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一

今
日
の
演
題
に
定
め
た
「
神
道
に
現
れ
た
民
族
論
理
」
と
云
ふ
題
は
、
不
熟

で
も
あ
り
、
亦
、
抽
象
的
で
、
私
の
言
は
う
と
す
る
内
容
を
尽
し
て
ゐ
な
い

か
も
知
れ
ぬ
が
、
私
と
し
て
は
、
神
道
の
根
本
に
於
て
、
如
何
な
る
特
異
な

物
の
考
へ
方
を
し
て
る
か
を
、
検
討
し
て
見
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
一
体
、

神
道
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
、
一
貫
し
た
組
織
が
立
つ
て
ゐ
な
い
。
現

に
、
私
の
考
へ
方
な
ど
も
、
所
謂
国
学
院
的
で
、
一
般
学
者
の
神
道
観
と
は
、

大
分
肌
違
ひ
の
所
が
あ
る
が
、
お
な
じ
国
学
院
の
人
々
の
中
で
も
、
細
部
に

亘
つ
て
は
、
又
各
多
少
の
相
違
が
あ
つ
て
、
突
き
詰
め
て
行
く
と
、
一
々
違
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つ
た
考
へ
方
の
上
に
、
立
つ
て
ゐ
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
概
し
て
言
ふ
と
、
今
日
の
神
道
研
究
の
多
く
は
、
善
い
点
ば
か
り

を
、
断
篇
的
に
寄
せ
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
ど
う
も
、
此
で
は
い
け
な
い
。

我
々
現
代
人
の
生
活
が
、
古
代
生
活
に
基
調
を
置
い
て
ゐ
る
の
は
、
確
か
な

事
実
で
あ
る
が
、
其
中
で
の
善
い
点
ば
か
り
を
抽
き
出
し
て
来
て
、
其
だ
け

が
、
古
代
の
引
き
継
ぎ
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
大
き
な
間
違
ひ
で
あ
つ
て
、

善
悪
両
方
面
を
共
に
観
て
こ
そ
、
初
め
て
其
処
に
、
神
道
の
真
の
特
質
が
見

ら
れ
よ
う
、
と
云
ふ
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
日
本
人
と
し
て
の
優
れ
た
生
活

は
、
善
悪
両
者
の
渾
融
さ
れ
た
状
態
の
中
か
ら
生
れ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、

と
思
ふ
。

今
日
で
も
、
沖
縄
へ
行
く
と
、
奈
良
朝
以
前
の
上
代
日
本
人
の
生
活
が
、
殆
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ど
如
実
に
見
ら
れ
る
が
、
其
処
に
は
深
い
懐
し
さ
こ
そ
あ
れ
、
甚
む
さ
く
る

し
い
部
分
も
あ
る
の
で
あ
る
。
若
し
上
代
の
生
活
が
、
こ
ん
な
物
だ
つ
た
と

す
れ
ば
、
若
い
見
学
旅
行
の
学
生
な
ど
に
は
、
余
り
好
ま
し
く
な
い
気
が
し

て
、
日
本
人
の
古
代
生
活
は
云
々
で
あ
つ
た
、
と
い
ふ
事
を
大
声
で
云
ふ
の

は
気
耻
づ
か
し
く
感
ず
る
で
あ
ら
う
、
と
思
ふ
程
で
あ
る
。
し
か
し
、
其
が

真
の
古
代
生
活
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
又
、
今
日
の
生
活
の
由
つ
て
来
る

所
を
示
す
も
の
と
し
た
ら
、
研
究
者
と
し
て
は
、
耻
ぢ
る
事
な
し
に
此
を
調

べ
て
、
仔
細
に
考
へ
て
見
る
必
要
が
あ
ら
う
。

又
近
頃
は
、
哲
学
畑
か
ら
出
た
人
が
、
真
摯
な
態
度
で
神
道
を
研
究
し
て
ゐ

ら
れ
る
事
で
あ
る
が
、
中
に
は
お
木
像
に
も
だ
ん
服
を
著
せ
た
様
な
、
神
道

論
も
見
受
け
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
。
此
な
ど
も
甚
困
つ
た
も
の
で
あ
る
。
要
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す
る
に
、
現
代
の
神
道
研
究
態
度
の
す
べ
て
に
通
じ
て
欠
陥
が
あ
る
、
と
私

は
思
ふ
。

そ
こ
で
私
の
意
見
は
、
国
学
院
雑
誌
（
昭
和
二
年
十
一
月
号
の
巻
頭
言
）
に

も
述
べ
て
置
い
た
が
、
現
代
の
神
道
研
究
に
於
て
は
、
古
代
生
活
の
根
本
基

調
、
此
を
き
い
の
お
と
と
い
ふ
か
、
て
え
ま
と
云
ふ
か
、
と
に
か
く
、
大
本

の
気
分
を
定
め
る
も
の
が
把
握
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
が
、
第
一
の
欠
点
で
あ
る

と
思
ふ
。
す
べ
て
の
人
は
、
常
に
、
自
分
が
生
活
し
て
ゐ
る
時
代
や
環
境
か

ら
、
其
神
道
説
を
割
り
出
し
て
ゐ
る
が
、
個
性
の
上
に
立
ち
、
時
代
思
想
の

上
に
立
つ
て
の
神
道
研
究
は
、
質
と
し
て
、
余
り
に
果
敢
な
い
も
の
で
あ
る
。

我
々
が
、
正
し
く
神
道
を
見
よ
う
と
す
る
に
は
、
今
少
し
、
確
か
な
も
の
を

掴
ん
で
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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敢
へ
て
こ
ん
な
事
を
言
ふ
の
は
、
僣
越
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
と
に
か
く

私
と
し
て
は
、
日
本
民
族
の
思
考
の
法
則
が
、
ど
ん
な
所
か
ら
発
生
し
、
展

開
し
、
変
化
し
て
、
今
日
に
及
ん
だ
か
に
注
目
し
て
、
其
方
向
か
ら
探
り
を

入
れ
て
見
た
い
。
い
ゝ
事
ば
か
り
を
抽
象
し
て
来
て
、
論
じ
た
の
で
は
、
結

局
嘘
に
帰
し
て
了
ふ
。

神
道
の
美
点
ば
か
り
を
継
ぎ
合
せ
て
、
そ
れ
が
真
の
神
道
だ
、
と
心
得
て
ゐ

る
人
た
ち
は
、
仏
教
や
儒
教
・
道
教
の
如
き
も
の
は
、
皆
神
道
の
敵
だ
と
し

て
ゐ
る
が
、
段
々
調
べ
て
見
る
と
、
神
道
起
原
だ
と
思
ふ
事
が
、
案
外
に
も

仏
教
だ
つ
た
り
、
儒
教
又
は
道
教
だ
つ
た
り
す
る
事
が
、
尠
く
な
い
。
こ
ん

な
事
に
な
る
の
は
、
つ
ま
り
日
本
人
の
民
族
的
思
考
の
法
則
が
、
ほ
ん
と
う

に
訣
つ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日
本
人
の
民
族
文
明
の
基
調
が
、
外
国
人
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の
も
の
に
比
べ
て
、
ど
れ
だ
け
、
特
異
に
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
見
ず
に
、

末
梢
的
な
事
ば
か
り
に
注
意
を
払
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
此
民
族
論
理
の
展
開
し
て
行
つ
た
跡
を
、
仔
細
に
辿
つ
て
見
て
、
然
る

後
始
め
て
、
真
の
神
道
研
究
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る
と
考
へ
る
。
卒
直
に
云

ふ
な
ら
ば
、
神
道
は
今
や
将
に
建
て
直
し
の
時
期
に
、
直
面
し
て
ゐ
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
す
つ
か
り
今
ま
で
の
も
の
を
解
体
し
て
、
地
盤
か
ら
築
き

直
し
て
か
ゝ
ら
ね
ば
、
最
早
、
行
き
場
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
今
ま

で
の
神
道
説
が
、
単
に
、
か
り
そ
め
葺
き
の
小
屋
の
、
建
て
ま
し
に
過
ぎ
な

か
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
今
ま
で
の
私
は
、
全
体
的
に
芸
術
中
心
・
文

学
中
心
の
歴
史
を
調
べ
て
行
か
う
と
志
し
て
、
進
行
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、

結
局
そ
れ
が
、
神
道
史
の
研
究
に
も
合
致
す
る
事
に
な
つ
た
。
今
日
の
処
で
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は
、
ま
だ
〳
〵
発
生
点
の
研
究
に
止
ま
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
ゝ
で
は
、
其
一
端

に
就
て
述
べ
て
見
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
二

第
一
に
ま
づ
、
言
ひ
た
い
の
は
、
日
本
の
神
道
家
の
用
語
で
あ
る
。
祭
式
上

の
用
語
と
か
、
内
務
省
風
の
用
語
と
か
で
な
く
、
昔
か
ら
使
は
れ
て
ゐ
る
神

道
関
係
の
言
葉
が
、
ど
の
位
古
い
所
ま
で
突
き
詰
め
て
研
究
さ
れ
て
ゐ
る
か
、

此
が
一
番
の
問
題
で
あ
る
と
思
ふ
。
勿
論
或
点
ま
で
は
、
随
分
先
輩
の
人
々

も
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
が
、
そ
れ
等
は
何
れ
も
皆
、
天
井
で
つ
か

へ
て
ゐ
る
。
譬
へ
ば
、
神
道
と
い
ふ
語
自
身
が
、
何
処
か
ら
来
て
ゐ
る
か
す
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ら
、
今
ま
で
に
十
分
、
徹
底
し
て
調
べ
た
人
が
な
い
。

私
は
、
神
道
と
い
ふ
語
が
世
間
的
に
出
来
た
の
は
、
決
し
て
、
神
道
の
光
栄

を
発
揮
す
る
所
以
で
な
い
と
思
ふ
。
寧
、
仏
家
が
一
種
の
天
部
・
提
婆
の
道
、

即
異
端
の
道
と
し
て
、
「
法
」
に
対
し
て
「
道
」
と
名
づ
け
た
も
の
ら
し
い

の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
由
緒
を
持
つ
た
語
で
あ
る
様
だ
。

日
本
紀
あ
た
り
に
仏
法
・
神
道
と
対
立
し
て
ゐ
る
場
合
も
、
や
は
り
、
さ
う

で
あ
る
。
大
き
な
教
へ
に
対
し
て
、
其
一
部
に
含
め
て
見
て
よ
い
、
従
来
の

国
神
即
、
護
法
善
神
の
道
と
し
て
の
考
へ
で
あ
る
。

だ
か
ら
私
は
、
神
道
な
る
語
自
身
に
、
仏
教
神
道
・
陰
陽
師
神
道
・
唱
門
師

神
道
・
修
験
神
道
・
神
事
舞
太
夫
・
諸
国
鍵
取
り
衆
な
ど
の
影
の
、
こ
び
り

つ
い
て
ゐ
る
事
は
固
よ
り
、
語
原
其
自
身
か
ら
し
て
、
一
種
の
厭
ふ
べ
き
姿
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の
、
宿
命
的
に
つ
き
纏
う
て
ゐ
る
の
を
耻
づ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
今
日

の
神
道
の
内
容
を
盛
る
語
で
は
な
い
、
と
信
ず
る
の
で
、
近
来
、
尠
く
と
も

私
だ
け
は
、
神
道
と
い
ふ
語
を
使
は
な
い
事
に
し
て
ゐ
る
。
私
は
此
自
説
を

証
明
す
る
文
献
上
の
拠
り
処
を
、
今
ま
で
に
可
な
り
多
く
見
た
が
、
若
し
果

し
て
、
神
道
の
光
栄
を
表
す
る
語
で
あ
る
事
が
、
学
問
的
に
証
明
せ
ら
れ
る

や
う
な
ら
ば
、
い
つ
で
も
、
真
に
喜
び
勇
ん
で
、
元
に
引
き
戻
す
覚
悟
で
あ

る
。
し
か
し
今
日
の
処
で
は
、
神
道
そ
れ
自
身
の
生
ん
だ
、
光
明
に
充
ち
た

語
で
あ
る
、
と
は
思
ふ
事
が
出
来
な
い
。

記
・
紀
若
し
く
は
、
祝
詞
な
ど
を
見
る
と
、
中
に
は
、
古
語
・
神
語
な
ど
い

ふ
べ
き
古
い
語
が
、
随
分
あ
る
。
其
等
の
言
葉
は
、
不
思
議
に
も
、
大
抵
此

を
現
代
語
に
書
き
改
め
る
こ
と
の
出
来
る
程
に
、
研
究
は
積
ま
れ
て
ゐ
る
が
、
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私
の
経
験
で
は
、
真
に
其
が
不
思
議
で
あ
る
。
私
の
今
ま
で
最
苦
し
ん
だ
の

は
、
祝
詞
で
あ
つ
た
。
既
に
、
今
ま
で
に
、
半
分
位
、
二
度
ま
で
も
、
口
訳

文
を
書
き
直
し
て
見
た
が
、
其
結
果
、
祝
詞
の
表
現
法
を
余
程
会
得
し
た
。

尠
く
と
も
、
私
自
身
と
し
て
は
、
胸
の
奥
・
心
の
底
か
ら
感
得
し
た
と
思
う

て
ゐ
る
。

私
は
学
校
で
、
万
葉
の
講
義
を
し
て
ゐ
る
が
、
時
々
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
、
す

ら
〳
〵
と
平
気
に
、
講
義
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
と
不
思
議
に
思
ふ
事

が
あ
る
。
先
達
諸
家
の
恩
に
感
謝
す
る
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
此
処
に
疑
ひ

が
あ
る
。
教
へ
な
が
ら
、
釈
き
な
が
ら
居
る
人
の
態
度
と
し
て
、
懐
疑
的
で

あ
る
と
い
ふ
の
は
、
困
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
事
実
、
日
本
の
古
い
言
葉
・

文
章
の
意
味
と
い
ふ
も
の
は
、
さ
う
易
々
と
釈
け
る
も
の
で
は
な
さ
ゝ
う
だ
。
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時
代
に
よ
り
、
又
場
所
に
よ
つ
て
、
絶
え
ず
浮
動
し
、
漂
流
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
然
る
に
、
昔
か
ら
其
言
葉
に
は
、
一
定
の
伝
統
的
な
解
釈
が
つ
い
て

ゐ
て
、
後
世
の
人
は
其
に
無
条
件
に
従
う
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
れ

程
無
意
義
な
事
は
な
い
と
考
へ
る
。

其
は
私
が
、
祝
詞
に
於
け
る
経
験
及
び
、
古
事
記
或
は
降
つ
て
、
源
氏
物
語

を
現
代
語
に
訳
し
直
し
て
、
書
き
改
め
て
見
て
の
、
厳
粛
な
実
感
で
あ
る
が
、

譬
へ
ば
「
天
之
御
蔭
・
日
之
御
蔭
」
と
い
ふ
言
葉
で
も
、
さ
う
で
あ
る
。
恐

ら
く
現
今
で
は
、
あ
の
言
葉
が
、
常
に
同
じ
用
語
例
を
守
つ
て
ゐ
る
も
の
、

と
信
じ
て
ゐ
る
人
は
尠
い
で
あ
ら
う
が
、
尚
、
少
数
の
守
株
の
敬
虔
家
の
あ

る
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
其
外
の
古
い
言
葉
で
も
、
記
・
紀
・
祝
詞
・
続
紀

・
風
土
記
の
類
を
通
じ
て
、
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
同
語
に
し
て
、
同
じ
用
語
例
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に
入
れ
て
は
、
解
け
な
い
も
の
が
多
く
存
在
す
る
。
此
は
、
今
日
の
言
葉
に

就
て
も
、
言
は
れ
る
事
で
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
其
が
典
型
的
な
語
義
で
あ
る
、

と
予
断
さ
れ
て
ゐ
る
以
外
に
、
も
つ
と
違
つ
た
形
の
あ
る
事
が
、
忘
れ
ら
れ

て
ゐ
は
す
ま
い
か
。
若
し
そ
ん
な
事
実
が
な
い
と
思
ふ
な
ら
ば
、
其
は
余
り

に
、
前
代
の
学
者
の
解
釈
に
た
よ
り
過
ぎ
て
、
当
然
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
研
究
を
、

十
分
に
し
て
ゐ
な
い
為
で
は
あ
る
ま
い
か
。
此
だ
け
は
、
ど
な
た
の
前
に
立

つ
て
も
、
私
の
言
ひ
得
る
こ
と
あ
げ
で
あ
る
。

次
田
潤
さ
ん
も
、
あ
の
「
祝
詞
新
講
」
を
公
に
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
随
分
苦

し
ま
れ
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
実
際
に
古
い
言
葉
を
現
代
語
に
引
き
直
し

て
見
る
と
、
つ
く
／
″
＼
困
難
を
感
ず
る
。
尤
、
一
通
り
の
解
釈
は
誰
に
で

も
つ
く
が
、
本
当
に
深
く
考
へ
出
す
と
、
訣
ら
な
い
事
が
多
い
。
思
ふ
に
此
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は
、
口
伝
へ
の
間
に
変
化
し
た
も
の
で
、
各
時
代
、
各
個
人
の
解
釈
で
、
類

型
的
の
意
味
に
於
て
の
語
義
の
、
次
第
に
其
形
が
改
め
ら
れ
て
行
つ
た
結
果

で
あ
ら
う
。

前
に
言
う
た
「
天
之
御
蔭
・
日
之
御
蔭
」
の
語
で
も
、
家
の
屋
根
と
も
解
せ

ら
れ
る
が
、
又
万
葉
巻
一
の
人
麻
呂
の
詠
ら
し
い
「
藤
原
宮
御
井
歌
」
を
見

る
と
、
天
日
の
影
を
う
つ
す
水
と
も
取
れ
る
し
、
其
外
尚
色
々
の
意
味
に
解

け
る
。
か
う
い
ふ
処
か
ら
考
へ
る
と
、
何
れ
も
根
本
か
ら
分
化
し
て
、
各
違

つ
た
用
語
例
を
持
つ
様
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
其
が
大
体
、
後
世
の
合
理

解
を
経
て
　
　
民
間
語
原
は
固
よ
り
、
学
者
の
研
究
も
　
　
即
、
最
小
公
倍

数
式
に
、
帰
納
し
て
定
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
万
葉
な
ど
を
基
礎

に
し
て
考
へ
る
と
、
ど
う
も
此
語
は
、
時
代
人
に
よ
つ
て
、
訣
ら
ぬ
ま
ゝ
に
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使
は
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
或
類
型
的
な
祭
り
と
か
、
其
他
の
類
似
の
行
事
の

と
き
に
は
、
か
う
い
ふ
言
葉
を
使
は
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、
只
、
無
意

味
に
使
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

私
の
解
釈
に
依
る
と
、
こ
の
対
句
は
、
何
れ
も
、
高
所
か
ら
垂
下
し
て
ゐ
る
、

飾
り
縄
を
意
味
す
る
も
の
で
、
か
げ
と
は
、
元
来
、
蔓
草
で
あ
る
。
だ
か
ら

其
が
、
宮
殿
を
褒
め
る
時
の
詞
と
か
、
新
室
ほ
か
ひ
の
時
の
詞
と
し
て
、
使

は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
此
が
転
じ
て
来
る
と
、
宮
殿
其
も
の
ゝ

意
味
と
も
な
り
、
又
更
に
転
じ
て
は
、
あ
る
解
釈
に
於
け
る
、
穆
々
た
る
文

王
と
い
つ
た
、
ほ
の
ぐ
ら
い
処
に
奥
深
く
い
ま
す
、
と
い
ふ
意
味
に
も
な
る

の
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
通
り
、
万
葉
で
は
此
が
、
影
う
つ
す
水
の
意
味

に
転
じ
て
ゐ
る
。
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か
う
な
る
と
、
語
意
が
浮
動
し
て
来
て
、
解
釈
が
つ
か
な
く
な
つ
て
来
る
が
、

段
々
研
究
を
推
し
進
め
て
行
つ
て
見
る
と
、
此
歌
は
、
宮
殿
の
居
ま
は
り
の

山
を
讃
め
、
水
を
讃
め
る
古
い
意
味
の
風
水
　
　
墓
相
で
な
く
　
　
を
う
た

つ
た
歌
で
あ
る
ら
し
い
。
此
は
家
を
讃
め
る
事
か
ら
来
る
当
然
の
帰
結
で
あ

つ
て
、
家
を
讃
め
る
事
は
同
時
に
、
家
主
の
生
命
を
讃
め
る
事
で
あ
り
、
又

同
時
に
、
生
命
の
本
源
と
し
て
、
魂
と
し
て
、
家
主
の
腹
中
に
入
る
水
を
褒

め
る
事
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
高
い
新
築
家
屋
の
屋
根
か
ら
、
垂
下
し
て
ゐ

る
飾
り
縄
が
、
水
の
意
味
に
成
つ
た
と
い
ふ
事
も
、
か
う
い
ふ
風
に
観
て
来

れ
ば
、
少
し
の
不
思
議
も
な
い
の
で
あ
る
。

橘
守
部
の
痛
快
に
解
釈
し
た
「 

大  

王 

オ
ホ
ギ
ミ

の 
御  

寿 
ミ
イ
ノ
チ

は
長
く
天アマ
た
ら
し
た
り
」

の
歌
な
ど
も
「
天
之
御
蔭
・
日
之
御
蔭
」
と
い
ふ
こ
と
が
、
類
型
的
の
表
現
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に
な
つ
て
ゐ
る
為
に
、
其
間
に
、
綱
の
事
を
云
ふ
の
を
忘
れ
て
了
う
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
そ
ん
な
事
を
こ
く
め
い
に
云
は
ず
と
も
、
漠
然
た
る
常
套
的
の

感
じ
を
誘
ふ
詞
章
で
、
天
子
の
齢
を
祝
福
す
る
事
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

其
外
に
又
、
出
雲
国
造
神
寿
詞
の
「
天
乃
美
賀
秘
」
　
　
秘
の
字
は
、
相
変

ら
ず
疑
問
　
　
は
、
頭
に
冠
る
か
つ
ら
の
事
で
あ
つ
て
、
此
も
畢
竟
、
播
磨

風
土
記
な
ど
に
見
え
た
、
兜
の
類
に
言
う
た
か
げ
で
あ
る
が
、
普
通
の
天
之

御
蔭
・
日
之
御
蔭
と
は
、
大
分
用
ゐ
方
が
違
つ
て
ゐ
る
。

と
に
か
く
、
か
う
い
ふ
風
に
祝
詞
を
見
る
と
、
天
之
御
蔭
・
日
之
御
蔭
と
い

ふ
事
は
、
色
々
な
場
合
に
使
は
れ
て
ゐ
る
が
、
其
意
味
は
、
常
に
一
定
し
て

ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
其
が
殆
ど
、
無
理
会
の
ま
ゝ
に
、
使
は
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
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か
う
い
ふ
事
を
公
言
す
る
の
は
、
或
は
敬
虔
な
先
達
に
、
礼
を
失
す
る
こ
と

に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
私
は
式
の
祝
詞
を
、
そ
れ
程
古
い
も
の
と
は
思
つ

て
ゐ
な
い
。
其
は
言
語
史
の
上
か
ら
立
証
出
来
る
事
で
あ
る
。
尤
も
つ
と
も文
中
の
一

部
に
は
、
か
な
り
古
い
も
の
を
含
ん
だ
も
の
も
あ
る
が
、
新
し
い
も
の
が
最

多
く
て
、
其
上
に
、
用
語
が
不
統
一
を
極
め
て
ゐ
る
。
第
一
義
と
か
、
第
二

義
・
第
三
義
と
い
ふ
様
な
関
係
で
は
な
く
、
口
の
上
で
固
定
し
た
、
不
文
の

古
典
の
中
か
ら
、
勝
手
に
意
味
を
抽
き
出
し
て
来
て
、
面
々
の
理
会
に
任
せ

て
、
使
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
す
が
に
、
古
い
神
聖
な
信
仰
を
伝
へ
て
ゐ

る
個
処
で
は
、
妄
り
に
意
味
を
替
へ
る
様
な
事
を
し
な
い
で
、
譬
ひ
意
味
が

訣
ら
ず
と
も
、
固
定
の
ま
ゝ
又
は
、
曲
り
な
り
に
使
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
で

も
時
代
が
重
な
る
と
、
替
ら
ざ
る
を
得
な
い
事
に
な
る
。
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譬
へ
ば
、
神
典
の
天
孫
降
臨
の
章
を
見
て
も
、
記
・
紀
を
突
き
合
せ
て
見
る

と
、
凡
三
通
り
に
分
れ
て
ゐ
る
。
ま
づ
古
事
記
を
見
る
と
、
「
於
天
浮
橋
、

宇
岐
士
摩
理
、
蘇
理
多
多
斯
弖
」
と
あ
る
。
随
分
奇
妙
な
文
句
で
あ
る
が
、

日
本
紀
の
方
に
は
、
こ
れ
を
「
則
自
槵
日
二
上
天
浮
橋
立
於
浮
渚
在
平
処
」

と
な
つ
て
を
り
、
更
に
一
書
に
も
、
別
様
に
伝
へ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
此

等
は
何
れ
も
、
そ
れ
／
″
＼
の
、
伝
承
の
価
値
を
重
ん
じ
て
書
い
た
も
の
で
、

後
世
の
理
会
で
は
、
妄
り
に
動
か
す
事
が
出
来
な
い
か
ら
、
記
録
当
時
ま
で
、

元
の
姿
で
置
か
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
実
用
語
と
な
る
と
、
そ
ん
な
訣
に
は
い
か
な
い
。
新
し
い
意
味

が
加
は
る
と
、
段
々
其
方
に
移
つ
て
行
く
か
ら
、
何
処
ま
で
が
、
果
し
て
根

本
の
語
義
に
叶
う
て
ゐ
る
の
か
、
訣
ら
な
く
な
つ
て
了
ふ
。
今
日
伝
は
つ
て
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ゐ
る
解
釈
は
、
畢
竟
誰
か
ゞ
、
い
ゝ
加
減
な
所
で
、
合
理
的
に
解
釈
し
て
出

来
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
思
ふ
。

と
に
か
く
、
古
い
言
葉
を
仔
細
に
研
究
し
て
見
る
と
、
今
ま
で
の
伝
統
の
解

釈
は
、
殆
ど
唯
、
碁
盤
の
上
の
捨
て
石
の
様
な
、
見
当
定
め
の
役
の
外
、
何

に
も
な
つ
て
ゐ
な
い
事
が
多
い
。
随
つ
て
、
そ
ん
な
も
の
を
深
く
信
じ
、
基

準
に
し
て
、
昔
の
文
章
を
解
く
事
は
出
来
な
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
三

日
本
人
の
物
の
考
へ
方
が
、
永
久
性
を
持
つ
様
に
な
つ
た
の
は
、
勿
論
、
文

章
が
出
来
て
か
ら
で
あ
る
が
、
今
日
の
処
で
、
最
古
い
文
章
だ
、
と
思
は
れ

21



る
の
は
、
祝
詞
の
型
を
つ
く
つ
た
、
呪
詞
で
あ
つ
て
、
其
が
、
日
本
人
の
思

考
の
法
則
を
、
種
々
に
展
開
さ
せ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
私
は
此
意
味
で
、

凡
日
本
民
族
の
古
代
生
活
を
知
ら
う
と
思
ふ
者
は
、
文
芸
家
で
も
、
宗
教
家

で
も
、
又
倫
理
学
者
・
歴
史
家
で
も
皆
、
呪
詞
の
研
究
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
、
と
思
ふ
。

処
が
、
其
呪
詞
の
後
な
る
祝
詞
な
る
も
の
さ
へ
、
前
に
も
云
つ
た
如
く
、
今

日
の
頭
脳
で
は
、
甚
難
解
な
こ
と
が
多
い
。
鈴
木
重
胤
な
ど
は
、
あ
る
点
で

は
、
国
学
者
中
最
大
の
人
の
感
さ
へ
あ
る
人
で
、
尊
敬
せ
ず
に
は
居
ら
れ
ぬ

立
派
な
学
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
惜
し
い
事
に
は
、
前
人
の
意
見
を
覆

し
き
れ
な
い
で
、
僅
か
に
部
分
的
の
改
造
に
止
め
た
様
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
、

訣
ら
ぬ
事
が
沢
山
に
出
て
来
る
。
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ま
づ
祝
詞
の
中
で
、
根
本
的
に
日
本
人
の
思
想
を
左
右
し
て
ゐ
る
事
実
は
、

み
こ
と
も
ち
の
思
想
で
あ
る
。
み
こ
と
も
ち
と
は
、
お
言
葉
を
伝
達
す
る
も

の
ゝ
意
味
で
あ
る
が
、
其
お
言
葉
と
は
、
畢
竟
、
初
め
て
其
宣
を
発
し
た
神

の
お
言
葉
、
即
「
神
言
」
で
、
神
言
の
伝
達
者
、
即
み
こ
と
も
ち
な
の
で
あ

る
。
祝
詞
を
唱
へ
る
人
自
身
の
言
葉
其
も
の
が
、
決
し
て
み
こ
と
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
み
こ
と
も
ち
は
、
後
世
に
「
宰
」
な
ど
の
字
を
以
て
表
さ
れ
て

ゐ
る
が
、
太
夫
を
み
こ
と
も
ち
と
訓
む
例
も
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
み
こ

と
を
持
ち
伝
へ
る
役
の
謂
で
あ
る
が
、
太
夫
の
方
は
稍
低
級
な
み
こ
と
も
ち

で
あ
る
。
此
に
対
し
て
、
最
高
位
の
み
こ
と
も
ち
は
、
天
皇
陛
下
で
あ
ら
せ

ら
れ
る
。
即
、
天
皇
陛
下
は
、
天
神
の
み
こ
と
も
ち
で
お
出
で
あ
そ
ば
す
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
天
皇
陛
下
の
お
言
葉
を
も
、
み
こ
と
と
称
し
た
の
で
あ
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る
が
、
後
世
そ
れ
が
分
裂
し
て
、
天
皇
陛
下
の
御
代
り
と
し
て
の
み
こ
と
も

ち
が
出
来
た
。
そ
れ
が
中
臣
氏
で
あ
る
。

古
語
拾
遺
は
、
其
成
立
の
本
旨
か
ら
見
て
も
知
れ
る
如
く
、
斎
部
広
成
が
、

や﹅
つ﹅
き﹅
と
な
つ
て
、
中
臣
・
斎
部
の
同
格
説
を
唱
へ
て
ゐ
る
が
、
私
は
元
来
、

あ
の
古
語
拾
遺
に
余
り
重
き
を
置
い
て
ゐ
な
い
。
古
い
事
を
研
究
す
る
の
に

は
、
あ
ま
り
大
切
な
も
の
と
は
思
へ
ぬ
。
尠
く
と
も
、
私
の
研
究
態
度
に
は
、

足
手
纏
ひ
に
こ
そ
な
れ
、
あ
ま
り
役
立
つ
て
来
て
ゐ
な
い
事
を
告
白
す
る
。

私
は
、
あ
の
中
に
は
、
確
に
、
後
世
的
の
合
理
説
が
這
入
つ
て
ゐ
る
、
と
思

ふ
部
分
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
事
は
第
二
と
し
て
、
抑
そ
も
そ
も、
中
臣
氏
と

斎
部
氏
と
の
社
会
的
位
置
が
同
じ
で
あ
つ
た
、
と
い
ふ
事
か
ら
し
て
、
誤
り

で
あ
る
。
斎
部
氏
は
最
初
か
ら
、
決
し
て
み
こ
と
も
ち
で
は
な
か
つ
た
の
で
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あ
る
。
謂
は
ゞ
、
山
祇
の
み
こ
と
も
ち
と
い
ふ
事
に
な
り
さ
う
に
思
ふ
。
こ

と
ほ
ぎ
の
基
礎
に
な
る
い
は
ひ
ご
と
を
、
伝
誦
す
る
部
曲
及
び
伴
造
で
あ
つ

た
の
で
、
天
子
の
代
宣
者
と
は
言
へ
な
い
の
で
あ
る
。
古
典
研
究
者
の
資
料

鑑
別
眼
が
、
幾
ら
進
ん
で
も
、
心
理
的
観
入
の
欠
け
た
研
究
態
度
を
以
て
、

科
学
と
す
る
間
は
駄
目
だ
、
と
思
ふ
。
さ
う
い
ふ
訣
で
、
天
子
の
み
こ
と
も

ち
は
、
中
臣
氏
で
あ
る
。
だ
が
、
此
は
、
根
本
に
於
て
の
話
で
あ
る
。

広
い
意
味
に
於
て
は
、
外
部
に
対
し
て
、
み
こ
と
を
発
表
伝
達
す
る
人
は
、

皆
み
こ
と
も
ち
で
あ
る
。
諸
国
へ
分
遣
さ
れ
て
、
地
方
行
政
を
預
る
帥
・
国

司
も
み
こ
と
も
ち
な
れ
ば
、
其
下
役
の
人
た
ち
も
亦
、
み
こ
と
も
ち
と
し
て
、

優
遇
せ
ら
れ
た
。
又
、
男
の
み
こ
と
も
ち
に
対
し
て
、
別
に
、
女
の
み
こ
と

も
ち
も
あ
る
。
か
う
い
ふ
風
に
、
最
高
至
上
の
み
こ
と
も
ち
は
、
天
皇
陛
下
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御
自
身
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
が
、
其
が
段
々
分
裂
す
る
と
、
幾
多
の
小
さ
い
み

こ
と
も
ち
が
、
順
々
下
り
に
出
来
て
来
る
の
で
あ
る
。

此
み
こ
と
も
ち
に
通
有
の
、
注
意
す
べ
き
特
質
は
、
如
何
な
る
小
さ
な
み
こ

と
も
ち
で
も
、
最
初
に
其
み
こ
と
を
発
し
た
も
の
と
、
尠
く
と
も
、
同
一
の

資
格
を
有
す
る
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
其
は
、
唱
へ
言
自
体
の
持
つ
威
力
で
あ

つ
て
、
唱
へ
言
を
宣
り
伝
へ
て
ゐ
る
瞬
間
だ
け
は
、
其
唱
へ
言
を
初
め
て
言

ひ
出
し
た
神
と
、
全
く
同
じ
神
に
な
つ
て
了
ふ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
言

を
伝
へ
さ
せ
給
ふ
天
皇
陛
下
が
、
神
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
の
は
勿
論
の
こ
と
、

更
に
、
其
勅
を
奉
じ
て
伝
達
す
る
中
臣
、
そ
の
他
の
上
達
部
　
　
上
達
部
は

元
来
、
神
※
カ
ム
ダ
チ部
で
あ
つ
て
、
神
※
に
詰
め
て
ゐ
る
団
体
人
の
意
で
あ
る
　
　

は
、
何
れ
も
皆
、
み
こ
と
も
ち
た
る
事
に
よ
つ
て
、
天
皇
陛
下
ど
こ
ろ
か
直
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ち
に
、
神
の
威
力
を
享
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
段
々
上
り
に
、
上
級
の

も
の
と
同
格
に
な
る
の
で
あ
る
。

此
関
係
は
、
ず
つ
と
後
世
に
ま
で
、
伝
は
り
残
つ
て
ゐ
る
。
譬
へ
ば
、
寺
々

に
附
属
し
て
ゐ
る
唱
門
師
が
さ
う
で
あ
る
。
あ
れ
は
元
来
、
声
聞
身
と
呼
ぶ
、

低
い
寺
奴
の
階
級
で
あ
る
が
、
諸
方
を
唱
へ
言
し
て
歩
い
た
。
後
に
は
、
陰

陽
道
に
入
つ
て
、
陰
陽
師
と
な
つ
た
も
の
も
多
い
。
処
が
、
此
等
の
唱
門
師

は
、
面
白
い
事
に
、
大
抵
藤
原
氏
を
名
告
つ
て
ゐ
る
。
此
は
、
唱
へ
言
を
唱

へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
藤
原
氏
と
同
格
に
な
る
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
此
は
、
中
臣
に
な
れ
な
い
事
情
が
あ
る
か
ら
の
事
で
、
又
禁
ぜ
ら
れ
て

も
ゐ
た
の
ら
し
い
　
　
我
々
は
時
々
、
交
通
の
不
便
な
山
間
の
僻
村
に
、
源

氏
又
は
平
家
・
藤
原
の
落
人
の
子
孫
と
称
す
る
人
々
の
、
部
落
を
作
つ
て
ゐ
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る
こ
と
を
見
聞
き
す
る
が
、
中
に
は
、
一
村
皆
藤
原
氏
か
ら
な
つ
て
ゐ
る
、

所
謂
落
人
村
が
あ
る
。
ち
よ
つ
と
聞
い
た
の
で
は
、
理
由
が
判
ら
ぬ
が
、
実

は
皆
、
唱
門
師
の
住
み
つ
い
た
空
閑
の
新
地
で
あ
る
。
祓
へ
言
を
唱
へ
た
か

ら
の
名
で
あ
る
。
又
蛇
を
退
散
さ
せ
る
呪
文
な
ど
に
、
「
藤
原
々
々
ふ
ぢ
は

ら
や
」
な
ど
い
ふ
句
の
あ
る
の
も
、
や
は
り
、
此
唱
門
師
の
、
藤
原
か
ら
来

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

さ
う
い
ふ
風
に
、
本
来
の
み
こ
と
を
発
し
た
人
と
、
此
を
唱
へ
る
者
と
が
、

一
時
的
に
同
資
格
に
置
か
れ
る
と
い
ふ
思
想
は
、
後
に
な
る
と
、
い
つ
ま
で

も
、
其
資
格
が
永
続
す
る
と
い
ふ
処
ま
で
発
展
し
て
来
た
。
天
皇
陛
下
が
同

時
に
、
天
つ
神
で
あ
る
、
と
い
ふ
観
念
は
、
其
処
か
ら
出
発
し
て
ゐ
る
の
で

あ
つ
て
、
其
が  

惟    

神  

か
む
な
が
ら

の
根
本
の
意
味
で
あ
る
。
惟
神
と
は
「
神
そ
れ
自
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身
」
の
意
で
あ
つ
て
、
天
皇
陛
下
が
唱
へ
言
を
遊
ば
さ
れ
る
為
に
、
神
格
即

惟
神
の
現アキ
つ
御
神
ミ
カ
ミ
の
御
資
格
を
得
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
惟
神
の
観
念

は
、
中
臣
そ
の
他
の
み
こ
と
も
ち
の
上
に
も
移
し
て
、
考
へ
る
事
が
出
来
る

の
で
あ
つ
て
、
随
つ
て
、
専
も
つ
ぱ
ら朝
廷
の
神
事
を
掌
つ
た
中
臣
が
、
優
勢
を
占
め

る
に
至
つ
た
の
は
、
固
よ
り
当
然
の
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四

此
中
臣
氏
が
、
宮
廷
に
於
け
る
男
性
の
み
こ
と
も
ち
で
あ
つ
た
の
に
対
し
て
、

別
に
又
、
宮
廷
の
婦
人
に
も
、
一
種
の
み
こ
と
も
ち
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。

推
察
す
る
と
こ
ろ
、
此
等
の
婦
人
た
ち
は
、
口
で
み
こ
と
を
伝
へ
た
で
あ
ら
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う
と
思
は
れ
る
が
、
其
が
後
に
、
文
書
の
形
に
書
き
取
ら
れ
る
様
に
な
つ
た

の
が
、
所
謂
、
内
侍
宣
・
女
房
宣
で
あ
ら
う
。
後
期
王
朝
に
な
る
と
、
か
う

い
ふ
婦
人
た
ち
を
、
み
こ
と
も
ち
と
し
て
の
資
格
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
、
と

考
へ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
ら
し
い
が
、
江
家
次
第
の
類
を
見
る
と
、
ま
だ
中
臣

女
・
物
部
女
な
ど
の
記
載
が
あ
つ
て
、
殊
に
、
中
臣
女
が
屡
、
目
に
著
く
。

此
記
録
の
書
か
れ
た
時
分
に
は
、
既
に
固
定
し
て
、
無
意
味
と
な
つ
て
了
う

て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
元
来
、
天
皇
陛
下
の
御
禊
に
陪
し
て
、
種
々
の
お
手
助

け
を
す
る
女
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
考
へ
に
上
る
の
は
、
古
い
時
代
の
后
妃
に
は
、
水
神
の
女
子
が
多

い
事
で
あ
る
。
私
は
近
頃
、
水
神
及
び
、
水
神
の
巫
女
な
る
「
水
の
女
」
の

事
を
考
へ
て
ゐ
る
が
、
不
思
議
に
も
、
天
孫
降
臨
の
最
初
の
お
后
こ
の
は
な

30神道に現れた民族論理



の
さ
く
や
媛
だ
け
は
、
お
ほ
や
ま
つ
み
の
娘
で
あ
る
け
れ
ど
、
其
以
後
の
后

妃
は
、
垂
仁
帝
あ
た
り
ま
で
、
大
抵
、
水
神
の
娘
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
さ

く
や
媛
す
ら
「
水
の
女
」
の
要
素
を
十
分
に
持
つ
て
ゐ
ら
れ
た
事
が
窺
へ
る

の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
出
雲
系
の
神
は
皆
「
水
の
神
」
又
は
「
水
の
女
」

で
、
試
み
に
、
す
さ
の
を
・
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
系
統
を
辿
つ
て
行
く
と
、
大

抵
水
神
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
と
に
か
く
、
代
々
の
后
妃
に
出
雲
系
、

随
つ
て
、
水
神
系
の
多
い
事
は
、
事
実
で
あ
つ
て
、
此
で
見
る
と
、
代
々
の

妃
嬪
は
古
く
皆
、
水
神
の
娘
の
資
格
で
、
宮
廷
に
上
ら
れ
、
更
に
、
出
雲
系

の
女
の
形
式
を
以
て
、
仕
へ
始
め
ら
れ
た
も
の
と
い
ふ
事
が
、
出
来
さ
う
な

の
で
あ
る
。

此
に
関
聯
し
て
、
一
つ
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
垂
仁
の
巻
に
、
后
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さ
ほ
媛
が
、
兄
と
共
に
、
稲
城
の
中
で
焼
け
死
な
う
と
さ
れ
た
時
に
、
天
皇

が
使
ひ
を
遣
し
て
、
「
汝
の
堅
め
し
美ミ
豆ヅ
乃
小
佩
ヲ
ヒ
モ
は
誰
か
も
解
か
む
」
と
問

は
し
め
給
ふ
と
、
さ
ほ
媛
は
美
智
能
宇
斯
王

ミ
チ
ノ
ウ
シ
ノ
ミ
コ

の
女
の
兄
毘
売
・
弟
毘
売
を
お

使
ひ
に
な
つ
た
ら
よ
か
ら
う
、
と
奉
答
さ
れ
て
ゐ
る
一
事
で
あ
る
。
此
は
、

従
来
の
解
釈
で
は
、
后
と
な
る
の
だ
か
ら
、
小
佩
を
解
く
の
で
あ
る
、
と
い

ふ
風
に
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
其
考
へ
は
逆
で
あ
つ
て
、
小
佩
を
解
く
か
ら
、

后
に
な
る
の
で
あ
る
。
小
佩
を
解
く
の
は
、
禊
に
随
伴
す
る
必
須
の
条
件
で

あ
つ
て
、
禊
と
小
佩
を
結
び
堅
め
る
役
目
と
、
妃
で
あ
る
と
い
ふ
事
と
は
、

何
処
ま
で
も
循
環
的
の
関
係
で
あ
る
。
而
も
、
第
一
に
は
、
水
中
か
ら
現
れ

て
、
天
子
の
物
忌
み
の
小
佩
を
解
く
役
の
人
で
あ
る
。
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五

此
み
こ
と
も
ち
の
思
想
が
変
形
す
る
と
、
今
度
は
「
申
」
更
に
簡
単
に
な
る

と
「
預
」
に
な
る
。
「
申
」
と
な
る
と
、
み
こ
と
も
ち
よ
り
は
、
少
し
意
味

が
広
く
な
つ
て
、
摂
政
の
如
き
も
の
も
「
政
申
す
つ
か
さ
」
で
あ
る
。
此

「
申
す
」
と
い
ふ
の
は
、
や
は
り
唱
へ
言
を
す
る
事
で
、
古
く
は
、
下
か
ら

上
へ
の
、
奏
上
す
る
形
式
で
あ
る
。
謂
は
ゞ
「
覆
奏
」
が
原
義
に
近
い
の
で

あ
つ
た
。
後
に
譬
ひ
、
唱
へ
事
は
云
は
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
其
処
か
ら
、

出
立
し
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
祭
」
と
い
ふ
事
と
「
政
」
と
の
区
別
は
、
既
に
、
先
師
三
矢
重
松
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先
生
が
殆
ど
完
全
な
処
ま
で
解
釈
を
つ
け
ら
れ
た
が
、
幾
ら
か
ま
だ
、
言
ひ

残
さ
れ
た
所
が
あ
る
と
思
ふ
。
此
区
別
を
知
る
に
は
、
天
皇
陛
下
の
食
国
の

政
と
い
ふ
事
の
、
正
し
い
意
義
を
調
べ
る
の
が
、
一
番
の
為
事
で
あ
る
が
、

今
日
で
は
「
食
す
」
を
「
食
ふ
」
の
敬
語
で
あ
る
と
見
て
、
食
国
と
は
、
天

皇
の
召
し
上
り
物
を
出
す
国
、
と
固
定
し
て
し
か
解
せ
ら
れ
ぬ
が
、
昔
は
も

つ
と
、
自
由
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
併
し
、
食
国
の
政
に
於
て
の
、
最
大
切

な
為
事
は
何
で
あ
る
か
、
と
云
へ
ば
、
其
は
、
天
つ
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
呪

詞
を
仰
せ
ら
れ
る
事
で
あ
る
。
ま
つ
り
の
「
ま
つ
」
と
い
ふ
事
に
就
て
は
、

安
藤
正
次
さ
ん
の
研
究
が
あ
る
が
、
此
に
も
ま
だ
、
其
先
が
あ
る
。
ま
つ
り

の
語
源
を
「
ま
た
す
」
に
求
め
て
、
ま
た
す
は
「
祭
り
出
す
」
の
略
と
す
る

の
も
よ
い
が
、
完
全
で
は
な
い
。
ま
た
す
は
、
用
事
に
遣
る
こ
と
、
即
「
遣
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使
」
の
意
で
、
ま
つ
る
は
、
命
ぜ
ら
れ
た
事
を
行
ふ
意
で
あ
る
。
端
的
に
云

へ
ば
、
唱
へ
言
を
す
る
事
で
あ
る
。
神
功
皇
后
の
御
歌
に
、

　
　
こ
の
御ミ
酒キ
は
、
我
が
御
酒
な
ら
ず
。
く﹅
し﹅
の
神
　
常
世
に
い
ま
す
、
い

　
　
は
た
ゝ
す
　
す
く
な
御
神
ミ
カ
ミ
の
、
豊
ほ
き
、
ほ
き
も
と
ほ
し
、
神
ほ
き
　

　
　
ほ
き
く
る
ほ
し
、
ま
つ
り
こ
し
御
酒
ぞ
（
仲
哀
天
皇
紀
）

と
あ
る
其
ま﹅
つ﹅
る﹅
と
転
じ
た
の
だ
。
ま
つ
る
が
奉
る
で
あ
る
と
い
ふ
事
は
、

既
に
旧
師
自
身
、
其
処
ま
で
解
釈
を
つ
け
て
ゐ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
天
神
の

仰
せ
言
を
受
け
て
、
唱
へ
言
を
せ
ら
れ
る
其
行
事
及
び
、
其
唱
へ
言
を
し
て

の
収
獲
を
神
に
見
せ
る
ま
で
が
、
所
謂
祭
事
で
あ
つ
て
、
其
唱
へ
言
の
部
分

が
祭
り
で
あ
る
、
と
見
れ
ば
、
食
国
の
政
と
い
ふ
事
が
、
よ
く
訣
る
の
で
あ

る
。
即
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
み
こ
と
も
ち
を
し
て
来
た
、
其
言
葉
を
唱
へ
る
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の
が
ま
つ
り
で
、
其
結
果
を
述
べ
る
再
度
の
儀
式
に
も
、
拡
張
し
た
も
の
だ
。

其
が
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る
行
事
が
、
祭
り
事
な
の
で
あ
る
。
や
ま
と
た
け
る

の
尊
の
東
国
へ
赴
か
れ
た
時
の
「
ま
つ
り
ご
と
」
の
意
味
も
、
此
で
立
派
に

訣
る
と
思
ふ
。

と
こ
ろ
が
、
後
に
は
、
其
祭
事
が
段
々
政
務
化
し
て
来
て
、
神
に
生
産
品
を

捧
げ
る
祭
り
と
離
れ
て
、
唱
へ
言
を
省
く
様
に
な
つ
た
。
併
し
、
根
本
は
殆

ど
変
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
ゝ
ま
で
来
れ
ば
み
こ
と
も
ち
の
思
想
は
、
ま

だ
〳
〵
展
開
し
て
行
つ
て
、
此
が
逆
に
、
隠
居
権
や
下
尅
上
の
気
質
を
生
ん

だ
の
だ
。

次
に
は
、
少
し
方
向
を
変
へ
て
見
た
い
。

み
こ
と
も
ち
を
す
る
人
が
、
其
言
葉
を
唱
へ
る
と
、
最
初
に
其
み
こ
と
を
発
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し
た
神
と
同
格
に
な
る
、
と
云
ふ
事
を
前
に
云
つ
た
が
、
更
に
又
、
其
詞
を

唱
へ
る
と
、
時
間
に
於
て
、
最
初
其
が
唱
へ
ら
れ
た
時
と
お
な
じ
「
時
」
と

な
り
、
空
間
に
於
て
、
最
初
其
が
唱
へ
ら
れ
た
処
と
お
な
じ
「
場
処
」
と
な

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
祝
詞
の
神
が
祝
詞
を
宣
べ
た
の
は
、
特
に
或
時
・

或
場
処
の
為
に
、
宣
べ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
其
と
別
の
時
・
別
の

場
処
に
て
す
ら
も
、
一
た
び
其
祝
詞
を
唱
へ
れ
ば
、
其
処
が
又
直
ち
に
、
祝

詞
の
発
せ
ら
れ
た
時
及
び
場
処
と
、
お
な
じ
時
・
処
と
な
る
と
す
る
の
で
あ

る
。
私
は
、
か
う
い
ふ
風
に
解
釈
せ
ね
ば
、
神
道
の
上
の
信
仰
や
、
民
間
伝

承
の
古
風
は
訣
ら
ぬ
と
思
ふ
。

さ
す
が
に
鈴
木
重
胤
翁
は
、
早
く
か
ら
幾
分
此
点
に
注
意
を
払
つ
て
ゐ
る
。

私
が
、
神
道
学
者
の
意
義
に
於
け
る
国
学
者
の
第
一
位
に
置
き
た
い
の
は
、
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此
為
で
あ
る
。
大
和
と
い
ふ
国
名
が
、
日
本
全
体
を
意
味
す
る
所
ま
で
、
拡

が
つ
た
事
な
ど
も
、
此
意
味
か
ら
、
解
釈
が
つ
き
は
す
ま
い
か
。
「
大
倭
根

子
天
皇
」
と
い
ふ
の
は
、
万
代
不
易
の
御
名
で
、
元
朝
の
勅
に
も
、
即
位
式

の
詔
に
も
、
皆
此
言
葉
が
使
は
れ
て
ゐ
た
が
、
此
は
云
ふ
迄
も
な
く
、
や
ま

と
の
国
の
、
最
高
の
神
人
の
意
味
で
あ
る
。
山
城
根
子
・
浪
速
根
子
・
大
田

々
根
子
等
の
根
子
と
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
其
範
囲
の
及
ぶ
所
は
、
最
初

に
大
和
一
国
内
で
あ
つ
た
の
が
、
後
に
は
段
々
拡
が
つ
た
の
で
、
大
和
朝
廷

の
支
配
下
で
あ
る
か
ら
、
日
本
全
国
が
「
や
ま
と
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
は
な

く
、
大
日
本
根
子
天
皇
と
し
て
の
祝
詞
の
信
仰
の
上
か
ら
、
来
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
山
城
に
都
が
遷
つ
て
も
、
大
和
の
祝
詞
を
唱
へ
た
の
で
あ

つ
て
、
其
証
拠
は
、
京
都
近
郊
の
御
料
地
の
神
を
祭
る
時
の
祝
詞
に
、
大
和
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の
六
つ
の
御
県
の
、
神
名
の
出
て
来
る
事
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

尚
又
、
其
に
関
聯
し
て
起
る
の
は
、
地
名
が
転
移
す
る
事
で
あ
る
。
全
国
の

地
名
に
は
、
平
凡
に
近
い
程
ま
で
に
、
同
名
が
多
く
あ
る
。
が
尠
く
と
も
、

其
第
一
原
因
は
、
皆
祝
詞
が
さ
う
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
藤
原
・
飛
鳥
な
ど
は
、

そ
の
顕
著
な
一
例
で
あ
ら
う
。
そ
の
外
、
葦
原
中
国
は
、
九
州
に
も
あ
り
、

そ
の
他
、
方
々
に
あ
る
が
、
此
は
葦
原
中
国
の
祝
詞
を
唱
へ
れ
ば
、
即
そ
こ

が
、
葦
原
中
国
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少
し
も
不
思
議
は
な
い
。
察
す
る

所
、
昔
は
も
つ
と
自
由
に
、
地
名
が
移
動
し
た
の
で
あ
つ
て
、
譬
へ
ば
、
天

孫
降
臨
を
伝
へ
る
叙
事
詩
を
諷うた
へ
ば
、
直
ち
に
其
処
が
、
日
向
の
地
に
な
つ

た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
此
は
、
昔
の
人
の
思
考
の
法
則
か
ら
見
て
、
極
め
て

自
然
な
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
時
間
な
ん
か
は
勿
論
、
い
つ
で
も
超
越
し
て
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ゐ
た
。
譬
へ
ば
、
神
武
天
皇
も
、
崇
神
天
皇
も
、
共
に
「 

肇  

国 

ハ
ツ
ク
ニ

し
ろ
す
天

皇
」
で
あ
る
。
私
は
少
年
時
代
に
、
此
事
を
合
理
的
に
考
へ
て
見
て
、
ど
う

も
、
命
の
革
る
国
の
俤
を
仄
か
に
映
し
見
て
ゐ
た
の
だ
が
、
此
も
肇
国
の
唱

へ
言
が
あ
つ
て
、
そ
の
祝
詞
を
唱
へ
ら
れ
た
お
方
は
、
皆
肇
国
し
ろ
す
天
皇

な
の
で
あ
つ
た
。
其
が
其
中
で
も
、
特
に
印
象
の
深
い
お
方
だ
け
の
、
固
有

名
詞
の
や
う
に
な
つ
て
残
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

又
、
続
紀
を
見
る
と
、
「
す
め
ら
が
御
代
々
々
中
今
」
と
い
ふ
風
な
発
想
語

が
見
え
て
ゐ
る
。
此
は
、
今
が
一
番
中
心
の
時
だ
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。
即
、

今
の
此
時
間
が
、
一
番
の
ほ
ん
と
う
の
時
間
だ
、
と
思
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
は
「
皇
が
御
代
々
々
」
と
い
ふ
長
い
時
間
を
考
へ
な
が
ら
、
し
か
も

呪
詞
の
力
で
、
其
長
い
時
間
の
中
で
も
、
今
が
最
ほ
ん
と
う
の
時
間
に
な
る
、
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と
信
じ
た
の
で
あ
る
。

天
が
下
と
い
ふ
事
で
も
、
古
く
は
天
皇
陛
下
の
在
ら
せ
ら
れ
る
処
は
、
高
天

が
原
の
真
下
に
当
る
、
と
い
ふ
考
へ
か
ら
出
た
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
と

地
と
直
通
し
て
ゐ
る
皇
居
だ
け
が
、
天
が
下
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
此
も
皆
、

祝
詞
の
力
が
、
さ
う
さ
せ
る
の
で
あ
つ
た
。

更
に
今
一
層
、
不
思
議
な
事
は
、
「
商
返
」
の
観
念
で
あ
る
。
此
は
、
万
葉

の
歌
の
中
に
出
て
来
る
事
で
、
普
通
に
は
「
あ
き
か
へ
し
」
と
訓
ま
れ
て
ゐ

る
が
、
又
「
あ
き
か
は
り
」
と
も
訓
ま
れ
る
。

　
　  

商    

変  

ア
キ
カ
ヘ
シ

、
し
ろ
す
と
の
み
の
り
あ
ら
ば
こ
そ
、
我
が
下
ご
ろ
も
、
か

　
　
へ
し
賜タバ
ら
め
（
万
葉
集
巻
十
六
）

と
い
ふ
の
が
其
歌
で
、
此
意
味
は
古
来
明
瞭
に
わ
か
つ
て
ゐ
る
。
此
「
商
変
」
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と
い
ふ
の
は
、
貸
借
行
為
の
解
放
で
あ
つ
て
、
一
た
び
其
詔
勅
が
下
れ
ば
、

一
切
の
債
権
・
債
務
が
帳
消
し
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
其
関
係
を
男

女
の
関
係
に
当
て
は
め
て
、
軽
い
皮
肉
を
云
つ
た
の
が
此
歌
で
あ
る
。
こ
ゝ

に
「
み
の
り
」
と
あ
る
の
は
、
朝
廷
か
ら
の
命
令
の
事
で
、
憲
法
を
「
み
の

り
」
と
訓
む
の
と
、
意
味
に
於
て
お
な
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
畢
竟
此
も
祝
詞

で
あ
つ
た
の
が
原
形
だ
と
見
て
よ
い
。

商
変
の
み
の
り
の
思
想
は
、
察
す
る
と
こ
ろ
、
春
の
初
め
に
、
天
皇
陛
下
が

高
御
座
に
上
つ
て
、
初
春
の
頌
詞
を
宣
ら
せ
ら
れ
る
と
、
又
、
天
地
が
新
に

な
る
と
い
ふ
思
想
か
ら
、
出
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
後
に
は
此
宮
廷
行
事
が
、

御
即
位
の
時
だ
け
し
か
な
く
な
つ
た
が
、
高
御
座
は
、
天
皇
陛
下
が
、
天
神

と
お
な
じ
資
格
に
な
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
。
一
た
び
其
処
へ
お
登
り
に
な
れ
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ば
、
そ
の
宣
ら
せ
給
ふ
お
言
葉
は
、
直
ち
に
、
天
神
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。

そ
し
て
其
お
言
葉
が
宣
ら
れ
る
こ
と
に
依
つ
て
、
す
つ
か
り
、
時
間
が
元
へ

復
る
の
で
あ
る
。
商
変
の
み
の
り
の
効
力
は
、
畢
竟
、
此
と
同
一
観
念
に
基

く
も
の
で
あ
る
。
民
間
に
関
し
た
記
録
が
尠
い
為
に
、
後
世
、
室
町
時
代
に

現
れ
た
徳
政
の
施
行
が
、
物
珍
ら
し
い
事
の
様
に
、
一
部
で
は
見
ら
れ
て
ゐ

る
が
、
祝
詞
に
対
す
る
信
仰
か
ら
云
へ
ば
、
此
は
当
然
の
形
で
あ
つ
て
、
我

が
国
に
は
古
く
か
ら
あ
つ
た
事
な
の
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
風
に
、
祝
詞
の
力
一
つ
で
、
時
間
も
元
へ
戻
る
し
、
又
場
所
も
、

自
由
に
移
動
す
る
。
即
、
時
間
も
空
間
も
、
祝
詞
一
つ
で
、
ど
う
に
で
も
な

る
の
で
あ
る
。

我
が
国
に
は
古
く
、 

言  

霊 

コ
ト
ダ
マ

の
信
仰
が
あ
る
が
、
従
来
の
解
釈
の
様
に
、
断
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篇
的
の
言
葉
に
言
霊
が
存
在
す
る
、
と
見
る
の
は
後
世
的
で
あ
つ
て
、
古
く

は
、
言
霊
を
以
て
、
呪
詞
の
中
に
潜
在
す
る
精
霊
で
あ
る
、
と
解
し
た
の
で

あ
る
。
併
し
、
そ
れ
と
て
も
、
太
古
か
ら
あ
つ
た
信
仰
で
は
な
い
。
そ
れ
よ

り
も
前
に
、
祝
詞
に
は
、
其
言
葉
を
最
初
に
発
し
た
、
神
の
力
が
宿
つ
て
ゐ

て
、
其
言
葉
を
唱
へ
る
人
は
、
直
ち
に
其
神
に
成
る
、
と
い
ふ
信
仰
の
あ
つ

た
為
に
、
祝
詞
が
神
聖
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
世
に
は
、
其
事
が

忘
れ
ら
れ
て
了
う
た
為
に
、
祝
詞
に
は
言
霊
が
潜
在
す
る
、
と
思
ふ
に
至
つ

た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
言
霊
と
言
ふ
語
の
解
釈
も
、
比
較
的
に
、
新
し
い

時
代
の
用
語
例
に
、
あ
て
は
ま
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
、
と
云
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
世
間
、
学
者
の
説
く
所
は
、
先
の
先
が
あ
る
も
の
で
、
か
う
言
ふ
信
仰

行
事
が
、
演
劇
・
舞
踊
・
声
楽
化
し
て
出
来
た
の
が
、
日
本
演
芸
で
あ
る
。
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だ
か
ら
日
本
の
芸
術
に
は
、
極
端
に
昔
を
残
し
て
ゐ
る
。
徳
川
時
代
に
な
つ

て
も
、
そ
の
改
め
ら
れ
た
所
は
、
ほ
ん
の
局
部
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
注
意

し
て
見
る
と
、
到
る
所
に
、
祝
詞
の
信
仰
が
澱
み
残
つ
て
ゐ
る
。

譬
へ
ば
、
此
は
、
圧
迫
の
烈
し
か
つ
た
為
で
も
あ
る
が
、
文
芸
作
品
の
上
に

現
れ
て
来
る
其
時
代
の
出
来
事
は
、
時
代
も
場
所
も
、
現
実
の
も
の
と
は
変

更
さ
れ
て
ゐ
る
。
浄
瑠
璃
を
見
て
も
、
戯
作
を
見
て
も
さ
う
だ
。
大
阪
陣
や

関
个
原
の
役
の
敵
身
方
は
、
何
れ
も
鎌
倉
方
・
京
方
に
な
つ
て
ゐ
る
。
歌
舞

妓
芝
居
は
固
よ
り
、
洒
落
本
類
や
粋
書
本
な
ど
に
も
、
其
影
響
が
見
ら
れ
る
。

即
、
其
等
の
本
で
は
、
江
戸
の
事
を
鎌
倉
へ
持
つ
て
行
つ
て
ゐ
る
。
稲
瀬
川

三
囲
の
段
だ
の
、
何
が
谷ヤツ
な
ど
い
ふ
地
名
を
、
江
戸
の
町
名
の
替
り
に
し
た

様
な
例
も
あ
れ
ば
、
又
富
个
岡
八
幡
を
、
鶴
个
岡
め
か
し
た
や
う
な
記
載
も
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見
ら
れ
る
。

か
う
い
ふ
風
に
、
時
間
や
空
間
が
、
徳
川
文
芸
の
上
で
無
視
せ
ら
れ
て
ゐ
る

の
は
、
前
に
も
述
べ
た
通
り
、
確
か
に
、
幕
府
の
圧
迫
に
原
因
し
て
ゐ
る
、

と
い
つ
て
よ
い
が
、
特
に
か
う
い
ふ
遁
げ
路
を
取
つ
た
の
に
は
、
理
由
が
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
私
は
此
を
以
て
、
祝
詞
の
信
仰
が
、
日
本
人
の
頭
脳
に
根

深
く
這
入
つ
て
ゐ
る
結
果
で
あ
る
、
と
見
る
の
で
あ
つ
て
、
よ
し
個
々
の
作

者
に
は
其
処
ま
で
の
確
か
な
意
識
が
な
い
と
し
て
も
、
全
体
と
し
て
、
其
処

に
源
を
発
し
て
ゐ
る
事
は
、
争
は
れ
な
い
と
思
ふ
。

次
に
又
、
み﹅
こ﹅
と﹅
も﹅
ち﹅
の
思
想
で
あ
る
。
此
は
、
言
ひ
か
へ
れ
ば
、
不
老
不

死
と
い
ふ
意
味
で
、
呪
詞
信
仰
と
密
接
の
関
係
が
あ
る
。
い
つ
で
も
、
元
始
ハ
ジ
メ

に
戻
る
唱
へ
言
を
す
る
か
ら
、
其
度
毎
に
、
新
し
い
人
に
な
つ
て
、
永
久
不
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滅
の
命
を
得
る
の
で
あ
る
。
武
内
宿
禰
が
、
三
百
余
歳
の
寿
を
保
つ
た
と
い

ふ
の
も
、
其
で
あ
る
。
而
も
此
人
は
、
本ホ
宜キ
歌
の
由
来
を
繋
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

長
生
す
る
の
も
、
尤
で
あ
る
。
其
外
、
民
間
の
伝
承
で
は
、
倭
媛
命
・
八
百

比
丘
尼
・
常
陸
坊
海
尊
な
ど
が
、
何
れ
も
皆
長
生
し
て
ゐ
る
、
と
せ
ら
れ
て

ゐ
る
。
此
も
唱
へ
言
と
、
関
聯
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

此
等
の
物
語
で
は
、
昔
語
り
を
す
る
人
は
、
同
時
に
昔
生
き
て
居
た
人
で
あ

る
、
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
後
に
は
、
其
物
語
の
主
人
公
の
側
近
く

ゐ
た
人
だ
、
と
い
ふ
事
に
変
つ
て
来
て
ゐ
る
。
譬
へ
ば
、
義
経
に
対
し
て
常

陸
坊
海
尊
、
曾
我
兄
弟
に
対
し
て
虎
御
前
な
ど
は
、
此
類
で
あ
る
。
併
し
、

あ
の
虎
御
前
と
い
ふ
の
は
、
実
は
物
語
中
の
人
物
で
は
な
く
、
虎
ご
ぜ
と
い

ふ
人
が
曾
我
の
事
を
語
り
あ
る
い
た
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
虎
ご
ぜ
の
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「
ご
ぜ
」
は
、
瞽
女
の
ご
ぜ
と
同
じ
で
あ
る
。
虎
と
い
ふ
名
の
盲
御
前
で
あ

る
。
其
が
白
拍
子
風
の
歌
を
、
鼓
を
打
つ
て
語
つ
た
の
が
、
段
々
成
長
し
て
、

遂
に
、
あ
の
一
篇
の
曾
我
物
語
を
成
し
た
の
で
あ
る
。
三
州
長
篠
の
お
と
ら

狐
や
、
讃
岐
の
屋
島
狸
が
、
長
篠
合
戦
や
、
源
平
合
戦
の
話
を
す
る
の
も
、

此
類
で
あ
る
。
不
思
議
に
も
、
長
篠
に
は
浄
瑠
璃
姫
の
蹟
が
残
つ
て
ゐ
る
。

有
名
な
屋
島
狸
も
、
や
は
り
此
亜
流
で
、
す
べ
て
か
う
い
ふ
風
に
、
旧
事
を

物
語
る
人
は
、
必
不
老
不
死
で
あ
る
、
と
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
同
時
に
、
何
処
ま
で
も
遠
く
遍
歴
し
、
謳
ひ
ゝ
ろ
め
て
歩
い
て
ゐ
た
事

を
示
し
て
ゐ
る
。

此
事
を
証
拠
立
て
る
近
世
の
著
し
い
例
は
、
歌
念
仏
を
語
り
あ
る
く
念
仏
比

丘
尼
で
、
此
比
丘
尼
の
事
は
、
浄
瑠
璃
に
も
残
つ
て
ゐ
る
。
殊
に
、
懺
悔
物
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語
を
す
る
比
丘
尼
に
於
て
著
し
い
。
若
狭
の
八
百
比
丘
尼
も
、
恐
ら
く
、
其

一
種
の
古
い
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
れ
に
、
的
確
に
中
る
例
は
、
近
松

の
「
五
十
年
忌
歌
念
仏
」
で
あ
る
。
あ
れ
を
見
る
と
、
清
十
郎
が
殺
さ
れ
て

か
ら
、
清
十
郎
の
妹
と
許
嫁
の
女
と
が
、
共
に
歌
比
丘
尼
と
し
て
、
廻
国
の

旅
に
出
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
此
戯
曲
の
根
本
を
考
へ
る
と
、
最
初
は
、

歌
比
丘
尼
の
歌
が
、
本もと
に
な
つ
て
出
来
た
も
の
で
、
其
前
に
は
「
五
人
女
」

の
お
夏
が
あ
り
、
更
に
其
前
に
、
歌
祭
文
の
材
料
に
な
つ
た
お
夏
が
あ
つ
た

の
で
あ
る
。
西
沢
一
風
と
い
ふ
人
が
、
姫
路
に
行
つ
て
、
老
後
の
お
夏
に
逢

つ
て
、
幻
滅
を
感
じ
た
と
い
ふ
有
名
な
話
は
、
多
分
ほ
ん
と
う
で
あ
ら
う
が
、

と
に
か
く
、
念
仏
の
上
の
主
人
物
を
謡﹅
ひ﹅
て﹅
に
う
つ
し
た
形
で
あ
る
。
お
夏

の
事
を
語
り
歩
い
た
、
念
仏
比
丘
尼
の
一
類
が
あ
つ
た
の
は
事
実
で
、
日
本
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式
の
推
理
法
に
従
ふ
と
、
其
が
お
夏
だ
と
い
ふ
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
真
の

お
夏
で
は
な
く
と
も
、
其
懺
悔
を
語
る
の
は
、
お
夏
の
資
格
に
於
て
す
る
の

で
あ
る
。
此
が
、
昔
か
ら
語
り
物
を
語
る
根
本
の
資
格
で
、
お
夏
の
話
も
、

元
は
尠
く
と
も
、
お
夏
と
い
ふ
念
仏
比
丘
尼
の
、
語
り
あ
る
い
た
物
語
で
あ

つ
た
事
が
訣
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
お
夏
が
比
丘
尼
に
な
つ
た
訣
が
わ
か

ら
な
い
。

と
も
か
く
、
念
仏
比
丘
尼
即
、
熊
野
比
丘
尼
は
、
虎
御
前
型
で
あ
る
。
恐
ら

く
、
虎
御
前
と
云
ふ
名
で
総
称
せ
ら
れ
る
べ
き
瞽
巫
女
も
、
其
出
身
は
、
熊

野
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
伝
ふ
る
所
に
依
る
と
、
あ
の
物
語
は
、
箱

根
権
現
の
信
仰
か
ら
生
れ
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
か
ら
、
最
初
に
熊
野
の
信
仰

を
、
何
人
か
ゞ
箱
根
に
移
し
て
来
て
、
其
を
伊
豆
山
と
関
聯
さ
せ
て
、
こ
ゝ
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に
東
西
に
、
二
つ
の
熊
野
が
出
来
た
も
の
で
あ
ら
う
。
相
摸
の
二
所
権
現
は
、

熊
野
か
ら
来
て
ゐ
る
も
の
で
、
其
処
を
根
拠
と
す
る
、
一
種
の
熊
野
比
丘
尼

の
一
類
が
、
曾
我
物
語
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
其
等
は
皆
虎
ご
ぜ
と
同

じ
く
、
熊
野
系
統
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
此
熊
野
比
丘
尼

は
、
注
意
し
て
調
べ
て
見
る
と
、
何
寿
と
い
ふ
名
の
者
が
多
い
。
譬
へ
ば
、

清
寿
の
如
き
は
其
で
あ
る
。
此
は
、
観
音
信
仰
か
ら
出
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う

と
思
は
れ
る
が
、
お
夏
清
十
郎
の
清
十
郎
と
い
ふ
名
前
も
、
当
然
或
聯
想
を

従
へ
て
来
る
。

か
う
い
ふ
風
に
、
祝
詞
を
宣
る
人
と
か
、
或
は
昔
物
語
を
語
る
人
に
は
、
一

種
の
不
老
不
死
性
が
、
信
仰
的
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
天
子
に
は

人
間
的
な
死
が
な
く
、
出
雲
国
造
に
も
同
様
、
死
が
な
い
。
此
は
、
当
代
の
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国
造
が
死
ん
で
も
、
直
ち
に
お
な
じ
資
格
で
、
次
の
国
造
が
替
り
立
つ
か
ら

で
あ
つ
て
、
後
世
の
理
会
の
加
は
つ
て
後
に
も
、
国
造
家
で
は
、
当
主
が
死

ん
で
も
、
喪
に
服
せ
な
い
慣
習
で
あ
つ
た
。
宮
廷
に
喪
が
あ
る
の
は
、
日
の

み
子
た
る
資
格
を
完
全
に
、
獲
得
す
る
間
の
長
期
の
御
物
忌
み
を
、
合
理
的

に
解
釈
し
た
の
で
あ
つ
た
。
支
那
の
礼
式
に
合
せ
過
ぎ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
今
一
つ
、
み
こ
と
も
ち
の
事
に
関
聯
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、
わ

が
国
で
は
、
女
神
の
主
神
と
な
つ
て
ゐ
る
神
社
の
、
か
な
り
多
い
事
で
あ
る
。

此
は
多
く
巫
女
神
で
、
ほ
ん
と
う
の
神
は
、
其
蔭
に
隠
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

此
女
神
主
体
の
神
社
は
、
今
日
で
も
尚
多
く
残
存
し
て
ゐ
る
が
、
最
初
は
神

に
奉
仕
す
る
高
級
巫
女
が
、
後
に
は
、
神
の
資
格
を
得
て
了
う
た
の
で
あ
る
。

彼
女
等
は
そ
の
職
掌
上
、
殊
に
人
間
と
隔
離
し
た
生
活
を
し
て
ゐ
る
か
ら
、
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ほ
ん
と
う
の
神
に
な
つ
て
了
ふ
の
で
あ
る
。
宮
廷
で
は  

中    

天    

皇  

ナ
カ
ツ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
　
　

又
は
中
皇
命
　
　
が
、
そ
れ
に
当
ら
せ
ら
れ
る
。
此
は
主
と
し
て
、
皇
后
陛

下
の
事
を
申
し
た
ら
し
く
、
後
に
は
、
そ
れ
か
ら
中
宮
・
中
宮
院
な
ど
ゝ
と

い
ふ
称
呼
を
生
ん
で
来
て
ゐ
る
。
平
安
朝
の
中
宮
も
、
そ
れ
で
あ
ら
う
。
中

と
い
ふ
の
は
、
中
間
の
意
味
で
、
天
子
と
神
と
の
間
に
ゐ
る
、
尊
い
方
だ
か

ら
で
あ
る
。
我
々
は
、
普
通
に
此
を
天
皇
陛
下
の
方
へ
引
き
附
け
て
、
神
と

は
離
し
て
考
へ
て
ゐ
る
が
、
天
子
が
在
ら
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
中

天
皇
が
女
帝
と
お
な
じ
意
味
に
居
さ
せ
ら
れ
る
。
神
功
皇
后
・
持
統
天
皇
な

ど
は
、
其
適
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
次
代
の
天
皇
た
る
資
格
の
お
方
が
出
直

さ
れ
る
ま
で
、
仮
り
に
帝
座
に
即
い
て
、
待
つ
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現

に
清
寧
天
皇
な
ど
は
、
殆
ほ
と
ん
ど待
ち
く
た
ぶ
れ
て
お
い
で
に
な
つ
た
様
な
有
様
で
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あ
る
。

此
事
を
日
本
人
の
古
い
考
へ
方
で
云
ふ
と
、
此
等
の
中
天
皇
は
、
神
の
唱
へ

言
を
受
け
継
が
れ
る
為
に
、
あ
る
時
期
だ
け
、
神
と
な
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

後
に
は
此
に
、
別
種
の
信
仰
即
、
魂
の
信
仰
が
結
び
つ
い
て
、
唱
へ
言
を
す

る
と
、
神
の
魂
が
つ
い
て
来
る
、
と
い
ふ
観
念
が
生
れ
た
。
神
前
に
供
へ
た

食
物
を
喰
べ
て
も
、
つ
い
て
来
る
も
の
と
信
じ
て
ゐ
た
。

昔
、
わ
が
国
で
は
、
た
ま
ふ
り
と
い
ふ
事
が
行
は
れ
た
が
、
其
原
意
は
や
は

り
、
魂
を
固
著
さ
せ
る
事
で
あ
る
。
其
が
後
に
は
、
鎮
魂
即
、
た
ま
し
づ
め

と
い
ふ
様
な
思
想
に
変
化
す
る
が
、
其
ま
で
の
間
に
、
魂
が
ふ
ゆ
、
魂
を
ふ

や
す
な
ど
の
思
想
が
、
存
在
し
た
の
で
あ
つ
て
、
恩
賚
即
、
奈
良
朝
前
後
の

「
み
た
ま
の
ふ
ゆ
」
な
ど
ゝ
い
ふ
言
葉
も
、
其
処
か
ら
生
れ
て
来
て
ゐ
る
の
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で
あ
る
。

か
う
い
ふ
意
味
で
、
神
に
食
物
又
は
、
類
似
の
物
を
捧
げ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

相
互
の
魂
の
交
換
を
図
る
為
で
あ
る
。
出
雲
国
造
神
賀
詞
な
ど
も
、
其
氏
の

人
が
、
服
従
を
誓
ふ
為
に
、
唱
へ
言
を
す
る
と
同
時
に
、
其
魂
が
先
方
へ
附

く
の
で
あ
る
が
、
其
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
の
で
、
魂
は
其
食
物
に
つ
く
、

と
い
ふ
古
い
信
仰
に
随
つ
て
、
食
物
を
捧
げ
、
氏
々
の
祝
詞
を
唱
へ
て
、
魂

を
呼
ぶ
事
に
な
つ
た
。
鏡
餅
・
水
・
粢
・
醴
・
握
り
飯
な
ど
、
様
々
の
供
物

を
捧
げ
る
根
原
は
、
こ
ゝ
に
あ
る
。
つ
ま
り
両
方
面
を
兼
ね
て
、
魂
を
捧
げ

る
、
と
い
ふ
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
唱
へ
言
は
、
其
唱
へ
ら
れ
る
人
々
か
ら
は
、
寿
詞
即
、
齢
に
関
す

る
詞
で
あ
る
と
同
時
に
、
此
を
唱
へ
る
人
か
ら
見
れ
ば
、
服
従
の
誓
詞
で
あ
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る
。
即
、
守
護
の
魂
を
捧
げ
て
仕
へ
て
ゐ
る
人
の
健
康
を
増
進
せ
ん
と
す
る

こ
と
、
其
が
服
従
の
最
上
の
手
段
で
あ
る
。
後
に
は
、
其
服
従
を
誓
ふ
詞
の

表
現
に
、
種
々
の
特
別
な
修
辞
法
を
用
ゐ
る
事
に
な
り
、
譬
喩
的
な
誓
ひ
の

文
句
を
入
れ
る
事
に
な
つ
た
が
、
古
い
誓
ひ
で
は
、
寿
詞
を
唱
へ
る
事
が
即
、

誓
ひ
で
あ
つ
て
、
同
時
に
其
が
受
者
か
ら
見
れ
ば
、
寿
詞
で
あ
つ
た
の
で
あ

る
。

か
う
い
ふ
わ
け
で
、
我
が
国
の
古
代
に
於
て
は
、
寿
詞
ヨ
ゴ
ト
を
唱
へ
て
、
服
従
を

誓
ふ
事
は
、
即
其
魂
を
捧
げ
る
事
で
あ
つ
た
が
、
此
魂
と
、
神
と
の
区
別
は
、

夙
く
か
ら
混
同
せ
ら
れ
て
了
う
て
ゐ
る
。
に
ぎ
は
や
ひ
の
命
は
物
部
氏
の
祖

神
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
実
は
、
大
和
を
領
有
す
る
人
に
附
く
べ
き
霊
魂

で
あ
る
。
此
大
き
な
霊
が
附
か
ね
ば
、
大
和
は
領
有
出
来
な
か
つ
た
の
で
あ
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る
。
だ
か
ら
、
神
武
天
皇
も
、
此
に
ぎ
は
や
ひ
の
命
と
提
携
さ
れ
て
か
ら
、

始
め
て
な
が
す
ね
彦
を
お
滅
し
遊
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
石
上
の
鎮
魂
法
が

重
ん
じ
ら
れ
た
の
も
、
此
事
実
か
ら
出
て
ゐ
る
訣
で
あ
つ
た
の
だ
。
か
や
う

に
、
下
の
者
か
ら
上
の
者
に
、
守
護
の
魂
を
捧
げ
る
と
、
其
に
対
し
て
、
交

換
的
に
、
上
の
人
か
ら
下
の
者
に
魂
を
与
へ
ら
れ
る
。
神
に
祈
る
と
、
神
の

魂
が
分
割
さ
れ
て
、
そ
の
祈
願
者
に
く
つ
ゝ
い
て
働
き
を
起
す
。
後
期
王
朝

か
ら
見
え
る
、
冬
の
衣
配
り
行
事
は
、
其
遺
習
で
あ
つ
て
、
つ
ま
り
、
魂
を

衣
に
つ
け
て
分
配
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
六
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以
上
述
べ
た
や
う
に
、
日
本
人
は
一
つ
の
行
為
に
よ
つ
て
、
其
に
関
聯
し
た

幾
多
の
事
実
を
同
時
に
行
ひ
、
考
へ
る
、
と
い
ふ
風
が
あ
る
。
即
、
家
の
ほ

か
ひ
を
す
る
事
は
、
同
時
に
主
人
の
齢
を
こ
と
ほ
ぐ
事
で
あ
り
、
同
時
に
又
、

土
地
の
魂
を
鎮
め
る
所
以
で
も
あ
る
。
か
う
い
ふ
関
係
か
ら
、
日
本
の
昔
の

文
章
に
は
、
一
篇
の
文
章
の
中
に
、
同
時
に
三
つ
も
四
つ
も
の
意
味
が
、
兼

ね
て
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
。
ち
よ
つ
と
見
る
と
、
あ
る
一
つ
の
事
を
表
現
し
て

ゐ
る
様
で
も
、
其
論
理
を
た
ぐ
つ
て
行
く
と
、
譬
喩
的
に
幾
つ
も
の
表
現
が
、

連
続
し
て
表
さ
れ
て
ゐ
る
事
を
発
見
す
る
。
し
か
も
、
作
者
と
し
て
は
、
さ

う
し
た
多
数
の
発
想
を
同
時
に
、
且
直
接
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
其
間

に
主
属
の
関
係
を
認
め
て
ゐ
な
い
。
此
が
抑
、
八
心
思
兼
神
の
現
れ
る
理
由

で
あ
る
。
思
兼
神
と
は
沢
山
の
心
を
兼
ね
て
、
思
ふ
心
を
完
全
に
表
現
す
る
、
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祝
詞
を
案
出
す
る
神
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
祝
詞
の
神
の
純
化
し
た
も
の
で
あ

る
。
か
う
い
ふ
風
に
、
日
本
の
古
い
文
章
で
は
、
表
現
は
一
つ
で
あ
つ
て
も
、

其
表
現
の
目
的
及
び
効
力
は
複
数
的
で
、
同
時
に
全
体
的
な
の
で
あ
る
。

処
が
、
わ
が
古
典
を
基
礎
に
し
た
研
究
者
な
る
、
神
道
家
の
大
部
分
又
は
、

其
西
洋
式
の
組
織
を
借
り
こ
ん
で
来
た
神
道
哲
学
者
流
に
は
、
其
点
が
訣
つ

て
ゐ
な
い
。
そ
し
て
、
其
が
訣
ら
な
い
か
ら
、
古
代
人
の
内
生
活
は
、
極
め

て
安
易
に
、
常
識
的
に
し
か
、
理
解
せ
ら
れ
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
見
か
け

は
頗
す
こ
ぶ
る単
純
な
様
で
も
、
其
効
力
は
、
四
方
八
方
に
及
ぶ
の
が
、
呪
詞
発
想
法

の
特
色
で
あ
つ
て
、
此
意
味
に
於
て
、
私
は
祝
詞
ほ
ど
、
暗
示
の
豊
か
な
文

章
は
な
い
と
思
ふ
。

次
に
此
「
の
り
と
」
と
い
ふ
語
の
語
義
は
、
昔
か
ら
色
々
に
解
説
せ
ら
れ
て
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ゐ
る
が
、
の
り
と
と
は
、
初
春
に
当
つ
て
、
天
皇
陛
下
が
宣
処
ノ
リ
ト
即
、
高
御
座

に
登
ら
れ
て
、
予
め
祝
福
の
詞
を
宣
り
給
ふ
、
其
場
所
の
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
の
り
と
屋
・
の
り
と
座
の
意
味
で
あ
る
。
天
皇
陛
下
が
神
の
唱
へ
言

を
さ
れ
て
、
大
倭
根
子
天
皇
の
資
格
を
得
さ
せ
給
ふ
場
所
が
、
即
「
の
り
と
」

で
あ
る
。
そ
し
て
其
場
合
に
、
天
皇
陛
下
の
宣
ら
せ
給
ふ
仰
せ
詞
が
「
の
り

と
ご
と
」
で
あ
る
。
最
初
に
は
、
予
め
の
祝
福
、
即
「
こ
と
ほ
ぎ
」
で
あ
つ

た
が
、
次
第
に
其
が
分
化
し
て
、
後
に
は
讃
美
の
意
味
に
も
な
り
、
感
謝
の

意
味
に
も
転
じ
た
。

  

酒    

楽  

サ
カ
ホ
カ
ヒ

な
ど
も
、
最
初
は
、
酒
を
醸
す
時
の
祝
福
の
詞
及
び
、
其
に
伴
ふ

舞
踊
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
、
其
醸
さ
れ
た
酒
を
飲
む
事
ま
で
も

云
ふ
様
に
な
つ
た
。
そ
こ
で
最
初
は
、
良
い
酒
が
出
来
る
や
う
に
、
と
祝
福
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す
る
詞
が
同
時
に
、
飲
用
者
の
健
康
を
祝
福
す
る
意
味
を
兼
ね
る
事
に
も
な

り
、
更
に
転
じ
て
は
又
、
旅
か
ら
戻
つ
た
者
の
疲
労
を
癒
し
、
又
病
気
の
治

癒
を
目
的
と
し
て
、
酒
を
飲
む
と
い
ふ
事
に
も
な
つ
た
。
つ
ま
り
此
も
、
論

理
の
堂
々
廻
り
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
風
で
祝
詞
に
は
、
祝
福
の
意
味
と
共
に
、

感
謝
と
讃
美
と
の
意
味
が
、
常
に
伴
う
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
、
昔
の
日
本
人
が
、
す
べ
て
の
事
を
聯
想
的
に
見
た
事
は
、
又
、

譬
喩
的
に
物
を
見
さ
せ
る
事
で
も
あ
つ
た
。
「
天
の
御
柱
を
み
た
て
」
る
と

い
ふ
事
な
ど
は
、
私
は
、
現
実
に
柱
を
建
て
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
も
の
を

柱
と
見
立
て
ゝ
、
祝
福
し
た
の
で
あ
る
と
見
た
い
。
淡
島
を
腹
と
し
て
国
生

み
を
す
る
、
と
い
ふ
事
も
、
昔
か
ら
難
解
の
句
と
せ
ら
れ
て
ゐ
て
、
或
学
者

は
、
此
を
「
長
男
と
し
て
」
の
義
に
解
し
た
が
、
誤
り
で
あ
る
。
国
を
生
む
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に
は
、
生
む
べ
き
腹
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
、
其
腹
を
淡
島
に
見
立

て
ら
れ
て
、
国
を
生
ま
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
、
此
も
一
種
の
「
見
立
て
」

思
想
な
の
で
あ
る
。

こ
の
「
見
立
て
」
の
考
へ
は
、
祝
詞
の
考
へ
・
新
室
の
ほ
か
ひ
の
考
へ
・
大

殿
ほ
か
ひ
の
考
へ
と
、
互
ひ
に
聯
関
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
殊
に
其
中

心
勢
力
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
は
、
祝
詞
で
あ
る
か
ら
、
祝
詞
の
研
究
を
十
分

に
し
た
な
ら
ば
、
今
ま
で
解
け
な
か
つ
た
、
神
道
関
係
の
不
可
解
な
事
も
、

存
外
、
明
ら
か
に
釈
け
て
来
さ
う
に
思
ふ
。
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