
本
居
宣
長
に
関
す
る
論
文
、
著
作
は
非
常
に
多
い
が
、
そ
の
神
を

主
題
と
し
て
正
面
か
ら
論
じ
た
著
作
は
な
く
、
論
文
も
数
え
る
程
で

あ
る
。
近
世
の
神
道
家
と
し
て
頂
点
の
一
つ
に
立
つ
宣
長
の
神
に
つ

い
て
総
括
し
た
研
究
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
は
、
思
え
ば
不
思
議
な

こ
と
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、

宣
長
の
場
合
、
最
初
に
そ
の
歌
論
に
つ
い
て
ま
ず
論
じ
ら
れ
、
そ
れ

を
前
提
と
し
て
そ
こ
か
ら
神
の
問
題
が
考
察
さ
れ
る
た
め
、
神
の
問

（
１
）

題
は
二
義
的
に
扱
わ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

第
二
の
理
由
は
、
宣
長
の
神
の
内
実
と
神
道
論
の
構
造
が
非
常
に

わ
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
の
問
題
に
限
ら
ず
、

宣
長
の
思
想
全
般
に
か
か
わ
る
。
神
道
も
儒
教
も
仏
教
も
お
よ
そ
超

本
居
宣
長
の
神
の
定
義
に
つ
い
て

越
的
な
存
在
を
問
題
に
す
る
も
の
は
み
な
、
超
越
的
な
存
在
と
人
と

の
関
係
を
説
明
す
る
理
論
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
宣
長
は
そ
の
理

論
的
な
説
明
を
ざ
か
し
ら
と
し
て
斥
け
、
人
智
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ

と
こ
ろ
と
し
て
人
が
介
入
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
た
だ
神
に
従
う

こ
と
を
求
め
る
だ
け
で
、
神
に
至
る
た
め
の
修
養
も
示
さ
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
神
の
本
質
も
わ
か
ら
ず
、
神
に
至
る
方
法
も
わ
か
ら
な

い
、
神
道
論
全
体
の
構
造
も
わ
か
ら
な
い
、
結
局
ど
こ
か
ら
論
じ
た

ら
よ
い
の
か
見
当
も
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
垂
加
神
道
の

よ
う
に
朱
子
学
の
構
造
を
背
景
に
持
っ
て
い
れ
ば
、
山
崎
闇
斎
の
朱

子
学
の
用
語
を
分
析
し
、
闇
斎
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
再
構
成
し
て

い
る
か
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
神
道
論
の
構
造
を
論
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
宣
長
の
場
合
は
、
理
論
的
背
景
も
骨
格
も

大
久
保
紀
子
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な
く
、
神
は
人
智
で
は
は
か
り
知
れ
な
い
と
い
う
ば
か
り
で
あ
る
。

宣
長
の
神
に
つ
い
て
論
ず
る
た
め
に
は
、
宣
長
の
残
し
た
文
章
の

中
か
ら
神
の
内
実
や
神
道
論
の
構
造
を
示
唆
す
る
言
葉
を
拾
い
上
げ
、

確
か
め
な
が
ら
、
空
虚
な
よ
う
に
見
え
る
神
の
内
実
を
埋
め
、
神
道

論
の
骨
格
を
宣
長
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
構
成
し
て
い
く
よ
り
ほ
か

な
い
。こ

れ
ま
で
宣
長
の
神
の
概
念
に
つ
い
て
あ
る
い
は
神
の
定
義
に
つ

い
て
取
り
組
ん
だ
論
文
は
幾
つ
か
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
中
野
裕
三
氏

（
２
）

は
「
本
居
宣
長
の
神
観
念
」
で
、
宣
長
の
神
は
産
巣
日
神
を
至
上
の

絶
対
神
と
す
る
一
神
教
な
の
か
、
あ
る
い
は
『
古
事
記
伝
』
の
神
の

定
義
で
き
わ
め
て
広
範
な
も
の
を
神
と
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
多
神
教
な
の
か
、
あ
る
い
は
村
岡
氏
以
来
の
こ
れ
ら
の
両

方
を
認
め
宣
長
の
神
観
念
は
二
面
を
持
つ
と
い
う
理
解
の
し
か
た
が

正
し
い
の
か
に
つ
い
て
考
察
、
論
証
し
て
い
る
。
結
論
は
諸
々
の
神

の
御
所
為
を
根
源
神
（
産
巣
日
神
）
の
働
き
に
集
約
す
る
「
一
即
多
」

の
論
理
を
受
容
し
な
が
ら
も
、
宣
長
は
「
あ
く
ま
で
「
神
の
定
義
」

に
示
さ
れ
た
や
う
に
、
個
別
神
格
の
独
自
性
は
認
め
て
ゐ
た
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
一
神
を
奉
ず
る
絶
対
神
的
な
面
と
自
然
宗

教
に
近
い
多
神
教
的
な
面
の
両
方
を
認
め
る
理
解
を
訂
正
し
、
宣
長

の
神
観
念
の
基
本
は
あ
く
ま
で
も
広
範
な
神
々
を
認
め
る
点
に
あ
る

こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

さ
ら
に
中
野
氏
は
「
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
の
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
概
念

（
３
）

１
本
居
宣
長
の
神
の
定
義
と
の
比
較
ｌ
」
で
、
宣
長
の
神
の
定
義
で

あ
る
「
尋
常
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可
畏
き
も
の
」
の

う
ち
「
尋
常
な
ら
ず
」
に
は
オ
ッ
ト
ー
の
「
全
く
他
の
も
の
」
が
対

応
し
、
「
可
畏
き
も
の
」
に
は
「
恐
怖
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
契
機
」

と
「
魅
す
る
も
の
」
と
い
う
契
機
が
対
応
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
宣
長
の
神
の
概
念
全
体
あ
る
い
は
神
道
の
神
観
念
全
体
を
考
え

れ
ば
、
こ
う
し
た
比
較
は
決
し
て
単
純
に
は
成
立
し
得
な
い
で
あ
る

（
４
）

う
。
中
野
氏
自
身
も
別
稿
で
そ
れ
を
認
め
て
い
る
。

東
よ
り
子
氏
も
宣
長
の
神
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
論
考
を
発
表
し
て

（
５
）

い
る
。
「
宣
長
神
学
の
構
造
ｌ
善
悪
観
を
中
心
に
Ｉ
」
で
は
、
宣
長

の
神
は
古
代
の
神
々
が
備
え
て
い
た
「
産
霊
」
の
も
つ
躍
動
的
な
力

強
い
イ
メ
ー
ジ
や
剛
強
で
荒
々
し
い
荒
ぶ
る
神
と
い
う
性
格
を
失
い
、

古
代
の
神
観
念
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
結
論
し
て

い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
神
に
つ
い
て
論
じ
る
際
も
「
物
の
あ
は

れ
」
論
と
い
う
美
意
識
が
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
鎮
魂
で
は
な

く
比
較
的
新
し
い
祭
祀
で
あ
る
祓
い
を
神
学
の
基
礎
と
し
て
い
る
こ

と
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
東
氏
に
は
宣
長
の
神
の
定

義
に
つ
い
て
論
じ
た
「
宣
長
学
に
お
け
る
神
の
実
在
ｌ
「
現
身
・
御

（
６
）

霊
」
論
を
中
心
に
Ｉ
」
、
宣
長
の
神
学
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
論
じ

（
７
）

た
「
宣
長
神
学
の
成
立
ｌ
「
自
然
」
か
ら
「
神
」
へ
Ｉ
」
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
「
宣
長
学
に
お
け
る
神
の
実
在
ｌ
「
現
身
・
御
霊
」
論
を

中
心
に
ｌ
」
は
宣
長
の
神
の
概
念
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
非
常
に
重
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要
な
論
文
で
あ
る
。
東
氏
は
宣
長
の
神
の
定
義
に
含
ま
れ
る
広
範
な

神
々
に
一
貫
し
て
い
る
の
が
「
普
遍
的
な
聖
性
概
念
」
と
「
物
と
し

て
の
実
在
」
で
あ
る
と
し
、
宣
長
が
こ
の
よ
う
に
神
を
実
在
す
る
物

と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
の
背
景
に
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う

宣
長
独
自
の
認
識
の
し
か
た
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
実
在
す
る
物

と
し
て
神
を
と
ら
え
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
問
題
点
と
し
て
は
、
た
と

え
ば
産
巣
日
神
や
禍
津
日
神
の
よ
う
に
総
括
的
な
育
成
や
禍
の
根
源

神
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
神
々
の
場
合
は
、
そ
の
身
体
性
が
徹
底

し
得
な
い
こ
と
、
宣
長
の
物
と
し
て
の
神
を
実
証
的
に
探
求
し
て
い

く
方
法
は
、
神
信
仰
の
あ
り
方
か
ら
み
れ
ば
批
判
を
受
け
る
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
、
神
の
身
体
性
を
問
題
に
す
れ
ば
、
神
は
必
然
的
に

人
間
化
か
自
然
化
か
の
ど
ち
ら
か
を
た
ど
る
こ
と
に
な
り
、
無
神
論

へ
の
方
向
性
を
含
み
か
ね
な
い
こ
と
の
三
点
を
示
し
て
い
る
。

東
氏
の
論
文
は
い
ず
れ
も
該
博
な
知
識
に
裏
づ
け
ら
れ
、
広
い
歴

史
的
な
視
野
に
立
っ
た
優
れ
た
論
文
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
宣

長
の
神
の
内
実
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
「
普
遍
的
な
聖
性
概
念
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
「
尋
常
な
ら
ず
す

ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可
畏
き
物
」
と
い
う
言
葉
か
ら
導
き
出
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
宣
長
の
い
う
「
可
畏
」
に
つ
い
て
の
検
証
が
必

要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
物
と
し
て
の
実
在
」
と
あ
る

が
、
そ
の
実
態
も
宣
長
の
記
述
に
即
し
て
よ
り
具
体
的
に
検
討
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

宣
長
の
実
物
と
し
て
の
神
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
方
法
は
二
つ

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
神
が
実
物
と
し
て
在
る
、
そ
の
在

り
か
た
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
方
法
で
あ
る
。
第
二
は
、

神
が
実
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
派
生
す
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て

考
察
し
、
神
が
実
物
で
あ
る
こ
と
の
実
質
的
な
意
味
を
さ
ぐ
っ
て
い

く
方
法
で
あ
る
。
本
稿
で
は
第
二
の
方
法
に
よ
っ
て
、
宣
長
の
実
物

の
神
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
つ
ま
り
、
神
が
物
と
し
て
実
在
す
る
と

い
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
神
が
実
物
で

あ
る
が
ゆ
え
に
お
こ
っ
て
く
る
事
態
を
追
っ
て
、
宣
長
が
神
を
ど
の

よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
を
よ
り
具
体
的
に
み
よ
う
と
す
る
わ
け
で

あ
る
。宣

長
の
著
作
に
接
す
る
者
は
誰
で
も
「
神
の
御
所
為
」
と
い
う
特

異
な
表
現
が
頻
出
す
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
実
物
の
神
に
肉

薄
す
る
た
め
に
は
、
中
野
氏
や
東
氏
が
試
み
た
よ
う
に
「
聖
性
」
や

「
神
の
身
体
」
等
を
糸
口
と
し
て
迫
る
よ
り
も
、
神
が
行
為
す
る
と

い
う
点
か
ら
考
察
を
進
め
る
方
が
有
効
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
最
初
に
宣
長
の
神
の
定
義
を
「
可
畏
き
も
の
」
と
「
御

霊
」
と
い
う
二
点
を
軸
に
分
析
し
整
理
す
る
。
次
に
、
神
が
実
物
で

あ
る
た
め
に
、
主
体
と
し
て
行
為
す
る
神
と
な
り
得
る
こ
と
を
示
す
。

さ
ら
に
神
の
行
為
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
、
宣
長
の
神
の
性
格

の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。

本居宣長の神の定義について131



宣
長
の
神
の
定
義
は
、
周
知
の
と
お
り
『
古
事
記
伝
三
之
巻
』
に

次
の
よ
う
に
あ
る
。

さ
て
凡
て
加
微
と
は
、
古
御
典
等
に
見
え
た
る
天
地
の
諸
の

神
た
ち
を
始
め
て
、
其
を
祀
れ
る
社
に
坐
御
霊
を
も
申
し
、
又

人
は
さ
ら
に
も
云
ず
、
鳥
獣
木
草
の
た
ぐ
ひ
海
山
な
ど
、
其
餘

何
に
ま
れ
、
尋
常
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可
畏
き

物
を
迦
微
と
は
云
な
り
、
【
す
ぐ
れ
た
る
と
は
、
尊
き
こ
と
善

き
こ
と
、
功
し
き
こ
と
な
ど
の
、
優
れ
た
る
の
み
を
云
に
非
ず
、

悪
き
も
の
奇
し
き
も
の
な
ど
も
、
よ
に
す
ぐ
れ
て
可
畏
き
を
ば
、

神
と
云
な
り
、
さ
て
人
の
中
の
神
は
、
先
か
け
ま
く
も
か
し
こ

き
天
皇
は
、
御
世
々
々
み
な
神
に
坐
こ
と
、
申
す
も
さ
ら
な
り
、

其
は
遠
つ
神
と
も
申
し
て
、
凡
人
と
は
遙
に
遠
く
、
尊
く
可
畏

く
坐
ま
す
が
故
な
り
、
か
く
て
次
々
に
も
神
な
る
人
、
古
も
今

も
あ
る
こ
と
な
り
、
又
天
下
に
う
け
ば
り
て
こ
そ
あ
ら
れ
、
一

国
一
里
一
家
の
内
に
つ
き
て
も
、
ほ
ど
ノ
ー
に
神
な
る
人
あ
る

ぞ
か
し
、
さ
て
神
代
の
神
た
ち
も
、
多
く
は
其
代
の
人
に
し
て
、

其
代
の
人
は
皆
神
な
り
し
故
に
、
神
代
と
は
云
な
り
、
又
人
な

ら
ぬ
物
に
は
、
雷
は
常
に
も
鳴
神
神
鳴
な
ど
云
ば
、
さ
ら
に
も

い
は
ず
、
龍
樹
霊
狐
な
ど
の
た
ぐ
ひ
も
、
す
ぐ
れ
て
あ
や
し
き

１
可
畏
き
も
の

物
に
て
、
可
畏
け
れ
ば
神
な
り
、
（
中
略
）
又
虎
を
も
狼
を
も
神

と
云
る
こ
と
、
害
紀
万
葉
な
ど
に
見
え
、
又
桃
子
に
意
富
加
牟

都
美
命
と
云
名
を
賜
ひ
、
御
頸
玉
を
御
倉
板
挙
神
と
申
せ
し
た

ぐ
ひ
、
又
磐
根
木
林
艸
葉
の
よ
く
言
語
し
た
ぐ
ひ
な
ど
も
、
皆

神
な
り
、
さ
て
又
海
山
な
ど
を
神
と
云
る
こ
と
も
多
し
、
そ
は

其
御
霊
の
神
を
云
に
非
ず
て
、
直
に
其
海
を
も
山
を
も
さ
し
て

云
り
、
此
ら
も
い
と
か
し
こ
き
物
な
る
が
ゆ
え
な
り
、
】

（
『
古
事
記
伝
三
之
巻
』
全
九
、
一
二
五
頁
）

「
何
に
ま
れ
、
尋
常
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可
畏
き

物
を
迦
微
と
は
云
な
り
」
、
「
悪
き
も
の
奇
し
き
も
の
な
ど
も
、
よ
に

す
ぐ
れ
て
可
畏
き
を
ぱ
、
神
と
云
な
り
」
、
「
す
ぐ
れ
て
あ
や
し
き
物

に
て
、
可
畏
け
れ
ば
神
な
り
」
と
あ
り
、
単
な
る
海
山
も
「
い
と
か

し
こ
き
物
な
る
が
ゆ
え
」
に
神
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
神
の
定
義
の
核
は
「
可
畏
さ
」
で
あ
る
。
右
の

定
義
を
細
か
く
考
察
す
れ
ば
、
「
天
地
の
諸
の
神
」
と
「
御
霊
」
の

神
が
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
、
人
あ
る
い
は
単
な
る
物
は
神
と
な
り

得
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
で
て
く
る
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も

非
常
に
可
畏
き
も
の
を
神
と
い
う
点
は
動
か
な
い
。
宣
長
は
人
は
ど

の
よ
う
な
も
の
を
神
と
言
う
か
と
い
う
視
点
か
ら
帰
納
的
に
神
を
定

義
し
た
。
そ
の
結
果
神
と
は
「
何
に
ま
れ
、
尋
常
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た

る
徳
の
あ
り
て
、
可
畏
き
物
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
非
常
に
広
範
囲
な

も
の
が
そ
れ
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
神
々
が
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㈲
可
畏
む
対
象

無
令
慢
畏
は
、
那
訶
志
許
麻
世
麻
都
理
曾
、
と
師
の
訓
れ
た

る
に
従
ふ
く
し
、
こ
は
凡
て
海
中
を
行
ほ
ど
は
、
可
畏
き
物
な

る
故
に
、
其
心
し
て
、
灌
賜
は
ぬ
さ
ま
に
物
せ
よ
と
戒
め
給
ふ

か
、
将
鰐
は
猛
く
お
そ
る
し
き
物
な
る
故
に
て
も
あ
ら
む
か
、

（
『
古
事
記
伝
十
七
之
巻
』
全
十
、
二
六
七
頁
）

（
言
離
之
神
に
つ
い
て
注
釈
し
て
Ｉ
筆
者
註
）
さ
て
此
御
名
を
負

川
「
可
畏
」
の
意
味

訶
志
古
は
、
古
書
に
、
畏
可
畏
恐
惇
權
な
ど
の
字
を
書
て
、

（
割
注
略
）
お
そ
る
、
意
な
り
、

（
『
古
事
記
伝
三
之
巻
』
全
九
、
一
五
○
頁
）

加
志
許
牟
は
お
そ
る
、
こ
と
な
り
、
書
紀
推
古
巻
の
歌
に
、

訶
之
胡
彌
弓
と
あ
り
、
字
鏡
に
、
悸
を
惇
也
と
注
し
、
加
志
許

牟
と
も
於
曽
留
と
も
あ
り
、（

『
古
事
記
伝
六
之
巻
』
全
九
、
二
四
七
頁
）

可
畏
む
と
は
畏
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ら
ば
何
を
ど
の
よ
う
に
畏

れ
る
の
か
。
可
畏
む
対
象
は
何
な
の
か
を
用
例
に
よ
っ
て
み
る
。

様
々
に
分
類
さ
れ
お
り
、
「
可
畏
さ
」
は
い
わ
ば
広
義
の
神
の
条
件

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
で
は
こ
の
「
可
畏
さ
」
は
ど
の
よ
う
な
内

実
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

側
畏
れ
の
内
容

坐
る
由
は
、
凶
事
に
て
も
吉
事
に
て
も
此
神
の
一
言
に
て
解
放

離
る
意
な
る
べ
し
、
然
れ
ば
言
は
借
字
に
て
事
離
な
り
、
【
（
中

略
）
た
守
御
一
言
に
て
、
凶
事
も
吉
事
も
忽
に
解
離
ら
む
は
い

と
ノ
～
尊
く
可
畏
き
大
神
に
ぞ
坐
け
る
、
】

（
『
古
事
記
伝
四
十
二
之
巻
』
全
十
二
、
二
九
八
頁
）

そ
も
Ｉ
～
此
一
言
主
大
神
は
、
此
天
皇
す
ら
如
比
畏
み
賜
ふ

ば
か
り
、
い
み
じ
き
御
威
徳
ま
し
ま
し
て
、
尊
き
大
神
に
坐
々

も
の
を
、
（
後
略
）
（
『
古
事
記
伝
四
十
二
之
巻
』
全
十
二
、
三
百
二
頁
）

不
し
畏
二
其
態
一
と
は
、
祈
狩
に
、
如
此
く
な
る
は
甚
不
吉
怪

な
れ
ば
、
畏
む
べ
き
こ
と
な
る
に
、
猶
畏
ま
ざ
る
を
云
、
【
た
Ｆ

猪
を
畏
ま
ず
と
に
は
非
ず
、
】

（
『
古
事
記
伝
三
十
一
之
巻
』
全
十
一
、
四
○
五
頁
）

右
の
用
例
か
ら
、
「
可
畏
き
」
あ
る
い
は
「
畏
む
」
と
い
う
言
葉
が
、

尋
常
な
ら
ぬ
力
や
事
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

最
初
の
例
か
ら
順
を
追
っ
て
い
え
ば
、
海
の
中
を
行
く
こ
と
、
一
言

で
凶
事
も
吉
事
も
た
ち
ま
ち
解
き
放
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
非
常
な
御

威
徳
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
占
い
で
非
常
に
不
吉
な
結
果
が
出
た
こ

と
に
対
し
て
「
可
畏
き
」
あ
る
い
は
「
畏
む
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
可
畏
む
対
象
は
一
般
的
な
水
準
を
は
る
か

に
超
え
た
力
や
出
来
事
で
あ
る
。

本居宣長の神の定義についてI〕3



宣
長
は
、
「
可
畏
き
」
も
の
や
事
に
ふ
れ
た
と
き
の
畏
れ
を
ど
の

よ
う
な
畏
れ
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
か
。
用
例
に
よ
っ
て
み
て
い

〃
て
、
Ｏ

ａ
あ
な
か
し
こ
萬
の
禍
は
、
火
の
積
る
、
か
ら
起
る
ぞ
か
し
、

禍
の
起
る
は
、
此
黄
泉
の
横
よ
り
成
坐
る
禍
津
日
神
の
霊
な
り
、

火
積
る
、
と
き
は
、
此
神
と
こ
ろ
得
て
荒
ぶ
る
故
に
、
萬
の
禍

お
こ
る
な
り
、
（
『
古
事
記
伝
六
之
巻
』
全
九
、
二
四
一
頁
）

ｂ
此
教
諭
し
給
ふ
神
は
、
（
割
注
略
）
天
照
大
御
神
に
坐
を
、
痛

可
畏
、
其
大
命
を
信
賜
は
ず
て
、
為
し
詐
神
と
さ
へ
申
給
へ
れ
ば
、

大
く
念
し
賜
ふ
こ
と
宜
な
り
、
天
下
得
所
知
看
さ
ぬ
も
宜
な
り
、

痛
可
畏
、
痛
可
畏
、
【
世
人
よ
、
世
人
よ
、
此
を
よ
く
思
ふ
く
し
、

よ
く
思
ふ
く
し
、
天
皇
の
み
に
も
坐
ま
さ
ず
、
天
下
に
は
、
誰

し
の
人
か
此
大
御
神
の
大
御
心
に
背
奉
て
は
、
一
日
片
時
も
得

在
べ
き
、
あ
な
か
し
こ
、
ノ
ー
】

（
『
古
事
記
伝
三
十
之
巻
』
全
十
一
、
三
五
○
頁
’
三
五
一
頁
）

Ｃ
抑
さ
き
に
此
大
神
の
御
覚
し
に
、
修
‐
理
二
我
宮
一
云
々
と

あ
り
つ
る
随
に
、
此
宮
は
、
其
即
造
奉
賜
ふ
く
か
り
つ
る
に
、

其
よ
り
さ
き
に
、
先
御
子
を
参
拝
ま
し
め
賜
は
む
こ
と
は
、
然

も
あ
る
く
け
れ
ど
、
誠
有
し
験
者
と
て
、
宇
気
比
試
み
賜
ひ
、

さ
て
今
か
く
験
あ
り
し
報
命
を
聞
賜
ひ
て
後
に
、
此
宮
造
奉
賜

ふ
を
見
れ
ば
、
初
に
彼
御
覚
を
、
な
ほ
疑
ひ
所
思
し
し
が
如
思

は
る
、
故
思
に
、
彼
肥
長
比
寶
の
、
蛇
形
を
現
し
て
、
御
子
を

追
奉
し
は
、
若
く
は
此
御
疑
ひ
を
、
大
神
の
怒
ら
せ
る
御
所
行

に
も
や
あ
り
け
む
、
あ
な
か
し
こ
、

（
『
古
事
記
伝
二
十
五
之
巻
』
全
十
一
、
一
三
四
頁
）

．
驚
權
は
、
天
皇
の
忽
に
崩
坐
ぬ
る
を
驚
き
神
の
御
崇
を
催

む
な
り
、
（
『
古
事
記
伝
三
十
之
巻
』
全
十
一
、
三
五
四
頁
）

ｅ
さ
て
何
の
故
に
、
天
皇
を
試
し
奉
賜
へ
と
は
の
た
ま
へ
る
ぞ

と
云
に
、
初
よ
り
天
皇
の
乞
賜
ふ
に
従
ひ
奉
ら
ず
し
て
、
速
総

別
王
に
婚
給
へ
れ
ば
、
必
天
皇
の
、
御
答
あ
ら
む
事
の
、
恐
し

く
畏
く
て
な
る
べ
し
、（

『
古
事
記
伝
三
十
七
之
巻
』
全
十
二
、
一
二
五
頁
）

ｆ
さ
れ
ば
神
は
、
理
の
当
不
を
も
て
、
思
ひ
は
か
る
べ
き
も

の
に
あ
ら
ず
、
た
ず
そ
の
御
怒
を
畏
み
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
い
つ

き
ま
つ
る
べ
き
な
り
、
（
『
直
毘
霊
』
全
九
、
六
一
頁
）

「
此
神
と
こ
ろ
得
て
荒
ぶ
る
故
に
」
（
ａ
）
、
「
大
く
念
し
賜
ふ
」
（
ｂ
）
、

「
大
神
の
怒
ら
せ
る
御
所
行
に
も
や
あ
り
け
む
」
（
ｃ
）
、
「
神
の
御
崇

を
催
む
な
り
」
（
ｄ
）
「
御
答
あ
ら
む
事
の
、
恐
し
く
畏
く
て
な
る
べ

し
」
（
ｅ
）
、
「
た
§
そ
の
御
怒
を
畏
み
て
」
（
ｆ
）
と
あ
る
よ
う
に
、

神
（
ｅ
で
は
天
皇
の
怒
り
が
「
可
畏
む
」
こ
と
と
背
中
あ
わ
せ
に
な

っ
て
い
る
。
単
に
畏
れ
る
の
で
は
な
く
、
神
の
意
に
そ
わ
ず
御
怒
を

か
う
こ
と
が
怖
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
畏
れ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
神
の

怒
り
に
ふ
れ
る
と
、
ａ
の
よ
う
に
禍
事
が
起
こ
っ
た
り
、
ｂ
の
よ
う

に
死
に
追
い
こ
ま
れ
た
り
、
ｄ
、
ｅ
の
よ
う
に
崇
や
罰
が
予
想
さ
れ
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た
り
す
る
。
そ
れ
を
怖
れ
て
「
ひ
た
ぶ
る
に
い
つ
き
ま
つ
る
べ
き
な

り
」
（
ｆ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
可
畏
む
」
と
は
、

尋
常
な
ら
ぬ
も
の
の
怒
り
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
不
幸
を

怖
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

宣
長
が
可
畏
む
べ
き
対
象
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、
尋
常
で

な
い
出
来
事
あ
る
い
は
力
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ａ
か
ら
ｆ
ま
で
の
用

例
か
ら
、
「
可
畏
む
」
の
基
底
に
は
、
尋
常
な
ら
ぬ
も
の
の
怒
り
に

対
す
る
怖
れ
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
不
幸
へ
の
怖
れ
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

さ
ら
に
「
可
畏
む
」
は
右
の
原
義
か
ら
派
生
し
た
次
の
よ
う
な
意

味
を
合
わ
せ
持
つ
。

側
「
可
畏
む
」
の
派
生
的
な
意
味

①
「
可
畏
き
」
が
行
為
を
規
制
す
る
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
場

へ
ｐ
Ｏ

ｇ
又
凡
て
神
社
に
奉
仕
る
人
の
、
己
が
仕
る
神
を
、
強
て
尊
き

神
に
し
な
さ
む
と
て
、
此
外
宮
の
神
を
、
国
常
立
ぞ
と
云
た
ぐ

ひ
の
、
み
だ
り
ご
と
、
世
に
多
し
、
そ
は
其
神
の
御
為
に
も
、

い
と
可
畏
き
わ
ざ
な
り
、
き
る
直
か
ら
い
偽
り
ご
と
を
、
神
は

喜
び
給
は
め
や
は
、
（
『
古
事
記
伝
十
五
之
巻
』
全
十
、
一
七
○
頁
）

ｈ
さ
て
上
代
の
御
陵
ど
も
は
、
上
に
も
云
る
如
く
、
何
れ
も
ｊ
～

甚
大
き
に
、
巌
き
御
構
な
り
け
る
は
、
誠
に
然
あ
ら
ま
ほ
し
き

わ
ざ
な
る
を
、
仏
の
道
の
広
く
行
は
れ
て
、
い
と
も
ノ
ー
可
畏

く
火
葬
と
云
に
し
奉
る
こ
と
の
始
ま
り
て
、
中
ご
ろ
の
御

世
々
々
は
、
皆
然
ら
ぬ
は
な
く
、
御
陵
も
無
き
が
如
く
に
て
た
ざ

法
華
堂
と
か
申
し
て
、
全
仏
舎
の
さ
ま
な
り
け
る
は
、
甚
も
ノ
、

あ
さ
ま
し
く
、
哀
き
な
ら
ひ
な
り
け
る
を
（
後
略
）

（
『
古
事
記
伝
二
十
之
巻
』
全
十
、
四
五
七
頁
’
四
五
八
頁
）

ｉ
そ
も
ｊ
、
此
一
言
主
大
神
は
、
此
天
皇
す
ら
如
此
畏
み
賜

ふ
ば
り
、
い
み
じ
き
御
威
徳
ま
し
ま
し
て
、
尊
き
大
神
に
坐
々

も
の
を
、
小
角
が
如
き
微
賎
き
者
の
、
い
か
で
か
よ
く
い
ざ
、

か
も
制
し
奉
る
こ
と
を
得
む
、
か
へ
す
ノ
ー
お
ふ
け
な
く
い
と

も
可
畏
き
妖
言
に
こ
そ
あ
り
け
れ
、

（
『
古
事
記
伝
四
十
二
之
巻
』
全
十
二
、
三
○
二
頁
）

そ
れ
ぞ
れ
祭
神
を
勝
手
に
決
め
る
こ
と
（
９
）
、
天
皇
の
遺
体
を

火
葬
に
す
る
こ
と
（
ｈ
）
、
役
小
角
が
一
言
主
神
を
縛
っ
た
と
い
う

故
事
（
ｉ
）
が
「
可
畏
き
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
「
可
畏
き
」
の

本
来
の
意
味
は
、
尋
常
な
ら
ぬ
も
の
の
怒
り
を
か
っ
て
不
幸
が
も
た

ら
さ
れ
る
こ
と
を
怖
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
さ

ら
に
そ
の
原
義
か
ら
進
ん
で
、
怒
り
が
予
見
さ
れ
る
行
為
を
規
制
す

る
意
味
と
な
っ
て
い
る
。

②
「
可
畏
き
」
が
命
に
従
う
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
。

恐
立
奉
は
、
下
に
天
尾
羽
張
神
の
答
に
、
恐
之
仕
奉
と
見
え
、
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⑤
ま
と
め

「
可
畏
」
む
と
は
畏
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
何
を
畏
れ
る
の
か
。
そ

の
対
象
は
、
尋
常
な
ら
ぬ
力
あ
る
い
は
出
来
事
で
あ
っ
た
。
具
体
的

に
言
え
ば
、
尋
常
な
ら
ぬ
も
の
の
怒
り
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
不
幸
へ
の
怖
れ
、
そ
れ
が
畏
れ
の
内
容
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
意
味
と
し
て
次
の
二
つ
が
あ
っ
た
。

第
一
に
人
間
の
行
為
を
形
容
し
て
、
そ
の
行
為
が
可
畏
き
も
の
の
怒

り
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
故
に
、
禁
止
あ
る
い
は
規
制

の
意
味
を
こ
め
て
使
用
さ
れ
る
場
合
（
①
）
。
第
二
に
、
神
あ
る
い

は
天
皇
と
い
う
可
畏
き
も
の
の
命
を
直
ち
に
受
諾
す
る
意
味
で
使
用

さ
れ
る
場
合
（
②
）
。
行
為
の
規
制
あ
る
い
は
禁
止
と
、
命
を
う
け

て
進
ん
で
行
為
す
る
こ
と
と
で
は
正
反
対
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
よ

又
事
代
主
神
の
語
に
も
、
恐
之
此
国
者
立
二
奉
天
神
之
御
子
一
と

見
え
、
又
下
巻
穴
穂
宮
殿
に
、
恐
随
二
大
命
一
奉
進
な
ど
あ
る
と
、

同
語
格
な
り
、
恐
は
訶
志
許
斯
と
訓
く
し
、
速
に
諾
し
て
承
る

詞
な
り
、
（
『
古
事
記
伝
九
之
巻
』
全
九
、
三
九
九
頁
）

恐
之
は
加
志
許
志
と
訓
く
し
、
如
此
言
て
、
即
仰
を
承
り
諾

な
ふ
辞
に
な
る
な
り
、
今
世
に
加
志
許
麻
理
白
多
と
云
も
是
よ

り
出
た
り
、
（
『
古
事
記
伝
十
四
之
巻
』
全
十
、
九
三
頁
）

こ
れ
ら
の
「
恐
（
か
し
こ
し
）
」
は
、
神
あ
る
い
は
天
皇
の
命
を
直

ち
に
受
諾
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

う
に
見
え
る
が
、
こ
の
二
つ
は
根
底
に
同
じ
怖
れ
を
も
ち
、
そ
こ
か

ら
生
じ
た
異
な
る
局
面
で
あ
る
。
①
の
場
合
、
常
な
ら
ぬ
力
を
も
つ

神
や
天
皇
の
怒
り
を
怖
れ
る
が
故
に
あ
る
行
為
が
規
制
、
禁
止
さ
れ

る
。
同
様
に
②
で
は
、
そ
の
怒
り
を
怖
れ
る
が
故
に
、
命
を
直
ち
に

受
諾
し
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
誓
わ
れ
る
。
と
も
に
怒
り

を
怖
れ
る
故
の
「
可
畏
」
む
で
あ
る
。
「
可
畏
」
む
対
象
は
、
尋
常

な
ら
ざ
る
力
あ
る
い
は
出
来
事
で
あ
り
、
怖
れ
の
具
体
的
な
内
容
は
、

尋
常
な
ら
ざ
る
も
の
の
怒
り
あ
る
い
は
そ
の
怒
り
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
不
幸
に
対
す
る
怖
れ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
宣
長
は
、
常
な
ら

ぬ
も
の
で
、
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
大
変
な
不
幸
が
も
た
ら
さ
れ
る

も
の
を
神
と
定
義
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
定
義
に
は
先
に

み
た
よ
う
に
き
わ
め
て
広
範
囲
な
も
の
が
含
ま
れ
、
広
義
の
神
の
定

義
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

宣
長
の
神
は
こ
の
よ
う
に
畏
怖
の
対
象
で
あ
る
が
、
宣
長
が
中
世

の
村
々
の
人
々
が
神
を
畏
れ
た
よ
う
に
、
神
を
畏
れ
て
い
た
か
と
い

う
と
そ
う
で
は
な
い
。
３
の
③
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
宣
長
の
場
合
、

神
の
は
た
ら
き
は
め
ぐ
み
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
畏
怖
す
る
よ
り
も
そ

の
め
ぐ
み
を
感
謝
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。

「
可
畏
き
」
と
い
う
こ
と
が
宣
長
の
広
義
の
神
の
定
義
で
あ
る
な

２
、
御
霊
の
神
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川
御
霊
の
有
無
が
神
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
を
示
す
用
例

ａ
凡
て
古
は
禽
獣
は
更
に
も
い
は
ず
、
さ
ら
ぬ
雑
物
ま
で
も
、

霊
し
あ
れ
ば
皆
神
と
云
し
例
な
れ
ば
、
今
此
曾
富
騰
を
も
神
と

云
る
こ
と
、
異
む
く
き
に
非
ず
、

（
『
古
事
記
伝
十
二
之
巻
』
全
十
、
一
二
頁
）

ｂ
伊
都
之
尾
羽
張
神
は
、
伊
邪
那
岐
大
神
の
、
迦
具
土
神
を

斬
給
ひ
し
御
刀
の
御
霊
に
て
、
即
其
御
刀
の
名
を
、
天
之
尾
羽

張
と
も
、
伊
都
之
尾
羽
張
と
も
云
よ
し
、
上
に
見
え
た
り
（
割

注
略
）
考
合
す
べ
し
、
さ
て
其
処
に
は
、
神
と
云
ざ
る
は
、
直

に
其
御
刀
を
さ
す
故
な
り
、
此
は
其
御
霊
を
云
故
に
、
神
と
云

胎
Ⅲ
ソ
、

（
『
古
事
記
伝
十
四
之
巻
』
全
十
、
九
一
頁
’
九
二
頁
）

ａ
、
ｂ
は
御
霊
の
有
無
が
神
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
し
て
い
る
例

で
あ
る
。
ａ
で
は
、
御
霊
さ
え
あ
れ
ば
全
て
神
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
ｂ
は
、
あ
る
物
自
体
を
指
す
場
合
は
神
と
は
い
わ
な
い
が
、

そ
の
物
の
御
霊
を
指
す
場
合
は
神
と
い
う
例
で
あ
る
。
ｂ
の
例
に
よ

れ
ば
伊
都
之
尾
羽
張
神
と
言
え
ば
御
刀
の
御
霊
を
い
い
、
伊
都
之
尾

羽
張
な
ら
ば
単
に
そ
の
刀
を
指
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
じ
一
振

ら
ば
、
狭
義
の
神
の
定
義
は
御
霊
の
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
御
霊

（
８
）

と
は
神
の
力
、
は
た
ら
き
を
い
う
。
最
初
に
宣
長
の
神
の
定
義
の
中

で
御
霊
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
、
次
に
御
霊
の

神
を
狭
義
の
神
の
定
義
と
す
る
こ
と
が
誤
り
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
。

②
御
霊
の
有
無
に
関
せ
ず
物
あ
る
い
は
人
自
体
を
指
し
て
神
と
い
う
場
合

一
方
、
御
霊
の
有
無
に
関
せ
ず
物
あ
る
い
は
人
を
神
と
い
う
場
合

が
あ
る
。
①
で
み
た
よ
う
に
、
御
霊
が
神
の
定
義
の
基
盤
を
な
す
な

ら
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
御
霊
で
は
な

く
物
や
人
自
体
を
神
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
。
そ
し

て
そ
れ
は
①
で
得
た
御
霊
が
あ
れ
ば
神
で
あ
る
と
い
う
結
論
と
ど
の

よ
う
に
整
合
す
る
の
か
。

ｄ
さ
て
又
海
山
な
ど
を
神
と
云
る
こ
と
も
多
し
、
そ
は
其
御
霊

の
刀
で
も
、
そ
の
御
霊
を
指
す
場
合
は
神
で
あ
り
、
刀
自
体
を
い
う

場
合
は
物
で
あ
る
。
御
霊
が
あ
れ
ば
神
で
あ
る
、
あ
る
い
は
御
霊
を

指
し
て
神
と
い
う
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
宣
長
の
神
の
定
義

の
基
盤
は
御
霊
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

御
霊
が
基
盤
で
あ
る
こ
と
は
、
御
霊
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
真
正

な
る
神
と
認
め
ら
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

Ｃ
其
菟
白
云
々
、
此
言
の
ご
と
く
果
し
て
、
八
上
比
寶
を
ば
、

大
穴
牟
遅
神
の
得
た
ま
へ
る
は
、
こ
の
菟
の
霊
ち
は
ひ
な
る
べ

け
れ
ば
、
ま
こ
と
に
神
な
り
け
り
、

（
『
古
事
記
伝
十
之
巻
』
全
九
、
四
三
三
頁
）

兎
は
そ
の
御
霊
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
大
穴
牟
遅
神
に
八
上
比

寶
を
得
さ
せ
た
ゆ
え
に
、
真
正
な
る
神
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
御
霊

が
神
で
あ
る
か
否
か
を
決
す
る
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
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の
神
を
云
に
非
ず
て
、
直
に
其
海
を
も
山
を
も
さ
し
て
云
り
、

此
ら
も
い
と
か
し
こ
き
物
な
る
が
ゆ
え
な
り
、

（
『
古
事
記
伝
三
之
巻
』
全
九
、
一
二
五
頁
）

ｅ
此
八
島
六
島
の
亦
名
ど
も
を
、
其
の
国
御
魂
神
の
名
と
謂

は
、
ひ
が
こ
と
な
り
、
此
は
た
欝
に
其
島
国
を
指
し
て
云
る
名

な
り
、
言
古
事
記
伝
五
之
巻
』
全
九
、
二
○
二
頁
）

ｆ
八
十
神
と
は
、
八
十
と
多
く
の
神
た
ち
を
云
、
上
巻
に
大
国

主
神
之
兄
弟
八
十
神
と
も
あ
る
に
同
じ
、
（
割
注
略
）
さ
て
此
は
、

当
時
の
人
な
る
を
神
と
し
も
云
る
は
、
【
神
の
御
霊
を
云
に
は

非
ず
、
】
右
の
伊
豆
志
哀
登
売
を
も
神
と
云
る
と
同
く
て
、
甚

も
上
代
に
て
凡
て
の
事
の
さ
ま
神
代
の
如
く
な
る
を
以
て
、
神

と
は
語
伝
へ
た
る
な
り
、言

古
事
記
伝
三
十
四
之
巻
』
全
十
二
、
二
一
頁
）

ｄ
に
「
其
御
霊
の
神
を
云
に
非
ず
て
」
、
ｆ
に
「
【
神
の
御
霊
を
云

に
は
非
ず
、
】
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
。
ｅ

を
参
考
に
し
て
考
え
る
。
ｅ
に
島
々
の
異
称
は
そ
の
島
々
の
国
御
魂

の
神
の
名
で
は
な
く
、
そ
の
島
国
を
指
す
名
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
島
々
の
国
御
魂
の
神
と
は
ど
の
よ
う
な
神
の
こ
と
か
と

ツ
ク
リ

い
え
ば
「
何
神
に
ま
れ
国
を
経
営
坐
し
功
徳
あ
る
を
、
其
国
々
に
て
、

国
魂
と
も
大
国
魂
と
も
申
し
て
拝
祀
る
な
り
、
」
（
『
古
事
記
伝
十
二
之

巻
』
全
十
、
二
一
頁
、
二
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
島
々
を
「
経
営
坐
し

功
徳
あ
る
」
神
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
ｅ
の
主
旨
は
、
島
々
の
異

称
は
そ
の
島
々
を
「
経
営
坐
」
国
御
魂
の
神
で
は
な
く
、
島
々
そ
の

も
の
を
指
す
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

宣
長
は
、
海
、
山
、
島
等
の
自
然
あ
る
い
は
人
の
呼
称
に
は
、
そ

の
御
霊
の
神
を
指
す
場
合
と
そ
の
も
の
自
体
を
指
す
場
合
の
二
通
り

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
御
霊
の
神
を
指
す
場
合
と
は
、
そ
れ
を
「
経

営
坐
」
神
を
い
う
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
山
の
神
と
い
っ
た
時
、

そ
れ
が
御
霊
の
神
を
指
す
と
す
れ
ば
そ
の
山
を
「
経
営
坐
」
神
の
こ

と
で
あ
る
。
一
方
ｄ
の
よ
う
に
「
其
御
霊
の
神
を
云
に
非
ず
て
」
と

い
う
場
合
は
、
山
そ
の
も
の
を
神
と
い
う
。
山
に
つ
い
て
「
経
営
坐
」

す
と
い
う
は
た
ら
き
を
及
ぼ
す
神
と
、
山
そ
の
も
の
の
神
の
二
種
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
御
霊
の
神
の
条
件
は
「
経
営
坐
し
功
徳
」
が
あ

る
か
否
か
で
あ
り
、
そ
の
も
の
の
神
の
条
件
は
ｄ
に
明
ら
か
な
よ
う

に
「
い
と
か
し
こ
き
物
」
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
ｆ
も
同
様
で
あ

る
。
当
時
の
人
を
神
と
言
っ
た
の
は
、
御
霊
の
神
を
い
う
の
で
は
な

い
。
当
時
は
か
な
り
古
い
上
代
で
あ
っ
た
た
め
、
す
べ
て
神
代
の
よ

う
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
神
代
の
神
々
の
よ
う
に
人
も
可
畏
か
つ
た
た

め
に
、
人
そ
の
も
の
を
神
と
い
っ
た
と
い
う
主
旨
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
御
霊
の
神
を
神
と
い
う
場
合
と
、

そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
可
畏
い
故
に
神
と
い
う
場
合
が
あ
る
。

で
は
、
御
霊
が
条
件
で
あ
る
御
霊
の
神
と
可
畏
さ
を
条
件
と
す
る

存
在
そ
の
も
の
の
神
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
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側
御
霊
の
神
と
可
畏
さ
を
条
件
と
す
る
存
在
そ
の
も
の
の
神
と
の
関
係

９
天
烏
船
、
名
意
上
の
烏
に
同
じ
、
さ
て
害
紀
に
、
蛭
児
を
天

磐
椴
樟
船
に
載
て
流
や
る
と
も
、
又
烏
磐
椴
樟
船
を
生
み
て
、

其
に
載
て
と
も
、
又
別
段
に
、
高
橋
浮
橋
、
又
天
烏
船
亦
将
供

造
、
な
ど
も
あ
り
、
は
た
此
の
亦
名
に
も
、
神
と
云
い
な
ど
を

以
見
れ
ば
、
是
は
直
に
船
を
指
て
神
と
申
歎
、
さ
れ
ど
次
生
神

名
と
云
、
下
に
天
烏
船
神
副
二
建
御
雷
神
一
而
遣
、
と
も
あ
る
を

思
へ
ば
、
正
し
き
神
と
も
聞
ゆ
、

（
『
古
事
記
伝
五
之
巻
』
全
九
、
二
一
六
頁
）

「
次
生
神
名
烏
之
石
楠
船
神
。
亦
名
謂
天
烏
船
・
」
と
い
う
原
文
の

中
の
「
天
烏
船
」
に
つ
い
て
の
注
釈
で
あ
る
。
天
烏
船
と
は
烏
之
石

楠
船
神
の
異
称
で
あ
り
、
他
に
天
磐
櫛
樟
船
、
烏
磐
杼
樟
船
と
い
わ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
「
天
烏
船
」
は
、
直
に
船
を
指
し
て
神
と
い
う

の
か
、
あ
る
い
は
「
正
し
き
神
」
な
の
か
。
結
局
宣
長
は
判
断
を
留

保
し
、
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
認
め
る
わ
け
だ
が
、
今
こ
こ
で
問
題
に

し
た
い
の
は
宣
長
が
い
う
「
正
し
き
神
」
と
は
ど
の
よ
う
な
神
の
こ

と
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
正
し
き
神
」
と
は
文
字
通
り
真

正
な
る
神
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
こ
の
「
正
し
き
神
」
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
が
わ
か
れ
ば
、
宣
長
の
神
の
定
義
の
核
心
を
つ
か
む
こ
と
が

で
き
る
。

こ
れ
ら
の
異
称
に
神
が
つ
い
て
い
な
い
の
は
、
「
直
に
船
を
指
て

神
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
と
宣
長
は
考
え
て
い
る
。

そ
の
可
能
性
を
残
し
な
が
ら
も
、
宣
長
は
、
原
文
が
「
次
生
神
名
」

つ
ま
り
次
に
生
ん
だ
神
の
名
は
と
い
う
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
後
に
天
烏
船
神
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
こ
と
を
考
え
れ
ば

「
正
し
き
神
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
判
断
を
留
保
す
る
。
「
正
し
き

神
」
は
「
直
に
船
を
指
し
て
」
神
と
い
う
場
合
の
神
と
対
比
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
①
の
ｂ
、
㈲
の
ｄ
、
ｅ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
「
直
に

～
を
指
し
て
」
神
と
い
う
場
合
の
神
は
、
御
霊
の
神
と
常
に
対
比
さ

れ
て
い
た
。
だ
か
ら
「
正
し
き
神
」
と
は
御
霊
の
神
を
指
す
と
考
え

ら
れ
る
。

例
文
に
よ
っ
て
詳
し
く
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
の
例

文
ｂ
に
「
さ
て
其
処
に
は
、
（
天
之
尾
羽
張
あ
る
い
は
伊
都
之
尾
羽
張
と
言

っ
て
Ｉ
筆
者
注
）
神
と
云
は
ざ
る
は
、
直
に
其
御
刀
を
さ
す
故
な
り
、

此
は
（
伊
都
之
尾
羽
張
神
と
い
っ
て
神
を
つ
け
て
い
る
の
は
ｌ
筆
者
注
）
其

御
霊
を
云
故
に
、
神
と
云
り
、
」
と
あ
り
、
「
直
に
其
御
刀
を
さ
す
」

と
「
其
御
霊
を
云
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
の
に
始
ま
っ
て
、
㈲
の
ｄ

で
は
御
霊
の
神
で
は
な
く
「
直
に
其
海
を
も
山
を
も
さ
し
て
」
、
ｅ

で
は
国
御
魂
（
御
霊
）
の
神
で
は
な
く
「
た
ざ
に
其
島
国
を
指
て
」

と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
「
直
に
」
あ
る
物
そ
の
も
の
を
指
す
こ
と
と

御
霊
の
神
を
指
す
こ
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
「
直
に
～
を
指
て
」

と
い
う
言
い
回
し
は
、
そ
れ
と
御
霊
の
神
と
を
対
比
さ
せ
る
時
の
常

套
句
で
あ
る
。
「
直
に
～
を
指
て
」
神
と
い
う
場
合
の
神
は
御
霊
の

神
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
天
烏
船
」
に
つ
い
て
二
つ
の
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ｇ
に
お
い
て
「
正
し
き
神
」
が
御
霊
の
神
を
指
す
こ
と
は
次
の
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
①
の
ｂ
で
「
直
に
」
物
を
指
す
場
合
は

名
称
に
神
を
つ
け
ず
、
御
霊
の
神
の
場
合
に
神
を
つ
け
る
と
言
明
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
通
り
天
烏
船
に
神
が
つ
か
な
い
の
は
「
直
に
船
を

指
」
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
天
烏

船
神
と
い
わ
れ
る
場
合
は
、
神
が
つ
い
て
い
る
か
ら
御
霊
の
神
で
あ

り
、
こ
の
天
烏
船
神
と
記
さ
れ
て
い
る
方
が
「
正
し
き
神
」
な
の
だ

か
ら
、
「
正
し
き
神
」
と
は
御
霊
の
神
を
指
す
。
御
霊
の
神
が
「
正

し
き
神
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
直
に
～
を
指
」
し
て
神
と
い
う
存
在

そ
の
も
の
の
神
は
二
次
的
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

②
の
ｄ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
直
に
～
を
指
」
し
て
神
と
い
う

存
在
そ
の
も
の
の
神
の
条
件
は
「
い
と
か
し
こ
き
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
「
可
畏
き
」
も
の
が
神
で
あ
る
と
い
う
定
義
と
、
２
の
①
で

み
た
御
霊
を
神
と
い
う
定
義
、
こ
れ
ら
二
つ
は
ど
の
よ
う
に
整
合
し

て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
御
霊
の
神
の
場
合
は
御
霊
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
可
畏
い
こ
と

は
自
明
で
あ
る
か
ら
、
可
畏
さ
を
条
件
と
す
る
神
の
中
に
含
ま
れ
る
。

考
え
方
が
あ
り
、
一
方
が
「
直
に
船
を
指
て
神
」
と
し
て
い
る
の
だ

と
す
れ
ば
、
も
う
一
方
の
考
え
方
は
、
御
霊
の
神
と
し
て
と
ら
え
る

こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ｇ
に
お
い
て
「
直
に
船
を
指
」

す
神
と
対
比
さ
れ
て
い
る
「
正
し
き
神
」
と
は
御
霊
の
神
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

川
実
物
と
し
て
の
神

１
と
２
の
考
察
か
ら
宣
長
の
神
の
定
義
が
可
畏
さ
を
条
件
と
す
る

広
義
の
神
と
、
御
霊
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
狭
義
の
神
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
神
の
よ
う
な
可
畏
さ
を
も
つ
人
や
物
を

広
い
意
味
で
神
と
呼
ぶ
こ
と
は
一
般
的
で
あ
り
、
ま
た
厳
密
な
意
味

で
神
と
い
う
な
ら
ば
神
社
の
御
神
体
に
よ
り
つ
く
御
霊
、
あ
る
い
は

人
に
や
ど
る
御
霊
を
さ
す
こ
と
も
一
般
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
宣
長
の

広
義
、
狭
義
の
神
の
定
義
は
妥
当
な
わ
か
り
や
す
い
定
義
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
、
宣
長
が
神
を
実
物
で
あ
る
と
主
張

す
る
点
に
あ
る
。
宣
長
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
神
が
実
物
で
あ
る
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

サ
テ
カ
ミ
ト
唐
ノ
神
ト
ハ
、
大
抵
ハ
同
ジ
キ
故
二
此
字
ヲ
ア

シ
、
然
し
ド
モ
、
カ
ミ
ト
唐
二
云
う
神
ト
ハ
、
七
八
分
ハ
同
ジ

ク
テ
、
二
三
分
ハ
異
ナ
ル
事
ア
リ
、
然
ル
ヲ
、
古
来
タ
や
神
ノ

字
二
委
ネ
テ
、
全
ク
同
物
ト
ノ
ミ
心
得
テ
、
異
ナ
ル
処
ア
ル
事

可
畏
さ
を
条
件
と
す
る
神
は
、
御
霊
の
神
だ
け
で
な
く
他
の
雑
多
な

神
を
包
含
す
る
広
い
概
念
で
あ
り
、
広
義
の
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
御
霊
の
神
は
よ
り
限
定
さ
れ
た
狭
義
の

真
正
な
る
神
で
あ
る
。

３
、
神
が
実
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
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ヲ
考
ヘ
ズ
、
今
ソ
ノ
異
ナ
ル
所
ヲ
イ
ハ
バ
、
易
二
陰
陽
不
測
之

謂
レ
神
、
ア
ル
ヒ
ハ
、
気
之
伸
者
為
し
神
、
屈
者
為
し
鬼
、
ト
云

ル
タ
グ
ヒ
、
コ
レ
ラ
ハ
神
卜
云
物
ノ
現
二
ア
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、

不
測
ナ
ル
処
ヲ
サ
シ
テ
云
上
、
気
之
屈
伸
セ
ル
処
ヲ
サ
シ
テ
云

ル
ノ
ミ
也
、
故
二
人
ヲ
ホ
メ
テ
神
聖
ナ
ド
云
ト
キ
ノ
神
字
モ
、

タ
や
神
霊
不
測
ナ
ル
ト
云
ル
ニ
テ
コ
ソ
ア
レ
、
其
人
ヲ
直
二
神

卜
云
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、
サ
テ
皇
国
ニ
テ
云
カ
ミ
ハ
、
実
物
ノ
称
二

云
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
物
ナ
キ
ニ
タ
や
其
理
ヲ
サ
シ
テ
云
ル
事
ハ
ナ

キ
也
、
サ
レ
バ
唐
ノ
易
二
神
道
卜
云
ル
モ
、
神
霊
不
測
ナ
ル
道

卜
云
意
ナ
ル
ヲ
、
御
国
ニ
テ
神
道
卜
云
神
ハ
、
実
物
ノ
神
ヲ
サ

シ
テ
云
リ
、
又
社
二
祀
ル
神
ノ
御
霊
ナ
ド
ヲ
カ
ミ
ト
云
ハ
、
実

物
ニ
ハ
ア
ラ
ヌ
ニ
似
タ
レ
ド
モ
、
是
モ
其
御
霊
ヲ
直
二
指
テ
カ

ミ
ト
云
也
、
唐
ノ
如
ク
ソ
ノ
霊
ナ
ル
処
ヲ
云
ト
ハ
異
也
、
故
二

皇
国
ノ
カ
ミ
ハ
体
‐
言
ニ
ノ
ミ
用
テ
、
用
‐
言
二
元
ル
事
ナ
シ
、

唐
ノ
神
ハ
体
言
ニ
モ
用
‐
言
ニ
モ
用
ル
也
、
故
ニ
ソ
ノ
用
言
二

云
ル
神
字
ヲ
バ
、
ア
ヤ
シ
キ
ナ
ド
訓
テ
カ
ミ
ト
ハ
ョ
マ
ズ
、
サ

テ
又
御
国
ニ
テ
ハ
人
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
龍
雷
ノ
タ
グ
ヒ
、
或
ハ
虎

狼
ナ
ド
ノ
類
ニ
テ
モ
、
凡
テ
神
‐
霊
ア
ル
モ
ノ
、
可
レ
畏
物
ヲ
、

ミ
ナ
其
現
身
ヲ
カ
ミ
ト
云
、
又
生
類
ノ
ミ
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、
山
川

海
ノ
タ
グ
ヒ
ニ
テ
モ
、
神
‐
霊
ア
ル
、
又
可
レ
畏
ヲ
バ
、
直
二
其

物
ヲ
指
テ
カ
ミ
ト
云
、
（
『
答
問
録
』
全
一
、
五
三
四
頁
’
五
三
五
頁
）

「
神
霊
不
測
」
な
状
態
、
あ
る
い
は
「
気
之
屈
伸
セ
ル
」
状
態
を

㈲
神
が
体
言
で
あ
る
こ
と
の
意
味

同
じ
主
旨
の
文
章
が
『
古
事
記
伝
三
之
巻
』
に
も
あ
る
。

迦
微
に
神
字
を
あ
て
た
る
、
よ
く
あ
た
れ
り
、
但
し
迦
微
と

云
は
体
言
な
れ
ば
、
た
蜜
に
其
物
を
指
し
て
云
の
み
に
し
て
、

其
事
其
徳
な
ど
を
さ
し
て
云
こ
と
は
無
き
を
、
漢
国
に
て
神
と

は
、
物
を
さ
し
て
云
の
み
な
ら
ず
、
其
事
其
徳
な
ど
を
さ
し
て

も
云
て
、
体
に
も
用
に
も
用
ひ
た
り
、

（
『
古
事
記
伝
三
之
巻
』
全
九
、
一
二
六
頁
）

漢
国
で
は
神
は
体
言
あ
る
い
は
用
言
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
日

本
で
は
神
は
体
言
で
あ
る
。
神
が
体
言
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
神

道
と
い
う
言
葉
を
例
に
と
っ
て
具
体
的
に
考
え
て
み
る
。

ａ
サ
レ
バ
唐
ノ
易
二
神
道
ト
云
ル
モ
、
神
霊
不
測
ナ
ル
道
卜
云

意
ナ
ル
ヲ
、
御
国
ニ
テ
神
道
ト
云
神
ハ
、
実
物
ノ
神
ヲ
サ
シ
テ

神
と
い
う
唐
国
と
は
異
な
っ
て
、
日
本
の
場
合
、
神
は
「
実
物
ノ
称

二
云
ル
ノ
ミ
」
で
あ
る
。
神
は
実
物
で
あ
り
、
虎
で
も
龍
で
も
、
山

で
も
川
で
も
、
そ
の
「
現
身
」
あ
る
い
は
「
直
二
其
物
」
を
指
て
神

と
い
う
。
だ
か
ら
社
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
御
霊
も
、
「
実
物
ニ
ハ
ア

ラ
ヌ
ニ
似
タ
レ
ド
モ
、
是
モ
其
御
霊
ヲ
直
二
指
テ
カ
ミ
ト
云
」
。
唐

の
場
合
神
は
状
態
を
指
す
か
ら
、
形
容
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
し

か
し
日
本
の
場
合
は
、
神
は
実
物
で
あ
る
か
ら
神
は
体
言
と
し
て
用

い
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
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云
リ
、
（
『
答
問
録
』
全
一
、
五
三
四
頁
）

ｂ
た
と
へ
ば
彼
国
害
に
神
道
と
云
る
は
、
測
り
が
た
く
あ
や
し

き
道
と
云
こ
と
に
て
、
其
道
の
さ
ま
を
さ
し
て
神
と
は
云
る
に

て
、
道
の
外
に
神
と
云
物
あ
る
に
は
非
ず
、
然
る
を
皇
国
に
て

迦
微
之
道
と
云
へ
ば
、
神
の
始
め
た
ま
ひ
行
ひ
た
ま
ふ
道
、
と

云
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
、
其
道
の
ざ
ま
を
迦
微
と
云
こ
と
は
な
し
、

も
し
迦
微
な
る
道
と
い
は
ば
、
漢
国
の
意
の
如
く
な
る
べ
け
れ

ど
、
其
も
な
ほ
直
に
其
道
を
さ
し
て
云
に
こ
そ
な
れ
、
其
さ
ま

を
云
に
は
な
ら
ず
、
（
『
古
事
記
伝
三
之
巻
』
全
九
、
一
二
六
頁
）

Ｃ
さ
て
皇
国
の
神
は
、
今
の
現
に
御
宇
天
皇
の
皇
祖
に
坐
て
、

さ
ら
に
か
の
空
き
理
を
い
ふ
類
に
は
あ
ら
ず
、
ざ
れ
ば
か
の
漢

籍
な
る
神
道
は
、
不
測
く
あ
や
し
き
道
と
い
ふ
こ
、
ろ
、
皇
国

の
神
道
は
、
皇
祖
神
の
、
始
め
賜
ひ
た
も
ち
賜
ふ
道
と
い
ふ
こ

と
に
て
、
其
意
い
た
く
異
な
る
を
や
、
（
『
直
毘
霊
』
全
九
、
五
八
頁
）

漢
国
で
は
、
神
道
と
い
っ
た
場
合
、
神
は
形
容
詞
で
そ
の
道
の
あ

り
さ
ま
が
測
り
が
た
く
霊
し
い
と
い
う
こ
と
意
味
す
る
（
ａ
、
ｂ
、
ｃ
）
。

こ
の
時
、
道
の
ほ
か
に
神
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
神
は

道
の
修
飾
語
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
に
お
い
て
は
神
道
と
い
う
場
合
、

そ
の
神
と
は
「
実
物
ノ
神
ヲ
サ
シ
テ
」
（
ａ
）
い
る
の
で
あ
り
、
迦

微
之
道
と
い
え
ば
「
神
の
始
め
た
ま
ひ
行
ひ
た
ま
ふ
道
」
（
ｂ
）
あ

る
い
は
「
皇
祖
神
の
、
始
め
賜
ひ
た
も
ち
賜
ふ
道
」
（
ｃ
）
を
意
味

す
る
。
漢
国
で
は
神
は
形
容
詞
で
あ
り
、
道
の
様
子
を
表
現
す
る
。

し
か
し
日
本
の
場
合
は
、
神
は
主
格
で
あ
り
、
道
を
始
め
行
う
と
い

う
行
為
の
主
体
で
あ
る
。
神
が
体
言
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
の
意
味
の
一
つ
は
、
主
格
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
行
為
の
主
体
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

神
が
体
言
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
た
め
に
お
こ
る
も
う
一
つ
の

現
象
が
ｂ
の
最
後
の
部
分
に
出
て
い
る
。
「
も
し
迦
微
な
る
道
と
い

は
ば
、
漢
国
の
意
の
如
く
な
る
べ
け
れ
ど
、
其
も
な
ほ
直
に
其
道
を

さ
し
て
云
に
こ
そ
な
れ
、
其
さ
ま
を
云
に
は
な
ら
ず
」
。
「
迦
微
な
る

道
」
と
い
え
ば
、
漢
国
の
用
法
の
よ
う
に
神
を
神
霊
不
測
な
る
と
い

う
意
味
に
と
っ
て
、
あ
や
し
い
道
と
い
う
意
味
に
な
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
神
は
そ
れ
で
も
な
お
直
に
道
を

指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
道
を
形
容
し
は
し
な
い
。
つ
ま
り
、
神
な

る
道
と
い
う
時
、
そ
の
意
味
は
道
は
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

神
が
道
を
形
容
す
る
こ
と
は
な
い
。
神
の
よ
う
な
道
と
い
う
意
味
に

は
な
ら
な
い
。
神
自
体
が
実
物
だ
か
ら
、
他
の
も
の
を
形
容
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
神
な
る
道
と
い
え
ば
、
道
が
神

で
あ
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。

つ
ま
り
、
神
は
実
物
で
あ
り
、
体
言
で
し
か
用
い
ら
れ
な
い
た
め

に
、
文
の
構
成
要
素
と
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
主
格
と
な
る

か
、
こ
の
よ
う
に
体
言
と
し
て
補
格
と
な
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

た
と
え
ば
神
な
る
家
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
神
の
よ
う
に
霊
し
い

家
で
は
な
く
、
家
が
す
な
わ
ち
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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側
神
の
行
為
の
内
容

神
は
「
所
為
」
に
よ
っ
て
「
人
に
触
る
」
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は

神
の
実
在
を
知
る
。

此
外
も
、
目
に
は
見
え
ね
共
、
声
あ
る
物
は
耳
に
聞
え
、
香

あ
る
物
は
鼻
に
嗅
れ
、
又
目
に
も
耳
に
も
鼻
に
も
触
ざ
れ
共
、

風
な
ど
は
身
に
ふ
れ
て
こ
れ
を
し
る
、
其
外
何
に
て
も
み
な
、

触
る
と
こ
ろ
有
て
知
る
事
也
、
又
心
な
ど
と
云
物
は
、
他
へ
は

触
ざ
れ
ど
も
、
思
念
と
い
ふ
事
有
て
こ
れ
を
し
る
、
諸
の
神
も

宣
長
に
お
け
る
神
は
「
実
物
」
で
あ
る
た
め
に
、
形
容
詞
と
は
な

り
得
な
い
。
文
の
中
で
は
主
格
と
な
る
か
、
体
言
と
し
て
補
格
と
な

る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
、
王
格
と
な
れ
ば
、
当
然
下
に
続
く
動
詞

が
示
す
行
為
を
な
す
主
体
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
宣
長
の
文

章
に
頻
出
す
る
「
神
の
御
所
為
」
と
い
う
表
現
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。

神
が
補
格
と
な
る
場
合
は
、
主
語
す
な
わ
ち
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

山
や
川
な
ど
そ
の
も
の
を
直
に
指
し
て
神
と
い
う
宣
長
の
表
現
も
神

が
実
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
発
し
て
い
る
。

先
に
考
察
し
た
御
霊
の
神
と
は
、
神
が
主
格
と
し
て
用
い
ら
れ
て
、

何
ら
か
の
行
為
を
為
す
も
の
、
あ
る
い
は
は
た
ら
き
を
お
よ
ぼ
す
も

の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
可
畏
き
が
ゆ
え

に
存
在
そ
の
も
の
が
神
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
神
が
補
格
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ
こ
と
に
て
、
神
代
の
神
は
、
今
こ
そ
目
に
見
え
給
は
ね
、

そ
の
代
に
は
目
に
見
え
た
る
物
也
、
其
中
に
天
照
大
御
神
な
ど

は
、
今
も
諸
人
の
目
に
見
え
給
ふ
、
又
今
も
神
代
も
目
に
見
え

ぬ
神
も
あ
れ
共
、
そ
れ
も
お
の
Ｉ
～
そ
の
所
為
あ
り
て
、
人
に

触
る
故
に
、
そ
れ
と
知
事
也
、
（
『
く
ず
花
』
全
八
、
一
六
○
頁
）

神
は
実
物
で
あ
る
か
ら
本
来
目
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

見
え
な
い
場
合
で
も
「
そ
れ
も
お
の
／
、
そ
の
所
為
あ
り
て
、
人
に

触
る
故
に
、
そ
れ
と
知
」
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
神
の
「
所
為
」

が
「
人
に
触
れ
る
」
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
は
神
の
実
在
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
宣
長
の
神
は
主
体
と
し
て
行
為
し
、
そ
の
は
た
ら
き

に
よ
っ
て
人
は
神
の
実
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
神
は
ど

の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
為
す
の
か
。

神
の
は
た
ら
き
は
日
々
の
生
活
の
す
み
ず
み
ま
で
を
支
え
る
め
ぐ

み
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

上
は
位
た
か
く
、
一
国
一
郡
を
も
し
り
て
、
多
く
の
人
を
し

た
が
へ
、
世
の
人
に
う
や
ま
は
れ
、
萬
ゆ
た
か
に
た
の
し
く
て

す
ぐ
し
、
下
は
う
え
ず
食
ひ
、
さ
む
か
ら
ず
着
、
や
す
く
家
る
、

こ
れ
ら
み
な
、
君
の
め
ぐ
み
、
先
祖
の
め
ぐ
み
、
父
母
の
め
ぐ

み
な
る
こ
と
は
さ
る
も
の
に
て
、
そ
の
本
を
た
づ
ぬ
れ
ば
、
件

の
事
ど
も
よ
り
は
じ
め
、
世
に
あ
り
と
あ
る
も
ろ
／
、
の
こ
と
、

み
な
神
の
み
た
ま
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
、
し
か
れ
ば
、

世
に
あ
ら
む
人
、
神
を
尊
ま
で
は
え
あ
ら
ぬ
事
な
る
を
、
平
日
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に
な
り
ぬ
る
こ
と
は
、
さ
し
も
心
に
と
め
ず
、
忘
れ
を
る
な
ら

ひ
に
て
、
君
の
め
ぐ
み
、
先
祖
の
め
ぐ
み
を
も
さ
し
も
お
も
は

ず
、
も
と
よ
り
神
の
御
た
ま
な
る
こ
と
は
、
み
な
わ
す
れ
は
て

て
、
思
ひ
も
や
ら
ぬ
は
、
い
と
Ｉ
～
か
し
こ
く
あ
る
ま
じ
き
事

な
り
、
一
日
も
、
食
物
な
く
は
い
か
に
せ
む
、
衣
物
な
く
は
い

か
に
せ
む
、
こ
れ
を
思
は
ぱ
、
君
の
め
ぐ
み
、
先
祖
父
母
の
め

ぐ
み
を
つ
ね
に
わ
す
る
べ
き
に
あ
ら
ず
、
（
『
玉
勝
間
』
全
一
、
四

四
七
頁
）

「
う
え
ず
食
ひ
、
さ
む
か
ら
ず
着
、
や
す
く
家
る
」
こ
れ
ら
は
み

な
「
神
の
み
た
ま
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
・
人
の
日
常
は
神
の
「
御

所
為
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
欠
け
れ
ば
「
食
物
な

く
は
い
か
に
せ
む
、
衣
物
な
く
は
い
か
に
せ
む
」
と
い
う
事
態
に
立

ち
至
る
。
神
の
「
御
所
為
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
日
常
的
か
つ
実
質
的
な

め
ぐ
み
と
し
て
人
に
あ
ら
わ
れ
た
。

こ
こ
で
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
こ
れ
ら
み

な
、
君
の
め
ぐ
み
、
先
祖
の
め
ぐ
み
、
父
母
の
め
ぐ
み
な
る
こ
と
は

さ
る
も
の
に
て
、
そ
の
本
を
た
づ
ぬ
れ
ば
、
件
の
事
ど
も
よ
り
は
じ

め
、
世
に
あ
り
と
あ
る
も
ろ
ノ
ー
の
こ
と
、
み
な
神
の
み
た
ま
に
あ

ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
」
と
あ
っ
て
、
君
、
先
祖
、
父
母
の
め
ぐ
み

が
そ
の
本
に
あ
る
神
の
め
ぐ
み
と
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
家
の
む
か
し
物
語
』
に
も
、
た
く
さ
ん
の

本
を
書
き
著
し
、
古
道
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
「
皇
神
た
ち

以
上
、
宣
長
の
神
は
広
義
で
は
「
可
畏
き
も
の
」
で
あ
る
と
定
義

さ
れ
、
狭
義
で
は
御
霊
の
神
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
を
み
た
。
ま
た
、

神
が
実
物
で
あ
る
た
め
に
体
言
で
し
か
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

の
意
味
の
一
つ
は
、
神
は
主
格
と
し
て
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
は
た
ら
き
は
、
き
わ
め
て
日
常
的
、
実
質
的
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

（
９
）

垂
加
神
道
で
は
神
は
超
越
的
な
力
で
あ
っ
た
。
神
は
整
え
ら
れ
た

人
の
心
に
宿
っ
て
、
そ
の
力
を
全
身
に
充
溢
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

人
と
神
が
全
く
異
な
る
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
神
と
の
合
一
が
観

念
さ
れ
た
。
人
は
特
別
な
修
養
を
経
て
、
特
別
な
状
況
に
お
い
て
、

神
と
特
別
な
関
係
を
結
ぶ
。

こ
れ
に
対
し
て
宣
長
の
神
は
、
行
為
す
る
神
で
あ
り
、
そ
の
「
御

所
為
」
は
日
常
的
に
め
ぐ
み
と
い
う
形
で
は
た
ら
き
を
人
に
お
よ
ぼ

の
め
ぐ
み
、
君
の
め
ぐ
み
、
先
祖
た
ち
親
た
ち
の
み
た
ま
の
め
ぐ
み
」

（
全
二
十
、
二
九
頁
）
に
よ
れ
ば
こ
そ
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、

神
の
め
ぐ
み
と
君
、
先
祖
、
親
の
め
ぐ
み
が
同
質
の
も
の
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
。
神
の
は
た
ら
き
は
、
め
ぐ
み
と
し
て
あ
ら
わ
れ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
め
ぐ
み
は
、
本
を
神
の
み
た
ま
に
お
く
君
や
先

祖
、
親
の
め
ぐ
み
と
し
て
日
常
の
中
に
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

４
、
宣
長
の
神
の
位
置
づ
け

日本思想史学28<1996> I44



す
。
神
の
行
為
は
、
君
や
先
祖
や
親
の
め
ぐ
み
と
し
て
、
日
々
そ
こ

こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
宣
長
が
、
神
を
如

何
に
人
智
の
及
ば
ぬ
遠
く
遙
か
な
所
に
お
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ

の
実
、
神
は
人
の
日
常
の
世
界
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
た
と
え
ば
村
岡
典
嗣
氏
は
『
本
居
宣
長
』
の
中
で
、
歌
論
か
ら

神
道
論
へ
の
変
化
に
つ
い
て
「
彼
（
宣
長
Ｉ
筆
者
註
）
の
思
想
全

体
の
発
展
の
結
果
」
（
村
岡
典
嗣
『
本
居
宣
長
』
岩
波
書
店
、
昭
和

三
年
、
二
八
四
頁
）
で
あ
る
と
し
、
歌
論
を
「
更
に
高
き
古
道
の
主

義
の
階
梯
」
（
同
右
、
二
八
三
頁
）
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

歌
論
か
ら
神
道
論
へ
の
変
化
あ
る
い
は
移
行
を
軸
に
し
て
宣
長
を

論
じ
て
い
る
点
は
、
相
良
亨
氏
も
同
じ
で
あ
る
。
相
良
氏
は
歌
論
時

代
か
ら
神
道
論
時
代
へ
の
転
換
の
鍵
は
『
石
上
私
淑
言
巻
三
』
に
あ

る
と
す
る
（
相
良
亨
『
本
居
宣
長
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八

年
、
ま
え
が
き
．
Ⅳ
頁
）
。
氏
は
『
石
上
私
淑
言
巻
三
』
で
初
め
て
「
世

の
中
の
す
べ
て
の
「
事
」
は
神
の
し
わ
ざ
で
あ
り
、
よ
く
も
あ
し
く

も
こ
れ
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
神
観
念
が
登
場
し

た
と
い
う
こ
と
」
（
同
右
、
一
○
四
頁
）
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、

註＊
宣
長
の
文
章
は
す
べ
て
『
本
居
宣
長
全
集
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
和

四
三
年
～
平
成
五
年
）
か
ら
引
用
し
た
。
巻
数
は
た
と
え
ば
一
巻
な

ら
ば
全
一
と
記
し
た
。
引
用
に
際
し
て
表
記
を
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

こ
の
神
観
念
は
「
は
ら
し
、
な
ぐ
さ
め
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
堪
え

が
た
い
あ
わ
れ
」
が
、
た
だ
歌
に
向
う
だ
け
で
な
く
、
歌
の
枠
を
こ

え
て
新
し
い
神
観
念
の
形
成
を
求
め
」
（
同
右
）
た
結
果
で
あ
る
と

述
べ
る
。
村
岡
氏
の
場
合
も
相
良
氏
の
場
合
も
、
歌
論
が
前
提
と
し

て
あ
り
、
そ
こ
か
ら
神
道
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
村
岡
氏
も
相
良
氏
も
歌
論
と
神
道
論
を
個
々
に
分
離

さ
せ
て
論
ず
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
相
良
氏
が

述
べ
て
い
る
と
お
り
、
宣
長
は
京
都
遊
学
中
か
ら
「
自
ら
は
っ
き
り

と
神
道
を
奉
ず
る
立
場
を
宣
言
し
て
い
た
」
（
同
右
、
一
七
頁
’
一

八
頁
）
し
、
「
外
に
現
れ
た
形
で
の
歌
論
か
ら
神
道
論
へ
の
移
行
は
、

脇
に
お
い
て
お
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
底
辺
に
流
れ
て
い
た
も
の
を
、

正
面
か
ら
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
宣
長
の
内
的
な
欲

求
に
よ
っ
て
現
れ
た
」
（
同
右
、
一
九
頁
）
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

神
道
は
、
い
つ
も
宣
長
の
中
に
あ
っ
た
。

ま
た
歌
論
と
神
道
論
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
も
、
歌
論
か
ら
神
道

論
へ
と
展
開
し
た
か
ら
と
い
っ
て
歌
論
を
優
位
に
お
い
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
相
良
氏
は
「
世
の
中
の
「
事
」
は
す
べ
て
神
の
し
わ
ざ

で
あ
り
、
よ
く
も
あ
し
く
も
そ
れ
に
し
た
が
う
べ
き
も
の
と
し
て
の

神
を
も
つ
こ
と
は
、
世
の
中
の
「
事
」
に
堪
え
が
た
い
あ
わ
れ
を
感

ず
る
時
に
も
、
そ
の
「
事
」
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ

の
前
に
お
い
た
の
は
神
の
し
わ
ざ
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
神
と
の
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
一
種

の
救
済
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
（
同
右
、
一
○
四
頁
）

と
述
べ
る
。
す
べ
て
は
神
の
し
わ
ざ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
物
の
あ
わ
れ
論
も
神
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
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（
９
）
垂
加
神
道
に
つ
い
て
は
高
島
元
洋
『
山
崎
闇
斎
ｌ
日
本
朱
子
学

と
垂
加
神
道
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
二
年
を
参
考
に
し
た
。

（
５
）
『
思
想
』
六
九
七
号
、
一
九
八
二
年
七
月
。

（
６
）
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
第
二
十
五
号
、
一
九
八
五
年
。

（
７
）
『
日
本
史
研
究
』
三
二
二
号
、
一
九
八
九
年
。

（
８
）
こ
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
本
居
宣
長

の
「
現
身
」
に
関
す
る
考
察
」
『
日
本
思
想
史
学
』
第
二
十
六
号
、

の
「
現
身
」
隆

（
４
）
『

二
月
。

『

（
２
）
『
神
道
学
』
一
四
九
号

（
３
）
『
明
治
聖
徳
記
念
学
今

念
学
会
、
平
成
六
年
八
月
。

平
成
六
年
参
照
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
な
お
歌
論
か
ら

神
道
論
へ
と
い
う
流
れ
に
よ
っ
て
い
る
た
め
に
、
神
の
問
題
は
第
一

義
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

ム
）
『
神
道
学
』
一
四
九
号
、
平
成
三
年
五
月
。

Ｊ
）
『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
十
二
号
、
明
治
聖
徳
記

神
道
宗
教
』
第
一
六
一
号
、
神
道
宗
教
学
会
、
平
成
七
年
十

（
元
お
茶
の
水
女
子
大
学
聴
講
生
）
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