
岡
田

荘
司

(お
か
だ

し
ょ
う
じ
)

昭
和
二
十
三
年
十

一
月
二
十
二
日
生
ま
れ
｡

国
学
院
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
｡
国

学
院
大
学
教
授
､
博
士

(歴
史
学
)
｡
神

道
史
｡

『大
嘗
の
祭
り
』
『平
安
時
代
の
国
家
と
祭

把
』
な
ど
｡

千
々
和

到

(ち
ぢ
わ

い
た
る
)

昭
和
二
十
二
年
五
月
四
日
東
京
生
ま
れ
｡

東
京
大
学
文
学
部
国
史
学
科
卒
業
､
同
大

学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
｡
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
教
授
を
経
て
､
現
在
､
閲
学
院

大
学
教
授
｡
日
本
中
世
史
｡

『板
碑
と
そ
の
時
代
』
『牛
玉
宝
院
』
な
ど
｡

司

会

阪
本
是
丸

茂
木
貞
純
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阪
本

第

一
回
目
か
ら
神
道
の
文
化
を
め
ぐ
る
座
談
会
と
い
う
の
を
､

毎
回
シ
-
1
ズ
で
行

っ
て
お
り
ま
し
て
､
前
回
八
号
は

｢
現
代
の
社
会

と
宗
教
｣
と
い
う
形
だ

っ
た
の
で
す
が
､
第
七
号
の
と
き
に
､
神
道
の

歴
史
を
め
ぐ

っ
て
文
化
的
な
話
を
先
生
方
か
ら
お
聞
き
し
よ
う
と
い
う

こ
と
で
､
｢神
道
の
起
源
｣
を
テ
ー
マ
に
､
今
日
お
出

で
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
岡
田
荘
司
先
生
と
､
そ
れ
か
ら
杉
山
林
継
先
生
に
お
話
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
｡

そ
れ
を
受
け
る
形
で
今
回

一
年
､
間
が
空
い
た
ん
で
す
が
､
中
世
の

神
道
､
あ
る
い
は
神
社
崇
敬
､
あ
る
い
は
庶
民
の
生
活
と
信
仰
の
問
題
､

あ
る
い
は
武
士
階
級
の
信
仰
の
問
題
と
､
さ
ま
ざ
ま
な
中
世
に
お
け
る

神
道
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
中
心
に
､
広
-
庶
民
の
信
仰
生
活
と
い

う
も
の
も
含
め
て
､
お
話
し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
企
画
で
､
今
日
､

国
学
院
大
学
の
史
学
科
の
中
世
の
文
化
史
を
ご
専
門
と
し
て
お
ら
れ
ま

す
千
々
和
先
生
､
同
じ
-
国
学
院
の
岡
円
荘
司
先
生
に
お
話
を
伺
い
た

い
と
思
い
ま
す
｡
ま
た
､
神
道
文
化
会
の
茂
木
さ
ん
に
も
同
席
い
た
だ

い
て
い
ま
す
の
で
適
宜
話
に
加
わ

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

今
日
は
､
司
会
は
い
つ
も
上
田
先
生
と
私
が
し
て
お
り
ま
す
が
､
上

田
先
生
は
い
ま
恐
ら
-
飛
行
機
の
機
中
に
あ
ら
れ
る
と
思
い
ま
し
て
､

無
事
お
着
き
に
な
る
こ
と
を
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
が
｡
そ
う
い
う
こ

と
で
私
が
司
会
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
｡
中
世
と

一
言
で
い
い
ま
し

て
も
､
非
常
に
難
し
い
い
ろ
ん
な
広
範
な
分
野
､
範
囲
で
あ
り
ま
す
し
､

ま
た
､
中
世
と
い
う
時
代
が
､
大
体
､
鎌
倉
時
代
､
室
町
時
代
､
戦
国

時
代
と
い
う
よ
う
な
観
念
は
あ
り
ま
す
が
､
厳
密
に
い
い
ま
す
と
い
ろ

ん
な
学
説
も
あ
り
ま
す
｡
そ
う
い
う
の
に
あ
ま
り
か
か
ず
ら
わ

っ
て
い

ま
す
と
専
門
的
な
話
に
も
な
り
ま
す
の
で
､
ご
-
当
た
り
前
に
鎌
倉
時

代
あ
た
り
か
ら
話
を
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
｡

そ
う
し
ま
す
と
岡
田
先
生
は
御
父
上
が
鎌
倉
の
八
幡
宮
の
宮
司
を
し

て
お
ら
れ
た
関
係
､
千
々
和
先
生
も
中
世
の
鎌
倉
の
史
跡
を
歩
い
て
お

ら
れ
た
り
､
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
､
皮
切
り
と

い
た
し
ま
し
て
両
先
生
か
ら
､
鎌
倉
の

一
種
の
宗
教
空
間
の
案
内
と
い

い
ま
す
か
､
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
話
を
切
り
出
し
て
い
た
だ
い
て
､

徐
々
に
柱
を
立
て
て
お
話
し
合
い
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

鎌
倉
と
い
う
宗
教
空
間

岡
田

私
､
生
ま
れ
育
ち
が
鎌
倉
で
あ
り
ま
し
て
､
小
さ
い
頃
か
ら

31

鎌
倉
の
裏
山
や
神
社

｡
寺
院
な
ど

の
名
所
旧
跡
を
よ
-
歩
き
ま
し
た
｡

そ
の
鎌
倉
を
歩
い
て
感
じ
て
る
こ

と
を
､
初
め
に
話
し
た
い
と
思
い

ま
す
｡

ど
の
よ
う
に
神
社
と
か
仏
閣
な

ど
の
宗
教
的
な
世
界
が
､
鎌
倉
と

い
う
空
間
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
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と
い
う
の
は
､
重
要
な
視
点
で
あ
り
ま
す
｡
特
に
仏
教
寺
院
の
場
合
､

禅
宗
の
鎌
倉
五
山
は
､
幕
府

･
北
条
氏
の
防
衛
拠
点
を
中
心
に
､
要
所

要
所
に
占
め
ら
れ
て
い
-
｡
ま
た
日
蓮
は
鎌
倉
に
影
響
を
あ
た
え
､
鎌

倉
後
期
か
ら
盛
ん
に
な

っ
て
-
る
CCI蓮
宗
は
､
大
町
や
宝
戒
寺
の
南
の

ほ
う
を
拠
点
に
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
仏
教
関
係
は
､
武
士
や
庶
民

な
ど
の
支
持
に
よ

っ
て
成
立
し
て
い
ま
す
｡
神
社
の
こ
と
は
鶴
岡
八
幡

宮
が
若
宮
大
路
の
中
央
奥
に
あ

っ
て
､
中
心
的
な
場
所
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
当
然
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
､
そ
れ
以
外
の
神
々
に
つ
い
て
は
､

あ
ま
り
考
慮
に
い
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
｡

鶴
岡
を
中
心
に
ど
う
い
う
神
々
が
把
ら
れ
て
い
る
の
か
､
ま
た
､
頼

朝
が
鎌
倉
に
入
る

二

八
〇
年
以
前
の
段
階
で
､
ど
ん
な
神
々
が
配
ら

れ
て
い
た
の
か
興
味
の
あ

る
と
こ
ろ
で
す
｡
当
然
鶴
岡
八
幡
宮
は
そ
の

元
宮
が
由
比
若
宮
に

一
〇
六
三
年
に
勧
請
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
し
て
北

東
の
奥
に
は
荏
柄
天
神

と
い
う
菅
原
道
真
公
を
お
配
り
す
る
天
神
様
が
､

こ
れ
も
頼
朝
が
入
る
以
前
か
ら
配
ら
れ
､
そ
の
こ
と
が
縁
起
に
記
載
さ

れ
て
い
て

二

〇
四
年
と
い
う
段
階
に
は
勧
請
さ
れ
た
｡
そ
し
て
鎌
倉

の
西
の
ほ
う
の
土
地
は
大
庭
御
厨
が
あ
り
ま
す
｡
そ
の
地
域
の
つ
な
が

り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
甘
縄
神
明
宮
､
お
伊
勢
さ
ん
が
そ
の
端
に
勧
請

さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
成
立
の
時
期
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
､

頼
朝
以
前
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
ま
す
｡
そ
し
て
鶴
岡
八
幡
宮
自
体

の
い
ま
あ
る
場
所
と
い
う
の
が
､
周
り
に
四
至
の
神
と
し
て
お
稲
荷
さ

ん
が
肥
ら
れ
て
い
ま
す
｡
御
本
宮
の
西
側
に
丸
山
稲
荷
と
い
い
ま
し
て
､
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こ
れ
が
地
主
の
神
で
あ
る
と
｡
こ
れ
は
確
証
が
な
い
の
で
す
が
､
頼
朝

が
入
る
以
前
か
ら
あ

っ
た
地
主
の
神
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡

い
ま
で
も
鶴
岡
の
鎮
座
す
る
雪
ノ
下
､
置
石
な
ど
､
そ
の
土
地
の
人
た

ち
は
､
も
ち
ろ
ん
本
宮
に
も
参
り
ま
す
け
れ
ど
も
､
鶴
岡
八
幡
宮
の
お

参
り
に
は
必
ず
丸
山
稲
荷
の
地
主
の
神
に
お
参
り
に
い
-
と
い
う
こ
と

を
ち
ゃ
ん
と
や

っ
て
い
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
っ
て
､
地
主
の
神
を
大
切

に
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡

こ
う
し
て
み
る
と
､
鎌
倉
に
頼
朝
が
幕
府
を
成
立
さ
せ
る
以
前
､
す

で
に
八
幡
あ
る
い
は
稲
荷
､
そ
れ
と
と
も
に
お
伊
勢
さ
ん
と
天
神
様
と

い
う
､
こ
の
四
つ
の
神
々
の
信
仰
が
こ
の
鎌
倉
の
地
に
配
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
｡
平
成
に
入

っ
て
神
社
本
庁
が
祭
礼
調

査
を
し
ま
し
た
が
､
こ
こ
で
全
国
の
神
社
の
信
仰
分
布
の
結
果
が
出
さ

れ
ま
し
た
｡
そ
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
､
神
社
の
数
が

山
番
多
い
の
が
八

幡
様
で
九
千
九
百
｡
そ
れ
か
ら
お
稲
荷
さ
ん
で
八
千
二
百
｡
そ
れ
か
ら

天
神
様
で
五
千
七
百
｡

つ
い
で
､
お
伊
勢
さ
ん
が
五
千
四
百
と
｡
五
千

神
社
以
上
と
い
う
の
が
､
八
幡
､
稲
荷
､
天
神
､
伊
勢
と
い
う
､
こ
の

順
番
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
全
国
の
平
安
時
代
以
降
に
､
神
道
信

仰
が
発
展
し
て
い
っ
た
な
か
で
､
と
-
に
著
名
な
四
つ
の
神
社
信
仰
が
､

も
う
既
に
鎌
倉
時
代
の
初
期
以
前
に
こ
の
鎌
倉
に
妃
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
｡
そ
れ
が
ど
う
い
う
経
緯
､
理
由
で
肥
ら
れ

た
の
か
｡
八
幡
の
場
合
よ
-
わ
か

っ
て
い
る
の
で
す
が
､
そ
れ
以
外
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
よ
-
分
ら
な
い
｡
恐
ら
-
は
こ
こ
が
中
央
政
府
の

一

つ
の
大
き
な
東
北
征
伐
の
出
城
的
な
存
在
で
あ
り
､
都
の
､
あ
る
い
は

中
央
の
信
仰
が
わ
り
と
早
く
か
ら
こ
の
場
所
に
は
入

っ
て
き
た
と
い
う

可
能
性
が
強
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
興
味
深
い
こ
と
は
､
鎌
倉
の
所
々
の
入
口
の
と

こ
ろ
に
御
霊
神
系
統
の
神
社
が
肥
ら
れ
ま
す
｡
西
の
入
口
の
坂
之
下
の

御
霊
神
社

へ
は
文
治
元
年
に
頼
朝
が
使
い
を
遣
わ
す
こ
と
が
出
て
-
る

わ
け
で
す
け
ど
､
こ
こ
も
頼
朝
以
前
か
ら
妃
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
｡
い
わ
ゆ
る
御
霊
信
仰
の
神
社
で
あ
り
､
当
初
か
ら
鎌

倉
権
五
郎
景
政
が
肥
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
｡
祭
神
は
大
庭
御
厨

の
開
発
領
主
で
あ
り
ま
す
｡
甘
縄
の
神
明
宮
と
と
も
に
鎌
倉
の
西
の
ほ

う
は
大
庭
御
厨
に
か
か
わ
り
が
非
常
に
強
い
と
こ
ろ
で
す
｡
鎌
倉
の
入

口
に
武
士
た
ち
の

一
つ
の
鏡
に
な

っ
て
い
-
権
五
郎
景
政
を
肥
る
こ
と

が
､
非
常
に
大
き
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

そ
れ
か
ら
最
近
､
藤
木
久
志
さ
ん
が

『神
奈
川
地
域
史
研
究
』
に
書

か
れ
た
の
で
す
け
ど
､
鎌
倉
の
祇
園
祭
を
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
｡
鎌
倉

の
や
は
り
要
所
要
所
に
､
鎌
倉
時
代
中
頃
か
ら
､
商
業
の
発
展
に
伴
な
っ

て
庶
民
の
祇
園
祭
が
盛
ん
に
な

っ
て
ゆ
き
ま
す
｡
都
市
民
の
祭
礼
と
し

て
､
都
市
の
神
社
と
し
て
の
性
格

･
機
能
を
も
つ
祭
り
が
こ
こ
に
加
わ
っ

て
-
る
と
い
う
｡
そ
し
て
北
西
の
入
口
で
あ
る
山
の
内
の
周
辺
に
は
､

四
角
四
境
祭
の
祭
場
が
置
か
れ
､
こ
こ
に
祇
園
八
雲
神
社
が
肥
ら
れ
ま

す
｡
こ
の
よ
う
に
稲
荷
､
八
幡
､
伊
勢
､
天
神
の
よ
う
な
神
々
と
と
も

に
､
御
霊
系
､
祇
園
系
の
都
市
信
仰
の
神
々
も
把
ら
れ
､
ま
さ
に
平
安
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時
代
後
半
か
ら
中
世
の
庶
民
信
仰
の
主
流
が
､
東
国
鎌
倉
に
流
れ
開
花

し
て
い
-
の
で
あ
り
､
中
世
の
神
祇
信
仰
が
こ
こ
に
集
ま

っ
た
と
い
う

感
じ
が
し
て
ま
す
｡

も
う

1
つ
､
称
名
寺
の
金
沢
文
庫
か
ら
､
昨
年
秋
ず

っ
と
鎌
倉
ま
で

歩
い
た
ん
で
す
｡
恐
ら
く
物
資
が
入

っ
て
き
た
中
心
ル
ー
ト
は
六
浦
か

ら
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
､
そ
こ
か
ら
鎌
倉
に
ど
の
程
度
の
時
間

で
入
れ
る
の
か
な
と
い
う
こ
と
で
'
鎌
倉
の
北
東
の
入
り
口
で
あ
る
称

名
寺
か
ら
鎌
倉
ま
で
､
鶴
岡
八
幡
宮

へ
向
か

っ
て
歩
い
た
ん
で
す
｡
大

体
普
通
に
歩
い
て
二
時
間
半
､
約
八
キ

ロ
な
ん
で
す
｡
か
な
り
近
い
と

い
う
感
じ
が
し
た
ん
で
す
が
｡
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
､
そ
の
と
き
に
初

め
て
知

っ
た
の
は
朝
比
奈
峠
に
入
る
入
口
の
と
こ
ろ
か
ら
､
少
し
行

っ

た
山
間
に
な

っ
た
と
こ
ろ
に
､
熊
野
神
社
が
肥
ら
れ
て
い
ま
す
｡
こ
こ

は
瀬
戸
神
社
の
佐
野
宮
司
さ
ん
の
兼
務
社
で
し
て
､
伝
承
で
は
こ
れ
も

朝
比
奈
の
切
通
し
を
造

っ
た
と
き
で
す
か
ら
､
仁
治
年
間
に
北
条
泰
時

が
勧
請
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
神
社
で
す
｡
朝
比
奈
の
切
通
し
の
山

あ
い
の
中
に
ぽ

っ
こ
り
盆
地
に
な

っ
て
い
ま
し
て
､
こ
ん
な
と
こ
ろ
に

よ
-
人
が
お
参
り
に
こ
れ
る
な
と
思
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
け
ど
､
ど

う
も
そ
こ
が
鎌
倉
時
代
か
ら
勧
請
さ
れ
て
い
た
場
所
で
､
い
ま
も
朝
比

奈
の
住
民
た
ち
が
年

1
回
の
お
祭
り
に
は
こ
ぞ

っ
て
や

っ
て
く
る
｡

こ
こ
に
は
中
世
に
盛
ん
で
あ

っ
た
熊
野
信
仰
の
熊
野
神
社
が
肥
ら
れ

て
い
ま
す
｡
考
え
て
み
ま
す
と
金
沢
称
名
寺
の
境
内
の
中
に
も
入

っ
た

左
側
に
熊
野
新
宮
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
｡
そ
し
て
切
通
し
か
ら
鎌
倉

側
に
降
り
て
き
た
と
こ
ろ
に
十
二
所
神
社
が
あ
り
ま
す
｡
こ
こ
は
十
二

所
と
い
う
地
名
な
ん
で
す
が
､
こ
れ
も
熊
野
十
二
所
権
現
の
こ
と
で
す
｡

こ
の
十
二
所
神
社
も
熊
野
系
神
社
で
あ
り
'
最
近
ま
で
茅
葺
き
の
非
常

に
い
い
お
社
だ

っ
た
ん
で
す
け
ど
､
周
囲
に
家
が
建
ち
風
景
が

一
変
し

て
し
ま
い
残
念
で
す
｡
こ
の
よ
う
に
朝
比
奈
峠
の
入
口
と
､
山
を
越
え

る
と
ま
た
熊
野
社
が
あ
り
､
さ
ら
に
熊
野
社
が
も
う

一
つ
､
極
楽
寺
の

鎮
守
と
し
て
い
ま
も
熊
野
神
官
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
｡

二

一四
九
年

に
建
て
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
､
真
言
律
宗
の
称
名
寺
と
極
楽
寺
と
を

つ

な
げ
る
と
こ
ろ
に
､
熊
野
信
仰
と
い
う
の
が
大
き
-
入
り
込
ん
で
き
て

い
る
と
い
う
の
も
特
徴
か
な
と
思
い
ま
す
｡

こ
う
し
て
み
る
と
や

っ
ぱ
り
中
央
の
と
い
う
か
､
当
時
平
安
時
代
後

半
に
非
常
に
流
布
し
て
い
た
信
仰
が
､
鎌
倉
の
地
に
入
り
込
ん
で
き
て

い
る
と
､
こ
れ
が
ど
う
い
う
形
で
そ
こ
に
定
着
し
て
い
-
の
か
｡
単
な

る
中
央
の
承
継
で
あ
る
の
か
ど
う
か
､
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
こ
れ
か
ら
考

え
て
み
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
で
す
が
｡
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
最
近

関
心
を
も

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
｡

阪
本

鎌
倉
と
い
う
と
､
鎌
倉
五
山
禅
宗
の
お
寺
､
そ
れ
か
ら
神
社

と
し
て
は
八
幡
様
と
い
う
こ
と
で
､
非
常
に
紋
切
り
型
の
理
解
､
い
わ

ゆ
る
観
光
案
内
的
な
理
解
が

一
般
的
な
ん
で
す
が
｡
い
ま
岡
田
先
生
の

お
話
を
お
う
か
が
い
し
ま
す
と
､
幕
府
が
開
か
れ
る
以
前
か
ら
､
も
ち

ろ
ん
御
厨
の
問
題
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
､
お
稲
荷
さ
ん
､
荏
柄

天
神
､
そ
れ
か
ら
祇
園
､
御
霊
信
仰
系
の
権
五
郎
さ
ん
で
有
名
な
御
霊
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神
社
､
そ
れ
か
ら
朝
比
奈
の
切
通
し
の
ほ
う
で
は
熊
野
神
社
｡
そ
う
い

う
ふ
う
に
都
市
と
し
て
幕
府
が
開
い
て
整
備
す
る
以
前
か
ら
､

一
種
の

-
ニ
京
都
的
な
様
々
な
そ
う
い
う
宗
教
施
設
を
､
既
に
鎌
倉
は
も

っ
て

い
た
と
言
う
こ
と
で
す
ね
｡
単
に
八
幡
信
仰
だ
け
で
は
な
い
で
す
ね
｡

い
ま
の
お
話
か
ら
､
や
は
り
単
に
八
幡
様
だ
け
で
な
い
様
々
な
信
仰

形
態
と
い
う
の
が
あ
る
｡
そ
う
い
う
意
味
か
ら
し
ま
し
て
も
､
千
々
和

先
生
は
中
世
の
そ
う
い
う
庶
民
の
信
仰
を
も
と
に
し
た
様
々
な
生
活
と

か
､
あ
る
い
は
社
会
の
こ
と
を
研
究
し
て
お
ら
れ
て
､
何
か
鎌
倉
に
つ

い
て
､
あ
る
い
は
鎌
倉
初
期
の

一
般
的
な
時
代
風
潮
で
も
結
構
で
す
が
､

皮
切
り
と
し
て
何
か
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
｡

千
々
和

僕
も
実
は
国
学
院
に
き
て
か
ら
は
毎
年
ゼ
ミ
学
生
と

一
緒

に
東
側
か
ら
､
金
沢
文
庫
の
ほ
う

か
ら
鎌
倉
の
ほ
う
に
歩
-
や
り
方

を
す
る
と
き
と
､
そ
れ
か
ら
西
の

ほ
う
か
ら
稲
村
ケ
崎
を
越
え
て
極

楽
寺
に
入

っ
て
､
長
谷
観
音
ま
で

い
く
と
い
う
コ
ー
ス
と
､
そ
れ
を

一
年
お
き
に
や

っ
て
い
ま
す
｡
そ

う
し
て
鎌
倉
の
雰
囲
気
と
い
う
の

を
知
る
と
い
う
こ
と
が

『吾
妻
鏡
』
な
ん
か
を
読
ん
で
い
-
と
き
に
､

非
常
に
役
に
立

つ
と
い
う
ふ
う
に
思

っ
て
い
ま
す
｡

い
ま
の
岡
田
先
生
の
お
話
で
も
う
ほ
と
ん
ど
尽
き
て
い
る
ん
で
す
が
､

最
近
の
都
市
論
の
研
究
み
た
い
な
も
の
か
ら
し
ま
す
と
､
例
え
ば

｢中

央
と
周
縁
｣
と
い
う
い
い
方
を
必
ず
し
ま
す
｡
そ
う
す
る
と
鎌
倉
の
中

央
と
い
う
の
は
や
は
り
鶴
岡
八
幡
宮
､
そ
の
外
側
に
禅
寺
が
ず
う
っ
と

広
が
る
空
間
が
あ
る
ん
で
す
が
'
そ
れ
か
ら
岡
田
先
生
が
い
ま
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
､
も
う
ち
ょ
っ
と
外
側
に
極
楽
寺
と
か
､
そ
れ
か
ら
日
蓮
宗

系
の
寺
が
広
が
る
と
｡
そ
こ
は
お
墓
な
ん
か
が
あ
っ
た
り
､
刑
場
が
あ
っ

た
り
､
そ
う
い
う
風
景
だ
と
｡
こ
れ
も
石
井
進
先
生
が
最
初
に
お
っ
し
ゃ
っ

て
定
説
に
な

っ
て
い
ま
す
ね
｡

も
う

1
つ
外
側
が
､
岡
田
先
生
が
さ
っ
き
お

っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
で
注

目
で
き
る
四
角
四
境
祭
の
場
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
｡
こ
れ
は
京
都
か

ら
持
ち
込
ま
れ
た
儀
礼
で
､
京
都
の
町
を
清
浄
な
空
間
に
保
つ
た
め
に
､

四
隅
で
祭
り
を
や
っ
て
､
積
れ
や
病
気
が
入

っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
｡

そ
れ
が
鎌
倉
で
も
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
は
っ
き
り
し
て

い
る
わ
け
で
､
そ
の
場
所
が
､
い
-
つ
か
動
く
場
所
も
も
ち
ろ
ん
あ
る

ん
で
す
け
ど
､

一
つ
は
六
浦
で
､
こ
こ
に
は
瀬
戸
神
社
が
あ
る
ん
で
す
｡

佐
野
大
和
先
生
が
い
ら

っ
し
ゃ
っ
た
瀬
戸
神
社
､
そ
れ
か
ら
逗
子
の
森

戸
が
も
う

一
つ
の
場
所
で
､
も
う

一
つ
は
江
ノ
島
'
こ
の
三
つ
は
あ
ま

り
動
か
な
い
と
思

っ
て
ま
す
け
ど
｡
特
に
私
の

一
番
近
年
縁
が
深
い
の

は
六
浦
瀬
戸
神
社
の
あ
た
り
な
ん
で
す
け
ど
､
最
近
新
し
-
い
ろ
ん
な

資
料
が
､
山
田
邦
明
さ
ん
で
あ
る
と
か
､
そ
れ
か
ら
青
山
学
院
の
藤
原

良
章
さ
ん
な
ん
か
か
ら
紹
介
さ
れ
た
り
､
私
自
身
が
見

つ
け
た
資
料
が

あ

っ
た
り
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
｡
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そ
う
し
ま
す
と
ち
ょ
っ
と
面
白
い
の
は
､
い
ま
の
お
話
と
多
少
か
か

わ
り
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
瀬
戸
神
社
は
も
ち
ろ
ん
も
と
も
と

三
島
な
ん
で
す
｡
で
す
か
ら
海
の
神
様
な
ん
で
す
が
､
こ
の
岡
田
先
生

の
作

っ
て
-
だ
さ

っ
た
地
図
で
い
い
ま
す
と
､
瀬
戸
神
社
の
場
所
の
や

や
西
南
に
な
り
ま
す
が
､
瀬
戸
と
い
う
ふ
う
に
こ
の
地
図
だ
と
入

っ
て

る
と
こ
ろ
と
､
そ
れ
か
ら
そ
の
さ
ら
に
先
に
六
浦
二
丁
目
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
け
ど
､
こ
の
間
が
ず

っ
と
山
な
ん
で
す
｡
い
ま
で
も
こ
れ
は

緑
地
と
し
て
残

っ
て
い
て
､

一
部
は
佐
野
先
生
お
持
ち
の
山
だ
と
確
か

伺

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
､
こ
れ
に
は
瀬
戸
し
か
入

っ
て
お
り
ま
せ

ん
が
､
現
地
の
地
名
で
い
い
ま
す
と
ひ
と

つ
が
権
現
山
と
い
う
の
で
す
､

そ
し
て
も
う

一
つ
が
お
伊
勢
山
と
い
う
山
な
ん
で
す
｡
そ
れ
で
お
伊
勢

山
の
ほ
う
は
伊
勢
を
明
ら
か
に
意
識
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
け
ど
､
権

現
山
の
ほ
う
は
い
ま
ま
で
の
説
明
で
は
､
麓
に
東
照
宮
が
あ
る
も
の
で

す
か
ら
､
(柳
沢
吉
保
の
息
子
が
米
倉
と
い
う
家
に
養
子
に
入

っ
て
､

そ
の
家
が
陣
屋
を
構
え
る
ん
で
す
ね
､
こ
こ
の
瀬
戸
に
)
｡
そ
れ
で
東

照
宮
が
こ
こ
に
勧
請
さ
れ
ま
す
｡
そ
の
関
係
で
東
照
大
権
現
に
ち
な
む

と
い
う
ふ
う
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
､
ど
う
も
権
現
山
と
い
う
地
名

自
体
は
中
世
に
測
り
そ
う
だ
と
い
わ
れ
は
じ
め
ま
し
た
｡
も
う

一
つ
熊

野
本
宮
の
文
書
の
中
に
六
浦
に
修
験
が
い
る
と
､
十
四
世
紀
段
階
で
す

け
ど
出
て
き
た
ん
で
す
｡
そ
う
し
ま
す
と
こ
の
権
現
山
と
い
う
の
は
案

外
も

っ
と
古
-
て
､
中
世
に
熊
野
が
こ
こ
に
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡

そ
う
す
る
と
岡
田
先
生
が
い
ま
お

っ
し
ゃ
っ
た
､
称
名
寺
と
鎌
倉
と
の

間
の
熊
野
の
道
と
真

っ
直
ぐ
つ
な
が
り
ま
す
ね
｡

そ
う
し
ま
す
と
こ
れ
は
い
ま
急
に
思
い
出
し
た
ん
で
す
け
ど

(莱
)
､

『沙
右
葉
』
に
あ
る
話
で
､
熊
野
の
若
い
坊
さ
ん
が
､
熊
野
に
詣
で
た

千
葉
の
上
総
で
し
た
か
の
地
頑
の
娘
に
恋
を
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
｡
そ

れ
で
追
い
か
け
て
い
き
ま
し
て
､
六
浦
ま
で
追
い
か
け
て
い
っ
て
､
東

海
道
は
､
中
世
は
江
戸
を
通
り
ま
せ
ん
か
ら
､
六
浦
､
横
須
賀
あ
た
り

か
ら
ま

っ
す
ぐ
富
津
に
渡
る
わ
け
で
す
江
戸
湾
を
｡
六
浦
で
船
待
ち
を

し
て
い
る
う
ち
に
夢
を
み
る
､
能
の

『耶
鄭
』
の
夢
み
た
い
な
夢
を
｡

そ
う
す
る
と
美
し
い
娘
と
結
婚
し
て
､
そ
れ
で
子
供
が
で
き
て
､
十
何

年
た

っ
て
平
和
に
生
き
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
生
ま
れ
た
子
供
が
海
に
落

ち
て
死
ん
で
し
ま
う
､
と
い
う
十
二
年
間
で
し
た
か
､
十
何
年
問
の
夢

を
見
て
､
そ
れ
で
パ
ッ
と
目
が
覚
め
る
と
､
も
う
こ
う
い
う
こ
と
を
し

て
て
も
､
干
葉
に
い
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と
い
う
の
で
､
ま
た
仏
道

修
行
の
地
に
戻
る
｡

何
か
こ
の
話
が
別
に
熊
野
神
社
と
直
接
に
つ
な
が
る
わ
け
じ
ゃ
な
い

け
ど
も
､
や
っ
ぱ
り

｢海
の
遺
｣
と
い
う
､
網
野
善
彦
さ
ん
が
よ
く
お
っ

し
ゃ
る
よ
う
な
､
そ
れ
か
ら
最
近

綿
貫
友
子
さ
ん
と
い
う
人
の
研
究
が

い
-

つ
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
､
そ
う
い
う
梅
の
道
と
い
う
の
を
意
識
し

て
､
瀬
戸
神
社
の
背
景
の
山
と
か
地
名
と
か
そ
う
い
う
の
を
見
て
い
る

と
､
何
か
鎌
倉
を
知
る
う
え
で
も
う
ひ
と

つ
別
の
視
点
が
得
ら
れ
る
よ

う
な
気
が
し
な
が
ら
､
い
ま
岡
田
先
生
の
最
初
の
話
を
聞
い
て
い
た
ん

で
す
け
ど
｡
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阪
本

茂
木
さ
ん
､
私
ら
の
理
解
で
は
鎌
倉
と
い
う
と
何
と
な
-
閉

じ
こ
も

っ
た

一
つ
の
小
さ
な
,,,
ニ
京
都
み
た
い
な
感
じ
で
､
外
に
対
す

る
広
が
り
が
な
い
よ
う
に
感
じ
､
四
角
四
境
祭
も
そ
う
だ
と
思

っ
た
の

で
す
が
､
先
程
千
々
和
先
生
の
お

っ
し
ゃ
っ
た
熊
野
信
仰
の
問
題
に
し

て
も
､
や
は
り
海
と
の
か
か
わ
り
が
指
摘
さ
れ
ま
す
ね
｡
こ
れ
は
も
ち

ろ
ん
武
士
の
関
係
と
か
人
の
移
動
の
問
題
と
か
あ
り
ま
す
か
ら
､
当
然

視
野
に
は
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
が
､
最
近
特
に
海
､

海
上
交
通
と
か
海
の
人
た
ち
の
歴
史
を
､
網
野
さ
ん
を
初
め
と
し
て
盛

ん
に
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
｡
い
ま
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
､
普
通
閉
じ
こ
も

っ

た
宗
教
的
な
空
間
で
､
鎌
倉
と
い
う
都
市
そ
の
も
の
は
そ
う
い
う
見
方

を
し
て
い
た
ん
で
す
が
､
そ
う
で
は
な
-
て
､
あ
る
意
味
で
は
京
都
な

ん
か
も
そ
う
で
す
が
､
北
の
若
狭
の
は
う
か
ら
の
関
係
と
か
､
琵
琶
湖

と
か
､
別
に
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
は
な
い
と
｡
そ
れ
と
似
通

っ
て
'
も

う
ち
ょ
っ
と
新
た
な
鎌
倉
の
見
方
と
い
い
ま
す
か
､
い
う
の
が
出
た
の

で
す
け
ど
､
何
か
ご
感
想
と
い
う
か
､
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
も
｡

茂
木

確
か
に
頼
朝
以
降
そ
う
し
た
形
で
､
本
当
に
閉
じ
ら
れ
た
空

間
と
し
て
都
市
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
強

か

っ
た
の
で
す
け
ど
､
い
ま
の
お
話
で
す
と
'
や
は
り
か
な
り
古
-
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
か
ら
人
々
の
往
来
が
あ
り
､
人
々
の
生
活
が
本
当

に
異
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
か
び
上
が

っ
て
-
る
よ
う
な
気
が
し

ま
し
た
｡

熊
野
信
仰
の
こ
と
が
出
ま
し
た
が
､
以
前
私
は
川
崎
の
稲
毛
神
社
の

お
祭
り
を
調
べ
た
と
き
に
､
昔
は
山
王
社
と
称
し
た
わ
け
で
す
け
ど
､

あ
そ
こ
の
神
主
は
熊
野
の
鈴
木
氏
な
ん
で
す
ね
｡
確
か
那
智
の

『米
良

文
書
』
の
中
に
､
鈴
木
氏
と
の
関
連
を
示
す
文
書
が
あ
る
ん
で
す
｡
で

す
か
ら
か
な
り
頻
繁
な
広
範
囲
の
交
流
が
あ

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と

い
う
こ
と
を
想
像
し
ま
す
｡

阪
本

鎌
倉
と
い
う
都
市
は
､
幕
府
が
置
か
れ
て
都
市
が
始
ま
る
わ

け
で
す
け
ど
｡
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
'
初
歩
的
な
質
問
な
ん
で
す
が
､

例
え
ば
､
義
江
彰
夫
さ
ん
な
ん
か
が
､
中
世
の
都
市
の
研
究
で
京
都
と

鎌
倉
と
い
う
対
比
で
､
基
本
的
に
は
京
都
に
準
じ
た
と
い
い
ま
す
か
'

一
種
の
､､=
l京
都
み
た
い
な
形
で
都
市
計
画
が
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
｡
そ
れ
は
そ
れ
で
正
し
い
と
思
う
の
で
す
が
｡
要
す
る
に
鎌
倉
時
代

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
時
代
に
な
る
わ
け
で
す
け
ど
｡
鎌
倉
の
も

っ
て
る

宗
教
的
な
空
間
と
い
う
も
の
と
､
平
安
京
､
王
朝
国
家
の
も

っ
て
る
宗

教
的
な
空
間
と
し
て
の
京
都
と
､

1
つ
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
よ
う
な
違
い
､

あ
る
い
は
際
だ

っ
た
点
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
る
の
か
｡
非
常
に
難
し

い
質
問
な
ん
で
す
が
､
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡

岡
田

僕
が
思

っ
て
い
る
の
は
､
鎌
倉
の
中
央
に
あ
る
若
宮
大
路
に

匹
敵
す
る
の
は
京
都
の
朱
雀
大
路
で
､
本
来
頼
朝
は
そ
の
突
き
当
た
り

で
あ
る
京
都
で
の
大
内
裏
の
場
所
､
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
の
場
所
に
幕

府
が
開
か
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
思
う
け
れ
ど
､
そ
う
で
は
な
く
て
､

や
は
り
八
幡
信
仰
の
八
幡
の
神
を
鎌
倉
の
中
心
に
据
え
て
い
る
｡
頼
朝

自
ら
は
京
都
で
い
え
ば
後
院
と
い
う
け
れ
ど
､
冷
泉
院
と
か
あ
あ
い
う

-371
-37-



天
皇
が
退
位
さ
れ
た
場
所
'
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
幕
府
の
場
所
で
あ

っ

て
｡
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
い
う
と
ち
ょ
っ
と
達
う
な
と
い
う
感
じ
し

ま
す
け
ど
｡

阪
本

そ
う
す
る
と
､
い
ま
の
お
話
を
聞
き
ま
す
と
､
八
幡
信
仰
と

い
い
ま
す
か
八
幡
宮
を
そ
こ
に
本
来
の
と
こ
ろ
へ
､
政
治
を
司
る
と
こ

ろ
に
置
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
､
京
都
の
場
合
は
も
と
も
と
賀
茂
に

し
ろ
松
尾
に
し
ろ
元
来
あ

っ
た
神
社
､
そ
れ
は
地
主
の
神
様
み
た
い
な

も
の
で
す
け
ど
｡
そ
れ
と
は
逢

っ
て
新
し
い
都
市
の
信
仰
と
考
え
て
い

い
で
し
ょ
う
か
｡

岡
田

そ
う
で
す
ね
｡
し
か
も
全
部
儀
礼
的
な
こ
と
は
､
幕
府
の
中

で
よ
り
も
鶴
岡
で
行
わ
れ
ま
す
｡

例
え
ば
､
実
朝
が
右
大
臣
の
地
位
を
朝
廷
の
勅
使
か
ら
も
ら
う
の
も
､

鶴
岡
八
幡
宮
の
中
で
や

っ
て
ま
す
か
ら
｡
そ
う
い
う
面
で
大
内
裏
の
役

割
を
こ
こ
で
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
と
そ
う
い
う

宗
教
的
な
も
の
'
両
面
が
こ
こ
に
入

っ
て
き
て
る
と
い
え
る
わ
け
で
す
｡

阪
本

す
る
と
や
は
り
か
な
り
人
為
的
と
い
う
か
政
治
的
な
思
惑
と

い
う
形
の
都
市
づ
-
り
と
い
い
ま
す
か
｡

岡
田

当
然
あ
る
で
し
ょ
う
ね
｡

阪
本

宗
教
的
な
空
間
配
置
と
い
う
考
え
方
も
出
て
き
ま
す
ね
｡

岡
田

そ
れ
で
私
､
子
供
の
頃
'
鶴
岡
八
幡
宮
の
裏
山
を
結
構
歩
い

た
ん
で
す
け
ど
､
こ
こ
に
は

｢
や
ぐ
ら
｣
は
な
い
で
す
｡
や
ぐ
ら
は
扇

が
谷
と
か
宝
戒
寺
の
裏
と
か
は
沢
山
あ
る
ん
で
す
け
ど
､
鶴
岡
八
幡
宮

の
裏
側
を
相
当
僕
は
歩
い
て
い
ま
す
け
ど
､
防
空
壕
は
二
ヶ
所
ぐ
ら
い

あ
る
ん
で
す
け
ど
や
ぐ
ら
は

一
ヶ
所
も
無
か

っ
た
で
す
ね
､
小
さ
い
頃

の
思
い
出
で
す
と
｡
や

っ
ぱ
り
そ
う
い
う
や
ぐ
ら
の
置
か
れ
る
場
所
と

い
う
の
は
､
積
れ
の
と
こ
ろ
で
､
そ
れ
な
り
に
考
え
て
設
け
ら
れ
て
ま

す
ね
｡
鶴
岡
は
最
も
聖
な
る
場
で
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
｡

中
世
の
信
仰
世
界

阪
本

で
は
こ
こ
で
は
鎌
倉
と
い
う
郡
市
､
あ
る
い
は
そ
う
い
う
空

間
を
離
れ
ま
し
て
､
鎌
倉
時
代
を
中
心
と
し
た
中
世
の
信
仰
的
な
空
間

と
か
､
あ
る
い
は
庶
民
の
信
仰
生
活
､
あ
る
い
は
武
士
の
信
仰
世
界
と

広
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
す
が
｡
や
は
り
鎌
倉
幕
府
の
､
あ
る
い

は
鎌
倉
幕
府
と
い
う
よ
り
も
､
鎌
倉
と
い
う
都
市
が
醸
し
出
し
た
宗
教

的
な
雰
囲
気
と
い
う
も
の
が
､

一
種
中
世
の
代
表
的
な
宗
教
的
な
雰
囲

気
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
｡
あ
る
い
は
､
そ
れ
も
や

は
り
地
域
地
域
で
さ
ま
ざ
ま
な
古
代
か
ら
の
信
仰
と
い
う
も
の
が
そ
れ

ぞ
れ
に
､
変
容
と
い
い
ま
す
か
､
時
代
時
代
の
様
相
を
重
ね
て
､
中
世

と
い
う
世
界
全
体
に
広
が

っ
て
い
っ
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
｡
こ
れ

は
井
上
鋭
夫
さ
ん
が
白
山
の
研
究
な
ど
で
は
､
古
代
な
ら
古
代
の
白
山

信
仰
､
中
世
な
ら
中
世
の
信
仰
､
そ
う
い
う

-F
種
の
歴
史
的
､
空
間
的

な
信
仰
の
形
態
と
い
う
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
､
お

っ
し
ゃ
っ

た
と
思
う
の
で
す
け
ど
｡
私
は
事
実
そ
れ
は
そ
う
だ
ろ
う
と
患
う
の
で
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す
が
､
や
は
り
鎌
倉
と
い
う
都
市
､
あ
る
い
は
鎌
倉
幕
府
の
と

っ
た

1

種
の
宗
教
上
の
立
場
と
い
う
も
の
が
､
全
-
そ
の
当
時
の
社
会
に
影
響

を
与
え
な
か

っ
た
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
｡

と
な
り
ま
す
と
当
然
､
い
わ
ゆ
る

一
般
的
に
は

｢神
仏
習
合
｣
と
い

う
形
で
､
大
体
鎌
倉
時
代
に
は
ぼ
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
よ
う
な
神
仏
習

合
が
完
成
期
を
迎
え
ま
し
た
｡
｢本
地
垂
逆
説
｣
に
し
て
も
､
去
年
出

ま
し
た
義
江
彰
夫
さ
ん
の
岩
波
の

『神
仏
習
合
』
に
し
ま
し
て
も
､
古

代
か
ら
の
何
段
階
に
わ
た
る
神
仏
習
合
の
過
程
と
し
て
､
第
四
段
階
で

鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
と
言
い
ま
す
｡
そ
う
い
う
神
仏
習
合
と
い
う
の

は
､
先
程
岡
田
先
生
が
､
鎌
倉
幕
府
を
開
-
以
前
か
ら
権
五
郎
さ
ん
や

お
稲
荷
さ
ん
や
､
あ
る
い
は
荏
柄
天
神
等
が
あ

っ
た
と
言
わ
れ
ま
し
た

が
､
そ
う
い
う
お
社
に
も

1
種
の
典
型
的
な
神
仏
習
合
の
形
み
た
い
な

の
が
､
い
ま
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
｡

岡
田

平
安
期
の
御
霊

｡
天
神

･
稲
荷
は
と
も
に
仏
教
の
影
響
が
強

-
あ
り
ま
し
た
｡
仏
教
に
よ
っ
て
神
祇
的
世
界
が
覚
醒
し
て
い
っ
た
｡

鎌
倉
に
流
布
す
る
信
仰
も
､
神
仏
習
合
の
影
響
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
｡
神
仏
習
合
の
典
型
的
な
も
の
は
鶴
岡
八
幡
宮
で
す
ね
'
鶴

岡
八
幡
宮
と
い
う
よ
り
鶴
岡
八
幡
宮
寺
と
い
う
宮
寺
で
す
か
ら
｡
そ
こ

に
は
二
十
五
人
の
供
僧
が
勤
務
し
て
い
て
､
壇
所
を
設
け
て
そ
こ
で
四

六
時
中
読
経
し
て
い
ま
し
た
｡
明
治
維
新
ま
で
は
｡
そ
う
い
う
こ
と
か

ら
い
う
と
神
社
と
い
う
よ
り
も
鶴
岡
の
場
合
に
は
お
寺
的
な
性
格
が
強

い
し
､
ま
た
そ
こ
の
別
当
は
寺
門
派
で
あ

っ
た
り
､
東
寺
で
あ

っ
た
り

と
い
う
こ
と
で
､
中
央
権
門
の
寺
院
か
ら
呼
ば
れ
て
-
る
僧
侶
が
多
い

わ
け
で
す
｡
当
然
そ
う
い
う
仏
教
と
の
関
係
を
見
て
い
け
ば
､
武
士
た

ち
の
間
に
神
仏
習
合
の
意
識
が
育

っ
て
い
-
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

た
だ
､
武
士
た
ち
の
東
国
に
お
い
て
の
神
仏
習
合
と
い
う
の
は
､
平

安
末
ま
で
は
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
な
い
と
思

っ
て
い
る
の
で
す
｡
武
士
た

ち
が

一
所
懸
命
の
土
地
を
守

っ
て
信
仰
す
る
地
域
の
神
々
は
小
さ
い
お

社
で
し
ょ
う
､
そ
こ
ま
で
は
入

っ
て
い
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
患
い

ま
す
｡
神
仏
関
係
の
拠
点
に
な

っ
た
の
は
は
じ
め
は

一
宮
と
か
地
域
の

大
き
な
と
こ
ろ
で
す
｡
経
済
力
も
あ
る
大
社
を
拠
点
に
し
な
が
ら
､
神

宮
寺
が
建
て
ら
れ
､
神
仏
習
合
が
進
め
ら
れ
て
い
-
｡
関
東
地
方
の
よ

う
な
遠
隔
地
と
い
う
か
､
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
際
だ

っ
た
神
仏
習
合

と
い
う
の
は
､
ま
だ
こ
の
鎌
倉
初
期
の
段
階
ま
で
は
出
て
こ
な
い
｡
む

し
ろ
鎌
倉
が
中
央
と
結
び

つ
き
顕
密
体
制
の
中
で
､
仏
教
的
な
も
の
が

ど
ん
ど
ん
入
り
込
ん
で
き
て
､
鶴
岡
八
幡
宮
が
武
士
の
前
に
立
ち
上
が
っ

て
-
る
と
､
そ
の
方
向
に
流
れ
て
い
-
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
け
ど
｡

阪
本

そ
う
し
ま
す
と
､
千
々
和
先
生
､
こ
れ
は
ご
専
門
の
と
こ
ろ

で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
､
い
ま
岡
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
な
鎌
倉
幕
府
が
成
立
す
る
当
初
ぐ
ら
い
ま
で
は
､
比
較
的

一
宮

ク
ラ
ス
と
か
大
き
な
神
社
に
関
し
て
は
､
神
宮
寺
が
建
て
ら
れ
､
あ
る

い
は
神
仏
習
合
的
な
も
の
が
意
図
的
に
も
､
い
ろ
ん
な
政
策
的
に
も
で
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き
て
-
る
｡
し
か
し
､
実
際
に
は
当
時
式
内
社
だ
け
で
も
三
千
近
-
あ
っ

て
､
大
き
い
お
社
だ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
､

一
応
国
家
が
神
社
と
し

て
把
握
し
て
い
る
お
社
が
そ
れ
だ
け
あ
る
わ
け
で
す
｡
ま
た
､
国
史
現

在
社
を
入
れ
る
と
､
非
常
な
数
に
な
り
ま
す
｡

一
般
の
農
民
や
漁
民
､

い
ろ
ん
な
生
業
を
し
て
い
る
人
が
､
ま
さ
に
そ
う
い
う
神
社
を
中
心
に

し
て

一
種
の
共
同
体
の
社
会
と
い
う
も
の
を
構
成
し
て
い
ま
し
た
｡
そ

う
い
う
人
た
ち
の
信
仰
を
､
神
も
仏
も
と
か
､
神
仏
習
合
と
か
､
あ
る

い
は
神
仏
同
じ
み
た
い
な
い
い
方
で
括
ら
れ
ま
す
｡
ま
た
当
時
の
庶
民

と
い
っ
て
も
難
し
い
､
簡
単
に
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
､

彼
ら
の
意
識
と
し
て
は
､
例
え
ば
､
今
掘
太
逸
さ
ん
流
に
い
う
と
､
だ

い
ぶ
習
合
が
進
ん
で
莫
宗
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
別
に
し
て
も
､

権
社
と
実
社
と
い
う
よ
う
な
い
い
方
を
し
て
い
ま
す
｡
権
社
は
も
う
確

実
に
大
き
な
習
合
を
し
て
い
ま
す
が
､
実
社
と
な
る
と
祖
先
の
神
さ
ん

と
か
'
あ
る
い
は
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
神
社
､
両
み
た
い
な
も
の
｡
む

し
ろ
そ
う
い
う
意
味
で
は
習
合
す
る
と
か
し
な
い
よ
り
も
､
素
朴
な
何

か
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
ル
ド
ル
フ
｡
オ

ッ
ト
ー
流
に
い
う
と
､
聖
な
る

も
の
､
恐
ろ
し
い
も
の
を
崇
め
奉
る
と
い
う
ほ
う
が
､
ま
だ
教
義
的
な

面
が
あ
ま
り
浸
透
し
て
な
か

っ
た
と
い
う
ふ
う
に
､
庶
民
の
問
で
は
見

た
ほ
う
が
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
｡

千
々
和

何
を
材
料
に
し
て
そ
れ
を
話
を
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
の

が
全
然
思
い
付
か
な
い
の
で
す
け
れ
ど
｡
例
え
ば
､
共
同
体
の
神
と
か
､

そ
う
い
う
ふ
う
に
共
同
体
の
神
社
と
い
う
の
を
､
も
し
私
の
フ
ィ
ー
ル

ド
の
東
国
で
資
料
と
し
て
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
､
十
五
世
紀
ぐ
ら

い
ま
で
見
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
｡
そ
れ
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
-
て
､
資
料
的
に
僕
は
庶
民
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
出
て
こ

な
い
と
思
う
の
で
す
｡
庶
民
と
阪
本
先
生
が
お

っ
し
ゃ
る
範
噂
の
人
々

が
､
何
か
信
仰
的
な
こ
と
を
や
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､
資
料
と
し

て
出
て
-
る
の
で
あ
れ
ば
､
や
は
り
仏
教
的
な
も
の
と
し
て
初
め
て
出

て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
､
そ
れ
が
ど
う
い
う
形
で
出
て
く
る
か

と
い
う
と
､
｢融
通
念
仏
｣
の
よ
う
な
形
で
あ
る
か
､
あ
る
い
は
墓
を

ど
う

つ
-
る
か
と
い
う
形
｡
そ
れ
か
ら
す
る
と
､
神
祇
信
仰
的
な
も
の

を
そ
こ
か
ら
何
か
検
出
し
て
い
-
と
い
う
作
業
は
､
な
か
な
か
難
し
い

だ
ろ
う
と
｡
そ
う
で
な
い
資
料
で
見
て
い
-
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､

や
は
り
八
幡
宮
が
ど
う
広
が

っ
て
い
-
か
と
い
う
見
方
で
あ
る
と
か
､

あ
る
い
は
諏
訪
で
あ
る
と
か
､
そ
れ
か
ら
先
程
い
わ
れ
た
白
山
も
そ
う

だ
と
思
い
ま
す
け
ど
､
あ
る
い
は
熊
野
で
す
ね
｡
熊
野
が
や

っ
ぱ
り

一

番
広
が
り
方
は
よ
-
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
｡

そ
れ
で
話
を
ち
ょ
っ
と
そ
ら
し
て
い
い
で
す
か
｡
そ
う
す
る
と
先
程

ち
ょ
っ
と
出
た
義
江
さ
ん
の
本
な
ん
か
と
の
関
連
で
い
っ
て
も
､
こ
の

辺
は
も
し
か
す
る
と
カ

ッ
ト
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど

(笑
)
､

一

番
改
め
て
面
白
い
と
思

っ
た
の
は
平
将
門
に
対
し
て
神
託
を
与
え
る
の

が
八
幡
で
あ

っ
た
､
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
｡
要
す
る
に
率
直
に
い
っ
て
､

八
幡
は
な
ぜ
神
託
を
与
え
ら
れ
た
の
か
と
い
っ
た
ら
'
新
し
い
神
で
天

神
と
組
ん
で
と
い
う
こ
と
で
は
な
-
て
､
や

っ
ぱ
り
皇
祖
神
だ
か
ら
と
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い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
｡
だ
か
ら
伊
勢
と
別
に
皇
祖
神
と
し
て
の

神
格
だ
か
ら
'
将
門
に
対
し
て
神
託
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
た

わ
け
で
､
ち
ょ
う
ど
百
五
十
年
前
の
道
鏡
の
と
き
の
記
憶
と
い
う
の
が
､

や
は
り
そ
れ
な
り
の
歴
史
意
識
と
し
て
あ

っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
､

こ
れ
は
北
大
の
河
内
祥
輔
さ
ん
も
､
天
照
大
神
と
八
幡
と
春
日
の
三
神
､

い
わ
ゆ
る
三
社
託
宣
の
か
か
わ
り
を
書
か
れ
た
と
き
に
､
八
幡
は
も
と

も
と
源
氏
の
氏
神
じ
ゃ
な
い
と
い
う
､
面
白
い
観
点
を
出
し
て
お
ら
れ

る
の
で
す
け
ど
､
僕
も
そ
れ
は
も
う
全
-
そ
う
だ
と
思
う
｡
鎌
倉
幕
府

が
始
ま
る
ま
で
は
､
八
幡
と
い
う
の
は
や

っ
ぱ
り
皇
祖
神
で
あ

っ
て
､

源
氏
の
氏
神
と
い
う
ふ
う
に
そ
れ
こ
そ
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
存
在
じ
ゃ
な

か

っ
た
ん
だ
ろ
う
し
､
だ
け
ど
鎌
倉
幕
府
が
で
き
て
八
幡
が
変
わ

っ
て

く
る

｡

ち

ょ
っ
と
そ
れ
と
か
か
わ
り
が
直
接
出
て
-
る
か
ど
う
か
､
前
か
ら

疑
問
に
思

っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
､
広
が

っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
｡

鎌
倉
幕
府
の
追
加
法
の
規
定
に
よ
る
と
､
起
請
文
を
書
い
て
参
篭
す
る
､

そ
う
す
る
と
参
篭
す
る
神
社
が
鎌
倉
で
は
簡
単
な
ん
で
す
､
鶴
岡
な
ん

で
す
､
こ
れ
は
わ
か
り
や
す
い
｡
だ
け
ど
京
都
で
は
六
条
若
宮
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
､
ま
し
て
石
清
水
で
も
な
い
､
北
野
な
ん
で
す
｡
な
ぜ
か
参

篭
す
る
神
社
が
北
野
で
あ
り
､
源
鶴
岡
で
あ
る
｡
そ
う
す
る
と
八
幡
が

源
氏
の
氏
神
だ
か
ら
幕
府
は
御
家
人
た
ち
を
そ
こ
に
参
篭
さ
せ
る
と
い

う
ふ
う
に
考
え
る
の
だ
と
す
る
と
､
京
都
で
も
当
然
荏
柄
天
神
の
例
も

あ
り
ま
す
が
､

一
般
に
は
頼
義
の
若
宮
で
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
の

で
す
｡
六
条
若
宮
を
鎌
倉
時
代
に
幕
府
が
非
常
に
守
り
立
て
て
い
く
と

い
う
の
は
､
こ
れ
か
ら
あ
と
ず

っ
と
動
き
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
が
､

で
も
そ
こ
じ
ゃ
な
い
､
石
清
水
で
も
な
い
､
北
野
な
ん
で
す
よ
｡
そ
う

す
る
と
何
か
別
の
論
理
み
た
い
な
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気

が
し
て
い
て
､
話
は
だ
い
ぶ
そ
ら
し
て
し
ま
い
ま
し
た
け
ど
も
､
な
ぜ

そ
こ
が
北
野
な
の
か
と
い
う
の
を
ず

っ
と
思

っ
て
い
た
の
で
､
義
江
さ

ん
の

『神
仏
習
合
』
の
本
は
､
天
神
と
八
幡
宮
の
セ
ッ
ト
と
い
う
の
を

す
ご
-
､
そ
の
点
で
は
面
白
か

っ
た
の
で
す
｡
こ
れ
か
ら
考
え
て
み
た

い
こ
と
で
す
｡

阪
本

最
初
私
が
お
う
か
が
い
し
た
と
こ
ろ
の
庶
民
の
問
題
､
特
に

東
国
の
ほ
う
に
な
り
ま
す
と
､
そ
う
い
う
い
わ
ゆ
る

一
般
庶
民
の
神
祇

信
仰
の
実
態
と
い
う
の
は
な
か
な
か
文
書
な
ど
で
も
現
わ
れ
て
き
ま
せ

ん
し
､
『御
伽
草
子
』
と
か
物
語
と
か
と
で
な
る
と
､

こ
れ
は
仏
教
系

の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
で
す
か
ら
､
ど
う
し
て
も
そ

っ
ち
に
引
き
ず

ら
れ
る
｡
そ
れ
は
よ
-
わ
か
り
ま
し
た
が
､
い
ま
の
岡
田
先
生
､
北
野

の
問
題
で
す
ね
､
天
神
信
仰
と
い
い
ま
す
か
｡
鎌
倉
に
も
荏
柄
天
神
と

い
う

『天
神
絵
巻
』
も
も

っ
た
､
い
ま
は
そ
ん
な
に
知
ら
れ
て
な
い
で

す
け
ど
'
か

つ
て
は
荏
柄
天
神
さ
ん
と
い
え
ば
非
常
に
有
名
で
し
た
｡

そ
の
天
神
さ
ん
と
為
政
者
､
支
配
者
と
の
関
係
で
､
い
ま
義
江
さ
ん
の

本
を
引
か
れ
て
､
ま
た
千
々
和
先
生
か
ら
も
､
な
ぜ
幕
府
退
加
法
を
出

す
と
き
に
､
京
都
で
は
六
条
若
宮
で
な
-
て
石
清
水
で
も
な
く
て
北
野

だ

っ
た
の
か
と
い
う
｡
こ
の
北
野
と
い
う
の
が
､
天
神
さ
ん
と
い
う
の
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が
､
中
世
'
特
に
鎌
倉
以
降
縁
起
物
に
し
て
も
何
に
し
て
も
ど
ん
ど
ん

で
さ
て
さ
て
広
が

っ
て
い
-
｡

一
つ
は
､
も
ち
ろ
ん
御
霊
信
仰
的
な
も

の
と
､
そ
れ
か
ら
単
な
る
御
霊
だ
け
で
は
な
-
て
､
政
治
に
深
い
か
か

わ
り
の
あ
る
実
在
の
神
で
も
あ
る
と
｡
い
ま
ま
で
の
御
曽
率
信
仰
と
は
ち
ょ
っ

と
違

っ
た
も
の
を
も

っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
そ
う
い
う

一
種
の
御
霊
信

仰
系
の
北
野
､
そ
れ
か
ら
必
ず
し
も
源
氏
の
氏
神
で
は
な
い
､
天
下
第

二
の
宗
廟
と
い
わ
れ
た
八
幡
宮
､
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
源
氏
だ
け
で

は
な
-
て
広
-
皇
室
の
皇
祖
神
と
い
う
ふ
う
な
認
識
が
あ

っ
た
こ
と
は

事
実
で
す
け
ど
｡

そ
う
い
う
二

つ
の
､
こ
れ
は
い
っ
て
み
れ
ば
古
来
の
神
祇
信
仰
か
ら

い
う
と
､
非
常
に
新
し
い
神
祇
と
い
い
ま
す
か
､
神
な
わ
け
で
す
ね
｡

そ
う
い
う
も
の
が
中
世
の
信
仰
の
中
心
的
な
神
仏
習
合
と
か
そ
う
い
う

関
係
思
想
も
あ
り
ま
す
け
ど
､
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
占
め
て
い
く
と
い
う

過
程
で
す
ね
｡
そ
れ
と
比
例
し
て
い
ま
の
奈
良
な
ん
か
を
中
心
と
し
た

古
来
の
大
社
と
い
わ
れ
る
も
の
が
だ
ん
だ
ん
衰
退
し
て
わ
か
ら
な
く
な
っ

て
い
-
｡
そ
こ
の
ち
ょ
う
ど
転
換
点
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
鎌
倉
と
い
う

の
が
位
置
す
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
気
も
す
る
ん
で
す
｡
そ
う
い

う
問
題
と
､
先
程
千
々
和
先
生
に
お
聞
き
し
た
よ
う
な
､
武
家
階
級
は

と
も
か
-
と
し
て
も
庶
民
の
天
神
参
り
と
か
八
幡
宮
に
対
す
る
信
仰
､

新
し
い
信
仰
と
い
い
ま
す
か
､
そ
れ
と
古
来
の
両
み
た
い
な
と
こ
ろ
で

の
信
仰
と
い
う
も
の
､
そ
こ
を
使
い
分
け
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
違
和

感
を
も
た
な
か

っ
た
の
か
､
そ
れ
と
も
ご
く
当
た
り
前
に
信
仰
し
て
い

た
の
か
､
こ
れ
も
ま
た
難
し
い
問
題
ぽ

っ
か
り
お
聞
き
し
て
恐
縮
な
ん

で
す
が
如
何
で
し
ょ
う

(笑
)

0

こ
う
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ

る
の
は
､
私
が
気
に
な

っ
た
の
は
､
千
々

和
先
生
も
引
い
て
お
ら
れ
ま
す
け
ど
､
近
江
の
大
島
や
奥
津
嶋
に
し
て

も
､
あ
れ
で

一
味
同
心
で
起
請
文
を
作
る
と
き
に
､
う
ち
の
大
明
神
の

罰
が
当
た
る
と
い
っ
た
と
き
の
彼
ら
に
と

っ
て
の
大
明
神
と
い
う
の
は
､

い
う
ま
で
も
な
く
大
島
で
あ
る
と
か
奥
津
嶋
な
ん
で
す
け
ど
｡
そ
の
場

合
明
ら
か
に
習
合
し
た
そ
う
い
う
神
様
で
も
な
い
し
､
そ
の
地
元
の
､

だ
か
ら
そ
の
御
神
木
を
と

っ
て
､
先
生
も
引
用
さ
れ
て
ま
す
よ
う
に
､

あ
る
意
味
で
は
立
ち
向
か
う
し
､
団
結
で
き
た
よ
う
な
､
そ
う
い
う
場

合
の
大
明
神
と
い
う
の
は
､
も
ち
ろ
ん
こ
の
大
明
神
が
仏
教
的
な
影
響

か
ら
で
き
た
ん
だ
と
い
う
説
も
も
ち
ろ
ん
現
代
で
も
あ
る
わ
け
で
す
が
､

そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
置
き
ま
し
て
｡
彼
ら
の
い
う
と
こ
ろ
の
そ
れ
こ
そ
平

仮
名
で

｢
だ
い
み
ょ
う
じ
ん
｣
と
た
ど
た
ど
し
-
書
い
て
い
る
と
き
の

大
明
神
と
い
う
の
は
､
や
は
り
い
ま
申
し
上
げ
た
よ
う
な
御
霊
系
の
信

仰
で
あ
る
と
か
'
八
幡
さ
ん
と
か
､
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
-
て
､
名

前
も
わ
か
ら
な
い
け
ど
も
､
そ
の
琵
琶
湖
な
ら
琵
琶
湖
の
近
-
に
代
々

鎮
座
し
て
､
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
守
り
神
と
し
て
｡
そ
れ
と
西
国
と
い

い
ま
す
か
､
あ
あ
い
う
開
け
た
と
こ
ろ
と
ち
ょ
っ
と
東
国
と
は
意
味
合

い
が
も
ち
ろ
ん
違
う
と
は
思
う
の
で
す
が
｡
東
国
に
も
記
録
が
残

っ
て

な
い
か
ら
と
い
っ
て
､
そ
う
い
う
意
識
が
な
か

っ
た
と
は
私
は
思
え
な

い
も
の
で
す
か
ら
､
彼
ら
の
場
合
に
と

っ
て
の
大
明
神
と
い
う
意
識
と
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い
い
ま
す
か
､
そ
れ
と
御
霊
信
仰
､
あ
る
い
は
神
仏
習
合
的
な
神
観
念

と
い
う
も
の
と
の
違
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
｡
そ
れ
と
も
そ
う
で

は
な
-
て
単
な
る
名
称
と
い
い
ま
す
か
｡

中
世
庶
民
の
神
意
識

岡
田

だ
か
ら
日
本
人
が
､
仏
教
伝
来
の
時
以
来
､
よ
-
い
わ
れ
る

の
は
仏
を
他
国
の
神
と
み
て
い
る
｡
渡
来
の
神
の
ほ
う
が
力
が
あ
っ
て
､

そ
う
い
う
呪
術
的
な
力
に
対
し
て
人
々
は
尊
び
､
発
展
し
て
､

心
緒
に

習
合
し
て
い
-
｡
同
じ
よ
う
に
､
八
幡
､
天
神
と
い
う
神
々
は
平
安
中

期
に

｢
し
だ
ら
神
｣
と
称
し
て
盛
ん
に
な
る
｡
八
幡
神
も
､
天
神
も

一

緒
に
御
輿
に
乗

っ
て
､
虫
送
り
の
よ
う
に
疫
病
を
級
う
た
め
の
儀
礼
と

し
て
､

1
時
発
生
的
に
出
て
き
て
､
ま
た
終

駕

し
て
い
く
わ
け
で
す
け

ど
｡
そ
う
い
っ
た
外
か
ら
や
っ
て
く
る
､
あ
る
い
は
西
の
ほ
う
か
ら
や
っ

て
く
る
神
に
､
非
常
に
呪
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
｡
そ
う
い
う

信
仰
的
な
土
壌
と
い
う
の
は
わ
り
と
あ

っ
て
､
そ
れ
が
在
来
の
土
地
の

神
を
信
仰
す
る
け
ど
､
な
お
か
つ
渡
来
系
の
と
い
う
か
､
中
央
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
い
う
か
､
外
か
ら
や

っ
て
-
る
大
神
に
帰
依
す
る
熊
野
信
仰

と
か
､
素
糞
鳴
信
仰
と
か
'
蘇
民
将
来
の
信
仰
と
か
､
重
層
的
に
な

っ

て
い
-
の
で
あ
り
､
東
国
に
も
そ
う
い
う
考
え
が
波
及
し
て
､
習
合
に

な

っ
て
い
く
と
見
る
と
考
え
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
う
い
う
の
が

鎌
倉
の
都
市
に
う
ま
-
凝
縮
し
て
､
外
か
ら
や

っ
て
き
た
神
々
が
配
置

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

阪
本

確
か
に
私
ど
も
､
特
に
私
な
ん
か
近
世
､
近
代
の
国
学
と
か

を
専
門
に
し
て
ま
す
と
､
義
江
さ
ん
も
本
の
中
で
､
近
世
に
な
る
と
そ

う
い
う
意
識
と
い
う
の
が
あ
る
意
味
で
は
止
揚
さ
れ
て
､
新
し
い
意
味

で
の
合

一
的
な
考
え
方
が
出
て
-
る
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
｡
こ
れ
は

時
代
の
様
々
な
考
え
方
で
別
に
中
世
そ
の
ま
ま
で
あ
る
必
要
は
な
い
わ

け
で
す
か
ら
､
当
然
近
世
と
い
う
考
え
方
が
出
て
く
る
｡

そ
う
い
う
面
が
あ
ま
り
強
調
さ
れ
ま
す
と
､
私
な
ん
か
で
も
あ
ま
り

に
も
中
世
と
い
う
も
の
が
基
層
と
し
て
の
神
祇
信
仰
は
あ
る
け
れ
ど
も
､

そ
れ
が
非
常
に
弱
い
の
か
強
い
の
か
､
そ
れ
と
も
全
-
仏
教
に
'
仏
教

と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
が
本
当
は
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
､
単
純

に
仏
教
と
い
う
い
い
方
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
､
基
層
信
仰
と
い
う

も
の
が
言
葉
で
は
よ
-
こ
の
頃
使
わ
れ
ま
す
し
､
逆
で
使

っ
た
り
す
る

と
､
坪
井
先
生
な
ん
か
十
数
年
前
か
ら
使
い
だ
さ
れ
ま
し
た
け
ど
｡
言

葉
と
し
て
い
い
の
で
す
け
ど
､
本
当
に
当
時
ど
の
よ
う
な
力
を
も

っ
て

い
た
の
か
と
い
い
ま
す
か
､
庶
民
で
も
武
士
に
対
し
て
で
も
-
-
｡

ち
ょ
っ
と
時
代
が
下
り
ま
す
が
､
も
ち
ろ
ん
の
鎌
倉
の
初
期
と
い
う

よ
り
も
､
私
自
身
関
係
し
て
い
た
神
社
と
か
､

一
宮
ク
ラ
ス
で
も
､
当

時
の
武
将
に
と

っ
て
み
れ
ば
､
明
ら
か
に
や
は
り

1
宮
ク
ラ
ス
に
な
る

と
､
こ
れ
は
紛
れ
な
-
神
祇
に
対
し
て
天
下
国
家
の
安
穏
を
祈
る
と
い

う
意
識
が
､
や
は
り
戦
国
大
名
､
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
し
て
も
､
鎌

倉
の
北
条
氏
に
し
て
も
足
利
に
し
て
も
､
記
録
と
し
て
中
世
の
文
書
に
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も
残

っ
て
い
る
｡
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
ま
す
と
､
必
ず
し
も
黒
田
俊
雄

さ
ん
流
に
広
い
意
味
で
の
仏
教
の

一
宗
派
と
し
て
の
神
道
宗
み
た
い
な

と
ら
え
方
で
､
神
仏
習
合

一
般
で
､
そ
れ
で
も
基
層
信
仰
は
あ

っ
た
こ

と
は
あ
っ
た
ん
だ
ぐ
ら
い
の
軽
い
も
の
で
は
な
-
て
､
や
は
り
も
う
ち
ょ
っ

と
庶
民
も
含
め
て
生
活
に
根
付
い
た
､
も

っ
と
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
神

祇
に
対
す
る
信
仰
と
い
い
ま
す
か
､
そ
う
い
う
も
の
が
あ

っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
気
持
ち
も
し
た
も
の
で
す
か
ら
､
い
ま
そ
の
よ

う
な
お
話
の
う
か
が
い
方
を
し
た
ん
で
す
が
｡

ど
う
も
資
料
的
に
､
先
程
千
々
和
先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
､

書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
安
居
院
の

『神
道
集
』
を
初
め
と
し
て
､
さ

ま
ざ
ま
な
社
寺
の
縁
起
に
し
て
も
､
当
然
そ
っ
ち
の
ほ
う
が
多
い
で
す

し
､
い
ま
流
行
り
の
中
世
日
本
紀
の
も
の
に
し
て
も
､
福
田
晃
さ
ん
が

『神
話
の
中
世
』
で
書
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
､

そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
仏

教
を
度
外
視
し
て
､
当
時
の
神
道
そ
の
も
の
と
い
う
の
は
見
え
て
こ
な

い
こ
と
は
､
文
献
的
に
は
そ
う
な
ん
で
す
が
｡
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ

と
､
明
ら
か
に
神
祇
と
い
う
も
の
を
対
象
に
し
て
い
ろ
ん
な
祈
願
を
命

じ
て
い
る
｡
あ
る
い
は
先
程
の
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
､
そ
う
い
う

近
江
の
国
の
庶
民
た
ち
が
大
明
神
と
い
っ
た
と
き
の
意
識
と
い
う
も
の

が
､
ど
う
も
そ
う
い
う
説
明
だ
け
で
は
従
来
の
､
う
ま
く
重
な
ら
な
い

と
い
う
と
こ
ろ
を
私
感
じ
て
ま
す
の
で
､
お
伺
い
し
た
わ
け
で
す
｡

茂
木

わ
れ
わ
れ
神
職
の
ほ
う
で
よ
-
引
か
れ
る
の
は
､
『
貞
永
式

目
』
の
冒
頭
の

｢神
は
人
の
敬
に
よ
り
威
を
増
す
｣
と
い
う
そ
の
神
な

ん
で
す
け
ど
､
そ
の
解
釈
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
'

一
般
的
な
い
ま
阪
本

先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
神
仏
習
合
と
い
う
よ
り
も
､
も

っ
と
日

本
人
と
し
て
の
神
と
い
う
意
識
が
､
あ
そ
こ
に
は
明
確
に
出
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
け
ど
｡

千
々
和

阪
本
先
生
の
お

っ
し
ゃ
る
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
ん
で
す
ね
｡

要
す
る
に
い
つ
も
い
つ
も
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
､
た
だ
そ

れ
が
小
さ
い
非
常
に
狭
い
意
味
で
の
役
割
分
担
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
し
､
そ
う
で
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の
を
､
庶
民
レ
ベ

ル
で
と
ら
え
る
と
'
や
は
り
僕
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
｡

た
だ
､
二
つ
ぐ
ら
い
事
例
と
し
て
､

一
つ
は
､
学
生
の
と
き
に
卒
業

論
文
で

一
番
最
初

一
部
や
っ
た
の
で
､
川
口
市
に
僧
形
八
幡
が
あ
る
ん

で
す
｡
そ
れ
は
鶴
岡
の
末
社
な
ん
で
す
け
ど
､
そ
の
僧
形
八
幡
の
神
像

の
中
に
､
願
文
が
た
-
さ
ん
納
め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
｡

そ
の
中

に

『般
若
心
経
』
も
入

っ
て
い
る
､
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
い
う
と
､
や
っ

ぱ
り
最
初
か
ら
八
幡
と
い
う
の
は
当
然
大
菩
薩
で
す
し
､
僧
形
八
幡
で

す
か
ら
こ
れ
は
か
な
り
末
端
ま
で
､
義
江
さ
ん
の
い
う
よ
う
な
意
味
で

の
神
仏
習
合
は
浸
透
し
て
い
た
と
｡

じ
ゃ
そ
れ
が
す
べ
て
な
の
か
と
い
う
と
､
そ
う
で
は
な
い
側
面
は
､

阪
本
先
生
が
お

っ
し
ゃ
る
よ
う
に
あ
る
と
思
う
｡
と
い
う
の
は
十
五
世

紀
の
段
階
な
ん
で
す
け
ど
､
関
東
地
方
で
十
五
世
紀
の
非
常
に
大
き
な

宗
教
的
な
変
化
'
大
き
い
の
は
､
曹
洞
宗
が
入

っ
て
き
て
広
ま
る
｡
曹

洞
宗
が
入

っ
て
広
ま
る
と
き
に
何
す
る
か
と
い
う
と
､
｢
神
人
化
度
説
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話
｣
､
要
す
る
に
神
を
仏
教
が
救

っ
て
や
る
と
い
う
､
ま
さ
に
義
江
さ

ん
の
い
う
多
度
神
宮
寺
の
事
例
が
十
五
世
紀
に
も
う

一
回
あ
る
ん
で
す

よ
｡
と
い
う
こ
と
は
義
江
さ
ん
が
お

っ
し
ゃ
る
よ
う
な
形
で
平
安
時
代

に
課
題
が
解
決
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
､
あ
り
得
な
い
で
す

ね
｡
十
五
世
紀
に
も
う

一
回
そ
の
運
動
が
あ

っ
た
､
そ
の
運
動
を
担

っ

た
の
は
曹
洞
宗
な
ん
で
す
｡
曹
洞
宗
は
冒
頭
で
い
っ
た
､
要
す
る
に
葬

祭
を
広
め
る
仏
教
で
す
ね
､
だ
か
ら
課
題
が
変
わ

っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思

う
面
も
あ
る
け
れ
ど
､
要
す
る
に
救

っ
て
往
生
さ
せ
る
と
い
う
課
題
と
､

も
う

1
つ
は
中
世
の
お
墓
を

つ
-

っ
て
､
要
す
る
に
葬
式
を
や

っ
て
や

る
と
い
う
､
課
題
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
き
て
ま
す
け
ど
､
葬
式
を
や
っ

て
や
る
と
い
う
こ
と
を
武
器
に
し
て
､
曹
洞
宗
が
十
五
世
紀
に
関
東
に

ワ
-
ツ
と
広
が

っ
て
､
そ
れ
ま
で
の
天
台
系
の
寺
や
な
ん
か
を
み
ん
な

曹
洞
宗
化
し
て
い
-
｡
曹
洞
宗
化
し
て
い
-
と
き
に
使
う
材
料
が

｢神

人
化
度
説
話
｣
な
ん
で
す
｡

例
え
ば
､
山
王
さ
ん
と
い
う
の
が
あ
る
､
山
王
権
現
が
そ
こ
に
い
る
｡

そ
う
す
る
と
そ
の
山
王
さ
ん
を
､
折
伏
と
い
う
い
い
方
は
曹
洞
宗
は
し

な
い
ん
で
す
け
ど
､
そ
の
山
王
の
神
を
要
す
る
に
自
分
が
救

っ
て
や
る

と
い
う
形
で
､
そ
こ
に
寺
を
建
て
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
｡
そ
う
し
ま

す
と
何
で
そ
う
い
う
運
動
が
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
裏
返
し
て
読
め

ば
､
阪
本
先
生
の
お

っ
し
ゃ
る
よ
う
な
､
そ
れ
よ
り
前
の
段
階
に
は
､

や
は
り
山
王
の
地
区
の
人
々
の
結
集
の
場
と
し
て
の
神
が
い
て
も
い
い

か
も
し
れ
な
い
､
山
の
神
が
い
る
｡
こ
う
い
う
事
例
が
い
ろ
ん
な
と
こ

ろ
に
あ

っ
て
､
そ
れ
は
､
例
え
ば
､
駒
沢
大
学
の
広
瀬
良
弘
さ
ん
と
か
､

何
人
か
の
禅
宗
の
研
究
者
の
方
が
や

っ
て
お
ら
れ
て
､
私
も
論
文
の
中

で
引
用
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
｡

そ
う
い
う
こ
と
を
だ
か
ら
､
中
世
の
終
り
の
も
う

1
回
あ
る
宗
教
運

動
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
､
逆
に
照
射
し
て
み
る
と
確
か
に
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
気
は
し
て
ま
す
｡
た
だ
､
残

っ
て
る
崩
料
か
ら
す
る

と
､
ど
う
も
僕
は
実
際
に
は
､
さ

っ
き
い
っ
た
八
幡
の
願
文
の
ほ
う
が

印
象
と
し
て
は
強
い
で
す
｡

阪
本

そ
う
で
す
ね
､
確
か
に
勢
力
と
い
い
ま
す
か
､
信
仰
の
度
合

い
か
ら
い
っ
て
八
幡
信
仰
と
い
う
の
は
非
常
に
強
力
な
も
の
を
も

っ
て

ま
す
か
ら
､
た
と
え
ば
埼
玉
の
鉢
形
八
幡
宮
な
ど
で
も
近
世
の
文
書
が

出
て
い
ま
す
が
､
そ
れ
に
し
た

っ
て
圧
倒
的
に
ず
う

っ
と
そ
れ
こ
そ
神

仏
習
合
と
い
い
ま
す
か
､
い
ま
先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
の
が
続

い
て
い
ま
す
し
｡
そ
う
い
う
意
味
で
は
今
木
の
神
の
ほ
う
が
さ

っ
き
岡

田
先
生
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
力
が
強
い
と
い
う
の
か
'
い
ま
ま
で
の
在

来
の
神
様
で
は
頼
り
な
い
と
い
う
の
か
､
そ
う
い
う
意
識
が
や

っ
ぱ
り

あ

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
で
す
け
ど
｡

わ
れ
わ
れ

一
応
､
神
道
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
わ
れ
て
ま
す
も
の
で

す
か
ら
'
強
引
に
神
道
の
立
場
と
い
う
の
を
割
合
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
が
｡
た
だ
､
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
､
そ
う
い
う
に
わ

か
勉
強
な
ん
か
を
し
て
み
ま
し
て
も
､
い
ま
千
々
和
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ

て
-
だ
さ

っ
た
よ
う
に
､
逆
の
面
か
ら
照
射
し
て
い
-
と
い
い
ま
す
か
､
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そ
の
面
､
例
え
ば
､
岡
田
先
生
と

一
緒
に
研
究
し
て
お
ら
れ
た
佐
藤
真

人
と
い
う
人
が
､
い
わ
ゆ
る
宮
中
に
お
け
る
神
仏
隔
離
と
い
う
形
で
､

は
っ
き
り
神
事
､
仏
事
と
い
う
の
を
明
確
に
分
け
て
お

っ
た
と
い
う
こ

と
｡
そ
れ
か
ら
平
安
時
代
の
そ
う
い
う
貴
族
の
日
記
な
ん
か
を
読
ん
で

み
ま
し
て
も
､
あ
る
吉
田
社
の
祭
礼
の
と
き
に
､
神
事
の
と
き
に
仏
事

で
い
っ
た
の
で
､
罰
当
た
り
と
い
う
こ
と
で
､
結
局
そ
の
家
は
焼
け
て

し
ま

っ
た
と
い
う
よ
う
な
記
録
が
残

っ
て
い
る
｡
そ
う
し
ま
す
と
､
そ

う
い
う

一
種
の
神
仏
習
合
の
権
化
み
た
い
に
い
わ
れ
た
貴
族
で
も
､
吉

田
社
の
神
事
を
す

っ
ぽ
か
し
て
仏
事
を
や

っ
た
も
の
だ
か
ら
'
そ
の
家

は
焼
け
た
ん
だ
と
｡
い
っ
た
人
は
神
事
に
参
加
し
た
人
は
焼
け
な
か

っ

た
み
た
い
な
こ
と
が
､
そ
う
い
う
意
味
で
は
残

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

か
ら
し
て
も
､

一
概
に
ご

っ
ち
ゃ
に
神
仏
習
合
､
あ
る
意
味
で
は
権
現

信
仰
み
た
い
な
形
の
ほ
う
が
､
そ
れ
は
か
な
り
影
響
力
が
あ

っ
た
し
､

一
般
的
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
､
そ
れ
を
あ
ん
ま
り
強
調
し

す
ぎ
る
と
い
う
の
も
何
な
の
か
な
と
い
う
気
が
し
て
｡

岡
田

明
治
以
前
の
お
祭
り
を
見
て
い
る
と
､
儀
礼
の
中
で
僧
侶
が

関
与
し
､
ま
た
神
主
が
関
与
し
て
い
る
｡
で
'
完
全
に
職
掌
は
分
か
れ

て
い
る
か
ら
､

1
つ
l
つ
を
儀
礼
の
内
容
を
読
み
解
い
て
い
-
と
､
こ

れ
は
こ
こ
で
神
道
的
な
部
分
､
仏
教
的
な
部
分
と
は

っ
き
り
わ
か
る
わ

け
で
す
｡
神
仏
隔
離
は
は

っ
き
り
し
て
い
ま
す
｡
儀
礼
を
外
か
ら
見
る

と
､
そ
れ
は
見
え
て
こ
な
い
で
す
ね
｡
八
幡
の
神
も
仏
法
に
守
ら
れ
て

い
る
､
仏
法
を
好
む
神
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
-
る
し
｡
宇
佐
八
幡

は
宇
佐
大
宮
司
が
奉
仕
し
な
が
ら
､
弥
勘
寺
の
僧
侶
が
読
経
を
や
る
と
｡

完
全
に
分
か
れ
て
い
る
ん
だ
け
ど
､
そ
れ
は
あ
ま
り
見
え
て
こ
な
い
ん

で
す
ね
｡

阪
本

だ
か
ら
こ
れ
は
近
世
末
ま
で
こ
う
い
う
思
想
､
あ
る
い
は
信

仰
形
態
が
ず

っ
と
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
た
う
え
な
ん

で
す
け
ど
､
私
な
ん
か
自
分
の
専
門
の
明
治
維
新
の
と
き
の
神
仏
分
離

の
状
況
に
つ
い
て
'
資
料
を
見
た
り
歩
い
た
り
し
て
ま
す
と
､
や
は
り

当
時
の
庶
民
か
ら
す
る
と
､
神
と
仏
と
い
う
の
は
わ
り
に
き

っ
ち
り
分

け
て
い
た
と
思
う
｡
こ
れ
は
国
学
の
影
響
が
あ

っ
た
と
か
い
う
よ
り
'

ま
だ
そ
う
い
う
国
学
者
と
か
全
然
関
係
な
い
田
舎
の
ほ
う
を
見
て
み
て

も
､
そ
れ
が
ず
う

っ
と
中
世
か
ら
の
そ
の
ま
ま
続
い
て
た
か
ど
う
か
は

別
に
し
ま
し
て
も
｡
で
す
か
ら
あ
ん
ま
り
神
仏
習
合
と
い
う
視
点
だ
け

で
強
調
し
て
､

一
種
そ
れ
が
も
う
ち
ょ
っ
と
き
ち
ん
と
理
論
化
さ
れ
て
､

黒
田
さ
ん
の
よ
う
な
感
じ
だ
け
で
､
中
世
の
体
制
が
と
ら
え
ら
れ
る
と
､

そ
れ
以
後
の
庶
民
の
信
仰
と
い
う
も
の
が
説
明

つ
か
な
い
部
分
が
､
も

ち
ろ
ん
中
世
と
近
世
で
ガ
ラ
ッ
と
変
わ

っ
た
ん
だ
と
い
う
見
方
を
す
れ

ば
別
で
す
が
｡
私
自
身
ど
う
も
そ
こ
に
ガ
ラ
-
と
変
わ
る
よ
う
な
庶
民

に
対
し
て
影
響
を
与
え
た
ほ
ど
の
､
決
定
的
な
も
の
が
あ

っ
た
か
と
考

え
て
し
ま
う
の
で
す
｡
そ
う
い
う
意
味
で
い
ま
千
々
和
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
､
十
五
世
紀
に
な

っ
て
曹
洞
宗
が
入

っ
て
-
る
｡

例
え
ば
'
秋
葉
信
仰
な
ん
か
で
も
､
実
際
に
可
睡
斎
曹
洞
宗
､
そ
れ

以
前
は
違

っ
て
､
曹
洞
宗
が
入

っ
て
き
て
可
睡
斎

つ
く
り
ま
し
て
､
江

146-
-46-



戸
時
代
前
か
ら
ず
っ
と
幕
末
の
神
仏
分
離
ま
で
き
ま
す
し
｡
ま
た
有
名

な
三
河
の
豊
川
稲
荷
に
し
て
も
､
も
と
も
と
は
曹
洞
宗
の
妙
厳
寺
に
､

そ
こ
に
単
に
肥
ら
れ
た
茶
倶
尼
天
の
お
堂
そ
の
も
の
が
､
あ
る
意
味
で

は
お
稲
荷
さ
ん
と
い
う
こ
と
で
習
合
し
て
､
む
し
ろ
曹
洞
宗
の
お
寺
よ

り
も
庶
民
､
付
近
の
農
民
に
と
っ
て
は
お
稲
荷
さ
ん
と
い
う
こ
と
で
､

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
ど
で
か
い
鳥
居
が
立
て
ら
れ
て
､
そ
れ
が
た

め
に
あ
る
意
味
で
は
豊
川
稲
荷
は
神
仏
分
離
免
れ
て
､
要
す
る
に
こ
れ

は
勝
手
に
庶
民
が
お
稲
荷
さ
ん
と
し
て
つ
-
っ
た
ん
だ
と
､
も
と
も
と

自
分
の
と
こ
ろ
は
曹
洞
宗
の
お
寺
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
切
り
抜
け
た

と
い
い
ま
す
か
､
そ
う
い
う
事
例
も
あ
る
わ
け
で
す
｡
時
代
は
だ
い
ぶ

下
が
り
ま
す
け
ど
｡

い
ざ
そ
の
間
に
庶
民
の
そ
う
い
う
神
仏
に
対
す
る
感
覚
が
､
著
し
-

革
命
的
に
変
わ
っ
た
と
も
思
え
な
い
と
す
る
な
ら
ば
､
や
は
り
い
ま
千
々

和
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
い
ろ
ん
な
段
階
を
経
て
､
あ
と
他
宗

教
や
､
教
勢
を
拡
大
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
､

一
種
の
新
し
い

神
道
宗
み
た
い
な
､
そ
っ
ち
の
ほ
う
も
か
な
り
重
視
し
な
い
と
､
何
と

な
く
中
世
か
ら
近
世
ま
で
､
あ
る
い
は
古
代
か
ら
神
仏
習
合
が
千
年
間

バ
ー
ツ
と
続
い
て
､
庶
民
も
そ
れ
で
一
色
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
な
っ

て

し
ま
い
ま
す
と
､
あ
ま
り
学
問
的
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
と
田
心
い
ま
す
し
､

そ
こ
の
点
を
も
う
ち
ょ
っ
と
こ
の
座
談
会
で
'
少
し
で
も
明
ら
か
に
し

た
い
と
思
い
ま
す
｡

千
々
和

私
は
だ
か
ら
中
世
の
前
期
と
後
期
と
で
は
､
い
ろ
ん
な
意

味
で
状
況
は
違
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡
さ
っ
き
阪
本
先
生
が
引
い
て

-
だ
さ
っ
て
る
神
罰
の
話
で
す
が
､
神
罰
の
話
に
し
た
っ
て
､
だ
か
ら

非
常
に
単
純
に
罰
を
与
え
る
の
は
神
だ
け
で
､
仏
は
救
う
だ
け
だ
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
､
｢起
請
文
｣
の
文
言
な
ん
か
が
そ
う
で
あ
れ
ば
､
こ

れ
は
も
う
非
常
に
簡
単
に
結

論
出
せ
る
ん
だ
け
ど
も
､
必
ず
し
も
絶
対

そ
う
で
は
な
い
｡

た
だ
､
『貞
永
式
目
』
､
『御
成
敗
式
目
』
の
最
後
に
起
請
文
が
付
き

ま
す
ね
｡
あ
れ
は
､
｢梵
天
､
希
釈
､
四
大
天
王
｣

に
は
じ
ま

っ
て
､

そ
れ
で

｢別
し
て
は
伊
豆
箱
根
｣
で
す
か
ら
､
仏
は
出
て
こ
な
い
､
仏

は
だ
か
ら
要
す
る
に
仏
法
擁
護
の
神
で
あ
る

｢梵
天
､
帝
釈
､
四
大
天

王
｣
だ
け
が
出
て
き
て
､
あ
と
仏
名
は
出
て
こ
な
い
｡
こ
れ
は
鎌
倉
幕

府
の

一
番
最
初
の

｢起
請
文
｣
の
書
き
方
､
｢罰
文
｣

の
書
き
方
な
ん

だ
け
ど
も
､
こ
れ
が
だ
ん
だ
ん
時
代
が
た
っ
て
-
れ
ば
､
仏
だ
っ
て
罰

を
与
え
る
､
こ
れ
は
も
う

一
般
的
に
な

っ
て
い
き
ま
す
ね
｡

じ
ゃ
あ
鎌
倉
時
代
ま
で
は
全
部

｢荒
天
､
帝
釈
､
四
大
天
王
｣
だ
け

か
と
い
う
と
､
や
っ
ぱ
り
そ
う
で
は
な
-
て
､
東
大
寺
の
中
だ
と

｢大

仏
､
四
王
｣
と
い
う
い
い
方
な
ん
で
す
､
庶
民
が
書
く

｢起
請
文
｣
で

も
､
だ
か
ら
大
仏
が
罰
を
与
え
る
ん
で
す
｡
だ
か
ら
仏
は
完
全
に
罰
を

与
え
る
､
薬
師
な
ん
か
も
罰
を
与
え
る
｡
と
い
う
存
在
と
し
て
仏
を
見

て
ま
す
か
ら
､
罰
を
与
え
る
も
の
が
神
で
'
救
う
も
の
が
仏
だ
と
い
う

こ
と
で
も
や
っ
ぱ
り
な
い
で
す
｡
そ
の
地
域
､
そ
れ
か
ら
そ
の
住
ん
で

る
空
間
に
よ
っ
て
､
全
然
違
う
｡
だ
け
ど

1
般
論
と
し
て
い
え
ば
､
さ
っ
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き
の

『御
成
敗
式
目
』
の

｢神
文
｣
と
い
う
の
は
非
常
に
影
響
力
を
も

ち
ま
す
か
ら
､
あ
れ
は
武
家
の
基
本
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
で
ず

っ
と

つ
な
が

っ
て
い
き
ま
す
｡

話
を
あ
ち
こ
ち
に
さ
せ
て
し
ま
う
と
悪
い
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す

け
ど
､
前
に

一
度
考
え
て
結
局
そ
う
う
ま
-
は
い
か
な
か

っ
た
ん
で
す

け
ど
､
普
通
'
｢阿
弥
陀
如
来
｣
と
い
う
の
は
救
う
だ
け
で
す
ね
｡
罰

を
与
え
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
､
浄
土
真
宗
の
起
請
文

を
集
め
て
や
れ
る
だ
ろ
う
か
と
'
考
え
た
こ
と
が
前
に
あ
っ
た
の
で
す
｡

浄
土
真
宗
の
起
請
文
が
中
世
の
後
期
に
'
戦
国
時
代
で
す
け
ど
､
文
言

が
固
定
化
し
て
き
ま
す
｡
そ
れ
ま
で
の
段
階
が
ど
う
も
よ
-
わ
か
ら
な

か
っ
た
ん
で
す
｡
最
終
段
階
で
は

｢如
来
上
人
の
御
罰
｣
な
ん
で
す
｡

そ
の
場
合
の
如
来
は
明
ら
か
に
阿
弥
陀
で
す
か
ら
､
だ
か
ら
中
世
の
末

に
な
る
と
浄
土
真
宗
で
も
阿
弥
陀
如
来
は
罰
を
与
え
る
存
在
に
な

っ
て

-
る
｡
上
人
は
親
鷲
上
人
で
す
ね
､
そ
う
い
う
形
が
固
定
化
さ
れ
て
い

-
｡
だ
か
ら
そ
の
固
定
化
し
た
段
階
で
明
ら
か
に
中
世
と
い
う
時
代
と
､

も
う
中
世
末
と
い
う
よ
り
は
近
世
と
い
う
時
代
と
で
や
は
り
違
う
し
､

そ
う
い
う
ふ
う
に
い
く
つ
か
切
り
な
が
ら
見
て
い
く
と
､
全
体
の
大
き

な
流
れ
は
神
と
仏
の
違
い
と
い
う
の
か
ら
､
仏
も
罰
を
与
え
る
し
､
と

い
う
も
の
に
だ
ん
だ
ん
な

っ
て
い
く
と
い
う
､
全
体
と
し
て
は
動
い
て

い
く
と
思
い
ま
す
け
ど
｡
な
か
な
か
そ
れ
を
さ
っ
き
の
質
問
へ
の
､
直

ち
に
非
常
に
簡
単
に
お
答
え
す
る
と
い
う
の
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
'

い
ま
だ
に
こ
だ
わ

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
ど
､
す
み
ま
せ
ん

(笑
)
｡

阪
本

た
だ
､
先
生
が
お

っ
し
ゃ
る
よ
う
に
､
時
代
時
代
に
よ
っ
て

き
ち

っ
と
見
て
い
か
な
け
れ
ば
､
起
請
文
の
効
力
に
関
し
て
も
､
先
生

が

一
校
の
と
こ
ろ
で
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う
に
､
江
戸
時
代
に
な
る

と
落
語
で
､
ば
か
に
さ
れ
た
よ
う
な
古
典
落
語
な
ん
か
で
は
出
て
-
る

こ
と
に
な
り
ま
す
し
､
そ
れ
が

一
種
の
時
代
の
進
展
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
｡

話
は
中
世
で
す
か
ら
近
世
ま
で
き
て
し
ま

っ
て
も
仕
方
が
な
い
の
で

す
が
｡
い
ま
起
請
文
の
問
題
と
か
出
ま
し
た
け
ど
､
当
時
の
起
請
文
と

い
い
ま
す
か
､
あ
る
い
は

一
種
の

山
授
な
ど
は
､
あ
る
い
は
仏
で
も
い

い
で
す
け
ど
誓
約
を
し
て
団
結
す
る
と
い
う
意
識
で
す
ね
｡
こ
の
意
識

も
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
､
や
は
り
古
代
と
中
世
を
分
け
る

一
種
の

一

味
同
心
で
あ
る
と
か
､

一
味
神
水
の
問
題
も
あ
り
ま
す
け
ど
｡
連
帯
意

識
と
い
う
も
の
が
そ
う
い
う
起
請
文
の
形
､
あ
る
い
は
神
に
対
す
る
誓

約
と
い
う
形
と
し
て
､
起
請
文
そ
の
も
の
は
昔
か
ら
あ
る
わ
け
で
す
け

ど
､
あ
る
重
大
事
を
決
し
た
り
綻
破
り
と
か
何
と
か
し
た
と
き
に
､
神

仏
に
そ
う
い
う
誓
約
を
し
て
､
そ
れ
が
違
反
す
れ
ば
罰
が
当
た
る
と
い

う
の
は
､
中
世
に
入

っ
て
-
る
と
出
て
く
る
わ
け
で
す
｡
そ
の
と
き
に

も

一
種
の
人
々
の
意
識
と
い
い
ま
す
か
､
あ
る
い
は
信
仰
の
態
度
と
い

い
ま
す
か
､
個
人
の
､
例
え
ば
､
簡
単
に
い
え
ば
自
分
が
救
わ
れ
れ
ば

と
い
う

一
種
の
往
生
を
願
う
と
い
う
内
面
的
な
救
済
と
い
う
も
の
と
は

ま
た
違

っ
た
､
非
常
に
現
実
の
生
活
に
対
処
す
る
た
め
の
神
仏
と
の
関

係
を
取
り
結
ぶ
と
い
う
の
か
､
中
世
に
な

っ
て
鎌
倉
以
降
に
な

っ
て
現
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れ
て
く
る
の
か
｡
そ
れ
と
も
､
も
と
も
と
そ
う
い
う
も
の
は
あ

っ
た
け

れ
ど
も
､
そ
れ
が
文
書
の
形
式
と
し
て
､
あ
る
い
は

一
種
の
そ
う
い
う

村
の
ル
ー
ル
み
た
い
な
形
で
出
来
上
が

っ
た
と
い
う
の
か
､
そ
こ
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
｡

岡
田

起
請
文
自
体
は
､
あ
れ
は
平
安
後
半
に
出
て
-
る
の
で
す
ね
｡

千
々
和

平
安
の
後
半
で
す
ね
｡

岡
田

農
民
と
い
う
か
､
最
初
に
出
て
-
る
の
は
や

っ
ぱ
り
-
-
0

千
々
和

え
え
､
早
い
事
例
は
や

っ
ぱ
り
､
こ
れ
は
文
書
の
残
存
の

せ
い
で
も
あ
り
ま
す
が
､
農
民
と
い
う
よ
り
､
や
は
り
寺
院
の
中

の
僧

の
書
い
た
も
の
で
す
ね
｡

岡
田

起
請
文
が
実
際
に
機
能
し
て
､
そ
れ
が
結
構
中
世
ま
で
展
開

し
て
い
-
｡
ま
さ
に
中
央
の
権
威
が
な
-
な
る
と
､
そ
う
い
う
時
代
に

ず
う

っ
と
機
能
し
て
､
ま
た
近
世
の
幕
藩
体
制
で
中
央
の
権
威
が
出
て

く
る
と
'
何
か
そ
れ
が
な
く
な

っ
て
く
る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
け
ど
｡

伝
統
的
な
神
祇
信
仰
の
世
界

阪
本

考
え
て
み
れ
ば
､
村
の
全
員
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
､
た
と

だ
と
し
い
字
を
ず

っ
と
練
習
し
て
､
起
請
文
を
起
こ
し
て
団
結
す
る
わ

け
で
し
ょ
う
｡
そ
う
い
う
も
の
と
個
人
の
あ
の
世
の
問
題
と
か
死
後
の

世
界
と
か
'
あ
る
い
は
こ
の
世
の
苦
難
を
救

っ
て
も
ら
う
と
い
う
意
味

で
､
阿
弥
陀
信
仰
に
し
ろ
浄
土
信
仰
に
し
ろ
何
で
も
い
い
の
で
す
が
､

そ
う
い
う
も
の
と
は
明
ら
か
に
違
う
と
は
い
い
ま
せ
ん
が
､
あ
る
い
は

ホ
ン
ネ
と
か
タ
テ
マ
エ
と
い
う
い
い
方
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､

い
や
そ
ん
な
も
の
で
も
な
い
で
す
ね
｡
私
が
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま

す
の
は
､

一
つ
は
日
本
人
の
宗
教
的
な
信
条
の
中
に
'
自
分
が
神
道
の

立
場
で
す
か
ら
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､
個
人
の
内
面
的
な
信

仰
と
同
時
に
､
そ
れ
と
は
違

っ
た
次
元
の

l
種
の
一
味
と
い
い
ま
す
か
､

あ
る
い
は
徒
党
で
も
い
い
で
す
し
､
仲
間
で
も
い
い
で
す
け
ど
｡
そ
う

い
う
も
の
と
こ
の
現
世
の
約
束
と
し
て
､
神
と
仏
に
対
し
て
誓
い
を
た

て
る
｡
こ
れ
は
さ

っ
き
古
代
の
祈
請
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
し
た
け
ど
､

あ
る
意
味
で
い
え
ば
最
初
の
神
祇
に
対
す
る
そ
う
い
う
共
同
体
と
か
貴

族
層
と
か
､
朝
廷
と
か
の

一
種
の
信
仰
の
あ
り
方
と
､
個
人
の
救
い
と

か
を
求
め
る
あ
り
方
の
二
つ
の
あ
り
方
が
､
さ
ほ
ど
違
わ
な
い
形
で
ず
っ

と
続
い
て
き
て
い
る
の
か
､
そ
れ
と
も
さ

っ
き
い
い
ま
し
た
よ
う
に
､

中
世
に
な

っ
て
そ
う
い
う
新
し
い
意
識
と
い
う
か
､
社
会
関
係
が
取
り

結
ば
れ
た
の
か
｡
ど
う
い
う
ふ
う
に
岡
田
先
生
は
お
考
え
に
な
り
ま
す

か
｡例

え
ば
､
推
古
天
皇
な
ん
か
で
も
聖
徳
太
子
で
も
､
確
か
に
仏
教
に

対
す
る
帰
依
と
か
､
仏
法
に
対
す
る
信
仰
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
け
ど
､

そ
れ
と
同
時
に
天
下
国
家
の
レ
ベ
ル
で
､
い
わ
ゆ
る
諸
国
の
神
祇
に
対

し
て
こ
う
い
う
ふ
う
な
祈
り
と
い
っ
た
と
き
の
､
そ
の
祭
り
を
ち
ゃ
ん

と
疎
か
に
す
る
な
と
い
う
､
こ
れ
は
記
録
と
し
て
き
ち

っ
と
出
て
い
ま

す
｡
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今
日
い
み
じ
-
も
朝
､
阿
部
美
哉
先
生
が
､
パ
ブ
-

ツ
ク
な
宗
教
と

い
う
も
の
と
そ
う
じ
ゃ
な
い
宗
教
と
い
う
も
の
を
､
宗
教
学
者
は
き
ち

ん
と
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
｡
同
じ
宗
教
と
い
う
と
み
ん
な

一
つ
の
も

の
だ
と
考
え
る
考
え
方
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
､
ち
ょ
こ
っ
と
今
日
い
わ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
､
そ
れ

も
頭
に
あ

っ
た
も
の
で
す
か
ら
｡
パ
ブ
リ
ッ
ク
が
い
い
と
か
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
が
い
い
と
か
､
ど

っ
ち
の
優
位
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
､

そ
う
い
も
の
と
し
て
人
間
と
い
う
の
は
本
来
的
に
あ
る
程
度
も

っ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
は
中
世
に
は
中
世
的

な
形
と
し
て
､
さ

っ
き
の
起
請
文
の
よ
う
な
形
で
出
て
-
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
､
と
い
う
考
え
方
も
で
き
な
い
か
な
と
思

っ
て
､
い
ま
お

う
か
が
い
し
た
ん
で
す
が
｡

千
々
和

だ
か
ら
す
ご
-
古
-
て
新
し
い
問
題
で
､
結
局
十
分
に
は

解
け
て
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
熱
湯
の
中
の
石
を
ひ
ろ
わ
せ
て
､
や

け
ど
の
有
無
で
証
言
の
実
否
を
決
め
る
湯
起
請
と
い
う
の
が
十
五
世
紀

に
出
て
-
る
わ
け
で
す
｡
こ
れ
も
ま
た
十
五
世
紀
だ
か
ら
､
だ
か
ら
十

五
世
紀
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
い
う
ま
で
も
な
-
､
と
て
も
大
事
な
時

代
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
思
想
や
意
識
を
考
え
る
う
え
で
は
｡
湯
起
請

が
十
五
世
紀
に
初
め
て
資
料
の
う
え
で
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
､
二
つ

の
考
え
方
が
で
き
ま
す
｡

一
つ
は
､
そ
う
い
う
も
の
が
そ
の
時
期
か
ら
､

ま
さ
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
､

マ
ジ
カ
ル
な
も
の
が
す
ご
-
意
味
を
も
つ
､

特
に
足
利
義
教
が
く
じ
を
引
い
て
将
軍
に
な

っ
て
､
そ
れ
か
ら
あ
と
社

会
全
体
が
と

っ
て
も

マ
ジ
カ
ル
な
時
代
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
､
そ
こ

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な

マ
ジ
カ
ル
な
時
代
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う

の
が

一
つ
な
ん
で
す
け
ど
｡
も
う

T
つ
の
常
識
的
な
考
え
方
は
､
こ
れ

は
だ
れ
も
論
証
し
て
い
な
い
け
ど
､
盟
神
探
湯
と
や

っ
ぱ
り
結
び
付
け

て
､
盟
神
探
湯
が
在
地
に
は
浸
透
し
て
ず

っ
と
存
在
し
た
ん
だ
け
ど
も
､

そ
れ
が
表
に
出
な
い
､
そ
れ
が
平
安
､
鎌
倉
だ

っ
た
と
｡
湯
起
請
と
い

う
の
は
盟
神
探
湯
の
そ
れ
が
表
に
出
て
き
た
形
な
ん
だ
と
い
う
議
論
と
'

こ
れ
は
で
も
決
着

つ
か
な
い
で
す
｡
歴
史
学
的
に
は
や
は
り
資
料
が
な

け
れ
ば
決
着

つ
か
な
い
｡

も
う

一
つ
､
盟
神
探
湯
と
い
う
の
と
別
の
こ
と
で
､
も
し
か
し
て
組

み
合
わ
せ
て
い
-
と
出
て
-
る
か
も
し
れ
な
い
の
は
､
｢
験
競

べ
｣

で

す
か
'
要
す
る
に
湯
を
沸
か
し
て
山
伏
が
お
湯
の
中
に
手
を
突

っ
込
む
｡

そ
こ
ら
辺
を
も
う

一
つ
組
み
合
わ
せ
て
い
く
と
､
ま
た
神
仏
習
合
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
け
ど

(笑
)
､
も
し
か
す
る
と
在
地
に
そ
う
い
う
慣
行

が
存
在
し
て
､
そ
れ
で
あ
る
時
期
に
そ
れ
が
公
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
と
い
う
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
｡
そ
こ
の
問

題
が
解
け
な
い
と
､
何
か
結
論
は
出
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
ま
す
け
ど
｡

阪
本

資
料
的
な
制
約
と
い
い
ま
す
か
､
あ

っ
た
の
か
な
か

っ
た
の

か
と
い
う
の
は

一
概
に
い
え
ま
せ
ん
し
､
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど

も
｡千

々
和

だ
け
ど
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
､
前
に
国
学
院

大
学
日
本
文
化
研
究
所
の
講
座
で
話
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
の
繰
り
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返
し
で
す
け
れ
ど
､
要
す
る
に
い
ま
に
伝
わ
る

｢指
き
り
げ
ん
ま
ん
｣
､

つ
ま
り
口
頭
で
の
誓
約
の
歴
史
と
い
う
の
は
､
そ
れ
は
存
在
す
る
は
ず

な
ん
で
す
よ
｡
そ
の
う
ち
の
ご
-

一
部
が
'
紙
に
書
か
れ
る

｢起
請
文
｣

だ

っ
た
わ
け
で
す
か
ら
､
そ
の
ま
た
紙
に
書
か
れ
る
起
請
文
の
ご
-

一

部
が

｢
一
味
神
水
｣
で
焼
か
れ
る
起
請
文
だ

っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
わ
け
で
す
か
ら
｡
本
来
は
だ
か
ら
､
｢指
き
り
げ
ん
ま
ん
｣

で
や
は

り
音
声
や
仕
草
で
誓
い
を
し
合
う
と
｡
神
の
前
で
鐘
を
た
た
い
て
誓
い

合
い
､
そ
し
て
お
酒
で
も
水
で
も
い
い
で
す
け
ど
､
そ
れ
を
飲
み
交
わ

す
こ
と
で
誓
い
が
成
立
す
る
と
｡
そ
っ
ち
の
ほ
う
が
も
ち
ろ
ん
当
た
り

前
で
､
そ
れ
は
も
う
海
の
よ
う
に
広
-
､
そ
の
中
の
小
さ
な
島
が
文
書

に
書
か
れ
る
起
請
文
で
､
そ
の
中
の
ご
く
僅
か
が

一
味
神
水
だ
っ
た
と
｡

そ
れ
は
常
識
と
し
て
私
も
そ
う
思
う
の
で
す
｡
た
だ
､
そ
れ
を

1
つ
ず

つ
掘
り
出
し
て
い
-
と
な
る
と
､
や

っ
ぱ
り

｢誓
言
｣
と
い
う
の
を
見

つ
け
出
す
の
は
､
そ
う
ど
ん
ど
ん
は
見

つ
か
ら
な
い
で
す
ね
｡

阪
本

確
か
に
そ
う
い
う

一
種
の
儀
式
と
い
い
ま
す
か
､
不
文
な
も

の
と
い
う
の
は
､
慣
習
の
よ
う
な
も
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
し
､

ま
た
､
パ
ッ
と
出
て
-
る
よ
う
な
と
き
も
あ
り
ま
す
し
｡
盟
神
探
湯
と

は
違
い
ま
す
け
ど
､
｢太
占
｣
な
ん
か
も
ず
う

っ
と
と
ら
え
て
い
る
ん

で
す
け
ど
､
江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
青
梅
の
御
岳
神
社
な
ん
か
で
は

出
て
-
る
ん
で
す
｡
こ
れ
は
は
っ
き
り
資
料
が
､
だ
れ
か
が
物
知
り
が

考
え
出
し
て
江
戸
時
代
に
も
う

一
遍
再
興
し
た
も
の
な
の
か
､
そ
れ
と

も
さ
っ
き
い
わ
れ
た
よ
う
な
､
何
か
の
占
い
と
い
う
こ
と
で
､
何
と
な

-
伝
承
と
か
､
あ
る
い
は
た
ま
に
や
っ
て
き
た
の
が
神
事
化
さ
れ
た
も

の
か
､
こ
れ
も
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
｡
そ
う
い
う
ふ
う

に
ポ
ッ
ッ
と
長
い
こ
と
消
え
て
い
て
出
て
-
る
､
そ
れ
が
人
為
的
に
ポ
ッ

と
出
て
く
る
の
か
､
そ
れ
と
も
さ

っ
き
の
い
ろ
ん
な
意
味
で
の
指
切
り

げ
ん
ま
ん
み
た
い
な
形
で
､
生
活
の
中
に
見
え
隠
れ
し
な
が
ら
､
形
を

変
え
出
て
き
て
い
る
の
か
､
そ
れ
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
｡

そ
う
い
う
意
味
で
中
世
と
い
う
の
は
､

一
種
の
庶
民
の
行
動
様
式
と

い
い
ま
す
か
､
い
ま
に
直
接
あ
る
程
度
測
れ
る
よ
う
な
い
ろ
ん
な
宗
教

的
な
儀
式
に
し
ろ
､
意
識
に
し
ろ
､
思
想
に
し
ろ
､
出
て
き
た
時
代
で

は
あ

っ
た
こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡
ま
た
'
こ
れ
は

思
想
の
面
で
も
や
は
り
江
戸
期
に
国
学
と
か
垂
加
神
道
､
儒
家
神
道
が

興
り
ま
す
が
､
そ
の

一
種
の
源
と
し
て
は
神
仏
習
合
あ
る
い
は
本
地
垂

迩
説
に
対
し
て
､
そ
れ
の
換
骨
脱
胎
み
た
い
な
形
で
意
識
的
な
そ
う
い

う
思
想
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
し
｡
神
道
史
の
う
え
で
も
､
あ
る
い
は
庶

民
､
日
本
の
宗
教
の
あ
り
方
､
歴
史
の
中
で
も
非
常
に
大
事
な
面
が
あ

る
と
思
う
の
で
す
け
ど
｡
た
だ
､
い
か
ん
せ
ん
い
ろ
ん
な
面
が
あ
り
ま

す
か
ら
､
特
に
神
道
史
な
ん
か
を
勉
強
し
て
る
者
に
と

っ
て
み
れ
ば
､

古
代
は
比
較
的
簡
単
と
は
い
い
ま
せ
ん
け
ど
､
神
祇
制
度
や
律
令
制
度

は
あ
る
､
祭
紀
と
い
う
も
の
が
中
心
で
あ
る
程
度
と
ら
え
ま
す
が
､
中

世
に
入
る
と
ど
う
な
ん
で
す
か
ね

(笑
)0

茂
木
先
生
に
お
う
か
が
い
し
た
い
の
で
す
け
ど
､
私
な
ん
か
こ
の
頃

ち
ょ
っ
と
考
え
方
を
改
め
て
､
私
は
近
世
､
近
代
を
や
っ
て
ま
す
か
ら
､
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神
道
と
い
う
の
は
非
常
に
ピ

ュ
ア
に
な

っ
て
､
あ
る
意
味

で
は
面
白
お

か
し
-
な
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
｡
こ
れ
は
儀
礼

に
し
て
も
神

事
に
し
て
も
､
確
か
に
近
世
か
ら
そ
う
い
う
思
想
が
起
こ
っ
て
き
て
切

っ

て
捨

て
る
､

一
種

の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
み
た
い
な
｡
カ
ソ
-

ツ
ク
み
た

い
に
ぐ
ち

ゃ
ぐ
ち

ゃ
し
た
も
の
が
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
て
､
そ
れ
は
そ

れ
で

1
つ
の
時
代
的
な
要
請
で
仕
方
が
な
か

っ
た
ん
で
す
け
ど
｡
た
だ
､

中
世
を
私
な
ん
か
素
人
な
が
ら
読
ん
で
み
ま
す
と
､
非
常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
で
､
例
え
ば
､
さ

っ
き

一
味
神
水

の
こ
と
と
か
､
あ
る
い
は
音
の
こ

と
お

っ
し

ゃ
っ
た
で
す
け
ど
､
千
々
和
先
生
も
書

い
て
お
ら
れ
ま
す
よ

う
に
､
ま
さ
に
ど
ん
ど
ん
書
を
立

て
た
り
､
声
を
出
し
た
り
､
鉦
を
叩

い
た
り
､
あ
る
い
は
い
ろ
ん
な
も
の
を
振
り
回
し
た
り
す
る
｡
そ
う
い

う
単
に
神
道

の
儀
式
と
い
う
と
粛
々
み
た
い
な
感
じ
､
静
か
な
で
す
ね
､

そ
う
で
は
な
い
も

の
を
､

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
の
を
い
ろ
ん
な
神
様

に

対
し
て
も

っ
た
し
､
神
様
も

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
差
し
出
し
て
た
と
｡
そ
れ

が
近
世
に
入

っ
て
光
園
的
な
考
え
方
で
非
常
に
整
理
さ
れ
て
､
そ
れ
の

一
番

の
決
定
打
が
明
治
維
新
の
と
き
の
神
仏
分
離
策
､
あ
る
い
は

一
種

の
道
徳
的
神
道
み
た
い
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
｡

そ
れ
を
別
に
復
活
し
ろ
と
私
は
い
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
､
む
し
ろ
中

世
か
ら
い
ま
の
神
道

の
祭
り
に
し
て
も
､
考
え
方
に
し
て
も
､
学
ぶ
べ

き
も
の
が
ね
｡
い
ま
ま
で
宮
地
先
生
流
と
か
｡
佐
伯
有
義
さ
ん
と
か
､

そ
う
い
う
伝
統
的
な
戦
前
の
神
祇
の
先
生
方
と
い
う
の
は
､
さ

っ
ぱ
り

と
し
た
と
こ
ろ
で
と
ら
え
て
る
わ
け
で
す
け
ど
｡
し
か
し
､
他
方

で
い

え
ば
当
時
魚
澄
惣
五
郎
さ
ん
に
し
て
も
､
平
泉
先
生
に
し
た

っ
て
､
寺

社

の
躍
動
的
な
､

ア
ジ
-
ル
の
問
題

一
つ
と

っ
て
み
て
も
､
そ
う
い
う

観
点
か
ら
や

っ
て
る
研
究
も
､
そ
れ
が
何
と
な
-
い
ま
で
は
横
に
置
か

れ
て
､
わ
れ
わ
れ
神
道
を
勉
強
す
る
者
も
､
面
倒
臭
い
時
代
だ

っ
た
な
､

神
仏
習
合

で
ご
ち

ゃ
ご
ち

ゃ
だ
と
い
う
の
で
､
敬
遠
み
た
い
な
と
こ
ろ

が
あ
る
で
し
ょ
う

(笑
)
0

茂
木

も
う
全
然
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
ど
､
仏
教

の
ほ
う
で
い
わ

ゆ
る
鎌
倉
仏
教
と
い
わ
れ
る
新
し
い
動
き
が
､
ど
ん
ど
ん
い
ろ
ん
な
宗

派

で
起

こ
り
ま
す
ね
｡
そ
う
い
う
と
き
に
神
社
と
い
う
の
は
い

っ
た
い

ど
う
な

っ
た
の
か
な
あ
と
思
い
ま
す
｡
曹
洞
宗

の
お
話
が
出
ま
し
た
け

れ
ど
､
新
し
い
そ
う
い
う
仏
教
者
側
の
動
き
に
対
し
て
､
古
来
か
ら
の

神
祇
と
い
う
の
は
､
そ
う
い
う
新
し
い
教
学
に
任
さ
れ
る
ま
ま
に
い
た

の
か
､
ど
ん
ど
ん
そ
う
い
う
も
の
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
｡
そ

こ
で
古
い
神
様
も
変
わ

っ
て
い

っ
た
の
か
､
あ
る
い
は
仏
教

の
ほ
う
が

変
わ

っ
た
の
か
｡
さ

っ
き
千
々
和
先
生
の
お
話
を
う
か
が

っ
て
い
て
感

じ
た
の
は
､
神
様
の
考
え
方
､
そ
の
起
請
文
を
す
る
時

の
罰
を
与
え
る

神
と
い
う
の
は
､

こ
れ
は
仏
様

で
は
当
初
は
な
い
と
｡
そ
れ
が
だ
ん
だ

ん
仏
様
が
出

て
-
る
と
い
う
の
は
､
罰
を
与
え
る
神
と
い
う
よ
う
な
形

で
､
仏
様
が
変
わ

っ
て
い
-
よ
う
な
こ
と
を
お

っ
し

ゃ
ら
れ
ま
し
た
で

す
ね
｡

千
々
和

い
え
｡

茂
木

そ

う
じ
ゃ

な

い
で
す
か
｡
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千
々
和

必
ず
し
も
そ
う
じ
ゃ
な
-
て
｡
例
え
ば
､
全
体
と
し
て
は

仏
が
最
初
よ
り
は
中
世
の
後
期
に
な
る
ほ
う
が
多
-
出
て
く
る
よ
う
な

感
じ
は
す
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
｡
最
初
か
ら

｢荒
天
､
希
釈
､
四

大
天
王
｣
と
い
う
の
は
､
こ
れ
は
仏
法
擁
護
の
神
と
し
て
､
こ
れ
は
神

で
は
あ
り
ま
す
が
仏
法
擁
護
､
こ
れ
は
ど
う
も
神
と
は
い
え
な
い
､
や
っ

ぱ
り

｢天
｣
で
す
か
｡
だ
け
ど
も
そ
れ
は
最
初
か
ら
ど
う
い
う
起
請
文

に
も
出
て
-
る
ん
で
す
｡
た
だ
､
そ
れ
以
外
の
も
の
は
お
寺
の
中
で
起

請
文
が
書
か
れ
る
以
外
は
､
｢大
仏
｣
で
あ
る
と
か

｢
如
来
｣

で
あ
る

と
か
､
そ
う
い
う
も
の
は
あ
ん
ま
り
普
通
は
出
て
こ
な
い
と
思

っ
て
ま

す
｡
だ
か
ら
そ
の
意
味
で
は
お

っ
し
ゃ
る
通
り
な
ん
で
す
け
ど
｡

茂
木

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
-
と
､
｢梵
天
､
帝
釈
｣
と
い

う
の
は
護
法
神
で
す
ね
｡
そ
う
い
う
神
々
が
当
然
､
最
初
の
起
請
文
に

出
て
く
る
｡
そ
れ
と
日
本
の
神
が
ど
う

つ
な
が
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん

け
ど
､
仏
教
の
ほ
う
も
だ
い
ぶ
変
わ

っ
て
く
る
と
い
う
か
､
そ
う
い
う

印
象
を
受
け
た
ん
で
す
が
｡
特
に
鎌
倉
の
仏
教
が
民
衆
の
問
に
ど
ん
ど

ん
と
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
-
､
特
に
曹
洞
宗
な
ん
か
で
は
葬
儀
を
行
う

と
い
う
形
で
定
着
し
て
い
-
ん
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
､
そ
う
い
う

流
れ
を
見
て
い
-
と
､
非
常
に
怖
い
神
様
や
死
後
の
霊
､
そ
う
い
う
霊

を
鎮
め
る
と
い
う
役
割
を
あ
る
種
担

っ
て
い
く
の
か
な
と
い
う
こ
と
を

思

っ
た
の
で
す
け
ど
｡
そ
う
い
う
見
通
し
を
も

っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
､

ち
ょ
っ
と
話
が
逸
れ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
､
そ
ん
な
感
じ
を
受
け

た
ん
で
す
が
｡
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
教
え
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
｡

千
々
和

今
の
お
話
の
最
後
の
､
鎮
め
る
の
は
､
荒
ぶ
る
神
を
鎮
め

る
の
は
仏
で
す
か
｡

茂
木

仏
と
い
う
よ
り
も
､
読
経
な
り
そ
う
い
う
も
の
が
も

つ
呪
術

的
な
力
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
｡

千
々
和

ま
さ
に

『大
般
若
経
』
の
転
読
と
い
う
の
は
そ
れ
に
当
た

り
ま
す
よ
ね
､
読
涌
と
い
う
の
は
要
す
る
に
声
を
上
げ
て
お
経
を
読
む

こ
と
で
す
ね
｡
そ
れ
も

一
人
､
二
人
の
坊
さ
ん
が
読
む
の
で
は
な
く
て
､

大
勢
が
唱
和
し
て
読
む
｡
そ
れ
を
亡
-
な

っ
た
人
で
あ
り
､
神
で
あ
り
､

の
前
で
法
楽
と
し
て
や
る
わ
け
で
す
か
ら
､
そ
の

『大
般
若
経
』
を
上

げ
て
も
ら
え
ば
､
神
は
救
わ
れ
る
と
い
う
｡
そ
れ
は
ま
さ
に
神
仏
習
合

の
儀
礼
的
な
意
味
で
す
よ
ね
｡
た
ぶ
ん
さ
っ
き
阪
本
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
の
は
､
そ
の
側
面
も
含
ん
で
も
う
ち
ょ
っ
と
､
要
す
る
に
神
事
の
場

も
た
だ
厳
粛
な
だ
け
で
は
な
か

っ
た
ん
だ
ろ
う
､
と
い
う
こ
と
を
お

っ

し
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
｡

中
世
の
神
事
祭
紀
の
世
界

阪
本

つ
ま
り
､
わ
れ
わ
れ
い
ま
神
事
と
い
う
と
何
と
な
-
粛
々
と

い
う
感
じ
が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
時
代
が
下
り
ま
す
か
ら
何
と
も
い
え

ま
せ
ん
で
す
け
ど
､
伊
勢
の
御
遷
宮
に
し
て
も
､
近
世
ま
で
の
記
録
を

見
て
い
-
と
､
こ
れ
は
松
尾
芭
蕉
の
有
名
な
俳
句
に
あ
る
よ
う
に
､
押

し
合
い
へ
し
合
い
の
も
の
す
ご
い
と
こ
ろ
で
'
明
治
二
年
ま
で
そ
う
い
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う
感
じ
が
続
い
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
神
事
と
い
う
の
は
き
ち

っ
と
し
た

も
の
な
ん
だ
と
い
う
｡
こ
れ
は
恐
ら
-
古
来
の
遷
宮
は
別
と
し
ま
し
て

も
､
庶
民
の
大
神
宮
信
仰
と
い
う
の
が
鎌
倉
ぐ
ら
い
か
ら
ワ
-
ツ
と
広

が
り
ま
す
け
ど
､
そ
れ
以
降
の
御
遷
宮
と
い
う
の
は
､
恐
ら
-
江
戸
時

代
ま
で
続
い
て
い
る
､

一
番
新
し
い
の
で
は
明
治
の
二
年
の
記
録
で
す
｡

本
当
に
庶
民
の
蘇
り
を
'
大
神
宮
さ
ん
の
､
そ
れ
を

1
身
に
受
け
て
､

ひ
ど
い
と
こ
ろ
に
な
る
と
乱
暴
狼
籍
を
や

っ
て
､
神
主
の
着
物
か
何
か

引
き
千
切

っ
て
と
い
う
の
が
続
い
て
い
る
ん
で
す
ね
｡
そ
れ
に
対
し
て

明
治
二
年
の
と
き
に
鳥
羽
藩
兵
や
津
浦
兵
を
出
し
て
警
護
さ
せ
る
と
い

う
､
竹
矢
来
で
も
警
護
す
る
と
い
う
の
が
初
め
て
出
て
-
る
の
で
す
が
､

そ
う
い
う
意
味
で
は
単
に
こ
れ
は
江
戸
時
代
だ
け
で
は
な
-
て
､
む
し

ろ
あ
る
意
味
で
は
中
世
ぐ
ら
い
ま
で
潤

っ
た
｡
そ
う
で
な
い
と
慶
光
院

の
諸
国
勧
進
は
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
す
｡
庶
民
の
信
仰
で
す
か
ら
そ

こ
も
入
れ
な
い
と
､
何
と
な
-
お
祭
り
と
い
う
の
が
静
か
で
､
祝
詞
も

微
音
で
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
っ
と
読
む
｡
そ
れ
に
対
し
て
も
明
治
に
は
､
も

と
も
と
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
か

っ
た
､
祝
詞
は
も

っ
と
大
き
い
声
で

ワ
t
ツ
と
朗
々
と
い
う
も
の
だ
と
い
う
意
見
を
出
し
て
も
､
結
局
そ
れ

は
取
り
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
ん
で
す
｡

わ
れ
わ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
祭
妃
と
祭
礼
と
い
う
の
を
分
け
て
し
ま
っ

て
'
神
事
は
粛
々
だ
け
ど
､
そ
の
代
わ
り
祭
礼
を
バ
ー
ツ
と
や
る
ん
だ

と
い
う
意
識
で
す
｡
そ
う
で
は
な
-
て
苦
の
祭
把
と
い
う
の
は
､
そ
の

全
体
が
あ
る
意
味
で
は
お
祭
り
と
し
て
'
も
ち
ろ
ん
大
き
な
お
社
と
か
､

特
別
の
伝
統
を
も

っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
別
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
ご
く

普
通
の
村
落
の
お
社
で
は
そ
れ
が
ご
-
普
通
と
考
え
ら
れ
る
｡
記
録
と

し
て
は
や
は
り
近
世
が
圧
倒
的
に
私
の
知

っ
て
い
る
の
で
は
多
い
の
で

す
が
､
で
も
中
世
ま
で
潮

っ
て
そ
う
い
う
意
識
な
り
､
信
仰
の
形
態
と

い
う
の
が
あ

っ
た
と
認
め
た
ほ
う
が
､
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
気
が
し
ま
す
｡
そ
れ
は
田
県
神
社
の
祭
り
に
し
て
も

｢田
遊
び
｣

に
し
て
も
､
奈
良
な
ん
か
で
も
ど
こ
で
も
､
ほ
と
ん
ど
は
も
と
も
と
そ

う
い
う

一
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
祭
り
の
ほ
う
が
､
多
か

っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
｡
そ
れ
が
近
代
以
降
何
と
な
く
こ
じ
ん
ま

り
と
し
て
穏
や
か
な
も
の
に
､
な

っ
て
い
る
｡

岡
田

平
安
以
降
の
中
世
は
特
に
そ
う
で
､
都
市
の
祭
礼
の
渡
御
､

御
旅
所
ま
で
い
-
過
程
と
い
う
の
は
賑
や
か
に
す
る
神
迎
え
と
神
送
り

と
は
盛
大
に
す
る
｡

阪
本

そ
う
い
う
意
味
で
千
々
和
先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
､
舌
と
い

い
ま
す
か
喧
騒
と
い
い
ま
す
か
､
そ
う
い
う
も
の
｡
い
ま
失
わ
れ
た
｡

千
々
和

僕
の
場
合
は
､
実
は
､
阪
本
先
生
ま
で
極
端
で
な
-
て
｡

も

っ
と
い
ま
の
神
事
と
い
う
よ
う
な
､
漠
然
と
し
た
常
識
で
僕
は
確
か

に
書
い
て
い
た
ん
で
す
よ
｡
だ
か
ら
い
ま
の
お
話
聞
け
ば
､
僕
が
思

っ

て
い
た
イ
メ
ー
ジ
よ
り
､
も

っ
と
躍
動
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
｡
僕
の

も

っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
は
､
神
事
の
場
で
あ
-
ま
で
厳
粛
に
静
か
に
､

神
事
の
場
で
誓
い
が
行
わ
れ
て
､
そ
れ
が
あ
る
と
き
ど
よ
め
き
に
変
わ

る
､
そ
の
と
き
に
神
が
そ
こ
に
乗
り
移
る
み
た
い
な
発
想
で
し
た
か
ら
｡
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と
い
う
の
は
要
す
る
に
'
こ
れ
も
使
う
資
料
は
い
つ
も
同
じ
資
料
な

ん
で
す
け
ど
､

一
つ
は
白
山
の
大
衆
が
蜂
起
す
る
と
き
の
､
比
叡
山
に

助
け
を
求
め
る

『源
平
盛
衰
記
』

の
中
の
記
事

で
す
ね
｡
要
す
る
に

｢
1
味
神
水
｣
､
神
水
の
儀
が
行
わ
れ
て
､
そ
こ
が
非
常
に
身
の
毛
の
よ

だ
つ
よ
う
な
鳥
肌
の
た
つ
よ
う
な
場
で
あ

っ
た
と
い
う
､
そ
れ
は
恐
ろ

し
さ
と
い
う
の
を
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
､
と
て
も
厳
粛
で
な

け
れ
ば
､
ワ
イ
ワ
イ
騒
い
で
い
る
中
で
の
身
の
毛
が
よ
だ

つ
は
ず
は
な

い
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
｡
だ
け
ど
そ
こ
か
ら
大
衆
た
ち
が

一

致
し
て
打

っ
て
出
る
と
き
に
､
今
度
は
別
の
資
料
で
く

っ
つ
け
て
し
ま

う
の
で
す
け
ど
､
轟
々
た
る
起
請
文
を
読
み
上
げ
る
声
が
ど
ん
ど
ん
大

き
-
な

っ
て
つ
い
に
唱
和
す
る
声
が
轟
々
た
る
音
に
な

っ
て
､
そ
れ
で

｢行
け
!
｣
と
い
う
形
で
ど
よ
め
き
に
変
わ
る
｡
だ
か
ら
い
ま
の
お
祭

り
､
僕
は
よ
-
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
'
で
も
そ
の
厳
粛
な
部
分
と
､

そ
れ
か
ら
神
輿
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
ど
よ
め
き
の
部
分
と
は
､
や
っ

ぱ
り
い
ま
だ

っ
て
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
｡
そ
こ
の
と

こ
ろ
を
だ
か
ら
､
中
世
に
比
べ
て
い
ま
の
ほ
う
が
非
常
に
画
然
と
そ
こ

を
切

っ
ち
ゃ
っ
て
る
､
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
｡

阪
本

私
も
い
ま
誤
解
し
て
ま
し
た
が
､
神
事
そ
の
も
の
が
と
い
う

よ
り
も
､
む
し
ろ
神
事
は
神
事
で
､
あ
と
の
お
祭
り
は
そ
の
神
事
と
は

直
接
関
係
な
い
み
た
い
な
形
で
､
い
ま
は
祭
把
､
祭
礼
と
い
う
分
け
方

が
さ
れ
て
い
る
｡

千
々
和

連
続
性
を
も
た
な
き
ゃ
い
け
な
い
｡

阪
本

非
連
続
じ
ゃ
な
-
て

一
つ
の
も
の
が
静
か
ら
動

へ
と
移
る
'

そ
こ
が
ど
う
も
プ
ッ
ツ
リ
切
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
が
､
例
え
ば
､
祇
園

祭
の
研
究
に
し
て
も
､
要
す
る
に
神
事
と
い
う
の
は
神
社
だ
け
の
祭
り

だ
､
祇
園
祭
､
祭
礼
そ
の
も
の
は
関
係
な
い
ん
だ
と
い
う
意
識
を
も

っ

て
い
る
人
た
ち
や
､
研
究
者
が
い
る
わ
け
で
す
｡
そ
う
で
は
な
-
て

一

体
の
も
の
と
し
て
､
そ
れ
が
ど
う
も
わ
れ
わ
れ
自
身
の
中
に
も
､
明
治

維
新
以
降
､
要
す
る
に
神
事
だ
け
だ
と
｡

一
番
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て

い
る
の
が
日
吉
大
社
の
山
王
祭
な
ん
で
す
け
ど
'
ま
さ
に
厳
粛
な
神
事

だ
け
が
山
王
祭
と
い
う
こ
と
で
､
そ
れ
以
降
い
わ
ゆ
る
地
元
の
集
落
が

総
出
で
や
っ
て
た
も
の
と
い
う
の
は
官
祭
で
は
な
い
ん
だ
と
､
こ
れ
は

庶
民
の
私
祭
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
分
断
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
｡
そ
れ

が
あ
る
意
味
で
は

l
種
の
祭
り
の

1
つ
の
基
本
み
た
い
に
な

っ
て
､
そ

う
い
う
見
方
を
さ
れ
る
｡
そ
う
で
は
な
-
て
､

一
体
の
も
の
と
し
て
､

静
'
そ
れ
か
ら
動
と
い
う
も
の
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
｡
そ
れ
は

中
世
に
お
い
て
も
同
様
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
､
私
の
申
し

上
げ
た
こ
と
で
す
-
-
0

千
々
和

そ
れ
だ

っ
た
ら
全
面
的
に
賛
成
な
ん
で
す
け
ど
も

(笑
)
0

阪
本

そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
｡

千
々
和

中
世
の
場
合
は
だ
か
ら
そ
れ
は
完
全
に
､
あ
る
意
味
で
は

恐
ら
く
流
れ
と
し
て
､
こ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
れ
が
あ
る
ん
で
あ

っ
て
､

こ
れ
は
こ
れ
な
し
に
は
た
ぶ
ん
厳
粛
な
神
事
な
し
に
は
絶
対
こ
れ
は
な
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い
し
｡
だ
け
ど
そ
の
厳
粛
な
神
事
と
い
う
の
は
､
や
が
て
ど
よ
め
き
と

い
う
の
が
起
き
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
初
め
て
厳
粛
で
あ
り
得
る
と
い

う
､
そ
れ
は
も
う
完
全
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
｡

阪
本

い
ま
の
例
と
し
て
お
話
し
た
の
は
､
伊
勢
の
遷
宮
に
し
て
も
､

遷
宮
の
儀
式
そ
の
も
の
が
ワ
I
ツ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
､
ま
さ
に

終
了
し
て
神
官
が
退
御
し
て
､
そ
の
と
き
に
民
衆
が
神
主
さ
ん
の
い
ろ

ん
な
も
の
を
取

っ
て
､
御
魂
を
い
た
だ
-
た
め
に
､

ワ
-
ツ
と
参
入
す

る
と
い
う
'
そ
う
い
う
意
味
で
申
し
上
げ
た
ん
で
す
け
ど
｡

千
々
和

だ
か
ら
全
員
が
参
加
者
で
あ
り
得
る
し
､

一
味
神
水
が
全

員
の
参
加
で
実
現
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
い
く
わ
け
で
す
｡
そ
れ
が
切

り
離
さ
れ
て
い
れ
ば
､
恐
ら
-
降
り
て
き
た
も
の
を
迎
え
て
も
､
自
分

た
ち
も
そ
れ
に
参
加
し
て
る
と
い
う
ふ
う
に
は
､
た
ぶ
ん
思
わ
な
か

っ

た
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
い
え
ば
､
全
-
阪
本
先
生
の
お

っ
し
ゃ
る
通

り
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
､
私
は
｡

阪
本

平
安
時
代
は
ど
う
な
ん
で
す
か
｡

岡
田

私
は
わ
か
ら
な
い
､
特
に
祭
り
な
ん
て
い
う
の
は
わ
か
り
ま

せ
ん
｡

茂
木

鶴
岡
八
幡
宮
の
八
百
年
祭
の
と
き
に
､
中
世
の
芸
能
を
い
-

つ
か
あ
そ
こ
で
奉
納
し
ま
し
た
で
し
ょ
う
｡
そ
の
内
容
を
忘
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
け
ど
､
私
が
見
た
印
象
で
は
､
す
ご
い
テ
ン
ポ
が
の
ろ
い
で

す
ね
み
ん
な
｡

岡
田

春
日
の
田
楽
と
か
ね
､
｢
延
年
舞
｣
｡

茂
木

ち
ょ
っ
と
見
た
感
じ
で
は
､
そ
う
い
う
み
ん
な
が
味
わ
う

エ

ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
も
の
は
も
う
抜
け
ち
ゃ
っ
て
る
ん
で
す
ね
｡
非
常

に
い
ま
か
ら
み
る
と
の
ん
び
り
し
た
所
作
が
続
-
､
ど
う
い
う
意
味
が

あ
る
の
か
な
と
い
う
の
が
正
直
な
-
=
･｡

岡
田

能
､
狂
言
の
世
界
も
そ
う
だ
し
､
あ
あ
い
う
テ
ン
ポ
で
し
ょ

う
要
は
中
世
の
｡
わ
れ
わ
れ
の
い
ま
の
､

ロ
ッ
ク
と
か
あ
あ
い
う
の
か

ら
見
る
と
､
お
と
な
し
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
｡
今
宮
神
社
の

｢
夜
須
礼
祭
｣
な
ん
か
は
､
テ
ン
ポ
が
軽
快
で
今

で
も
合
う
調
子
で
し

て
､
平
安
時
代
の
テ
ン
ポ
と
い
う
の
は
あ
あ
い
う
テ
ン
ポ
が
好
ま
れ
た

ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

阪
本

神
様
に
よ

っ
て
も
遠
う
ん
で
し
ょ
う
ね
､
そ
う
い
う

一
種
の

疫
神
を
祭
る
荒
ぶ
る
系
が
い
る
｡

岡
田

そ
れ
だ
け
荒
々
し
い
神
に
対
し
て
は
祭
る
方
も
荒
々
し
く
す

る
と
か
､
神
輿
を
荒
々
し
-
渡
御
さ
せ
る
と
か
と
い
う
｡

阪
本

古
代
の
大
神
な
ん
か
ど
う
だ

っ
た
ん
で
す
か
､
そ
う
い
う

山

種
の
三
枝
祭
と
か
､
鎮
花
祭
な
ん
か
､
あ
そ
こ
ま
で
に
な
る
と
そ
ん
な

に
わ
か
ら
な
い
で
す
か
｡

岡
田

朝
廷
か
ら
幣
物
が
い
っ
て
ぐ
ら
い
し
か
わ
か
ら
な
い
､
異
体

的
に
祭
の
内
容
は
｡

阪
本

も
ち
ろ
ん
記
録
は
な
い
し
'
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
｡

岡
田

た
だ
､
大
神
神
社
に
近
い
綱
越
神
社
と
い
う
神
社
で
や
る
祭

り
な
ん
か
結
構
荒
々
し
い
こ
と
を
や

っ
て
ま
す
ね
｡
土
地
に
い
-
と
､
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官
祭
的
な
も
の
と
は
別
に
し
て
も
｡

阪
本

あ
る
程
度
推
測
で
し
か
､
い
え
な
い
で
す
け
ど
｡
た
だ
､
い

ず
れ
に
し
て
も
近
世
と
も
違

っ
た
､
あ
る
い
は
古
代
と
も
違
う
'
何
か

し
ら
言
葉
で
い
え
ば
躍
動
的
な
何
も
の
か
が
あ

っ
た
ん
だ
ろ
う
な
と
い

う
気
が
し
ま
す
｡
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
に
純
化
し
て
い
っ
て
明
治
維
新
を

迎
え
て
､
い
ま
の
よ
う
な
お
祭
り
や
神
社
の
形
態
に
な

っ
た
と
｡
こ
れ

が
全
部
よ
か

っ
た
と
か
悪
か

っ
た
と
い
う
い
い
方
は
私
は
で
き
ま
せ
ん

し
､
し
た
-
あ
り
ま
せ
ん
｡
や
は
り
や
や
も
す
る
と
何
と
な
-
中
世
と

い
う
の
は
､
明
治
維
新
と
同
じ
で
､
否
定
し
て
古
代

へ
と
い
う
神
社
の

あ
り
方
も
､
そ
う
い
う
明
治
維
新
以
来
の
考
え
方
が
､
特
に
私
な
ん
か

も
国
家
神
道
を
勉
強
し
て
い
ま
す
の
で
､
頑
の
中
に

一
種
こ
び
り

つ
い

て
い
る
の
で
す
け
ど
｡

そ
の
半
面
こ
う
い
う
お
話
を
聞
い
た
り
､
あ
る
い
は
､
自
分
自
身
で

そ
う
い
う
も
の
を
読
ん
だ
り
し
て
み
ま
す
と
､
そ
う
で
も
な
い
部
分
で

神
社
､
あ
る
い
は
神
道
の
信
仰
と
い
う
の
が
伏
泉
と
し
て
残

っ
て
い
て
､

そ
れ
が
続
い
て
い
る
ん
だ
と
｡
そ
こ
を
大
事
に
し
な
い
と
､
そ
う
い
う

意
味
で
も
う

一
度
本
格
的
に
い
ろ
ん
な
神
社
関
係
の
方
々
が
中
世
の
､

大
体
測
れ
る
の
が
ど
ん
な
神
社
で
も
あ
る
程
度
記
録
と
す
れ
ば
中
世
か

ら
の
が
多
い
わ
け
で
す
ね
｡
し
か
も
そ
こ
に
は
い
ろ
ん
な
､
も
ち
ろ
ん

庶
民
が
納
め
た
も
の
と
か
､
大
体
有
識
階
級
し
か
い
ろ
ん
な
教
書
と
か

願
書
と
か
､
文
書
が
残
し
て
ま
せ
ん
か
ら
｡
そ
れ
で
も
そ
の
中
か
ら
中

世
な
り
の

一
種
の
躍
動
感
み
た
い
な
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
L
O
そ
う
い
う
中
世
を
も
う

一
度
見
直
し
て
､
い
ま
の
神
社
神
道
の

あ
り
方
を
考
え
て
み
る
と
､
そ
う
い
う
よ
す
が
に
な
れ
ば
こ
の
座
談
会
､

司
会
の
不
手
際
で
あ
ち
こ
ち
い
き
ま
し
た
け
ど
､
正
直
な
話
が
恐
ら
-

ど
の
よ
う
な
先
生
で
も
､
中
世
の
宗
教
､
あ
る
い
は
信
仰
､
あ
る
い
は

神
道
と
い
う
も
の
が
こ
う
い
う
も
の
だ
と
､
こ
う
い
う
流
れ
で
と
い
う

の
が
､
十
把
ひ
と
か
ら
げ
で
は
い
き
ま
せ
ん
し
､

一
本
の
線
で
説
明
す

る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
と
思
う
の
で
す
｡

茂
木

そ
こ
で
ち
ょ
っ
と
質
問
し
た
い
の
で
す
が
､
さ

っ
き
遷
宮
の

話
が
出
ま
し
た
け
ど
､
結
局
中
絶
し
た
遷
宮
を
再
興
し
た
の
が
臨
済
宗

の
慶
光
院
で
､
そ
う
い
う
禅
宗
の
尼
さ
ん
た
ち
が
と
に
か
-

一
生
懸
命

や

っ
て
い
-
そ
の
背
景
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
､
そ
の
辺
ち
ょ
っ
と
い
ま

の
感
覚
で
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
｡
そ
の
辺
の
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ

け
れ
ば
あ
り
が
た
い
の
で
す
け
ど
｡

阪
本

お
坊
さ
ん
の
そ
う
い
う
神
祇
信
仰
と
い
い
ま
す
か
､
そ
う
い

う
崇
敬
と
い
う
の
を
､
こ
れ
も
大
事
な
｡
む
し
ろ
で
も
坊
さ
ん
の
ほ
う

ヾゝ

○

カ

‥
‥

‥

岡

田

そ
も
そ
も
中
世
の
神
道
が
で
き
た
の
は
､
成
立
の

一
番
の
契

機
は
､
重
源
で
あ
り
､
貞
慶
で
あ
り
､
著
名
な
坊
さ
ん
が
や
り
始
め
て
､

神
職
の
人
た
ち
も
何
か
そ
れ
に
強
い
自
覚
を
も

っ
て

一
生
懸
命
や
り
始

め
た
｡

阪
本

お
坊
さ
ん
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
さ
せ
た
も
の
と
い
う
の
は
､

何
だ
と
思
い
ま
す
か
｡
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岡
田

や
は
り
土
地
と
神
々
の
深
い
結
び

つ
き
に
尽
き
る
で
し
ょ
う
｡

土
地
に
あ
る
神
々
､
必
ず
仏
教
が
入

っ
て
き
て
お
寺
を
建
立
す
る
､
そ

の
と
き
に
も
寺
域
内
に
神
様
を
勧
請
す
る
｡
こ
れ
は
例
外
な
-
行

っ
て

い
る
の
で
､
や
は
り
こ
の
国
で
や
る
た
め
の

一
つ
の
手
続
き
で
あ
り
､

作
法
で
あ
り
ま
し
た
｡
重
源
は
､
行
基
の
先
例
を
真
似
て
､
お
伊
勢
さ

ん
に
参
宮
し
て
､
そ
れ
か
ら
東
大
寺
の
大
仏
の
伽
藍
再
興
に
か
か

っ
た

り
し
て
い
ま
す
｡
手
続
き
と
し
て
､
ま
ず
地
主
の
神
と
い
う
か
､
日
本

の
神
に
ま
ず
ご
挨
拶
す
る
と
い
う
作
法
で
､
そ
れ
を
必
ず
や

っ
て
ま
す

か
ら
､
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
末
法
思
想
の
中
で
､
日
本
の
神
に
対
す
る
特

別
の
帰
依
と
な

っ
て
い
-
｡
神
国
思
想
も
そ
う
い
う
流
れ
の
中
で
中
世

に
広
が

っ
て
い
-
｡
お
坊
さ
ん
た
ち
が
神
道
に
対
し
て
積
極
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
が
､
中
世
の
ち
ょ
う
ど

二

一〇
〇
年
前

半
ぐ
ら
い
か
ら
始
ま

っ
て
-
る
｡

今
日
は
､
い
わ
ゆ
る
中
世
神
道
の
話
は
全
然
な
か
っ
た
の
で
す
け
ど
､

先
程
神
道
と
い
う
の
は
あ
ん
ま
り
表
面
に
出
て
こ
な
い
と
い
う
､
確
か

に
そ
う
で
､
も
と
も
と
が
共
同
体
的
な
場
で
あ

っ
た
ん
だ
か
ら
､
個
人

的
な
信
仰
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
も
仏
教
の
ほ
う
に
押
さ
れ
押
さ
れ
で
､

よ
う
や
-
鎌
倉
時
代
に
入

っ
て
自
覚
し
た
神
道
の
こ
と
が
､
神
職
の
問

に
出
て
き
て
い
る
｡
そ
れ
が
年
中
行
事
や
､
神
事
記
､
あ
る
い
は
縁
起

書
を
､
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
で
書
き
始
め
て
､
意
識
的
に
高
揚
さ
れ
て
い

-
｡
そ
の
場
合
に
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
仏
教
と
の
違
い
と
か
は
画
然
と

さ
せ
て
い
な
い
､
仏
教
の
影
響
も
う
け
て
い
る
｡
そ
こ
で
自
分
た
ち
で

神
道
の
こ
と
を
書
き
始
め
る
こ
と
自
体
が
､
神
祇
に
対
す
る
意
識
を
再

確
認
す
る
と
き
で
あ

っ
た
と
思
う
の
で
す
｡
そ
こ
で
よ
う
や
く
神
道
的

な
世
界
が
表
現
さ
れ
､
正
直
と
か
､
清
浄
と
か
､
神
様
に
接
す
る
態
度

と
か
と
い
う
､
そ
う
い
う
側
面
で
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
｡
仏
教
の
思

想
体
系
か
ら
比
べ
る
と
全
然
別
次
元
な
ん
だ
け
れ
ど
､
そ
の
こ
と
が
大

事
で
､
人
々
も
そ
れ
に
よ
っ
て

｢祈
ら
ず
と
い
え
ど
も
神
は
守
ら
ん
｣

と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
言
い
出
す
よ
う
に
な
る
｡
中
世
神
道
と
い
う

と
何
か
す
ご
い
も
の
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
け
ど
､
そ
う

い
う
も
の
は
な
い
の
で
､
む
し
ろ
心
の
営
み
を
高
め
よ
う
と
す
る
｡
そ

れ
が
中
世
の
神
道
で
､
そ
の
こ
と
が
大
体
十
三
世
紀
ぐ
ら
い
か
ら
認
識

さ
れ
始
め
て
､
そ
れ
が
本
当
に
認
識
さ
れ
る
の
は
恐
ら
-
は
南
北
朝
期

の
慈
遍
だ
と
思
う
の
で
す
け
ど
､
慈
遍
が
中
世
の
前
半
と
中
世
の
後
半

と
を

つ
な
い
で
い
っ
て
､
そ
し
て
最
終
的
に
は
吉
田
兼
倶
に
よ

っ
て
よ

う
や
-
ま
と
め
挙
げ
ら
れ
て
-
る
と
い
う
｡
そ
う
い
う
意
味
で
い
う
と

中
世
に
も
神
道
は
な
か

っ
た
と
い
え
ば
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

け
ど
､
儀
礼
と
と
も
に
そ
の
思
想
､
信
仰
ま
で
を

つ
な
げ
て
大
系
化
し

て
い
っ
た
の
が
兼
倶
で
し
て
｡
先
程
起
請
文
で
起
請
返
し
を
し
て
､
と

き
に
は
吉
田
の
神
主
が
そ
の
起
請
返
し
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
き

ま
す
け
ど
｡
そ
う
い
っ
た
作
法
ま
で
も
や
る
よ
う
に
な

っ
て
､
神
職
界

の
中
心
の
存
在
に
な

っ
て
い
っ
て
､
近
世
に
は
家
元
制
度
み
た
い
に
な
っ

て
い
く
｡

阪
本

ま
あ
､
家
元
制
度
み
た
い
な
も
の
は
-
…
｡
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岡
田

だ
か
ら
中
世
は
吉
田
家
は
､
学
問
研
究
に
熱
心
だ
し
､
吉
田

の
文
庫
を
残
し
た
り
で
､
中
世
の
学
問
的
営
み
と
い
う
の
は
こ
れ
は
す

ご
い
で
す
け
ど
｡
学
問
的
蓄
積
､
知
的
集
積
を
何
代
も
か
け
て
図
り
'

そ
こ
に
中
世
の
後
半
､
神
職
た
ち
も
結
集
し
て
い
-
と
､
目
覚
め
る
と

い
う
か
､
自
覚
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
て
い
-
ん
で
し
ょ
う
け
ど
｡

民
治
の
基
本
と
し
て
の
神
仏
信
仰

千
々
和

先
程
の
先
生
の
ご
質
問
､
要
す
る
に
私
に
と
い
う
こ
と
で

は
な
か

っ
た
と
思
う
の
で
す
け
ど
､
『貞
永
式
目
』

の
第

一
条

の
で
す

ね
､
そ
れ
い
ま
の
お
話
と
す
ご
く
か
か
わ
る
ん
だ
け
ど
も
､
や
は
り
あ

れ

1
条
に

『
御
成
敗
式
目
』
に
あ
る
と
い
う
こ
と
､
そ
れ
か
ら
二
条
､

三
条
と
ず

っ
と
続
い
て
い
-
ん
で
す
け
ど
O
や
は
り

1
番
大
事
な
こ
と

が
'
神
社
'
仏
寺
の
修
造
な
ん
で
す
ね
｡
そ
の
場
合
神
社
だ
け
切
り
離

す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
神
社
､
仏
寺
を
修

造
す
る
と
い
う
こ
と
が
､
そ
の
地
域
の
領
主
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
､

こ
れ
は
や

っ
ぱ
り
中
世
通
し
て
も
ず
う

っ
と
多
分
あ

っ
た
は
ず
な
ん
で

す
｡
だ
か
ら
戦
国
期
に
な

っ
て
も
､
何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
と
'
そ
の
前
に
ま
ず
神
社
の
修
造
｡
山
室
恭
子
さ
ん
が

『群
雄
創

世
紀
』
と
い
う
本
で
指
摘
し
て
い
ま
す
が
､
北
条
氏
が
ま
ず
鶴
岡
の
大

鳥
居
で
し
た
か
､
そ
れ
を
立
て
て
､
そ
れ
で
鶴
岡
を
修
造
す
る
､
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は

1
貫
し
て
ず

っ
と
中
世
に
は
あ
り
ま
す
ね
｡
だ
か
ら

い
ま
岡
田
先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
､
そ
れ
も
儀
礼
と
い
っ
て
し

ま
え
ば
儀
礼
か
も
し
れ
な
い
け
ど
､
信
仰
の
何
か
の
文
章
と
し
て
､
そ

う
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
､
そ
れ
を
実
施
す
る
と
い
う
か
､

実
現
す
る
と
い
う
か
､
そ
の
行
動
そ
の
も
の
が
意
味
を
も

つ
｡
だ
か
ら

い
ま
の
い
い
方
で
い
う
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
な

っ
て
し
ま
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
け
ど
､
民
衆
に
対
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
領
主
が
神

社
を
直
し
､
仏
寺
を
修
造
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
信
仰
だ
と
い
え
ば

信
仰
だ
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
｡

そ
れ
が
だ
か
ら
式
目
の
第

一
条
の
規
定
で
あ
り
､
そ
の
第

一
条
の
規

定
と
い
う
も
の
は
､
ず

っ
と
中
世
を
通
し
て
意
味
を
も

つ
｡
在
地
の
世

界
で
そ
れ
を
毎
年
毎
年
確
認
し
て
い
-
の
が
正
月
に

｢
吉
書
｣
と
い
う

儀
礼
的
な
文
書
を
書
い
て
読
み
上
げ
る
､
｢吉
書
始
｣
と
い
う
儀
式
で
､

そ
れ
を
や

っ
て
､
そ
の
中
で

｢仏
神
事
興
行
｣
と
い
う
の
を
､
必
ず
三

ヶ
条
の
う
ち
に

1
ヶ
条
は
謡
う
わ
け
で
す
｡
仏
神
事
興
行
が
あ
る
か
ら

年
貢
を
ち
ゃ
ん
と
納
め
る
､
取
る
と
い
う
の
が
吉
書
の
第
二
条
に
あ
る

わ
け
で
す
が
､
こ
れ
は
完
全
に
裏
表
の
関
係
だ
と
私
は
思
い
ま
す
｡
そ

れ
か
ら
仏
神
事
を
興
行
す
る
か
ら
在
地
の
者
ど
も
が
年
貢
を
納
め
る
｡

平
和
を
要
す
る
に
仏
神
事
興
行
に
よ

っ
て
守
る
こ
と
で
､
領
主
は
年
貢

を
取
れ
る
､
そ
う
い
う
関
係
な
ん
だ
ろ
う
と
｡
そ
れ
は
中
世
を
通
し
て

そ
れ
が
信
仰
で
あ
る
と
い
え
ば
､
確
か
に
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の

で
す
が
｡

阪
本

そ
う
い
う
意
味
で
は
信
仰
と
と
も
に
領
内
の
そ
う
い
う
民
治
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と
い
い
ま
す
か
､
民
を
治
め
る
そ
う
い
う
手
段
で
あ
り
ま
す
け
ど
｡
そ

う
い
う
信
仰
に
基
づ
い
て
､
そ
れ
が

一
種
の
あ
る
意
味
で
は
祭
政

一
致

み
た
い
な
感
じ
が
あ
る
の
で
す
け
ど
も
｡
長
門
の

一
宮
な
ん
か
も
大
内

弘
世
が
建
て
て
､
室
町
の
代
表
的
な
国
宝
の
建
築
で
す
け
ど
､
そ
れ
に

あ
る
意
味
で
は
対
抗
す
る
よ
う
な
形
で
､
今
度
は
毛
利
が
と

っ
て
代
わ

る
と
､
毛
利
が
拝
殿
を
造
営
す
る
ん
で
す
ね
､
そ
れ
で
両
方
と
も
国
宝

重
文
に
な

っ
て
い
る
の
で
す
け
ど
｡
そ
う
い
う
例
が
あ

っ
て
､
あ
と
豊

臣
の
北
野
の
建
築
に
し
て
も
造
営
に
し
て
も
何
に
し
て
も
､

1
種
大
名

と
い
い
ま
す
か
､
そ
う
い
う
領
主
ク
ラ
ス
が
､
い
ま
千
々
和
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に

『
貞
永
式
目
』
､
あ
る
い
は
そ
れ
以
前

の
そ
れ
こ
そ

律
令
に
な
る
ん
で
す
け
ど
'
神
社
の
修
造
､
あ
る
い
は
仏
寺
も
そ
う
で

す
え
ど
､
そ
れ
が

一
つ
の
大
き
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
か
ど
う
か
し
り
ま

せ
ん
け
ど
､
自
分
の
自
身
の
証
し
で
も
あ
る
と
と
も
に
､
領
内
の
民
に

対
す
る

一
種
の
信
仰
心
の
表
れ
と
い
い
ま
す
か
｡
そ
れ
と
と
も
に
神
仏

に
祈
願
し
て
､
戦
勝
を
祈
願
し
た
り
､
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
け

ど
｡そ

う
い
う
意
味
で
い
え
ば
､
な
か
な
か
神
道
と
い
い
ま
す
か
､
神
社

神
道
の
場
合
表
に
文
書
と
し
て
残
り
ま
せ
ん
し
､
先
生
が
さ

っ
き
お

っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
'

一
種
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
実
施
､
あ
る
い
は
実
現

と
い
う
形
､
異
体
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
都
度
そ
の
都
度
示
し
て
き
た

も
の
で
す
か
ら
､
ど
う
し
て
も
思
想
と
か
意
識
と
な
る
と
､
す
く
い
あ

げ
る
の
が
非
常
に
難
し
い
も
の
は
も

っ
て
る
と
思
い
ま
す
け
ど
｡
で
も

そ
う
い
う
形
と
し
て
､
あ
る
い
は
慣
習
と
し
て
残

っ
て
る
も
の
か
ら
､

中
世
の
神
社
の
あ
り
方
あ
る
い
は
神
道
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
､
こ

れ
か
ら
い
ろ
ん
な
面
で
拾
い
出
し
て
い
-
と
い
う
作
業
､
こ
れ
は
非
常

に
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
し
｡
や
や
も
す
る
と
私
ら
神
道
や

っ
て

い
る
ほ
う
で
も
､
仏
教
的
な
神
道
に
対
し
て
､
す
ぐ
伊
勢
神
道
､
吉
田

神
道
と
い
う
の
を
持
ち
出
し
て
中
世
の
神
道
を
語
ろ
う
と
し
ま
す
け
ど
､

そ
う
で
は
な
い
､
む
し
ろ
中
西
先
生
な
ん
か
よ
-
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
る

の
で
す
け
ど
､
伊
勢
神
道
の
思
想
そ
の
も
の
は
現
実
の
伊
勢
の
信
仰
に

比
べ
る
と
微
々
た
る
も
の
で
､
本
当
は
実
際
こ
う
な
ん
だ
よ
と
い
う
こ

と
を
よ
-
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
｡
あ
ん
ま
り
思
想
と
い
う

も
の
が
拡
大
祝
さ
れ
た
り
､
過
大
視
さ
れ
る
と
'
か
え

っ
て
本
来
の
神

道
の
姿
が
見
え
て
こ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
｡
資
料
的
に
は

少
な
い
で
す
か
ら
､
難
し
い
課
題
で
は
あ
り
ま
す
け
ど
､
い
ろ
ん
な
そ

れ
こ
そ
民
俗
学
の
手
法
に
倣
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
､
あ
ら
ゆ

る
材
料
を
使

っ
て
､
こ
う
い
う
も
の
が

一
つ
中
世
の
神
道
の
姿
な
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
も
の
を
､

一
つ
の
文
化
を
探
る
と
い
い
ま
す
か
､
求
め

る
作
業
と
し
て
わ
れ
わ
れ
神
社
人
も
も
う

ll
度
見
直
す
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
｡

そ
う
い
う
意
味
で
は
今
日
の
座
談
会
は
､
す
ぐ
に
結
論
が
出
る
と
か

明
確
な
答
え
が
パ
ッ
と
出
る
よ
う
な
対
象
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
､
ま
た

そ
う
い
う
時
代
で
も
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
｡
何
が
し
か
い
ま
ま
で
と

は
違

っ
た
接
近
方
法
､
あ
る
い
は
神
道
の
新
た
な
と
ら
え
方
と
い
う
も
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の
に
と

っ
て
は
､
非
常
に
益
す
る
と
こ
ろ
が
多
か

っ
た
の
で
は
な
い
か

と
｡
も
う
少
し
司
会
が
う
ま
け
れ
ば
も

っ
と
さ
っ
ぱ
り
し
た
結
論
に
な

っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
｡
と
り

と
め
の
な
い
司
会
で
ま
こ
と
に
不
束
で
あ
り
ま
し
た
が
'
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
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