在

し
て
い
る
折
口
に
お
い
て
か
か
る
理
解
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
が
︑
筆
者
に

は
首
肯
し
か
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
同
じ
く
﹁
国
文
学
の
発
生
︵
第
四

稿
︶
﹂
よ
り
引
用
す
る
文
章
を
し
て
︑
結
論
に
替
え
た
い
︒

常
世
の
ま
れ
び
と
た
ち
の
威
力
が
︑
土
地
・
庶
物
の
精
霊
を
圧
服

し
た
次
第
を
語
る
︑
其
昔
カ
ミ
の
神
授
の
儘
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
詞

章
を
唱
へ
︑
精
霊
の
記
憶
を
喚
び
起
す
為
に
︑
常
世
神
と
其
に
対
抗

す
る
精
霊
と
に
扮
し
た
神
人
が
出
て
︑
呪
言
の
通
り
を
副
演
す
る
︒

結
局
精
霊
は
屈
従
し
て
︑邑
落
生
活
を
脅
か
さ
な
い
事
を
誓
ふ
︒︵
中

略
︶精

霊
は
自
身
の
生
命
の
根
源
な
る
土
地
・
山
川
の
威
霊
を
献
じ
て
︑

叛
か
ぬ
こ
と
を
誓
約
す
る
︒
精
霊
の
内
の
守
護
霊
を
常
世
神
の
形
で

受
け
と
つ
た
邑
落
或
は
其
主
長
は
︑
精
霊
の
服
従
と
同
時
に
其
持
つ

限
り
の
力
と
寿
と
富
と
を
︑
享
け
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
︒
か
う
し

た
常
世
の
ま
れ
び
と
と
精
霊
︵
代
表
者
と
し
て
多
く
は
山
の
神
︶
と

の
主
従
関
係
の
本
縁
を
説
く
の
が
古
い
呪
言
で
あ
る
︒

さ
て
︑
折
口
研
究
史
は
︑
い
く
つ
も
の
分
野
に
渡
り
折
口
学
が
受
容
さ

れ
て
き
た
こ
と
や
︑
折
口
説
を
完
全
に
受
容
す
る
か
︑
あ
る
い
は
完
全
に

否
定
す
る
か
と
い
う
命
題
を
基
に
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に

起
因
す
る
︑
折
口
学
の
固
有
性
で
あ
る
と
こ
ろ
の
﹁
ま
れ
び
と
﹂﹁
依
代
﹂

な
ど
折
口
名
彙
の
検
討
が
折
口
自
身
の
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
か
ず
︑
柳
田
国

男
や
折
口
門
下
生
の
文
章
の
文
意
を
基
に
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
折
口
の

無
際
限
な
解
釈
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
加
茂
や
阪
本
是
丸
﹁
折
口
信
夫
の
戦
争
歌
と
国
家
神
道

︵
三
九
︶

﹂
が
提

示
し
た
︑折
口
学
の
神
道
学
史
上
の
位
置
付
け
が
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
︑

か
か
る
視
点
か
ら
の
検
討
は
い
ま
だ
十
分
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
︒

と
は
い
え
︑
先
述
し
た
岡
田
莊
司
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
り
か
つ
決
定
的

な
も
の
で
あ
る
が
︑
あ
く
ま
で
そ
の
成
立
不
当
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

は
﹁
大
嘗
祭
論
﹂
で
あ
っ
て
﹁
折
口
信
夫
の
総
体
的
研
究
や
神
道
説
﹂
で

な
い
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
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結
び
に
か
え
て

前
章
ま
で
に
お
い
て
述
べ
来
っ
た
事
が
ら
か
ら
︑﹁
折
口
神
学
﹂
を
構

想
す
る
前
段
階
と
し
て
︑
ま
ず
は
﹁
神
道
神
学
﹂
に
関
し
て
︑
筆
者
の
問

題
意
識
・
関
心
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

そ
も
︑
神
道
神
学
と
い
う
学
術
用
語
も
︑
異
論
含
み
で
あ
る
︒
例
え
ば

戦
後
國
學
院
大
學
で
教
鞭
を
執
っ
た
小
野
祖
教
は
︑
自
ら
の
神
学
を
﹁
祭

り
の
神
学
﹂
で
あ
る
と
述
べ
︑
現
に
営
ま
れ
て
い
る
祭
儀
の
意
味
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
︑
そ
こ
に
お
い
て
祭
ら
れ
る
神
の
本
質

と
し
て
の
﹁
ま
こ
と
﹂
を
重
視
し
︑
神
道
の
信
仰
の
本
質
は
こ
の
﹁
ま
こ

と
﹂
の
実
現
に
あ
る
と
し
た

︵
四
〇
︶

︒
ま
た
例
え
ば
上
田
賢
治
は
︑
自
ら
の
神
道

神
学
を
︑
信
仰
を
構
造
的
に
と
ら
え
る
﹁
組
織
神
学
﹂
信
仰
の
歴
史
的
転

回
が
示
す
諸
相
を
組
織
神
学
の
立
場
か
ら
信
仰
の
正
統
性
に
基
づ
い
て
検

証
す
る
﹁
歴
史
神
学
﹂
組
織
神
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
信
仰
の
内

実
を
︑
神
道
の
置
か
れ
た
社
会
的
・
政
治
的
状
況
の
中
で
︑
そ
の
本
質
を

見
失
う
こ
と
な
く
︑
い
か
に
具
体
化
し
て
ゆ
く
か
を
検
討
す
る
﹁
実
践
神

学
﹂
と
い
う
区
を
も
っ
て
体
系
化

︵
四
一
︶

し
︑
ま
た
小
野
と
は
異
な
り
︑
記
紀
神

話
を
重
視
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
︒

以
上
︑
国
學
院
大
学
で
﹁
神
道
神
学
﹂
の
教
鞭
を
執
っ
た
両
者
の
﹁
神

道
神
学
﹂
に
は
︑
①
記
紀
に
対
す
る
評
価
並
び
に
︑
比
較
宗
教
学
の
始
点

を
上
田
が
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
②
神
学
と
い
う
営
為
は
人
間
の
本
性
︱

ま
こ
と
︱
を
保
つ
こ
と
に
あ
る
と
主
張
す
る
小
野
と
︑﹁
人
間
の
責
任
と

自
立
性
﹂
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
上
田
の
差
異
は
こ
こ
に

存
在
す
る

︵
四
二
︶

︒

ま
た
︑
戦
後
再
興
さ
れ
た
皇
學
館
大
学
に
お
い
て
﹁
神
道
神
学
﹂
の
教

鞭
を
執
っ
た
谷
省
吾
は
︑﹁
私
は
︑〝
神
学
〟
と
い
ふ
言
葉
に
翻
訳
の
臭
ひ

が
す
る
の
が
本
当
に
嫌
だ
っ
た

︵
四
三
︶

﹂
と
し
︑
近
世
に
用
い
ら
れ
た
用
語
と
し

て
の
神
学
に
自
己
の
学
問
を
接
続
し
よ
う
と
試
み
て
い
た

︵
四
四
︶

と
い
う
︒

か
か
る
問
題
意
識
の
も
と
︑
谷
の
神
学
は
︑﹁
神
道
の
倫
理
性

︵
四
五
︶

﹂
に
お

い
て

神
道
と
は
︑
神
を
祭
る
こ
と
で
あ
る
︒
神
々
を
祭
る
こ
と
を
生
活
の

中
心
に
お
き
︑
神
々
を
祭
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
活
を
立
て
る
こ
と
で

あ
る
︒
そ
の
際
︑
右
の
論
理
の
ま
ゝ
に
︑
祭
り
に
お
け
る
祓
の
意
味

を
以
て
生
活
を
立
て
る
基
本
と
し
︑
そ
れ
を
宗
徳
の
徳
目
と
し
て
概

念
化
す
る
に
至
っ
た
の
は
︑
き
は
め
て
自
然
の
經
過
で
あ
つ
た
︒
す

な
は
ち
︑〝
正
直
〟
で
あ
る
︒

と
述
べ
る
よ
う
に
︑
そ
れ
自
体
が
神
道
の
倫
理
性
で
あ
る
﹁
す
が
す
が
し
﹂

の
境
地
を
繰
り
返
す
こ
と
を
目
的
と
し
︑
そ
れ
が
神
道
に
お
け
る
﹁
い
の

ち
︵
四
六
︶

﹂
で
あ
る
と
し
た
︒

ま
た
近
年
で
は
河
村
忠
伸
が
︑
﹁
⁝
神
道
教
学
は
現
在
︑
神
職
間
で
は

ご
く
普
通
に
用
い
ら
れ
る
名
称
で
あ
る
が
︑
そ
の
定
義
に
つ
い
て
統
一
見

解
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒﹂
と
し
︑
﹁
学
術
研
究
成
果
を
土
台
と
し
て
神
社

折
口
神
学
の
た
め
の
予
備
的
考
察
︵
谷
口
︶
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神
道
の
立
場
か
ら
﹁
神
社
神
道
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
﹂
を

理
論
的
に
検
討
す
る
の
が
神
道
教
学
で
あ
﹂
る
と
し
︑
史
実
を
無
視
し
て

﹁
神
社
神
道
と
は
何
か
﹂
を
論
ず
る
こ
と
の
非
を
指
摘
し
て
い
る

︵
四
七
︶

︒
河
村
は

現
在
秋
葉
山
本
宮
秋
葉
神
社
に
奉
仕
す
る
現
場
の
神
職
で
あ
り
︑
神
職
と

い
う
立
場
か
ら
出
さ
れ
た
議
論
と
し
て
︑
傾
聴
す
る
べ
き
議
論
で
あ
ろ
う
︒

さ
て
︑
以
上
見
て
き
た
よ
う
な
諸
氏
の
神
道
神
学
は
︑﹁
神
道
に
お
け

る
本
質
﹂
の
探
究
と
い
う
︑
一
貫
し
た
問
題
意
識
を
有
す
る
も
の
の
︑
い

ず
れ
も
︑
祭
祀
者
自
身
の
祭
祀
権
の
正
当
性
︑
つ
ま
り
︑
我・

々・

が・

祭・

祀・

を・

執・

り・

行・

う・

所・

以・

は・

何・

処・

に・

存・

し・

︑・

ま・

た・

︑・

ど・

の・

よ・

う・

に・

す・

れ・

ば・

祭・

祀・

し・

う・

る・

の・

か・

︑
と
い
う
祭
祀
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
従
来
自
明
と
さ
れ
て
き
た

感
が
あ
る
︒

こ
の
点
に
こ
そ
筆
者
の
神
道
神
学
に
対
す
る
問
題
意
識
が
存
在
す
る
︒

︵
折
口
自
身
ど
う
考
え
て
い
た
か
は
と
も
か
く
︶
神・

道・

に・

お・

け・

る・

祭・

祀・

者・

で・

は・

な・

い・

︑
国
文
学
者
・
折
口
信
夫
の
思
想
を
︵
そ
し
て
︑
か
つ
て
そ
う

呼
ば
れ
た
者
の
多
く
が
同
様
の
問
題
を
孕
む
国
学
者
の
思
想
を
︶
ど
の
よ

う
に
し
て
神
学
と
し
て
定
位
さ
せ
る
か
︑
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
︒
か
か

る
問
題
意
識
は
︑
畢
竟
︑﹁
社
家
﹂
と
い
う
血
縁
的
連
続
性
に
繋
が
っ
て

い
な
い
者
の
祭
祀
す
る
行
為
の
正
統
性
に
存
す
る
︒

さ
て
︑
神
道
学
の
一
分
野
で
あ
る
神
道
神
学
に
お
い
て
︑
近
世
国
学
者

の
信
仰
を
神
学
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
︑
す
で
に
上
田
が
﹁
最
も

有
効
な
基
礎
資
料
の
一
つ

︵
四
八
︶

﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
神
道
神
学
に
お
け
る
有
用

性
と
し
て
述
べ
る
通
り
で
あ
る
︒

か
か
る
視
点
を
発
展
的
に
継
承
し
た
中
野
は
︑﹃
国
学
者
の
神
信
仰

︵
四
九
︶

﹄

に
お
い
て
︑﹁
神
道
神
学
﹂
は
︑﹁
研
究
者
の
信
仰
を
前
提
と
し
て
︑
神
道

信
仰
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
理
性
的
・
論
理
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
課
題
と
す
る
学
問
﹂
で
あ
り
︑
か
か
る
視
点
か
ら
は
﹁
た
と
え
当
時
﹁
神

道
神
学
﹂
と
い
う
学
問
の
名
称
が
存
在
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
︑﹁
古
道
﹂

を
論
じ
た
近
世
の
国
学
者
は
︑
ま
さ
し
く
今
日
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
神

道
神
学
﹂
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
﹂
と
し
て
︑
国
学
者
の
言
説
を
今

日
に
お
い
て
︑
神
学
と
捉
え
う
る
と
し
て
い
る
が
︑
筆
者
は
こ
の
言
説
を

も
う
一
歩
進
め
た
く
思
う
︒

そ
れ
は
即
ち
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
な
筆
者
の
神
道
神
学
に
関
す
る
問
題

意
識
で
あ
る
﹁
自
ら
の
身
体
と
信
仰
の
ほ
か
に
﹁
神
を
祀
り
う
る
こ
と
﹂

の
要
件
を
何
ら
持
た
な
い
人
び
と
は
如・

何・

に・

し・

て・

祭・

祀・

し・

得・

る・

か・

？
﹂
と

い
う
問
題
に
一
つ
の
解
を
与
え
︑
祭
祀
の
正
当
性
と
そ
の
条
件
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
︑
国
学
者
の
神
学
思
想
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

こ
れ
に
対
す
る
基
礎
的
研
究
と
し
て
は
︑
先
に
述
べ
た
上
田
・
中
野
の

神
学
論
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
し
か
し
︑
近
世
の
国
学
者
に
お
け
る
神

学
思
想
と
現
在
を
生
き
る
我
々
の
間
に
は
︑
制
度
・
思
想
・
環
境
な
ど
︑

あ
ま
り
に
多
く
の
隔
た
り
が
存
在
し
て
お
り
︑
国
学
者
の
神
学
思
想
は
畢

竟
︵
そ
の
時
代
々
々
の
︶
神
学
︵
思
想
︶
と
い
う
留
保
を
免
れ
な
い
︒
こ

う
い
っ
た
点
に
お
い
て
︑
両
者
の
神
学
に
は
い
ま
だ
考
え
う
る
余
地
を
残
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し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

ま
た
︑
い
ま
︑
折
口
の
思
想
を
問
う
こ
と
の
意
義
も
こ
こ
に
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
折・

口・

が・

神・

道・

に・

お・

け・

る・

祭・

祀・

者・

で・

な・

く・

︑
か
つ
︑
自・

ら・

の・

天・

皇・

に・

対・

す・

る・

崇・

敬・

の・

他・

に・

祭・

祀・

者・

に・

連・

な・

る・

要・

素・

を・

何・

一・

つ・

有・

し・

て・

い・

な・

い・

か
ら
こ
そ
︑
折
口
の
思
想
は
神
学
と
し
て
定
位
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
︒

か
か
る
視
点
か
ら
は
︑
例
え
ば
生
活
の
姿
勢

︵
五
〇
︶

に
重
き
を
置
い
た
山
崎
闇
斎

と
そ
の
学
統
の
人
々
の
垂
加
神
道
や
︑
あ
る
い
は
神
道
の
政
治
性
に
重
き

を
置
い
た
儒
家
神
道
な
ど
も
神
学
思
想
の
一
つ
と
し
て
定
位
し
う
る
可
能

性
を
な
お
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

た
だ
︑
本
稿
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
︑
戦
後
の
折
口
の
民
族
宗
教

を
越
え
た
世
界
宗
教
と
し
て
の
﹁
神
道
宗
教
化
﹂
で
あ
る
が
︑
戦
後
の
折

口
が
﹁
天
皇
と
手
を
切
っ
て
ゆ
か
な
い
と
神
社
は
自
由
な
発
展
が
出
来
な

い
﹂
︵
岡
田
米
夫
の
証
言
に
よ
る
︒﹁
神
社
新
報
﹂
昭
和
四
十
一
年
︑
二
月

二
十
六
日
号
︶
と
発
言
し
た
こ
と
を
根
拠
に
︑
折
口
の
天
皇
に
対
す
る
崇

敬
の
念
を
否
定
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
折
口
の
戦
後
神

道
宗
教
化
論
が
︑
神
道
に
お
け
る
︿
祭
祀
王
﹀
と
し
て
の
天
皇
を
排
除
し
︑

神
道
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
性
の
み
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
上
田
が

﹁
折
口
信
夫
の
戦
後
神
道
論

︵
五
一
︶

﹂
で
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
︒

さ
ら
な
る
問
題
点
は
︑﹁
神
道
神
学
﹂
に
お
け
る
神
道
の
指
す
意
味
内

容
に
も
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
現
在
︑
も
し
く
は
折
口
が
生
き

た
当
時
に
存
在
し
て
い
た
時
代
の
背
景
と
し
て
の
神
社
・
皇
室
に
対
す
る

崇
敬
心
を
す
べ
て
﹁
神
道
﹂
と
呼
び
な
ら
わ
す
こ
と
も
︑
も
ち
ろ
ん
不
可

能
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
は
た
し
て
歴
史
的
に
も
地
理
的
に
も
極
め
て
広

範
な
〝
日
本
〟
に
存
在
す
る
︑
あ
る
い
は
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
〝
生
活
〟

に
対
し
て
︑
﹁
神
学
﹂
は
構
築
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
︒

折
口
や
柳
田
が
寄
り
添
い
︑
そ
の
視
線
を
注
い
で
き
た
﹁
常
民
﹂
を
基

軸
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑〝
日
本
人
〟
の
も
つ
無
意
識
下
の
宗
教
心
を
︑

即
ち
生
活
と
一
体
化
し
た
神
道
や
仏
教
に
そ
の
起
源
を
見
る
事
が
出
来
る

諸
行
事
を
〝
神
道
〟
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
︒

し
か
し
︑
そ
こ
に
存
在
す
る
の
は
信
心
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
や
わ
ら
か
な

信
仰
で
あ
り
︑
そ
こ
に
神
学
を
構
築
す
る
こ
と
は
︑
神
道
の
容
易
な
道
徳

的
解
釈
を
免
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る

︵
五
二
︶

︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
折
口
が
か
つ

て
批
判
し
た
国
民
道
徳
と
し
て
の
神
道

︵
五
三
︶

と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒

か
つ
て
折
口
・
柳
田
と
河
野
省
三
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
﹁
神
道
私
見
論

争
﹂
に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
近
代
の
神
道
は
︑
国
民
国
家
に
お
け
る
国
民

の
道
徳
性
を
強
く
打
ち
出
す
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
た

︵
五
四
︶

︒

こ
の
よ
う
な
近
代
の
神
道
は
︑﹁
道
徳
性
﹂
と
い
う
点
に
お
い
て
は
︑

垂
加
神
道
と
似
通
っ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑

垂
加
神
道
が
﹁
神
と
と
も
に
あ
る
体
験
の
内
な
る
﹁
戦
々
兢
々
﹂
た
る
緊

迫
感
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る

︵
五
五
︶

﹂
の
に
対
し
て
︑
近
代
の
神
道
が
も
つ
道
徳

性
は
︑﹁﹁
戦
々
兢
々
﹂
た
る
緊
迫
感
﹂
に
お
い
て
︑
全
く
異
な
る
も
の
な

の
で
あ
る
︒

折
口
神
学
の
た
め
の
予
備
的
考
察
︵
谷
口
︶
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筆
者
の
意
図
は
︑
広
く
日
本
列
島
に
伝
統
と
し
て
存
在
し
て
い
る
︑
い

わ
ば
広
義
の
神
道
に
神
学
を
建
て
る
と
こ
ろ
に
は
な
い
︒
筆
者
の
関
心

は
︑
こ
の
国
の
古
代
の
典
籍
に
自
身
の
信
仰
の
営
為
の
典
拠
を
求・

め・

得・

な・

い・

人・

び・

と・

が
︑
近
代
神
道
の
陥
っ
た
国
民
道
徳
化
の
弊
害
︱
敬
つ
つ
し
み

の
欠
如
︱

を
回
避
し
つ
つ
︑
い
か
に
し
て
祭
祀
し
う
る
か
︑
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
︒

そ
れ
は
︑
共
同
体
の
内
部
に
あ
っ
て
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
祭
祀

を
務
め
る
﹁
自
ら
の
身
体
と
信
仰
の
ほ
か
に
﹁
神
を
祀
り
う
る
こ
と
﹂
の

要
件
を
何
ら
持
た
な
い
人
び
と
﹂
の
祭
祀
の
正
統
性
を
考
え
る
こ
と
に
他

な
ら
な
い
︒

そ
し
て
そ
れ
は
︑
近
世
の
国
学
者
や
そ
の
学
統
に
連
な
る
折
口
や
︑
垂

加
神
道
に
関
わ
る
人
び
と
の
学
問
を
神
学
と
し
て
捉
え
な
お
し
︑
そ
う
し

て
初
め
て
神
道
神
学
の
試
み
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ

と
と
も
に
︑
そ
の
学
問
は
﹁
概
念
的
な
︑
観
念
的
な
知
識

︵
五
六
︶

﹂
を
離
れ
︑
神

道
神
学
と
し
て
定
位
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
筆
者
は
考
え
る
︒
そ

の
試
み
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
て
述
べ
る
事
に
し
た
い
︒

註︵
一
︶
た
と
え
ば
村
井
紀
﹃
反
折
口
信
夫
論
﹄︵
平
成
一
六
年
︑
作
品
社
︶

の
後
を
受
け
て
出
版
さ
れ
た
︑
富
岡
多
恵
子
・
安
藤
礼
二
共
著
﹃
折

口
信
夫
の
青
春
﹄︵
ぷ
ね
う
ま
社
︑
平
成
二
十
五
年
︶︑
ま
た
安
藤

﹃
折
口
信
夫
﹄
な
ど
︒

︵
二
︶
上
田
賢
治
﹃
神
道
神
學
﹄︵
平
成
二
年
︑
神
社
新
報
社
︶
五
頁

参
照
︒

︵
三
︶
中
野
裕
三
﹃
国
学
者
の
神
信
仰
﹄
︵
平
成
二
十
一
年
︑
弘
文
堂
︶

十
一
頁
参
照
︒

︵
四
︶
例
え
ば
上
田
﹃
神
道
神
學
﹄
百
二
十
頁
︑﹃
神
道
神
学
論
考
﹄︵
平

成
三
年
︑
大
明
堂
︶
百
七
十
一
～
百
九
十
頁
︒
ま
た
︑
他
に
は
梅

田
義
彦
が
﹁
そ
も
そ
も
い
は
ゆ
る
神
社
神
道
に
は
︑
オ
ー
ソ
ラ
イ

ズ
さ
れ
た
神
学
体
theological
system
が
確
立
さ
れ
て
い
な

い
︒﹂
︵﹃
神
道
宗
教

小
野
祖
教
博
士
古
稀
記
念
号
﹄
第
七
十
五

～
七
十
九
号
︑
二
十
七
頁
参
照
︒︶
と
い
っ
た
指
摘
を
行
い
︑
神

社
神
道
が
﹁
祭
祀
の
厳
習
に
終
始
﹂
す
る
の
み
な
ら
ず
︑﹁
宗
教

的
発
達
を
は
か
﹂
り
︑﹁
教
化
の
基
本
体
系
と
実
践
方
法
﹂
を
固

め
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
︒︵
同
三
十
二
頁
参
照
︒︶

︵
五
︶
あ
え
て
こ
こ
で
皇
學
館
大
学
と
國
學
院
大
學
と
を
分
け
た
の
に

は
︑
両
校
の
神
学
に
お
い
て
︑
﹁
神
道
は
宗
教
か
否
か
？
﹂
と
い

う
点
に
お
い
て
︑
明
確
に
差
異
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
本
文

中
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
上
田
ら
が
神
道
を
宗
教
と
し
て
捉
え
て
い

る
の
に
対
し
て
︑
皇
學
館
大
学
で
﹁
神
道
神
学
﹂
を
担
当
し
た
谷

は
︑﹃
神
道
原
論
﹄︵
昭
和
四
十
六
年
︑
皇
學
館
出
版
部
︶
十
三
頁

に
お
い
て
︑
神
道
が
﹁
容
易
に
近
代
化
・
現
代
化
︑
ま
た
は
﹁
宗

教
化
﹂
が
考
へ
ら
れ
よ
う
と
す
る
﹂
と
し
︑
神
道
が
﹁
世
界
宗
教
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の
立
場
に
徹
底
し
︑
教
議
を
確
立
︑
整
頓
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

議
論
も
な
い
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
宗
教
的
心
情
と
倫
理
的
心
情
︑

宗
教
と
国
家
を
﹂
区
別
す
る
こ
と
は
︑﹁
西
洋
史
の
血
み
ど
ろ
の

現
実
﹂
の
産
物
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
同
書
の
十
一
頁
に
は
︑

﹁
神
道
の
立
場
と
近
代
西
洋
思
想
と
の
対
決
﹂
を
述
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
谷
は
か
か
る
神
道
の
宗
教
化
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
︒

︵
六
︶
上
田
賢
治
﹃
神
道
神
学
﹄
百
四
十
頁
参
照
︒

︵
七
︶
こ
こ
で
示
し
た
も
の
は
折
口
の
晩
年
に
近
い
國
學
院
大
學
に
お

け
る
昭
和
二
十
一
年
︑
二
十
二
年
﹁
神
道
概
論
﹂
講
義
ノ
ー
ト
︒

﹃
折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
編
追
補
第
一
巻
﹄︵
昭
和
六
十
二
年
︑
中

央
公
論
社
︶
よ
り
︒
以
下
︑﹃
折
口
信
夫
全
集
﹄
は
特
に
断
り
の

無
い
限
り
︑
昭
和
四
十
～
四
十
二
年
に
か
け
て
中
央
公
論
社
か
ら

出
版
さ
れ
た
︑
昭
和
二
十
九
～
三
十
四
年
版
﹃
折
口
信
夫
全
集
﹄

の
再
刊
版
を
用
い
る
︒
ま
た
︑
単
に
﹃
全
集
﹄
と
巻
号
︑
ま
た
頁

数
の
み
を
記
し
て
あ
る
場
合
︑
す
べ
て
こ
の
版
の
全
集
よ
り
の
引

用
で
あ
る
︒

︵
八
︶
し
か
し
︑
戦
前
期
に
表
さ
れ
た
諸
論
考
に
は
︑
｢︵
天
皇
が
︱
筆

者
註
︶
代
々
に
伝
え
る
皇
祖
の
御
霊
﹂﹁
聖
上
躬
ら
の
御
魂
﹂﹁
天

子
様
と
し
て
の
威
力
の
根
元
の
威
霊
﹂﹁
す
め
ろ
ぎ
・
す
め
ろ
み
︑

か
む
ろ
ぎ
・
か
む
ろ
み
﹂
な
ど
︑﹁
天
皇
に
非
常
な
霊
力
が
つ
く
﹂

根
拠
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
昭
和
十
五
年
︑
三
田
史
学
会
発
行

の
﹃
史
学
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
即
位
御
前
記
﹂
に
は
︑﹁
高
皇
産

霊
神
﹂
が
︑
﹁
皇
祖
神
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
︑
天
皇
霊
＝
す

め
ろ
ぎ
・
か
む
ろ
ぎ
＝
皇
祖
の
御
魂
を
天
皇
に
接
触
さ
せ
る
操
作

を
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
自
ら
天
皇
の
身
体
の
中
に
入
る
わ
け
で
は

な
い
︑
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

︵
九
︶
折
口
名
彙
︑
と
い
う
造
語
は
︑
は
じ
め
池
田
弥
三
郎
﹃
私
説

折
口
信
夫
﹄︵
昭
和
四
十
七
年
︑
中
公
新
書
︶
に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
と
︑
西
村
亨
は
﹃
折
口
名
彙
と
折
口
学
﹄︵
昭
和
六
十
年
︑
桜

楓
社
︶
の
な
か
で
指
摘
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
﹁
万
葉
び
と
﹂﹁
巡

遊
怜
人
﹂
な
ど
︑
完
全
な
折
口
名
彙
と
呼
べ
る
も
の
も
あ
る
が
︑

﹁
ま
れ
び
と
﹂
﹁
と
こ
よ
﹂
な
ど
︑
既
存
の
名
詞
に
折
口
が
肉
付
け

を
し
て
全
く
そ
の
語
義
を
異
に
し
て
し
ま
っ
た
も
の
も
存
在
す
る
︒

︵
一
〇
︶
此
す
め
み
ま
の
命
で
あ
る
御
身
体
即
︑
肉
体
は
︑
生
死
が
あ
る

が
︑
此
肉
体
を
充
す
処
の
魂
は
︑
終
始
一
貫
し
て
不
変
で
あ
る
︒

故
に
譬
ひ
︑
肉
体
は
変
つ
て
も
︑
此
魂
が
這
入
る
と
︑
全
く
同
一

な
天
子
様
と
な
る
の
で
あ
る
︒
出
雲
の
国
造
家
で
は
︑
親
が
死
ぬ

と
︑
喪
が
な
く
て
︑
直
に
其
子
が
立
つ
て
︑
国
造
と
な
る
︒
肉
体

の
死
に
よ
つ
て
︑
国
造
た
る
魂
は
︑
何
の
変
化
も
受
け
な
い
の
で

あ
る
︒
折
口
信
夫
﹁
大
嘗
祭
の
本
義
﹂﹃
全
集
二
巻
﹄

︵
一
一
︶
た
と
え
ば
︑
星
野
の
論
考
﹁
大
礼
本
義
﹂﹃
官
報
﹄
昭
和
三
年

折
口
神
学
の
た
め
の
予
備
的
考
察
︵
谷
口
︶
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一
一
月
七
日
付
録
︒
他
に
も
︑﹃
國
學
院
雑
誌
﹄
第
三
十
四
巻
十
・

十
一
号
︑
一
九
二
八
年
の
下
編
に
は
﹁
大
嘗
祭
の
本
義
な
ら
び
に

風
俗
歌
と
真
床
襲
衾
﹂
と
題
し
た
折
口
の
論
考
が
掲
載
さ
れ
て
お

り
︑
そ
こ
に
は
大
嘗
祭
が
﹁
報
本
反
始
﹂
で
は
な
く
﹁
ミ
タ
マ
フ

リ
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
︑﹁
報
本
反
始
﹂
で
な
い

点
は
﹁
親
友
星
野
輝
興
も
同
意
﹂
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
︒

︵
一
二
︶
そ
れ
ぞ
れ
︑
大
嘗
祭
卯
日
の
儀
︵
秋
祭
り
︶
↓
大
嘗
祭
前
日
寅

日
鎮
魂
祭
︵
冬
ま
つ
り
︶
↓
大
嘗
祭
当
日
辰
日
天
神
寿
詞
奏
上
↓

即
位
式
︵
春
祭
り
︶
と
し
て
い
る
︒

︵
一
三
︶
塩
川
哲
朗
﹁﹁
真
床
襲
衾
﹂
を
め
ぐ
る
折
口
信
夫
大
嘗
祭
論
と

そ
の
受
容
に
関
す
る
諸
問
題
﹂﹃
國
學
院
大
學

校
史
・
学
術
資
産

研
究
﹄
第
十
一
号
︒
平
成
三
十
一
年
︒
特
に
第
一
章
の
宗
教
学
・

神
道
学
に
関
す
る
事
柄
は
こ
の
論
考
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒

︵
一
四
︶
﹃
国
学
の
批
判
﹄
二
〇
一
頁
︒
昭
和
四
十
年
︑
未
来
社
︒
初
版

は
昭
和
二
十
五
年
︒

︵
一
五
︶
﹃
国
学
の
批
判
﹄
所
収
の
﹁
未
来
へ
の
懸
け
橋
﹂︒
前
掲
同
書

一
八
六
頁
参
照
︒

︵
一
六
︶
天
皇
制
と
は
︑
こ
こ
で
は
﹁
天
皇
を
中
心
と
し
た
日
本
国
の
制

度
・
体
制
﹂
の
意
味
で
用
い
る
︒

︵
一
七
︶
﹃
共
同
幻
想
論
﹄
は
昭
和
四
十
三
年
︑
河
出
書
房
新
社
か
ら
出

版
さ
れ
た
︒

︵
一
八
︶
前
註
一
四
〇
～
一
四
一
頁
参
照
︒

︵
一
九
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
植
村
和
秀
﹃
折
口
信
夫
﹄︵
平
成
二
十
九
年
︑

中
公
新
書
︶
百
三
十
三
～
七
頁
参
照
︒

︵
二
〇
︶﹃
折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
編
追
補
一
巻
﹄
三
百
四
十
二
頁
参
照
︒

︵
二
一
︶
折
口
が
か
か
る
転
向
︵
？
︶
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
戸
板

康
二
﹃
折
口
信
夫
座
談
﹄
に
︑
﹁
天
子
さ
ま
を
神
と
い
っ
た
り
す

る
い
い
方
は
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
天
子
さ
ま
に
ご
迷

惑
に
な
る
い
い
方
だ
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
戦
後
の
占
領
下
に
当

た
っ
て
天
皇
を
守
護
し
よ
う
と
す
る
折
口
の
努
力
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒

︵
二
二
︶﹃
折
口
信
夫
辞
典
﹄
︵
昭
和
六
十
三
年
︑
大
修
館
書
店
︶
の
﹁
天

皇
霊
﹂
の
項
目
な
ど
︒
同
様
の
指
摘
は
︑
木
村
純
二
﹃
折
口
信

夫
︱
い
き
ど
ほ
る
心
﹄︵
平
成
二
十
八
年
︑
講
談
社
︒
初
出
は
平

成
二
十
年
︑
同
社
よ
り
︶
な
ど
に
も
見
え
る
︒

︵
二
三
︶﹃
全
集
二
〇
巻
﹄
三
百
九
十
八
頁
参
照
︒

︵
二
四
︶
東
大
国
史
学
科
出
身
の
井
上
光
貞
が
校
訂
注
釈
に
関
わ
っ
て
い

る
日
本
思
想
体
系
三
﹃
律
令
﹄
︵
昭
和
五
十
一
年
︑
岩
波
書
店
︶

や
早
川
庄
八
﹃
日
本
古
代
官
僚
制
究
﹄︵
昭
和
六
十
一
年
︑
岩
波

書
店
︶
な
ど
︒

︵
二
五
︶
註
十
参
照
︒
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︵
二
六
︶
前
註
参
照
︒

︵
二
七
︶
岡
田
精
司
﹁
大
王
就
任
儀
礼
の
原
形
と
そ
の
展
開
︱
即
位
と
大

嘗
祭
﹂
﹃
日
本
史
研
究
﹄︑
昭
和
六
十
年
一
月
号
所
収
︒

︵
二
八
︶
加
茂
正
典
﹃
日
本
古
代
即
位
儀
礼
史
の
研
究
﹄
思
文
閣
出
版
︑

平
成
十
一
年
︑
三
十
三
頁
︒

︵
二
九
︶
前
註
︑
三
百
二
頁
︒

︵
三
〇
︶
例
え
ば
︑﹃
万
葉
び
と
の
宴
﹄︵
平
成
二
十
六
年
︑
講
談
社
現
代
新

書
︶
ま
た
︑
直
接
折
口
に
関
係
す
る
著
書
と
し
て
︑﹃
折
口
信
夫

的
思
考

越
境
す
る
民
俗
学
者
﹄︵
平
成
三
〇
年
︑
青
土
社
︶
な
ど
︒

︵
三
一
︶
折
口
の
読
解
に
お
い
て
発
生
し
た
共
同
体
の
外
部
存
在
と
し
て

の
﹁
ま
れ
び
と
﹂
と
い
う
折
口
学
の
部
分
的
読
み
直
し
が
社
会
学

領
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
な
ど
︑﹁
折
口
信
夫
﹂
は
従
来
の
国
文

学
・
神
道
学
と
い
っ
た
垣
根
を
越
え
て
︑
折
口
学
の
解・

釈・

は・

無
限

遠
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
︒
か
か
る
現
状
は
︑
折
口
学
を
全
体
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
今
一
度
批
判
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒

︵
三
二
︶
訳
書
原
著
T
he
N
ationalization
of
the
M
asses,1975

邦
訳

版
﹃
大
衆
の
国
民
化
﹄
柏
書
房
︑
平
成
三
年

︵
三
三
︶
工
藤
隆
﹃
大
嘗
祭
の
始
原
﹄︵
平
成
二
年
︑
三
一
書
房
︶﹁
Ⅱ

大
嘗
祭
と
は
な
に
か
﹂
参
照
︒
し
か
し
︑
た
と
え
ば
﹁
い
ろ
ご
の

み
﹂
の
折
口
名
彙
が
端
的
に
表
し
て
い
る
よ
う
に
︑
折
口
が
捉
え

て
い
た
﹁
女
性
﹂
に
読
み
込
ま
れ
て
い
た
の
は
性
︵
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︶

の
問
題
で
は
な
く
︑﹁
血
縁
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒

︵
三
四
︶
安
藤
礼
二
﹁
書
評

斎
藤
英
喜
﹃
折
口
信
夫
︱
神
聖
を
拡
張
さ

せ
る
復
活
の
喜
び
﹄﹂﹃
宗
教
研
究
﹄
九
十
三
巻
︑
二
号
二
百
三
十
一

～
二
百
三
十
七
頁
参
照
︒

︵
三
五
︶﹃
折
口
信
夫
の
青
春
﹄︑
一
〇
四
頁
参
照
︒

︵
三
六
︶﹁
ま
れ
び
と
﹂
理
論
を
ア
ジ
ア
全
体
に
拡
張
さ
せ
る
こ
と
を
通

じ
て
折
口
を
﹁
ア
ナ
ー
キ
ー
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
阪
本

是
丸
﹁
折
口
信
夫
の
戦
争
歌
と
国
家
神
道
﹂︵﹃
國
學
院
大
學
研
究

開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
﹄
第
八
号
︒
國
學
院
大
學
研
究
開

発
推
進
セ
ン
タ
ー
︑
平
成
二
十
六
年
︶
な
ど
が
反
証
と
し
て
挙
げ

ら
れ
よ
う
︒

︵
三
七
︶﹁
民
間
神
道
と
神
社
と
﹂
昭
和
四
年
︒﹃
全
集
二
〇
巻
﹄
に
所
収
︒

︵
三
八
︶
註
三
十
一
︑
二
百
三
十
四
頁
参
照
︒

︵
三
九
︶
前
註
参
照
︒

︵
四
〇
︶﹃
神
社
神
道
神
学
入
門
﹄︵
昭
和
二
十
六
年
︑
神
社
本
庁
︶
十
七
頁
︒

︵
四
一
︶
た
だ
︑
小
野
も
﹁
歴
史
的
神
学
﹂
﹁
実
践
的
神
学
﹂﹁
理
論
的
神

学
︵
組
織
的
神
学
︶﹂
と
い
う
区
分
建
て
を
﹃
神
社
神
道
神
学
入
門
﹄

︵
昭
和
二
十
六
年
︑
神
社
本
庁
︶
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
︒

︵
四
二
︶
中
野
前
掲
書
︑
五
～
八
頁
︒

︵
四
三
︶
谷
省
吾
﹃
神
道
﹄
︵
平
成
九
年
︑
国
書
刊
行
会
︶
六
十
一
頁
︒

︵
四
四
︶
谷
の
か
か
る
発
言
か
ら
は
︑﹁
神
道
神
学
﹂
と
い
う
言
葉
を
用

折
口
神
学
の
た
め
の
予
備
的
考
察
︵
谷
口
︶
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い
ず
と
も
︑
谷
の
﹃
神
道
原
論
﹄﹃
祭
祀
と
祈
り
﹄
な
ど
の
著
作

が
神
学
的
思
惟
の
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
︒

︵
四
五
︶
谷
﹃
神
道
﹄
所
収
︒

︵
四
六
︶
谷
省
吾
﹃
祭
祀
と
祈
り
﹄︵
昭
和
六
十
年
︑
国
書
刊
行
会
︶

百
十
九
～
百
三
十
三
頁
参
照
︒

︵
四
七
︶
河
村
忠
伸
﹃
近
現
代
神
道
の
法
政
的
研
究
﹄︵
平
成
二
十
九
年
︑

弘
文
堂
︶
三
百
三
十
九
頁
︒

︵
四
八
︶
上
田
賢
治
﹃
国
学
の
研
究
﹄
所
収
︑﹁
釋
契
沖
﹂
参
照
︒

︵
四
九
︶
註
三
参
照
︒

︵
五
〇
︶
こ
の
よ
う
な
垂
加
神
道
の
持
つ
厳
格
さ
に
つ
い
て
菅
野
覚
明
は
︑

﹃
神
道
の
逆
襲
﹄︵
平
成
十
三
年
︑
講
談
社
現
代
新
書
︶
百
九
十
一
～

二
頁
に
お
い
て
︑﹁
日
常
的
な
意
識
の
あ
り
方
を
自
覚
的
に
反
転
し
︑

日
常
世
界
そ
れ
自
体
を
神
の
境
位
へ
と
変
換
し
よ
う
と
す
る
も
の
﹂

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

︵
五
一
︶
上
田
賢
治
﹃
神
道
神
学
論
考
﹄︵
平
成
三
年
︑
大
明
堂
︶

︵
五
二
︶
た
だ
︑
筆
者
は
谷
の
述
べ
る
﹁
い
の
ち
﹂
や
︑﹁
つ
つ
し
み
﹂

な
ど
が
神
道
の
道
徳
と
し
て
定
義
可
能
な
こ
と
か
ら
︑
神
道
に
お
け

る
道
徳
の
存
在
を
も
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
附
記
し

て
お
く
︒

︵
五
三
︶
こ
う
し
た
道
徳
的
な
神
道
に
対
し
て
︑
折
口
は
﹁
異
訳
国
学
ひ

と
り
案
内
﹂
﹃
全
集
二
〇
巻
﹄
に
お
い
て
﹁
倫
理
の
型
か
ら
打
ち
出

さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
様
に
考
え
る
事
が
殖
え
て
き
た
﹂

と
し
て
︑
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
︒
木
村
純
二
が
﹃
折
口
信
夫
︱
い

き
ど
ほ
る
心
﹄︵
平
成
二
十
八
年
︶︑
講
談
社
︒
初
出
は
平
成
二
十
年
︑

同
社
よ
り
︒︶
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
か
か
る
折
口
の

批
判
は
平
田
篤
胤
が
表
立
っ
て
取
り
入
れ
る
こ
と
が
︵
時
代
状
況
と

し
て
︶
不
可
能
で
あ
っ
た
西
洋
思
想
の
受
容
の
も
と
に
︑
人
間
の
理

性
の
も
と
に
神
を
理
解
す
る
こ
と
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
︑
斎
藤
英
喜
が
﹃
折
口
信
夫

神
性
を
拡
張
す
る
復
活
の
喜
び
﹄

︵
平
成
三
十
一
年
︑
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︶
五
十
九
～
六
十
一
頁
で
述

べ
る
よ
う
な
﹁
国
家
神
道
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
﹂
と
い
う
意
図

は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
︒

︵
五
四
︶
木
村
前
掲
書
︑
二
十
七
～
四
十
五
頁
に
﹁
神
道
私
見
論
争
﹂
渦

中
の
折
口
の
意
見
が
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

︵
五
五
︶
註
五
〇
参
照
︒

︵
五
六
︶
谷
省
吾
﹃
祭
祀
と
思
想
﹄︵
昭
和
六
〇
年
︑
国
書
刊
行
会
︶

三
八
五
頁
参
照
︒

︻
附
記
︼
本
稿
は
令
和
元
年
度
に
皇
學
館
大
学
文
学
部
神
道
学
科
に
提
出

し
た
卒
業
論
文
﹁
折
口
神
学
試
論
﹂
を
基
に
︑
一
部
削
除
・
加
筆
・

修
正
し
た
も
の
で
あ
る
︒

︵
た
に
ぐ
ち

た
い
ち
・

皇
學
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
︶
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