
一
、
は
じ
め
に

近
世
朱
子
学
の
開
祖
と
さ
れ
る
林
羅
山
の
著
作
は
、
そ
の
七
十
五
年
の
生
涯

を
通
じ
て
百
十
余
種
に
も
及
ぶ
と
い
う
広
範
囲
な
も
の
だ
っ
た
が
、
中
で
も
慶

長
十
一
年
（
一
六
○
六
）
羅
山
二
十
四
才
の
青
年
期
に
著
さ
れ
た
『
排
邪
蘇
』
、

お
よ
び
晩
年
の
正
保
年
間
（
一
六
四
四
’
七
）
に
著
さ
れ
た
『
神
道
伝
授
』

は
、
彼
の
思
想
を
知
る
う
え
で
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
著
作
で
あ
る
。
儒

者
で
あ
っ
た
羅
山
が
こ
れ
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
や
神
道
に
関
連
す
る
書
物
を
書
き

残
し
た
こ
と
は
、
羅
山
の
関
心
の
広
さ
や
博
識
ぶ
り
を
示
す
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
近
世
初
頭
の
日
本
に
お
け
る
思
想
状
況
の
錯
綜
性
を
象
徴
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
羅
山
に
お
い
て
、
儒
教
（
朱
子
学
）
は
、
キ
リ
ス

ト
教
や
神
道
と
同
一
の
関
心
領
域
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
思
想
的
錯
綜
性
は
、
羅
山
の
承
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

当
時
の
社
会
に
最
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
事
件
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の

急
速
な
浸
透
と
そ
の
大
規
模
な
弾
圧
で
あ
っ
た
。
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）

に
秀
吉
は
「
伴
天
連
追
放
令
」
を
出
す
が
、
当
時
の
キ
リ
シ
タ
ン
人
口
は
推
定

（
１
Ａ
）

で
三
十
数
万
に
も
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
は
そ

近
世
初
頭
に
お
け
る
「
神
」
観
念
形
成
の
特
質

の
後
家
康
や
家
光
に
引
き
継
が
れ
る
中
で
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
殉
教
者
を
出

す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
弾
圧
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
「
排
邪
害
」
と
呼

ば
れ
る
一
連
の
反
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
が
出
現
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
と
時
を
同
じ

く
し
て
、
世
の
中
に
は
い
わ
ゆ
る
儒
教
や
神
道
の
興
隆
が
お
こ
り
、
さ
ら
に
巷

間
の
教
訓
書
の
発
行
が
続
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
種
々
の
テ
キ
ス
ト
は
、
た
と

え
異
な
る
動
機
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
と
も
に
十
七
世
紀
前

半
の
同
時
代
に
生
ゑ
出
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
ば
か
り
か
、
内
容
に
お
い
て

も
、
儒
教
的
・
神
道
的
・
仏
教
的
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
が
混
在
す
る

と
い
う
著
し
い
類
似
性
を
示
し
て
い
る
。

当
時
の
テ
キ
ス
ト
全
般
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
思
想
的
錯
綜
性
あ
る
い
は

混
乱
は
、
い
っ
た
い
何
に
起
因
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
石
田

一
良
氏
は
、
近
世
幕
藩
体
制
擁
護
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
形
成
す
る
た
め
に
必
然

的
に
生
じ
た
現
象
と
し
て
、
つ
ま
り
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
連
合
」
の
構
成
と
い
う

視
点
か
ら
捉
え
て
い
る
。

こ
う
し
て
朱
子
学
、
天
道
思
想
、
神
君
思
想
の
三
つ
ｌ
実
は
仏
教
を
含

め
て
四
つ
の
思
想
ｌ
が
互
い
に
連
結
し
て
幕
藩
体
制
支
持
の
「
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
連
合
」
を
構
成
し
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
日
本
の
よ
う
な
、
さ

井
上
厚
史

九
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ま
ざ
ま
の
思
想
が
重
層
し
混
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
た
だ
一
つ
の
思

想
に
時
代
や
体
制
や
階
級
・
身
分
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
求
め
る
こ
と
は
、

こ
と
に
適
切
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
日
本
人
は
つ
ね
に
複
数
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
「
連
合
」
な
い
し
は
「
結
合
体
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
、
体

制
な
い
し
は
階
級
・
身
分
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ

（
の
色
）

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
石
田
氏
の
分
析
、
お
よ
び
そ
れ
に
先
立
つ
丸
山
真
男
氏
の
『
日

本
政
治
思
想
史
研
究
』
の
登
場
に
よ
り
、
近
世
初
頭
の
思
想
の
分
析
は
徳
川
幕

府
の
公
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
抽
出
・
発
見
に
固
定
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
連
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

性
急
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
造
や
機
能
の
分
析
に
入
る
ま
え
に
、
な
ぜ
そ
も
そ

も
こ
の
時
代
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
成
が
行
わ
れ
た
か
を
問
う
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
、
Ｈ
・
オ
ー
ム
ス
氏
は
、
こ
の
時
期

に
庶
民
と
武
士
と
の
あ
い
だ
に
土
地
の
支
配
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争
が
生
じ
、
正

当
性
の
争
い
が
起
き
た
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
「
日
本
史
上
ま
っ
た
く
新
し
い

状
況
の
た
め
に
、
社
会
に
関
す
る
新
た
な
総
括
的
言
説
の
生
産
が
必
要
と
な
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
、
そ
う
し
た
状
況
ゆ
え
に
、
日
本
史
上
初
め
て
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
生
産
が
権
力
追
及
戦
略
の
重
要
な
一
部
と
な
っ
た
」
と
捉
え
て
い

（
９
Ｊ
）

る
。
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
「
連
合
」
に
つ
い
て
は
、
本
来
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は

「
全
体
的
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
部
分
的
・
断
片
的
」
に
生
ず
る
も
の
で
あ

（
４
密
）

っ
て
、
「
決
し
て
す
べ
て
一
時
に
形
を
成
す
の
で
は
な
」
い
の
で
あ
る
か
ら
、

問
題
は
、
「
包
括
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
つ
ま
り
社
会
全
体
の
結
合
に
関
わ
り
、

（
贋
Ｊ
）

社
会
の
全
成
員
に
有
効
な
の
だ
と
主
張
す
る
手
の
こ
ん
だ
言
説
」
の
出
現
と
し

て
扱
う
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
オ
ー
ム
ス
氏
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
近
世
初
頭
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
思
想
的
錯
綜
性
は
、
「
包
括
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
」
形
成
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
。し

か
し
、
権
力
の
神
聖
化
に
深
い
関
わ
り
を
持
つ
「
神
」
を
め
ぐ
る
言
説
の

中
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
心
〈
神
明
ノ
舎
」
あ
る
い
は
「
心
だ
に
誠
の
道
に

か
な
ひ
な
ぱ
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
」
な
ど
の
言
辞
に
、
社
会
全
体

の
結
合
に
関
わ
る
よ
う
な
包
括
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
読
象
込
む
こ
と
が
は
た
し

て
可
能
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
善
ヲ
ス
レ
バ
我
ガ
心
ノ
神
二
随
フ
故
二
天
道
二
叶

こ
れ

う
。
悪
ヲ
ス
レ
バ
我
心
神
二
背
ク
故
一
一
罪
ヲ
ウ
ク
。
諸
神
ト
人
ノ
本
ヨ
リ
同
理

な
る
（
６
）

成
故
也
。
一
心
ノ
情
〈
神
ノ
マ
シ
（
ご
ス
故
也
。
」
と
い
う
因
果
応
報
観
の

中
に
、
支
配
者
の
正
当
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な

点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
近
世
初
頭
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
包
括
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
は
無
関
係
な
言
説
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
観
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
自
体
を
一
度
離
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
つ
の
試
承
と
し
て
、
排
邪
書
・
神
道
書
な
ど
の
近

世
初
頭
の
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
「
神
」
観
念
の
形
成
に
焦
点
を
当
て
、
当
時

の
「
神
」
に
関
す
る
言
説
に
見
ら
れ
る
思
想
的
錯
綜
性
の
持
つ
意
味
を
、
当
時

マ
ン
タ
リ
テ

の
人
女
の
「
心
性
」
の
観
点
か
ら
分
析
を
加
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

二
、
発
端
と
し
て
の
キ
リ
シ
タ
ン
問
題

海
老
沢
有
道
氏
に
よ
れ
ば
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
最
古
の
反
キ
リ
シ
タ
ン
文

書
、
つ
ま
り
「
排
邪
書
」
は
、
慶
長
年
間
中
期
（
一
六
○
五
前
後
）
に
著
さ
れ

た
『
伴
天
連
記
』
で
あ
り
、
そ
の
後
二
万
数
千
人
が
殺
害
さ
れ
た
島
原
の
乱

（
一
六
三
七
’
八
）
を
経
て
、
ほ
ぼ
寛
文
年
間
ま
で
幕
府
の
禁
教
政
策
に
応
じ
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（
７
）

る
よ
う
に
刊
行
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
も
っ
と
も
初
期
の
著
作
に
属
す
る
林
羅

山
の
『
排
邪
蘇
』
に
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
人
修
士
不
干
斎
ハ
ビ
ア
ン
と
の
対

話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
議
論
は
平
行
線
を
た
ど
っ
た
ま
ま
か
承
合

わ
ず
、
し
だ
い
に
不
信
感
を
増
し
た
羅
山
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
放
っ
て
キ
リ

シ
タ
ン
問
題
を
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
．

聖
人
を
侮
る
の
罪
、
こ
れ
を
も
忍
ぶ
べ
く
ん
ぱ
、
執
れ
を
か
忍
ぶ
べ
か
ら

ざ
ら
ん
。
も
し
ま
た
こ
れ
を
以
て
下
愚
庸
庸
の
者
を
惑
は
す
と
き
ん
ぱ
、

（
８
）

罪
ま
た
い
よ
い
よ
大
な
り
。
し
か
じ
、
そ
の
書
を
火
か
ん
に
は
。

キ
リ
シ
タ
ン
は
聖
人
を
侮
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
罪
を
放
置
し
て
お
く

わ
け
に
は
い
か
ず
、
彼
ら
の
文
書
を
焼
却
し
ろ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
羅
山
の
憤
怒
の
情
に
堪
え
な
い
と
い
っ
た
高
圧
的
な
発
言
を
見
る
と
き
、
当

時
の
知
識
人
に
と
っ
て
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
と
は
、
単
な
る
論
争
の
対
象
で
は
な

く
、
あ
る
心
理
的
不
快
感
を
も
よ
お
す
事
件
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
が
感
じ
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
羅
山
の
発
言
は
、
決
し
て
羅
山
一
人
の
一
過
性
の

反
応
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
し
だ
い
に
緊
迫
さ
を
増
し
、
当
時
の
人
々
の
あ
い

だ
に
感
情
的
な
激
し
い
反
応
を
ま
き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。

か
の
伴
天
連
の
徒
党
、
み
な
件
の
政
令
に
反
し
、
神
道
を
嫌
疑
し
、
正
法

そ
こ

を
誹
誇
し
、
義
を
残
な
ひ
、
善
を
損
な
ふ
。
刑
人
あ
る
を
見
れ
ば
、
す
な

は
ち
欣
び
、
す
な
は
ち
奔
り
、
自
ら
拝
し
自
ら
礼
す
．
こ
れ
を
以
て
宗
の

本
懐
と
な
す
。
邪
法
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
や
。
実
に
神
敵
仏
敵
な
り
。
急

（
ｎ
ザ
）

ぎ
禁
ぜ
ず
ん
ぱ
後
世
必
ず
国
家
の
患
ひ
あ
ら
ん
。

イ
ブ
セ
イ
哉
。
マ
ル
チ
ル
ト
テ
法
ノ
為
一
三
身
命
ヲ
塵
芥
ヨ
リ
モ
軽
ク
サ

ス
ル
事
。
．
：
・
提
宇
子
ノ
命
ヲ
タ
、
ル
、
ヲ
モ
恐
レ
ズ
、
宗
旨
ヲ
替
ヘ
ザ

ル
ハ
、
誠
二
甚
ダ
怖
ル
・
ヘ
キ
者
也
・
・
：
・
加
レ
是
邪
法
ヲ
弘
ム
ル
ハ
、
偏
二

九
八

（
、
）

天
魔
ノ
所
行
也
。

伴
天
連
の
徒
は
、
死
刑
を
恐
れ
な
い
ば
か
り
か
よ
ろ
こ
ん
で
死
に
お
も
む

き
、
殉
教
者
に
対
し
て
欣
喜
の
声
を
あ
げ
、
礼
拝
ま
で
さ
さ
げ
る
こ
と
を
や
め

な
い
。
そ
ん
な
者
ど
も
を
放
置
し
て
お
け
ば
「
必
ず
国
家
の
患
ひ
」
を
も
た
ら

す
こ
と
に
な
る
。
「
実
に
神
敵
仏
敵
な
り
」
「
誠
二
甚
ダ
怖
ル
“
ヘ
キ
者
也
」

「
天
魔
ノ
所
行
也
」
と
い
う
表
現
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
当
時
の
人
々
の
心
に

ど
れ
ほ
ど
異
様
に
う
つ
り
、
恐
怖
感
を
ま
き
お
こ
し
た
か
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る
過
剰
な
嫌
悪
感

は
、
訳
の
わ
か
ら
な
い
「
他
者
」
に
直
面
し
た
と
き
に
生
じ
る
一
種
の
戦
懐
に

属
す
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
伴
天
連
た
ち
は
い
っ
た
い
何
を
考
え
て
、
あ

れ
ほ
ど
死
を
軽
視
し
、
よ
ろ
こ
ん
で
受
け
容
れ
る
の
か
、
そ
れ
が
「
排
邪
書
」

の
著
者
た
ち
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
ら
の
認
識
の
レ
ベ
ル
を
越

え
た
「
他
者
」
が
眼
前
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
認
識
の
枠
の
外
に
あ

り
、
不
可
解
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
動
揺
は
深
ま
っ
て
ゆ
く
。

し
か
し
、
単
に
恐
怖
感
を
つ
の
ら
せ
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
。
訳
の
わ
か

ら
な
い
他
者
で
あ
る
キ
リ
シ
タ
ン
を
封
じ
込
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

持
ち
出
さ
れ
て
き
た
の
が
、
「
日
本
は
神
国
」
と
い
う
言
説
で
あ
っ
た
。

そ
れ
日
本
は
も
と
こ
れ
神
国
な
り
。
陰
陽
不
測
、
名
づ
け
て
こ
れ
を
神
と

（
皿
）

謂
ふ
。
聖
の
聖
た
る
、
霊
の
霊
た
る
、
誰
か
尊
崇
せ
ざ
ら
ん
。

夫
日
本
は
神
国
也
。
神
国
に
生
を
得
て
、
神
明
を
崇
め
奉
ら
ざ
ら
ん
は
、

（
腿
）

非
儀
の
至
り
な
り
。

日
本
が
神
国
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
異
国
の
神
で
あ
る
「
デ
ウ
ス
」

を
日
本
と
い
う
空
間
か
ら
切
り
離
し
、
認
識
の
対
象
か
ら
除
外
し
よ
う
と
す
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
．
日
本
は
日
本
の
根
生
い
の
神
々
の
す
む
国
な
の
で
あ



っ
て
、
日
本
の
「
神
明
」
だ
け
を
崇
め
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
こ
の
議
論
が
決
し
て
日
本
が
神
国
で
あ
る
こ
と

を
少
し
も
証
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
解
釈
の
戦
術
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
日
本
が
神
国
で
あ
る
こ
と
は
所
与
の
こ
と
と
し
て
ひ
た
す
ら
神

明
へ
の
崇
敬
が
奨
励
さ
れ
る
が
、
「
日
本
は
神
国
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

も
の
は
、
「
日
本
は
神
国
」
で
あ
る
と
い
う
言
説
自
体
を
繰
り
返
す
こ
と
、
す

な
わ
ち
そ
の
「
語
り
」
自
体
の
中
に
潜
む
力
で
あ
り
、
ま
た
「
神
話
」
す
な
わ

ち
「
歴
史
」
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
歴
史
的
正
当
性
」
に
よ
っ

（
咽
）

て
、
こ
の
言
説
の
有
意
性
は
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
語
り
」
を
利
用

し
、
「
歴
史
」
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
こ
の
議
論
は
意
味
を

持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
日
本
は
神
国
」
で
あ
る
と
訴
え
る
こ
と
で
、
キ
リ
シ

タ
ン
が
も
た
ら
し
た
恐
怖
は
い
や
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
、

認
識
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
だ
け
で
は
解
消
し
な
か
っ
た
。
次
の
よ
う
な
キ
リ

シ
タ
ン
に
付
随
し
た
因
果
応
報
観
の
執
勘
な
主
張
が
、
そ
の
こ
と
を
何
よ
り
も

雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

近
年
来
る
ば
て
れ
ん
共
、
更
に
天
道
の
恐
れ
も
な
く
、
私
に
天
地
の
作
者

を
作
立
、
神
社
仏
閣
を
滅
却
し
、
こ
の
国
を
南
蛮
へ
取
る
べ
き
謀
を
以

て
、
様
々
虚
言
し
て
、
人
を
た
ぶ
ら
か
す
。
．
・
・
・
そ
の
科
甚
重
ふ
し
て
、

へ
皿
）

天
罰
・
仏
罰
・
神
罰
・
人
罰
、
一
人
と
し
て
免
れ
ず
。

日
本
〈
神
国
、
東
漸
ノ
理
二
依
テ
ハ
仏
国
ト
モ
云
↓
ヘ
シ
。
サ
レ
バ
ニ
ャ
、

仏
神
ヲ
罵
言
ス
ル
提
宇
子
〈
、
当
来
ヲ
待
二
不
し
及
、
現
世
ニ
テ
モ
仏
罰
神

（
幅
）

罰
ヲ
蒙
ル
ベ
キ
事
、
踵
ヲ
回
ラ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。

日
本
の
神
で
あ
る
「
天
道
」
を
恐
れ
ず
、
神
社
仏
閣
を
破
壊
し
、
仏
神
を
罵

倒
す
る
「
ば
て
れ
ん
」
や
「
提
宇
子
」
に
は
、
き
っ
と
「
天
罰
・
仏
罰
・
神
罰

・
人
罰
」
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
「
罰
」
が
下
る
は
ず
な
の
だ
。
そ
れ
は
「
踵
ヲ
回

ラ
ス
§
ヘ
カ
ラ
ズ
」
と
い
う
ほ
ど
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン

大
名
で
あ
っ
た
大
友
宗
麟
や
小
西
行
長
た
ち
が
没
落
し
た
の
も
、
そ
の
原
因
は

日
本
の
神
や
仏
を
信
仰
せ
ず
、
異
国
の
「
提
宇
子
」
を
信
仰
し
た
た
め
に
、

（
妬
）

「
武
運
」
が
尽
き
、
「
仏
神
ノ
加
護
」
を
失
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
仏
神
に
よ
っ

て
「
罪
人
」
は
必
ず
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
因
果
応
報
観
が
、
こ
こ
ま
で
徹
底
し

て
訴
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
い
か
に
「
ば
て
れ
ん
」
や
「
提
宇
子
」
を
仏

神
の
力
に
よ
っ
て
葬
り
去
り
た
か
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
キ
リ

シ
タ
ン
に
対
す
る
動
揺
の
根
深
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に

見
る
議
論
も
や
は
り
、
終
始
一
貫
し
て
因
果
応
報
の
恐
ろ
し
さ
を
述
べ
る
ば
か

り
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
「
罰
」
を
受
け
る
こ
と
の
必
然
性
を
な
ん
ら
証
明
す
る

も
の
で
は
な
い
。
問
題
は
、
因
果
応
報
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
キ
リ

シ
タ
ン
に
は
必
ず
「
罰
」
が
下
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
因
果
応
報
と
い
う
言
説
の
有
意
性
も
、
「
日
本
は
神
国
」
同
様
、
「
語

り
」
と
「
歴
史
的
正
当
性
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
他
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
動
揺
は
、
最

終
的
に
次
の
よ
う
な
表
現
ま
で
生
み
出
す
に
至
っ
た
。

嘆
、
そ
れ
神
祇
は
天
子
よ
り
巳
下
、
聖
神
に
し
て
異
徳
あ
る
者
、
こ
れ
を

崇
め
神
明
と
な
す
。
・
・
し
か
り
し
こ
う
し
て
、
至
誠
息
ま
ざ
れ
ば
、
必

ず
感
応
あ
り
。
・
・
・
こ
れ
を
崇
め
こ
れ
を
慰
め
、
還
、
守
護
神
と
な

（
Ⅳ
）

す
。
し
か
る
と
き
ん
ぱ
霊
験
な
し
と
謂
ふ
を
得
ざ
る
な
り
。

こ
こ
で
神
祇
は
、
「
異
徳
」
を
持
ち
、
人
間
の
至
誠
に
必
ず
「
感
応
」
す
る

も
の
で
あ
り
、
何
よ
り
も
霊
験
の
明
ら
か
な
「
守
護
神
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

九
九



い
る
。
日
本
の
神
国
化
や
因
果
応
報
を
声
高
に
叫
ぶ
心
理
は
、
つ
い
に
「
他

者
」
に
対
す
る
恐
怖
感
か
ら
彼
ら
を
守
っ
て
く
れ
る
「
守
護
神
」
の
存
在
を
主

張
す
る
に
至
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
守
護
神
」
に
ま
で
発
展
し
た
こ

と
の
背
後
に
は
、
「
神
」
の
実
在
を
懸
命
に
語
ろ
う
と
す
る
当
時
の
人
々
の
切

実
な
問
題
意
識
が
潜
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
「
神
」
は
実
在
す
る
は
ず
だ
。

し
か
し
そ
れ
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
明
証
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
し
た
問
題
が
彼
ら
の
頭
を
よ
ぎ
っ
た
と
き
、
日
本
が
「
神
国
」
で
あ

る
と
い
う
神
話
や
当
時
の
民
間
信
仰
で
あ
る
因
果
応
報
観
が
戦
術
と
し
て
動
員

さ
れ
、
最
大
限
に
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
守

護
神
」
の
役
割
を
具
体
的
に
担
わ
さ
れ
た
も
の
こ
そ
、
神
話
の
中
か
ら
選
び
出

さ
れ
た
神
で
あ
る
「
国
常
立
尊
」
で
あ
っ
た
。

国
常
立
尊
ト
申
シ
奉
ル
ハ
、
天
地
未
開
閾
、
人
間
一
人
モ
ナ
ヵ
リ
シ
以
前

（
肥
）

ヨ
リ
ノ
神
ニ
テ
在
マ
ス

国
常
立
尊
は
、
も
ち
ろ
ん
中
世
神
道
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
神
の
一

つ
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
中
世
神
道
を
代
表
す
る
吉
田
神
道
の
『
唯
一
神
道
名

法
要
集
』
に
は
、

国
は
是
れ
神
国
也
。
道
は
是
れ
神
道
也
。
国
主
は
是
れ
神
皇
也
。
太
祖
は

（
四
）

是
れ
天
照
大
神
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
天
照
大
神
の
方
を
重
要
な
神
と
し
て
扱
っ
て
い
た
。
で
は
な

ぜ
排
邪
書
の
中
で
は
、
「
国
常
立
尊
」
が
重
要
な
神
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
さ
き
ほ
ど
の
「
急
ぎ
禁
ぜ
ず
ん
ぱ
後
世
必
ず
国
家
の

患
ひ
あ
ら
ん
」
と
い
う
国
家
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
の
発
言
を
見
て
み
よ
う
。

常
二
立
テ
国
ヲ
治
メ
玉
フ
故
二
国
常
立
ノ
尊
ト
申
シ
奉
ル
。
何
ゾ
提
字
子

ノ
宗
パ
カ
リ
’
一
天
地
開
關
ノ
主
ヲ
知
リ
タ
リ
ガ
ホ
ニ
、
ク
ド
、
、
シ
ク
此

（
犯
）

義
ヲ
説
ャ
。

「
常
二
立
テ
国
ヲ
治
メ
玉
ご
こ
と
に
対
す
る
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

「
国
常
立
尊
」
が
神
話
の
中
の
神
食
か
ら
選
び
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
こ
で
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
国
常
立
尊
」
が
デ
ウ
ス
に
比
定
さ

れ
て
、
「
天
地
開
關
ノ
主
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
異
国
の

キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
あ
る
提
宇
子
と
、
日
本
の
神
話
の
神
で
あ
る
国
常
立
尊
と

が
同
質
化
さ
れ
、
デ
ウ
ス
の
他
者
性
が
中
性
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し

て
い
つ
の
ま
に
か
、
国
常
立
尊
に
デ
ウ
ス
の
特
徴
で
あ
っ
た
「
天
地
開
關
ノ

主
」
の
性
格
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
他
者
を
中
性
化
す
る
過
程

で
、
他
者
の
持
つ
異
質
性
（
他
者
性
）
を
自
己
の
中
に
吸
収
し
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
両
者
の
差
異
は
見
事
に
無
視
さ
れ
、
デ
ウ
ス
と
い
う
「
他
者
」
の

存
在
を
同
化
す
る
ほ
ど
「
国
常
立
尊
」
の
概
念
が
膨
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
異
国
の
神
で
あ
る
デ
ウ
ス
の
登
場
と
、
殉
教
を
恐
れ
な
い
キ
リ

シ
タ
ン
と
い
う
「
他
者
」
の
存
在
が
も
た
ら
し
た
動
揺
は
、
「
日
本
は
神
国
」

や
因
果
応
報
、
つ
ま
り
「
語
り
」
や
「
歴
史
的
正
当
性
」
を
戦
術
と
し
て
利
用

し
な
が
ら
、
「
他
者
」
を
全
力
で
中
性
化
（
消
去
）
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
の

だ
っ
た
。
そ
う
し
た
解
釈
が
行
わ
れ
る
過
程
で
、
一
方
で
は
「
国
家
」
へ
の
関

心
を
引
き
起
こ
し
、
他
方
で
「
守
護
神
」
の
よ
う
な
あ
ら
た
な
「
神
」
観
念
が

形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
排
邪
書
の
中
に
は
っ
き
り
と
刻
印
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
で
は
、
他
者
性
が
中
性
化
さ
れ
、
「
国
家
」
へ
の
関
心
を
呼
び
起

こ
し
、
「
守
護
神
」
が
誕
生
し
た
こ
と
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
動
揺
や
恐
怖
感
は
封
じ
込
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
い
っ
た
ん

巻
き
起
こ
っ
た
動
揺
や
あ
ら
た
な
関
心
は
、
排
邪
書
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
中
だ

一
○
○



排
邪
書
の
中
で
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
「
他
者
」
へ
の
恐
怖
が
語
ら
れ
て
い
る

ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
世
の
中
で
は
次
々
に
儒
家
の
手
に
な
る
神
道
書
や
教
訓

書
が
書
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
い
っ
た
い
何
を
表
わ
そ
う
と
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
瞥
し
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
「
神
」
に
関
す
る
言
説

の
多
さ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
林
羅
山
は
「
神
」
を
次
の
よ
う
に
捉
え
る
。

（
”
）

神
〈
天
地
ノ
根
、
万
物
ノ
体
也
。
神
ナ
ヶ
レ
バ
天
地
モ
減
、
万
物
不
し
正
。

日
月
星
水
火
ノ
類
、
四
時
ノ
移
替
、
昼
ト
成
夜
卜
成
、
寒
熱
風
雨
雷
雲
霧

霜
雪
ブ
リ
、
万
物
生
栄
エ
枯
シ
ポ
ム
’
一
至
テ
、
皆
天
地
ノ
神
ノ
シ
ワ
ザ

（
羽
）

也
。

「
神
」
は
、
「
万
物
ノ
体
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
は
、

「
天
地
ノ
神
ノ
シ
ワ
ザ
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
つ
ま
り
万
物
の
生
成
変
化

は
、
す
べ
て
「
神
」
の
作
用
に
よ
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
神
は
次
の
よ
う

け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
代
の
他
の
テ
キ
ス
ト
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
近
世
初
期
の
神
道
書
で
あ
る
度
会
延
佳
の

『
陽
復
記
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

異
国
の
神
た
ふ
と
承
、
異
国
に
力
を
合
て
、
我
が
国
の
か
た
ぷ
か
ん
事
を

ね
が
ふ
は
、
夷
狄
の
法
き
り
し
た
ん
の
た
ぐ
い
な
ら
ん
。
真
儒
の
と
る
所

に
あ
ら
じ
。
神
道
あ
き
ら
か
に
行
れ
ぱ
、
上
一
人
よ
り
下
万
民
ま
で
楽
し

（
皿
）

み
、
天
地
位
し
万
物
育
せ
ん
。

こ
う
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
「
他
者
」
に
端
を
発
し
た
動
揺
は
、
同
時

代
の
人
々
の
心
に
波
紋
を
投
げ
か
け
、
彼
ら
の
関
心
を
し
だ
い
に
「
国
家
」
や

「
神
」
の
問
題
に
集
約
さ
せ
て
ゆ
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
神
道
書
に
見
る
「
神
」
観
念
の
創
出

に
記
紀
神
話
に
登
場
す
る
「
国
常
立
尊
」
と
し
て
具
象
化
さ
れ
て
い
る
。

ひ
ら
く
く
に
と
こ
た
ち

天
地
開
時
ノ
神
ヲ
国
常
立
尊
ト
申
、
天
神
七
代
ノ
第
一
也
。
此
一
神
分

な
る
（
鯉
）

身
シ
テ
諸
神
ノ
惣
体
卜
成
。

国
常
立
尊
全
シ
切
諸
神
ノ
根
本
也
。
一
而
無
形
有
霊
。
一
切
ノ
人
一
一
モ

（
猫
）

此
神
ノ
気
ヲ
不
し
受
云
事
ナ
シ
。
万
物
ノ
始
、
悉
皆
此
神
ニ
モ
ト
ヅ
ク
。

天
地
も
人
も
万
物
も
、
す
べ
て
は
「
国
常
立
尊
」
の
気
を
受
け
て
誕
生
す
る

ゆ
え
に
、
「
国
常
立
尊
」
は
す
べ
て
の
神
の
惣
体
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
羅
山
は
、
抽
象
的
な
「
神
」
を
日
本
の
神
話
の
系
譜
に
結
び
つ
け
て

解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
神
話
の
系
譜
を
利
用
し
て
神
を
解
釈
す
る

こ
と
は
、
羅
山
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
世
神
道
に
お
い
て
も
し
ば
し

ば
み
ら
れ
た
現
象
で
あ
る
が
、
近
世
初
頭
に
あ
ら
た
め
て
羅
山
が
そ
の
解
釈
を

踏
襲
し
た
こ
と
に
は
、
同
時
代
に
お
け
る
独
自
の
意
味
が
存
在
し
て
い
た
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
羅
山
が
「
神
」
を
抽
象
的
な
観
念
に
と
ど
め
ず
、
あ

ら
た
め
て
日
本
の
歴
史
の
系
譜
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
「
神
」
観

念
の
具
象
化
、
つ
ま
り
「
神
」
の
実
在
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
神
の
実
在

を
求
め
る
心
情
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
次
の
よ
う
な
神
と
人
間
と
の
連
続
性
の
主
張

が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

心
〈
神
明
之
舎
也
。
舎
〈
家
也
。
タ
ト
エ
バ
此
身
〈
家
ノ
・
コ
ト
ク
、
心
〈

（
妬
）

主
人
ノ
如
ク
、
神
〈
主
人
ノ
タ
マ
シ
ヰ
也
。

「
神
明
之
舎
」
で
あ
る
心
は
神
が
住
む
「
家
」
で
あ
り
、
そ
の
「
神
」
は
人

間
の
「
タ
マ
シ
ヰ
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
魂
が
す
な
わ
ち
「
神
」
で
あ

り
、
心
が
す
な
わ
ち
「
神
」
の
住
む
「
家
」
で
あ
る
と
い
う
こ
の
解
釈
は
、
羅

山
ひ
と
り
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
度
会
延
佳
の
『
陽
復
記
』
に
お
い

一
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て
、
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た
か
た
ち
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

誰
も
ｊ
、
心
を
か
璽
承
の
ご
と
く
せ
ぱ
、
吾
心
則
天
御
中
主
尊
・
天
照
大

神
に
同
か
ら
ん
か
。
其
上
心
は
神
明
の
舎
と
い
へ
ぱ
、
も
と
よ
り
人
の
心

（
”
）

の
中
に
神
は
や
ど
り
ま
し
ま
せ
ど
も
、

こ
う
し
た
「
心
は
神
明
の
舎
」
と
い
う
こ
と
ば
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
神
人

合
一
を
確
信
す
る
心
情
は
、
山
崎
闇
斎
に
至
っ
て
さ
ら
に
強
化
さ
れ
、
「
心
の

臓
、
神
明
の
舎
な
り
」
と
い
う
、
体
内
の
臓
器
で
あ
る
心
臓
に
神
の
所
在
が
具

体
化
さ
れ
る
ほ
ど
ま
で
に
な
り
、
つ
い
に
は
心
と
神
と
の
一
体
化
を
表
す
「
心

神
」
と
い
う
独
自
の
表
現
ま
で
生
ゑ
出
し
た
。

コ
ノ
心
神
ガ
吾
ニ
ソ
ナ
ハ
リ
テ
ァ
リ
テ
、
コ
レ
ガ
ス
ル
ト
コ
ロ
ョ
ト
、
心

法
ノ
本
源
ヲ
サ
ト
ラ
セ
ラ
レ
タ
ト
コ
ロ
ゾ
。
・
・
・
・
心
神
〈
人
ノ
身
ニ
ャ
ド

リ
テ
御
座
ナ
サ
ル
ゾ
。
・
・
・
・
コ
ノ
身
ニ
ヵ
ノ
ア
ャ
シ
キ
ヒ
ヵ
リ
ノ
心
神
〈

（
”
）

キ
ッ
ト
ヤ
ド
ラ
セ
ラ
レ
タ
ゾ
・

闇
斎
に
と
っ
て
「
心
神
」
の
実
在
は
、
人
間
の
身
体
に
「
キ
ッ
ト
ャ
ド
ラ
セ

ラ
レ
タ
」
と
い
う
確
信
を
生
む
ほ
ど
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
神
と
人
と
の
連
続
性
の
主
張
は
、
明
ら
か
に
神
の
実
在
を
熱
望
す
る
人
々

の
心
情
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
心
情
が
、
こ
の
時
期
に
流

行
し
た
次
の
こ
と
わ
ざ
に
集
約
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
”
）

心
だ
に
誠
の
道
に
か
な
ひ
な
ぱ
、
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん

祈
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
「
神
」
の
実
在
の
す
ゑ
か
で
あ
る
「
心
」
さ
え

「
誠
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
き
っ
と
神
は
守
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
の
言

説
は
、
も
ち
ろ
ん
一
つ
の
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
ど
う
し
て

も
語
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
神
の
実
在

は
た
ち
ま
ち
不
安
定
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
こ
で
羅
山
は
し
ぎ

（
釦
）

り
に
、
神
と
人
間
の
心
は
「
同
理
」
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
闇
斎
も
「
天
下
唯

（
弧
）
（
犯
）

一
つ
の
理
」
す
な
わ
ち
神
が
「
心
の
霊
」
で
あ
る
こ
と
を
説
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
、
羅
山
や
闇
斎
が
な
ぜ
神
道
に
接
近
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
羅
山
が
創
り
あ
げ
た
「
神
」
観
念
で
特
徴
的
な
こ
と

は
、
「
神
」
を
朱
子
学
の
理
気
説
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ

る
。
「
神
之
理
」
に
つ
い
て
、
羅
山
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

神
〈
形
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
霊
ア
リ
。
気
ノ
ナ
ス
故
也
．
一
気
ノ
萌
ザ
ル

時
モ
、
萌
シ
テ
後
モ
、
此
理
本
ヨ
リ
有
テ
、
音
モ
ナ
ク
ニ
ホ
イ
モ
ナ
シ
．

（
調
）

始
モ
ナ
ク
終
モ
ナ
シ
。

無
形
に
し
て
霊
な
る
「
神
」
は
、
「
気
」
を
形
成
す
る
「
故
」
Ｉ
「
理
」
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
神
」
は
朱
子
学
の
「
理
」
と
同
質
化
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
神
」
は
抽
象
的
な
観
念
で
は
な
く
、
日
本
の

神
話
の
系
譜
に
結
合
さ
れ
た
「
国
常
立
尊
」
あ
る
い
は
「
天
照
大
神
」
「
イ
ザ

ナ
ミ
」
「
イ
ザ
ナ
ギ
」
な
ど
の
具
象
化
さ
れ
た
「
神
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、

「
神
」
を
朱
子
学
の
理
気
説
と
関
係
づ
け
る
一
方
で
日
本
の
神
話
の
神
と
結
合

さ
せ
る
羅
山
の
解
釈
は
、
一
般
に
「
理
当
心
地
神
道
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ

が
、
次
の
記
述
を
見
れ
ば
、
羅
山
の
狙
い
が
、
理
気
二
元
論
の
中
に
「
神
」
観

念
を
割
り
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

陰
陽
〈
天
地
ノ
気
也
。
神
〈
天
地
ノ
運
用
、
其
大
本
ヲ
雄
元
雌
元
卜
云

〈
、
陰
陽
変
化
シ
、
キ
シ
ン
届
伸
シ
テ
、
物
を
ヲ
生
ル
故
也
。
即
是
儒
道

（
洲
）

ノ
中
二
神
道
ヲ
兼
タ
リ
。

こ
こ
で
羅
山
は
、
神
Ⅱ
理
Ｉ
（
運
）
用
、
陰
陽
１
気
と
捉
え
、
こ
の
陰
陽
と

鬼
神
の
二
つ
の
働
き
に
よ
っ
て
万
物
が
生
じ
る
と
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

○



と
こ
ろ
が
さ
き
ほ
ど
も
見
た
よ
う
に
、
「
神
」
は
「
万
物
ノ
体
」
で
も
あ
る
と

み
な
さ
れ
て
お
り
、
朱
子
学
本
来
の
二
元
論
、
つ
ま
り
理
１
用
、
気
１
体
か
ら

す
れ
ば
矛
盾
し
た
解
釈
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
神
ナ
ヶ
レ
パ
天
地
モ
減
、
万
物
不

生
」
と
説
く
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
朱
子
学
の
理
気
論
か
ら
は
逸
脱
す
る
解
釈

で
あ
る
。
つ
ま
り
羅
山
の
「
神
」
の
解
釈
に
は
、
理
気
二
元
論
を
ふ
ま
え
て

「
理
」
に
「
神
」
を
等
置
す
る
も
の
と
、
「
神
」
は
体
で
も
用
で
も
あ
っ
て
、

天
地
万
物
す
べ
て
の
生
成
を
統
轄
す
る
も
の
と
い
う
二
つ
の
解
釈
が
混
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
儒
道
ノ
中
二
神
道
ヲ
兼
タ
リ
」
と
い
う
神
儒
一

致
を
説
き
な
が
ら
、
羅
山
の
「
神
」
の
解
釈
は
い
つ
の
ま
に
か
天
地
万
物
の
創

造
主
で
あ
る
「
デ
ウ
ス
」
に
同
質
化
す
る
解
釈
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で

生
め
｝
ブ
（
》
Ｏ

そ
し
て
こ
う
し
た
流
れ
は
山
崎
闇
斎
に
至
っ
て
ピ
ー
ク
に
達
し
た
と
い
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。
闇
斎
で
は
神
儒
一
致
が
説
か
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
書
紀

神
代
巻
の
注
釈
が
、
儒
教
の
用
語
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

い
ざ
な
ぎ
い
ざ
な
承

天
神
七
代
は
造
化
の
神
、
地
神
五
代
は
身
化
の
神
、
伊
弊
諾
尊
伊
弊
冊
尊

は
造
化
気
化
を
兼
ぬ
る
の
神
号
な
り
・
・
・
・
未
生
は
則
ち
天
の
陰
陽
造
化
の

神
、
已
生
は
則
ち
人
の
男
女
気
化
の
神
、
二
尊
国
士
山
海
草
木
を
生
ゑ
て

（
調
）

天
照
大
神
を
生
む
、

闇
斎
に
と
っ
て
も
、
関
心
は
「
造
化
の
神
」
に
集
中
し
て
お
り
、
伊
弊
諾
尊

伊
弊
冊
尊
天
神
が
国
土
山
海
草
木
な
ど
を
「
生
ん
だ
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ

う
し
て
羅
山
や
闇
斎
は
儒
教
の
理
論
や
用
語
を
最
大
限
に
利
用
し
な
が
ら
、

「
神
」
観
念
を
拡
大
さ
せ
、
天
地
造
化
の
神
で
あ
る
デ
ウ
ス
に
限
り
な
く
接
近

さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
神
は
日
本
神
話
に
登
場
す
る
神
々
、
「
国
常

立
尊
」
や
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
キ
に
具
象
化
さ
れ
、
人
間
の
「
心
」
を
拠
り
所

と
し
て
、
人
間
と
感
応
す
る
実
在
と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
．

以
上
の
よ
う
な
神
道
書
に
見
ら
れ
る
「
神
」
観
念
は
、
排
邪
書
に
表
れ
て
い

た
「
神
」
観
念
と
相
似
形
を
描
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
神
話
を

援
用
し
な
が
ら
「
守
護
神
」
を
生
み
出
す
こ
と
と
、
儒
学
（
朱
子
学
）
を
援
用

し
な
が
ら
神
人
合
一
や
「
造
化
の
神
」
を
創
り
出
す
こ
と
は
、
と
も
に
「
神
」

の
実
在
を
求
め
る
切
実
な
心
情
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て

宗
教
的
・
超
越
的
な
「
神
」
観
念
が
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
製
作
の
現
場
が

排
邪
書
・
神
道
書
と
い
う
区
別
さ
れ
た
空
間
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス

ト
を
生
象
出
し
た
同
時
代
の
「
心
性
」
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
で
は
つ
ぎ
に
、
神
道
書
に
表
れ
た
こ
の
「
神
」
が
、
な
ぜ
、
そ
し
て
ど
の

よ
う
に
「
国
家
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

吉
川
惟
足
の
著
作
の
一
つ
に
『
君
道
伝
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の

中
で
惟
足
は
、
「
国
常
立
尊
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

卦
ご
Ｔ
承

人
主
は
国
柱
を
以
て
四
海
を
定
め
、
臣
は
こ
れ
を
以
て
国
家
を
保
つ
な

り
。
・
・
・
・
可
美
葦
牙
尊
天
に
在
し
て
、
こ
れ
を
天
常
立
尊
と
日
ふ
、
地
に

在
し
て
こ
れ
を
国
常
立
尊
と
日
ふ
・
こ
の
徳
全
て
具
へ
ま
す
は
神
聖
な

り
。
神
聖
の
国
を
治
め
た
ま
ふ
や
国
柱
太
し
く
立
て
て
宇
宙
動
か
ず
。
も

し
逆
臣
あ
り
て
こ
れ
を
襲
ふ
と
い
へ
ど
も
、
自
ら
害
を
懐
き
て
当
に
独
り

（
妬
）

亡
ぶ
べ
し
。

天
常
立
尊
と
国
常
立
尊
の
徳
を
具
え
た
「
神
聖
な
」
人
主
が
、
「
国
柱
」
を

も
っ
て
国
家
を
治
め
る
な
ら
ば
、
「
宇
宙
は
動
か
ず
」
と
い
う
安
定
状
態
が
も

た
ら
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
因
果
応
報
観
が
戦
術
と
し
て
利
用
さ
れ
、
「
神

四
、
「
神
」
へ
の
逃
避
と
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
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聖
」
に
よ
る
国
家
統
治
の
不
可
侵
性
が
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
こ
こ
で
「
国

柱
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

国
柱
に
三
の
用
あ
り
、
雷
神
は
金
気
を
上
に
具
し
、
竜
神
は
恵
を
下
に
具

し
、
大
山
祇
神
は
不
動
体
を
中
央
に
定
む
。
三
才
よ
り
八
色
雷
神
に
亙

り
、
八
色
竜
神
に
至
り
て
、
天
地
動
か
ず
、
変
ら
ず
、
鎮
め
定
め
た
ま

（
”
）

ふ
。
こ
れ
天
地
の
備
な
り
。

雷
神
・
竜
神
を
上
下
に
配
し
、
そ
の
中
央
に
「
不
動
体
」
と
し
て
の
大
山
祇

神
が
位
置
す
る
と
い
う
、
三
神
の
こ
の
垂
直
的
な
配
置
に
よ
っ
て
、
「
天
地
動

か
ず
、
変
ら
ず
、
鎮
め
定
め
た
ま
ふ
」
と
い
う
安
定
し
た
秩
序
が
も
た
ら
さ
れ

る
こ
と
、
こ
れ
が
「
国
柱
」
と
い
う
「
柱
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
ら
れ
て
象
徴

的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
惟
足
に
と
っ
て
、
「
国
柱
」
と
い
う
比
峨
を

要
す
る
ほ
ど
、
国
家
の
安
定
維
持
は
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
垂
直
的
な
神
の
配
置
と
世
界
（
宇
宙
・
天
地
）
の
安
定
と
の
結
合

は
、
惟
足
の
嗣
子
で
あ
る
従
長
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
徹
底
化
さ
れ
た
「
君
臣
ノ

道
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
。

従
長
は
、
高
皇
産
霊
尊
が
天
孫
降
臨
の
際
、
太
玉
・
天
児
屋
両
命
に
賜
っ
た

神
勅
を
「
君
臣
御
合
体
ノ
御
契
約
」
だ
と
解
釈
し
、
伊
弊
諾
尊
が
化
生
し
た
と

き
「
君
臣
ノ
道
」
が
確
立
し
た
と
説
く
。

い
ざ
な
ぎ

伊
弊
諾
気
化
坐
マ
シ
、
大
八
洲
ノ
君
主
ト
仰
ガ
レ
玉
フ
。
始
メ
テ
人
倫
ノ

道
〈
君
臣
ノ
道
ヲ
最
上
ト
立
玉
フ
所
天
命
ノ
元
理
ニ
シ
テ
、
此
忠
道
ヲ
以

テ
夫
婦
・
父
子
・
兄
弟
・
朋
友
ノ
道
モ
貫
キ
立
ル
所
ヲ
悟
ラ
セ
ラ
レ
、
．
．

（
犯
）

：
是
し
皆
ナ
君
臣
ノ
道
ヲ
万
古
不
動
二
立
玉
〈
ン
深
キ
叡
慮
也
。

人
倫
の
道
の
中
で
も
「
君
臣
ノ
道
」
が
最
も
重
要
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

れ
は
神
か
ら
人
間
に
与
え
ら
れ
た
「
天
命
ノ
元
理
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

君
臣
関
係
は
神
と
人
間
と
の
関
係
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
「
万
古
不
動
」
な
固
定

し
た
「
元
理
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
従
長
が
「
君
臣

ノ
道
」
を
説
く
と
ぎ
、
惟
足
同
様
、
や
は
り
「
国
家
」
の
問
題
と
不
可
分
な
も

の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

（
天
津
神
離
を
）
起
シ
立
ル
ト
ハ
此
ノ
時
二
始
テ
君
臣
ノ
道
ノ
万
古
不
易

に
改
ル
。
ヘ
ヵ
ラ
ザ
ル
誓
ヲ
立
玉
フ
ュ
ヘ
也
。
天
津
磐
境
ト
ハ
天
津
〈
上
一
一

同
ジ
、
磐
境
〈
君
ヲ
守
ル
コ
ト
磐
石
ノ
如
ク
不
動
不
易
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
即

（
鋤
）

チ
磐
石
ノ
如
ク
国
家
不
変
不
動
一
一
栄
フ
ル
ト
ノ
心
也
。

「
君
ヲ
守
ル
」
こ
と
が
「
磐
石
」
の
ご
と
く
「
不
動
不
易
」
で
あ
る
な
ら

ば
、
「
国
家
」
は
「
不
変
不
動
」
に
繁
栄
す
る
と
い
う
。
要
す
る
に
従
長
に
お

い
て
は
、
神
人
関
係
が
君
臣
関
係
に
、
天
地
の
不
動
性
が
国
家
の
不
動
性
に
比

定
さ
れ
た
以
上
、
君
を
守
る
と
い
う
「
君
臣
ノ
道
」
つ
ま
り
「
忠
道
」
は
、

「
万
古
不
易
」
永
遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
倫
理
と
し
て
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
惟
足
・
従
長
の
論
理
は
、
神
人
関
係
を
上
下
の
垂
直
的
な
関

係
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
生
じ
る
倫
理
を
君
臣
道
徳
（
「
忠
道
」
）
と
し
て
確

立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
彼
ら
は
「
神
」
観
念
と
、
天

地
・
国
家
な
ど
の
安
定
・
維
持
を
結
び
つ
け
、
さ
ら
に
上
下
の
秩
序
す
な
わ
ち

君
臣
関
係
の
絶
対
的
な
固
定
化
と
維
持
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
の
だ
ろ
う

か
。

こ
れ
は
包
括
的
に
、
「
神
」
と
「
国
家
」
そ
し
て
（
上
下
の
）
秩
序
の
維
持

の
連
関
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ま
ず
、
な
ぜ
「
神
」
観
念

の
創
出
が
、
秩
序
の
維
持
と
い
う
保
守
的
な
態
度
を
呼
び
起
こ
す
の
か
と
い
う

問
題
か
ら
検
討
し
て
承
よ
う
。
か
つ
て
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
政
治
的
口

一
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四



マ
ン
主
義
を
論
じ
て
、
「
機
械
原
因
論
的
な
神
」
と
「
秩
序
へ
の
愛
」
が
結
び

（
蛆
）

つ
く
傾
向
を
詳
し
く
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
。
機
械
原
因
論
と
は
、
偶
因
論
と

も
呼
ば
れ
、
真
の
原
因
を
す
べ
て
神
の
う
ち
に
見
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
事
象

を
神
の
働
き
の
偶
然
的
な
機
因
と
象
な
す
考
え
方
を
指
す
。
そ
し
て
こ
の
考
え

方
が
倫
理
学
に
応
用
さ
れ
る
と
、
人
間
は
自
分
の
意
志
で
は
何
事
も
な
し
え
な

い
の
だ
か
ら
、
神
の
摂
理
を
謙
虚
な
心
で
受
け
入
れ
る
こ
と
が
倫
理
的
課
題
で

（
い
）

あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
。
ま
た
「
秩
序
へ
の
愛
」
と
は
、
現
実
の
世
界

を
変
え
る
こ
と
に
興
味
を
持
た
ず
、
ひ
た
す
ら
日
常
的
現
実
に
お
け
る
外
的
な

秩
序
を
愛
し
た
り
、
自
分
の
生
き
て
い
る
社
会
で
与
え
ら
れ
て
い
る
義
務
の
実

（
躯
）

行
を
要
求
す
る
よ
う
な
、
正
統
主
義
的
受
動
性
を
指
す
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
保
守
的
な
態
度
が
政
治
論
に
結
び
つ
い
た
と
き
、
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義

と
呼
ば
れ
る
衝
動
的
な
思
想
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
政
治
的
ロ
マ
ン
主

義
と
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
対
立
が
本
来
属
す
る
政
治
的
領
域
か
ら
宗
教
的

な
も
の
へ
機
械
原
因
論
的
に
逃
避
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
絶
対
的
な
政
府
支
持

論
、
つ
ま
り
絶
対
的
な
受
動
性
を
生
じ
る
よ
う
な
思
想
傾
向
で
あ
る
と
定
義
さ

（
“
）

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
持
つ
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
が
、
日
本
の

近
世
初
頭
に
お
け
る
「
神
」
観
念
の
創
出
と
君
臣
道
徳
の
喧
伝
、
さ
ら
に
は

「
国
家
」
の
不
動
性
の
希
求
を
唱
え
た
当
時
の
人
々
の
心
性
の
上
に
現
れ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
訳
の
わ
か
ら
な
い
「
他
者
」
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
恐
怖
や
動
揺
は
、
そ
れ
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
「
神
」
観
念
に

も
影
響
を
与
え
、
「
デ
ウ
ス
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
の
差
異
を
中
性
化

す
る
中
で
、
「
守
護
神
」
と
い
う
宗
教
的
超
越
的
観
念
を
生
み
出
す
に
至
っ

た
。
そ
し
て
国
家
と
い
う
現
実
の
政
治
体
制
へ
の
関
心
と
結
び
つ
い
た
と
ぎ

「
国
常
立
尊
」
と
い
う
神
話
的
な
「
神
」
観
念
に
ま
で
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
恐
怖
が
呼
び
起
こ
し
た
神
の
実
在
を
求
め
る
心
理
は
、
「
心
〈
神
明
ノ

舎
」
と
い
う
神
人
合
一
説
を
生
ゑ
、
ま
た
こ
の
連
続
的
な
神
人
関
係
が
君
臣
関

係
に
置
き
換
え
ら
れ
た
と
ぎ
、
君
臣
道
徳
（
君
道
、
君
臣
ノ
道
）
の
教
化
に
よ

る
国
家
の
安
定
が
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
天
地
の
あ
ら
ゆ
る

事
象
を
「
神
ノ
シ
ワ
ザ
」
と
承
な
す
機
械
原
因
論
的
傾
向
と
、
「
善
ヲ
ス
レ
パ

我
ガ
心
ノ
神
二
随
フ
故
一
一
天
道
ニ
叶
う
。
悪
ヲ
ス
レ
パ
我
心
神
二
背
ク
故
二
罪

（
“
）

ヲ
ウ
ク
。
」
と
い
う
因
果
応
報
観
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
「
神
」
へ
の
服
従

を
主
張
す
る
傾
向
が
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
「
神
」
を
め
ぐ
る

言
説
の
上
に
表
れ
て
い
る
も
の
は
、
当
時
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
反
乱
や
土
地
の
支

配
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争
な
ど
の
政
治
的
混
乱
を
、
「
守
護
神
」
や
「
国
常
立

尊
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
「
神
」
の
力
（
「
罰
」
）
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
逃
避
的
な
傾
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う

な
「
神
」
へ
の
逃
避
が
、
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
的
傾
向
を
こ
の
時
代
の
日
本
に

生
承
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
問
題
が
引
き
起
こ
し
た
「
他
者
」
へ
の
恐
怖
は
、
当
時
の
人
々

の
心
性
に
現
実
逃
避
的
で
保
守
的
な
傾
向
を
生
み
出
し
、
ま
た
君
臣
道
徳
と
い

う
上
下
の
秩
序
の
固
定
化
を
通
じ
て
「
国
家
」
の
安
泰
を
も
た
ら
そ
う
と
す

る
、
い
さ
さ
か
病
的
で
衝
動
的
な
反
応
の
中
で
し
だ
い
に
癒
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
初
頭
の
テ
キ
ス
ト
に
は
著
し
い
思
想
的
錯

綜
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
的
・
仏
教
的
・
儒
教
的
・
神
道
的
要
素
の
混
在
が

五
、
結
語

一
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見
ら
れ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
従
来
か
ら
日
本
の
思
想
の
「
重
層
性
」
や
、

徳
川
政
権
に
よ
る
幕
藩
体
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
視
点
か
ら
説
明
が
な
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
以
上
の
考
察
か
ら
ゑ
て
、
私
に
は
こ
の
近
世
初
頭
に
お
け

る
思
想
的
錯
綜
や
混
乱
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
訳
の
わ
か
ら
な
い
「
他

者
」
の
侵
入
が
ま
き
お
こ
し
た
恐
怖
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
早
急
に
そ
れ
に
対

抗
す
る
言
説
を
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
あ
の
よ
う
な
多
く
の
基

本
的
な
差
異
を
無
視
し
て
何
で
も
同
一
で
あ
る
と
ゑ
な
す
（
「
ま
こ
と
の
博
学

は
、
百
千
と
分
け
て
殊
な
る
も
の
を
博
く
学
ん
で
、
彼
は
一
応
の
理
と
一
致
な

（
減
り
）

る
事
を
、
心
に
味
は
へ
、
行
に
あ
ら
わ
し
て
終
に
は
数
へ
り
一
に
な
る
を
云
な

（
妬
）

り
。
」
）
、
思
想
的
錯
綜
性
を
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま

ず
「
他
者
」
の
も
つ
他
者
性
を
消
去
す
る
よ
う
人
々
を
促
し
た
。
そ
の
反
応
の

一
つ
が
「
日
本
は
神
国
」
と
い
う
言
説
に
見
ら
れ
る
他
者
の
排
除
で
あ
り
、
も

う
ひ
と
つ
が
「
デ
ウ
ス
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
中
性
化
す
る
こ
と
、
つ

ま
り
自
国
の
神
話
の
中
に
存
在
す
る
「
国
常
立
尊
」
と
同
質
化
し
て
し
ま
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
国
常
立
尊
」
が
「
守
護
神
」
と
同
質
化
さ
れ
た

と
ぎ
、
「
国
家
」
の
安
定
が
約
束
さ
れ
、
そ
こ
で
上
下
の
秩
序
つ
ま
り
君
臣
道

徳
（
忠
孝
）
の
教
化
が
「
国
家
」
の
安
定
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
こ
ま
で
「
神
」
観
念
が
膨
張
し
た
と
き
、
政
治
的
な

保
守
性
あ
る
い
は
受
動
性
を
特
色
と
す
る
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
の
傾
向
を
露
呈

し
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
幕
藩
体
制
の
登
場
は
、
徳
川
政
権

が
自
己
権
力
を
擁
護
す
る
た
め
に
創
り
出
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
正
当

化
さ
れ
る
半
面
で
、
当
時
の
人
を
の
心
性
を
む
し
ば
ん
で
い
た
政
治
的
ロ
マ
ン

主
義
的
傾
向
に
よ
っ
て
も
望
ま
れ
て
い
た
体
制
や
秩
序
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
取
り
入
れ
て
肥
大
化
す
る
「
神
」
観
念
を
創
り
出

そ
う
と
す
る
こ
の
ロ
マ
ン
主
義
的
傾
向
は
、
ま
っ
た
く
の
盗
意
的
な
解
釈
を
生

み
出
す
と
い
う
危
険
性
を
つ
ね
に
は
ら
ん
で
い
る
。
す
で
に
吉
川
惟
足
や
山

崎
闇
斎
の
解
釈
に
は
そ
う
し
た
語
呂
合
わ
せ
的
な
無
原
則
的
解
釈
が
見
ら
れ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
無
限
に
拡
大
し
て
ゆ
く
盗
意
的
な
解
釈
に
対
し
、
有
限
性

を
も
っ
て
こ
の
ロ
マ
ン
主
義
的
傾
向
に
く
さ
び
を
打
ち
込
ん
だ
人
こ
そ
、
「
古

義
学
」
の
伊
藤
仁
斎
で
あ
り
、
「
古
文
辞
学
」
の
荻
生
沮
侠
で
あ
っ
た
の
で
あ

ブ
（
》
０

（
注
）

（
１
）
海
老
沢
有
道
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
史
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
六
）
一

四
六
頁
。

（
２
）
日
本
思
想
大
系
『
藤
原
猩
窩
林
羅
山
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
）

四
四
六
頁
。

（
３
）
季
刊
日
本
思
想
史
証
『
外
国
人
の
日
本
研
究
ｌ
』
Ｈ
・
オ
ー
ム
ス

「
朱
子
学
と
初
期
徳
川
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
」
二
五
頁
。

（
４
）
同
、
二
頁
。

（
５
）
同
、
二
四
頁
。

（
６
）
日
本
思
想
大
系
『
近
世
神
道
論
前
期
国
学
』
（
岩
波
書
店
、
一
九

七
二
）
「
神
道
伝
授
」
（
林
羅
山
）
一
二
頁
。

（
７
）
日
本
思
想
大
系
『
キ
リ
シ
タ
ン
書
排
邪
書
』
（
岩
波
書
店
、
一
九

七
○
）
六
○
○
頁
。

（
８
）
同
、
四
一
五
頁
。

一
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（
９
）
同
、
「
排
吉
利
支
丹
文
」
四
二
頁
。

（
岨
）
同
、
「
破
提
宇
子
」
負
ビ
ア
乙
四
四
二
頁
。

（
ｕ
）
同
、
「
排
吉
利
支
丹
文
」
四
二
○
頁
。

（
咽
）
同
、
「
破
吉
利
支
丹
」
四
五
一
頁
。

（
Ｂ
）
「
語
り
の
言
語
行
為
論
」
と
「
正
当
化
の
物
語
」
に
つ
い
て
は
Ｊ
・

Ｆ
・
リ
オ
タ
ー
ル
の
「
正
当
化
に
つ
い
て
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
を
参

照
。
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
通
信
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
六
）
六
九
’

九
八
頁
。

（
Ｍ
）
『
キ
リ
シ
タ
ン
書
排
邪
書
』
「
破
吉
利
支
丹
」
四
五
七
頁
。

（
旧
）
同
、
「
破
提
字
子
」
四
二
七
頁
。

（
焔
）
同
、
四
二
八
頁
。

（
Ⅳ
）
同
、
「
対
治
邪
執
論
」
四
六
六
頁
。

（
肥
）
同
、
四
二
七
頁
。

（
四
）
日
本
思
想
大
系
『
中
世
神
道
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
）
二
四

六
頁
。

（
別
）
『
キ
リ
シ
タ
ン
書
排
邪
書
』
「
破
提
宇
子
」
四
二
六
頁
。

（
別
）
『
近
世
神
道
論
前
期
国
学
』
九
九
頁
。

（
躯
）
同
、
「
神
道
伝
授
」
（
林
羅
山
）
四
四
頁
。

（
躯
）
同
、
「
神
道
岸

（
認
）
同
、
一
四
頁
。

（
別
）
同
、
一
三
頁
。

（
筋
《
同
、
二
六
頁
。

（
邪
）
同
、
一
二
頁
。

（
〃
）
同
、
「
陽
復
｛

（
肥
）
同
、
「
神
代
世

一
二
頁
。

「
陽
復
記
」
九
一
頁
。

「
神
代
巻
講
義
」
（
山
崎
闇
斎
）
一
六
八
頁
。

（
的
）
『
藤
原
猩
窩
林
羅
山
』
「
仮
名
性
理
」
二
四
六
頁
。

（
釦
）
『
近
世
神
道
論
前
期
国
学
』
「
神
道
伝
授
」
（
林
羅
山
）
一
二
頁
。

（
劃
）
同
、
「
垂
加
社
語
」
一
二
三
頁
。

（
躯
）
同
、
「
持
授
抄
」
一
二
九
頁
。

（
銘
）
『
近
世
神
道
論
前
期
国
学
』
「
神
道
伝
授
」
（
林
羅
山
）
二
八
頁
。

（
弘
）
同
、
四
二
頁
。

（
弱
）
同
、
「
垂
加
社
語
」
（
山
崎
闇
斎
）
一
二
三
頁
。

（
邪
）
同
、
七
三
頁
。

（
師
）
同
、
七
三
’
四
頁
。

（
胡
）
同
、
「
神
鱗
磐
境
之
大
事
」
七
八
頁
。

（
羽
）
同
、
七
九
頁
。

（
棚
）
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
（
承
す
ず
書
房
、

一
九
七
○
）
「
ｉ
ロ
マ
ン
主
義
精
神
の
構
造
」
参
照
。

（
い
）
同
、
一
七
○
頁
。

（
似
）
同
、
一
二
三
頁
。

（
組
）
同
、
二
○
二
頁
。

（
“
）
『
近
世
神
道
論
前
期
国
学
』
「
神
道
伝
授
」
（
林
羅
山
）
一
二
頁
。

（
妬
）
同
、
「
陽
復
記
」
九
七
頁
。

（
大
阪
大
学
大
学
院
院
生
）

一
○
七


