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松

本

久

史

【
岡
野
友
彦
】
本
日
は
、
平
成
二
十
六
年
度
神
道
研
究
所
公
開
学
術
講
演
会
を
開
催
い
た
し
ま

し
た
と
こ
ろ
、
多
数
の
方
々
が
ご
来
場
く
だ
さ
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
の

講
演
会
は
、
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
の
松
本
久
史
先
生
を
お
招
き
致
し
ま
し
た
。
皇
學
館

大
学
の
皇
学
と
國
學
院
大
學
の
国
学
は
、
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
の
議
論
は
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。
私
ど
も
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
国
学
者
の
始
ま
り
は
、
契

沖
を
入
れ
る
か
ど
う
か
の
議
論
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
日
は
荷
田
春
満
に
つ
い
て
の
お

話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
荷
田
春
満
に
つ
き
ま
し
て
は
、
松
本
先
生
は
第
一
人
者
と
申
上
げ

て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
松
本
先
生
の
簡
単
な
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
松
本
久
史
先
生
は
、
昭
和
四
十
二
年
に
栃
木
県
に
御
生
ま
れ
に
な
り
、
國
學
院
大
學
文
学

研
究
科
神
道
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
単
位
取
得
満
期
退
学
な
さ
れ
、
そ
の
後
、
博
士
（
神
道
学
）

の
学
位
を
お
取
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
の
助
手
、同
専
任
講
師
、

國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
准
教
授
を
経
て
、
現
在
は
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
准
教

授
を
お
つ
と
め
で
す
。
ご
専
門
は
国
学
史
・
神
道
史
で
す
。
主
要
業
績
は
、
主
な
も
の
だ
け
を

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
と
、『
新
編

荷
田
春
満
全
集
』
第
二
巻
・
第
三
巻
、『
荷
田
春
満
の
国
学

と
神
道
史
』
な
ど
、
そ
の
他
多
数
の
業
績
が
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
荷
田
春
満
と
荷
田
派
の
国

学
者
、
荷
田
春
満
に
関
す
る
第
一
人
者
で
あ
る
松
本
先
生
の
お
話
を
お
伺
い
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
す
の
で
、
皆
さ
ん
ど
う
ぞ
、
最
後
ま
で
ご
清
聴
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
簡
単
で
は

ご
ざ
い
ま
す
が
、
開
会
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
松
本
久
史
】
皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
國
學
院
大
學
の
松
本
久
史
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
い
ま
ご

紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
通
り
、国
学
、特
に
荷
田
春
満
を
中
心
に
研
究
し
て
お
り
ま
す
。「
国
学
」

と
「
皇
学
」
の
違
い
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
本
日
は
、
ほ
ぼ
同
意
義
だ
と
ご
理

解
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
か
と
思
い
ま
す
。

国
学
を
考
え
ま
す
と
、
伊
勢
と
い
う
土
地
柄
か
ら
、
や
は
り
本
居
宣
長
と
い
う
人
物
を
皆
さ

ん
は
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
本
居
宣
長
の
業
績
は
非
常
に
偉
大
で
す
。
そ
し
て
、

本
居
宣
長
以
降
に
、
国
学
は
学
問
と
し
て
非
常
に
成
熟
し
た
も
の
と
な
り
、
そ
れ
が
幕
末
・
近

代
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
の
は
、
皆
さ
ん
ご
承
知
の
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
「
国
学
の
四
大
人
」
と
称
さ
れ
る
人
物
は
、
荷
田
春
満
・
賀
茂
真
淵
・
本
居
宣
長
・

平
田
篤
胤
の
四
名
の
国
学
者
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
国
学
の
始
祖
と
称
さ
れ
て
い
る
荷
田

春
満
と
い
う
学
者
が
い
ま
す
が
、
名
前
だ
け
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
高
校
の

日
本
史
な
ど
で
も
、
荷
田
春
満
と
い
う
名
前
が
載
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
た
だ
し
、
荷
田
春
満

が
何
を
し
た
人
物
な
の
か
と
な
り
ま
す
と
、殆
ど
の
方
が
ご
存
知
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
回
、
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そ
の
春
満
の
学
問
の
一
端
を
ご
紹
介
申
し
上
げ
る
と
い
う
の
が
目
的
で
あ
り
、
日
本
の
歴
史
の

中
で
荷
田
春
満
の
学
問
と
い
う
の
は
、
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
位
置
付
け
、
意
義
付
け
を
ご

説
明
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

国
学
者
の
話
な
ど
を
い
た
し
ま
す
と
、
や
や
も
す
れ
ば
個
別
の
学
者
の
伝
記
に
終
始
し
て
し

ま
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
の
人
は
こ
の
よ
う
な
事
を
し
ま
し
た
、
何
年
に
生
ま
れ

て
何
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
勝
ち
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う

で
は
な
く
て
、
や
は
り
近
世
の
歴
史
の
中
で
、
国
学
と
い
う
学
問
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら

れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
の
テ
ー
マ
に
は
春
満
だ

け
で
は
な
く
、「「
荷
田
派
」
の
国
学
者
」
と
付
け
て
お
き
ま
し
た
。
荷
田
春
満
の
こ
と
自
体
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
の
に
、
さ
ら
に
「
荷
田
派
」
と
い
う
と
、
も
っ
と
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し

ま
い
そ
う
で
す
が
、
実
は
、
こ
れ
も
意
外
と
日
本
の
歴
史
の
中
に
し
っ
か
り
と
位
置
付
い
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
通
じ
て
、「
国

学
」
と
か
「
皇
学
」
と
呼
ば
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
日
本
を
知
る
学
問
、
日
本
の
心
、
道
を
知
る
学

問
、
と
言
っ
た
も
の
が
近
世
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
ど
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
ま
で
を
、
皆
さ
ん
方
に
も
考
え
て
頂
け
れ
ば
良
い
な
と
思
い
ま
す
。

一

『
創
学
校
啓
』
を
読
み
直
す

荷
田
春
満
と
い
う
と
真
っ
先
に
、『
創
学
校
啓
』
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。
こ
の
中
で
『
創
学

校
啓
』
自
体
を
初
め
て
知
っ
た
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
従
来
あ
ま
り
注

目
さ
れ
て
い
な
い
部
分
で
も
あ
る
、
冒
頭
の
箇
所
を
お
話
し
し
な
が
ら
進
め
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

ま
ず
、冒
頭
の
標
題
は
、「
謹
ん
で
鴻
慈
を
蒙
り
国
学
校
を
創
造
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
啓
」と
な
っ

て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
実
は
春
満
没
後
の
寛
政
十
年
に
刊
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
際
の
標
題

に
な
り
ま
す
。『
創
学
校
啓
』
は
通
称
で
あ
っ
て
、
正
式
な
タ
イ
ト
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
京

都
の
伏
見
稲
荷
大
社
に
隣
接
し
て
い
る
、
東
丸
神
社
と
い
う
荷
田
春
満
を
御
祭
神
と
す
る
神
社

に
、
こ
の
原
稿
に
あ
た
る
草
稿
本
が
あ
り
ま
す
。
同
社
に
は
そ
の
他
に
も
、
関
係
資
料
が
数
千

点
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
写
真
１
】
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
東
丸
神
社
に
あ
る
草
稿
本
の

冒
頭
の
標
題
部
分
で
す
が
、
実
は
破
損
し
て
、
良
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
人
偏
が
あ
っ
て
、

そ
の
右
が
欠
け
て
い
ま
す
。
次
の
文
字
も
欠
け
て
い
ま
す
が
、
ど
う
も
こ
れ
は
学
校
の
「
学
」

の
よ
う
に
見
え
ま
す
、
こ
れ
は
分
か
り
ま
す
ね
。
上
の
部
分
は
何
字
分
か
が
欠
損
し
て
お
り
、

次
に
人
偏
が
見
え
、「
学
校
啓
」
と
続
き
ま
す
。
こ
れ
が
本
来
の
草
稿
本
で
あ
り
、「
国
学
」
と

い
う
風
に
後
の
刊
本
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
草
稿
本
に
お
い
て
は
、
ど
う
も
こ
れ
は
『
魏

志
倭
人
伝
』
の
「
倭
」
で
す
か
ら
、「
倭
学
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

【
写
真
１
】（『
新
編

荷
田
春
満
全
集
』
第
十
二
巻

お
う
ふ
う

平
成
二
十
二
年

よ
り
）

実
は
『
創
学
校
啓
』
の
草
稿
本
は
、
他
の
部
分
で
も
、
人
偏
の
「
倭
」
と
い
う
字
を
使
っ
て

い
ま
し
て
、
推
定
す
る
に
冒
頭
部
は
、「
倭
学
」
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
草
稿
本
の
段
階

で
は
、
実
は
「
国
学
」
で
は
な
く
、「
倭
学
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
が
分
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
話
で
す
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
「
倭
」
と
い
う
の
は
、「
倭
」

と
「
漢
」
を
対
比
し
た
も
の
な
の
で
す
。
よ
く
和
洋
折
衷
と
か
言
い
ま
す
よ
ね
。
倭
魂
・
漢
才

と
か
そ
う
い
う
対
比
で
使
う
も
の
で
す
。

皇
學
館
大
学
研
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つ
ま
り
、「
漢
」
で
す
か
ら
シ
ナ
、
中
国
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
対
す
る
ヤ
マ
ト
、「
倭
」
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
、
こ
の
「
倭
」
の
字
を
使
っ
た
と
い
う
の
が
、

一
つ
の
説
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
江
戸
時
代
の
幕
府
の
学
問
の
主
流
は

儒
学
で
あ
っ
て
、
公
の
学
問
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い
て
、
決
し
て
国
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
松
本
丘
先
生
の
方
が
御
詳
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
儒
官
と
し
て
幕
府
に
仕
え

た
の
が
、
林
羅
山
を
祖
と
す
る
林
家
と
言
い
ま
す
。
そ
の
林
家
の
学
問
区
分
の
中
に
実
は
「
倭

学
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
で
す
。
儒
官
で
す
か
ら
、
儒
学
の
事
ば
か
り
を
や
っ
て
い
る
か
と

思
え
ば
、
日
本
の
事
も
学
ん
で
い
た
の
で
す
。
そ
の
事
が
、
実
は
『
創
学
校
啓
』
の
冒
頭
部
に

書
か
れ
て
い
ま
す
。

神
君
山
東
に
勃
興
し
、
覇
功
一
た
び
成
り
て
、
天
下
を
平
章
し
、
草
上
の
風
、
孰
れ
か
君

子
の
志
を
越
え
ん
。
維
新
之
化
、
始
め
て
弘
文
の
館
を
建
つ
。
庶
あ
つ
て
、
且
富
め
り
、

又
何
を
か
加
へ
ん
（
以
下
、『
創
学
校
啓
』
の
書
き
下
し
は
、
平
重
道
・
阿
部
秋
生
校
注

日
本

思
想
大
系
三
九
『
近
世
神
道
論

前
期
国
学
』

岩
波
書
店

昭
和
四
十
七
年
、
に
拠
る
）。

「
神
君
」
と
は
、
徳
川
家
康
の
事
で
す
。「
弘
文
の
館
」
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
何

か
と
い
う
と
、
林
家
の
学
問
所
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
れ
が
後
に
正
式
な
「
官
学
」
に
な
り
ま
し

て
、「
昌
平
黌
」
と
い
う
学
校
が
湯
島
に
出
来
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
は
上
野
の
不
忍
池
の
傍
ら

に
林
家
の
学
問
所
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
林
家
の
学
問
に
幾
つ
も
の
学
科
が
あ
る
中
で
、

「
倭
学
」
と
い
う
も
の
が
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

「
倭
学
」
を
講
じ
る
学
校
は
、『
創
学
校
啓
』
の
中
で
は
六
百
年
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
事

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
「
倭
学
」
を
講
じ
る
所
は
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
ど
う
や
ら
こ
こ
で
は
、
東
の
幕
府
の
林
家
に
対
し
て
、
西
の
京
都
で
「
倭
学
」
を
す
る

学
校
を
建
て
た
い
と
い
う
意
図
が
見
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

今
ま
で
の
研
究
で
は
、
冒
頭
の
こ
の
二
、
三
行
は
殆
ど
読
み
飛
ば
さ
れ
て
い
て
、
お
お
よ
そ

は
時
の
幕
府
を
賛
美
し
た
単
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
大
し
た
意
味
は
な
い
、
と
理
解
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
意
外
と
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
「
倭
学
」
と
い
う
文
字
一
つ
と
っ
て

も
、
当
時
の
学
問
状
況
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
弘
文
の

館
を
建
つ
」
か
ら
、
数
行
後
に
は
、

天
寛
仁
の
君
を
生
じ
、
そ
の
天
縦
の
資
を
以
て
、
国
に
不
厳
の
教
を
見
め
す
。
野
に
遺
賢

な
き
こ
と
は
、
陶
唐
の
諫
鼓
に
傚
ひ
、
朝
に
直
臣
多
き
こ
と
は
、
有
周
の
官
箴
に
擬
す
。

と
、
あ
り
ま
す
。
こ
こ
を
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
こ
の
「
君
」
は
当
然
天
皇
で
は
な
く
、
八

代
将
軍
の
吉
宗
を
指
す
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
も
美
文
体
の
美
辞
麗
句
が
並
ん
で
い
る
の

で
、
あ
ま
り
意
味
が
な
く
、
幕
府
に
御
願
い
事
を
す
る
の
で
、
綺
麗
事
を
た
だ
並
べ
て
い
る
だ

け
だ
、
と
見
ら
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
直
す
必
要
が
あ

る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
吉
宗
の
文
教
政
策
の
関
わ
り
か
ら
考
察
す
る
と
、
こ
の
一
連
の
文
章

は
吉
宗
の
具
体
的
な
政
策
を
指
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
具
体
的

に
言
え
ば
、
享
保
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
、
明
律
や
唐
律
と
い
っ
た
法
律
書
や
、
大
陸
の
地

誌
の
収
集
を
吉
宗
は
命
じ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
長
崎
か
ら
漢
籍
が
沢
山
輸
入
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
書
籍
の
輸
入
制
限
の
緩
和
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら『
六
諭
衍
儀
』

と
い
う
儒
教
道
徳
を
解
説
し
た
本
の
和
訳
を
作
ら
せ
、
普
及
さ
せ
る
文
化
政
策
も
実
施
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
か
ら
、今
ま
で
の
将
軍
と
は
違
う
文
化
政
策
を
採
っ
て
い
る
事
が
窺
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
も
享
保
改
革
の
政
策
の
一
つ
と
し
て
ご
存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

中
学
・
高
校
の
教
科
書
な
ど
で
は
、
蘭
学
が
解
禁
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
当
時
蘭
学
は
直
接
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
学
ぶ
よ
り
も
、
基
本
的
に
は
漢
訳
さ
れ
た
西

洋
の
書
を
読
む
事
が
メ
イ
ン
で
す
。
吉
宗
の
考
え
と
し
ま
し
て
は
、
清
朝
の
文
物
を
輸
入
し
て

行
政
の
制
度
・
法
律
等
を
検
討
す
る
と
い
う
事
が
主
目
的
で
し
た
。
一
方
で
、
国
内
に
お
い
て

も
和
書
の
調
査
収
集
を
享
保
七
年
よ
り
進
め
ま
し
た
。
歴
史
書
や
地
誌
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
古

書
を
集
め
よ
う
と
い
う
動
き
で
す
。
当
然
、
こ
の
事
は
林
家
に
依
頼
し
ま
す
。
林
家
は
「
倭
学

科
」
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
日
本
の
事
も
出
来
る
と
自
称
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
そ
れ
が
上
手
く
行
か
ず
、
調
査
も
進
み
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
依
頼
さ
れ

た
人
物
が
、
荷
田
春
満
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
享
保
七
年
に
、
日
本
の
古
い
書
籍
の
調
査
、

荷
田
春
満
と
「
荷
田
派
」
の
国
学
者
（
松
本
）
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研
究
を
幕
府
か
ら
依
頼
さ
れ
、
翌
八
年
に
幕
府
に
献
上
さ
れ
た
古
書
の
真
偽
判
定
を
し
た
『
和

書
真
偽
考
』
と
い
う
も
の
を
著
し
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
歴
史
的
事
実
が
あ
り
、『
創
学
校
啓
』

の
前
半
部
分
に
は
そ
う
い
っ
た
事
情
が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
。
つ
ま
り
は
、
単
な
る

レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
い
、
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。

二
「
三
哲
」「
四
大
人
」
説
の
誤
謬

荷
田
春
満
・
賀
茂
真
淵
・
本
居
宣
長
・
平
田
篤
胤
、
こ
れ
ら
四
名
は
「
四
大
人
」
と
呼
ば
れ

る
国
学
者
た
ち
で
す
。
岡
野
先
生
の
御
紹
介
の
所
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
春
満
と
い
う
人
以
前

に
、
大
坂
に
契
沖
と
い
う
真
言
宗
の
お
坊
さ
ん
が
お
り
ま
し
て
、
そ
の
方
が
『
万
葉
集
』
の
研

究
を
進
め
、『
万
葉
代
匠
記
』
と
い
う
画
期
的
な
注
釈
書
が
あ
り
ま
す
。
本
格
的
に
日
本
の
古

典
に
対
し
て
文
献
実
証
的
に
研
究
す
る
方
法
を
取
り
始
め
た
人
で
す
。

近
世
を
通
じ
て
、
国
学
や
和
学
な
ど
と
呼
ば
れ
た
日
本
固
有
の
文
化
や
伝
統
、
信
仰
を
研
究

す
る
学
問
に
、
ど
う
い
う
学
統
、
つ
ま
り
学
問
の
系
統
が
あ
る
の
か
と
い
う
議
論
が
長
い
間
あ

り
ま
し
た
。「
三
哲
」
説
で
は
、
三
人
の
人
物
が
あ
げ
ら
れ
、
最
初
に
契
沖
、
次
に
真
淵
、
宣

長
と
い
う
よ
う
に
数
え
ま
す
。
近
世
を
通
じ
て
そ
う
い
う
認
識
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
幕
末
に

な
る
と
平
田
派
、
つ
ま
り
篤
胤
の
門
人
達
が
、
契
沖
を
除
外
し
て
春
満
お
よ
び
篤
胤
を
足
し
て

四
人
に
し
て
、「
四
大
人
」
説
に
な
っ
た
と
い
う
見
方
が
国
学
の
系
統
論
に
は
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
本
当
に
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
実
証
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
結
論

的
に
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。

松
浦
光
修
先
生
が
御
専
門
で
す
が
、
大
国
隆
正
の
『
学
統
弁
論
』
と
い
う
著
述
に
は
、

契
沖
は
歌
書
に
か
ぎ
り
れ
る
古
学
に
て
、
春
満
先
生
は
、
そ
れ
を
も
て
、
神
典
に
さ
か
の

ぼ
ら
れ
し
に
よ
り
、
こ
れ
を
も
て
我
古
道
学
の
初
祖
と
あ
ふ
ぎ
た
て
ま
つ
る
こ
と
に
な
ん

（『
学
統
弁
論
』
日
本
思
想
大
系
五
〇
『
平
田
篤
胤

伴
信
友

大
国
隆
正
』
岩
波
書
店

昭
和

四
十
八
年
）、

と
、
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
幕
末
の
安
政
期
に
出
ま
す
が
、
こ
の
頃
に
、
契
沖
を
除
い

て
春
満
を
最
初
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
現
れ
た
の
だ
、
と
す
る
の
が
現
在
の
通
説
で

す
。
大
国
隆
正
と
い
う
人
は
、
篤
胤
の
門
人
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
幕
末
の
平

田
派
が
言
い
だ
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、「
四
大
人
」
説
と
い
う
の
は
近
世
の
実
情
を
示
し
て
い
な
い
、
と
い
う
有
力
な
反

対
意
見
が
あ
り
ま
す
。
三
宅
清
と
い
う
、
戦
前
に
荷
田
春
満
を
一
番
研
究
し
た
学
者
で
す
。
そ

の
方
が
、「
春
満
の
研
究
は
大
し
た
こ
と
が
無
い
ん
だ
」
と
い
う
趣
旨
の
事
を
言
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
春
満
の
学
問
内
容
に
は
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
な
く
、
た
ま
た
ま
良
い
も
の
が
有
っ

て
も
全
部
契
沖
の
剽
窃
で
、
今
風
の
言
葉
で
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
パ
ク
リ
」
で
あ
る
と
断
定

し
た
の
で
す
。
三
宅
清
と
い
う
人
は
、春
満
研
究
の
第
一
人
者
だ
っ
た
の
で
、そ
の
影
響
で「
あ

あ
そ
う
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
た
研
究
者
も
多
く
、
春
満
の
研
究
と
い
う
の
は
戦

後
、
非
常
に
停
滞
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

平
成
十
四
年
か
ら
、
國
學
院
大
學
の
創
立
百
二
十
周
年
記
念
事
業
で
春
満
の
全
集
を
作
り
ま

し
た
。
そ
の
過
程
で
、
東
丸
神
社
の
史
料
が
、
戦
後
で
は
初
め
て
研
究
者
に
閲
覧
が
許
さ
れ
、

平
成
二
十
二
年
に
は
全
十
二
巻
の
刊
行
が
完
結
し
ま
し
た
。
三
宅
先
生
が
戦
前
研
究
さ
れ
て
以

降
、
戦
後
五
十
年
以
上
停
滞
し
て
い
た
、
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
三
宅
説
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
お
り
、
近
世
の
学
者
の
水
準
に
お
い
て
「
春
満
と
い
う
人
物
は
大
し

た
人
じ
ゃ
な
く
て
、「
四
大
人
」
に
入
れ
る
の
は
適
当
で
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
考
え

方
が
ず
っ
と
あ
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
虚
心
坦
懐
に
考
え
て
み
よ
う
と
私
は
思
っ
て
い
た

わ
け
で
す
。
具
体
的
に
ど
う
な
の
か
、同
時
代
資
料
で
見
た
う
え
で
判
断
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

篤
胤
以
前
は
ど
う
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
考
え
た
の

で
す
。

ま
ず
は
、『
近
世
畸
人
伝
』
と
い
う
資
料
で
す
。
こ
の
「
畸
人
」
と
い
う
の
は
、
今
の
奇
人

変
人
の
「
奇
人
」
で
は
な
く
、
特
異
な
能
力
の
あ
る
人
、
と
い
う
意
味
で
す
。
奇
人
と
い
う
と

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
二
号
（
平
成
二
十
八
年
三
月
）
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マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、
こ
れ
は
プ
ラ
ス
の
意
味
で
す
。
そ
う
い
う
人
々
の
評
伝
を
集
め

た
『
近
世
畸
人
伝
』
と
い
う
本
が
寛
政
二
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
伴
蒿
蹊
と
い
う
、
近
江
国

出
身
で
、
主
に
京
都
で
活
躍
し
た
国
学
者
が
著
者
で
す
が
、
こ
の
『
近
世
畸
人
伝
』
の
中
で
、

春
満
を
取
り
上
げ
て
項
目
を
立
て
て
い
ま
す
。

契
沖
は
仏
者
な
る
う
へ
に
、
其
人
綿
密
に
過
て
泥
滞
せ
る
も
の
も
ま
ゝ
見
ゆ
る
を
、
此
翁

は
一
層
登
り
て
説
を
た
つ
。
お
よ
そ
元
禄
年
間
は
諸
道
復
古
の
運
に
あ
た
り
た
る
時
に
し

て
、
国
学
を
唱
ふ
る
は
契
師
と
此
翁
な
り
（
中
野
三
敏
校
注
『
近
世
畸
人
伝
』
中
央
公
論
新
社

平
成
十
七
年
）

と
、
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
の
「
此
翁
」
は
荷
田
春
満
の
事
で
す
。
こ
こ
で
、「
国
学
」
と
言
っ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
下
さ
い
。『
創
学
校
啓
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
寛
政
十
年
で
、
こ
の

本
よ
り
も
八
年
後
で
す
。
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
『
創
学
校
啓
』
の
資
料
は
、
刊
本
で
す
が
、
そ

れ
以
前
の
寛
政
の
は
じ
め
頃
に
は
、
既
に
「
国
学
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
っ
て
、
春
満
の
学
問

は
「
国
学
」
な
ん
だ
、
と
い
う
事
を
伴
蒿
蹊
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
春
満

と
契
沖
を
共
に
国
学
の
祖
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
寛
政
初
期
に
お
け
る
伴
蒿
蹊

の
認
識
で
す
。

因
み
に
、『
近
世
畸
人
伝
』
に
お
い
て
は
、
春
満
が
、「
国
学
の
学
校
を
京
師
に
開
ん
と
て
」

と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
春
満
が
京
都
に
国
学
の
学
校
を
建
て
よ
う
と
し
て
い
た

と
い
う
事
が
、
初
め
て
公
に
な
り
ま
し
た
。『
近
世
畸
人
伝
』
は
、
結
構
売
れ
て
い
ま
す
。
本

書
が
出
版
さ
れ
普
及
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
春
満
と
い
う
人
物
が
次
第
に
一
般
に
認
知
さ
れ

て
い
き
ま
し
た
。『
近
世
畸
人
伝
』
は
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
本
な
の
で
す
が
、
ど

う
や
ら
春
満
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
伏
見
の
稲
荷
社
に
荷
田
一
族
が
社
家
で
お
り
、
伴
蒿
蹊
は

そ
こ
か
ら
情
報
を
仕
入
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
後
で
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。

次
に
、賀
茂
真
淵
と
そ
の
周
辺
の
春
満
理
解
を
考
え
て
み
ま
す
。
春
満
の
直
弟
子
の
真
淵
が
、

春
満
を
ど
う
思
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
も
重
要
で
す
。

傍
証
資
料
と
し
て
、
龍
公
美
と
賀
茂
真
淵
の
問
答
を
記
し
た
『
龍
公
美
賀
茂
真
淵
問
ひ
答
へ
』

が
あ
り
ま
す
。
龍
公
美
は
近
江
彦
根
の
人
で
、
主
に
は
儒
者
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
和
歌
に

も
造
詣
の
深
い
人
物
で
す
。
賀
茂
真
淵
と
文
通
を
し
て
問
答
を
交
わ
し
て
い
る
の
が
、
宝
暦
十

年
の
事
で
す
。「
斎
先
生
は
た
れ
に
よ
り
て
学
び
給
ひ
し
に
や
独
得
の
見
識
に
て
侍
る
や
実
に

千
古
一
人
と
甚
感
服
し
侍
り
」
と
い
う
質
問
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
龍
公
美
は
斎
先
生
（
春
満
）

を
認
識
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
斎
と
い
う
人
物
は
ど
う
い
っ
た
人
な
の
か
、
な
か
な
か
学
識

の
あ
る
学
者
だ
、
と
春
満
の
門
人
た
る
真
淵
に
質
問
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
宝
暦
年
間
の
段
階

で
、
春
満
は
ま
っ
た
く
無
名
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
後
に
詳
し
く
説
明
し
ま
す
が
、
お
そ

ら
く
京
都
周
辺
の
荷
田
派
と
い
う
の
が
、
活
動
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
情
報
が
出
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

真
淵
本
人
の
認
識
で
あ
り
ま
す
が
、『
神
代
紀
葦
牙
』（
文
政
二
年
刊
）
と
い
う
、『
日
本
書
紀
』

神
代
巻
の
注
釈
書
が
あ
り
ま
す
。
著
者
の
栗
田
土
満
と
い
う
人
は
、
遠
江
国
の
神
職
で
、
賀
茂

真
淵
と
本
居
宣
長
の
二
人
に
学
ん
だ
人
で
す
。
そ
こ
で
は
、

土
満
故
翁
の
も
と
に
あ
り
し
時
、
故
翁
の
い
は
れ
け
る
ハ
、
お
の
れ
が
今
い
ふ
こ
と
ハ
、

皆
荷
田
ノ
大
人
の
い
は
れ
た
る
こ
と
く
也
。
さ
る
を
か
の
大
人
の
時
い
ま
だ
か
ゝ
る
こ
と

を
信
用
人
な
か
り
し
故
、
お
も
て
に
た
て
ゝ
ハ
い
は
れ
ず
、
お
の
れ
に
の
み
ひ
そ
か
に
つ

た
へ
ら
れ
し
と
ぞ
い
は
れ
し
。」（
栗
田
土
満

『
神
代
紀
葦
牙
』
上
巻
）

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
故
翁
」
は
真
淵
の
事
で
す
。
こ
れ
は
頭
注
の
所
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

本
文
で
は
、
宣
長
先
生
が
『
古
事
記
伝
』
を
著
し
て
、
日
本
の
真
の
道
を
明
ら
か
に
し
た
が
、

未
だ
そ
れ
を
信
用
す
る
人
は
少
な
い
、
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
補
足
し
た
箇
所
で
す
。

宣
長
の
前
に
、
古
典
に
基
づ
い
て
古
道
を
提
唱
し
た
人
物
は
真
淵
で
あ
っ
て
、
実
は
荷
田
春
満

の
教
え
だ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
事
を
真
淵
が
晩
年
述
懐
し
て
い
た
、
と
土
満
は
主
張
し
て
い
ま

す
。
真
淵
晩
年
の
述
懐
で
す
か
ら
、
だ
い
た
い
明
和
年
間
の
頃
に
あ
た
り
、
真
淵
は
「
五
意
考
」

を
著
す
等
、
日
本
の
古
道
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
盛
ん
に
執
筆
し
て
い
る
段
階
で
す
。
古
道
の

考
え
方
は
、
元
々
は
春
満
の
も
の
だ
と
真
淵
は
言
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
ま
す
。
こ
の
土
満
の

指
摘
は
、
非
常
に
重
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

荷
田
春
満
と
「
荷
田
派
」
の
国
学
者
（
松
本
）
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次
は
宣
長
の
認
識
に
つ
い
て
で
す
。
国
学
入
門
の
性
格
を
持
つ
、『
う
ひ
山
ぶ
み
』（
寛
政

十
一
年
刊
）
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、

契
沖
ほ
ふ
し
、
歌
書
に
限
り
て
は
あ
れ
ど
、
此
道
す
ぢ
を
開
き
そ
め
た
り
、
此
人
を
ぞ
、

此
ま
な
び
の
は
じ
め
の
祖
と
も
い
ひ
つ
べ
き
、
次
に
い
さ
ゝ
か
お
く
れ
て
羽
倉
大
人
、
荷

田
東
麻
呂
宿
祢
と
申
せ
し
は
、歌
書
の
み
な
ら
ず
、す
べ
て
の
古
書
に
わ
た
り
て
、此
こ
ゝ

ろ
ば
へ
を
立
給
へ
り
き
」（『
う
ひ
山
ぶ
み
』『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一
巻

筑
摩
書
房

昭
和

四
十
三
年
）

と
、
あ
り
ま
す
。
こ
の
通
り
、
宣
長
も
春
満
を
全
く
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
し
、

契
沖
の
次
は
真
淵
だ
と
は
一
切
言
っ
て
お
ら
ず
、
荷
田
春
満
も
尊
重
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
同

時
に
契
沖
も
排
除
し
て
い
な
い
と
い
う
事
に
も
注
意
し
て
下
さ
い
。
契
沖
、
春
満
が
居
て
、
真

淵
に
継
承
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
よ
う
な
認
識
を
宣
長
は
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
篤
胤
以
前
、
荷
田
春
満
は
古
学
の
祖
、
若
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な

形
で
、
契
沖
と
共
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
が
、
同
時
代
的
な
資
料
の
中
で
は
っ
き

り
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

篤
胤
以
降
の
幕
末
期
で
あ
り
ま
す
が
、
次
の
よ
う
な
資
料
が
あ
り
ま
す
。
本
居
内
遠
は
、
宣

長
の
孫
に
あ
た
り
、
本
居
宗
家
を
継
い
だ
人
物
で
す
。
そ
の
人
の
認
識
で
す
。

水
戸
の
二
世
の
黄
門
卿
、
万
葉
集
の
御
釈
種
々
の
古
書
の
校
正
、
別
し
て
大
日
本
史
礼
儀

類
典
な
ど
の
御
著
述
あ
り
て
、
其
事
に
あ
づ
か
れ
る
学
者
た
ち
又
、
歌
学
に
限
り
て
は
あ

れ
ど
、
浪
花
円
珠
庵
の
契
沖
阿
闍
梨
な
ど
、
其
端
を
な
し
た
れ
ど
も
、
其
後
も
山
崎
垂
加

流
の
神
道
の
学
行
は
れ
し
を
、
京
稲
荷
山
の
神
職
羽
倉
斎
宮
荷
田
東
麻
呂
、
専
儒
仏
意
を

離
れ
て
学
道
を
立
て
、
夫
よ
り
遠
江
国
賀
茂
社
司
の
一
族
な
る
岡
部
衛
士
賀
茂
真
淵
、
田

安
公
に
召
れ
て
江
戸
に
出
、
専
古
書
を
解
説
し
て
著
書
数
多
に
古
意
を
の
へ
弘
め
候
、
私

祖
父
本
居
中
衛
宣
長
も
自
憤
発
し
て
世
上
の
学
道
混
雑
の
流
弊
を
改
正
せ
む
と
、
古
書
の

意
に
よ
り
古
事
記
伝
の
著
述
を
志
し
候
」（「
古
学
本
教
大
意
」
嘉
永
七
年
成
立
、『
本
居
宣
長

全
集
』
第
十
二
巻

吉
川
弘
文
館

昭
和
二
年
増
訂
再
版

適
宜
読
点
を
付
し
た
）

と
、
あ
り
ま
す
。
契
沖
の
事
に
も
言
及
し
て
お
り
、
加
え
て
大
事
な
の
は
、「
水
戸
の
二
世
の

黄
門
卿
」
に
も
触
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
今
日
の
本
題
と
は
若
干
ず
れ
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

話
し
ま
せ
ん
が
、
国
学
の
形
成
に
は
吉
宗
の
み
な
ら
ず
、
水
戸
の
徳
川
光
圀
の
文
化
事
業
も
非

常
に
大
き
な
影
響
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
学
統
に
対
す
る
内
遠
の
認
識
は
、
契
沖
か

ら
春
満
、
そ
し
て
真
淵
、
宣
長
、
と
い
う
流
れ
を
尊
重
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
は
大
変
興
味
深

く
、
本
居
宗
家
の
三
代
目
と
し
て
の
内
遠
は
、
篤
胤
は
入
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
契
沖
を
除
く
と

か
春
満
を
入
れ
る
と
か
の
出
し
入
れ
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
契
沖
と
春
満
は
両
方
居
る
の
だ
と
し

て
い
る
の
で
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
三
哲
」
が
近
世
に
お
け
る
主
流
の
学
統
意
識
で
あ
っ
て
、
幕
末
維
新

期
に
「
四
大
人
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
通
説
は
極
め
て
疑
わ
し
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

【
写
真
２
】
は
、
荷
田
春
満
の
お
墓
で
す
。
二
メ
ー
ト
ル
は
あ
る
立
派
な
自
然
石
で
す
が
、

こ
の
石
碑
は
明
治
四
年
に
平
田
派
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
元
々
の
近
世
の
お
墓
は
小
さ

い
も
の
で
、
一
メ
ー
ト
ル
あ
る
か
な
い
か
の
質
素
な
お
墓
で
し
た
。
大
き
な
も
の
を
平
田
派
が

建
て
た
の
も
相
ま
っ
て
、「
四
大
人
」説
は
ど
う
も
平
田
派
が
捏
造
し
た
の
で
は
、と
い
う
イ
メ
ー

ジ
に
繋
が
っ
た
よ
う
で
す
。

も
う
一
つ
面
白
い
も
の
が
あ
っ
て
、【
写
真
３
】『
落
葉
の
錦
』
と
い
う
歌
文
集
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
内
遠
が
嘉
永
四
年
に
刊
行
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
、
和
学
・
国
学
の
先
人
の
歌
な
ど
を

集
め
た
も
の
で
、
本
居
宣
長
が
亡
く
な
っ
て
五
十
年
経
つ
事
を
記
念
し
て
纏
め
た
本
で
す
。
そ

の
中
の
挿
絵
で
、
六
人
が
並
ん
で
い
ま
す
。「
和
歌
六
歌
仙
」
に
準
え
て
、
国
学
六
歌
仙
と
で

も
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
荷
田
春
満
・
契
沖
・
下
河
辺
長
流
・
春
満
の
姪
で
あ
る
荷
田
民
子
・
真

淵
・
宣
長
が
い
ま
す
。
お
坊
さ
ん
が
居
て
、
女
性
が
い
る
、
と
い
う
六
歌
仙
を
模
し
た
も
の
で
、

ち
ょ
っ
と
面
白
い
も
の
で
す
。
こ
れ
に
も
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
鈴
屋
派
で
も
荷
田
春
満

を
特
別
排
除
し
て
、
契
沖
に
直
接
繋
が
る
の
だ
、
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
無
く
、
む
し
ろ
、

学
統
と
し
て
は
契
沖
、
春
満
、
真
淵
、
宣
長
と
い
う
流
れ
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。「
四

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
二
号
（
平
成
二
十
八
年
三
月
）
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大
人
」
説
を
巡
る
本
質
的
な
問
題
は
、
篤
胤
の
取
り
扱
い
で
あ
っ
て
、
春
満
で
は
な
い
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。
近
世
を
通
じ
て
、
春
満
は
学
統
の
根
本
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
様
に
理
解
し
た
方
が
良
い
の
で
は

な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、
近
世
、
同
時
代
的
に
も
荷
田
春
満
は
認
識
さ

れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
皆
さ
ん
に
理
解
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

【
写
真
２
】

【
写
真
３
】

三

『
創
学
校
啓
』
に
見
る
春
満
の
学
問

次
に
、『
創
学
校
啓
』
本
文
に
戻
り
、
そ
の
内
容
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
春
満
の
い
う
「
倭
学
」

に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。

幸
に
命
世
の
才
有
ら
ば
、
則
ち
尽
敬
王
の
道
地
に
委
ね
ず
、
若
し
啄
玉
の
器
出
で
ば
、
則

ち
柿
本
氏
の
教
再
び
邦
に
奮
は
ん
。
六
国
史
明
か
な
ら
ば
、
則
ち
豈
翅
官
家
化
民
の
小
補

荷
田
春
満
と
「
荷
田
派
」
の
国
学
者
（
松
本
）
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の
み
な
ら
ん
や
。
三
代
格
起
ら
ば
、
則
ち
抑
々
亦
国
祚
悠
久
の
大
益
な
ら
ん
哉
。
万
葉
集

は
国
風
の
純
粋
、
学
ば
ば
則
ち
面
牆
の
譏
な
か
ら
ん
。
古
今
集
は
歌
詠
の
精
選
、
知
ら
ず

ん
ば
則
ち
無
言
の
誠
有
ら
ん
。

ま
ず
、「
尽
敬
王
の
道
」
の
尽
敬
王
は
、
舎
人
親
王
の
事
で
あ
り
、
即
ち
舎
人
親
王
の
道
と
は
、

『
日
本
書
紀
』、
特
に
神
代
巻
を
指
し
ま
す
。
春
満
が
大
事
に
し
た
の
は
道
の
学
問
で
あ
り
、
現

在
の
日
本
書
紀
研
究
で
は
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
道
と
い
う
も
の
は
、
舎
人
親
王
が

『
日
本
書
紀
』
を
編
纂
す
る
こ
と
で
示
し
た
と
春
満
は
考
え
て
い
ま
し
た
。「
柿
本
氏
の
教
」、

こ
れ
は
柿
本
人
麻
呂
の
こ
と
で
、『
万
葉
集
』
を
指
し
ま
す
。
基
本
的
に
春
満
の
学
問
構
成
の

メ
イ
ン
に
な
る
の
が
、『
日
本
書
紀
』
と
『
万
葉
集
』
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
日
本
の
歴
史
、「
六
国
史
」
は
当
然
、『
日
本
書
紀
』
も
入
り
ま
す
が
、『
続
日
本
紀
』

以
降
の
五
国
史
も
含
め
た
国
史
を
対
象
に
し
ま
す
。「
三
代
格
」
は
、
つ
ま
り
日
本
の
法
、
法

制
で
す
。「
古
今
集
」
と
は
、
和
歌
の
事
で
す
。
つ
ま
り
、
神
道
、
和
歌
（
文
学
）、
歴
史
、
法

制
と
凡
そ
区
別
で
き
ま
す
。
非
常
に
幅
広
い
、
総
合
的
な
人
文
学
と
で
も
呼
べ
る
で
し
ょ
う
。

『
創
学
校
啓
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
研
究
の
方
法
論
と
し
て
、

国
学
の
紕
繆
多
き
、
後
世
猶
知
る
者
有
ら
ん
。
典
籍
猶
存
す
れ
ば
な
り
。
古
語
の
解
釈
少

き
、
振
古
通
ず
る
者
を
聞
か
ず
。
文
献
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
国
学
の
講
ぜ
ざ
る
、
実
に

六
百
年
な
り
。
言
語
の
釈
有
る
は
、
僅
か
に
三
、
四
人
の
み
。
そ
の
巨
擘
た
る
も
、
新
奇

を
こ
れ
競
ひ
、
極
め
て
超
乗
な
し
。
骨
髄
何
ぞ
望
ま
ん
。
古
語
通
ぜ
ず
ん
ば
、
則
ち
古
義

明
か
な
ら
ず
、
古
義
明
か
な
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
古
学
復
さ
ず
。

と
、
古
の
言
葉
、
古
語
か
ら
古
義
、
そ
れ
か
ら
古
学
と
い
う
様
な
学
問
の
階
梯
を
進
め
て
い
く

と
し
て
お
り
、
ま
さ
に
こ
れ
が
国
学
的
な
学
問
方
法
の
在
り
方
で
す
。
言
葉
を
吟
味
し
、
そ
の

上
で
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
い
く
。
今
で
は
当
た
り
前
の
文
献
実
証
的
な
手
法
で
す
が
、
そ
の
よ

う
な
方
法
論
を
提
唱
し
、
確
立
し
て
い
っ
た
の
が
国
学
で
す
。
こ
の
「
啓
文
」
に
書
か
れ
て
い

る
内
容
と
い
う
の
は
、
春
満
の
学
問
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
文
献
学
的
な
実
証
が
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
成
果
を
挙
げ
た
の
か
、
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
い
く
つ
か
の
例
を
御
紹
介
い
た
し
ま
す
。
特
徴
的
な
も
の
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
て
み
ま
し
た
。

『
先
代
旧
事
本
紀
』に
つ
い
て
、神
道
を
学
ん
で
い
る
方
は
、知
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
吉
田
神
道
に
お
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』『
古
事
記
』、
そ
し
て
『
先

代
旧
事
本
紀
』
の
三
つ
が
、「
三
部
の
本
書
」、
所
謂
神
道
古
典
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
た
の
で

す
。
そ
れ
を
主
張
し
た
の
が
、
吉
田
兼
倶
以
来
の
吉
田
家
で
す
。『
日
本
書
紀
』『
古
事
記
』
は

別
と
し
て
、
現
在
で
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』
は
偽
書
で
あ
る
、
と
い
う
事
は
皆
さ
ん
す
で
に
ご

存
じ
の
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
徳
川
光
圀
が
元
禄
年
間

に
指
摘
し
て
か
ら
で
す
。
但
し
、
そ
の
認
識
が
広
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
に
次
い
で

『
旧
事
紀
』を
偽
書
と
指
摘
し
た
荷
田
春
満
以
降
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
通
説
で
は
、

多
田
義
俊
や
伊
勢
貞
丈
と
い
う
、
有
職
・
神
道
家
が
十
八
世
紀
半
ば
に
『
旧
事
紀
』
偽
書
説
を

主
張
し
始
め
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
享
保
年
間
に
、
春
満
は
『
旧
事
紀
』

と
い
う
の
は
偽
書
で
あ
る
と
、
幕
府
書
物
奉
行
の
下
田
師
古
に
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
、

古
語
に
基
い
た
実
証
的
研
究
の
成
果
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
国
文
学
・
国
語
学
の
分
野
で
大
事
な
も
の
で
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
研
究
が

あ
り
ま
す
。
中
世
以
来
の
「
定
家
仮
名
遣
い
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
中
近
世
の
人
々
は
歴
史

的
仮
名
遣
い
で
書
い
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
い
う
の
は
、
古
の

記
紀
万
葉
時
代
の
人
々
が
使
い
、
そ
し
て
間
が
空
い
て
明
治
以
降
に
教
育
さ
れ
た
人
が
使
っ
て

い
る
、
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
、
そ
の
間
の
人
々
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
も
専
門
外
の
方
々
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
中
近
世
で
は
、
定
家
仮
名
遣
い
と

い
う
、
ち
ょ
っ
と
変
則
的
な
仮
名
遣
い
が
普
通
で
す
。
そ
れ
が
間
違
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
の

が
契
沖
で
あ
り
、
非
常
に
画
期
的
な
研
究
で
す
。
加
え
て
契
沖
は
、
鎌
倉
以
降
の
仮
名
遣
い
は

誤
っ
て
い
る
、
記
紀
万
葉
時
代
の
仮
名
遣
い
は
こ
れ
な
ん
だ
、
と
具
体
例
を
示
し
ま
し
た
。
但

し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
非
難
囂
囂
で
、
一
般
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
結
局
は
幕
末
期
ま
で
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
な
仮
名
遣
い
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
契
沖
の
示
し
た
歴
史
的
仮
名

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
二
号
（
平
成
二
十
八
年
三
月
）
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遣
い
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
る
の
は
、
明
治
維
新
以
降
で
す
。

こ
れ
を
い
ち
早
く
受
け
入
れ
た
の
は
、
春
満
だ
っ
た
の
で
す
。
享
保
の
初
め
ご
ろ
と
思
わ
れ

ま
す
が
、春
満
の
仮
名
遣
い
が
、突
然
と
し
て
定
家
仮
名
遣
い
か
ら
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
変
わ
っ

て
い
き
ま
す
。
こ
の
間
に
契
沖
の
仮
名
遣
い
の
書
で
あ
る
『
和
字
正
濫
鈔
』
を
読
ん
だ
の
は
間

違
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
宣
長
な
ど
の
場
合
で
も
、
明
和
頃
ま
で
、
理
解
し
て
は
い
な
が
ら
一

般
的
な
仮
名
遣
い
を
使
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
仮
名
遣
い
を
変
え
る
と
い
う
の
は

大
変
な
の
で
す
が
、
春
満
は
、
い
ち
早
く
契
沖
の
学
問
が
正
し
い
と
認
識
し
た
人
物
で
あ
り
、

も
う
少
し
評
価
さ
れ
て
も
良
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
先
述
の
三
宅
清
先
生
の
評
価
は
、
こ
れ

も
物
真
似
だ
と
断
定
し
て
、
低
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
私
は
逆
に
高
い
評
価
を
す
べ
き
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。
真
実
を
一
人
の
天
才
が
分
か
っ
て
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
に

対
す
る
理
解
者
が
居
て
、広
め
て
い
く
と
い
う
事
も
大
切
な
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、

荷
田
春
満
と
い
う
人
は
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
国
史
・
制
度
の
分
野
の
研
究
で
す
が
、
意
外
と
こ
れ
も
認
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
東

丸
神
社
に
残
さ
れ
た
史
料
を
見
る
と
、
一
通
り
六
国
史
の
注
釈
と
講
義
を
し
て
い
ま
す
。『
続

日
本
紀
』
以
降
の
「
五
国
史
」
研
究
に
も
、
非
常
に
力
を
入
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、『
新

編
荷
田
春
満
全
集
』
第
十
巻
に
初
め
て
載
せ
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
の
全
集
に
は
、
国
史
に
関

す
る
こ
と
は
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。
何
の
た
め
に
、
六
国
史
を
研
究
し
た
か
と
い
う
と
、
お
そ
ら

く
は
律
令
格
式
の
研
究
の
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
然
、
国
史
を
理
解
し
て
い
な
い
と
古
代

の
法
律
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、『
延
喜
式
』
で
書
い
て
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
六
国

史
か
ら
探
し
て
い
く
、
と
い
う
実
証
史
学
的
な
作
業
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
、
史
学
史
的
に
も

そ
の
業
績
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す

そ
れ
か
ら
、
神
道
に
関
わ
っ
て
は
「
祝
詞
」
の
研
究
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
先
学
に
皇
學

館
大
学
の
谷
省
吾
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
昭
和
三
十
八
年
に
神
宮
文
庫
の
史
料
を
用
い

ま
し
て
、
春
満
と
養
嗣
子
の
在
満
が
『
延
喜
式
』
の
祝
詞
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
こ
と
を
指
摘

さ
れ
て
お
り
ま
す
（
谷
省
吾
「
荷
田
春
満
・
在
満
の
祝
詞
研
究
と
賀
茂
真
淵
」『
皇
學
館
大
学
紀
要
』

第
一
輯

昭
和
三
十
八
年
三
月
）。
こ
れ
も
、
そ
れ
以
前
は
、『
延
喜
式
』
の
祝
詞
研
究
は
賀
茂
真

淵
か
ら
始
ま
る
、
と
い
う
の
が
通
説
で
し
た
。
谷
先
生
の
御
論
文
が
出
て
以
降
は
高
知
大
学
の

吉
野
忠
先
生
の
研
究
が
出
さ
れ
ま
し
て
（
吉
野
忠
「
荷
田
在
満
の
「
祝
詞
式
和
解
」
に
つ
い
て
」『
高

知
大
学
学
術
研
究
報
告
』
第
十
四
巻
（
人
文
科
学

第
十
二
号
）
昭
和
四
十
年
）、
そ
の
詳
細
が
や
っ

と
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
但
し
、
未
だ
に
そ
の
認
識
が
あ
ま
り
定
着
し
て
い
な
い
と
い
う
印

象
を
受
け
ま
す
。
私
も
大
学
の
講
義
で
『
延
喜
式
』
の
祝
詞
を
教
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
研
究

は
真
淵
か
ら
始
ま
る
、
と
書
か
れ
た
解
説
が
多
い
の
が
現
状
で
す
。
声
を
大
に
し
て
言
い
た
い

の
で
す
が
、
こ
れ
は
春
満
か
ら
始
ま
る
、
が
正
し
い
の
で
す
（
拙
稿
「
荷
田
派
の
延
喜
式
祝
詞
研

究
―
稲
荷
祠
官

大
西
親
盛
を
起
点
に
し
て
―
」『
朱
』
第
五
十
八
号

平
成
二
十
七
年
二
月
、
参
照
）。

最
初
の
箇
所
で
も
申
し
ま
し
た
が
、
吉
宗
の
政
策
に
よ
っ
て
和
古
書
が
収
集
さ
れ
ま
し
た
。

吉
宗
と
い
う
人
は
、
実
用
的
な
人
で
あ
り
、
思
弁
的
な
本
や
文
芸
に
あ
ま
り
興
味
は
な
く
、
実

用
的
な
も
の
を
好
み
ま
し
た
。
和
古
書
で
も
、
法
律
や
制
度
の
本
を
政
治
に
活
か
し
た
い
、
実

際
に
活
か
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、「
公
事
方
御
定
書
」
と
い
う
も
の
を
作
り
ま
し
て
、

現
在
で
い
う
刑
事
・
民
事
の
訴
訟
の
制
度
面
で
の
整
備
を
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
律
令
格
式

の
研
究
を
重
視
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
、
最
初
は
林
家
が
参
画
し
、
ど
う
も
駄
目
だ
と

い
う
事
で
春
満
に
代
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
春
満
の
学
問
は
、基
盤
は
し
っ
か
り
と
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
を
発
展
し
、
広
め
て
行
く
原
動
力
は
、
徳
川
吉
宗
の
諸
政
策
に
非
常
に
関
わ
り
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
の
で
す
。

『
古
事
記
』
研
究
も
、
殆
ど
言
及
が
な
か
っ
た
分
野
で
あ
り
、『
古
事
記
』
研
究
は
宣
長
だ
、

と
い
う
の
が
通
説
で
し
ょ
う
。
賀
茂
真
淵
が
、
松
坂
で
、「『
古
事
記
』
を
研
究
し
た
い
の
だ
が
、

年
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
宣
長
に
頼
む
」
と
言
っ
た
、
と
い
う
有
名
な
話
（「
松
坂
の
一
夜
」）

が
あ
り
ま
す
。
殆
ど
そ
れ
が
定
説
化
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、『
古
事
記
』
研
究
に
つ
い
て
も
、

春
満
が
先
鞭
を
つ
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
幕
府
か
ら
の
依
頼
が
発
端
で
あ
り
、
先
述
し
た
下
田

師
古
と
い
う
人
物
が
享
保
九
年
か
ら
十
年
の
間
に
、『
古
事
記
』
に
読
み
仮
名
と
注
を
付
け
て

く
れ
、と
依
頼
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
答
え
た
の
が
発
端
で
す
。
そ
の
過
程
で
、研
究
が
深
ま
っ

荷
田
春
満
と
「
荷
田
派
」
の
国
学
者
（
松
本
）
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て
い
き
、
門
人
に
『
古
事
記
』
を
教
え
、
門
人
の
筆
記
し
た
講
義
録
が
残
っ
て
い
ま
す
（『
古

事
記
劄
記
』、
官
幣
大
社
稲
荷
神
社
編
『
荷
田
全
集
』
第
六
巻

吉
川
弘
文
館

昭
和
六
年

所
収
）。『
古

事
記
』
研
究
は
、
先
ず
は
「
読
み
」
か
ら
で
す
。
内
容
云
々
よ
り
も
、
全
て
漢
字
で
表
記
さ
れ

た
本
文
を
ど
う
読
む
の
か
、
と
い
う
事
が
ス
タ
ー
ト
で
あ
り
、
又
ゴ
ー
ル
で
も
あ
り
ま
す
。
研

究
の
過
程
で
、
そ
の
読
み
方
を
本
に
書
き
込
み
ま
す
。
そ
の
書
き
込
ま
れ
た
本
が
、
い
ろ
い
ろ

な
所
に
現
存
し
て
い
ま
す
。
國
學
院
大
學
の
図
書
館
に
も
武
田
祐
吉
博
士
旧
蔵
本
が
一
本
残
っ

て
い
ま
す
し
、
東
丸
神
社
に
も
、
門
人
の
稲
荷
祠
官
の
大
西
親
盛
が
筆
写
し
た
一
本
が
残
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
豊
橋
の
宣
長
門
人
鈴
木
梁
満
の
本
も
奈
良
県
の
龍
門
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い

ま
す
。
ど
う
も
、
浜
松
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
も
っ
と
探
せ
ば
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
（
中
村
啓
信
『
荷
田
春
満
書
入
古
事
記
と
そ
の
研
究
』
高
科
書
店
、
平
成
四
年
、
参
照
）。
真
淵
も

春
満
の
訓
が
書
き
込
ま
れ
た
古
事
記
か
ら
研
究
を
は
じ
め
、
そ
れ
を
深
め
て
宣
長
に
う
け
継
い

で
行
く
。
す
な
わ
ち
、
国
学
に
お
け
る
『
古
事
記
』
研
究
の
ス
タ
ー
ト
は
、
荷
田
春
満
に
あ
る

と
い
う
事
で
す
（
拙
稿
「
前
期
国
学
の
古
事
記
研
究
―
荷
田
春
満
の
古
事
記
注
釈
書
と
書
入
れ
本
に

つ
い
て
―
」
國
學
院
大
學
二
一
世
紀
研
究
教
育
計
画
委
員
会
研
究
事
業
「『
古
事
記
』
の
学
際
的
・
国
際

的
研
究
」
成
果
報
告
論
集
『
古
事
記
学
』
第
一
号

平
成
二
十
七
年
三
月
参
照
）。
こ
れ
も
意
外
と
知

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

三
宅
清
先
生
は
春
満
の
学
問
は
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
な
く
大
し
た
事
が
な
い
と
仰
い
ま
し

た
が
、
実
際
の
春
満
の
学
問
活
動
を
見
ま
す
と
、
完
成
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
い
ち
早
く
着
手

し
た
分
野
は
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
が
、
後
の
門
人
た
ち
に
よ
っ
て
花
開
い
て
い
く
、
と
い

う
事
が
実
は
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
、「
幕
府
御
用
」
と
並
行
し
た
若
手
門
人
へ
の
教
授
・
育
成
の
開
始
に
つ
い
て
述
べ
た

い
と
思
い
ま
す
。
春
満
は
幕
府
の
諮
問
を
受
け
て
、
古
書
に
注
釈
を
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
と

同
時
並
行
的
に
、
享
保
十
年
前
後
以
降
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
春
満
は
特
に
神
職
子
弟
を
中
心
に
、

若
者
に
対
し
て
講
義
を
し
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
見
ま
す
と
、
大
体
幕
府
の
御
用
を
受

け
た
時
期
と
重
な
り
ま
す
。
春
満
は
「
学
文
所
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
特
別
な
「
学

文
所
」
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
無
く
、
現
存
す
る
春
満
旧
邸
で
教
え
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
場

所
は
、
京
都
伏
見
の
東
丸
神
社
に
隣
接
し
て
お
り
、
現
在
で
も
旧
邸
は
特
別
公
開
の
際
な
ど
に

見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

メ
ン
バ
ー
は
い
ろ
い
ろ
居
ま
し
て
、
一
人
は
、
江
戸
の
神
田
明
神
の
芝
崎
主
税
と
い
う
人
が

い
ま
す
。
近
世
で
は
芝
崎
家
が
神
主
職
を
世
襲
し
て
い
ま
し
た
。【
写
真
４
】
に
同
社
の
境
内

に
は
、
江
戸
の
国
学
発
祥
の
地
と
い
う
碑
が
建
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
芝
崎
主
税
の
父
、
好

高
が
、
江
戸
に
下
っ
た
春
満
の
最
初
の
門
人
に
な
っ
た
事
に
由
来
し
ま
す
。
神
田
明
神
を
中
心

に
国
学
を
教
え
て
い
た
た
め
、
同
社
が
国
学
発
祥
の
地
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
浜
松
の
諏

訪
社
の
杉
浦
朋
理
・
国
満
も
教
え
子
で
す
。
戦
後
、
諏
訪
神
社
は
合
併
い
た
し
ま
し
て
、
現
在

は
五
社
・
諏
訪
神
社
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
父
国
頭
が
門
人
で
あ
っ
た
事
に
由
来
し
て

い
ま
す
。
そ
の
他
に
、
浜
松
五
社
の
森
民
部
、
筑
前
国
直
方
多
賀
社
の
青
山
敏
文
な
ど
の
神
職

が
い
ま
す
。
若
し
く
は
、
彼
ら
の
寄
宿
し
た
屋
敷
を
「
学
文
所
」
と
称
し
て
い
た
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。
賀
茂
真
淵
は
、
享
保
十
八
年
に
上
京
し
ま
す
が
、
ど
う
や
ら
師
範
代
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
真
淵
は
三
十
代
後
半
で
し
た
。
何
を
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
例
え

ば
『
百
人
一
首
』
の
講
義
を
行
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
春
満
は
、
こ
の
よ
う
に
享
保
十
年
代
、

幕
府
の
御
用
と
若
手
神
職
養
成
を
同
時
並
行
に
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

『
創
学
校
啓
』
は
通
説
で
は
、
享
保
十
三
年
に
幕
府
に
上
申
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
の
時
期
は
、
い
ろ
い
ろ
な
調
査
や
若
手
の
育
成
を
行
っ
て
い
た
頃
に
あ
た
り

ま
す
。『
創
学
校
啓
』自
体
が
、偽
作
だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
三
宅
先
生
が
強
く
主
張
さ
れ
、

そ
れ
を
支
持
す
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
私
は
享
保
十
年
代
の
春
満
の
動
向
を
鑑
み
る

に
、
京
都
に
「
倭
学
」
の
学
校
を
作
ろ
う
と
い
う
春
満
の
意
思
は
確
か
に
あ
っ
た
、
と
関
連
資

料
を
見
て
そ
の
よ
う
に
推
定
し
て
い
ま
す
。
当
時
、
江
戸
と
大
坂
に
お
い
て
、
幕
府
の
援
助
を

受
け
た
民
間
の
学
校
が
開
設
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
動
向
を
春
満
は
門
人
を
通
じ
て
入

手
し
て
い
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
は
、
享
保
十
年
か
ら
十
二
年
の
間
に
、
春
満
は
学
校
を
幕
府

の
援
助
を
得
て
作
ろ
う
と
構
想
し
、
そ
れ
が
、
啓
文
の
内
容
に
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
、

皇
學
館
大
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研
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発
推
進
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私
は
確
信
し
て
お
り
ま
す
（
拙
稿
「『
創
学
校
啓
』
の
近
現
代
研
究
史
―
偽
造
説
を
め
ぐ
っ
て
―
」

『
神
社
新
報
』
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
、
八
日
、
十
五
・
二
十
二
日
号
に
掲
載
を
参
照
）。

【
写
真
４
】

四

荷
田
学
の
系
譜

春
満
の
学
問
は
、
養
子
の
在
満
が
後
を
継
ぎ
ま
す
。
系
譜
（
図
参
照
）
を
御
覧
に
な
ら
れ
た

ら
分
か
り
や
す
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
信
詮
、
信
友
、
信
名
が
東
羽
倉
家
の
神
職
を
継
い
だ
系

統
で
、
信
詮
の
次
男
で
あ
っ
た
春
満
は
継
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
因
み
に
春
満
の
本
名
は
信
盛
で

す
。
信
盛
の
下
に
在
満
と
あ
り
、
本
来
は
甥
に
あ
た
り
ま
す
。
実
子
に
は
夏
麿
と
い
う
子
が
居

ま
し
た
が
、
夭
折
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
在
満
と
い
う
人
物
は
、
先
ほ
ど
の
「
学
文
所
」
で
享

保
十
二
、
三
年
に
は
『
令
集
解
』
な
ど
を
若
手
に
講
義
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
春

満
は
後
継
と
し
て
育
て
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

【
東
羽
倉
家
系
譜
】（
平
成
二
十
二
年
度
〜
平
成
二
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
研

究
成
果
報
告
書
『
近
世
に
お
け
る
前
期
国
学
の
総
合
的
研
究
』
平
成
二
十
六
年
度
國

學
院
大
學
文
学
部

よ
り
）

在
満
は
享
保
十
三
年
に
江
戸
に
下
り
ま
す
。「
東
丸
子
分
に
て
学
問
筋
の
儀
に
付
、
関
東
へ

願
之
義
有
之
」（
荷
田
信
名
筆『
家
記
』東
丸
神
社
蔵
『
神
道
大
系
論
説
編
二
十
三

復
古
神
道（
一
）』）

と
あ
り
ま
す
。「
願
之
義
有
之
」
と
あ
る
の
で
、
ど
う
も
こ
れ
を
捉
ま
え
て
、
幕
府
へ
『
創
学

校
啓
』
を
上
申
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
説
が
あ
り
、
そ
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
主

た
る
目
的
は
在
満
が
幕
府
に
仕
官
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

結
局
、
江
戸
で
在
満
は
幕
府
で
は
な
く
、
田
安
家
の
「
和
学
御
用
」
と
い
う
役
職
に
就
き
ま

す
。
し
か
し
、
田
安
家
は
「
御
三
卿
」
の
一
つ
で
す
の
で
、
幕
府
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま

荷
田
春
満
と
「
荷
田
派
」
の
国
学
者
（
松
本
）
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し
た
。
そ
こ
で
、
具
体
的
に
は
律
令
を
中
心
と
し
た
日
本
の
法
制
度
史
の
研
究
を
行
っ
て
い
き

ま
す
。
こ
の
在
満
の
研
究
は
、「「
六
国
史
」
を
利
用
し
て
、
律
令
の
制
定
過
程
を
考
究
し
て
い

こ
う
と
す
る
彼
の
態
度
は
、
令
条
の
注
解
の
み
を
以
て
、
足
れ
り
と
し
て
い
た
従
前
の
律
令
学

の
安
易
な
学
風
を
打
破
す
る
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
」
と
、
法
制
史

研
究
の
祖
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
（
利
光
三
津
夫
『
律
令
制
の
研
究
』
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研

究
会
、
昭
和
五
十
六
年
、
二
〇
〇
頁
）。

在
満
の
仕
事
と
し
て
、
非
常
に
有
名
な
の
が
「
大
嘗
会
（
大
嘗
祭
）」
の
研
究
で
す
。
貞
享

四
年
、
東
山
天
皇
の
時
に
二
百
数
十
年
ぶ
り
の
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
次
代
に
は
実
施
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
代
お
い
て
、
元
文
の
桜
町
天
皇
の
時
に
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
、
そ
れ
以
来
、

現
在
ま
で
継
続
し
て
い
ま
す
。
大
嘗
祭
を
幕
府
が
調
査
を
し
た
時
、
派
遣
さ
れ
た
の
が
在
満
で

し
た
。
大
嘗
祭
自
体
は
、
実
父
の
死
去
に
よ
り
喪
に
服
し
て
い
た
た
め
参
観
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
大
嘗
祭
の
様
子
を
調
査
し
て
作
ら
れ
た
の
が
、『
大
嘗
会
儀
式
具
釈
』
で
す
。
こ
れ
を

幕
府
に
上
申
し
、『
大
嘗
会
便
蒙
』
と
い
う
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
を
刊
行
し
ま
し
た
。
中
身
は
、

大
嘗
宮
に
つ
い
て
や
装
束
な
ど
が
記
さ
れ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
朝
廷
は
非
常
に
怒
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
朝
廷
の
重
要
な
儀
式
を
無
断
で
公
表
す
る
こ
と
は
け
し
か
ら
ん
、
と
な
っ
た
わ
け
で

す
。
こ
れ
で
在
満
は
御
咎
め
を
受
け
、
閉
門
蟄
居
と
い
う
事
に
な
り
、『
大
嘗
会
便
蒙
』
自
体

も
出
版
差
し
止
め
、
と
い
う
事
態
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
本
は
写
本
と
し
て
結
構
出

回
っ
て
お
り
、
近
世
後
期
に
大
嘗
祭
に
つ
い
て
研
究
す
る
時
は
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

も
恐
ら
く
は
、
徳
川
吉
宗
の
政
策
の
中
で
、
大
嘗
祭
再
興
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
、
国
家
的

な
儀
礼
の
再
構
築
、
例
え
ば
、
途
絶
え
て
い
た
日
光
東
照
宮
へ
の
将
軍
社
参
の
復
活
な
ど
、
近

世
は
儀
式
儀
礼
そ
の
も
の
が
政
治
的
な
性
質
を
帯
び
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
整
備
す

る
事
を
構
想
、
実
施
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
流
れ
の
中
で
在
満
も
登
用
さ
れ
、
仕
事
が
与
え
ら

れ
た
の
だ
と
窺
わ
れ
ま
す
。
大
嘗
祭
再
興
は
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
の
思
い
付
き
で
は
無
く
、

か
な
り
吉
宗
自
身
も
周
到
に
考
慮
し
た
政
策
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

学
問
の
動
き
や
流
れ
と
い
う
も
の
は
、歴
史
の
中
に
差
し
戻
し
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

次
に
、【
写
真
５
】
は
浅
草
の
金
竜

寺
に
あ
る
お
墓
で
す
。
三
基
並
ん
で
い

ま
す
が
、
真
ん
中
が
在
満
、
右
が
在
満

の
子
の
御
風
、
左
が
民
子
（
蒼
生
子
）

の
お
墓
で
す
。
民
子
は
荷
田
春
満
の
姪

で
、
在
満
の
妹
に
あ
た
り
ま
す
。
国
学

史
を
概
説
的
に
説
明
す
る
と
、
春
満
の

学
問
は
在
満
で
終
わ
り
な
の
で
す
が
、

実
は
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
通
説
的
に
は
、
在
満
が
『
大
嘗
会

便
蒙
』
で
御
咎
め
を
受
け
、
賀
茂
真
淵

の
時
代
が
来
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
春
満
の
流
れ
は
そ
の
ま
ま
真
淵

に
行
く
、
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

実
際
は
そ
う
で
は
無
い
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

「
角
田
川
扇
合
」
と
い
う
、
文
人
た

ち
の
雅
会
が
あ
り
ま
す
。
隅
（
角
）
田

川
の
ほ
と
り
の
寺
で
和
歌
を
詠
み
合
い
、
そ
の
良
し
悪
し
や
、
作
っ
た
扇
も
比
べ
合
う
と
い
う

風
雅
な
遊
び
で
す
。
こ
の
様
子
が
出
版
さ
れ
、
江
戸
の
文
人
た
ち
に
持
て
囃
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
雅
会
に
参
加
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー
が
、「
江
戸
荷
田
派
」
と
で
も
い
う
べ
き
人
々
な
の
で
す
。

こ
れ
は
、安
永
八
年
に
行
わ
れ
ま
し
た
か
ら
、既
に
約
十
年
く
ら
い
前
に
賀
茂
真
淵
は
亡
く
な
っ

て
い
ま
す
。
雅
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
民
子
や
在
満
、御
風
の
関
係
者
た
ち
が
相
当
数
い
る
事
を
、

既
に
丸
山
季
夫
先
生
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
丸
山
季
夫
「
三
島
自
寛
と
角
田
川
扇
合
」『
国
語
と

国
文
学
』
四
五

－

七
、
昭
和
四
十
三
年
十
月
)。
メ
ン
バ
ー
は
大
名
、
旗
本
や
国
学
者
な
ど
の
人
々
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で
、
最
近
で
は
、
盛
田
帝
子
先
生
が
研
究
さ
れ
（
盛
田
帝
子
『
近
世
雅
文
壇
の
研
究
』
汲
古
書
院
、

平
成
二
十
五
年
）、
こ
の
よ
う
に
同
時
代
史
料
を
丹
念
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
真
淵
没
後
も
、
荷

田
派
と
い
う
の
は
非
常
に
勢
力
が
あ
っ
た
と
い
う
事
が
、
だ
ん
だ
ん
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
よ

う
で
あ
り
ま
す
。

一
方
、
京
阪
の
荷
田
派
に
つ
い
て
で
す
が
、
系
譜
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
東
羽
倉
本
家
を

継
い
だ
信
郷
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
が
、
か
な
り
の
文
人
で
あ
っ
た
と
い
う
事
も
分
か
っ
て
き

て
い
ま
す
。
寛
政
十
年
に
『
創
学
校
啓
』
が
収
録
さ
れ
た
春
満
の
歌
集
で
あ
る
、『
春
葉
集
』

が
刊
行
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
あ
た
っ
て
の
信
郷
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

先
述
の
伴
蒿
蹊
『
近
世
畸
人
伝
』
の
中
で
「
国
学
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
を
指

摘
し
ま
し
た
が
、
信
郷
は
『
国
事
八
論
』
と
い
う
著
述
で
、「
国
学
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て

お
り
、
春
満
の
情
報
が
、
京
阪
の
文
人
サ
ー
ク
ル
の
中
へ
信
郷
か
ら
流
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
情
報
を
も
と
に
、
伴
蒿
蹊
が
『
近
世
畸
人
伝
』
を
書
い
た
り
、
先

述
し
た
龍
公
美
な
ど
は
、
荷
田
春
満
の
『
伊
勢
物
語
』
を
読
ん
で
い
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
資

料
を
信
郷
が
貸
し
出
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
他
に
も
、
梅
宮
の
神
主
で
国
学
者
の
橋
本
経
亮
な

ど
、
京
都
周
辺
の
文
人
と
信
郷
は
、
か
な
り
の
付
き
合
い
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
の
中
で
、
荷
田

春
満
と
い
う
人
が
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
の
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
近
年
、
慶
應
大
学
斯
道
文
庫
の
一
戸
渉
先
生
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
一
戸
渉
『
上
田
秋

成
の
時
代
』
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
二
十
四
年
参
照
）。

お
わ
り
に

簡
単
に
総
括
し
ま
す
が
、
ま
と
め
と
し
て
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
の
一
つ
が
、『
創

学
校
啓
』
の
内
容
を
再
度
吟
味
し
て
み
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
事
で
す
。
意
外
と
読
み
飛
ば

し
て
し
ま
う
事
が
多
く
て
、
一
種
の
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
と
思
わ
れ
が
ち
な
個
所
も
、
実
は
精
読
す

る
と
、
そ
の
当
時
の
吉
宗
政
権
が
何
を
考
え
何
を
実
行
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
に
学
者
が
ど
の

よ
う
に
参
画
し
て
い
っ
た
の
か
が
窺
い
知
れ
ま
す
。
皇
學
館
大
学
の
学
長
を
務
め
ら
れ
た
大
庭

脩
先
生
が
、
吉
宗
の
漢
籍
輸
入
に
つ
い
て
は
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
が
（
大
庭
脩
『
徳
川
吉
宗
と
康

熙
帝
』
大
修
館
書
店

平
成
十
一
年
参
照
）、
ま
さ
に
そ
れ
ま
で
含
め
た
中
で
「
国
学
」
が
発
生
し

て
く
る
と
い
う
意
味
を
、近
世
中
期
と
い
う
時
代
に
何
故
出
て
き
た
の
か
も
含
め
て
も
う
一
回
、

虚
心
坦
懐
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
複
線
的
に
学
統
と
い

う
も
の
を
理
解
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、「
国
学
」
と
い
う
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
学
問
が
理
解

で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
国
学
の
性
格
に
つ
い
て
、
一
方
で
は
風
雅
な
も
の
、
他
方
で
は
政
治
的
な
も
の
も
あ

る
。
そ
う
い
っ
た
多
様
な
日
本
に
対
す
る
学
び
が
あ
っ
た
と
い
う
事
を
我
々
は
理
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。「
三
哲
」「
四
大
人
」
の
箇
所
で
も
言
及
し
ま
し
た
が
、
直
線
的
な

一
つ
の
系
統
の
学
問
で
は
な
く
、
複
線
的
に
様
々
な
枝
分
か
れ
を
し
て
い
て
、
横
で
も
絡
ま
る
、

非
常
に
複
雑
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
「
荷
田
派
」
を
例
に
と
っ
て
も
、
荷
田
春
満
の
次

は
在
満
で
終
わ
っ
た
、
と
い
う
事
で
は
な
く
、
実
は
ず
っ
と
続
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

宣
長
や
篤
胤
な
ど
の
全
て
の
系
統
に
も
言
え
る
事
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
国
学
」
と
い
う

学
問
自
体
が
、
総
合
人
文
学
で
あ
る
と
同
時
に
、
学
統
も
複
線
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
で
す
。
少
な
く
と
も
十
八
世
紀
初
頭
か
ら
天
明
頃
ま
で
、
私
も
学
統

の
再
構
成
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
の
学
説
史
や
通
説
的
な
説
明
だ
け
で
は
物
足

り
な
い
。
も
っ
と
も
っ
と
「
国
学
」
と
は
面
白
く
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う

事
を
皆
様
方
に
提
供
出
来
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
短
い
時
間
の
中
で
、
尽
く
せ
な
い
事
も
多
々
あ
り
ま
し
た
が
、
国
学
に
つ
い
て
、

皆
様
が
少
し
で
も
興
味
を
も
っ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
一
時
間
半
、
御
清
聴
誠
に
有
難
う

御
座
い
ま
し
た
。

（
ま
つ
も
と

ひ
さ
し
・
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
准
教
授
）

荷
田
春
満
と
「
荷
田
派
」
の
国
学
者
（
松
本
）
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