
PDF issue: 2024-07-29

九鬼周造における比較文化の問題

大東, 俊一

(出版者 / Publisher)
法政大学教養部

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
法政大学教養部紀要. 人文科学編 / 法政大学教養部紀要. 人文科学編

(巻 / Volume)
74

(開始ページ / Start Page)
69

(終了ページ / End Page)
84

(発行年 / Year)
1990-02

(URL)
https://doi.org/10.15002/00004682



９
 

６
を
明
ら
か
に
し
て
ふ
た
い
。

優
勢
な
外
来
の
文
明
に
出
会
う
と
き
、
土
着
の
側
に
は
主
と
し
て
二
通
り
の
反
応
が
生
じ
る
。
外
来
の
文
明
へ
の
順
応
と
抵
抗
で
あ

る
。
近
代
日
本
に
つ
い
て
言
え
ば
、
前
者
を
「
欧
化
」
、
後
者
を
「
国
粋
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。
明
治
維
新
以
後
、
日
本
人
は
圧

倒
的
に
優
勢
な
西
洋
文
明
を
採
り
入
れ
る
一
方
で
、
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
保
す
る
と
い
う
両
而
作
戦
を
強
い

ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
雌
本
的
に
は
現
在
で
も
続
い
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
日
本
人
は
「
欧
化
」
と
「
国

粋
」
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
傾
向
の
．
ハ
ラ
ン
ス
を
巧
妙
に
保
っ
て
き
た
。
明
治
維
新
以
降
の
百
年
を
こ
え
る
歴
史
の
中
で
、
「
欧
化
」

（
１
）
 

の
時
代
と
「
国
粋
」
の
時
代
と
が
ほ
ぼ
二
十
年
周
期
で
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
間
、
九
鬼
周
造
の
最
初
の
主
署
『
「
い
き
」
の
椛

造
』
（
昭
和
五
年
）
の
公
刊
か
ら
彼
の
死
（
昭
和
十
六
年
）
ま
で
を
そ
っ
く
り
と
含
む
、
昭
和
初
年
か
ら
太
平
洋
戦
争
終
了
ま
で
の
時

代
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
国
粋
」
の
時
代
で
あ
る
。
偏
狭
な
「
日
本
主
義
」
、
「
日
本
緒
神
」
論
が
叫
ば
れ
る
中
で
、
九
鬼
は
。
い
き
」

の
構
造
』
を
筆
頭
に
、
「
日
本
的
性
格
」
（
昭
和
十
二
年
）
、
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
（
昭
和
十
二
年
）
な
ど
日
本
の
文
化
に
関
す
る

長
短
さ
ま
ざ
ま
な
論
孜
を
発
表
し
て
い
る
。
一
」
の
よ
う
な
現
象
を
捉
え
て
、
九
鬼
に
国
粋
主
義
的
性
格
を
見
る
者
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

真
偽
の
ほ
ど
は
慎
重
に
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
。
い
き
」
の
構
造
』
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

九
鬼
の
日
本
文
化
論
が
蝋
に
日
本
文
化
の
特
殊
性
を
高
唱
す
る
も
の
で
は
な
く
、
広
い
比
較
文
化
的
視
野
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

九
鬼
周
造
に
お
け
る
比
較
文
化
の
問
題

大
東
俊
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7０ 

九
・
鬼
周
造
は
一
九
二
一
年
（
大
正
十
年
）
十
月
、
ョ
ｉ
ロ
ッ
．
〈
留
学
の
途
に
就
い
て
以
来
、
’
九
二
九
年
（
昭
和
四
年
）
｜
月
に
帰

国
す
る
ま
で
の
七
年
余
を
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
で
過
ご
し
た
。
『
「
い
き
」
の
術
造
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
帰
国
の
翌
年
で
あ

り
、
さ
ら
に
草
稿
で
あ
る
「
「
い
き
」
の
本
質
」
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
が
、
留
学
中
の
一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
年
）
十
二
月
で
あ

る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
ま
た
、
九
鬼
は
留
学
先
の
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
も
、
一
九
二
八
年
（
昭
和
三
年
）
八
月
、

員
匠
口
呂
目
冒
斤
の
日
日
の
こ
“
Ｈ
の
己
回
の
⑦
の
目
一
の
〔
の
日
月
。
ｄ
の
具
菖
（
「
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間
の
反
復
」
）
お
よ
び

《
《
ロ
の
召
『
の
⑫
の
－
．
．
９
の
】
》
旨
【
冒
一
ロ
自
切
」
矼
再
］
囚
己
○
口
＆
、
ご
（
「
日
本
芸
術
に
お
け
る
「
無
限
」
の
表
現
」
）
と
題
す
る
職
域
を
行
な
っ

て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
小
口
叩
で
は
あ
る
が
、
日
本
文
化
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
バ
リ
柵
在
中
に
弾
か
れ
た
貫
口
叫
日
の
］
ロ
ｇ
己
巴
⑪
の Ｂ
》
》

（
「
人
和
魂
」
）
、
帰
旧
の
船
中
で
の
「
日
本
文
化
」
な
ど
が
あ
る
。
排
し
い
年
譜
的
研
究
は
他
に
繊
る
と
し
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
務

作
お
よ
び
識
滅
活
動
を
見
る
か
ぎ
り
、
留
学
中
の
九
処
の
関
心
が
い
ず
こ
に
あ
っ
た
か
の
察
し
は
つ
く
で
あ
ろ
う
。
九
鬼
に
は
「
満
七

（
２
）
 

年
刷
欧
羅
巴
に
住
ん
で
見
て
始
め
て
日
本
の
文
化
の
美
し
さ
が
明
か
に
見
え
て
来
た
」
（
①
’
一
一
一
一
一
三
）
の
で
あ
る
。
研
学
中
か
ら
、

「
政
治
や
商
業
や
陸
平
の
こ
と
な
ど
は
問
題
に
は
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
皮
机
な
こ
と
は
脇
に
脳
い
て
お
こ
う
。
私
は
あ
ら
ゆ
る
も
の

の
根
底
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
語
り
た
い
。
日
本
の
魂
と
そ
の
精
神
文
化
に
つ
い
て
諮
り
た
い
」
（
①
’
四
四
五
）
と
い
う
気
持
ち
で

い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
留
学
以
前
の
九
鬼
が
許
い
た
も
の
で
我
々
が
月
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
’
九
一
三
年
（
大

正
一
一
年
）
に
大
学
院
研
究
報
告
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
負
目
の
ｍ
８
ｎ
冨
目
昌
呂
の
回
ご
庁
菖
Ｃ
匡
口
侭
。
朋
囿
８
ヶ
一
の
日
の
ぐ
○
口
の
一
目
す
の
口

巨
己
三
】
の
⑩
の
日
日
旨
葺
の
］
鼻
の
吋
藝
》
（
「
中
世
紀
に
於
け
る
信
仰
理
性
問
題
の
歴
史
的
発
展
」
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
題
名
の
通
り
当
該
テ

ー
マ
に
関
す
る
公
平
な
哲
学
史
的
叙
述
で
あ
る
。
ま
た
、
大
学
の
卒
業
論
文
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
「
物
心
相
互
関
係
」
に
関
す
る

（
３
）
 

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
乖
情
か
《
ら
す
る
と
、
九
鬼
が
留
学
を
き
っ
か
け
に
日
本
文
化
に
Ⅱ
を
附
き
、
文
化
の
比
較
の
間

（
４
）
 

題
を
自
覚
的
に
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
一
一
一
両
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

１ 
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7１ 
さ
て
、
そ
の
二
い
き
」
の
椛
造
』
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
そ
の
序
に
お
い
て
九
鬼
は
「
「
い
き
」
と
は
畢
寛
わ
が
民
族
に
独
Ｒ
な

「
生
き
」
か
た
の
一
つ
で
は
あ
る
ま
い
か
」
（
①
’
三
）
と
看
破
し
た
が
、
何
故
「
い
き
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
い
き
」
と
は
江
戸
時
代
も
後
期
の
化
政
期
、
し
か
も
江
戸
の
町
人
の
美
的
理
想
で
あ
り
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
極
め
て
限
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
詳
述
は
避
け
る
が
、
現
代
の
日
本
人
の
生
活
文
化
の
祖
型
が
定
ま
っ
た
の
が

、
、

江
戸
中
期
か
ら
末
期
で
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
九
鬼
が
「
い
き
」
を
「
わ
が
民
族
に
独
自
な
「
生
き
」
か
た
の
一
つ
」

（
傍
点
は
引
用
者
）
で
あ
る
と
し
た
の
は
ま
さ
に
卓
見
で
あ
る
。
「
い
き
」
と
い
う
側
面
か
ら
日
本
人
の
美
意
識
を
論
じ
る
こ
と
は
、

従
来
、
「
幽
玄
」
、
「
わ
び
」
、
「
さ
び
」
等
と
の
指
標
を
立
て
て
美
意
識
を
論
じ
て
き
た
こ
と
と
同
列
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
人
の

美
意
識
を
論
じ
る
際
の
新
し
い
指
標
を
発
見
し
た
と
し
て
九
鬼
を
賞
讃
す
る
だ
け
で
は
、
彼
の
意
図
の
残
り
の
半
分
を
見
失
う
恐
れ
が

あ
る
。
こ
の
場
合
そ
の
意
図
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
文
化
の
比
較
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
以
下
で
は
九
鬼
の
叙
述
を
辿
り
な
が
ら
、
彼

の
比
較
文
化
の
方
法
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

『
「
い
き
」
の
榊
造
』
の
序
説
に
お
い
て
、
九
鬼
は
「
い
き
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
自
体
の
存
在
に
注
Ⅲ
し
て
、
そ
こ
か
ら
文
化
の
民
族
性
を

考
え
よ
う
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
一
の
意
味
ま
た
は
一
一
一
一
口
語
は
、
「
一
民
族
の
過
去
お
よ
び
現
在
の
存
在
様
態
の
目
己
表
明
、
歴
史
を
右

す
る
特
殊
の
文
化
の
自
己
開
示
に
外
な
ら
な
い
」
（
①
’
八
）
の
で
あ
り
、
一
一
一
一
回
い
か
え
れ
ば
、
「
一
民
族
の
有
す
る
或
る
具
体
的
意
味
ま

た
は
一
一
一
一
口
語
は
、
そ
の
民
族
の
存
在
の
表
明
と
し
て
、
民
族
の
体
験
の
特
殊
な
色
合
を
帯
び
て
ゐ
な
い
筈
は
な
い
」
（
同
前
）
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
「
い
き
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
の
構
造
、
意
味
を
閥
明
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
文
化
の
様
態
、
特
殊
性
が
明
ら
か
に
な
る

の
だ
と
い
う
強
い
確
信
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。
「
い
き
」
と
い
う
言
葉
を
西
洋
の
言
語
の
中
で
捜
し
て
も
、
類
似
語
は
せ
い
ぜ
い
フ
ラ

ン
ス
語
の
◎
三
ｐ
８
ｐ
ｐ
の
【
・
日
闘
口
の
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
と
て
全
く
向
価
値
で
は
な
い
。
「
い
き
」
と
い
う
言
葉
は
西
洋
語
に

翻
訳
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
日
本
民
族
の
特
殊
な
存
在
様
態
と
考
え
て
も
差
し
つ
か
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

２ 
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7２ 

一
読
す
る
だ
け
で
、
直
ち
に
デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
序
説
』
の
一
節
と
の
関
連
が
連
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
留
学
中
の
九

鬼
は
、
リ
ッ
ヶ
ル
ト
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
オ
ス
カ
ー
。
，
ヘ
ッ
ヵ
ー
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
等
と
交
わ
り
、
最
新
の
哲
学
の
方
法
を

（
５
）
 

身
に
つ
け
た
が
、
単
に
そ
れ
に
繍
主
ら
ず
、
西
洋
哲
学
の
伝
統
を
そ
の
根
底
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
占
州
に

そ
れ
で
は
一
体
我
々
は
ど
の
よ
う
な
方
法
論
的
態
度
で
「
い
き
」
に
臨
め
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
九
鬼
は
「
い
き
」
を
そ
の
具
体
的

現
実
に
お
い
て
、
具
体
性
を
損
う
こ
と
な
く
あ
り
の
ま
ま
の
生
け
る
形
態
で
把
握
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
。
。
い
き
」
を
単
に
祇
概
念
と

し
て
取
扱
っ
て
、
そ
れ
を
包
括
す
る
類
概
念
の
抽
象
的
普
遍
を
向
観
す
る
「
本
質
直
観
」
を
索
め
て
は
な
ら
な
い
。
意
味
体
験
と
し
て

の
「
い
き
」
の
理
解
は
具
体
的
な
、
事
実
的
な
、
特
殊
な
「
存
在
会
得
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
①
’
一
一
一
一
）
と
い
う
言
葉
が
示

し
て
い
る
よ
う
に
、
九
鬼
は
「
い
き
」
と
い
う
概
念
を
包
括
す
る
普
遍
的
な
概
念
を
捜
し
求
め
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
「
い
き
」

、
、

は
特
殊
な
事
実
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
そ
の
存
在
を
合
理
的
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
会
得
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
「
い
き
」
の
研
究
は
「
形
相
的
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
解
釈
的
」
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
」
（
①

’
二
一
一
’
一
四
）
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
九
鬼
に
現
象
学
、
解
釈
学
、
生
の
哲
学
等
の
彫
辨

を
指
摘
す
る
の
は
容
易
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
岐
新
の
学
派
の
方
法
も
九
鬼
に
あ
っ
て
は
あ
る
伝
統
的
方
法
論
を
維
礎
と
し
た
上
で
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
の
伝
統
的
方
法
論
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
デ
カ
ル
ト
の
も
の
で
あ
る
。
「
い
き
」
を
会
得
す

る
手
続
き
に
つ
い
て
九
鬼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

意
識
現
象
の
形
に
於
て
意
味
と
し
て
開
示
さ
れ
る
「
い
き
」
の
会
得
の
第
一
の
課
題
と
し
て
、
我
々
は
先
づ
「
い
き
」
の
意
味
内

Ｃ
ｏ
ｏ
 

⑨
、

客
を
形
成
す
る
徴
表
を
内
包
的
に
識
別
し
て
こ
の
意
味
を
判
明
な
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
で
節
一
一
の
課
題
と
し
て
、
類
似
の
耐

⑥
。
◎

愈
味
と
こ
の
意
味
と
の
区
別
を
外
延
的
に
明
か
に
し
て
こ
の
意
味
に
明
断
を
与
え
る
こ
と
を
計
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
や
う
に
「
い

き
」
の
内
包
的
櫛
造
と
外
延
的
柵
造
と
を
均
し
く
閲
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
☆
は
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
の
存
在
を
光

全
に
会
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
（
①
’
一
六
）
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7３ 
関
し
て
は
の
ち
ほ
ど
ま
た
指
摘
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
。
い
き
」
の
構
造
』
と
い
う
書
物
が
、
西
洋
哲
学
の
方

法
に
よ
っ
て
厳
密
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
九
鬼
は
。
寓
託
円
旦
寓
冒
具
（
明
蜥
に
し
て
判
明
）
と
い
う
伝
統
的
な
哲
学
の
手
続
き
に
従
っ
て
、
「
い
き
」
の
内
包
と
外

延
を
示
し
て
い
く
。
内
包
に
関
し
て
彼
が
指
摘
す
る
一
一
一
つ
の
契
機
の
第
一
は
「
媚
態
」
で
あ
る
。
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
異
性
と
の
関
係
が

「
い
き
」
の
「
原
本
的
存
在
」
（
①
Ｉ
ニ
ハ
）
を
形
成
し
て
お
り
、
「
媚
態
と
は
、
一
元
的
の
自
己
が
自
己
に
対
し
て
異
性
を
措
定
し
、

自
己
と
異
性
と
の
間
に
可
能
的
関
係
を
織
成
す
る
一
一
元
的
態
度
で
あ
る
」
（
①
’
一
七
）
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
愛
情
の
対
象
を
征
服

し
た
と
き
に
は
媚
態
は
消
滅
す
る
。

第
二
の
契
機
は
「
意
気
地
」
で
あ
る
。
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
の
中
に
は
江
戸
文
化
の
道
徳
的
理
想
が
反

映
さ
れ
て
い
て
、
江
戸
っ
子
の
気
慨
が
契
機
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
「
「
い
き
」
は
鯛
態
で
あ
り
な
が
ら
な
ほ
異
性

に
対
し
て
一
種
の
反
抗
を
示
す
強
味
を
も
っ
た
意
識
」
（
①
－
’
八
）
で
あ
り
、
「
「
い
き
」
の
う
ち
に
は
擬
刺
と
し
て
武
士
道
の
理
想
が

生
き
て
ゐ
る
」
（
①
’
一
九
）
と
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
「
武
士
道
」
と
い
う
一
一
一
一
口
い
方
嫁
あ
ま
り
に
唐
突
で
あ
り
、
そ
の
内
実
を
は
か
り

。
ｏ

か
ね
る
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
口
に
「
武
士
道
」
と
一
一
一
一
口
っ
て
も
、
鎌
倉
、
室
町
、
戦
国
、
江
戸
等
々
の
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
理
想
と
す
る

と
こ
ろ
は
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
た
と
え
い
ず
れ
か
の
時
代
の
「
武
士
道
」
に
定
位
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
意
気
地
」
の

基
礎
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
課
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
占
腱
関
し
て
は
他
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、

こ
こ
で
は
、
「
理
想
主
義
の
生
ん
だ
「
意
気
地
」
に
よ
っ
て
媚
態
が
霊
化
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
「
い
き
」
の
特
色
で
あ
る
」
（
①
’
一
九
）

◎
。

と
い
う
場
合
の
「
霊
化
」
と
い
っ
た
表
現
や
、
前
述
の
「
理
想
が
生
き
て
ゐ
る
」
と
い
う
一
一
一
口
い
方
に
注
意
を
喚
起
し
て
鮪
こ
う
。
「
媚

態
」
が
現
実
の
異
性
関
係
に
お
け
る
肉
体
の
問
題
に
定
位
し
た
「
い
き
」
の
原
初
的
契
機
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
意
気
地
」
は
異

性
関
係
を
現
実
の
肉
体
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
な
く
、
精
神
に
お
い
て
、
理
念
に
お
い
て
生
き
よ
う
と
す
る
態
度
あ
る
と
言
え
よ
う
。

「
い
き
」
の
第
一
一
一
の
契
機
は
「
諦
め
」
で
あ
る
。
「
運
命
に
対
す
る
知
見
に
基
い
て
執
着
を
離
脱
し
た
無
関
心
で
あ
る
。
「
い
き
」
は

垢
抜
が
し
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
あ
っ
さ
り
、
す
っ
き
り
、
満
酒
た
る
心
持
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
（
①
’
一
九
）
と
さ
れ
る
が
、

九
鬼
が
こ
れ
を
仏
教
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
と
き
少
々
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
垢
抜
」
と
か
執
着
心
の
な
さ
と
い
っ
た
も
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の
に
力
点
を
置
く
な
ら
ば
、
仏
教
よ
り
も
む
し
ろ
神
道
に
由
来
を
求
め
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
九
鬼
の
図
式
の

荒
っ
ぽ
さ
を
批
難
す
る
よ
り
も
、
浮
世
の
洗
練
を
経
て
す
っ
き
り
と
「
垢
抜
」
し
た
心
で
生
き
よ
う
と
す
る
態
度
を
「
諦
め
」
と
い
う

仏
教
的
用
語
で
捉
え
た
九
鬼
の
意
図
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
意
気
地
」
が
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
た
武
士
道
の
理
想
主

義
は
昭
和
十
二
年
の
「
日
本
的
性
格
」
に
お
い
て
は
「
儒
教
的
な
理
想
主
義
」
（
③
’
二
八
一
）
と
ま
で
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
儒
教
に

し
て
も
仏
教
に
し
て
も
、
も
と
も
と
は
外
来
の
も
の
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
や
わ
が
民
族
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
一
一
と
を
九
鬼
は
高
唱

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
「
い
き
」
と
は
、
わ
が
国
の
文
化
を
特
色
附
け
て
ゐ
る
道
徳
的
理
想
主
義
と
宗
教
的
非
現
実
性

と
の
形
相
因
に
よ
っ
て
、
質
料
因
た
る
媚
態
が
自
己
の
存
在
実
現
を
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
」
（
①
’
二
三
、

傍
点
は
引
用
者
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
九
鬼
の
強
引
な
図
式
は
歴
史
性
無
視
の
典
返
し
で
あ
る
が
、
そ
の

点
に
つ
い
て
は
ま
た
の
ち
に
触
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
７
）
 

と
こ
ろ
で
、
「
い
き
」
に
一
二
つ
の
契
機
を
設
定
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
ブ
ラ
ト
ン
の
人
間
論
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
論
者
も
あ
る
よ

う
に
、
こ
こ
に
も
西
洋
哲
学
の
伝
統
的
な
考
え
方
が
見
出
せ
る
で
あ
一
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
プ
ラ
ト
ン
の
人
間
像
と
は
言
う
ま
で
も
な
く

『
国
家
』
（
四
三
四
，
’
四
四
一
Ｃ
、
五
八
○
，
’
五
八
一
Ｃ
）
な
ど
で
語
ら
れ
た
魂
の
一
二
部
分
説
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
魂
の
機

能
は
、
「
欲
望
的
部
分
」
、
「
気
概
の
部
分
」
、
「
理
性
的
部
分
」
に
分
け
ら
れ
、
各
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
の
本
領
を
発
揮
し
つ
つ
全
体
の
調

和
的
統
一
が
保
た
れ
る
の
が
肝
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
論
が
西
洋
哲
学
の
伝
統
と
な
る
わ
け
だ
が
、
九
鬼
が
一
い

き
」
の
分
析
に
際
し
て
、
前
述
の
ト
リ
ァ
ー
デ
（
三
幅
対
）
を
援
用
し
た
背
胱
に
は
、
雌
に
西
洋
哲
学
の
手
続
き
を
踏
襲
す
る
と
い
う

姿
勢
以
上
の
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
九
鬼
は
、
人
間
粘
神
の
桃
造
は
祥
の
東
西
を
Ⅲ
わ
ず
同
じ
で
あ
り
、
「
い
き
」
と
い

う
日
本
独
自
の
現
象
の
中
に
も
人
間
梢
神
の
全
体
的
表
現
を
認
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
る

な
ら
ば
、
文
化
を
比
較
す
る
際
の
公
分
母
と
し
て
人
間
精
神
の
構
造
の
普
遍
性
を
措
定
し
た
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
文
化
の
相
違
は

そ
の
発
現
の
仕
方
の
相
違
即
ち
民
族
性
、
歴
史
性
の
構
造
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
「
い
き
」
を
樵
成
す
る
三
つ
の
契
機
の
う
ち
、
「
第
一

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
「
媚
態
」
は
そ
の
基
調
を
構
成
し
、
第
一
一
の
「
意
気
地
」
と
第
一
一
一
の
「
諦
め
」
の
一
一
つ
は
そ
の
民
族
的
、
歴
史
的
色
彩
を
規
定
し
て

、
、

ゐ
る
」
（
①
’
一
一
一
、
傍
点
は
引
川
者
）
と
さ
れ
る
と
き
、
九
鬼
が
そ
こ
に
人
間
桁
神
の
桃
造
の
池
川
通
性
が
そ
の
発
現
の
仕
方
の
特
殊
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さ
て
、
「
い
き
」
の
有
す
る
契
機
を
内
包
的
に
明
ら
か
に
し
た
上
は
、
「
い
き
」
と
「
い
き
」
に
閃
係
す
る
他
の
識
だ
の
意
味
と
の
区

別
を
考
察
し
て
、
外
延
的
に
「
い
き
」
の
意
味
を
川
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
九
鬼
は
「
い
き
」
に
関
係
す
る
主
要
な
意
味
と

し
て
「
上
船
」
、
「
派
手
」
、
「
渋
味
」
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
が
「
存
在
様
態
と
し
て
成
立
す
る
公
共
圏
」
を
「
人
性
的
一
般
存
在
」
と
し
て

の
公
共
圏
と
「
異
性
的
特
殊
存
在
」
と
し
て
の
公
共
圏
と
に
分
け
る
（
①
’
二
六
）
。
「
上
品
」
や
「
派
手
」
は
前
者
に
、
「
い
き
」
や
「
渋

味
」
は
後
者
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
、
各
々
の
意
味
の
対
立
者
と
し
て
「
上
品
」
に
は
「
下
品
」
、
「
派
手
」
に
は
「
地
味
」
、
「
い
き
」

に
は
「
野
藤
」
、
「
渋
味
」
に
は
「
廿
味
」
が
措
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
い
き
」
と
こ
れ
ら
の
意
味
と
の
関
係
を
立
体
的
に
表
し
た
の

が
例
の
直
六
而
体
で
あ
る
。
九
鬼
に
よ
れ
ば
す
べ
て
の
頂
点
は
互
い
に
何
ら
か
の
対
立
を
示
し
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頂
点

（
８
）
 

へ
の
意
味
の
配
置
に
関
し
て
若
干
の
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
他
の
論
者
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
直
六

面
体
の
椛
想
そ
の
も
の
の
意
義
を
考
え
て
染
た
い
。

葛
語
学
の
分
野
に
お
い
て
も
譜
漿
を
立
方
体
に
組
立
て
る
こ
と
は
岐
近
で
一
」
そ
行
な
わ
れ

地
味

性
と
し
て
呪
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
図
式
を
看
取
し
て
い
る
一
」
と
は
川
ら
か
で
あ
ろ
う
。
九
鬼
に
お
い
て
は
、
「
瞥
遡
」
は
「
特

殊
」
な
く
て
し
て
存
在
し
得
ず
、
「
特
殊
」
と
し
て
の
段
発
現
す
る
の
で
あ
る
。

渋
味

意
気

甘
味

性
と
函
数
的
関
係
を
⑩
も
っ
て
ゐ
る
」
（
①
’
一
一
一
九
）
と
さ
れ
、
「
さ
び
」
、
「
雅
」
、
「
味
」
、
「
乙
」
、

「
き
ざ
」
、
「
い
ろ
っ
ぽ
さ
」
（
Ⅱ
８
２
の
庁
）
が
ま
ず
図
形
の
中
に
位
値
づ
け
ら
れ
る
。
注
目
す

３ 

る
が
、
当
時
と
し
て
は
九
鬼
の
試
糸
は
類
例
を
み
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
九
鬼
の
独
創
的
な

品
点
は
、
さ
ら
に
他
の
関
連
の
あ
る
語
の
意
味
を
こ
の
直
六
面
体
を
利
用
し
て
、
そ
の
一
部
を

占
め
る
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る
一
」
と
で
あ
る
。
「
こ
の
直
六
面
体
の
図
式
的
価
値
は
、

他
の
同
系
統
の
趣
味
が
こ
の
六
面
体
の
表
面
お
よ
び
内
部
の
一
定
点
に
配
置
さ
れ
得
る
可
能

手
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以
上
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
。
い
き
」
の
惟
造
』
と
い
う
諜
物
を
比
較
文
化
の
基
本
的
な
視
点
を
提
供
す
る
原
理
書
と
し
て

読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
文
化
の
互
換
性
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
原
理
的
に
は
保
証
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
実

際
の
場
面
に
お
け
る
九
鬼
の
姿
勢
に
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
を
簡
単
に
原
理
と
尖
践
と
の
乖
離
と
言
っ
て
し
ま
う
な
ら

べ
き
は
、
フ
ラ
ン
入
籍
の
、
嵐
ｏ
》
国
惑
口
の
も
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
ロ
亘
。
と
は
上
品
と
怠
刻
と
の
一
一
頂
点
を
結
付
け
る
直

線
全
体
を
漠
然
と
指
し
て
ゐ
る
」
（
①
’
一
一
一
九
）
、
「
日
段
忌
と
は
意
気
と
渋
味
と
を
結
付
け
る
直
線
が
六
面
体
の
底
面
に
向
っ
て
正
直

に
運
動
し
、
間
も
な
く
瀞
止
し
た
時
に
、
そ
の
連
動
が
柵
い
た
矩
形
の
名
称
で
あ
る
」
（
①
’
三
九
）
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

次
第
で
あ
る
な
ら
ば
、
知
見
を
広
く
求
め
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
言
語
に
お
い
て
も
、
同
系
統
の
意
味
を
も
つ
語
を

捜
し
、
そ
れ
を
こ
の
直
六
面
体
の
一
部
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
原
理
的
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
九
鬼
は
そ
の
原
理
を
止
而
と
底

面
の
そ
れ
ぞ
れ
正
方
形
の
対
角
線
の
交
点
Ｐ
、
ｏ
を
結
ん
だ
法
線
Ｏ
Ｐ
に
求
め
た
の
で
は
な
い
か
。
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
法
線
Ｏ
Ｐ
は

「
こ
の
趣
味
体
系
内
に
あ
っ
て
の
具
体
的
普
遍
者
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
そ
の
内
面
的
発
腱
に
よ
っ
て
外
囲
に
特
殊
の
趣
味
が
現
は
れ
て

来
る
」
（
①
’
一
一
一
七
一
一
一
一
八
）
．
「
只
体
的
普
迦
者
」
と
は
汕
常
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
カ
ー
ブ
「
一
リ
ー
・
ミ
ス
テ
イ
ク
ｋ
命
名

で
は
あ
る
が
、
九
鬼
の
論
理
に
お
い
て
は
「
具
体
的
普
遍
者
」
は
「
具
体
」
と
し
て
発
現
す
る
「
瞥
迦
者
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ

、
■
も

る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
「
特
殊
」
と
し
て
発
現
す
る
「
普
遍
」
と
い
う
九
鬼
の
発
想
が
論
難
取
れ
る
が
、
こ
れ
の
意
味
す
る
と
一
」
ろ

を
比
鮫
文
化
の
実
際
の
場
面
に
置
き
直
す
と
き
、
そ
の
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
「
い
き
」
の
意
味

論
的
問
題
に
限
っ
て
言
え
ば
、
直
六
面
体
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
－
１
特
殊
の
趣
味
」
は
、
「
具
体
的
普
遍
者
」
の
発
現
と
し
て

そ
の
固
有
の
本
質
を
も
た
ず
、
差
異
性
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
各
文
化
の
比
鮫
に
関
し
て
も
、
前
節
の
岐
後

で
脂
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
的
文
化
の
特
殊
性
は
普
迦
的
な
人
間
粘
神
の
発
現
と
し
て
の
差
異
性
に
侭
か
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。
九
鬼
は
「
い
き
」
が
日
本
民
族
独
自
の
存
在
様
式
で
あ
る
こ
と
を
尚
唱
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
「
い
き
」
が
他
民
族
の
何
ら

か
の
独
自
の
存
在
様
式
よ
り
も
価
値
的
に
優
位
に
立
つ
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
各
民
族
に
独
自
の
存
在
様
式
が
差
異
性
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
九
鬼
の
主
張
は
、
各
文
化
の
価
値
的
な
序
列
枇
成
を
排
し
、
文
化
の
互
換
性
を
保
証
す
る
視
点
を
提
供
す
る
も

の
Ｌ
」
言
え
、
よ
う
。
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7７ 

ぱ
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
晩
年
ま
で
続
い
て
い
る
感
が
あ
る
。
ま
ず
、
。
い
き
」
の
榊
造
』
に
お
い
て
は
結
論
部
分
に
端
的
に
現
わ
れ

て
い
る
。
『
「
い
き
」
の
構
造
』
は
一
九
三
○
年
（
昭
和
五
年
）
十
一
月
に
岩
波
書
店
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前

に
二
種
類
の
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
同
年
一
、
二
月
に
岩
波
普
店
の
『
思
想
』
誌
に
掲
戦
さ
れ
た
「
「
い
き
」
の
拙

造
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
パ
リ
留
学
時
代
の
一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
年
）
十
二
月
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
「
「
い
き
」
の
本
質
」
で

あ
る
。
。
い
き
」
の
柵
造
」
は
各
章
の
標
題
を
欠
い
て
い
る
が
、
一
部
を
除
い
て
本
文
の
字
句
は
単
行
本
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
、

「
「
い
き
」
の
本
質
」
は
準
備
稿
と
し
て
の
性
質
上
、
分
量
も
前
二
者
の
四
分
の
一
程
度
で
あ
る
が
、
見
取
図
に
お
い
て
は
大
差
が
な

い
。
各
稿
の
結
論
部
分
で
、
「
い
き
」
に
該
当
す
る
語
が
西
洋
語
に
な
い
と
い
う
事
実
は
、
「
い
き
」
が
民
族
の
体
験
と
し
て
公
共
圏
に

普
遍
的
価
値
を
も
っ
て
い
な
い
証
拠
と
さ
れ
た
上
で
、
各
テ
キ
ス
ト
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
「
い
き
」
の
本
質
」
で
は
、

と
述
べ
ら
れ
、
「
い
き
」
の
西
洋
文
化
へ
の
移
植
の
可
能
性
が
語
ら
れ
る
。
次
に
、
「
い
き
」
の
櫛
造
」
に
お
い
て
は
、
九
鬼
は
上
記

と
ほ
ぼ
同
様
の
論
調
の
用
例
に
統
け
て
、

ラ
リ
ッ
ク
の
硝
子
細
工
、
フ
ァ
ン
・
ド
ン
ゲ
ン
の
絵
、
ド
ゥ
ピ
ュ
ッ
シ
ー
乃
至
ラ
ヴ
ヱ
ル
の
音
楽
の
中
に
何
等
の
「
い
き
」
も
輸

入
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
は
何
人
も
断
言
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
若
し
既
に
「
い
き
」
が
西
洋
へ
移
植
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
し
て
も
、

将
来
に
於
て
必
ず
や
移
植
さ
れ
る
機
会
が
来
る
で
あ
ろ
う
。
さ
う
し
て
「
い
き
」
は
ま
た
再
び
日
本
へ
逆
輸
入
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

。
Ｃ
Ｏ
。
◎

か
も
知
れ
ぬ
。
其
時
、
我
々
は
「
い
き
」
を
我
々
の
も
の
と
し
て
想
起
し
且
つ
再
認
識
す
る
』
」
と
が
出
来
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
然
ら

ア
ナ
ム
ネ
シ
ス

ぱ
想
起
と
再
認
識
の
可
能
性
を
何
に
由
っ
て
繋
ぐ
こ
と
が
出
来
る
か
。
我
々
の
精
神
的
文
化
を
忘
却
の
中
に
葬
り
去
ら
な
い
こ
と
に

但
し
「
い
き
」
が
我
邦
の
民
族
的
色
彩
を
淵
び
た
ま
丈
、
西
洋
の
文
化
に
輸
入
さ
れ
る
小
が
可
能
で
あ
る
の
は
言
を
俟
た
な
い
。

浮
世
絵
を
入
れ
、
俳
句
を
入
れ
、
屏
風
を
入
れ
、
膝
器
を
入
れ
、
「
き
し
の
」
を
入
れ
た
西
洋
の
文
化
は
、
や
が
て
「
い
き
」
を
も

何
等
か
の
形
に
於
て
移
植
し
て
居
る
か
も
知
れ
ぬ
。
或
は
又
、
将
来
に
於
て
移
植
さ
れ
る
機
会
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

（
①
’
一
○
五
）
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7８ 

こ
の
あ
と
「
想
起
」
の
可
能
性
に
倒
し
て
、
「
い
き
」
の
枇
造
」
と
ぼ
ぼ
同
じ
字
句
で
、
脚
ら
の
梢
神
的
文
化
を
忘
れ
な
い
こ
と
の
並

要
性
が
高
唱
さ
れ
る
が
、
前
二
者
と
の
こ
の
よ
う
な
違
い
は
一
体
何
に
起
凶
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
の
那
情
に
つ
い
て
、
九
鬼

（
、
）

が
偏
狭
な
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
と
す
る
論
者
も
あ
る
が
、
”
、
学
か
ら
帰
国
（
一
九
二
十
年
一
月
）
後
一
年
た

っ
た
の
ら
の
数
ヶ
月
の
間
に
起
こ
る
変
化
と
い
う
の
も
に
わ
か
に
は
僧
じ
難
い
。
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
な
ら
ば
、
几
鬼
は

留
学
先
か
ら
短
歌
「
巳
里
心
最
」
（
一
九
二
五
年
四
月
）
等
を
雑
誌
『
明
星
』
に
発
表
し
た
り
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
な
日
本
文
化

に
脚
す
る
講
演
や
著
述
を
行
な
っ
て
は
い
る
が
、
西
洋
の
特
定
の
哲
学
者
や
思
想
に
関
す
る
個
別
研
究
を
企
て
た
形
跡
は
な
い
．
あ
る

、
、
、
、
、

意
味
で
は
九
鬼
は
妓
初
か
ら
日
本
主
義
者
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
婦
国
後
一
年
数
ヶ
月
し
て
日
本
主
義
者
に
な
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
九
鬼
自
身
の
珈
情
と
、
民
族
的
存
在
様
式
は
差
異
性
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
『
「
い
き
」
の
枇

造
』
に
お
い
て
達
成
せ
ら
れ
た
テ
ー
ゼ
と
は
切
り
離
し
て
論
ず
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
九
鬼
が
「
い
き
」
の
幻
影
に
出
会
う
こ
と
が
多
い

と
い
か
に
嘆
く
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
上
記
の
テ
ー
ゼ
の
よ
う
な
理
論
的
枠
組
は
何
ら
変
更
を
受
け
な
い
は
ず
で
あ
る
。
即

ち
、
。
い
き
」
の
構
造
』
に
お
い
て
も
、
「
い
き
」
の
移
植
の
可
能
性
は
原
理
的
に
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

。
い
き
」
の
構
造
』
に
お
け
る
叙
述
が
あ
の
よ
う
な
形
を
と
っ
た
の
は
、
帰
国
後
の
九
鬼
が
健
勢
な
西
洋
文
明
が
日
本
を
侵
し
て
い

と
述
べ
て
、
「
い
き
」
の
西
洋
へ
の
移
植
か
ら
日
本
へ
の
逆
輸
入
の
可
能
性
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
「
い
き
」
の
枇
造
』

に
な
る
と
「
い
き
」
の
移
植
可
能
性
に
関
す
る
具
体
的
な
議
論
は
全
く
姿
を
消
し
、
次
の
よ
う
な
抽
象
的
な
議
論
が
腱
開
さ
れ
る
。

か
や
う
に
意
味
体
験
と
し
て
の
「
い
き
」
が
わ
が
国
の
民
族
的
存
在
規
定
の
特
殊
性
の
下
に
成
立
す
る
仁
拘
は
ら
ず
、
我
為
は
抽

象
的
、
形
相
的
の
空
虚
の
世
界
に
堕
し
て
了
っ
て
ゐ
る
「
い
き
」
の
幻
影
に
出
逢
う
場
合
が
余
り
に
も
多
い
。
…
…
我
々
は
か
か
る

幻
影
に
出
逢
っ
た
場
合
、
「
嘗
て
捧
麺
唾
精
神
が
見
た
も
の
」
を
具
体
的
な
如
実
の
姿
に
お
い
て
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

由
る
よ
り
外
は
な
い
。
我
盈
の
理
想
主
義
的
非
現
実
的
文
化
に
対
し
て
熱
烈
な
る
エ
ロ
ス
を
有
ち
続
け
る
よ
り
外
は
な
い
。

（
別
’
一
○
二
’
一
○
三
）

（
①
’
八
○
’
八
一
）
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7９ 

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
民
族
的
な
存
在
様
式
は
差
異
性
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
公
平
な
比
較
文
化
的
視
点
を
提
供
す
る
原
理

的
側
面
と
、
「
日
本
的
な
る
も
の
」
を
尊
重
す
る
心
情
的
側
面
と
の
乖
離
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
何
故
こ
の
よ
う
な
事
態
が

生
じ
た
の
か
を
解
明
す
る
の
が
次
の
課
題
で
あ
る
。
「
い
き
」
が
「
わ
が
民
族
に
独
自
な
「
生
き
」
か
た
の
一
つ
」
（
①
’
三
）
で
あ
る

な
ら
ば
、
『
「
い
き
」
の
枇
造
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
見
取
図
が
日
本
文
化
全
般
に
わ
た
る
分
析
に
お
い
て
示
さ
れ
た
と
し
て
も
何
ら
不

思
議
で
は
な
い
。
実
際
、
「
日
本
的
性
格
」
（
『
思
想
』
昭
和
十
二
年
二
月
号
発
表
、
『
人
間
と
実
存
』
所
収
）
は
『
「
い
き
」
の
構
造
』

と
分
析
手
法
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
が
日
本
文
化
全
般
と
い
う
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
手
法
の
厳
密
性

が
薄
れ
、
そ
の
分
日
本
文
化
に
対
す
る
九
鬼
の
思
い
入
れ
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
日
本
的
性
格
」
を
検
討
す
る

一
」
と
に
よ
っ
て
、
前
述
の
よ
う
な
覗
態
の
原
因
だ
け
で
な
く
、
九
鬼
が
偏
狭
な
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な

る
だ
ろ
う
。

当
時
の
風
俗
習
慣
、
言
葉
遣
い
ま
で
も
が
無
定
見
に
西
洋
化
し
て
い
く
の
を
ま
の
あ
た
り
に
見
て
、
九
鬼
は
「
い
き
」
も
形
骸
化
す
る

の
で
は
な
い
か
と
危
倶
を
い
だ
い
て
（
当
時
す
で
に
形
骸
化
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
い
き
」
の
自
然
的
表
現
、
芸
術
的
表
現
と
し
て

苔
き
近
し
た
と
言
っ
た
方
が
よ
り
正
確
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
、
微
を
飛
ば
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

く
様
を
見
て
の
い
わ
ば
防
衛
本
能
か
ら
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
状
況
証
拠
に
過
ぎ
な
い
が
、
一
九
二
九
年
七
月
に
書

か
れ
た
未
発
表
随
筆
「
カ
フ
ェ
ー
と
ダ
ン
ス
」
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

私
は
或
意
味
に
於
て
国
粋
保
存
の
熱
心
な
加
担
者
の
一
人
で
あ
る
。
私
は
「
謝
恩
デ
ー
」
、
「
夜
間
サ
ー
ヴ
ヰ
ス
」
、
「
映
画
ア
ー
ペ

ン
ト
」
な
ど
と
い
ふ
言
葉
の
形
で
、
京
都
の
新
聞
ま
で
も
冒
し
て
ゐ
る
西
洋
文
明
の
侵
略
を
傷
ま
し
く
恩
ふ
者
で
あ
る
。

４ 
（
⑤
’
一
八
一
）
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8０ 
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
外
来
の
文
化
を
す
べ
て
排
し
た
「
大
和
こ
こ
ろ
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
抽
象
的
理
念
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
は
「
印

度
文
化
や
支
那
文
化
を
摂
取
し
て
迩
然
と
し
て
一
つ
に
融
合
し
て
ゐ
る
日
本
文
化
」
（
③
’
二
七
二
）
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ

て
、
日
本
文
化
に
は
「
自
然
」
、
「
意
気
」
、
「
諦
念
」
と
い
う
三
つ
の
主
要
な
契
機
が
指
摘
で
き
る
。
「
自
然
」
の
契
機
は
賀
茂
其
淵
や

本
居
宣
長
な
ど
の
国
学
者
た
ち
の
思
想
に
そ
の
典
型
的
な
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
「
意
気
」
の
契
機
は
武
士
道
精
神
に
、
「
諦

念
」
の
契
機
は
仏
教
に
お
い
て
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
三
つ
の
契
機
は
そ
れ
ぞ
れ
神
道
、
儒
教
、
仏
教
に
該
当

し
、
「
発
生
的
見
地
か
ら
は
、
神
道
の
月
然
主
義
が
質
料
と
な
っ
て
儒
教
的
な
理
想
主
義
と
仏
教
的
な
非
現
実
主
義
と
に
形
机
化
さ
れ

た
」
（
③
’
二
八
一
）
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
の
九
鬼
の
立
論
は
『
「
い
き
」
の
構
造
』
の
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
が
、
『
「
い

き
」
の
枇
造
』
で
は
明
確
な
表
明
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
特
殊
と
普
遍
と
の
関
係
が
、
「
日
本
的
性
格
」
と
「
世
界
的
性
格
」
と
の
関
係
と

し
て
形
式
論
理
的
に
規
定
さ
れ
る
。
即
ち
、
両
者
の
関
係
は
「
個
別
と
一
般
と
の
関
係
に
帰
着
す
る
と
恩
・
毎
従
っ
て
両
者
は
相
容
れ
な

い
や
う
な
も
の
で
は
な
い
。
お
よ
そ
一
般
と
い
ふ
も
の
は
た
だ
そ
れ
胤
身
で
自
己
を
現
は
す
と
い
ふ
や
う
な
し
の
で
は
な
い
。
一
般
は

個
別
の
中
に
あ
ら
は
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
個
別
は
特
殊
な
仕
方
で
一
般
を
表
は
そ
う
と
す
る
の
で
あ
一
る
」
（
③
’
一
一
九
○
）
。
さ
ら

に
、
今
度
は
「
日
本
的
性
格
」
を
「
一
般
」
と
見
な
せ
ば
、
「
個
人
的
性
格
」
と
い
っ
た
も
の
が
「
個
別
」
と
な
り
、
「
個
人
的
性
桁
と

日
本
的
性
格
と
世
界
的
性
格
と
は
個
と
種
と
類
と
を
表
は
し
て
ゐ
る
」
（
③
’
二
九
一
）
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
そ
ぞ
れ
れ
の
氏

族
に
独
自
な
存
在
様
式
は
種
差
に
過
ぎ
な
い
と
明
確
に
規
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
通
常
の
意
味
で
の
伝
統
的
固
有
性
の
存
在
は
原
理

的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
原
理
的
側
面
に
加
え
、
日
本
文
化
の
中
に
中
国
文
化
、
印
度
文
化
の
契
機
を
見
Ⅲ
し
た

九
鬼
の
日
本
文
化
論
が
、
純
粋
な
「
大
和
ど
こ
ろ
」
だ
け
を
高
唱
す
る
偏
狭
な
日
本
主
義
の
そ
れ
と
は
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
の
立
場
に
何
ら
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
、
九
鬼
は
、
「
日
本
的
性
格
と
世
界
的
性
格
と

の
関
係
か
ら
実
際
的
な
格
率
を
導
き
出
す
な
ら
ば
、
我
々
は
飽
く
ま
で
も
日
本
文
化
の
特
殊
性
を
体
得
し
て
日
本
主
義
の
立
場
に
立
つ

べ
き
で
あ
る
と
共
に
、
広
く
世
界
の
文
化
を
展
望
し
て
そ
の
優
秀
な
る
も
の
を
包
容
す
る
だ
け
の
雅
量
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い、
、

ふ
こ
と
に
な
る
」
（
③
’
一
一
九
一
一
）
と
言
う
が
、
「
日
本
主
義
」
に
歯
止
め
を
か
け
て
他
国
の
文
化
を
も
同
様
に
尊
重
す
る
姿
勢
を
原
理

、
、

的
に
保
証
す
る
方
策
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
彦
」
の
よ
う
な
事
態
は
ま
さ
に
「
日
本
的
な
し
の
」
へ
の
九
鬼
自
身
の
強
烈
な
思
い
入
れ
に
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と
述
べ
ら
れ
る
が
、
一
一
一
種
の
神
器
に
関
す
る
議
論
に
し
て
も
、
ま
た
、
一
」
の
天
皇
に
関
す
る
議
論
に
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
三
契
機
の

分
析
と
比
べ
る
と
や
や
唐
突
の
感
を
免
れ
な
い
。
と
り
わ
け
「
す
め
ら
ゑ
こ
と
」
の
語
源
的
探
究
は
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
天
皇
と

い
う
視
点
を
欠
い
た
言
葉
の
遊
び
の
感
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
我
台
に
と
っ
て
は
い
さ
さ
か
唐
突
に
思
え
る
こ
れ
ら
の
議
論
も
、
九
鬼

自
身
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
九
鬼
の
生
涯
（
一
八
八
八
年
’
’
九
四
一
年
）
は
、

物
質
的
側
面
を
西
洋
文
明
に
仰
ぎ
、
精
神
的
支
柱
を
「
日
本
的
な
る
も
の
」
に
求
め
な
が
ら
肢
行
的
に
近
代
化
を
遂
げ
て
い
く
天
皇
制

国
家
の
発
展
過
程
と
重
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
九
鬼
が
あ
の
心
つ
い
た
頃
に
は
天
皇
制
国
家
は
す
で
に
自
明
の
も
の
と
し
て
存
在
し

て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
「
自
然
」
、
「
意
気
」
、
「
諦
念
」
の
一
一
一
契
機
で
構
成
さ
れ
る
「
日
本
的
性
格
」
の
考
察
が
「
三
種
の

神
器
」
の
考
察
を
介
し
て
「
日
本
独
特
の
国
体
」
の
問
題
へ
と
そ
の
通
路
を
見
出
し
た
と
し
て
も
あ
な
が
ち
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ

由
来
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
日
本
の
文
化
の
特
殊
性
を
過
度
に
強
調
し
美
化
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
意
識
し
な
い
う
ち
に
日
本
お

よ
び
世
界
の
他
の
諸
文
化
に
対
す
る
公
平
な
評
価
を
誤
ら
せ
る
危
険
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
特
殊
性
の
過
度
の
強
調
と
い

う
事
態
は
、
三
種
の
神
器
と
天
皇
に
関
す
る
考
察
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
日
本
文
化
の
有
す
る
一
一
一
契
機
を
指
摘
し
た
あ
と
で
、
九
鬼

は
一
一
一
契
機
の
相
即
融
合
を
象
徴
す
る
の
が
三
種
の
神
器
で
あ
る
と
し
、
「
玉
は
自
然
の
情
を
あ
ら
は
し
、
剣
は
意
志
の
力
と
し
て
の
意

気
を
あ
ら
は
し
、
鏡
は
知
に
基
礎
を
置
く
諦
念
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
」
（
③
ｌ
一
一
八
八
）
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
「
三
種
の
神
器
に
関
す

る
考
察
は
日
本
的
性
格
と
日
本
独
特
の
国
体
と
の
関
係
を
暗
示
す
る
」
（
③
’
二
八
八
）
と
し
、
天
皇
を
一
一
一
契
機
の
相
即
融
合
そ
の
も

の
だ
と
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
、

あ
き
つ
欺
か
熟

鏥
こ
と
鉱
こ
と

現
御
神
で
あ
る
と
こ
ろ
の
天
皇
は
「
す
め
ら
象
こ
と
」
で
あ
る
。
「
み
こ
と
」
は
御
言
で
あ
り
、
命
で
あ
る
。
命
は
御
一
一
一
一
回
を
宣
ろ
生

。
◎

命
で
あ
る
が
、
御
一
一
一
一
口
が
永
遠
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
限
り
、
「
み
こ
と
」
は
神
的
生
命
と
し
て
、
神
な
が
ら
の
お
の
づ
か
ら
の
自
然
に
ほ

か
な
ら
蝋
．
「
す
あ
ら
’
み
こ
と
」
の
「
す
塗
ら
」
砿
二
重
の
意
味
を
有
っ
て
ゐ
る
．
「
銃
ぶ
」
を
意
味
す
る
と
共
に
「
澄
む
」
を

◎
。

。
ｏ

意
味
し
て
ゐ
る
。
「
統
ぶ
」
』
」
と
は
意
気
を
予
想
し
、
「
澄
む
」
こ
と
は
諦
念
の
前
提
で
あ
る
。

（
③
’
二
八
八
）
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こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
概
ね
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
全
人
蛾
的
な
普
遍
を
措
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
存
在
様
式
に
現
わ
れ

る
特
殊
性
を
差
異
に
過
ぎ
な
い
と
看
破
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
九
鬼
の
卓
見
で
あ
っ
た
。
『
「
い
き
」
の
栂
造
』
は
そ
の
ケ
ー
ス
ス
タ

デ
ィ
ー
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
公
平
な
比
較
文
化
的
視
点
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
ば
頗
る
大
き
い
。
九
鬼
は
古
代

か
ら
現
代
ま
で
の
ざ
章
ざ
ま
な
西
洋
哲
学
の
概
念
や
方
法
を
折
衷
的
に
用
い
て
「
い
き
」
と
い
う
日
本
民
族
独
特
の
存
在
様
式
を
解
叫

し
、
そ
れ
が
通
約
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
．
た
だ
股
後
に
ひ
と
つ
指
摘
を
す
る
な
ら
ば
、
一
方
で
特
殊
な
る
日
本
文

化
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
あ
ま
り
に
強
い
た
め
、
そ
の
特
殊
を
解
明
す
る
た
め
に
用
い
た
西
洋
哲
学
の
方
法
を
過
度
に
普
遍
的
と
見
な

し
た
点
で
あ
る
。
分
析
に
際
し
て
九
鬼
が
徹
底
し
て
西
洋
哲
学
の
概
念
や
方
法
を
用
い
た
の
は
そ
の
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
概
念
や
方
法
を
Ⅲ
い
て
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
殊
な
る
存
在
様
式
を
突
き
諦
め
て
い
く
と
き
、
そ
れ
が
汕
約
不
可
能

で
あ
る
よ
う
な
小
態
が
生
じ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ
の
と
き
西
洋
哲
学
の
概
念
や
方
法
は
真
に
普
迦
的
で
あ
る
か
ど
う
か
が
Ⅲ
わ

れ
、
単
な
る
特
殊
に
堕
し
て
し
ま
う
か
、
そ
れ
と
も
一
層
の
拡
大
に
よ
っ
て
其
の
普
遍
性
を
独
得
す
る
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
九
鬼
自
身
の
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
我
々
こ
そ
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
為
。

う
。
九
鬼
自
身
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
日
本
的
な
る
も
の
」
を
尚
隅
す
る
者
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
「
日
本
的
な
る
も
の
」
が
無
媒
介

に
「
三
種
の
神
器
」
や
「
天
皇
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
き
、
鵬
史
的
視
点
か
ら
の
考
察
を
無
視
す
る
九
鬼
へ
の
時
代
の
彫
辨
を
垣
間

見
る
思
い
が
す
る
。

（
１
）
山
木
新
『
鬮
辺
文
醐
諭
ｌ
欧
化
と
土
瀞
』
（
柳
川
正
彦
・
齋
沢
五
郎
縄
刀
水
灘
喝
一
九
八
五
年
）
’
七
○
頁
以
下
参
蝋
．
鑪
辮
な
り

に
具
体
例
を
挙
げ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
国
粋
」
の
時
代
の
第
一
期
は
、
三
宅
雪
繊
『
典
善
芙
日
本
人
』
（
一
八
九
一
年
）
、
志
賀
亜
昂

『
日
本
風
熾
論
』
二
八
九
四
年
）
、
新
戸
部
稲
造
『
武
士
逝
』
（
一
八
九
九
年
）
、
岡
倉
天
心
『
日
本
の
目
覚
め
』
（
一
九
○
四
年
）
な
ど
。
第

結
語
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二
Ｍ
は
、
紀
平
服
災
『
日
本
糀
神
』
（
一
九
三
○
年
）
、
血
子
木
瓜
術
『
日
本
粘
神
の
哲
学
』
（
一
九
三
一
年
）
、
「
思
想
」
（
一
九
一
一
一
四
年
五
月
、

特
靴
号
「
日
本
精
神
」
）
、
和
辻
哲
郎
『
風
ｔ
』
（
一
九
三
五
年
）
、
長
行
川
如
是
閑
『
日
本
的
性
烙
』
（
一
九
一
一
一
八
年
）
、
鈴
木
大
拙
『
禅
と
日
本

文
化
』
（
一
九
四
○
年
）
、
満
山
岩
男
『
世
界
史
の
哲
学
』
（
一
九
四
二
年
）
な
ど
、
第
三
期
は
、
椀
林
忠
夫
『
文
明
の
生
態
史
観
』
（
一
九
六
七

年
）
、
作
田
啓
一
『
恥
の
文
化
再
考
』
（
同
上
）
、
上
山
寿
平
『
照
葉
樹
林
文
化
』
二
九
六
九
年
）
、
イ
ザ
ャ
・
ベ
ン
ダ
サ
ン
『
日
本
人
と
ユ
ダ

ヤ
人
』
（
一
九
七
○
年
）
、
土
居
健
郎
。
甘
え
」
の
構
造
』
（
一
九
七
一
年
）
、
村
上
泰
亮
・
公
文
俊
平
・
佐
藤
誠
三
郎
『
文
明
と
し
て
の
イ
エ

社
会
』
二
九
七
九
年
）
な
ど
。

（
２
）
九
鬼
の
文
章
の
引
用
は
岩
波
諜
店
版
『
九
鬼
周
造
全
集
』
か
ら
と
し
、
引
剛
文
の
あ
と
に
巻
数
と
頁
数
と
を
示
し
た
。
例
え
ば
、
①
’
二
一
一
一

三
は
第
一
巻
一
一
一
一
一
一
一
一
頁
を
表
す
。
な
お
、
漢
字
ば
新
字
体
に
改
め
た
。

（
３
）
「
岩
下
壮
－
君
の
思
出
」
（
全
集
節
五
巻
、
一
四
四
頁
）
参
照
。

（
４
）
留
学
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
文
化
の
比
較
と
い
う
問
題
を
自
覚
的
に
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
例
と
し
て
は
、
同
時
代
で
は
和
辻
哲
郎
を
樅

げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
和
辻
は
昭
和
二
年
二
月
か
ら
同
三
年
七
月
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
翻
学
の
体
験
を
も
と
に
し
て
『
風
土
』
を
薪
し

た
。
ち
な
ゑ
に
、
和
辻
と
九
鬼
と
は
第
一
高
等
学
校
、
東
京
帝
国
大
学
の
同
級
生
で
あ
る
。
両
者
の
文
化
論
を
比
較
考
察
す
る
の
も
右
愈
義
な

テ
ー
マ
で
あ
る
と
信
じ
る
。

（
５
）
七
年
余
の
ヨ
ー
ロ
γ
〈
留
学
中
に
、
九
鬼
は
当
代
一
流
の
哲
学
者
と
交
わ
っ
た
が
、
特
定
の
哲
学
者
、
思
想
の
個
別
研
究
を
企
て
た
形
跡
が

●
●
●
●
●
 

な
い
。
藤
中
正
義
氏
は
留
学
中
の
九
鬼
に
関
し
て
、
一
．
西
洋
哲
学
の
広
汎
な
研
鍍
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
自
己
を
西
洋
哲
学
研
究
者
と
し
て

●
●
●
 

は
規
定
せ
ず
、
．
む
し
ろ
一
個
の
哲
学
者
と
し
て
、
し
か
も
日
本
的
一
一
１
ト
ス
や
日
本
的
美
意
識
な
ど
要
す
る
に
「
日
本
的
な
る
も
の
」
と
は
何

か
１
１
を
主
題
と
し
て
思
索
す
る
哲
学
者
と
し
て
規
定
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
」
（
「
岡
山
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
四
号
、
一
九
八

三
年
一
二
月
、
一
一
一
一
一
一
二
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
縦
者
も
大
筋
に
お
い
て
撰
成
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
点
に
関
し
て
ば
間
接
的
な
状
況
証

拠
ば
か
り
で
あ
る
の
で
、
九
鬼
の
思
想
形
成
を
め
ぐ
る
詳
し
い
年
瀞
的
な
研
究
が
待
た
れ
る
次
飾
で
あ
る
。

（
６
）
こ
の
点
に
関
し
て
多
田
逆
太
郎
は
、
「
武
士
道
」
の
内
実
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
岩
波
文
庫
版
。
い
き
」
の
構
造
』
の
解
説
で
次
の
よ
う

な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
「
九
鬼
周
造
は
「
意
気
地
」
は
武
士
道
の
理
想
主
義
に
基
づ
く
、
と
し
た
。
こ
の
点
だ
け
は
、
解
説
者
は
賛
成
で
き

な
い
。
上
方
に
対
す
る
対
抗
意
識
、
武
士
に
対
す
る
意
地
と
し
て
、
た
と
え
ば
町
奴
の
よ
う
な
階
層
が
で
て
き
て
、
そ
こ
に
「
意
気
地
」
が
根

を
お
ろ
し
た
の
で
ば
な
い
か
。
「
一
（
前
掲
書
、
二
○
七
頁
）

（
７
）
た
と
え
ば
野
川
又
夫
氏
。
「
先
生
（
Ⅱ
九
鬼
）
の
人
間
流
は
プ
ラ
ト
ン
や
デ
カ
ル
ト
や
メ
ー
ヌ
．
Ｆ
・
ビ
ラ
ン
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
人

間
梢
神
に
欲
甑
・
気
力
・
理
性
の
三
屑
を
認
め
る
考
え
で
あ
り
、
身
体
に
あ
て
て
い
え
ば
腹
・
胸
・
頭
の
別
に
あ
た
る
。
こ
の
考
え
ば
「
「
い

き
」
の
搬
造
』
で
ば
「
い
き
」
の
定
炎
内
溶
で
あ
る
鯏
態
・
感
知
地
．
諦
め
に
現
わ
れ
て
い
る
。
」
（
「
思
想
」
、
一
九
八
○
年
二
Ⅱ
号
、
六
二
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8４ 

（
９
）
な
ぜ
直
六
面
体
を
用
い
た
か
に
つ
い
て
は
『
「
い
き
」
の
構
造
』
に
お
い
て
は
何
典
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
風
流
に
つ
い
て
同
種
の
意
味

分
析
を
行
な
い
、
正
八
面
体
で
そ
の
構
造
を
表
し
た
－
１
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
（
昭
和
十
二
年
）
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
昔

の
哲
学
者
は
地
、
水
、
火
、
風
の
四
原
質
の
う
ち
で
地
の
微
粒
子
は
正
六
面
体
を
成
し
、
水
の
微
粒
子
は
正
一
一
十
面
体
、
火
の
微
粒
子
は
正
四

面
体
、
風
の
微
粒
子
は
正
八
面
体
を
成
す
と
考
へ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
風
」
の
微
粒
子
の
形
態
と
さ
れ
て
ゐ
た
正
八
面
体
が
「
風
流
」
の
価
値

体
系
を
表
は
し
得
る
こ
と
は
偶
然
で
は
あ
る
が
似
合
は
し
い
と
考
へ
る
」
（
④
’
八
○
）
。
九
鬼
が
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
ィ
オ
ス
』
か
ピ
ュ
タ

ゴ
ラ
ス
派
の
断
片
か
ら
発
想
を
得
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
が
、
「
風
流
」
に
関
し
て
は
と
も
か
く
、
「
い
き
」
に
関
し
て
は
な
ぜ
そ
れ
が

「
地
」
の
粒
子
に
割
当
て
ら
れ
た
か
は
一
考
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
な
ぜ
正
六
面
体
で
は
な
く
直
六
面
体
が
用
い
ら
れ
た
か
も
検
討

の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

頁
）

（
８
）
九
鬼
自
身
も
少
点
た
め
ら
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
「
渋
味
」
に
「
甘
味
」
を
対
立
さ
せ
る
の
は
は
た
し
て
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
「
異

性
的
特
殊
存
在
」
と
し
て
の
公
共
圏
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
「
甘
味
」
は
対
社
会
的
な
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

鮫
う
か
。

「
風
流
正
八
面
体
」

蕊

寂

「
華
」
Ⅲ
「
華
か
な
も
の
」

「
寂
」
Ⅱ
｜
「
寂
び
た
も
の
」

「
太
」
Ⅱ
「
太
い
も
の
」

「
細
」
Ⅱ
「
細
い
も
の
」

「
厳
」
Ⅱ
「
厳
か
な
も
の
」

笑
「
笑
」
Ⅱ
「
可
笑
し
い
も
の
」

（
④
’
七
四
）

（
、
）
た
と
え
ば
坂
部
恵
氏
は
、
帰
国
後
の
九
鬼
に
お
い
て
は
、
「
内
面
に
ば
ら
ま
れ
空
目
文
化
と
異
文

化
の
独
立
の
二
元
の
間
の
内
的
緊
張
、
な
い
し
真
に
開
か
れ
た
文
化
多
元
主
義
の
思
考
は
、
急
速
に

失
わ
れ
、
む
し
ろ
閉
鎖
的
な
文
化
特
殊
主
義
な
い
し
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
傾
き
を
強
め
て
行

っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
」
（
『
ア
ス
テ
イ
オ
ソ
』
第
十
一
巻
、
一
二
二
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
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