
子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定＂
と
＂
隠
蔽”
の
語
り
に
つ
い
て
（
新
田）

〔
キ
ー
ワ
ー
ド〕

私
は
「
政
教
関
係
を
正
す
会
会
報
j

(
平
成
十
七
年
十一
月、
第二
七
号）
に
掲
載
さ
れ
た
拙
論
「
子
安
宣
邦
著
「
国
家
と
祭
祀'

に
お
い
て、
国
家
神
道
を
”
近
代
国
家
に
共
通
す
る
宗
教
性・
祭
祀
性
の
問
題
と
し
て
語
り
直
す“
と
い
う
子
安
氏
の
戦
略
が
無
惨
な
失
敗

に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た。
そ
し
て、
そ
の
拙
論
の
最
後
で
「『
国
家
と
祭
祀』
に
は、
ま
だ
ユ
ニ
ー
ク
な
問
題
点
が

い
く
つ
か
あ
る」
と
付
け
加
え
て、
「
そ
れ
に
つ
い
て
は、
ま
た
の
機
会
に
し
た
い」
と
述
べ
ま
し
た。
そ
の
「
ユ
ニ
ー
ク
な
問
題
点」
と

ま
っ
て
い
る
の
で
す
が、
本
稿
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
思
い
ま
す。

子
安
氏
の
「
国
家
と
祭
祀」
シ
リ
ー
ズ
は
『
現
代
思
想」
（
青
士
社）
に
十
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
も
の
で
す
が、
そ
の
第一
論
文
で

あ
る
「
国
家
神
道
の
現
在」
（
平
成
十
五
年七
月
号）
の
最
後
で、
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
し
た。

端
的
に
い
え
ば
近
代
国
家
は
対
外
戦
争
を
す
る
こ
と
が
で
き、
国
民
が
国
家
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
国
家
と
し
て
成
立
す
る。

そ
し
て
国
家
の
た
め
の
死
者
を
国
家
は
そ
の
永
続
性
を
も
た
ら
す
礎
と
し
て
祀
る
の
で
あ
る。
近
代
日
本
国
家
は
神
道
的
祭
祀
を
も
っ

て
祀
っ
て
き
た。
こ
の
国
家
の
宗
教
性・
祭
祀
性
と
い
う
問
題
は
決
し
て
近
代
日
本
国
家
に
特
有
の
問
題
で
は
な
く、
近
代
国
家一
般

に
共
通
す
る
問
題
で
あ
る。
私
の
問
題
関
心
は、
こ
の
近
代
国
家
の
祭
祀
性
と
い
う
普
遍
的
な
問
題
を
前
提
と
し
て
も
ち
な
が
ら、
Bl

本
が
近
代
国
家
と
し
て
そ
の
宗
教
性・
祭
祀
性
を
ど
の
よ
う
に
成
立
さ
せ
た
か
に
あ
る。
国
家
神
道
と
は
こ
の
私
の
問
題
関
心
に
し
た

が
っ
て
構
成
さ
れ
る
概
念
で
あ
る。
日
本
の
近
代
国
家
と
し
て
の
祭
祀
性・
宗
教
性
の
問
題
を、
私
は
国
家
神
道
の
問
題
と
し
て
考
え

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る。
（
傍
線
引
用
者、
一
六
頁）

一
、

子
安
「
国
家
神
道」
論
の
骨
子
と
課
題

は、
彼
が

戦
略“
を
達
成
す
る
た
め
に
採
用
し
た
”
戦
術“
に
関
係
し
て
い
ま
す。
そ
の
”
戦
術“
も
”
戦
略＂
と
同
様
に
破
綻
し
て
し

は
じ
め
に

「
神
道
史
研
究
j

第
五
十
四
巻
第一
号
（
平
成
十
八
年
四
月）

国
家
神
道

子
安
宜
邦

伊
勢
神
宮

靖
国
神
社

子
安
宜
邦
氏
に
お
け
る

”
隠
蔽“

の
語
り
に
つ
い
て

”
自
己
否
定“

〔
要
旨〕

子
安
宣
邦
氏
が
『
現
代
思
想」
に
連
載
し
た
「
国
家
と
祭
祀」
に
お
い
て
展
開
し
た
「
国
家
神
道」
論
の
戦
術
的
部
分
を
批
判
的

に
吟
味
す
る
の
が
本
稿
の
意
図
で
す。

子
安
「
国
家
神
遁」
論
の
大
前
提
は、
戦
争
を
す
る
国
家
は
英
霊
（
戦
死
者）
祭
祀
を
行
う
国
家
で
あ
る
か
ら、
戦
争
を
防
ぐ
た
め
に
は

国
家
か
ら
そ
の
よ
う
な
宗
教
性・
祭
祀
性
を
取
り
除
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
の
彼
の
信
念
に
あ
り
ま
す。
こ
の
信
念
か
ら
生
ま
れ
た
子
安

「
国
家
神
道」
論
の
戦
術
的
部
分
の
骨
子
は
次
の一二
点
で
す。
①、
戦
う
国
家
と
し
て
の
近
代
日
本
の
宗
教
性
の
核
は
「
神
道
的
祭
祀」
で

あ
る
が
ゆ
え
に、
そ
れ
は
「
国
家
神
道
の
問
題」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る。
②、
そ
の
「
神
道
的
祭
祀」
の
原
型
と
な
っ
た
の
は
後

期
水
戸
学
（
特
に
「
新
論
J
)

に
よ
っ
て
再
構
築
さ
れ
た
「
天
祖」
概
念
と
鬼
神
祭
祀
論
で
る。
③、
そ
れ
が
近
代
の
伊
勢
神
宮
や
靖
国
神
社

を
支
え
る
言
説
と
な
り、
大
蓋
の
戦
死
者
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る。

こ
の
三
点
に
つ
い
て、
〈
近
代
日
本
の
宗
教
性・
祭
祀
性
を
「
神
道
的」
だ
と
本
当
に
断
定
で
き
る
の
か
？
後
期
水
戸
学
に
よ
っ
て
再
構

築
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
天
祖」
概
念
は
ど
の
よ
う
に
し
て
近
代
日
本
国
家
の
宗
教
性・
祭
祀
性
の
中
核
に
組
み
込
ま
れ
た
の
か
？
同
じ
く

水
戸
学
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
国
家
に
よ
る
祖
先
祭
祀
の
必
要
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
戦
死
者
祭
祀
の
必
要
性
へ
と
転
換
さ
れ、
ど
う
い
う

形
で
「
天
祖」
概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
て、
近
代
の
伊
勢
神
宮
や
靖
国
神
社
さ
ら
に
は
日
本
の
戦
争
に
ど
ん
な
影
響
を
あ
た
え
た
の
か
？〉

な
ど
の
諸
点
か
ら
吟
味
し
て
み
る
と、
子
安
氏
の
語
り
が
”
自
己
否
定“
と
”
隠
蔽“
に
満
ち
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る、
と
い
う
の
が

本
稿
の
論
旨
で
す。

新

へ
の
反
論」

均

|
|
「
国
家
神
道」
論
と
の
関
連
で

1



子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“
と
”
隠
薮“
の
語
り
に
つ
い
て
（
新
田）

五

五

と
ま
で
言っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す。

「「
天
祖
j

概
念
の
再
構
築」
の
論
旨
で
し
た。

「
新
論
j

な
の
だ

と
い
う
の
が

子
安
宜
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“
と
”
隠
蔽“
の
語
り
に
つ
い
て

近
代
国
家
と
は
戦
争
に
国
民
を
動
員
す
る
国
家
で
あ
り、
戦
争
動
員
を
永
続
さ
せ
る
た
め
に
死
者
を
祀
る
と
い
う
宗
教
性・
祭
祀
性
を
有

す
る
国
家
で
あ
る。
近
代
日
本
の
場
合
に
は、
そ
の
宗
教
性・
祭
祀
性
は
「
神
道
的」
だ
っ
た。
し
た
が
っ
て、
近
代
国
家一
般
に
共
通
す

る
宗
教
性・
祭
祀
性
の
問
題
を、
近
代
の
日
本
に
つ
い
て
は
「
国
家
神
道
の
問
題」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

1
こ
の
主
張
が、
子

と
い
う
こ
と
は、
子
安
「
国
家
神
道」
論
が
成
り
立
っ
た
め
に、
ま
ず
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は、
近
代
日
本
の
宗
教
性・
祭
祀
性
が

「
神
道
的」
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
み
せ
る
こ
と
で
し
た。
具
体
的
に
言
え
ば、
子
安
氏
は
自
ら
が
神
道
的
だ
と
考
え
る

宗
教
性・
祭
祀
性
と
は
何
な
の
か
を
ま
ず
明
ら
か
に
し、
次
ぎ
に
そ
の
神
道
的
祭
祀
性
が、
ど
の
よ
う
に
戦
争
と
関
連
づ
け
ら
れ
な
が
ら、

近
代
日
本
国
家
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す。

そ
の
使
命
を
担
っ
て
い
た
の
が、
第一一
論
文
の
「「
天
祖
j

概
念
の
再
構細
T「
新
論」
と
危
機の
政
治
神
学•
その―
|」
（
平成
十五
年八
月
号、
以

下
「「
天
祖
j

概
念の
再
構
築」）
と
第一二
論
文
「
祭
祀
的
国
家
の
理
念
ー
冒
論」
と
危
機の
政
治
神
学・
その
ニ
ー」
（
平成
十
五
年九
月
号、
以
下
「
祭
祀
的
国

家の
理
念」）
で
し
た。
こ
の
二
つ
の
論
文
に
お
い
て
子
安
氏
は、
近
代
日
本
国
家
の
宗
教
性・
祭
祀
性
が
「
神
道
的」
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
も
の
と
し
て、
後
期
水
戸
学
（
特に
会沢
正
志
斎の
「
新
論」）
に
お
け
る
”
「
天
祖」
概
念
の
再
構
築＂
と

子
安
氏
は、
「
「
天
祖」
概
念
の
再
構
築」
の
冒
頭
で、
明
治
二
十
三
年
に、
全
国
の
神
職
神
官
の
有
志
が
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
神
祇

官
設
置
を
望
む
陳
情
書
の
中
に
「
天
祖」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ、
「
天
祖
す
な
わ
ち
天
照
大
神
に
収
敏
す
る
敬

神
崇
祖
の
心
性
を
も
っ
て
比
類
な
き
形
で
構
成
さ
れ
る
神
祇
的
な
国
家
的
結
合
体
と
し
て
の
日
本
と
い
う
神
祇
的
国
家
の
定
型
的
な
言
説
が

こ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る」
と
し、
「
こ
の
神
祇
官
設
置
の
陳
情
書
に
見
る
神
祇
的
国
家
日
本
の
言
説
は、
理
念
的
に
も
言
説
的
に
も
原
型

を
明
治
三
年
(

l

八七
OJ
I

月
の
大
教
宜
布
の
詔
勅
に
負っ
て
い
る」
（二
六
頁）
と
述
べ
て
い
ま
す。

明
治
二
十
三
年
時
点
で
の
神
職
た
ち
の
陳
情
書
に
あ
る
「
天
祖」
と
い
う
言
葉
こ
そ、
近
代
日
本
の
宗
教
性・
祭
祀
性
の
核
を
な
す
概
念

で、
そ
の
「
原
型」
は
明
治一二
年
の
「
大
教
宣
布
の
詔
勅」
に
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す。

こ
の
「
天
祖」
と
い
う
概
念
は、
儒
家
的
な
天
を
朝
廷
祭
祀
の
究
極
的
対
象
で
あ
る
始
祖
神・
天
照
大
神
に
合
体
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
立
し
た
も
の
で、
こ
の
「
再
構
築」
を
行
っ
た
の
が
「
後
期
水
戸
学」、
特
に
会
沢
正
志
斎
の

そ
れ
で
は、
こ
の
第
二
論
文
に
お
い
て、
「
天
祖」
概
念
の
再
構
築
が
語
り
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て、
近
代
日
本
国
家
の
宗
教
性・
祭

祀
性
を
「
国
家
神
道」
の
問
題
と
し
て
語
る
こ
と
の
妥
当
性
が
十
分
に
証
明
さ
れ
た
の
か
と
言
え
ば、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
む

し
ろ、
逆
に、
そ
れ
を
「
神
道
的」
と
断
定
す
る
こ
と
へ
の
疑
念
を
深
め
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す。。

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と、
「
『
天
祖』
概
念
の
再
構
築」
の
中
で、
子
安
氏
自
身
が
「
天
祖」
概
念
が
「
佃
教
的」
で

あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し、
つ
い
に
は、
「
天
祖」
概
念
の
再
構
築
は
「
儒
教
を
思
想
的
基
盤
と
し
て
も
つ
水
戸
学
に
し
て
は
じ
め
て

可
能
な、
と
い
う
こ
と
は
国
学
に
も
神
道
に
も
不
可
能
な
国
家
経
綸
的
思
想
作
業
で
あ
っ
た。
明
治
神
道
に
お
け
る
神
祇
的
国
家
の
理
念
も、

『
教
育
勅
語」
が
説
く
人
倫
的
統
合
の
理
念
も
こ
の
水
戸
学
的
教
説
な
く
し
て
は
生
ま
れ
な
い。
中
国
古
代
の
政
治
理
念・
祭
祀
観
の
翻
訳

的
な
移
転
と
し
て
の
水
戸
学
こ
そ
近
代
日
本
の
国
体
論
と
い
う
日
本
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
原
型
的
な
供
給
者
で
あ
る。」
（
傍
線
引
用
者、一―――
頁）

近
代
日
本
国
家
の
宗
教
性・
祭
祀
性
の
中
核
を
な
す
概
念
の
成
立
な
い
し
再
構
築
が
「
国
学
に
も
神
道
に
も
不
可
能
な」
思
想
作
業
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば、
そ
れ
を
国
家
「
神
道」
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
の
は
不
適
当
で
し
ょ
う。
子
安
氏
の
分
析
が
正
し
い
と
す
れ
ば、
む
し
ろ、

国
家
「
儒
教」
な
り、
国
家
「
水
戸
学」
な
り、
「
翻
訳・
移
転
さ
れ
た
中
国
古
代
観
念」
な
り、
の
用
語
を
使
う
べ
き
で
す。

次
の
第
三
論
文
「
祭
祀
的
国
家
の
理
念」
に
な
る
と、
子
安
氏
は、
今
度
は、
水
戸
学
に
お
け
る
「
天
祖」
概
念
の
再
構
築
が
荻
生
祖
株

―-――――-―――
二

二、
再
構
築
さ
れ
た
「
天
祖」
概
念
と
「
国
家
神
道」

応
え
う
る
救
済
論
の
吸
収“
と
に
つ
い
て
語
っ
た
の
で
す。

安
「
国
家
神
道」
論
の
出
発
点
に
お
け
る
骨
子
で
し
た。

（
新
田）

の
矛
盾

”
人
民
死
後
の
安
心
の
要
求
に

四
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子
安
氏
は
こ
の
文
章
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
ま
す。

者」
と
見
な
す
こ
と
も
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す。

と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す。

、
儒
家
的
鬼
神
祭
祀
論
が
中
心
の
水
戸
学

る
こ
と
に
ま
っ
た
く
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
す。

子
安
宜
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“
と
”
隠
薮“
の
語
り
に
つ
い
て

国
家
の
宗
教
性・
祭
祀
性
の
問
題
は、
国
家
「
祖
彼
学」

（
新
田）

七

（

七 ”
自
己
否
定
の
語
り“

の
鬼
神
論
あ
る
い
は
祭
祀
論
の
影
響
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
と
繰
り
返
し
強
調
し
始
め
ま
す
の
て、
そ
う
な
る
と、
近
代
日
本

の
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す。

い
ず
れ
に
せ
よ、
第一―•
第一二
論
文
に
お
け
る
彼
の
語
り
は、
近
代
日
本
国
家
の
宗
教
性・
祭
祀
性
の
問
題
を
「
国
家
神
道」

し
て
捉
え
る
こ
と
の
妥
当
性
を
証
明
し
て
み
せ
る
ど
こ
ろ
か、
そ
の
源
泉
を
他
の
分
野
に
求
め
る
こ
と
の
必
要
性
を
語
る
結
果
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
す。
と
こ
ろ
が、
不
思
議
な
こ
と
に、
子
安
氏
自
身
は、
自
ら
が
そ
の
よ
う
な
”
自
己
否
定
の
語
り“
を
繰
り
返
し
て
い

近
代
日
本
国
家
の
宗
教
性・
祭
祀
性
を
「
国
家
神
道」
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
自
ら
の
問
題
設
定
に
対
す
る

あ
か
し

は、
子
安
氏
が
近
代
日
本
国
家
の
宗
教
性・
祭
祀
性
を
証
す
る
も
う―
つ
の
根
拠
と
し
て
提
出
し
た
”
水
戸
学
に
お
け
る
救
済
論
の
「
吸
収」＂

彼
が
い
う
と
こ
ろ
の
近
代
国
家
の
宗
教
性・
祭
祀
性
の
核
心
は
「
近
代
国
家
は
対
外
戦
争
を
す
る
こ
と
が
で
き、
国
民
が
国
家
の
た
め
に

死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
国
家
と
し
て
成
立
す
る。
そ
し
て
国
家
の
た
め
の
死
者
を
国
家
は
そ
の
永
続
性
を
も
た
ら
す
礎
と
し
て
祀
る
の
で
あ
る」

（「
国
家
神道の
現
在」

理
念」

ニニ
頁）

の
問
題
と

一
六
頁）
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た。
こ
の
命
題
を
証
明
す
る
た
め
に
は、
「
天
祖」
概
念
の
成
立
な
い
し
再
構
築
に

つ
い
て
語
っ
た
だ
け
で
は
足
り
ま
せ
ん。
そ
れ
だ
け
で
は、
近
代
日
本
の
祭
政一
致
構
想
の
源
流
と
思
わ
れ
る
も
の
を
指
摘
し
た
に
過
ぎ
ず、

彼
が
「
戦
う
国
家
と
は
祀
る
国
家
で
あ
る」
（「
戦
う
国
家と
祀
る
国
家
ー
国
家の
連
親
性と
祀
り
ー」
「
現
代思
想」
平
成十
六
年四
月
号、
四
四
頁）
と
い
う
場

合
の
核心
を
な
す
「
英
霊
た
ち
を
祀
る
国
家」
（
同前
四
匹
頁）
の
原
型
を
突
き
止
め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す。

そ
こ
で、
子
安
氏
と
し
て
は、
自
ら
の
問
題
関
心
を
維
持
す
る
た
め
に、
そ
の
原
型
を
突
き
止
め
る
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で
す
が、
彼
が
水
戸
学
を
「
近
代
日
本
の
国
体
論
と
い
う
日
本
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
原
型
的
な
供
給
者」
と
見
て
い
る
以
上、
当
然
に、

「
英
霊
た
ち
を
祀
る
国
家」
の
理
念
の
原
型
も
水
戸
学
の
中
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し、
そ
れ
が
「
天
祖」
概
念
の
成
立
な
い

し
再
構
築
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
も
合
わ
せ
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。
そ
う
で
な
け
れ
ば、
「
神
祇
国
家
の
定
型
的
な

言
説」
と
「
英
霊
祭
祀」
と
は
無
関
係、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
し、
水
戸
学
を
「
日
本
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
原
型
的
な
供
給

そ
の
課
題
に
答
え
る
も
の
と
し
て、
彼
は
「
新
論』
の
中
の
次
の
文
章
に
注
目
し
ま
し
た。

し
ょ
う
ふ
く

「
夫
れ
物
は
天
よ
り
威
あ
る
は
な
し。
故
に
型
人
は
厳
敬
欽
奉
し、
視
て
以
て
死
物
と
な
さ
ず。
而
し
て
民
を
し
て
畏
敬
棟
服
す
る
と
こ
ろ

し

め
つ

有
ら
し
む。
物
は
人
よ
り
霊
な
る
は
な
し。
そ
れ
魂
塊
精
強
に
し
て、
草
木
禽
獣
と
同
じ
く
渕
滅
す
る
能
は
ず。
故
に
祀
礼
を
明
ら
か
に
し、

以
て
幣
明
を
治
め、
死
者
を
し
て
憑
る
と
こ
ろ
有
り
て
以
て
そ
の
神
を
安
ん
ぜ
し
め、
生
者
を
し
て
死
し
て
帰
す
る
と
こ
ろ
有
る
を
知
り
て、

そ
の
志
を
惑
は
ざ
ら
し
む。
民、
畏
敬
棟
服
し
て、
而
し
て
幽
明
に
憾
み
な
く
ん
ば、
則
ち
異
物
に
眩
は
さ
れ
ず。
故
に
怪
妄
不
経
の
説
由

り
て
入
る
な
き
な
り。」

生
者
に
死
後
の
魂
の
帰
す
る
と
こ
ろ
を
教
え、
民
心
に
究
極
的
な
安
心
を
与
え
る
鬼
神
祭
祀
（
神
道）
と
は、
聖
人
に
よ
っ
て
設
け
ら

れ
た
天
下
安
民
の
最
良
の
教
え
で
あ
る。
い
ま
こ
の
聖
人
の
教
え
は
水
戸
学
に
お
い
て
「
天
祖
の
教
え」
と
し
て、
あ
る
い
は
「
神
聖

の
立
て
る
大
経」
と
し
て
語
り
直
さ
れ、
国
家
の
長
期
的
計
略
の
基
本
（
大
経）
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る。
（「
祭祀
的
国
家の

国
家
的
危
機
の
克
服
と
い
う
問
題
意
識
の
中
か
ら
人
民
統
合
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ、
人
民
統
合
の
核
心
は
民
心
の
掌
握
に
あ
り、
そ
の

た
め
に
は
死
者
の
祭
祀
が
な
に
よ
り
大
切
で、
そ
れ
を
教
え
た
聖
人
が
日
本
で
は
「
天
祖」
（
天
照
大
神）
な
の
だ
と
い
う
の
が
『
新
論
j

の

主
張
で
あ
り、
こ
の
脈
絡
を
捉
え
れ
ば
「
天
祖」
概
念
の
再
構
築
と
戦
死
者
の
祭
祀
と
を
つ
な
ぐ
通
路
が
見
え
て
く
る＇
�
と
い
う
わ
け
で
す。

確
か
に、
そ
の
よ
う
に
読
む
な
ら
ば、
「
天
祖」
概
念
の
再
構
築
と
戦
死
者
を
祀
る
国
家
の
理
念
と
を
結
ぶ
通
路
が
半
ば
見
え
た
こ
と
に

子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“
と
”
隠
蔽“
の
語
り
に
つ
い
て

（
新
田）

ノ‘
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四、
「
宣
長
問
題」

と
は
何
だ
っ
た
の
か

子
安
官＿
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“
と
＂
隠
蔽＂

の
語
り
に
つ
い
て

な
る
で
し
ょ
う。

こ
こ
で
私
が
「
半
ば
」

と
言
っ
た
の
は、
「
新
論』

〔
戦
死
者〕

た
ち
を
祀
る
国
家」

（
新
田）

九

（

九

の
こ
の
部
分
は、

子
安
氏
も
認
め
て
い
る
よ
う
に、

あ
く
ま
で
も

「
人
民
の
死
後
安
心
の
要
求」

に
応
え
る
も
の
と
し
て
「
祖
先
祭
祀」

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
「
英
霊

の
理
念
の
原
型
だ
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す。

そ
れ
を
言
う
た
め
に
は、

人
民
一

般
の
死
後
の

安
心
に
応
え
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
が、

国
家
の
た
め
の
戦
死
を
称
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
問
題
意
識
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
経
路

が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。

と
こ
ろ
が、

そ
の
残
り
半
分
に
つ
い
て
は
「
祭
祀
的
国
家
の
理
念」

で
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の

『
新
論」

に
見
い
だ
せ
る
の
は
人
民
一

般
の
死
後
の
問
題
に
応
え
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
ま
で
で
あ
っ
て、

戦
死
者
の
祭
祀
の
原
型
ま
で

は
見
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん。

そ
の
こ
と
を、

子
安
氏
は
こ
の
論
文
の
最
後
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
言
葉
で
告
白
し
て
い
ま
す。

『
新
論」

が
将
来
に
向
け
て
策
定
す
る
あ
る
べ
き
国
家
は
究
極
的
に
人
民
の
死
と
死
後
へ
の
問
い
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る。

国
家
が
人
民
の
死
後
を
安
ら
か
な
ら
し
め
る
こ
と
で、

人
民
の
国
家
へ
の
真
の
統
合
も
ま
た
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る。
「
新
論』

が
来

る
べ
き
国
家
に
の
こ
し
た
遺
戒
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た。
（
傍
線
引
用
者、
一
四
ー
玉
黄）

「
新
論』

が
の
こ
し
た
「
遣
戒」

が
「
国
家
が
人
民
の
死
後
を
安
ら
か
な
ら
し
め
る
こ
と
で、

人
民
の
国
家
へ
の
真
の
統
合
も
ま
た
実
現

さ
れ
る」

と
い
う
理
念
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら、

子
安
氏
の
問
題
関
心
に
照
ら
し
て
「
水
戸
学
こ
そ
近
代
日
本
の
国
体
論
と
い

う
日
本
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
原
型
的
な
供
給
者
で
あ
る」

と
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す。

し
か
し、

水
戸
学
が
十
分
な
「
原
型
的
な
供
給
者」

で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も、

そ
の
「
逍
戒」

を
継
承
し
て、

祖
先
祭
祀
の
問
題
を
英

霊
祭
祀
の
問
題
へ
と
展
開
さ
せ
た
何
者
か
を
次
の
段
階
で
発
見
で
き
る
な
ら
ば、

水
戸
学
が
「
原
型
的
な
供
給
者」

だ
っ
た
か
ど
う
か
な
ど

と
い
う
議
論
に
そ
れ
ほ
ど
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

つ
ま
り、

子
安
氏
の
議
論
に
と
っ
て
決
定
的
に
大
切
な
の
は、

水

戸
学
以
降、

つ
ま
り
明
治
期
に
お
い
て、

残
り
半
分
の
思
想
的
通
路
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
ど
う
か、

と
い
う
こ
と
な
の
で
す。

あ
ん
じ
ん

そ
れ
に
つ
い
て
は、

後
で
吟
味
す
る
と
し
て、

そ
の
前
に、

彼
が
「
人
民
死
後
の
安
心
の
要
求
に
応
え
う
る
救
済
論
の
性
格
を
も
も
つ
」

「
安
心
論
的
課
題
を
吸
収
し
て
い
る
」
（「
祭
祀
的
国
家
の
理
念」
一
三
頁）

と
指
摘
し
て
い
る
水
戸
学
の
国
家
的
鬼
神
祭
祀
論
も
ま
た、
「
儒
家
的」

な
も
の
で
あ
る
と
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す。

会
沢
の
文
章
は
聖
人
に
よ
る
祭
祀
の
礼
の
創
始
と
い
う
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る。

こ
れ
は
祖
株
に
お
け
る
先
王
11

聖
人
観
を
前
提
に
し

て
の
べ
ら
れ
た、

と
い
う
こ
と
は
為
政
者
に
よ
る
国
家
経
綸
的
視
点
を
も
っ
て
の
べ
ら
れ
た
個
家
的
鬼
神
祭
祀
論
で
あ
る。

聖
人
に
よ
っ

て
設
け
ら
れ
た
祭
祀
の
道
（
神
道）

が
人
民
教
化
の
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を、

危
機
の
政
治
神
学
と
し
て
あ
ら
た
め
て
詳
述
し
た

文
章
で
あ
る。

民
心
を
い
か
に
安
定
的
に
国
家
の
側
で
確
保
す
る
か
と
い
う
課
題
が、

儒
家
に
お
け
る
鬼
神
祭
祀
の
論
理
を
も
っ
て
答

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
（
傍
線
引
用
者、
「
祭
祀
的
同
家
の
理
念」
――二
頁）

い
ま
「
新
論」

あ
る
い
は
水
戸
学
は
人
民
の
心
底
か
ら
の
国
家
へ
の
統
合
を
求
め
て、

歴
史
的
儒
学
的
言
説
と
し
て
の
水
戸
学
を
さ
ら

に
政
治
神
学
的
に
再
構
成
し
な
が
ら
安
心
論
的
課
題
に
国
家
経
綸
の
立
場
か
ら
答
え
て
い
く
の
で
あ
る。
（
傍
線
引
用
者、
同
前一
四
頁）

子
安
氏
は
一

方
で
「
祭
祀
の
道
（
神
道）
」
「
鬼
神
祭
祀
（
神
道）」
（
同
前一
三
頁）

な
ど
の
言
葉
を
用
い
て
お
き
な
が
ら、

他
方
で
は
そ
の
本

「
祭
祀
的
国
家
の
理
念」

の
終
わ
り
の
方
に
な
っ
て、

子
安
氏
も
少
々
こ
の
問
題
点
を
感
じ
始
め
た
の
か、

水
戸
学
の
儒
家
的
鬼
神
祭
祀

質
を
「
儒
家
的」
「
偏
学
的」

だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す。

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば、｝

鬼
神
祭
祀
に
つ
い
て
も、

や
は
り、

彼
が
そ
れ
を

「
国
家
神
道」

の
問
題
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
の
は
術
語
の
選
択
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん。
「（
神
道）
」

な
ど
と

い
う
書
き
方
は、

そ
の
不
適
切
さ
を
隠
蔽
す
る
た
め
の
詐
術
と
み
ら
れ
て
も
仕
方
な
い
で
し
ょ
う。

論
に、

国
学
的
言
説
の
吸
収
を
見
出
そ
う
と
し
て
「
箪
囲

篤
胤
国
学
を
ふ
り
か
え
る」
(-
四
頁）

と
い
う
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す。

と
こ

ろ
が、

そ
れ
が
さ
ら
に
大
き
な
”
自
己
否
定“

で
す。

へ
と
つ
な
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す。

江
戸
後
期
社
会
に
お
け
る
こ
の
安
心
論
·

救
済
論
的
な
課
題
は
平
田
篤
胤
（一
七
七
六
ー一
八
四
三）

の
国
学
的
言
説
上
に
は
じ
め
て
登

子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“

と
”
隠
蔽“
の
語
り
に
つ
い
て

（
新
田）

八
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子
安
官＿
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定＂
と
”
隠
蔽“
の
語
り
に
つ
い
て

た

ま
の

み
は

し
ら

場
す
る。
篤
胤
独
自
の
国
学
思
想
の
成
立
を
告
げ
る
も
の
と
さ
れ
る
「
霊
能
真
柱」
と
い
う
著
述
と
は、

古
学
の
徒
に
求
め
ら
れ
る

や
ま
と
ご
こ
ろ

し
ず
ま
り

大
倭
心
を
堅
固
に
も
っ
た
め
に
「
霊
の
行
方
の
安
定」
を
知
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
し
て、
日
本
神
話
に
よ
る
宇
宙
生
成
過
程
の
再
構

成
を
通
し
て
「
霊
の
行
方」
の
問
題
の
解
決
を
は
か
っ
た
書
で
あ
る。
篤
胤
の
著
作
に
お
け
る
こ
う
し
た
救
済
論
的
な
課
題
の
登
場
は、

彼
の
国
学
思
想
が
既
存
の
学
者・
知
識
人
た
ち

ー
そ
の
中
に
は
彼
が
師
と
し
た
宣
長
も
含
ま
れ
る

と
は
異
な
っ
た
位
相
に
成
立

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。
（
傍
線
引
用
者、
一
四
頁）

「
国
家
神
道」
論
の
二
つ
の
核
心
の
内
の
―
つ
で
あ
る
「
鬼
神
祭
祀
（
神
道）」
は

振
り
返
る
と、

彼
は
自
ら
の
「
国
家
神
道」
論
の
も
う―
つ
の
核
心
で
あ
る
「
天
祖」
概
念
の
再
構
築
に
つ
い
て
も、
「
国
学
に
も
神
道

に
も
不
可
能
な
国
家
経
綸
的
思
想
作
業
で
あ
っ
た」
と
語
っ
て
い
ま
し
た。

こ
こ
ま
で
来
る
と、
ど
う
し
て
も
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は、

子
安
氏
の
言
説
が
世
間
に
広
が
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
書
物
こ
そ
「「
宣
長
問
題」
と
は
何
か」
（
青
土
社、
平
成
七
年。
な
お
拙
論
に
お
け
る
引
用

は
「
ち
く
ま
学
芸
文
庫」
に
よ
る）
だ
っ
た
わ
け
で
す
が、
そ
こ
で
彼
は
こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
し
た。

「『
宣
長
問
題」
と
は、
あ
え
て
簡
潔
に
い
っ
て
し
ま
え
ば、
ほ
か
な
ら
ぬ
近
代
日
本
に
お
い
て
自
己
（
日
本）

言
及
的
言
説
と
し
て
強
力

に、
た
え
ず
再
生
す
る
宣
長
の
国
学
的
言
説
の
問
題
で
あ
る」
（
ニニ
頁）。
「
「
日
本」
の
自
己
同一
性
に
か
か
わ
る
形
で
日
本
人
が
自
ら
に

言
及
す
る
と
き、
そ
こ
に
は
常
に
宣
長
が
い
る」
(-
四
頁）。
「
「
宣
長
問
題」
と
は、
宜
長
に
成
立
す
る
〈
神
の
言
説〉
が
近
代
に
再
生
す

る
こ
と、
あ
る
い
は
近
代
に
再
生
し
う
る
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る」
（
四
0
頁）。

こ
の
書
物
を
書
い
て
い
た
時
点
で
は、
子
安
氏
は
「
宣
長
に
お
け
る
自
己
言
及
的
言
説」
を
「
近
代
日
本
の
国
家
形
成
の
核
を
な
す
も
の」

（
ニ
ニ
ニ
頁）
だ
と
見
て
い
て、
そ
れ
が
近
代
日
本
に
お
い
て
「
た
え
ず
再
生
す
る」
こ
と
が
「
宣
長
問
題」
だ
と
「
問
題
構
成」
し
て
み
せ

と
こ
ろ
が、
「
国
家
と
祭
祀」
の
連
載
を
は
じ
め
た
途
端、
近
代
日
本
の
宗
教
性
・
祭
祀
性
の
核
を
な
す
「
天
祖」
概
念
の
再
構
成
は

「
国
学
に
も
神
道
に
も
不
可
能
な
国
家
経
綸
的
思
想
作
業」、
水
戸
学
こ
そ
近
代
日
本
の
国
体
諭
と
い
う
「
日
本
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
原
型
的

な
供
給
者」、
水
戸
学
に
吸
収
さ
れ
る
国
学
的
鬼
神
祭
祀
論
は
「
既
存
の
学
者・
知
識
人
た
ち

ー
そ
の
中
に
は
彼
冨
邑
が
師
と
し
た
宣

長
も
含
ま
れ
る

ー
と
は
異
な
っ
た
位
相
に
成
立
す
る」
な
ど
と
言
い
始
め
た
わ
け
で
す。

子
安
氏
は
第
八
論
文
「『
国
家
神
道
j

と
い
う
遺
産
ー
近
代
神
社
神
道
史
の
言
説
ー」
(

r

近
代
思
想
j

平
成
十
六
年
二
月、
以
下
「「
国
家
神
道
j

と
い

う
遺
産」）
に
お
い
て、
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
ま
す。

天
皇
制
的
国
家
と
呼
ば
れ、
昭
和
前
期
に
は
国
体
論
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
強
力
に
装
わ
れ
た
戦
前
日
本
の
国
家
体
制
に
対
す
る
批
判
は、

占
領
軍
の
日
本
民
王
化
政
策
と
重
な
り
な
が
ら
戦
後
日
本
社
会
の
主
流
を
な
す
批
判
的
言
説
と
し
て
展
開
さ
れ
た。
そ
の
中
核
を
な
す

国
家
神
道
批
判
は、

戦
前
の
天
皇
制
的
な
祭
祀
的
国
家
日
本
の
制
度
的・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
中
枢
に
向
け
て
な
さ
れ
た
占
領
軍
の
解
体

的
な
指
示、

（
新
田）

“
近
代
日
本
に
と
っ
て
問
題
で
は
な
か
っ
た“
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す。

い
わ
ゆ
る
神
道
指
令
に
始
ま
り、
日
本
国
憲
法
の
政
教
分
離
条
項
に
法
文
化
さ
れ、

国
家
の
神
社
や
宗
教
的
祭
祀
へ
の
公

的
関
与
を
否
定
す
る
戦
後
日
本
の
国
家
原
則
を
規
定
し
て
き
た。
（
傍
線
引
用
者、
一
五
頁）

”
本
居
宣
長
的
な
言
説
で

子
安
氏
が
言
う
よ
う
に、
戦
後
に
主
流
を
な
し
た
近
代
日
本
批
判
言
説
の
中
核
が
国
家
神
道
批
判
だ
っ
た
の
な
ら、

彼
自
ら
に
よ
っ
て
国

家
神
道
の
中
核
概
念
と
は
無
関
係
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
宣
長
は、
戦
後
日
本
の
主
流
を
な
し
た
批
判
的
言
説
と
も
無
関
係
と
い
う
こ
と
に
な

戦
後
日
本
に
お
い
て
も
問
題
で
は
な
か
っ
た“
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す。

こ
れ
ほ
ど
大
き
な
自
己
否
定
の
言
説
を
私
は
他
に
知
り
ま
せ
ん
が、
そ
れ
で
は、
子
安
氏
が
自
ら
設
定
し
た
「
宣
長
問
題」
を
八
年
後
に

は
否
定
し
て
し
ま
う、
と
い
う
事
態
に
陥
っ
た
原
因
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か。
私
は
そ
こ
に、
小
林
秀
雄
と
い
う
巨
大
な
存
在
の
影
を

見
ざ
る
を
え
ま
せ
ん。

子
安
氏
は、
小
林
秀
雄
著
の
「
本
居
宜
長」
を、
宣
長
に
対
す
る
「
代
表
的
な
近
代
の
読
み」
で
あ
る
と
考
え、
こ
の
作
品
が
彼
に
「
江

子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“
と
”
隠
蔽“
の
語
り
に
つ
い
て

り、
「
宣
長
問
題」
は

）
れ
で
は、
「
宜
長
問
題」
は
実
は

た
わ
け
で
す。

は
な
い＂
と
断
言
し
て
い
る
わ
け
で
す。

）
こ
で
子
安
氏
は、

彼
の

＂
「
宣
長
問
題」
と
は
何
だ
っ
た
の
か”
と
い
う
こ
と
で
す。

（
新
田）

1
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て
い
な
い
の
で
す。

一

応
は、

彼
の
言
説
を
検
討
し
て
み
る
必
要

本
稿
の
第一

節
で、

私
は、

子
安
「
国
家
神
道」

論
が
成
り
立
っ
た
め
に
は、

ま
ず
子
安
氏
が
神
道
的
だ
と
考
え
る
宗
教
性
・

祭
祀
性
と

は
何
な
の
か
を
明
ら
か
に
し、

次
ぎ
に
そ
の
祭
祀
性
が
ど
の
よ
う
に
し
て
戦
争
と
の
関
連
で
近
代
日
本
国
家
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た

の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た、

と
害
き
ま
し
た。

こ
こ
ま
で
書
い
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
通
り、

子
安
氏
は
自
ら
が
「
国

家
神
道
の
問
題」

と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
近
代
日
本
国
家
の
宗
教
性
・

祭
祀
性
が
「
神
道
的」

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
て
い
ま
せ
ん。

む
し
ろ、

国
学
に
も
神
道
に
も
不
可
能
で、

宣
長
的
で
も
な
く、

儒
家
的、

水
戸
学
的、

祖
彼
学
的
で
あ
っ
た
と
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
わ

け
で
す。

と
い
う
こ
と
は、

彼
の
問
題
関
心
を
「
国
家
神
道」

い
う
術
語
で
表
象
す
る
の
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り、

こ
こ
で
子
安

”
戦
術＂

の
破
綻
を
宣
言
し
て
本
稿
を
終
わ
っ
て
も
い
い
の
で
す
が、

用
語
と
中
身
の
一

致
を
そ
れ
ほ
ど
璽
視
し
な
い
人
か
ら
は
「
他

の
術
語
（
例
え
ば、
国
家
儒
学、
国
家
水
戸
学、
国
家
祖
採
学
な
ど）

に
切
り
替
え
れ
ば、

子
安
氏
の
語
り
に
は
ま
だ
ま
だ
検
討
す
べ
き
価
値
の
あ
る
問

題
提
起
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？」

と
の
疑
問
の
声
が
あ
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

な
ら
ば、

術
語
の
適
否
を
度
外
視
し
さ
え
す
れ
ば、

彼
が
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
う―
つ
の
側
面、

祀
性
が
ど
の
よ
う
に
し
て
近
代
日
本
国
家
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て、

そ
れ
が
戦
争
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
か」

に
つ
い

て
は
ち
ゃ
ん
と
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か。

具
体
的
に
い
え
ば、

水
戸
学
に
よ
っ
て
再
構
築
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
天
祖」

概
念
は
ど
の
よ

う
に
し
て
近
代
日
本
国
家
の
宗
教
性
・

祭
祀
性
の
中
核
に
組
み
込
ま
れ
た
の
か、

ま
た、

同
じ
く
水
戸
学
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
国
家
に
よ

る
祖
先
祭
祀
の
必
要
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
戦
死
者
祭
祀
の
必
要
性
へ
と
転
換
さ
れ、

ど
う
い
う
形
で
「
天
祖」

概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ、

そ
れ
が
近
代
日
本
の
戦
争
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も、

が
あ
る
で
し
ょ
う。

し
か
し、

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば、

連
載
後
半
の
石
本
の
論
文
に
お
い
て、

そ
れ
ら
の
問
題
が
誠
実
に
探
求
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た。

む
し
ろ、

伊
勢
神
宮
や
靖
国
神
社
を
と
り
あ
げ
て
饒
舌
に
論
じ
な
が
ら、

時
代
を
前
後
さ
せ
て
眩
惑
し
た
り、

前
と
は
少
し
づ
つ

物
言
い
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
当
に
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
隠
蔽
し
た
り、

あ
る
い
は、

あ
た
か
も
既
に
語
っ
て
し
ま
っ
た

か
の
よ
う
に
上
手
に
読
者
に
思
い
込
ま
せ
た
り
と
い
っ
た、

誠
に
巧
み
な
〈
ま
や
か
し
の
語
り〉
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
だ
け

な
の
で
す。

こ
こ
か
ら
は
そ
の
辺
の
様
子
を、
「
天
祖」

概
念
と
祖
先
祭
祀
と
に
つ
い
て、

そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す。

六、
「
再
帰
す
る
始
源
の
呪
縛」

に
お
け
る
〈
ま
や
か
し
の
語
り
〉

連
載
第
七
回
目
の
「
再
帰
す
る
始
源
の
呪
縛
ー
伊
勢
神
宮
の
現
在
ー」
（「
現
代
思
想
j

平
成
十
六
年一
月
号、
以
下
「
再
帰
す
る
始
源
の
呪
縛」）

で、

子
安
氏
は
伊
勢
神
宮
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す。

こ
れ
が
彼
が
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
「
天
祖」

概
念
に
つ
い
て
語
っ
た
最
後
の
論
考
に
な
り
ま
し

た。

し
か
し、

き
わ
め
て
饒
舌
に
語
り
な
が
ら、

よ
く
読
ん
で
見
る
と
本
当
に
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は、

何
―
つ
語
っ

子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
＂
自
己
否
定”
と
”
隠
蔽“

の
語
り
に
つ
い
て

／ 

氏
の

五、
宗
教
性
・

祭
祀
性
の
組
み
込
み
の
探
求
は
ど
う
な
っ
た
の
か
？

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す。

の
＂
主
観
的
な
読
み“
‘

の
構
築
を
試
み
ま
し
た。

と
こ
ろ
が、

子
安
宜
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“
と
＂
隠
蔽“
の
語
り
に
つ
い
て

（
新
田）

ロ

戸
思
想
の
再
考
に
あ
た
っ
て、

方
法
的
反
省
を
主
導
し、

そ
の
の
り
こ
え
を
た
え
ず
促
し
た」
（「「
宣
長
問
題」
と
は
何
か」
ニー
八
頁）

と
書
い
て

い
ま
す。

そ
の
小
林
の
読
み
と
は
「
対
象
を
作
品
と
し
て
と
ら
え
な
が
ら、

そ
の
徹
底
し
た
内
的
な
解
読
を
通
し
て、

己
れ
の
側
に
作
品
と

し
て
対
象
を
再
構
成
し
て
い
く」

と
い
う
作
業
で、

そ
れ
は
「
近
代
の
テ
キ
ス
ト
の
読
み
の
究
極
的
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る」

と
い
う
の

が
子
安
氏
の
認
識
で
し
た。

こ
の
小
林
の
読
み
を
克
服
す
る
た
め
に、

子
安
氏
は
「
〈
外
部
的
〉

な
視
点
か
ら
す
る
読
み」
（
同
前
ニ―
九
頁）

“
自
分
の
問
題
関
心
に
し
た
が
っ
て
作
品
を
再
構
成
す
る“

と
い
う
子
安
氏
の
読
み
に
し
て
も、

「
己
れ
の
側
に
作
品
と
し
て
対
象
を
再
構
成
し
て
い
く」

こ
と
自
体
に
変
わ
り
は
な
く、

そ
れ
ど
こ
ろ
か、
「
徹
底
し
た
内
的
な
解
読」

を
放

棄
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に、

彼
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
〈
外
部
的
〉

な
視
点
か
ら
す
る
読
み」

は、

要
す
る
に、

そ
の
時
々
の
単
な
る
子
安
氏

”
思
い
つ
き＂

や
”
思
い
込
み“

に
堕
し
て
し
ま
い、

自
ら
の
作
品
相
互
の
一

貫
性
す
ら
も
保
て
な
い
結
果
に
な
っ

（
新
田）

つ
ま
り
「
宗
教
性
・
祭



子
安
官＿
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“

と
”
隠
蔽“

の
語
り
に
つ
い
て

（
新
田）

「
大
祓
詞」

の
主
旨
で
す。

）
れ
は
ま
さ
に、

]

五

（
一
五

子
安
氏
の
議
論
が
あ
っ
ち
へ
飛
び
こ
っ
ち
へ

飛
び
し
て
い
る
内
に、

は
じ
め
の
問
題
設
定
が

法〉

が
駆
使
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
す。

“
伊
勢
神
宮
は
近
代
に
な
っ
て
新
た
に
創
ら
れ
た
古
代

ま
ず
第
]

に‘

呪
縛
に
政
治
家
た
ち
が
な
お
と
ら
え
ら
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る」
（一
七
頁）。

そ
の
呪
縛
と
は
「
今
に
再
生
す
る
始
源
を
い
う

言
説」
（
同
頁）

で
あ
る。

い
ま
新
し
く
始
ま
っ
た
も
の
に
合
わ
せ
て
過
去
を
再
構
成
し、

そ
の
再
構
成
さ
れ
た
過
去
に
よ
っ
て
新
し
く
始
ま
っ

た
も
の
を
遠
い
過
去
に
源
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る。

こ
れ
に
よ
っ
て、

新
し
く
始
ま
っ
た
も
の
を
正
当
化
し、

そ

の
新
し
さ
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う。

そ
う
す
る
と、

人
々
は
再
構
成
さ
れ
た
過
去
（
始
源）

に
眩
惑
さ
れ
て、

い
ま
新
し
く
始
ま
っ
た
も
の
に

縛
ら
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る。

近
代
の
伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
の
説
明
は、

水
戸
学
に
よ
っ
て
新
た
に
始
め
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
し、

そ

の
水
戸
学
が
拠
り
所
と
し
た
「
日
本
書
紀」

に
し
て
も、

緩
纂
当
時
の
都
合
に
合
わ
せ
て
過
去
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る。

ひ
る
が
え
っ

て、

昭
和
初
期
に
流
行
し
た
伊
勢
神
宮
の
建
築
様
式
に
日
本
的
な
も
の
の
原
型
を
見
よ
う
す
る
言
説
に
し
て
も
事
情
は
似
た
よ
う
な
も
の
で

こ
の
論
旨
を
押
さ
え
た
上
で、

私
が
「
よ
く
読
ん
で
見
る
と
本
当
に
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は、

何
―

つ
語
っ
て
い
な

い
の
で
す」

と
書
い
た
理
由
を、

四
つ
の
点
か
ら
説
明
し
ま
し
ょ
う。

”
近
代
日
本
国
家
の
宗
教
性
・

祭
祀
性
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か＂

と
い
う
当
初
の
子
安
氏
の
問
題
関
心
に
即
し

て
言
え
ば、

何
よ
り
も
ま
ず、

伊
勢
神
宮
は
国
民
の
祖
先
祭
祀
や
戦
死
者
の
祭
祀、

近
代
日
本
の
戦
争
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
の
か、

に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
が、

こ
の
論
考
で
は、

近
代
日
本
に
お
け
る
国
家
神
道
の
中
心
に
伊
勢
神
宮
が
位
置
し
て
い

た
と
い
う
”
断
言“

が
あ
る
だ
け、

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん。

そ
れ
ど
こ
ろ
か、

こ
の
論
考
以
降
も
遂
に
そ

れ
に
つ
い
て
は
全
く
語
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た。

例
え
ば、

戦
死
者
祭
祀
も
「
天
祖
の
教
え」

に
発
す
る
と
い
う
言
説
が
広
く
流
布
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
か、

伊
勢
神
宮
や
宮
中
三
殿
に
国
民
の
祖
先
や
戦
死
者
が
合
祀
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か、

あ
る
い
は、

靖
国
神
社
に
天
照

大
神
が
合
祀
さ
れ
た
と
か、

そ
ん
な
事
実
を
指
摘
で
き
る
の
な
ら
話
は
別
で
す
が、

像
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
せ
れ
て
い
た
の
だ“

と
言
っ
た
だ
け
で
は、

伊
勢
神
宮
が
体
現
し
て
い
る
近
代
日
本
の
祭
祀
性
と
戦
う
た
め
に
戦
死

者
を
祀
る
国
家
の
宗
教
性
と
の
連
関
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん。

第
二
に、

こ
の
論
考
に
お
い
て
は、
「
天
祖」

概
念
に
つ
い
て
の
「
儒
家
的」

と
い
う
形
容
詞
は
も
は
や
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
い
、
「
国
家

神
道」
「
国
家
神
道
的」
「
国
家
神
道
的
言
説」
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
神
道」
「
神
道
主
義
的
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
l
]
「
神
道
主
義
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
」

と
い
っ
た
言
葉
が
サ
プ
リ
ミ
ナ
ル
的
に
多
用
さ
れ
て
い
ま
す。

つ
ま
り、

近
代
日
本
の
宗
教
性
・

祭
祀
性
が
「
神
道
的」

で

あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
て、

神
道
的
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
印
象
を
読
者
に
刷
り
込
も
う
と
す
る
〈
ま
や
か
し
の
話

第一一一
に、

子
安
氏
は、

神
宮
に
つ
い
て
語
る
時
代
を、

現
代
（
有
力
政
治
家
の
参
拝）、

大
正
（
大
正一
一
年
の
「
御
神
徳
記」）、

幕
末
（
水
戸
学）、

古
代

（「
日
本
書
紀」）
、

昭
和
初
期
（
プ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
言
説）

と
前
後
に
め
ま
ぐ
る
し
く
移
動
さ
せ
て
い
る
の
で
す
が、

こ
れ
に
よ
っ
て、

彼
が
本
当

に
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は、

明
治
期
に
お
け
る
「
天
祖」

概
念
と
伊
勢
神
宮
や
日
本
国
と
の
関
係
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
＂
気
付
か

な
い
＂

あ
る
い
は
＂
忘
れ
て
し
ま
う“

ょ
う
に、

読
者
を
誘
導
し
て
い
く
わ
け
で
す。

こ
の
語
り
に
付
き
合
っ
て
い
る
内
に、

私
は
「
子
安
さ
ん
と
い
う
人
は
と
て
も
”
神
道
的
な
人“

な
の
だ
な
ぁ
」

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
「
大
祓
詞」

に
よ
れ
ば、

人
間
の
罪
が
消
え
る
神
道
的
原
理
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す。

ま
ず、

速
い
川
の
瀬
に
お
ら
れ
る
セ
オ
リ

ッ
ヒ
メ
と
い
う
神
様
が
罪
を
川
か
ら
海
へ
持
ち
出
し、

そ
れ
を
渦
潮
が
起
こ
る
と
こ
ろ
に
お
ら
れ
る
ハ
ヤ
ア
キ
ッ
ヒ
メ
と
い
う
神
様
が
飲
み

込
み、

そ
れ
を
息
を
吹
き
出
す
戸
口
に
お
ら
れ
る
イ
プ
キ
ド
ヌ
シ
と
い
う
神
様
が
地
底
の
暗
閤
の
世
界
へ
吹
き
飛
ば
し、

そ
こ
に
お
ら
れ
る

ハ
ヤ
サ
ス
ラ
ヒ
メ
と
い
う
神
様
が
持
っ
て
さ
す
ら
っ
て
い
る
内
に
な
く
し
て
し
ま
う。

こ
う
し
て
罪
は
消
え
て
し
ま
う
の
だ、

と
い
う
の
が

ど
こ
か
へ
消
え
て
し
ま
う
様
子
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
ま
す。

第
四
に、

子
安
氏
は、

い
ま
新
し
く
始
ま
っ
た
も
の
に
合
わ
せ
て
過
去
を
再
構
成
し
て
み
せ
る
と
人
々
は
そ
の
始
源
に
呪
縛
さ
れ
る
よ
う

に
な
る、

と
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
の
で
す
が、

ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
の
理
由
に
つ
い
て
は
何
も
説
明
し
て
い
ま
せ
ん。

あ
る
。
〉

）
の
論
考
の
論
旨
は
こ
う
で
す。

子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定”

と
”
隠
蔽“

の
語
り
に
つ
い
て

〈
主
要
な
政
治
家
が
い
ま
だ
に
正
月
の
伊
勢
神
宮
参
拝
を
行
っ
て
い
る
の
は
「
国
家
神
道
的
な
伊
勢
の

（
新
田）

一

四
（
一
四



子
安
宜
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“
と
”
隠
蔽“
の
語
り
に
つ
い
て
（
新
田）

子
安
宜
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定”
と
”
隠
蔽＂
の
語
り
に
つ
い
て

（
一
七

彼
が
や
っ
て
い
る
の
は、

そ
れ
を
自
明
の
こ
と
と
捉
え
た
上
で、

た
だ
「
始
源
の
古
型
と
い
う
原
型
は
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い」
（
二
五
頁）、

元
の
古
い
形
な
ど
と
い
う
も
の
は
本
来
な
い
の
だ、

そ
れ
は
後
泄
人
の
想
像
ま
た
は
創
造
に
す
ぎ
な
い、

と
実
態
暴
露
的
な
言
説
を
展
開
し

な
ぜ、

子
安
氏
は
彼
の
立
論
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
切
な
「
人
間
は
始
源
の
言
説
に
呪
縛
さ
れ
る」

と
の
根
本
命
題
を
証
明
す
る
必
要
を

感
じ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か。

そ
の
理
由
は、
「
再
帰
す
る
始
源
の
呪
縛」

に
お
け
る
「
始
源
の
古
型
と
い
う
原
型
は
存
在
す
る
わ
け
で

は
な
い
。

復
元
的
志
向
が
作
り
出
す
も
と
の
形
で
あ
る」
（―-
五
頁）

と
い
う
彼
の
言
葉
と、

第一

論
文
の
「
国
家
神
道
の
現
在」

の
終
わ
り

で
彼
が
語
っ
た
「
私
は
こ
れ

盲
家
神
邑

を
近
代
史
上
に
何
ら
か
の
実
体
的
な
墓
礎
を
も
っ
た、

す
な
わ
ち
そ
の
成
立
が
制
度
史
的
年
表

の
上
に
た
ど
ら
れ
る
よ
う
な
実
体
的
な
概
念
と
し
て
考
え
て
は
い
な
い
。

そ
れ
は
近
代
国
家
日
本
の
存
立
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
私
の
問
題
関

心
に
し
た
が
っ
て
構
成
さ
れ
る
概
念
で
あ
る」
（一
六
頁）

と
い
う
語
り
と
の
驚
く
べ
き
類
似
性
か
ら
推
し
最
る
こ
と
が
で
き
ま
す。

つ
ま
り、

子
安
氏
自
身
が
自
ら
の
必
要
に
し
た
が
っ
て
実
体
の
な
い
概
念
を
構
成
し
て
み
せ
て
読
者
を
呪
縛
し
よ
う
と
す
る
人
で
あ
る
が
故
に、

他
人

も
そ
の
よ
う
な
言
動
を
す
る
も
の
で
あ
り、

そ
れ
に
大
衆
は
欺
か
れ
る
も
の
な
の
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
い、

こ
の
判
断
に
つ
い
て
何
ら
証

明
の
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た、

と
い
う
こ
と
ら
し
い
の
で
す。

自
己
の
似
姿
を
他
人
に
投
影
し
て
い
る
が
故
に、

そ
こ
に
何
の
疑
問
も
感
じ

さ
ら
に、

桂
島
宣
弘
氏
の
よ
う
に、

確
か
に
子
安
氏
の
言
説
に
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
う
人
が
い
る
わ
け
て
す
か
ら、

そ
の
自
明
性
に
彼
が
疑

問
を
持
た
な
か
っ
た
の
も
あ
る
意
味
で
は
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
桂
島
「
民
衆
宗
教
の
宗
教
化・
神
道
化
課
程
ー
国
家
穂
追
と
民
衆
宗
教
ー」
「
日
本
史
研
究」

つ
い
で
に
言
え
ば、

子
安
氏
は
「
今
の
は
じ
ま
り
は
始
源
の
再
生
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
る」
（「
再
帰
す
る
始
源
の
呪
縛」
一
面
頁）

と
主
張
し
て
い

ま
す
が、

伝
統
の
尊
重
を
主
張
す
る
人
々
（
子
安
氏
に
言
わ
せ
れ
ば
「
歴
史
見
直
し
論
者」）

の
中
に
は、

古
型
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
の
が
伝
統
だ

と
は
考
え
て
い
な
い
人
も
い
る
の
で
す。

例
え
ば、

故
坂
本
多
加
雄
氏
は
「
伝
統
の
維
持
と
は、

そ
れ
ま
で
の
形
態
の
本
質
と
思
わ
れ
る
部

分
を、

そ
の
都
度、

解
釈
を
通
し
て
確
認
し
て、

新
た
な
形
を
与
え
て、

そ
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
で
あ
る」
（
玉
微
天
皇
制
度
と
日
本
の
来
歴」

都
市
出
版、
平
成
七
年
十
月、
一
五
四
頁）

と
述
べ
て
い
ま
す。

実
は
私
も
坂
本
氏
に
同
感
す
る
者
の
一

人
な
の
で
す
が、

こ
の
よ
う
な
伝
統
観
に

立
つ
人
々
に
と
っ
て
は、

今
の
は
じ
ま
り
を
隠
す
必
要
な
ど
さ
ら
さ
ら
な
い
わ
け
で
す。

「
何
か
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る」

と
い
う
の
は
子
安
氏
お
得
意
の
語
り
口
の
一
っ
で
す
が、

饒
舌
に
語
る
こ

と
に
よ
っ
て
本
当
に
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
隠
し
て
し
ま
う
の
は、

子
安
氏
自
身
の
語
り
の
本
質
で
も
あ
る
わ
け
で
す。

七、
「
天
祖」

不
在
の

私
は、

子
安
氏
は
肝
心
な
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
と
繰
り
返
し
て
き
た
わ
け
で
す
が、

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る

否
定“

の
語
り
と
い
う
観
点
に
則
し
て
言
う
と、

む
し
ろ
彼
は、
「
天
祖」

概
念
の
直
接
的
な
組
み
込
み
は
明
治
国
家
に
よ
っ
て
実
は
拒
否

さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を、

そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
指
摘
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す。

彼
は
第
二
論
文
「『
天
祖』

概
念
の
再
構
築」

で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す。

わ
も

明
治―
―
I

i一
年
(-
八
九
0)

に
「
教
育
勅
語』

は
「
朕
惟
フ
ニ
我
皇
祖
皇
宗、

国
ヲ
肇
ル
コ
ト
宏
遠
二、

徳
ヲ
樹
ツ
ル
コ
ト
深
厚
ナ
リ。

我
ガ
臣
民
克
ク
忠
二
克
ク
孝
二
、

億
兆
心
ヲ
ー
ニ
シ
テ、

世
々
蕨
ノ
美
ヲ
済
セ
ル
ハ
、

是
レ
我
ガ
国
体
ノ
精
華
ニ
シ
テ、

教
育
ノ
淵
源

亦
実
二
此
二
存
ス
」

と
説
い
て
い
く。

こ
こ
で
な
さ
れ
る
皇
祖
皇
宗
の
肇
国
の
始
め
に
遡
っ
て
わ
が
臣
民
的
統
合
の
美
を
い
う
国
体
論

的
言
説
は、

そ
の
修
辞
と
と
も
に、

ま
さ
し
く
『
新
論』

あ
る
い
は
水
戸
学
が
説
き
始
め
た
も
の
で
あ
る。
（
傍
線
引
用
者、
三一
頁）

子
安
氏
が
思
い
込
ん
で
い
る
よ
う
に
「
教
育
勅
語」

が
「
新
論
l

あ
る
い
は
水
戸
学
の
言
説
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば、
「
教
育

ノ
淵
源」

は
「
天
祖」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す。

と
こ
ろ
が、
「
教
育
勅
語」

は
「
天
祖」

と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
に、
「
皇
祖
皇

宗」

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
ま
す。

子
安
氏
が
「
新
た
な
国
家
経
綸
的
言
説
を
可
能
に
す
る
漢
語
『
天
祖』」
（
同
前
二
七
頁）

の
再
構
築
を

重
視
す
る
の
な
ら、
「
天
祖」

が
「
教
育
勅
語」

で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い、

と
い
う
事
実
は
無
視
で
き
な
い
は
ず
で
す。

第
五
0
0
号、
平
成
十
六
年
四
月、
九
九
頁）。

な
か
っ
た、

と
い
う
わ
け
で
す。

て
み
せ
て
い
る
だ
け
な
の
で
す。

「
教
育
勅
語」

（
新
田）

一
六

← 

ノ‘

＂
自
己



な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す。

的
に
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら。

（
新
田）

一

九

（
一

九

少
な
く
と
も、
な
ぜ
「
天
祖]
で
は
な
く
「
皇
祖
皇
宗」
な
の
か。
「
天
祖」
と
「
皇
祖
皇
宗」
と
は
同
義
な
の
か。
同
義
だ
と
す
れ
ば

何
故
言
葉
が
変
え
ら
れ
た
の
か

ー
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う。
そ
し
て、
少
し
で
も
調
べ
て
み
れ
ば、
と
て

も
両
者
を
同
義
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
分
っ
た
は
ず
で
す。

で
は
な
く、

「
教
育
勅
語」
起
草
の
中
心
者
が
井
上
毅
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
が、
彼
は
山
県
有
朋
に
宛
て
た
明
治―-
+

――一
年
六
月
の
書
簡
で
「
勅
語
ニ
ハ
敬
天
尊
神
等
ノ
語
ヲ
避
ケ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ」
と
書
い
て
い
ま
す。

さ
ら
に、
井
上
哲
次
郎
が
起
草
し
た
「
教
育
勅
語」
の
解
説
書
案
に
対
す
る
意
見
の
中
で、
「
教
育
勅
語」
に
お
け
る
「
皇
祖
皇
宗」
の

”
皇
祖

11

神
武
天
皇、
皇
宗
11

歴
代
天
皇“
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
ま

”
皇
祖
11

天
照
大
神、
皇
宗
11

神
武
天
皇“

す
（
稲田正
次「
教
育
勅
語成立
史の
研
究
j

講
談
社、＿―-
四五
頁）。
事
実、
明
治―-
＋
四
年
に
文
部
省
が
定
め
た、
今
日
の
「
学
習
指
導
要
領」
に
当

た
る
「
小
学
校
教
則
大
網」
で
は、
日
本
史
は
神
武
建
国
か
ら
教
え
始
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り、
そ
れ
に
沿
っ
て
編
集
さ
れ
た
当
時
の
検

定
教
科
書
は、
確
か
に
神
武
建
国
か
ら
記
述
が
は
じ
ま
っ
て
お
り、
「
天
照
大
神」
「一
1一
種
の
神
器」
「
天
孫
降
臨」
な
ど
と
い
っ
た
項
目
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。

子
安
氏
は
「「
新
論」
を
は
じ
め
い
わ
ゆ
る
後
期
水
戸
学
に
お
け
る
天
祖
の
概
念
は、
皇
祖
天
照
大
神
に
佃
教
的
な
天
と
祖
考
の
観
念
を

付
会
し
な
が
ら
成
立
す
る
日
本
的
な
漢
語
概
念
で
あ
る」
（「「
天
祖」
概
念の
再
構築」
二
七
頁）
と
述
べ
て
い
た
わ
け
で
す
が、
「
教
育
勅
語」
の

成
立
史
を
少
し
で
も
調
べ
て
み
る
な
ら
ば、
少
な
く
と
も
「
教
育
勅
語」
を
根
拠
に
し
て
「
天
祖」
概
念
が
「
新
た
な
国
家
経
綸
的
言
説
を

可
能」
に
し
た
な
ど
と
は
と
て
も
言
え
な
い
わ
け
で
す。
な
に
し
ろ、
「
天
照
大
神」
も
「
儒
教
的
な
天」
も
「
教
育
勅
語」
か
ら
は
意
図

で
「
開
国」
「
盛
国」

武
天
皇
で
あ
っ
て、
「
天
祖」
天
照
大
神へ
の
言
及
は
た
っ
た一
カ
所
し
か
な
い
と
い
う
事
実
に
も
気
付
い
た
は
ず
で
す。

そ
し
て、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
で
伊
藤
博
文
の
「
憲
法
義
解」
（
帝
国憲
法の
他に
皇
室
典
範につ
い
て
の
解
説も
含む）
を
読
む
な
ら
ば、
そ
こ

の
「
神
祖」
「
太
祖」
あ
る
い
は
「
祖
宗」
と
い
う
名
で
”
始
源“
と
し
て
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
初
代
の
神

つ
ま
り、
帝
国

憲
法
や
皇
室
典
範
が
依
拠
し
で
Vf
る
＼”
始
源“
は
天
照
大
神
で
は
な
く
て、
神
武
天
皇
な
の
で
す。

こ
の
こ
と
は、
「
大
日
本
帝
国
憲
法
義
解」
よ
り
も
「
皇
室
典
範
義
解」
に
お
い
て一
層
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
ま
す。
皇
室
典
範
の
第

一
条
に
「
大
日
本
国
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統ニ
シ
テ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て、
義
解
で
は
「
恭
み
て
按
ず
る
に、

皇
位
の
継
承
は
祖
宗
以
来
既
に
明
訓
あ
り。
（
中
略）
皇
統
は
男
系
に
限
り
女
系
の
所
出
に
及
ば
ざ
る
は
皇
家
の
成
法
な
り」
と
解
説
し
て
い

ま
す。
こ
こ
に
お
け
る
「
祖
宗」
が
天
照
大
神
を
指
す
の
で
は
な
く、
神
武
天
皇
を
指
す
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
で
し
ょ
う。
女
神
の
天
照

大
神
を
始
祖
と
す
る
な
ら、
「
皇
統
は
男
系
に
限
り」
と
は、
と
て
も
言
え
ず、
か
え
っ
て
「
そ
も
そ
も
は
女
系
だ
っ
た」
と
い
う
こ
と
に

さ
て、
子
安
氏
が、
「
天
祖」
概
念
が
明
治
国
家
に
そ
の
ま
ま
組
み
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を、
そ
れ
と
は
意
識
し
な
い
で
指
摘

し
て
し
ま
っ
て
い
る
例
が
も
う―
つ
あ
り
ま
す。
そ
れ
は、
第一一
論
文
「「
天
祖』
概
念
の
再
構
築」
に
お
い
て、
「
天
祖」
に
依
拠
す
る

「
神
祇
的
国
家
の
定
型
的
な
言
説」
だ
と
し
て、
明
治――
十
三
年
に
全
国
の
神
職
有
志
が
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
神
祇
官
再
興
の
陳
情
書
を

引
用
し、
さ
ら
に、
そ
の
「
原
型」
と
し
て、
明
治
三
年
の
「
大
教
宣
布
の
詔」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
で
す。

言
う
ま
で
も
な
く、
明
治
二
年
七
月
に
再
興
さ
れ
た
神
祇
官
は、
明
治
四
年
八
月
に
廃
止
さ
れ、
そ
の
再
興
を
願
っ
て
神
職
有
志
が
提
出

し
た
の
が、
彼
が
言
及
し
て
い
る
陳
情
書
で
す。
そ
し
て、
こ
れ
ま
た
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が、
明
治
二
十
年
代
に
神
社
界
が
総
力

を
あ
げ
て
「
神
祇
官
典
復
運
動」
に
取
り
組
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
神
祇
官
が
再
典
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。

安
氏
は、
明
治
国
家
に
は
遂
に
受
け
入
れ
ら
れ
か
っ
た
運
動
の
言
説
の
中
に、
明
治
国
家
の
「
定
型
的
な
言
説」
を
読
み
出
そ
う
と
し
て
い

る
わ
け
で、
こ
れ
は
無
理
と
い
う
も
の
で
す。
も
し
も、
「
神
祇
官
典
復」
は
実
現
し
な
か
っ
た
が、
神
祇
官
の
再
興
を
正
当
化
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
た
言
説
だ
け
は、
政
府
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
言
い
た
い
の
な
ら、
も
っ
と
別
の
証
拠
を
挙
げ
る
べ
き
で
し
ょ
う。

子
安
氏
が
「
天
祖」
概
念
の
使
用
に
つ
い
て
最
後
に
引
用
し
て
い
る
の
は、
大
正一一
年
刊
行
の
『
御
神
徳
記」
な
る
文
献
で
す
（「再
帰
す

る
始
源の
呪
縛」子

安
宣
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“
と
”
隠
蔽“
の
語
り
に
つ
い
て

子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“
と
”
隠
蔽＂
の
語
り
に
つ
い
て
（
新
田）

一
八
＾

 八

つ
ま
り、
子

一
六
ー一
七
頁）。
し
か
し、
こ
れ
に
つ
い
て
も、
「
大
日
本
敬
神
会」
と
い
う
団
体
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
「
註」

意
味
は



子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“
と
”
隠
蔽＂
の
語
り
に
つ
い
て
（
新
田）

の
意
図、
国
家
神
道
の
現
在
を
論
じ
直
し
た
ら
し
い
の
で
す。

子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
＂
自
己
否
定“
と
＂
隠
蔽“
の
語
り
につ
い
て

重
要
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん。

(

―

1

0
)
 

に
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で、
そ
の
団
体
が
明
治
国
家
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
団
体
な
の
か、
こ
の
書
物
が
ど
の
程
度
の
社
会
的

つ
ま
り、
文
献
批
判
が
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す。

こ
こ
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に、
歴
史
的
な
文
脈
や
全
体
状
況
を
度
外
視
し
て、
文
献
批
判
も
せ
ず
に、
任
意
に
取
り
上
げ
た
書
物

や
文
書
に
書
か
れ
て
い
る
主
張
を、
自
ら
の
主
観
の
み
を
頼
り
に
読
み
出
し、
そ
の
読
み
を
根
拠
に
自
説
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る

I
こ

れ
が
子
安
氏
の
語
り
方
で
す。
当
初
か
ら
彼
は、
自
分
の
語
り
は
歴
史
上
に
実
体
的
な
基
礎
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
く、
自
分
の
問
題
関
心

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
と
明
言
し
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら、
そ
う
な
る
の
は
当
た
り
前
と
言
え
ば
当
た
り
前
な
の
で
す
が、
思

想
史
と
い
え
ど
も
歴
史
学
と
い
う
学
問
の一
分
野
な
の
で
し
ょ
う
か
ら、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
も
学
問
的
な
価
値
は
認
め
ら
れ
る、
と
い
う

八、
「
『
国
家
神
道』
と
い
う
遺
産」
に
お
け
る
忘
却
と
自
己
否
定

第
七
論
文
「
再
帰
す
る
始
源
の
呪
縛」
に
お
い
て、
「
天
祖」
概
念
を、
現
代・
大
正・
幕
末・
古
代・
昭
和
初
期
と
持
ち
さ
す
ら
っ
た

子
安
氏
は、
第
八
論
文
「「
国
家
神
道
j

と
い
う
遺
産
ー
近
代
神
社
神
道
史
ー」
（「
現
代思
想」
平
成十六
年二
月
号、
以
下
「「
国家
毬追」
とい
う遺
産」
）

で
よ
う
や
く
明
治
へ
と
帰
っ
て
き
ま
し
た。
と
こ
ろ
が、
こ
こ
で
も
ま
た、
肝
心
な
こ
と
は
何
も
語
ら
ず
に、
新
た
な
”
自
己
否
定“

そ
れ
は
何
か
言
え
ば、
「
『
国
家
神
道』
は
神
社
神
道
人
に
よ
っ
て
正
の
遺
産
と
し
て
継
承
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る」
（二
五
頁）
と
主
張
し

は
じ
め
た
こ
と
で
す。
そ
の
根
拠
と
し
て、
彼
は
神
社
新
報
社
編
『
近
代
神
社
神
道
史』
を
取
り
上
げ、
こ
の
書
物
を
「
現
在
の
神
社
神
道

関
係
に
お
け
る
公
的
な
概
説
書」
（一
六
頁）
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
ま
す。
「
近
代
神
社
神
道
史』
は
「
祭
祀
的
国
家
の
理
念
を
帝
国
憲
法
に

適
合
的
な、
す
な
わ
ち
「
政
教一
致
j

で
は
な
い
「
祭
政一
致
j

の
語

の
国
家
理
念
と
し
て
再
構
成
し、
こ
れ
こ
そ
帝
国
憲
法
時
代
の一
般
的
理

解
で
あ
っ
た
と
し
て
提
示
す
る」
(-
八
頁）
こ
と
に
よ
っ
て、
「
戦
後
の
新
憲
法
の
も
と
で
あ
っ
て
も
『
祭
教
分
離』
の
法
理
論
は
十
分
に
成

立
し
う
る
も
の
で
あ
る」
(-
九
頁）
と
言
っ
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
言
説
に
よ
っ
て、
神
社
神
道
人
は
「
遺
産
「
国
家
神
道」
を
継
承
す
る

新
た
な
文
化
論
的、
民
族
論
的
言
説
を
現
代
の
日
本
社
会
に
向
け
て
発
信
し
て
い
る」
（二
五
頁）
と
い
う
の
で
す。

こ
れ
は、
第一
論
文
「
国
家
神
道
の
現
在」
に
お
け
る
国
家
神
道
見
直
し
論
者
に
対
す
る
罵
詈
雑
言
と
も
言
え
る
よ
う
な
激
し
い
非
難
を

覚
え
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
変
説
で
す。
彼
は
そ
こ
で
二
国
家
神
道
の]
見
直
し
と
は
こ
こ
で
は
成
立
さ
せ
そ
こ

な
っ
た
失
敗
の
確
認
で
あ
る。
失
敗
の
確
認
に
よ
っ
て、
そ
こ
に
負
わ
さ
れ
た
過
大
な
負
の
評
価
が
洗
い
直
さ
れ、
障
害
の
な
い
復
権
的
再

生
へ
の
道
筋
が
開
か
れ
る
こ
と
が
願
わ
れ
る
の
だ」
（
九
頁）
と
か、
「
国
家
神
道
の
現
在
と
は、
神
道
的
国
教
の
理
念
の
近
代
に
お
け
る
挫

折
の
確
認
の
上
に、
「
国
民
宗
教
j

と
し
て
の
神
道
的
国
教
の
再
生
が
神
道
家・
神
道
史
家
ら
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
時
と
し
て
あ
る」
(-
五

第一
論
文
で
は、
神
社
神
道
人
は
「
国
家
神
道」
を
挫
折
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
前
の
「
神
道
的
国
教
の
理
念」
を
復

活
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
第
八
論
文
で
は、
そ
れ
に
反
し
て、
神
社
神
道
人
は
「
国
家
神
道」
そ
の

も
の
を
「
正
の
遺
産
と
し
て
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
る」
な
ど
と
言
い
出
し
た
わ
け
で
す
か
ら、
誰
が
聞
い
て
も
驚
く
で
し
ょ
う。

彼
は
自
ら
の
説
の
矛
盾
を、
「
神
道
人
に
よ
る
ア
ム
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
評
価」
（「「
国家
神
道」
とい
う
遺
産」
二
四
頁）
な
ど
と
い
う
言
い
方
で、

神
社
神
道
人
側
の
矛
盾
に
す
り
か
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が、
そ
ん
な
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
彼
の
議
論
が
矛
盾
し
て
し
ま
っ
た
原
因
は

単
純
で、
ち
ゃ
ん
と
先
行
研
究
を
調べ、
学
説
の
変
遷
を
理
解
し
て
か
ら
自
説
を
考
え
る
と
い
う
極
初
歩
的
な
作
業
を
怠
っ
た
こ
と
に
由
来

子
安
氏
は、
ま
ず
第一
論
文
「
国
家
神
道
の
現
在」
に
お
い
て、
昭
和
六
十
二
年
刊
行
の
葦
津
珍
彦
著
「
国
家
神
道
と
は
何
だ
っ
た
の
か」

に
依
拠
し
て、
現
在
の
神
社
神
道
人
の
意
図、
国
家
神
道
の
現
在
を
論
じ
た
わ
け
で
す
が、
第
八
論
文
「『
国
家
神
道
j

と
い
う
遺
産」
を

書
く
段
に
な
っ
て、
よ
う
や
く
神
社
新
報
社
編
『
近
代
神
社
神
道
史
j

し
て
い
ま
す。

頁）
な
ど
と
言
っ
て
い
た
は
ず
で
す。

り
を
展
開
し
て
い
る
の
で
す。

わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う。

の
存
在
を
知
り、
あ
わ
て
て
そ
れ
を
読
ん
で、
現
在
の
神
社
神
道
人

（
新
田）

―
1
0
 



子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“

と
“
隠
蔽＂

の
語
り
に
つ
い
て（
新
田）

九、
「

神
道
と
近
代
宗
教
学」

お
け
る
〈
ま
や
か
し
の
語
り
〉

い
る
こ
と
で
す。

も
前
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
な
か
っ
た
の
で
す。

版
は
昭
和
五
十

子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
“
自
己
否
定”

と
＂
隠
蔽＂

の
語
り
に
つ
い
て

”
自
己
否
定“

の
語
り
が
色
々
と
織

ア
ム
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
に
見
え
た“

だ
け

そ
の
「
近
代
神
社
神
道
史」

に
つ
い
て、

子
安
氏
の
「
註」

に
は
「（
増
補
改
訂
版、

神
社
新
報
社、

こ
れ
だ
け
見
れ
ば
珠
津
氏
の
『
国
家
神
道
と
は
何
だ
っ
た
の
か』

と
同
時
代
の
書
物
に
見
え
ま
す
が、

実
は、
「
近
代
神
社
神
道
史』

の
初

（一
九
七
六）

年
で
あ
り、

彼
が
神
社
神
道
人
は
「
国
家
神
道」

を
「
正
の
遣
産
と
し
て
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
る」

と
主

張
す
る
際
に
根
拠
と
し
て
い
る
部
分
の
記
述
は
初
版
以
来
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん。

か
ら
知
っ
た
文
献
を
あ
わ
て
て
読
ん
だ
た
め
に、
「
近
代
神
社
神
道
史」

子
安
氏
が
「
神
道
人
に
よ
る
ア
ム
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
評
価」

な
ど
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は、

研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
戦
前
の
祭
政
一

致
体

制
に
つ
い
て
の
事
実
認
識
が
深
ま
っ
た
結
果、

神
社
神
道
界
に
お
い
て
も
そ
れ
を
単
純
に
理
想
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
議
論
が
現

れ
て
き
た、

と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
の
で
す。

そ
れ
が、

時
間
軸
を
逆
行
し
て
い
る
子
安
氏
に
は

な
の
で
す。

と
こ
ろ
で、
「
『
国
家
神
道』

と
い
う
遺
産」

に
は、

こ
の
他
に
も
細
か
く
見
て
い
け
ば
ま
だ
ま
だ

り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
が、

あ
と
―
つ
だ
け
例
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う。

そ
れ
は
子
安
氏
が
「
私
が
い
う
天
皇
制
的
な
祭
祀
的
国
家
日

本
の
成
立
過
程
は、

国
内
的
に
は
国
家
の
政
教
関
係
を
め
ぐ
る
激
し
い
言
説
的
抗
争
の
過
程
で
あ
っ
た」
（
二
0
頁）

と
し
た
上
で、
「
天
皇
制

国
家
と
同
一

化
し
た
祭
祀
的
神
道
（
国
家
神
道）

を
承
認
し、

そ
れ
に
服
属
す
る
宗
教
と
い
う
国
家
内
の
位
置
を
仏
教
等
に
規
定
し
て
い
く」

（
ニ
ニ
頁）

と
い
う
事
態
が
生
ま
れ
た
の
は、

第
一

に
「
仏
教
側
の
戦
略
的
言
説
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
で
あ
る」
(-
三
頁）

と
認
め
て
し
ま
っ
て

こ
の
第
八
論
文
で
彼
は、
「
天
皇
制
的
祭
祀
国
家
体
制」

は
「『
祭
祀」

と
「
統
治』

る
万
世
一

系
の
天
皇
に
『
祭
政
一

致」

つ
ま
り、

彼
は
基
本
的
な
文
献
収
集
を
怠
り、

し
か
も
後

の
記
述
が
『
国
家
神
道
と
は
何
だ
っ
た
の
か』

よ
り
も
十
年
以
上

．

．

．

．

．

 

の
両
ま
つ
り
ご
と
の
最
高
の
祭
祀
者
・

統
治
者
で
あ

の
根
拠
を
も
ち
な
が
ら、

国
家
の
側
に
神
宮
・

神
社
を
純
神
道
的
祭
祀
体
系
と
し
て
吸
収
し、

国
家

的
祭
祀
体
系
と
し
て
制
度
的
・

国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
再
編
成
す
る
こ
と
で
な
っ
た」
（
傍
線
引
用
者、
一
九
頁）

な
ど
と
言
っ
て
い
ま
す
が、

こ
こ
で
は
第
l

論
文
に
あ
っ
た
「
日
本
が
近
代
国
家
と
し
て
そ
の
宗
教
性
・

祭
祀
性
を
ど
の
よ
う
に
成
立
さ
せ
た
か」
（一
ざハ
頁）

と
い
う
問

題
関
心
を
完
全
に
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す。

彼
が
「
ど
の
よ
う
に
成
立
さ
せ
た
か」

と
い
う
側
面
に
つ
い
て
の
問
題
関
心
を

維
持
し
て
い
た
な
ら
ば、
「
国
家
的
祭
祀
体
系
と
し
て
制
度
的
・

国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
再
編
成
す
る」

に
あ
た
っ
て、
「
仏
教
側
の
戦
略

的
言
説」
（
外
部
か
ら
す
る
「
神
道
非
宗
教」
論）

が
第
一

因
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
は
重
大
で
す。

子
安
氏
は
「「
宗
教」

が
何
か、
「
神
道
j

が
何
か
と
は、

辞
書
的
な
概
念
構
成
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

近
代
の
政
教
関

係
を
め
ぐ
っ
て
相
互
に
主
張
し、

抗
争
す
る
言
説
が
作
り
出
し
て
い
く
の
で
あ
る」
（「「
国
家
神
道」
と
い
う
遺
産」
ニ
ニ
頁）

と
も
言
っ
て
い
ま
す

が、

こ
れ
に
つ
い
て
は
他
人
の
説
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
る
だ
け
な
の
で、

自
分
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
自
分
で
も
理
解
で
き
て
い
な
い
よ

う
で
す。
「
宗
教」

や
「
神
道」

が
神
道
と
仏
教
の
相
互
主
張
や
抗
争
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ら、

そ
れ
に
よ
っ
て
造

作
さ
れ、

支
え
ら
れ
る
祭
祀
体
系
を
指
し
て、
「
純
神
道
的
祭
祀
体
系」

な
ど
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う。

ま
し
て、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側

面
ま
で
も
含
め
た
宗
教
性
・

祭
祀
性
を
指
し
て
「
国
家
神
道」

な
ど
と
呼
ぶ
の
は
不
可
能
で
す。

そ
し
て、

も
う
一
っ
重
要
な
の
は、

制
度
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
再
編
を
め
ぐ
っ
て
相
互
に
主
張
し
抗
争
す
る
言
説
と
し
て
子
安
氏
が
挙

げ
て
い
る
も
の
の
中
に
は、

水
戸
学
的
言
説
も
篤
胤
的
言
説
も
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す。

彼
ら
の
言
説
は
一

体
ど
こ
へ
行
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か。

第
八
論
文
「『
国
家
神
道」

と
い
う
遺
産」

に
お
い
て
よ
う
や
く
明
治
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
た
の
も
束
の
間、

第
九
論
文
「
神
道
と
近

代
宗
教
学
ー
神
道
は
国
民
的
宗
教
な
り
ー」
（「
現
代
思
想
j

平
成
十
六
年一二
月
号、
以
下
「
神
道
と
近
代
宗
教
学」）

で
は
再
び
大
正
・

昭
和
へ
と
子
安
氏

は
さ
す
ら
い
出
て
し
ま
い、

こ
こ
で
も
ま
た
例
の
〈
ま
や
か
し
の
語
り〉

を
積
み
上
げ
て
い
き
ま
す。

子
安
氏
は
こ
の
「
神
道
と
近
代
宗
教
学」

で
は、

比
較
宗
教
学
の
立
場
か
ら
「
神
道」

概
念
の
近
代
的
構
成
に
つ
と
め
た
加
藤
玄
智
を
取

（
新
田）

／ 
一

九
八
六）
」
（
二
五
頁）

と
あ
り、





子
安
氏
が
戦
死
者
の
祭
祀
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
は、

子
安
宜
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定＂
と
”
隠
蔽“
の
語
り
に
つ
い
て

（
新
田）

第
六
綸
文
「
沈
黙
す
る
鬼
神
と
生
者
の
饒
舌
ー
靖
国
の
現
在
ー」
（「
現
代
思
想
j

「
神
道
の
宗
教
学
的
新
研
究』

で
「
国
家
的
神
道」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は、

大
正
十一

年
五
月
の
時
点
で
は

彼
は
ま
だ
「
国
家
的
神
道」

と
い
う
概
念
に
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
に、

そ
の
事
実
を
軽
ん
じ
る。
「
国

家
的
神
道」

は、

加
藤
が
既
に
語
っ
て
い
た
「
国
体
神
道」

と
「
神
社
神
道」

と
を
後
か
ら
結
合
し
て
構
成
し
た
概
念
な
の
に、
「
国
家
的

神
道」

を
「
国
体
神
道」

と
「
神
社
神
道」

と
に
分
節
化
し
て
語
っ
て
い
る
な
と
ど、

あ
た
か
も
「
国
家
的
神
道」

の
概
念
の
方
が
先
に
存

在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
語
り
直
す。

神
道
を
宗
教
だ
と
す
る
加
藤
の
主
張
は、

現
実
の
学
校
現
場
で
は
唯
物
論
者
で
も
実
行
で
き
る
祖
先

尊
崇
や
天
皇
尊
崇
し
か
教
え
ら
れ
て
な
い
と
い
う
彼
の
認
識
を
前
提
と
し
た
現
実
批
判
の
言
説
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、

そ
の
点
を
全
く

無
視
す
る。

こ
う
し
た
語
り
は、

や
は
り
〈
ま
や
か
し〉
と
し
か
言
え
な
い
で
し
ょ
う。

少
し
話
は
そ
れ
ま
す
が、

こ
こ
で
従
来
の
私
の
説
を
一

部
訂
正
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す。

大
正
十一

年
の
「
神
道
の
宗
教
学
的
新
研

究」

の
段
階
で
は、

ま
だ
加
藤
は
「
国
体
神
道」

と
「
神
社
神
道」

の
両
方
を
合
わ
せ
て、

そ
れ
を
「
国
家
的
神
道」

と
い
う
術
語
で
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る、

と
い
う
認
識
に
い
た
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
ま
し
た。

そ
れ
で
は、

彼
が
い
つ
か
ら
「
国
家
的
神
道」

と
い
う
術
語
を
用
い
は
じ
め
た
の
か
に
つ
い
て、

私
は
拙
著
「
近
代
政
教
関
係
の
基
礎
的
研
究」
（
大
明
堂、
平
成
九
年
四
月）

や
「「
現
人
神」

「
国
家
神
道」

と
い
う
幻
想」
(
P
H
P
研
究
所、
平
成
十
五
年
二
月）
に
お
い
て、

そ
れ
は
昭
和
元
年
刊
行
の
『'
A
S
T
U
D
Y
 O
F
 S
HI
N
T
O,
 Th

e
 Reli
gio
n
 of
 J
apa
nese
 N
atio
n"

か
ら
だ
っ
た
と
述
べ
て
き
ま
し
た。

と
こ
ろ
が、

そ
の
後
の
前
川
理
子
氏
の
調
査
に
よ
っ
て
大
正

+―
二
年
刊
行
の
「
東
西
思
想
比
較
研
究』

ま
で
遡
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
（
島
薗
進・
高
橋
原・
前
川
理
子
監
修
「
シ
リ
ー
ズ
日
本
の
宗
教
学
③．

加
藤
玄
智
集•
第
9
巻・
論
文
集」
「
解
説」
ク
レ
ス
出
版、
平
成
十
六
年
六
月、
三
四
頁）。

話
を
元
に
も
ど
し
ま
す
と、

要
す
る
に、

加
藤
の
説
は、

す
で
に
実
態
と
し
て
存
在
し
て
い
た
「
国
家
神
道」

に
対
し
て、

宗
教
学
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
表
現
を
与
え
た
な
ど
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て、

ま
さ
に
「
国
家
神
道」

概
念
は、

加
藤
に
よ
っ
た
存
在
に

入
っ
た
の
で
す。

こ
の
新
し
い
始
ま
り
を、

子
安
氏
の
語
り
は
隠
蔽
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す。

「
国
家
神
道」

の
加
藤
に
お
け
る
始
ま
り
と
い
う
認
識
こ
そ、

二
つ
の
拙
著
の
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
す
が、

そ
れ
に
対
し
て、

子
安
氏
は

「
虚
像
と
し
て
の
「
国
家
神
道」

の
産
み
の
親
を
加
藤
に
見
出
し
て、

虚
像
「
国
家
神
道」

と
と
も
に
加
藤
を
葬
り
去
ろ
う
と
す
る」
（
二
四

頁）
と
の
批
判
を
加
え
て
い
ま
す
が、

こ
の
よ
う
な
批
判
の
仕
方
は
自
殺
行
為
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う。

あ
る
概
念
の
産
み
の
親
を
指
摘
す

る
こ
と
が
「
葬
り
去
ろ
う
と
す
る」

な
ど
と
い
う
言
葉
で
否
定
で
き
る
も
の
な
ら
ば、

子
安
氏
の
「
国
家
と
祭
祀」

に
お
け
る
一
連
の
言
説、

新
た
な
は
じ
ま
り
を
暴
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
こ
そ、

ま
さ
に
そ
れ
だ
か
ら
で
す。

+、
「
饒
舌
な
生
者」

と
し
て
の
子
安
氏

二
七

本
論
の
第
五
節
で
私
は、
「
天
祖」

概
念
に
つ
い
て
の
検
討
の
他
に、

祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
と
言
い
ま
し
た。
「
水
戸
学
に
よ
っ

て
提
起
さ
れ
た
国
家
に
よ
る
祖
先
祭
祀
の
必
要
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
戦
死
者
祭
祀
の
必
要
性
へ
と
転
換
さ
れ、

ど
う
い
う
形
で
「
天
祖
j

概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ、

そ
れ
が
近
代
日
本
の
戦
争
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か」

と
い
う
問
題
に
つ
い
て、

子
安
氏
は
ど
の
よ
う

こ
の
内、
「
ど
う
い
う
形
で
「
天
祖
j

概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
か」

に
つ
い
て
は、

す
で
に
「
天
祖」

概
念
に
つ
い
て
見
て
き
た
と
こ

ろ
か
ら
結
論
が
出
て
い
ま
す。

そ
の
結
び
付
き
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い、

と
い
う
こ
と
で
す。

そ
こ
で、

本
節
か
ら
は
「
祖
先
祭
祀
の
必
要
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
戦
死
者
祭
祀
の
必
要
性
へ
と
転
換
さ
れ
た
の
か」
「
そ
れ
が
近
代
日

本
の
戦
争
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か」

の
二
点
に
つ
い
て、

子
安
氏
が
何
を
語
っ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
が、

こ
れ
に
つ
い
て
も
予
め
結
論
を
言
え
ば、

彼
は
何
も
語
れ
て
い
ま
せ
ん。

そ
れ
で
は、

肝
心
な一
一
点
を
避
け
て
彼
は
何
を
語
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か。

平
成
十
五
年
十
二
月
号、
以
下
「
沈
黙
す
る
鬼
神」）
と
最
終
第
十
論
文
「
戦
う
国
家
と
祀
る
国
家
ー
国
家
の
連
続
性
と
祀
り
ー」
（『
現
代
思
想」
平
成
十
六

子
安
宜
邦
氏
に
お
け
る
”
自
己
否
定“
と
”
隠
蔽“
の
語
り
に
つ
い
て

に
語
っ
て
い
る
の
か
の
検
討
で
す。

と
が
巧
妙
に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す。

（
新
田）

（
二
七
）

―一
六
（
―-
六



子
安
宜
邦
氏
に
お
け
る
＂
自
己
否
定“

と
”
隠
蔽＂

の
語
り
に
つ
い
て

（
新
田）

二
九
（
一一
九

（
二
八
）

年
四
月
号、
以
下
「
戦
う
国
家
と
祀
る
国
家」）、

そ
れ
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
ま
と
め
て
平
成
十
六
年
七
月
に
単
行
本
化
さ
れ
た
『
国
家
と
祭
祀
ー
国
家

神
道
の
現
在
j

の
「
あ
と
が
き
ー
誰
が
死
者
を
祀
る
の
か
ー」
（
以
下
「
あ
と
が
き」）

に
お
い
て
で
す。

そ
こ
で
彼
が
何
を
語
っ
て
い
る
の
か。

―
つ
は、

靖
国
神
社
は
戦
争
犠
牲
者
を、

国
の
た
め
に
斃
れ
た
英
霊
と、

無
駄
死
に
し

た
そ
の
他
の
犠
牲
者
と
に
選
別
す
る
施
設
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と。

も
う
―
つ
は、

そ
の
選
別
を
可
能
に
し
た
も
の
こ
そ
「
新
論』

の
言
説

第
一

の
論
点
に
つ
い
て
の
子
安
氏
の
言
説
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す。

〈
「
近
代
日
本
国
家
の
形
成
時
か
ら
日
本
の
敗
戦
に
い
た
る
過
程
で
国
家
の
主
権
行
使
と
し
て
の
戦
争
に
よ
る
公
的
犠
牲
者
と
し
て
認
定
さ

れ
た
死
者
た
ち
を
祭
祀
す
る
施
設
と
し
て
靖
国
神
社
が
あ
る
」
（
九
頁）
。

し
か
し
「
英
霊
と
呼
ば
れ
る
死
者
た
ち
は
す
べ
て
の
戦
争
犠
牲
者

で
は
な
い
」
（
九
頁）
。

靖
国
神
社
は
す
べ
て
の
戦
争
犠
牲
者
を
祀
ら
な
い
ど
こ
ろ
か、
「
戦
争
行
動
を
促
し、

そ
れ
を
推
進
し
た
A
級
戦
犯
を

「
国
の
た
め
j

の
英
霊
と
し
て
祀
り
な
が
ら、

そ
の
戦
争
の
災
禍
に
ま
さ
し
く
難
死
し
た
数
え
切
れ
な
い
銃
後
の
民
を
た
だ
無
駄
死
に
し
て

し
ま
う」
(1
0
頁）
。

靖
国
神
社
の
祭
神
の
背
後
に
は、

祀
ら
れ
な
い
戦
争
犠
牲
者
が
「
無
数
に、

そ
し
て
無
視
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る」

（―
二
頁）
。

こ
の
よ
う
に
「
英
霊
と
し
て
死
者
を
選
別
し、

祭
神
と
し
て
祀
る
に
は
と
も
か
く
も
歴
史
解
釈
と
歴
史
観
を
必
要
と
し
て
い
る」

な
い
日
本
の
戦
争

笑
東
亜
戦
色

が、

「
手
前
勝
手
と
も
い
い
う
る
歴
史
解
釈
を
必
要
と
す
る」
(1
0
頁）
。

そ
れ
が
日
露
戦
争
ま
で
の
「
帝
国
の
栄
光」

と、

ご口
衛
の
た
め
の
余
儀

ア
ジ
ア
諸
民
族
の
植
民
地
か
ら
の
解
放
を
も
た
ら
し
た」
（
二
頁）

と
い
う
「
一

定
の
歴
史
解
釈」

（
九
頁）

な
の
だ
が、

そ
の
「
一

定
の
歴
史
解
釈」

は
「
帝
国
の
挫
折
と
と
も
に
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る」
（―
二
頁）
。
〉

こ
の
子
安
氏
の
言
説
に
は、

大
東
亜
戦
争
の
敗
戦
に
よ
っ
て、

そ
れ
ま
で
の
す
べ
て
が
無
意
味
な
も
の
に
見
え
て
し
ま
っ
た
か
つ
て
の
軍

国
少
年
の
挫
折
感
の
大
き
さ
が
確
か
に
見
て
と
れ
ま
す。

し
か
し、

子
安
少
年
の
挫
折
感
が
如
何
に
大
き
か
っ
た
と
し
て
も、

そ
れ
が
そ
の

ま
ま
「
一

定
の
歴
史
解
釈」

を
全
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
り
え
ま
せ
ん。

そ
の
批
判
に
手
を
つ
け
る
前
に、

も
う
1

つ
の
論
点
に
つ
い
て
の

彼
の
言
説
も
見
て
お
き
ま
し
ょ
う。

〈
鬼
神
は
ど
こ
に
住
む
の
か。

そ
れ
は
「
ま
ず
何
よ
り
人
間
の
語
る
言
語
で
あ
り、

も
う
―

つ
の
住
処
は
人
間
の
作
る
建
物
だ」
（ー
ニ
頁）。

「
鬼
神
を
論
じ
る
こ
と
は
儒
家
言
説
の
重
要
な
主
題
で
あ
り、

ま
さ
し
く
鬼
神
と
は
彼
ら
の
言
説
上
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る」
「
鬼
神
が
有

る
と
い
え
ば、

そ
れ
は
僑
家
言
説
上
に
存
在
す
る
の
で
あ
り、

鬼
神
が
無
い
と
言
え
ば、

そ
れ
は
儒
家
言
説
上
に
す
で
に
主
題
的
に
存
在
し

な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る。

鬼
神
（
祖
霊）

は
儒
家
の
言
語
を
住
処
と
し
て
き
た
の
で
あ
る。」
（ー
ニ
頁）
〉

要
す
る
に、

鬼
神
（
祖
霊）

と
い
う
の
は、

儒
家
が
政
治
支
配
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
生
み
出
し
た
実
体
の
な
い
架
空
の
観
念
で
あ
っ
て、

儒
家
の
言
葉
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
も
の
な
の
だ、

と
い
う
の
で
す。

と
い
う
こ
と
は、

子
安
氏
に
と
っ
て、

死
者
の
霊
は
実
在
す
る
も

の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す。

そ
う
な
る
と、

子
安
氏
の
言
う
「
無
駄
死」

に
し
た
「
銃
後
の
民」

も、
「
無
数
に、

無
視
さ

れ
て
存
在」

す
る
戦
争
犠
牲
者
も、

儒
家
言
説
上
の
鬼
神
と
同
様
に、

子
安
宣
邦
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て、

意
味
を
与
え
ら
れ
た
り、

奪
わ

れ
た
り
す
る
言
説
上
の
存
在、

す
な
わ
ち、

彼
の
問
題
関
心
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
架
空
の
観
念
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

子
安
氏
は
「
戦
う
国
家
と
祀
る
国
家」

に
お
い
て
再
び
戦
争
犠
牲
者
に
言
及
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す。

沖
縄
戦
ば
か
り
で
は
な
い
、

国
内
外
の
無
数
の
祀
ら
れ
な
い
死
者
た
ち
か
ら
考
え
れ
ば、
「
日
本
人
の
心」

を
馴
っ
て
国
家
と
靖
国
の

連
続
を
い
う
言
説
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
虚
説
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。

国
家
に
よ
っ
て
殺
さ
れ、

国
家
に
よ
っ
て
決
し

て
祀
ら
れ
な
い
死
者
た
ち
が、

そ
ん
な
国
家
の
連
続
を
願
う
こ
と
は
な
い
。
―
1
0
世
紀
と
は
こ
う
し
た
無
数
の
死
者
た
ち
に
よ
っ
て
国

家
が
問
い
返
さ
れ
た、

あ
る
い
は
問
い
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る。

死
者
の
数
は
無
意
味
に
積
み
重
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
。

靖
国
の
祭
神
数、

こ
と
に
大
東
亜
戦
争
の
二、

る
か
に
こ
え
て
い
る。

そ
れ
は
英
霊
と
い
う
国
家
の
意
味
づ
け
自
体
を
問
い
返
す
よ
う
な
数
字
で
あ
る。

ま
し
て
や
こ
の
国
家
に
よ
っ

て
死
に
至
ら
し
め
ら
れ
た
内
外
の
無
数
の
祀
ら
れ
な
い
死
者
た
ち
に
と
っ
て
は、

靖
国
の
存
在
自
体
が
欺
腑
で
あ
る
だ
ろ
う。

国
家
が

子
安
宣
邦
氏
に
お
け
る
＂
自
己
否
定＂

と
＂
隠
蔽＂

の
語
り
に
つ
い
て

い
ま
す。

で
あ
っ
た
と
語
る
こ
と
で
す。

J

の
「
沈
黙
す
る
鬼
神」

の
要
点
は
二
つ
で
す。

「
沈
黙
す
る
鬼
神」

か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う。

一

三
三、

八―
一
三
柱
と
い
う
祭
神
数
は
護
国
の
英
霊
と
い
う
意
味
づ
け
を
は

（
新
田）

―
一
八










