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わ
れ
〳
〵
の
国
の
宗
教
の
歴
史
を
辿
つ
て
、
溯ノボ
り
つ
め
た
極
点
は
、
物
言
は

ぬ
神
の
時
代
で
あ
る
。
さ
う
し
た
神
の
口
が
ほ
ぐ
れ
か
け
て
、
こ
ゝ
に
信
仰

上
の
様
式
は
整
ひ
は
じ
め
た
。
歴
史
も
、
文
学
も
、
其
萌
し
は
此
時
以
後
に

現
れ
た
の
で
あ
る
。
発
生
期
に
於
け
る
日
本
文
学
を
論
じ
る
私
の
企
て
も
、

「 

神  

語 

カ
ミ
ゴ
ト

」
の
は
じ
ま
つ
た
時
を
発
足
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

神
語
を
以
て
、
な
ぜ
文
学
の
芽
生
え
と
見
る
か
。
口
頭
の
文
章
が
、
一
回
き

り
に
と
ほ
り
過
ぎ
る
運
命
か
ら
、
あ
る
期
間
の
生
命
を
持
つ
事
に
な
る
の
は
、

此
時
を
最
初
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
〳
〵
の
祖
先
が
、
其
場
ぎ
り
に
忘

れ
去
る
対
話
と
し
て
の
言
語
の
外
に
、
反
復
を
要
す
る
文
章
の
在
る
事
を
知

る
の
は
、
此
神
語
に
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
神
語
以
外
に
、
永
続
の
価
値
あ
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る
口
頭
の
文
章
が
、
存
在
し
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

神
語
は
、
古
代
人
の
生
活
の
規
範
で
も
あ
り
、
知
識
で
も
あ
つ
た
。
特
殊
の

人
々
を
し
て
、
こ
れ
が
伝
承
に
努
め
し
め
て
、
罔
極
の
祖
先
か
ら
永
劫
の
児

孫
に
及
さ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
神
語
は
、
代
を
逐
う
て
増
加
し
、
展

開
し
、
変
転
し
た
。
其
間
に
通
じ
て
変
ら
な
か
つ
た
の
は
、
其
形
式
が
律
文

以
外
に
出
な
か
つ
た
事
で
あ
る
。

散
文
の
、
権
威
あ
る
表
現
能
力
を
持
つ
て
来
る
時
代
は
、
遥
か
に
遅
れ
て
ゐ

る
。
真
に
国
語
を
以
て
、
国
語
的
発
想
を
自
由
に
し
た
散
文
は
、
奈
良
朝
に

す
ら
現
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
口
の
上
の
語
と
し
て
使
い
馴
さ
れ
て
居
て

も
、
対
話
以
外
に
、
散
文
が
成
立
文
章
と
し
て
存
在
す
る
理
由
が
な
か
つ
た
。

記
憶
の
方
便
と
言
ふ
、
大
事
な
要
件
に
不
足
の
あ
つ
た
為
で
あ
る
。
神
語
に
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散
文
の
も
の
が
あ
る
と
考
へ
る
の
は
空
想
で
あ
る
。
神
語
の
、
成
立
文
章
と

し
て
口
頭
に
反
復
せ
ら
れ
る
為
に
は
、
律
文
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、

律
文
で
あ
る
事
を
要
求
し
た
の
で
は
な
く
、
本
質
と
し
て
律
文
で
あ
つ
た
の

で
あ
る
。
即
た
ま
〳
〵
律
文
で
あ
つ
た
事
が
、
神
語
に
成
文
的
の
効
果
を
与

へ
、
文
学
と
し
て
の
展
開
を
導
い
た
訣
な
の
だ
。
律
語
形
式
が
神
語
の
為
に

択
ば
れ
た
の
で
は
な
く
、
神
語
な
る
が
為
に
、
律
文
式
発
想
を
採
ら
な
く
て

は
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

律
語
形
式
の
発
生
を
語
る
前
に
、
「
神
語
」
の
い
ま
だ
発
せ
ら
れ
な
い
時
期

に
於
け
る
、
神
の
意
思
の
表
出
法
に
就
い
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
神
語
が
行
は
れ
る
時
代
が
来
て
も
、
其
以
前
の
表
出
法
が
交
錯
し

て
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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わ
が
祖
先
の
用
ゐ
た
語
に
し
ゞ
ま
と
言
ふ
の
が
あ
る
。
後
期
王
朝
に
到
つ
て

は
、
「
無
言
の
行
ギ
ヤ
ウ」
或
は
寧
「
沈
黙
遊
戯
」
と
言
つ
た
内
容
を
持
つ
て
来
て

ゐ
る
。
此
語
が
、
あ
る
時
期
に
於
て
、
神
の
如
何
に
し
て
も
人
に
託
言
せ
ぬ

あ
り
様
を
表
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
る
。
神
語
が
行
は
れ
る
様

に
な
つ
て
か
ら
の
語
で
あ
ら
う
が
、
其
以
前
真
に
神
の
語
ら
ぬ
時
期
に
も
、

用
語
例
を
拡
充
す
る
事
が
便
利
で
あ
る
。

神
が
、
原
始
的
の
し
ゞ
ま
に
於
い
て
、
ど
う
言
ふ
発
想
法
を
採
つ
た
か
。
あ

る
時
代
の
後
に
、
ほ
な
る
語
で
表
し
た
と
思
は
れ
る
所
の
、
象
徴
を
以
て
、

我
々
の
祖
先
は
神
意
の
表
現
せ
ら
れ
た
も
の
と
信
じ
て
ゐ
た
。
（
「
ほ
・
う

ら
」
の
論
参
照
）

現
象
を
以
て
神
意
の
象
徴
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
へ
、
気
分
的
に
会
得
す
べ
き
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象
徴
を
、
合
理
的
に
解
決
し
よ
う
と
努
め
る
様
に
な
つ
て
、
ほ
は
神
語
の
比

喩
表
現
と
解
釈
せ
ら
れ
る
事
と
な
つ
た
。
か
う
言
ふ
現
象
の
起
る
の
は
、
神

が
如
何
な
る
意
思
か
ら
す
る
の
で
あ
ら
う
と
言
ふ
考
へ
方
が
一
転
し
て
、
此

問
題
に
対
し
て
、
神
は
か
う
し
た
現
象
を
示
し
た
、
此
現
象
の
示
す
所
は
、

ど
う
で
あ
る
か
と
考
へ
る
様
に
な
る
。
第
一
歩
は
原
因
を
考
へ
る
の
で
あ
る

が
、
此
に
到
つ
て
結
果
を
問
ふ
形
に
な
る
。
此
ま
で
は
ま
だ
象
徴
で
あ
る
が
、

次
に
は
現
象
の
み
な
ら
ず
あ
る
物
体
が
不
意
に
出
現
し
、
或
は
あ
る
変
化
が

個
物
の
上
に
起
る
事
が
あ
る
と
其
処
に
、
神
意
の
寓
つ
て
ゐ
る
事
を
信
じ
る
。

此
時
期
に
居
る
と
、
象
徴
観
の
外
に
、
比
喩
的
解
釈
法
を
採
る
事
に
な
る
。

厳
密
に
言
へ
ば
、
象
徴
時
代
の
な
ご
り
が
む
た
で
、
比
喩
時
代
に
入
つ
て
ほ

と
言
ふ
語
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
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神
語
が
行
は
れ
る
様
に
な
つ
て
も
、
神
に
よ
つ
て
は
尚
「
し
ゞ
ま
」
を
守
る

も
の
が
あ
る
。
又
時
に
よ
つ
て
「
し
ゞ
ま
」
の
形
を
採
る
事
も
あ
る
。
「
し
ゞ

ま
」
を
破
り
な
が
ら
尚
且
、
其
と
お
な
じ
効
果
を
持
つ
象
徴
或
は
、
比
喩
風

の
神
語
を
言
ふ
事
も
あ
る
。
此
様
式
が
「
何ナ
曾ゾ
（
謎
）
」
を
生
み
、
暗
喩
の

遊
戯
「
大
和
詞
」
逆
発
想
の
「
入
間
様
」
を
生
む
導
き
に
な
る
。
其
外
、
言

語
遊
戯
の
此
か
ら
出
た
と
思
は
れ
る
も
の
が
多
い
。
又
、
極
め
て
発
語
を
惜

し
ん
で
、
唯 

一  

言 

ヒ
ト
コ
ト

を
以
つ
て
答
へ
る
と
称
せ
ら
れ
た 

一 

言 

主 

ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
神
の
様
な

の
さ
へ
あ
つ
た
。
後
世
短
歌
の
上
の
頓
才
問
答
の
様
に
な
つ
た
「
鸚
鵡
が
へ

し
」
の
如
き
も
、
恐
ら
く
起
原
は
こ
ゝ
に
在
る
も
の
と
考
へ
る
。
尤
、
直
に

此
等
の
言
語
遊
戯
が
出
来
た
の
で
は
な
く
、
数
次
の
変
転
を
経
て
居
る
に
は

違
ひ
な
い
が
、
大
体
の
起
原
は
此
処
に
在
る
も
の
と
見
て
さ
し
つ
か
へ
は
な
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い
。
此
等
は
皆
其
端
を
、
神
語
発
生
以
後
に
発
し
て
居
る
。
私
の
考
へ
で
は
、

旋
頭
セ
ド
ウ
歌
・ 

片  

哥 

カ
タ
ウ
タ

も
や
は
り
、
此
意
味
か
ら
出
て
あ
る
完
成
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
順
序
と
し
て
、
ま
づ
「 

神  

語 

カ
ミ
ゴ
ト

」
の
初
期
の
模
様
を
語
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。

神
に
し
て
人
語
を
発
す
る
者
あ
る
は
、
海
の
あ
な
た
よ
り
時
を
定
め
て
来
り

臨
む 

常 

世 

神 

ト
コ
ヨ
ガ
ミ

に
は
じ
ま
る
（
「
ま
れ
び
と
と
と
こ
よ
と
」
参
照
）
。
此
神

は
元
々
人
間
と
緻
密
な
感
情
関
係
に
あ
る
も
の
と
考
へ
て
ゐ
た
為
に
、
邑
落

生
活
を
「
さ
き
は
へ
」
に
来
る
好
意
を
持
つ
と
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ

た
。
事
実
に
於
い
て
、
常
世
神
の
来
訪
は
、
あ
る
程
度
の
文
化
を
持
ち
、
国

家
意
識
が
行
き
亘
つ
て
後
ま
で
も
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
神
々
が
神
言

を
発
す
る
能
力
を
持
つ
て
ゐ
る
と
考
へ
る
様
に
な
つ
た
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
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其
為
に
時
と
し
て
は
却
か
へ
つて
逆
に
、
古
い
世
に
こ
そ
、
庶
物
の
精
霊
が
神
言
を

な
し
た
も
の
と
す
ら
考
へ
る
様
に
な
つ
た
。
「
磐イハ
ね
」
「
木キ
ね
だ
ち
」
「
草

の
か
き
葉
」
も
神
言
を
表
す
る
能
力
が
あ
つ
た
と
す
る
考
へ
が
是
で
あ
る
。

我
が
古
代
の
言
語
伝
承
に
従
へ
ば
、
之
を
こ
と
ゝ
ふ
或
は
こ
と
ゝ
ひ
す
る
と

称
へ
て
ゐ
た
。
併
し
な
が
ら
「
こ
と
ゝ
ふ
」
な
る
語
の
原
義
に
近
い
も
の
は
、

唯
発
言
す
る
事
で
は
な
か
つ
た
。
「
言
ひ
か
け
る
」
と
言
ふ
原
義
か
ら
出
て
、

対
話
或
は
問
答
を
交
へ
る
と
言
ふ
義
も
持
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
「
し
ゞ
ま
」

を
守
る
べ
き
庶
物
の
精
霊
が
「
こ
と
ゝ
ふ
」
時
は
、
常
に
此
等
の
上
に
あ
る

べ
き
神
の
力
が
及
ば
ぬ
様
に
な
つ
て
ゐ
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
即
す
な
は
ち神
の
留
守

と
言
つ
た
時
で
あ
る
。
其
時
に
当
り
、
庶
物
皆
大
い
な
る
神
の
如
く
ふ
る
ま

ふ
状
態
を
表
す
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
巌
石
・
樹
木
・
草
木
の
神
語
を
発
す
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る
の
は
第
二
次
の
考
へ
方
で
、
此
等
皆
緘
黙
す
る
も
の
と
し
た
の
が
、
古
い

信
仰
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
事
実
庶
物
の
精
霊
の
発
語
す
る
こ
と
は
、
後
代
却

て
不
思
議
と
せ
ぬ
所
で
あ
る
。
伝
襲
を
役
と
し
て
ゐ
る
律
文
類
で
は
、
枕
詞

一
類
修
辞
法
の
様
に
「
言
と
は
ぬ
木
す
ら
」
な
ど
言
ふ
が
、
其
根
本
必
し
も

岩
石
草
木
に
限
ら
ず
、
地
上
の
庶
物
を
斥サ
す
事
を
考
へ
れ
ば
、
又
草
木
岩
石

も
物
を
言
ひ
人
に
化
し
た
り
し
て
ゐ
る
事
を
考
へ
れ
ば
、
此
成
語
の
本
来
の

意
義
は
知
れ
る
訣
だ
。
常
世
の
論
に
も
述
べ
て
あ
る
様
に
、
「
ま
れ
び
と
」

が
邑
落
生
活
を
ど
う
か
す
れ
ば
禍
し
よ
う
と
す
る
精
霊
を
圧
服
す
る
為
に
、

時
を
き
め
て
来
臨
し
て
此
等
の
低
級
な
神
々
に
「
こ
と
ゝ
ひ
」
を
す
る
。

私
は
、
言
問
ふ
と
言
ふ
考
へ
を
単
に
民
間
語
原
感
に
過
ぎ
ま
い
と
思
ふ
。
こ

と
ゞ
と
言
ふ
語
根
の
活
用
で
あ
る
と
考
へ
る
。
「
こ
と
ゞ
」
は
命
令
を
含
ん
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だ
約
束
で
、
「
こ
れ
〳
〵
の
事
は
出
来
な
い
ぞ
」
「
こ
れ
か
ら
か
う
せ
よ
」

と
言
ふ
誓
ひ
を
さ
せ
る
式
で
あ
ら
う
。
い
ざ
な
ぎ
の
命
の
よ
み
の
国
訪
問
の

時
、
い
ざ
な
み
の
命
と
の
間
に
結
ば
れ
た
各
種
の
誓
言
は
、
実
は
す
べ
て
が

「
こ
と
ゞ
」
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
自
身
の
親
し
い
民
の
為
に
、
こ
れ
〳
〵

の
事
を
せ
ぬ
様
、
こ
れ
〳
〵
ぎ
り
以
上
禍
を
与
へ
ぬ
様
に
と
の
約
束
で
、
事

実
、
「
ま
れ
人
」
と
地
上
の
神
と
の
「
こ
と
ゝ
ひ
」
の
様
の
記
憶
が
神
話
化

し
て
、
特
殊
化
し
た
も
の
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
此
古
い
形
に
対
し
て
、
極

端
に
変
化
し
た
も
の
を
比
べ
て
見
る
と
、
継
体
天
皇
の
時
の
事
実
と
伝
承
し

た
夜ヤ
刀ト
神
を
逐
う
た
箭
括
ヤ
ハ
ズ
麻マ
多タ
智チ
の
話
で
あ
る
。
山
口
に
標
木
を
立
て
ゝ
、

此
以
上
を
神
の
地
、
此
以
下
を
人
の
田
と
定
め
、
今
か
ら
後
自
ら
神
祝
と
し

て
、
夜
刀
神
を
祀
る
か
ら
祟
り
す
な
、
と
言
う
て
、
子
孫
代
々
此
社
に
仕
へ
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た
と
言
ふ
。
此
な
ど
は
、
神
の
資
格
に
於
い
て
す
べ
き
事
を
、
人
が
し
た
の

で
あ
る
。
だ
が
、
大
体
に
「
こ
と
ゞ
」
を
交カハ
す
事
は
、
常
世
神
以
外
に
は
出

来
ぬ
も
の
と
考
へ
た
も
の
ら
し
い
。
此
も
奈
良
朝
以
前
に
も
既
に
特コト
に
神
に

請コ
ふ
位
の
内
容
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
ま
で
に
固
定
し
た
と
見
え
て
ゐ
る
が
、

「
こ
と
あ
げ
」
と
言
ふ
語
が
、
「
こ
と
ゞ
あ
げ
」
で
、
人
間
の
神
に
す
る

「
こ
と
ゞ
」
を
言
う
た
と
想
像
出
来
る
。
「
こ
と
あ
げ
」
は
極
め
て
虔
し
む

べ
き
事
だ
つ
た
の
で
、
「
言
挙
コ
ト
ア
げ
」
を
否
定
す
る
文
献
の
多
い
理
由
も
知
れ

る
。
此
外
に
は
事
実
「
こ
と
あ
げ
」
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
語
の
上
で
ば
か

り
之
を
避
け
て
ゐ
た
理
由
が
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

や
ま
と
た
け
る
の
命
が
、
胆
吹
山
の
神
が
猪
に
な
つ
て
現
れ
た
事
を
誤
認
し

て
言
挙
げ
し
、
其
言
挙
げ
に
因
つ
て
惑
は
さ
れ
た
と
あ
る
の
は
、
神
の
種
姓
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を
知
ら
ず
し
て
「
こ
と
ゞ
」
を
な
し
た
か
ら
効
果
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

此
は
よ
く
「
こ
と
ゝ
ひ
」
の
性
質
を
示
し
た
事
実
で
あ
る
。

又
万
葉
に
は
、
此
語
を
歌
垣
の
場
の
言
ひ
か
け
或
は
求
婚
手
段
と
言
ふ
風
に

解
し
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
勿
論
か
う
し
た
意
義
も
、
一
方
に
分
化
し
て
ゐ
た

も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
日
本
の
歌
垣
も
支
那
の
踏
歌
も
、
源
流
は
一
つ
な
る

農
産
呪
術
で
、
地
霊
を
孕
ま
せ
る
為
の
祭
事
で
あ
る
。
其
が
後
に
は
、
人
の

行
為
に
農
神
を
感
染
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
言
ふ
風
に
考
へ
て
来
た
。
併

し
元
々
、
新
に
来
た
「
ま
れ
び
と
」
と
穀
物
の
神
と
の
間
の
誓
言
の
「
言
ひ

か
け
」
に
始
ま
り
、
更
に
「
と
つ
ぎ
」
を
行
う
て
、
効
果
を
確
実
な
ら
せ
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
群
衆
客
神
と
群
衆
巫
女
と
の
様
な
形
に
な
つ
て
来
て

は
ゐ
る
が
、
実
は
根
本
思
想
は
そ
こ
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
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「
ま
れ
び
と
」
の
「
こ
と
ゝ
ひ
」
に
対
し
て
、
答
へ
る
形
が
段
々
様
式
化
し

て
、
歌
垣
の
「
か
け
あ
ひ
」
の
歌
と
な
る
。
後
に
は
其
も
、
文
句
が
き
ま
つ

て
来
て
、
「
か
け
あ
ひ
」
と
し
て
の
興
味
と
、
原
義
を
失
う
た
地
方
も
あ
る
。

筑
波
の
嬥カ
歌ガ
会ヒ
の
如
き
は
さ
う
し
た
も
の
に
な
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
而
も
他

の
方
で
は
、
依
然
即
興
の
歌
を
か
け
あ
う
て
居
た
と
見
ら
れ
る
。
歌
垣
・
嬥

歌
会
・
小ヲ
集ヅ
会メ
皆
初
春
の
行
事
で
あ
つ
た
の
が
、
今
一
度
秋
冬
の
間
に
行
ふ

様
に
も
な
つ
た
。
感
謝
の
意
味
か
ら
出
た
の
で
あ
ら
う
。

「
ま
れ
び
と
」
の
「
こ
と
ゝ
ひ
」
の
中
、
殊
に
注
意
を
惹
き
、
興
味
多
か
つ

た
も
の
が
、
原
始
歌
垣
の
「
か
け
あ
ひ
」
で
あ
る
処
か
ら
、
「
こ
と
ゝ
ふ
」

と
言
ふ
語
の
用
途
が
前
に
述
べ
た
様
に
変
つ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
が
、
普
通

の
呪
詞
の
誤
解
か
ら
出
た
用
語
例
か
ら
見
れ
ば
、
正
し
い
も
の
と
言
ふ
事
が
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出
来
る
。
か
う
し
て
、
神
と
精
霊
と
言
ふ
関
係
か
ら
神
と
巫
女
と
言
つ
た
関

係
に
あ
つ
た
邑
落
の
男
女
が
、
本
来
の
意
義
を
忘
却
し
て
、
唯
春
の
祭
り
に

於
け
る
感
染
の
呪
術
と
言
つ
た
考
へ
か
ら
、
更
に
幾
分
の
遊
戯
分
子
を
容
れ

て
、
娯
し
い
「
か
け
あ
ひ
」
の
歌
、
相
舞
ひ
の
を
ど
り
に
、
容
色
の
美
し
さ
、

頓
作
の
才
を
求
め
ら
れ
る
様
に
な
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
歌
垣
の
場
に
於
け

る
頓
作
問
答
が
、
恋
愛
の
贈
答
と
し
て
、
価
値
を
備
へ
て
来
る
の
は
、
や
は

り
始
め
の
時
代
に
な
い
事
で
あ
る
。
本
流
と
し
て
の
呪
言
の
あ
る
発
達
を
な

し
た
後
、
傍
流
か
ら
急
に
伸
び
て
来
て
、
日
本
文
学
を
促
進
し
た
も
の
と
思

は
れ
る
。

歌
垣
の
場
に
於
け
る
唱
和
が
、
神
と
精
霊
と
の
「
こ
と
ゝ
ひ
」
の
文
句
を
、

あ
る
程
度
ま
で
形
式
化
し
、
固
定
せ
し
め
た
も
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
其
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形
が
、
旋
頭
セ
ド
ウ
歌
で
あ
り
、
そ
の
片
方
な
の
が
片
哥
で
あ
る
。
併
し
、
此
が
歌

垣
に
よ
つ
て
出
来
た
も
の
と
ば
か
り
は
言
は
れ
ま
い
。
か
う
し
た
簡
単
な
形

の
問
答
を
交
し
た
の
が
、
一
方
は
次
第
に
伸
び
、
一
方
は
固
定
し
て
、
恋
愛

贈
答
歌
の
姿
を
と
る
に
到
つ
た
の
で
あ
る
。
（
「
あ
き
つ
神
」
の
論
参
照
）

草
木
の
「
こ
と
ゝ
ひ
」
を
成
語
と
し
て
く
り
返
す
事
に
な
つ
た
の
は
、
「
新

室
ほ
ぎ
」
か
ら
起
る
。
其
土
地
が
如
何
な
る
神
・
精
霊
の
占
め
る
所
な
る
か

知
れ
ぬ
処
か
ら
、
其
地
に
あ
る
庶
物
の
精
霊
に
退
去
を
頼
む
時
に
、
言
ふ
定

ま
り
に
な
つ
て
居
た
語
ら
し
い
。
だ
か
ら
根
本
思
想
は
地
を
占
め
る
場
合
に
、

地
霊
を
逐
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
新
に
村
を
構
え
る
様
な
場
合
に
も
之
を

行
う
て
ゐ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
此
地
は
昔
、
我
等
の
神
が
「
こ
と
ゝ
ひ
」

に
よ
つ
て
、
お
ん
躬
ら
か
ら
譲
ら
し
め
ら
れ
た
土
地
で
あ
る
。
早
々
退
散
し
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て
禍
ひ
す
る
事
な
か
れ
と
言
ふ
様
な
考
へ
方
が
、
と
ゞ
の
つ
ま
り
、
建
て
物

の
言
ほ
ぎ
に
、
「
こ
と
ゝ
ひ
し
磐
ね
・
木
ね
だ
ち
・
草
の
か
き
葉
を
も
言
止
コ
ト
ヤ

め
て
」
な
ど
言
ふ
表
現
法
を
採
る
事
に
な
り
、
記
紀
に
地
上
の
庶
物
各
お
の
お
の勢
を

得
た
様
の
描
写
と
形
を
変
へ
て
来
た
理
由
で
あ
る
。
未
開
拓
地
の
人
居
の
安

か
ら
ぬ
模
様
は
、
前
の
麻
多
智
の
伝
へ
で
も
わ
か
る
が
、
揖
保
郡
林 

田 

里

ハ
ヤ
シ
ダ
ノ
サ

伊
勢
野  

ト
イ
セ
ヌ

の
起
原
で
見
て
も
知
れ
る
。
道
教
の
影
響
が
帰
化
人
か
ら
及
ぶ
以

前
に
、
村
や
家
と
庶
物
の
精
霊
と
の
関
係
を
切
実
に
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

「
ま
れ
び
と
」
に
こ﹅
と﹅
﹅ゝ

は﹅
れ﹅
た
庶
物
の
精
霊
は
、
や
は
り
答
へ
る
の
が
原

則
で
あ
つ
た
。
語
を
以
て
答
へ
な
い
時
は
、
「
ほ
」
を
以
て
応
じ
た
。
此
は

「
ほ
」
が
庶
物
の
精
霊
の
上
に
も
、
行
は
れ
る
も
の
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

此
「
こ
と
ゝ
ひ
」
と
「
ほ
」
と
は
並
行
し
て
、
精
霊
に
よ
り
、
又
お
な
じ
精
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霊
で
も
時
に
よ
つ
て
、
ど
ち
ら
か
の
方
便
を
と
つ
て
ゐ
る
。

村
々
の
生
活
が
段
々
に
進
ん
で
来
る
に
連
れ
て
、
今
ま
で
の
定
期
に
臨
み
来

る
常
世
神
以
外
に
偶
然
に
新
来
す
る
神
々
が
増
し
て
も
来
、
村
々
の
精
霊
を

握
つ
て
ゐ
る
専
任
神
職
と
も
言
ふ
位
置
が
確
立
し
て
来
る
。
其
人
の
自
覚
に

よ
つ
て
新
し
く
尊
い
神
々
が
殖
え
て
行
つ
た
。
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