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は
じ
め
に

　

近
世
思
想
に
お
け
る
女
性
観
と
し
て
は
、
封
建
社
会
の
儒
教
的
女
性
観
が
支
配
的
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
も
、
平
等
論
を
展
開
し
た
思
想
家
た
ち
は
わ

ず
か
な
が
ら
も
存
在
し
た
。
特
に
民
衆
宗
教
に
お
い
て
は
、
女
性
教
祖
の
誕
生
や
男
女

平
等
思
想
が
見
ら
れ
、
ま
た
民
衆
的
神
道
思
想
家
な
ど
に
お
い
て
も
男
女
平
等
論
が
登

場
し
て
い
る１
。

　

そ
の
よ
う
な
民
衆
思
想
に
お
け
る
平
等
論
の
展
開
に
関
し
て
、
倉
地
克
直
氏
は
、
近

世
民
衆
の
性
意
識
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
展
開
を
次
の
よ
う
に
区
分
し
て
い
る
。

十
八
世
紀
初
頭
の
、「
陰
陽
男
女
和
合
と
い
う
伝
統
的
な
観
念
に
も
と
づ
く
も
の
」（
増

穂
残
口
・
食
行
身
禄
）、
十
八
世
紀
中
頃
の
、「
支
配
的
な
性
意
識
に
対
抗
し
う
る
確
固

と
し
た
理
論
化
」（
安
藤
昌
益
）、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
、
二

つ
の
方
向
で
の
展
開
と
し
て
、「
一
つ
は
、「
家
」
の
論
理
を
受
入
れ
な
が
ら
も
、
対
象

役
割
の
男
女
協
働
の
世
界
を
構
想
す
る
も
の
」（
参
行
六
王
↓
禄
行
参
志
）、「
も
う
一
つ

は
、
徹
底
し
た
底
辺
の
視
座
か
ら
人
間
と
し
て
の
男
女
の
平
等
を
展
望
す
る
も
の
」

（
如
来
教
喜
之
）、
と
い
う
も
の
で
あ
る２
。

　

浅
野
美
和
子
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
民
衆
宗
教
の
女
性
観
に
共
通
し
て
、
両
性
具
有
観

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
底
流
に
続
く
「
民
衆
思
想
の
水
脈
」
が
「
時
代
と
風
土

と
人
を
得
て
特
定
の
宗
教
思
想
と
し
て
形
成
さ
れ
、
噴
出
し
た
も
の
」
と
捉
え
て
い
る３
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
以
来
、
個
別
的
研
究
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
近
世

松　

下　

み
ど
り

近
世
の
民
衆
的
思
想
家
に
お
け
る
性
別
観
念
│
│
増
穂
残
口
・
安
藤
昌
益
│
│

民
衆
思
想
に
お
け
る
性
別
観
に
関
し
て
の
思
想
史
的
研
究
は
、
進
展
が
見
ら
れ
な
い
状

況
で
あ
る
。
近
世
に
み
ら
れ
る
平
等
論
が
、
ど
の
よ
う
な
思
想
的
根
拠
に
基
づ
い
て
形

成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
思
想
的
系
譜
の
上
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
な
の
か
、
深
め
ら
れ
て

は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

封
建
社
会
に
あ
っ
て
、
儒
教
的
な
男
尊
女
卑
思
想
が
主
流
と
な
り
、
仏
教
的
な
女
人

罪
業
論
が
広
ま
る
な
か
、
男
女
平
等
論
を
語
っ
た
民
衆
的
思
想
家
た
ち
は
、
ど
の
よ
う

な
思
想
を
根
拠
に
し
て
、
そ
の
主
張
を
打
ち
出
し
た
の
か
。
ま
た
そ
れ
ら
の
平
等
論
が

完
全
な
成
功
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
問

題
点
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
論
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
民
衆
と
近
い
位
置
に
あ
っ
た
思
想
家
と
し
て
、
増
穂

残
口
と
安
藤
昌
益
を
取
り
上
げ
、
そ
の
男
女
平
等
論
と
そ
の
背
景
に
あ
る
思
想
的
根
拠

に
つ
い
て
探
り
、
彼
ら
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の

で
あ
る
。

　

１　

増
穂
残
口

（
１
）
陰
陽
思
想
と
男
女
平
等
論

　

江
戸
時
代
に
お
い
て
男
女
平
等
論
を
説
い
た
思
想
家
と
し
て
、
神
道
講
釈
で
知
ら
れ

る
増
穂
残
口
（
一
六
五
五
〜
一
七
四
二
年
）
が
い
る
。
彼
は
日
蓮
宗
の
僧
侶
か
ら
神
道
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た
っ
て
は
、
仏
教
及
び
儒
教
の
男
尊
女
卑
思
想
は
格
好
の
批
判
材
料
だ
っ
た
と
い
え
よ

う
。

　

こ
の
よ
う
な
残
口
の
男
女
平
等
論
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
陰
陽
和
合
」
の

思
想
で
あ
る
。
陰
陽
の
働
き
に
つ
い
て
は
、「
森
羅
万
像
と
て
、
人
も
畜
生
も
、
草
も

木
も
、
海
も
山
も
、
岡
も
谷
も
、
石
の
く
だ
け
、
瓦
の
割
、
外
ば
し
り
の
露
、
日
ざ
し

の
微
塵
ま
で
、
陰
陽
の
二
気
に
漏
た
る
物
な
し　６
」
と
述
べ
ら
れ
、
森
羅
万
象
は
陰
陽
二

気
の
働
き
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
「
陰
陽
和
合
」
の
論
自
体
は
、
男
尊

女
卑
の
立
場
に
お
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、「
陰
陽
」
に
は
「
高
下
尊
卑
」

が
常
に
つ
き
ま
と
う
。「
男
女
一
双
に
し
て
、
高
下
尊
卑
な
し
」
と
い
う
残
口
の
説
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
成
り
立
つ
の
か
。

　

残
口
は
『
神
国
加
魔
祓
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

我
国
神
の
変
化
純
陽
純
陰
に
あ
ら
ず
。
偏
陰
偏
陽
に
あ
ら
ず
。
陽
の
動
極
る
所
、

陰
の
静
な
る
を
生
じ
、
陰
の
静
な
る
極
に
、
陽
の
動
出
て
、
陽
中
の
陰
、
陰
中
の

陽
に
通
じ
て
神
出
、
国
出
ル
。（
中
略
）
陰
陽
降
昇
し
、
水
火
和
合
し
て
、
万
物

自
育
。
単
に
火
、
単
の
水
は
剋
た
ゝ
か
ひて
物
生
ぜ
ず
。
火
の
中
の
水
は
、
水
の
中
の
火
と

相
生
、
水
の
中
の
火
は
、
火
の
中
の
水
と
相
生
事
、
不
測
の
妙
な
り　７
。

　

陰
陽
は
「
純
陰
純
陽
に
あ
ら
ず
」
と
、
残
口
は
述
べ
て
い
る
。
五
行
の
う
ち
の
水
・

火
の
要
素
を
例
に
出
し
、
水
は
陰
、
火
は
陽
で
、
水
火
和
合
し
て
物
が
生
じ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
単
独
の
水
・
火
で
は
物
は
生
じ
な
い
。
火
の
中
の
水
は
、
水
の
中
の
火
と
「
相

生
」
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
に
、
互
い
に
他
方
の
性
質
を
含
ん
で
お

り
、
す
な
わ
ち
「
陽
中
の
陰
」
と
「
陰
中
の
陽
」
が
通
じ
て
、「
万
物
自
育
」
す
る
の

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

陽
清
本
陰
に
よ
り
、
隠
濁
又
陽
に
出
づ
。
陰
陽
本
に
は
二
つ
な
く
、
あ
ら
わ
れ
て

は
則
二
つ
な
り８
。

と
も
述
べ
て
、
陰
陽
は
も
と
は
二
つ
で
は
な
く
、
あ
ら
わ
れ
て
二
つ
と
な
る
の
だ
と
し

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
陰
陽
思
想
は
、
北
宗
の
周
敦
頤
（
一
〇
一
七
〜
一
〇
七
三
）
の
『
太
極

図
説
』
に
、「
太
極
動
い
て
陽
を
生
じ
、
動
く
こ
と
極
ま
っ
て
静
な
り
。
静
に
し
て
陰

を
生
じ
、
静
な
る
こ
と
極
ま
っ
て
復
た
動
く
。
一
動
一
静
、
互
に
其
の
根
と
為
り
、
陰

家
に
転
向
し
た
人
物
で
、
神
道
の
立
場
か
ら
仏
教
や
儒
教
を
批
判
し
た
。

　

残
口
の
男
女
平
等
論
と
し
て
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、『
神
路
手
引

草
』
の
次
の
箇
所
で
あ
る
。

　

我
神
化
陰
陽
和
合
と
祝こ
と
ぶく

は
、
男
女
一
双
に
し
て
、
高
下
尊
卑
な
し
。
然
る
に

女
は
男
の
奴
の
ご
と
く
、
何
事
も
男
に
し
た
が
ふ
筈
と
思
ふ
は
、
支
那
の
礼
格
に

迷
ひ
て
、
我
国
の
道
を
う
し
な
い
た
る
な
り
。
是
男
の
意
地
賤
し
き
よ
り
、
己
が

権
を
高
ふ
し
て
、
女
を
随
し
た
が
へん
と
す
る
法
を
、
是
と
も
て
は
や
す
に
至
り
、
夫
婦

別
有あ
り

の
格
、
去
さ
り
す
つ
る

擯
に
七
つ
、
去
ざ
る
の
三
つ
な
ん
ど
の
、
人
作
の
支
那
物
語
を
も

っ
て
、
無
理
お
し
に
女
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
。
い
つ
し
か
国
俗
そ
れ
を
好よ
み

し
て
、

国
神
の
化
に
そ
む
く
と
も
し
ら
ず
。
抑
そ
も
そ
も人
は
一
箇
の
小
天
地
な
り
。
天
の
み
さ
か

へ
地
の
み
は
び
こ
り
て
、
立
べ
き
い
わ
れ
な
し
。
天
は
蓋お
ほ
い、
地
は
載の
せ
て
そ
む
か
ず
、

一
方
不
順
な
ら
ば
万
物
成
就
す
る
事
な
し
。
男
女
の
中
に
一
毛
も
高
下
尊
卑
を
論

じ
、
私
意
邪じ
ゃ
へ
き僻

有
て
、
天
徳
の
蓋
の
み
ほ
こ
り
て
、
地
載
の
功
を
う
し
な
は
ゞ
、

い
か
ん
ぞ
温
淳
の
子
孫
を
生
ず
べ
け
ん
や４
。

　

残
口
は
、「
男
女
一
双
に
し
て
、
高
下
尊
卑
な
し
」
と
述
べ
る
。
中
国
儒
教
に
お
け

る
「
夫
婦
別
有
」「
七
去
三
不
去
」
な
ど
、
男
尊
女
卑
の
思
想
を
批
判
し
、
そ
れ
は

「
国
神
の
化
」
に
そ
む
き
、「
我
国
の
道
」
を
失
っ
て
い
る
と
す
る
。「
陰
陽
和
合
」
の

思
想
に
基
づ
い
て
、「
一
方
不
順
な
ら
ば
万
物
成
就
す
る
事
な
し
」
と
述
べ
、
男
女
夫

婦
の
中
に
「
高
下
尊
卑
」
を
論
ず
る
こ
と
を
退
け
て
い
る
。
ま
た
『
直
路
乃
常
世
草
』

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

女
は
五
の
障
り
と
立
て
ゝ
、
仏
は
地
獄
の
飛
脚
問
屋
の
や
う
に
言
な
し
、
儒
は
三

従
の
掟
に
し
て
、
地
上
に
宿
な
き
も
の
と
す
。
し
か
れ
ば
女
た
る
者
は
、
仏
法
を

聞
て
は
う
ら
め
し
く
、
儒
を
な
ら
い
て
は
あ
ぢ
き
な
く
、
天
竺
の
事
に
は
耳
を
ふ

さ
ぎ
、
支か
ら那
の
こ
と
に
は
身
ぶ
る
ひ
す
る
筈
な
り
。
我
神
国
に
は
、
諾ぎ
み冉
の
二
ば

し
ら
と
雙な
ら

べ
て
、
大
小
高
下
も
、
陰
陽
同
じ
く
う
や
ま
ふ
に
て
知
る
べ
し５
。

　

こ
こ
で
は
、
仏
教
の
「
五
障
」、
儒
教
の
「
三
従
」
が
批
判
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に

対
し
て
神
道
は
、「
陰
陽
」
を
同
じ
よ
う
に
敬
う
の
だ
と
、
神
道
の
立
場
を
打
ち
出
し

て
い
る
。
残
口
が
仏
教
だ
け
で
な
く
儒
教
を
も
批
判
し
た
点
が
、
当
時
主
流
の
神
道
家

た
ち
と
の
違
い
で
あ
る
が
、
彼
が
「
我
国
の
道
」
と
し
て
「
神
道
」
を
強
調
す
る
に
あ
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別
体
と
し
て
の
高
間
原
に
つ
い
て
は
、「
陰
陽
別
れ
て
の
高
天
原
は
、
陽
中
の
陽
、

現
に
日
月
星
辰
を
見
る
、
天
上
の
清
地
の
高
間
が
原
な
り
。
又
陰
中
の
陽
の
高
間
原
は
、

天
子
よ
り
月
卿
雲
客
、
公
武
の
尊
貴
は
高
間
が
原
な
り
。
凡
人
に
し
て
は
一
身
頭
上
の

清
地
は
高
間
原
な
り
」、「
別
し
て
論
ず
れ
ば
、
天
は
高
間
が
原
、
地
は
根
底
の
国
な
り
。

人
は
根
底
、
高
間
原
を
具
し
た
る
な
り
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
別
の

高
間
原
」
と
は
、「
惣
の
高
間
原
」
の
混
沌
か
ら
陰
陽
が
分
か
れ
て
生
成
さ
れ
た
世
界

や
万
物
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
世
界
観
と
し
て
は
天
上
は
高
間
原
で
あ
り
、
地
は

根
底
の
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
人
間
や
万
物
に
つ
い
て
も
、
高
間
原
と
根
底

の
観
念
を
あ
て
は
め
、
人
間
社
会
の
身
分
差
に
つ
い
て
は
、「
公
武
の
尊
貴
」
等
が
高

間
原
、
ま
た
一
人
の
人
間
に
つ
い
て
は
、「
頭
上
の
清
地
」
が
高
間
原
で
あ
る
な
ど
と

し
て
、
上
下
関
係
を
説
明
す
る
。

　

そ
し
て
「
人
は
根
底
、
高
間
原
を
具
し
た
る
な
り
」
と
い
う
。
そ
れ
は
身
に
お
い
て

だ
け
で
な
く
、「
人
に
高
天
清
陽
の
心
、
根
底
濁
陰
の
心
は
包
含
で
有13

　

」
と
あ
る
よ
う

に
、
人
の
心
が
「
高
間
原
」
も
「
根
底
」
も
含
ん
で
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
残
口
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

天
上
の
日
月
星
辰
あ
き
ら
か
な
る
に
く
ら
べ
て
は
、
地
下
に
立
つ
万
物
は
皆
濁
陰

の
根
底
な
り
。
其
陰
陽
根
底
に
万
物
あ
り
。
其
万
物
の
中
に
人
は
高
間
原
な
り
、

畜
類
石
木
は
根
底
な
り
。
其
人
の
中
に
天
子
諸
侯
卿
太
夫
は
高
間
原
也
。
中
人
已

下
は
根
底
な
り
。
中
人
も
又
下
々
の
人
に
く
ら
べ
て
は
高
間
原
な
り
。
下
々
の
人

も
畜
類
草
木
に
く
ら
べ
て
は
高
間
原
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
上
よ
り
下
は
根
底
、

下
よ
り
上
は
高
間
原
と
見
れ
ば
、
高
間
原
な
ら
ざ
る
所
も
な
く
、
根
底
な
ら
ぬ
国

も
な
し14
。

　

残
口
に
よ
れ
ば
、
天
地
を
、
上
か
ら
下
を
見
れ
ば
皆
「
根
底
」、
下
か
ら
上
を
見
れ

ば
皆
「
高
間
原
」
で
、「
高
間
原
」
で
な
い
所
は
な
く
、「
根
底
」
で
な
い
所
も
な
い
。

「
高
間
原
」「
根
底
」
と
い
う
区
別
も
、
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

高
間
原
と
さ
し
て
い
ふ
所
も
な
く
、
又
高
間
原
な
ら
ざ
る
所
も
な
し
。
天
際
地
極

は
惣
の
高
間
原
、
別
て
い
は
ゞ
塵
滴
の
中
に
も
高
間
原
あ
り15
。

　

「
塵
滴
の
中
に
も
高
天
原
あ
り
」
と
言
う
。
あ
ら
ゆ
る
場
所
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、

「
高
間
原
」
で
あ
り
「
根
底
」
で
も
あ
る
。「
根
底
、
高
間
原
は
一
微
塵
の
中
に
も
あ

に
分
れ
陽
に
分
れ
て
両
儀
立
つ　９
」
と
見
ら
れ
る
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
。「
陰
陽
」
に
優
劣
観
の
入
り
込
む
危
険
性
は
常
に
あ
っ
た
が
、
残
口
に
お
い
て
は

「
陽
中
の
陰
」「
陰
中
の
陽
」
の
論
を
も
っ
て
、「
大
小
高
下
も
、
陰
陽
同
じ
く
う
や
ま

ふ
に
て
知
る
べ
し
」
と
い
う
「
陰
陽
平
等
」
が
導
き
だ
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
残
口
に
お
い
て
「
男
女
一
双
に
し
て
、
高
下
尊
卑
な
し
」
が
主
張
さ
れ
た
背

景
に
、
民
間
習
俗
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
早
く
は
家
永
三
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る10
。
残
口
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
日
の
眼
前
は
男
女
の
和
合
よ
り
、
陰
陽
の
昇
降
、
万
物
人
間
の
出
生
を
天
地
の

恩
と
知
り
、
陽
徳
の
恵
み
を
厚
敬
て
、
歳
の
旦
の
慶
賀
よ
り
、
除
夜
の
祝
ま
で
、

三
々
、
五
々
、
七
々
、
九
々
、
陽
の
月
の
陽
の
日
を
い
わ
井
て
、
十
一
月
の
十
一

日
に
、
一
陽
の
来
復
を
む
か
へ
、
都
て
餅
酒
の
温
物
を
食
し
て
、
陽
を
助
く
る
の

業
と
す11
。

　

残
口
に
お
い
て
は
、
人
々
の
生
活
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
様
々
な
儀
礼
や
習
俗

は
、
天
地
の
陰
陽
和
合
と
連
動
し
た
も
の
で
あ
り
、
男
女
の
和
合
は
、
天
地
の
和
合
と

重
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
残
口
の
思
想
に
お
け
る
民
俗
信
仰
と
の
関
連
、
さ
ら
に
そ

の
意
義
は
さ
ら
に
探
求
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
そ
の
問
題
は
措
き
、

残
口
の
神
道
思
想
か
ら
、
平
等
論
を
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
２
）
世
界
観
と
汎
神
論

　

万
物
万
象
が
陰
陽
を
含
む
こ
と
を
、
残
口
は
「
高
間
原
」
と
「
根
底
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。「
高
間
原
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
天
上
と
さ
れ
る
神
々
の

世
界
、「
根
底
」
は
根
の
国
・
底
の
国
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
残
口
に
お
い

て
は
、
単
に
他
界
観
念
を
表
す
言
葉
で
は
な
い
。

　

残
口
は
、『
神
路
手
引
草
』
天12

　

に
お
い
て
、「
惣
」
と
「
別
」
す
な
わ
ち
総
体
と
個
別

と
い
う
考
え
方
を
、「
高
間
原
」
と
い
う
観
念
に
持
ち
込
み
、「
惣
の
高
間
原
」
と
「
別

の
高
間
原
」
と
を
分
け
て
論
じ
て
い
る
。

　

総
体
と
し
て
の
高
間
原
に
つ
い
て
は
、「
天
際
地
極
は
惣
の
高
間
原
」、「
碧
落
地
際
す

べ
て
大
虚
空
な
り
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
「
惣
の
高
間
原
」
と
は
、

「
天
際
地
極
」
す
な
わ
ち
万
物
の
存
在
す
る
場
と
し
て
の
天
地
の
全
体
で
あ
る
。
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江
戸
時
代
の
伊
勢
外
宮
の
神
官
で
、
残
口
に
も
影
響
を
与
え
た
度
会
延
佳
（
一
六
一

五
〜
一
六
九
○
年
）
を
見
て
み
る
と
、『
陽
復
記
』21

に
は
、「
誰
も
〳
〵
心
を
か
ゞ
み
の

ご
と
く
せ
ば
、
吾
心
則
天
御
中
主
尊
・
天
照
太
神
に
同
か
ら
ん
か
」、「
活
す
る
時
は
、

行
住
座
立
も
道
に
あ
ら
ず
と
云
事
な
く
、
神
は
も
と
よ
り
心
の
主
な
れ
ば
、
去
ず
し
て

神
明
は
我
、
わ
れ
は
神
明
、
全
く
へ
だ
て
も
な
か
ら
ん
か
」
な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

「
神
人
一
体
」「
神
人
合
一
」
の
思
想
が
延
佳
に
お
い
て
も
説
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し

心
が
そ
の
ま
ま
神
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。「
心
を
か
ゞ
み
の
ご
と
く
せ
ば
」

「
活
す
る
時
は
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
側
の
当
為
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　

残
口
に
お
い
て
も
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、「
高
間
原
を
わ
す
れ
ざ
る
や
う
に
と

の
御
事
、
一
を
守
り
、
直
に
、
か
く
す
事
な
く
て
、
錺か
ざ
らず
、
偽
ら
ず
」
と
あ
り
、
ま
た

「
誠
あ
り
、
正
直
な
る
所
、
神
の
置お
き
く
ら座
な
り22

　

」
な
ど
と
述
べ
ら
れ
、「
誠
」「
正
直
」
と

い
っ
た
心
の
あ
り
方
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
残
口
に
見
ら
れ
る
差
別
観

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
神
人
合
一
説
と
平
等
論
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
中

世
神
道
以
来
の
汎
神
論
的
考
え
方
は
、
し
か
し
平
等
性
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。

残
口
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

小
家
の
内
に
も
主
関
白
は
高
間
原
、
家
来
下
人
は
根
底
、
竈
将
軍
は
高
間
原
、
婢

奴
僕
従
は
根
底
な
り
。
男
女
に
別
は
男
は
陽
の
高
間
原
、
女
は
陰
の
根
底
な
り23

　

。

　

社
会
に
厳
然
と
存
在
す
る
身
分
の
差
や
男
女
の
差
も
、「
高
間
原
な
ら
ざ
る
所
も
な

く
、
根
底
な
ら
ぬ
国
も
な
」
く
、
そ
の
心
は
す
べ
て
「
高
間
原
」
と
な
る
の
だ
と
し
て

も
、
そ
れ
は
「
分
際
相
応
」
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ

の
前
提
と
し
て
の
階
級
意
識
や
差
別
観
、
男
尊
女
卑
の
観
念
は
、
残
口
に
お
い
て
何
も

消
し
去
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
彼
が
「
今
日
訓
し
示
す
と
こ
ろ
」
と
し
て
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、

人
と
生
れ
て
魂
魄
清
陽
に
修
持
す
る
者
は
、
高
間
原
に
生
れ
出
て
楽
し
む
。
魂
魄

陰
濁
に
滞
渋
す
る
者
は
、
根
底
に
お
ち
て
鬼
畜
に
生
る
ゝ
と
お
し
へ
て
、
以
て
人

の
正
直
を
す
ゝ
め
、
誠
を
う
し
な
は
ざ
ら
し
む24

　

。

と
あ
る
よ
う
に
、「
高
天
原
」
と
「
根
底
」、「
陽
」
と
「
陰
」
の
上
下
の
観
念
は
変
わ
ら

れ
ば
、
神
は
そ
の
清
き
に
ま
し
ま
す16

　

」
と
も
述
べ
ら
れ
、
汎
神
論
的
な
考
え
方
が
展
開

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

今
日
和
光
の
神
の
お
し
へ
は
、
万
人
根
底
に
落
入
ら
で
、
高
間
原
を
わ
す
れ
ざ
る

や
う
に
と
の
御
事
、
一
を
守
り
、
直す
ぐ

に
、
か
く
す
事
な
く
て
、
錺か
ざ
らず

、
偽
ら
ず
、

有
や
う
に
貧
な
れ
ば
貧
、
福
な
れ
ば
福
、
分
際
相
応
の
た
の
し
み
を
な
し
て
、
お

も
し
ろ
く
目
出
度
く
ら
せ
ば
、
其
心
天
心
に
し
て
、
高
間
原
な
り
。
其
所
の
其
身

則
神
な
り17
。

　

残
口
が
言
う
に
は
、
教
え
る
と
こ
ろ
は
、「
万
人
根
底
に
落
入
ら
で
、
高
間
原
を
わ

す
れ
ざ
る
や
う
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
が
ま
ま
に
、「
貧
な
れ
ば
貧
、
福
な

れ
ば
福
」
と
、「
分
際
相
応
」
の
暮
ら
し
を
す
れ
ば
、「
其
心
天
心
に
し
て
、
高
間
原
な

り
。
其
所
の
其
身
則
神
な
り
」
と
言
う
。
そ
の
心
は
高
間
原
で
あ
り
、
そ
の
身
は
神
で

あ
る
と
、「
神
人
合
一
」
の
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。

　

同
様
の
思
想
が
あ
ら
わ
れ
た
文
と
し
て
、「
神
人
合
一
の
神
道
と
心
得
た
ら
ば
、
和

国
の
人
民
の
、
今
日
の
所
作
が
す
な
は
ち
神
の
は
た
ら
か
せ
給
ふ
に
成
べ
し18

　

」、「
我
身

ま
た
神
の
子
な
り
。
動
く
も
は
た
ら
く
も
、
倒
る
ゝ
も
こ
ろ
ぶ
も
な
べ
て
神
の
境
界

ぞ19

　

」
な
ど
と
見
え
る
。

  

こ
の
よ
う
な
「
其
身
則
神
」
と
い
っ
た
論
は
、
中
世
神
道
論
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
本
覚
思
想
の
神
道
へ
の
影
響
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
中
世
神
道
説

に
お
け
る
根
源
的
神
か
ら
万
物
が
あ
ら
わ
れ
た
と
す
る
説
は
、
万
物
に
根
源
的
神
が
内

在
・
顕
現
す
る
と
い
う
説
に
展
開
し
た
。
そ
の
よ
う
な
思
想
の
代
表
と
し
て
、
吉
田
兼

倶
（
一
四
三
五
〜
一
五
一
一
年
）
を
見
て
お
く
と
、
兼
倶
の
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』

に
は
、「
吾
が
神
道
は
、
万
物
ニ
在
り
テ
一
物
ニ
留
ら
ず
。
所
謂
風
波
、
雲
霧
、
動
静
、

進
退
、
昼
夜
、
陰
顕
、
冷
寒
、
温
熱
、
善
悪
の
報
、
邪
正
の
差
、
統
べ
テ
吾
が
神
明
の

所
為
ニ
非
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
き
者
也
。
故
に
天
地
の
心
も
神
也
。
諸
仏
ノ
心
モ
是
れ
神

也
。
鬼
畜
ノ
心
モ
是
れ
神
也
。
草
木
ノ
心
モ
是
れ
神
也
。
何
ニ
況い
は

ん
や
人
倫
に
於
い
て

を
哉や

」20

と
あ
る
。
兼
倶
の
言
う
神
と
は
、
根
源
神
と
し
て
の
国
常
立
尊
で
あ
る
が
、
神

が
万
物
に
遍
在
し
、
森
羅
万
象
が
「
神
明
の
所
為
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
う
し
て
、
兼
倶
に
お
い
て
「
神
人
一
体
」
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ

の
よ
う
な
思
想
は
吉
田
神
道
に
お
い
て
伝
統
的
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
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う
。

『
易
』
ノ
繋
辞
ニ
曰
ク
、「
一
陰
・
一
陽
、
之
レ
ヲ
道
ト
曰
フ
、
陰
陽
測
ラ
レ
ズ
、

之
レ
ヲ
神
ト
曰
フ
」
ト
。（
中
略
）
陰
モ
道
、
陽
モ
道
ト
言
フ
ナ
レ
ド
モ
、「
一

陰
・
一
陽
」
ト
句
ヲ
限
ル
故
ニ
、
陰
・
陽
ハ
二
別
ト
聞
ユ
。「
天
陽
ハ
高
ク
貴
ク
、

地
陰
ハ
卑
ク
賤
シ
」
ト
、
古
聖
ノ
『
易
』
ニ
初
文
ト
為
ル
。
故
ニ
繋
辞
ニ
モ
、

「
一
陰
・
一
陽
」
ト
分
ケ
テ
云
フ
ナ
リ
。
此
ノ
故
ニ
、
学
者
凡
テ
陰
陽
ハ
二
別
ト

了
シ
テ
、
総
テ
文
書
ヲ
綴
ル
ニ
、
陰
陽
ヲ
別
ケ
テ
二
気
ト
為
シ
、
物
ヲ
二
物
ト
為

シ
、
転
定
ヲ
モ
二
ツ
ト
為
シ
、
男
女
ヲ
二
人
ト
為ス

ル
コ
ト
、
悉
ク
失
リ
ナ
リ30

　

。

　

『
易
経
』
は
「
一
陰
一
陽
、
之
を
道
ト
曰
フ
」
と
い
い
、
陰
と
陽
を
分
け
て
「
二

別
」
と
捉
え
る
が
、
し
か
し
、「
陰
陽
」「
天
地
」「
男
女
」
等
を
「
二
別
」
と
す
る
こ
と

は
、
悉
く
誤
り
で
あ
る
と
昌
益
は
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

陰
陽
ト
云
フ
ハ
、
一
気
ノ
進
退
ス
ル
異
号
ニ
シ
テ
、
二
気
・
二
物
・
二
別
ニ
非
ズ
。

故
ニ
「
一
陰
・
一
陽
、
道
ト
云
フ
」
ハ
失
レ
リ
。
陰
陽
ハ
一
気
、
是
レ
道
ナ
リ
。

陰
・
陽
ト
云
ヘ
バ
遠
ク
二
ノ
如
シ
。
故
ニ
陰
・
陽
ト
ハ
謂
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
只
進
退

ノ
一
気
ナ
リ
。
故
ニ
進
退
・
退
進
、
一
気
ノ
常
ト
ハ
謂
フ
ベ
シ31

　

。

と
述
べ
、「
陰
陽
」
を
、「
進
退
」
す
る
「
一
気
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。「
進
退
」
と

は
、
昌
益
に
お
い
て
は
、「
進
退
・
退
進
」
と
い
う
「
一
気
」
の
運
動
を
あ
ら
わ
す
言

葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

　

ゆ
え
に
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

自
然
ノ
真
道
ハ
無
始
無
終
ナ
ル
故
ニ
、
転
定
ニ
シ
テ
一
体
、
男
女
ニ
シ
テ
一
人
ナ

リ
。
故
ニ
転
ハ
上か
み

高
ク
貴
キ
ニ
モ
非
ズ
、
定
ハ
下し
も
ひ
く卑

ク
賤
シ
キ
ニ
モ
非
ズ
。
故
ニ

進
退
ノ
自
リ
然ス

ル
ナ
リ32

　

。

　

「
天
地
に
し
て
一
体
」「
男
女
に
し
て
一
人
」
と
、
昌
益
は
述
べ
る
。「
二
別
」
は
、

「
一
気
の
進
退
」
な
る
自
己
運
動
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
一
体
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
昌
益
は
、「
天
地
」「
男
女
」
と
い
う
「
二
別
」
を
「
一
体
」
と
捉
え
る

こ
と
で
、
二
者
が
含
ん
で
し
ま
っ
た
上
下
優
劣
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
、

『
易
経
』
に
お
け
る
「
天
陽
ハ
高
ク
貴
ク
、
地
陰
ハ
卑
ク
賤
シ
」
と
い
う
「
陰
陽
」

「
天
地
」
の
上
下
尊
卑
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
二
別
」
が
「
一
体
」
で
あ
り
上
下
の
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、

ず
、
結
局
は
、「
分
際
相
応
」
の
生
活
と
、「
正
直
」「
誠
」
と
い
う
道
徳
実
践
の
勧
め
に

帰
着
し
て
し
ま
う
。
汎
神
論
的
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
上
下
関
係
の
相
対
化
の
論
も
、

結
局
は
、
前
提
と
し
て
の
高
間
原
・
根
底
と
い
う
上
下
の
価
値
観
を
乗
り
越
え
ら
れ
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

「
陰
陽
同
じ
く
う
や
ま
ふ
に
て
知
る
べ
し
」
と
い
う
残
口
の
陰
陽
平
等
の
思
想
も
、

実
の
と
こ
ろ
、
完
全
に
対
等
な
関
係
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

「
清
陽
」「
陰
濁
」
等
の
言
葉
や
、「
陽お

誘
て
陰め

順し
た
が
ふは
、
天
地
の
法の
り
也25

　

」、「
神
代
よ
り
陽

徳
を
以
て
陰
気
を
さ
そ
ひ
給
ふ26

　

」
と
い
っ
た
発
言
な
ど
を
見
れ
ば
、
陽
と
し
て
の
男
性

優
位
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

家
永
三
郎
氏
に
よ
っ
て
、
そ
の
夫
婦
論
は
「
近
代
的
市
民
精
神
の
さ
き
が
け27

　

」
と
も

評
価
さ
れ
た
残
口
で
は
あ
る
が
、
彼
が
完
全
な
平
等
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、

多
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
氏
種
姓
」
を
重
ん
じ
て
神
道
の
優
位
性
を

主
張
す
る
残
口
は
、
身
分
差
別
を
肯
定
し
て
し
ま
い
、
ま
た
仏
教
の
基
本
的
平
等
思
想

を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る28

　

。
恋
愛
論
の
先
駆
と
さ
れ
た
『
艶
道
通

鑑
』
も
、
結
局
は
男
性
優
位
の
立
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
説
か
れ
た
男
女
夫
婦
の
和
合
も
、

子
孫
と
家
の
繁
栄
に
つ
な
が
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た29

　
。

　

「
男
女
一
双
に
し
て
、
高
下
尊
卑
な
し
」
と
い
う
革
新
的
思
想
も
、
夫
婦
と
い
う
単

位
を
超
え
た
普
遍
的
平
等
論
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
残
口
の
平
等
論
は
、
結

局
は
身
分
制
や
家
の
観
念
を
乗
り
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

２　

安
藤
昌
益

（
１
）
基
本
的
思
想
と
平
等
論

　

江
戸
中
期
に
お
い
て
、
平
等
思
想
を
唱
え
た
思
想
家
と
し
て
、
次
に
、
安
藤
昌
益

（
一
七
○
三
〜
一
七
六
二
年
）
を
取
り
上
げ
る
。
秋
田
出
身
の
医
師
で
あ
っ
た
昌
益
は
、

農
業
を
基
盤
と
し
た
反
封
建
的
社
会
思
想
を
展
開
し
た
。
昌
益
は
、
封
建
社
会
に
あ
り

な
が
ら
、
身
分
秩
序
を
否
定
し
、
人
間
平
等
の
革
新
的
思
想
を
説
い
て
い
る
。

　

昌
益
は
、『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
に
お
い
て
、『
易
経
』
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
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男
女
が
「
活
真
人
」、
す
な
わ
ち
「
活
真
」
な
る
運
動
の
生
み
だ
し
た
人
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

  

そ
し
て
、「
男
ヲ
去
リ
テ
女
無
ク
、
女
ヲ
去
リ
テ
男
無
ク38

　

」「
女
ヲ
去
リ
テ
男
ノ
ミ
ニ

シ
テ
人
世
立
タ
ズ
、
男
ヲ
去
リ
テ
女
ノ
ミ
ニ
シ
テ
世
界
有
ル
ベ
キ
コ
ト
無
シ39

　

」
な
ど
と

述
べ
て
、
男
女
が
互
い
に
相
手
の
存
在
を
不
可
欠
と
す
る
こ
と
を
示
し
、
平
等
論
を
展

開
し
て
い
る
。

　

二
項
の
平
等
性
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
万
人
の
平
等
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
は
、『
稿
本
自
然
真
営
道
』
大
序
に
お
い
て
、
昌
益
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

男ヒ
ト女

ハ
万
万
人
ニ
シ
テ
只
一
人
ナ
ル
明
証
ノ
備
ハ
リ
、
面
部
ヲ
以
テ
自
リ
知
レ
テ

在
リ
。（
中
略
）
面
部
ニ
大
小
・
長
短
・
円
方
ノ
小
異
有
レ
ド
モ
、
八
門
ノ
備
ハ

リ
ニ
於
テ
、
全
ク
二
別
有
ル
コ
ト
無
シ
。
是
レ
人
ニ
於
テ
、
上
下
・
貴
賤
ノ
二
別

無
キ
自
然
・
備
極
ノ
明
証
ナ
リ
。
四
行
・
進
退
・
互
性
・
八
気
ノ
妙
道
ニ
、
外
無

ク
内
無
ク
、
微
シ
モ
二
別
無
キ
所
以
、
是
レ
ナ
リ
。（
中
略
）
本
是
レ
転
定
・
活

真
、
一
体
ノ
為
ル
所
ナ
リ40

　

。

　

「
男ヒ
ト女
ハ
万
万
人
ニ
シ
テ
只
一
人
」
と
昌
益
は
言
う
。「
男
女
」
と
書
い
て
「
ヒ
ト
」

と
読
ま
せ
て
お
り
、
男
女
の
一
体
性
を
表
現
す
る
。
そ
し
て
昌
益
が
言
う
に
は
、
万
人

は
皆
同
じ
人
間
で
あ
っ
て
、
そ
の
証
拠
に
、
人
の
顔
に
備
わ
る
、
ま
ぶ
た
・
目
玉
・
耳

殻
・
耳
穴
・
唇
・
舌
・
鼻
・
歯
と
い
う
八
つ
の
器
官
は
誰
に
も
同
じ
よ
う
に
備
わ
っ
て

い
る
も
の
で
、
大
小
・
長
短
・
円
方
と
い
っ
た
小
異
は
あ
っ
て
も
、
八
器
官
が
備
わ
っ

て
い
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
全
く
差
別
が
な
い
。
人
に
上
下
貴
賤
の
差
別
は
な
い
こ
と

の
明
ら
か
な
証
拠
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
本
是
レ
転
定
・
活
真
、
一
体
ノ

為
ル
所
ナ
リ
」
と
述
べ
て
お
り
、
二
項
対
立
を
超
え
て
、「
万
万
人
に
し
て
一
人
」
と

い
う
万
人
の
平
等
が
成
り
立
つ
の
は
、
天
地
の
「
活
真
」
の
一
体
な
る
働
き
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
２
）
諸
教
の
女
性
観
へ
の
批
判

　

昌
益
は
、
諸
教
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
が
説
く
女
性
観
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
見
て
み
よ
う
。

　

仏
教
に
関
し
て
は
、
ま
ず
「
出
家
」
と
い
う
考
え
方
を
批
判
し
て
い
る
。「
自
然
ニ

さ
ら
に
昌
益
が
用
い
る
の
が
、「
互
性
」
と
い
う
独
自
の
言
葉
で
あ
る
。

転
定
ハ
一
体
ニ
シ
テ
上
無
ク
下
無
ク
、
統
ベ
テ
互
性
ニ
シ
テ
二
別
無
シ
。
故
ニ
男

女
ニ
シ
テ
一
人
、
上
無
ク
下
無
ク
、
統
ベ
テ
互
性
ニ
シ
テ
二
別
無
ク
、
一
般
・
直

耕
、
一
行
・
一
情
ナ
リ33
。

　

「
天
地
」
も
「
男
女
」
も
「
互
性
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
二
別
無
く
一
体
で
あ
り
、

上
も
下
も
な
い
と
い
う
。「
互
性
」
に
つ
い
て
は
、
昌
益
は
、『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
の

「
大
序
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
然
ト
ハ
互
性
・
妙
道
ノ
号
ナ
リ
。
互
性
ト
ハ
何
ゾ
。
曰
ク
、
無
始
無
終
ナ
ル
土

活
真
ノ
自
行
、
小
大
ニ
進
退
ス
ル
ナ
リ
。（
中
略
）
木
ハ
始
ヲ
主
リ
テ
、
其
ノ
性

ハ
水
ナ
リ
。
水
ハ
終
ヲ
主
リ
テ
、
其
ノ
性
ハ
木
ナ
リ
。
故
ニ
木
ハ
始
メ
ニ
モ
非
ズ
、

水
ハ
終
リ
ニ
モ
非
ズ
、
無
始
無
終
ナ
リ
。（
中
略
）
是
レ
ガ
妙
道
ナ
リ
。
妙
ハ
互

性
ナ
リ
、
道
ハ
互
性
ノ
感
ナ
リ
。
是
レ
ガ
土
活
真
ノ
自
行
ニ
シ
テ
、
不
教
・
不

習
・
不
増
・
不
減
ニ
自ひ
と

リ
然す

ル
ナ
リ
。
故
ニ
是
レ
ヲ
自
然
ト
謂
フ34

　

。

　

昌
益
に
よ
れ
ば
、「
互
性
」
と
は
、
根
源
的
な
「
土
活
真
」
の
自
ら
の
運
動
で
あ
る

と
い
う
。
進
退
す
る
自
己
運
動
に
よ
っ
て
、
木
火
金
水
の
「
四
行
」
が
生
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
が
ま
た
お
互
い
に
「
互
性
」
の
関
係
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
木
は
水
の
性
を
含
み
、

水
は
木
の
性
を
含
み
、「
性
ヲ
互
ヒ
ニ
シ35

　

」、
互
い
に
関
わ
り
合
っ
て
、
永
遠
の
循
環
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
互
性
」
の
働
き
が
展
開
さ
れ
る
運
動
全
体
が
「
自
然
」
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

昌
益
は
、
こ
の
「
互
性
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
対
立
す
る
二
項
が
、
互
い
に
相

手
の
性
質
を
己
の
内
に
持
ち
、
互
い
の
関
係
性
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
。
ゆ

え
に
、
二
別
無
く
、
一
体
で
あ
る
。
一
体
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
上
も
無
く
下
も
無
い
の

だ
と
言
う
。
こ
う
し
て
、
昌
益
は
、
二
項
に
優
劣
上
下
の
価
値
的
差
が
持
ち
込
ま
れ
る

こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
論
を
も
っ
て
、
男
女
論
が
繰
り
返
し
展
開
さ
れ
る
。

男
ノ
性
ハ
女
、
女
ノ
性
ハ
男
、
男
女
互
性
ニ
シ
テ
活
真
人
ナ
リ36

　

。

男
女
ハ
男
中
ニ
女
具
ハ
リ
、
女
中
ニ
男
具
ハ
リ
、
男
女
ニ
シ
テ
一
人
、
是
レ
ナ
リ37

　

。

　

昌
益
は
、
男
は
内
に
女
の
性
を
持
ち
、
女
は
内
に
男
の
性
を
持
つ
と
し
て
、「
男
女

互
性
」
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
「
男
女
ニ
シ
テ
一
人
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
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念
と
関
わ
る
点
と
し
て
は
、
次
の
箇
所
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
神
の
系
譜

に
お
い
て
、
第
一
代
ク
ニ
ト
コ
ダ
チ
、
第
二
代
ク
ニ
サ
ツ
チ
、
第
三
代
ト
ヨ
ク
ム
ヌ
の

三
代
が
、「
乾
道
独
化
」
と
し
て
、
男
神
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
昌

益
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

此
ノ
三
代
ヲ
以
テ
「
乾
道
独
化
」
ノ
神
ト
為
シ
、
之
レ
ヲ
男
神
ト
為
ル
コ
ト
云
ヘ

リ
。
是
レ
神
ト
ハ
、
自
然
真
ノ
自
感
・
進
退
ス
ル
伸
発
ノ
気
ノ
名
ナ
リ
。
故
ニ
進

気
ハ
男
神
、
退
気
ハ
女
神
ナ
リ
。
故
ニ
「
乾
道
独
化
」
ト
云
フ
コ
ト
之
レ
無
シ
。

又
三
神
ト
モ
ニ
男
神
ト
続
ク
コ
ト
之
レ
無
シ
。
男
神
・
女
神
、
男
神
・
女
神
ト
進

退
・
和
合
シ
テ
、
神
、
生
生
ノ
一
神
ニ
シ
テ
、
進
退
シ
テ
二
神
ニ
シ
テ
一
神
ナ
ル

ハ
、
真
ノ
神
道
ナ
リ
。
之
レ
ヲ
知
ラ
ザ
ル
故
ニ
失
リ
ナ
リ47

　

。

　

昌
益
に
よ
れ
ば
、「
神
」
と
は
、「
自
然
真
ノ
自
感
・
進
退
ス
ル
伸
発
ノ
気
ノ
名
」
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
真
の
自
己
運
動
と
し
て
、
進
退
し
つ
つ
伸
張
す
る
「
気
」

で
あ
る
と
い
う
。
神
は
生
成
す
る
一
神
で
あ
っ
て
、
男
神
と
女
神
が
進
退
・
和
合
し
て
、

進
退
す
る
二
神
に
し
て
一
神
で
あ
る
の
だ
か
ら
、「
乾
道
独
化
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は

あ
り
え
ず
、
三
神
を
男
神
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
３
）
平
等
論
の
根
拠
と
な
る
思
想

　

昌
益
は
、『
易
経
』
を
批
判
し
、
陰
陽
論
を
批
判
す
る
が
、
そ
れ
は
「
陰
陽
」
や

「
天
地
」
に
上
下
優
劣
の
価
値
が
固
定
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
太
極
」
に
つ
い
て
も
、「
是
レ
ガ
動
キ
テ
陽
儀
、
天
体
ト
為
シ
、
静
カ
ニ
シ
テ
陰
儀
、

地
体
ト
為
シ
、
天
地
ヲ
二
ツ
ト
為
シ
、
上
尊
・
下
卑
ノ
位
ヲ
附
ク48

　

」
と
述
べ
て
お
り
、

天
陽
と
地
陰
を
二
別
と
し
、
尊
卑
上
下
を
つ
け
て
い
る
と
し
て
、
批
判
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
対
立
す
る
二
項
に
お
い
て
、
互
い
に
他
方
の
性
質
を
己
の
内
に
持
つ
と
い

う
論
は
、
構
造
的
に
は
、
中
国
の
陰
陽
思
想
に
そ
の
源
泉
は
あ
り
、
前
章
の
増
穂
残
口

の
場
合
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
通
り
、
北
宗
の
周
敦
頤
の
『
太
極
図
説
』
に
、「
太
極

動
い
て
陽
を
生
じ
、
動
く
こ
と
極
ま
っ
て
静
な
り
。
静
に
し
て
陰
を
生
じ
、
静
な
る
こ

と
極
ま
っ
て
復
た
動
く
。
一
動
一
静
、
互
に
其
の
根
と
為
り
、
陰
に
分
れ
陽
に
分
れ
て

両
儀
立
つ
」
と
見
ら
れ
る
考
え
方
が
基
底
に
あ
る
と
い
え
る
。
昌
益
に
お
け
る
「
進

退
」「
互
性
」
の
論
も
、
陰
陽
思
想
の
批
判
的
発
展
と
し
て
捉
え
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ハ
転
定
ニ
シ
テ
一
体
、
男
女
ニ
シ
テ
一
人
、
女
ヲ
離
レ
テ
独
身
ト
成
ル
、
失
リ
ノ
始
メ

ナ
リ41

　

」
と
述
べ
て
お
り
、
男
女
に
し
て
一
体
で
あ
る
の
に
、
男
女
が
離
れ
て
、
独
身
と

な
る
こ
と
が
誤
り
の
始
ま
り
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

　

さ
ら
に
仏
教
の
女
性
観
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

女
ハ
人
ヲ
相
続
シ
テ
仏
ノ
母
ナ
リ
。
仏
、
女
ヲ
離
レ
テ
大
罪
人
ト
為
リ
五
障
三
従

ヲ
戒
シ
ム
。
然
ル
ニ
女
、
仏
ヲ
尊
ブ
ハ
大
失
リ
ナ
リ42

　

。

　

昌
益
は
、
女
性
は
人
の
命
を
継
い
で
い
く
存
在
で
、
仏
の
母
で
あ
る
の
に
、
仏
は
、

「
五
障
三
従
」
と
言
っ
て
女
性
を
戒
め
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
女
性
た
ち
が
仏
を
尊
ぶ

の
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

女
ハ
地
道
、
経
水
常
ニ
余
シ
テ
人
倫
ノ
相
続
ノ
本
ト
為
ル
、
然
ル
ニ
五
障
三
従

〈
三
従
ハ
女
ノ
道
ナ
リ
〉
ト
賤
シ
ム
ル
ハ
失
リ43

　

。

　

昌
益
に
よ
れ
ば
、
女
性
は
「
地
」
の
道
を
あ
ら
わ
し
、
経
水
は
人
間
を
存
続
さ
せ
て

い
く
本
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
五
障
三
従
」
と
い
っ
て
、
女
性
を
賤
し
め
る
の
は
誤
り

で
あ
る
、
と
仏
教
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
儒
教
批
判
で
あ
る
が
、
す
べ
て
「
二
別
」
と
い
う
捉
え
方
を
批
判
す
る
昌
益
は
、

「
凡
テ
二
用
ニ
シ
テ
一
真
ナ
ル
自
然
ノ
妙
道
ヲ
、
上
下
二
別
、
貴
賤
二
別
、
男
女
別
有

リ
、
善
賞
・
悪
罪
ト
、
凡
テ
悉
ク
二
儀
ト
為
シ
、
己
レ
己
レ
ガ
利
ノ
ミ
ヲ
欲
ス
ル
転
下

ノ
大
迷
ト
為
ル44

　

」
と
あ
る
よ
う
に
、
儒
教
の
「
男
女
の
別
」
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
「
五
倫
ト
ハ
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
、
是
レ
聖
人
教
門
ヲ
立
ツ
ル

ノ
私
作
ナ
リ
。
自
然
ノ
人
倫
ニ
於
テ
此
ノ
配
当
有
ル
コ
ト
無
シ45

　

」
と
し
て
「
五
倫
」
を

批
判
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
昌
益
は
、「
夫
婦
ニ
シ
テ
一
人
ナ
ル
ガ
自
然
ノ
真
道
ナ
ル
ニ
、
一
夫
ニ
二
女

ヲ
附
ク
、
是
レ
人
ヲ
シ
テ
禽
獣
ノ
業
ニ
落
サ
シ
ム
ル
ノ
始
メ
ナ
リ46

　

」
な
ど
と
述
べ
て
、

「
聖
人
」
の
一
夫
多
妻
を
批
判
し
、「
夫
婦
ニ
シ
テ
一
人
」
の
論
か
ら
、
一
夫
一
婦
を

主
張
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
夫
婦
の
別
」
は
批
判
し
、
一
夫
多
妻
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
批
判
す

る
も
の
の
、
た
だ
し
、
儒
教
の
女
性
観
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
仏
教
の
「
五
障
三

従
」
批
判
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
具
体
的
な
批
判
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

次
に
神
道
批
判
を
見
て
み
よ
う
。
神
話
批
判
を
展
開
す
る
昌
益
で
あ
る
が
、
性
別
観
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女
神
が
先
に
言
葉
を
言
っ
た
の
が
よ
く
な
い
と
し
て
、
柱
を
巡
り
直
し
、
男
神
が
先

に
唱
え
、
女
神
が
後
か
ら
応
え
た
と
い
う
神
話
に
対
し
て
、
こ
れ
を
「
可
」
で
あ
る
と

述
べ
て
、
昌
益
は
、
男
性
優
位
的
な
考
え
方
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

陰
先
ダ
チ
、
女
先
ダ
チ
、
牝
雞
先
ヅ
鳴
ク
ノ
例
、
不
吉
ノ
表
示
ナ
リ55

　

。

と
述
べ
て
お
り
、
女
が
先
に
立
つ
こ
と
は
、
雌
鶏
が
先
に
鳴
く
と
い
う
古
代
中
国
の
例

え
に
あ
る
よ
う
に
、「
不
吉
の
表
示
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

男
誘
ヒ
来
リ
感
ズ
レ
バ
、
女
誘
ハ
レ
順
キ
、
世
ヲ
暦へ

ル
則と
き
ハ
、
全
ク
上
下
貴
賤
ノ

二
別
無
ク
、
乱
争
・
妄
戦
ノ
苦
難
無
ク
、
天
地
ト
与
ニ
耕
食
シ
織
衣
シ･･･

56

「
男
誘
ヒ
」「
女
誘
ハ
レ
」
と
し
て
、
男
性
を
主
導
的
立
場
と
し
、
女
を
「
順
く
」
も

の
と
捉
え
て
い
る
。「
男
女
に
し
て
一
人
」
と
し
て
、
徹
底
し
て
二
別
を
否
定
す
る
昌

益
で
あ
る
の
に
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
男
女
に
差
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
状
態
を
、
昌
益
は
「
全
ク
上
下
貴
賤
ノ
二
別
無
ク
」
と
言
っ
て
、

全
く
疑
問
を
呈
し
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
昌
益
は
、
神
の
系
譜
に
お
け
る
第
一
代
か
ら
第
三
代
が
「
乾
道
独
化
」
と
し

て
男
神
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
批
判
す
る
な
か
で
、

進
気
ハ
男
神
、
退
気
ハ
女
神
ナ
リ57

　

。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
進
」
を
男
に
、「
退
」
を
女
に
あ
て
は
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
昌
益
は
、「
陰
陽
」
が
含
む
上
下
優
劣
を
否
定
す
る
た
め
に
、「
進
退
」
と
い
う
運

動
の
概
念
を
導
入
し
、「
進
退
」
を
「
二
別
」
で
は
な
く
「
一
気
」
で
あ
る
と
し
た
は

ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
進
退
」
の
語
を
、
男
は
「
進
」、
女
は
「
退
」
と
対
応
さ
せ
、

固
定
化
さ
せ
て
し
ま
う
。

　

さ
ら
に
「
天
地
」
に
つ
い
て
も
、「
男
ハ
転
、
女
ハ
定
、
大
転
定
・
小
男
女
ハ
自
然

一
気
ノ
進
退
ナ
リ58

　

」
と
あ
り
、
男
を
「
天
」、
女
を
「
地
」
と
、
固
定
的
に
捉
え
て
い

る
。
こ
う
な
れ
ば
、「
男
女
」
に
優
劣
が
入
り
込
む
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
は
困
難
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
昌
益
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
（
天
照
大
神
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
男
神
」
と
捉

え
て
い
る
。
神
話
に
お
い
て
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
ス
サ
ノ
オ
を
「
弟
」
と
呼
び
、
ス
サ

ノ
オ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
を
「
姉
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
女
神
と
捉
え
ら
れ
る
が
、

こ
れ
を
男
神
と
し
た
り
、
両
性
具
有
的
と
捉
え
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
説
が
存
在
し
た
こ

　

ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、「
男ヒ
ト女

ハ
万
万
人
ニ
シ
テ
只
一
人
」
と
い
う
万
人
の

平
等
が
成
り
立
つ
背
景
に
あ
る
の
は
、『
稿
本 

自
然
真
営
道
』「
大
序
巻
」
に
、「
本
是

レ
転
定
・
活
真
、
一
体
ノ
為
ル
所
ナ
リ49

　

」
と
説
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
一
体
な
る
「
活

真
」
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
「
大
序
巻
」
に
は
、

運
回
ス
ル
転
定
ハ
、
土
活
真
ノ
全
体
ナ
リ
。（
中
略
）
人
・
物
、
各
各
悉
ク
活
真

ノ
分
体
ナ
リ50

　

。

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
天
地
万
物
は
、
根
源
的
な
「
活
真
」「
土
活
真
」
の
運
動
の

あ
ら
わ
れ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
す
な
わ
ち
、
汎
神
論
的
な
思
考
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
昌
益
は
神
道
を
批
判
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
自
然
の
神

道
」
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
神
観
念
自
体
は
否
定
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ

「
神
」
と
い
う
言
葉
を
積
極
的
に
用
い
て
、「
活
真
」
を
説
明
し
て
い
る
。
昌
益
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

神
ハ
無
始
無
終
・
無
死
無
生
ニ
シ
テ
、
唯
常
中
、
自
リ
然
ル
真
ノ
自
感
ニ
シ
テ
、

進
伸
・
退
止
ノ
一
気
ナ
リ51

　

。

　

「
神
」
は
、
進
伸
・
退
止
を
繰
り
返
す
「
一
気
」
で
あ
る
と
さ
れ
、「
自
然
」
の

「
活
真
」
の
自
己
運
動
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

転
定
・
人
身
、
唯
此
ノ
一
神
ノ
自
行
ナ
リ52

　

。

　

天
地
宇
宙
も
人
身
も
、「
一
神
」
の
自
己
運
動
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
、
捉
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
昌
益
の
独
自
の
「
活
真
」
と
い
う
言
葉
を
、「
神
」
と
い
う
言
葉

で
言
い
換
え
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

（
４
）
昌
益
に
見
ら
れ
る
差
別
観

　

以
上
の
よ
う
に
平
等
論
を
展
開
し
た
昌
益
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
著
作
中

に
は
、
男
尊
女
卑
的
観
念
も
存
在
し
て
い
る53

　

。

　

昌
益
は
、『
稿
本 

自
然
真
営
道
』「
私
法
神
書
巻
上
」
に
お
い
て
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ

ナ
ミ
の
神
話
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
是
レ
ヨ
リ
御
柱
ヲ
巡
リ
直
シ
、
陽
神
ハ
左
ヨ
リ
、
陰
神
ハ
右
ヨ
リ
一
処
ニ
巡
リ

合
ヒ
、
陽
神
先
ズ
唱
ヒ
テ
陰
神
後
ニ
唱
フ
」
ト
云
ヘ
ル
コ
ト
、
是
レ
可54
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倫
」
を
提
唱
し
て
い
る
。

自
然
ノ
五
倫
ハ
、
祖
父
母
ニ
父
母
ニ
吾
ニ
子
ニ
孫
ニ
、
各
々
夫
婦
ニ
シ
テ
一
人
ニ

シ
テ
五
人
ナ
リ
。
此
ノ
五
人
ニ
シ
テ
一
人
、
一
人
ニ
シ
テ
此
ノ
五
人
、
対
セ
ズ
ト

云
フ
者
無
シ
。
故
ニ
転
下
ニ
五
人
ニ
シ
テ
一
人
ガ
夫
婦
ニ
シ
テ
一
人
、
転
下
ニ
人

ハ
唯
一
人
ナ
リ
。（
中
略
）
転
下
ハ
万
万
人
ガ
一
直
耕
ノ
一
人
ナ
リ62

　

　

こ
こ
で
は
、
祖
父
母
、
父
母
、
夫
婦
、
子
供
夫
婦
、
孫
夫
婦
と
い
う
五
組
の
夫
婦
を

捉
え
て
、「
自
然
の
五
倫
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
対
の
夫
婦
で
一
人
、
五
組
の

夫
婦
で
五
人
、
五
人
に
し
て
一
人
と
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
天
下
に
は
た
だ
一
人
で
あ

る
と
、
社
会
的
な
身
分
上
下
の
否
定
の
論
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
、
一
対
の
夫
婦
が
代
々
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
家
系
が
つ
な
が
っ

て
い
く
こ
と
が
、
疑
い
も
な
く
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
昌
益
に
お
い
て
も
、

家
の
継
続
の
観
念
を
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
な
い
点
が
限
界
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

３　

増
穂
残
口
と
安
藤
昌
益
―
―
平
等
論
の
背
景
に
あ
る
思
想
と
そ
の
課
題

　

以
上
、
増
穂
残
口
と
安
藤
昌
益
に
つ
い
て
、
そ
の
男
女
平
等
論
と
、
そ
れ
を
成
立
さ

せ
て
い
る
思
想
的
背
景
、
及
び
そ
の
問
題
点
を
見
て
き
た
。
ほ
ぼ
半
世
紀
の
年
齢
差
の

あ
る
二
人
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
に
は
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
平
等
論
を

成
立
さ
せ
る
根
拠
と
な
る
思
想
と
し
て
は
、
二
者
に
共
通
し
て
、
二
つ
の
思
想
を
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
汎
神
論
的
思
想
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
対
等
な
陰
陽

観
で
あ
る
。

　

汎
神
的
思
想
は
、
根
源
的
な
る
も
の
が
万
物
に
内
在
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
が
、

残
口
に
お
い
て
は
「
塵
滴
の
中
に
も
高
天
原
あ
り
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
、
昌
益
に
お
い

て
は
「
転
定
・
活
真
、
一
体
ノ
為
ル
所
ナ
リ
」
と
述
べ
ら
れ
て
、
両
者
に
お
い
て
、
平

等
性
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
汎
神
的
思
想
が
た
だ
ち
に
平
等
思
想
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
す
で

に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
残
口
に
お
い
て
は
、
現
実
の
身
分
差
や
男
女
差
が
す
べ
て

と
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
昌
益
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

転
照
太
神
ハ
大
進
火
神
、
転
ノ
主
、
人
・
物
ノ
父
神
、
壮
男
神
、（
中
略
）
素
戔

烏
ハ
小
退
ノ
金
神
、
実
リ
堅
メ
、
人
・
物
ノ
収
斂
、
息
娘
神59

　

　

こ
こ
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
「
大
進
」
の
「
火
神
」
と
し
て
、「
父
神
」「
男
神
」
で

あ
る
と
し
、
ス
サ
ノ
オ
を
「
小
退
」
の
「
金
神
」
と
し
て
、「
娘
神
」
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
昌
益
に
お
い
て
は
、
男
は
「
進
」
で
「
天
」、
女
は
「
退
」
で
「
地
」
で
あ

る
と
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
「
大
進
」
の
「
火
神
」
で

あ
る
「
天
の
主
」
と
す
る
な
ら
、
必
然
的
に
「
男
神
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
昌
益
に
お
い
て
は
、
男
尊
女
卑
的
な
固
定
観
念
が
肯
定
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
面
が
少
な
か
ら
ず
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、「
互
性
」
の
論
は
、
性
別
観
念
に
お

い
て
は
、
不
徹
底
さ
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
昌
益
は
、『
統
道
真
伝
』
人
倫
巻
に
お
い
て
、
結
局
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を

残
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

女
ハ
退
気
外
ニ
シ
テ
進
気
ヲ
内
ニ
包
ム
故
ニ
、
魂
神
外
ニ
通
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ

シ
テ
魯
鈍
・
頑
愚
ナ
リ
。（
中
略
）
男
ハ
進
気
外
ナ
ル
故
ニ
、
魂
神
能
ク
外
ニ
通

達
シ
テ
賢
才
・
工
知
ナ
リ60

　

。

　

女
は
「
外
」
が
「
退
気
」
で
「
内
」
が
「
進
気
」、
男
は
「
外
」
が
「
進
気
」
で

「
内
」
が
「
退
気
」
で
あ
る
と
、
一
応
は
「
互
性
」
の
論
を
働
か
せ
て
い
る
よ
う
に
は

見
え
る
が
、「
進
退
」
が
含
み
持
つ
価
値
の
差
は
、
女
は
「
魯
鈍
・
頑
愚
」、
男
は
「
賢

才
・
工
知
」、
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ

に
女
性
差
別
思
想
に
他
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
言
葉
も
見
ら
れ
る
。

男
心
モ
愚
ナ
レ
バ
女
心
ニ
変
ズ
、
女
心
モ
堅
ナ
レ
バ
男
心
ニ
変
ズ
、
是
レ
ナ
リ61

　

。

　

こ
こ
で
も
、
女
は
「
愚
」、
男
は
「
堅
」、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
昌
益
は

女
性
差
別
を
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
昌
益
は
、
男
性
優
位
の
差
別
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
か
ら
脱
す
る
こ

と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
儒
教
批
判
と
し
て
「
五
倫
」
を
批
判
し
た
昌
益
は
、
独
自
の
「
自
然
の
五
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に
は
「
互
性
」
の
語
を
用
い
て
、
二
別
は
一
体
で
あ
る
こ
と
、
二
別
に
上
下
無
き
こ
と

を
、
自
覚
的
に
繰
り
返
し
説
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
「
互
性
」
の
考
え
方
を
も
っ
て
し

て
も
、
結
局
は
、
優
劣
上
下
の
観
念
の
完
全
な
排
除
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

問
題
は
、
昌
益
の
「
互
性
」
の
論
が
、
天
地
万
物
を
根
源
的
な
「
活
真
」
の
自
己
運

動
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
捉
え
る
汎
神
論
的
思
想
と
結
び
つ
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
転
定

ニ
シ
テ
一
体
」「
男
女
ニ
シ
テ
一
人
」
と
い
う
論
が
、「
善
悪
ニ
シ
テ
一
物
、
邪
正
ニ
シ

テ
一
事63

　

」
な
ど
と
、
明
ら
か
な
価
値
の
差
を
持
つ
二
項
に
も
広
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。「
互
性
」
論
が
、
本
覚
思
想
的
に
展
開
し
た
「
活
真
」
思
想
の
上
に
説

か
れ
て
い
る
た
め
、
二
項
の
一
体
化
の
運
動
は
、
万
象
を
成
立
さ
せ
る
根
源
的
運
動
と

重
ね
ら
れ
て
い
る
。
結
果
、
二
項
に
あ
ら
ゆ
る
価
値
的
差
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

り
、
そ
れ
は
「
互
性
」
性
を
弱
め
、
二
項
の
平
等
性
・
対
等
性
の
論
の
成
立
を
妨
げ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、「
互
性
」
論
を
も
っ
て
、「
男
女
」
か
ら
上
下
尊
卑
を
排

除
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
昌
益
の
「
互
性
」
論
は
、
昌
益
自
身

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

「
互
性
」
論
の
二
つ
目
の
課
題
は
、
男
女
夫
婦
の
一
対
の
ペ
ア
に
お
い
て
「
互
性
」

で
あ
り
平
等
で
あ
る
と
い
う
論
が
、
社
会
的
な
性
差
別
の
解
消
に
直
結
す
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
残
口
は
、「
人
の
道
の
お
こ
り
は
、
夫
婦
よ
り
ぞ
は

じ
ま
る
」、「
夫
婦
ぞ
世
の
根
源
と
し
れ
た
る
欤64

　

」
な
ど
と
述
べ
て
お
り
、
夫
婦
は
「
世

の
根
源
」
で
あ
る
と
も
言
っ
て
い
る
。
昌
益
も
ま
た
「
是
レ
人
倫
ハ
夫
婦
ヨ
リ
始
マ
ル

ナ
リ65

　

」、「
転
下
ハ
唯
夫
婦
ニ
シ
テ
一
人
ナ
リ66

　

」
と
述
べ
て
お
り
、
両
者
と
も
に
、
夫
婦

と
い
う
男
女
一
対
が
基
本
的
単
位
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
男
女
平
等
論
は
、

夫
婦
と
い
う
一
対
の
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
な
男
女
論

と
は
な
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
夫
婦
を
基
盤
と
し
て
成
立
す
る
家
と
そ
の
継
承
が
肯

定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
が
、
問
題
点
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

互
い
に
相
手
の
性
質
を
自
己
の
内
に
持
つ
と
い
う
「
互
性
」
的
思
想
は
、
男
女
各
々

に
お
い
て
は
、「
両
性
具
有
性
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る67

　

。
し
か

し
、
残
口
に
お
い
て
も
昌
益
に
お
い
て
も
、
性
別
に
お
け
る
「
互
性
」
的
論
は
、
あ
く

ま
で
男
女
夫
婦
と
い
う
一
対
の
関
係
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、「
個
」
的
な
存
在
に
お

け
る
「
両
性
具
有
性
」
を
、
自
覚
的
に
普
遍
的
平
等
論
へ
と
発
展
さ
せ
る
に
は
至
ら
な

否
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
汎
神
論
が
、
本
覚
思
想
的
な
、
多
様
な
個
別

存
在
の
肯
定
思
想
に
展
開
し
た
場
合
、
一
方
そ
れ
は
社
会
的
差
別
を
も
肯
定
す
る
思
想

と
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
宗
教
的
平
等
と
社
会
的
平
等
が

異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

昌
益
に
お
い
て
は
、
根
源
的
な
る
「
活
真
」
の
自
己
運
動
が
、
人
の
顔
や
身
体
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
同
一
性
が
説
か
れ
て
お
り
、
そ
こ

か
ら
「
男
女
ハ
万
万
人
ニ
シ
テ
只
一
人
」
と
い
う
平
等
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
人

間
存
在
そ
の
も
の
の
平
等
性
か
ら
、「
直
耕
」
と
い
う
生
産
活
動
を
人
の
あ
る
べ
き
姿

と
し
て
主
張
し
、
階
級
社
会
の
批
判
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
こ
こ
で
は
、
汎
神
論
の
及
ぶ
範
囲
が
、
ま
ず
本
来
的
な
人
間
存
在
そ
の
も
の
と

そ
の
理
想
的
活
動
に
限
定
さ
れ
て
、
現
実
の
差
別
的
あ
り
方
に
及
ん
で
い
な
い
こ
と
が
、

人
間
平
等
論
を
成
功
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
男
女
観
に
関
し
て
は
、
昌
益

自
身
の
男
性
中
心
的
な
本
音
の
部
分
が
あ
ら
わ
れ
て
、
現
実
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
そ
の
ま

ま
肯
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
結
局
は
男
女
平
等
論
が
完
全
な
成
功

に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

平
等
論
を
成
立
さ
せ
る
、
も
う
一
つ
の
思
想
が
、
対
等
な
陰
陽
観
で
あ
る
。
中
国
の

陰
陽
思
想
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
陰
陽
を
対
等
に
捉
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
が
、

対
等
・
平
等
を
成
立
さ
せ
る
の
が
、
対
立
す
る
二
項
が
、
互
い
に
相
手
の
性
質
を
自
己

の
中
に
有
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
残
口
・
昌
益
の
両
者
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
考

え
方
で
あ
る
が
、
昌
益
に
お
い
て
は
、「
互
性
」
と
い
う
言
葉
で
理
論
化
さ
れ
た
。「
互

性
」
の
論
は
、
二
元
の
不
平
等
を
乗
り
越
え
、
男
女
平
等
論
の
根
拠
と
な
る
重
要
な
思

想
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、「
互
性
」
の
論
に
は
次
の
よ
う
な
課
題
が
残
る
。
第
一
の
課
題
は
、
こ
の

論
に
お
い
て
も
、
二
項
に
、
容
易
に
優
劣
上
下
の
観
念
が
持
ち
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
残
口
に
お
い
て
は
、「
男
女
一
双
に
し
て
、
高
下
尊
卑
な
し
」
と
主

張
さ
れ
な
が
ら
も
、
陰
陽
が
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
優
劣
の
差
を
完
全
に
は
払
拭
で
き

ず
、
対
等
な
陰
陽
観
は
成
功
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

陰
陽
に
価
値
的
差
が
入
り
込
む
こ
と
を
防
ぎ
、
二
項
の
平
等
を
保
つ
た
め
に
、
昌
益

は
、
陰
陽
と
い
う
語
を
捨
て
て
、「
進
退
」
と
い
う
運
動
の
概
念
を
持
ち
込
み
、
さ
ら
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１　

船
津
勝
雄
「
神
道
に
お
け
る
女
性
観
の
性
格
」（『
国
史
論
集
』
一
、
一
九
五
九
年
。

総
合
女
性
史
研
究
会
編
『
日
本
女
性
史
論
集
』
五
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、

所
収
）。
浅
野
美
和
子
「
民
衆
宗
教
の
女
人
救
済
論
」（『
歴
史
評
論
』
三
七
一
、

一
九
八
一
年
。
前
掲
『
日
本
女
性
史
論
集
』
五
、
所
収
）
な
ど
参
照
。
な
お
、

「
民
衆
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
捉
え
方
が
あ
り
、
明
確
に
す
べ

き
問
題
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
措
く
。

２　

倉
地
克
直
「
生
活
思
想
に
お
け
る
性
意
識
」（
女
性
史
総
合
研
究
会
編
『
日
本
女

性
生
活
史
』
三
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
○
年
）。

３　

浅
野
美
和
子
「
民
衆
宗
教
に
お
け
る
両
性
具
有
観
」（
大
隅
和
雄
・
西
口
順
子
編

『
シ
リ
ー
ズ
女
性
と
仏
教
２
救
い
と
教
え
』
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）。

４　

『
神
路
手
引
草
』
地
（『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』
岩
波
書

店
、
一
九
七
二
年
）、
二
一
四
頁
。

５　

『
直
路
乃
常
世
草
』（『
神
道
大
系　

論
説
編
二
十
二　

増
穂
残
口
』
神
道
大
系
編

纂
会
、
一
九
八
〇
年
）、
二
四
七
頁
。

６　

『
異
理
和
理
合
鏡
』（『
神
道
大
系　

論
説
編
二
十
二　

増
穂
残
口
』）、
一
四
一
頁
。

７　

『
神
国
加
魔
祓
』（『
神
道
大
系　

論
説
編
二
十
二　

増
穂
残
口
』）、
二
八
二
頁
。

８　

『
神
路
手
引
草
』
天
（『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
一
九

二
頁
。

９　

『
太
極
図
説
』
西
晋
一
郎
・
小
糸
夏
次
郎
訳
註
『
太
極
図
説
・
通
書
・
西
銘
・
正

蒙
』
岩
波
文
庫
、
一
九
三
八
年
。）、
二
一
頁
。

10　

家
永
三
郎
「
増
穂
残
口
の
思
想
」『
日
本
近
代
思
想
史
研
究
』（
増
訂
新
版
）、
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
五
三
年
。

11　

『
異
理
和
理
合
鏡
』（『
神
道
大
系　

論
説
編
二
十
二　

増
穂
残
口
』）、
一
五
七

頁
。

12　

『
神
路
手
引
草
』
天
（『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
一
九

六
頁
。

13　

『
神
路
手
引
草
』
天
（『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
一
九

七
頁
。

か
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
は
あ
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
儒
教
的
な
男
尊
女
卑
思
想
が
拡
大

す
る
江
戸
中
期
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
抗
し
て
、
彼
ら
が
拓
い
た
思
想
的
可
能
性
は
、
あ

ら
た
め
て
思
想
史
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
民
衆
感
覚
に
根
ざ
し

た
彼
ら
の
平
等
論
は
、
当
時
の
民
衆
社
会
の
底
辺
に
、
ま
だ
男
女
平
等
の
感
覚
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
汲
み
上
げ
て
理
論
化
す
る
こ
と

は
、
江
戸
期
の
仏
教
に
は
な
し
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
神
道
に
そ
れ
を
お
こ
な
い

得
る
可
能
性
は
あ
っ
た
が
、
残
口
以
後
は
、
神
道
は
儒
教
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い

く
一
方
で
あ
っ
た
。
時
代
を
先
取
り
し
た
昌
益
の
思
想
は
、
継
承
さ
れ
る
こ
と
な
く
時

代
の
流
れ
の
中
に
埋
も
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。

　

彼
ら
の
萌
芽
的
思
想
が
、
そ
の
後
の
時
代
へ
と
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
問
題
は
、
思

想
史
の
問
題
と
し
て
、
現
代
の
我
々
が
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
西

洋
的
平
等
論
が
入
る
以
前
か
ら
、
民
衆
に
根
ざ
し
た
平
等
思
想
が
存
在
し
、
男
女
平
等

を
説
い
た
思
想
家
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
理
論
と
問
題
点
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て
も
未
だ
解
決
さ
れ
な
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
を
考
え

る
た
め
に
、
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。
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に
お
け
る
男
性
イ
メ
ー
ジ
―
」（『
女
性
史
学
』
第
八
号 

、
女
性
史
総
合
研
究
会
、

一
九
九
八
年
）
な
ど
参
照
。

30　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
巻
五
、
私
法
儒
書
巻
二
（
安
藤
昌
益
研
究
会
『
安
藤
昌

益
全
集
』
三
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
三
年
）、
三
一
五
頁
。

31　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
巻
五
、
私
法
儒
書
巻
二
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
三
）、
三

一
五
〜
三
一
六
頁
。

32　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
巻
四
、
私
法
儒
書
巻
一
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
三
）、
二

二
九
〜
二
三
〇
頁
。

33　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
第
二
十
五
「
真
道
哲
論
巻
」（
安
藤
昌
益
研
究
会
『
安
藤

昌
益
全
集
』
一
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
二
年
）、
二
六
八
頁
。

34　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
大
序
巻
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
一
）、
六
三
〜
六
四
頁
。

35　

『
統
道
真
伝
』
五
、
万
国
巻
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
十
二
、
一
九
八
五
年
）、
二
五

二
頁
。

36　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
大
序
巻
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
一
）、
一
一
三
〜
一
一
四

頁
。

37　

『
統
道
真
伝
』
三
、
人
倫
巻
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
十
、
一
九
八
五
年
）、
九
一
頁
。

38　

『
統
道
真
伝
』
三
、
人
倫
巻
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
十
）、
一
五
一
頁
。

39　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
第
七
、
私
法
仏
書
巻
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
四
、）、
二
五

八
頁
。

40　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
大
序
巻
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
一
）、
八
○
頁
。

41　

『
統
道
真
伝
』
二
、
糺
仏
失
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
九
）、
五
六
頁
。

42　

『
統
道
真
伝
』
二
、
糺
仏
失
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
九
）、
一
五
九
頁
。

43　

『
統
道
真
伝
』
二
、
糺
仏
失
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
九
）、
二
六
五
頁
。

44　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
第
四
、
私
法
儒
書
巻
一
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
三
）、
五

八
頁
。

45　

『
統
道
真
伝
』
一
、
糺
聖
失
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
八
、
一
九
八
四
年
）、
一
三
三

頁
。

46　

『
統
道
真
伝
』
一
、
糺
聖
失
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
八
）、
一
八
八
頁
。

47　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
第
九
、
私
法
神
書
巻
上
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
五
、
一
九

14　

『
神
路
手
引
草
』
天
（『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
一
九

七
頁
。

15　

『
神
路
手
引
草
』
天
（『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
一
九

六
頁
。

16　

『
神
路
手
引
草
』
天
（『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
一
九

九
頁
。

17　

『
神
路
手
引
草
』
天
（『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
一
九

七
頁
。

18　

『
有
像
無
像
小
社
探
』（『
神
道
大
系　

論
説
編
二
十
二　

増
穂
残
口
』）、
一
九

七
頁
。

19　

『
異
理
和
理
合
鏡
』（『
神
道
大
系　

論
説
編
二
十
二　

増
穂
残
口
』）、
一
五
二
頁
。

20　

『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』『
日
本
思
想
大
系
19
中
世
神
道
論
』
岩
波
書
店
、
一
九

七
七
年
、
二
四
六
〜
二
四
七
頁
。

21　

『
陽
復
記
』（『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
九
一
頁
、
九
四

頁
。

22　

『
神
路
手
引
草
』
天
（『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
一
九

九
頁
。

23　

『
神
路
手
引
草
』
天
（『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
一
九

七
頁
。

24　

『
神
路
手
引
草
』
天
（『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
一
九

六
頁
。

25　

『
艶
道
通
鑑
』（『
神
道
大
系　

論
説
編
二
十
二　

増
穂
残
口
』）、
十
頁
。

26　

『
神
国
加
魔
祓
』（『
神
道
大
系　

論
説
編
二
十
二　

増
穂
残
口
』）、
二
六
四
頁
。

27　

家
永
三
郎
、
前
掲
書
。

28　

前
田
勉
「
増
穂
残
口
の
神
道
説
と
「
日
本
人
」
観
念
」『
近
世
神
道
と
国
学
』（
ぺ

り
か
ん
社
、
二
○
○
二
）。
前
田
勉
「
仏
教
と
江
戸
の
諸
思
想
」（
末
木
文
美
士
編

『
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
13
民
衆
仏
教
の
定
着
』
佼
成
出
版
社
、
二
○
一
○
年
）
な
ど

参
照
。

29　

小
林
准
士
「
近
世
日
本
に
お
け
る
恋
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
増
穂
残
口
『
艶
道
通
鑑
』
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（　　）25

穂
残
口
の
神
観
念
の
検
討
を
通
し
て
―
―
」（『
日
本
女
子
大
学
紀
要 

人
間
社
会

学
部
』
第
三
一
号
、
二
〇
二
一
年
）。

八
四
年
）、
二
六
○
〜
二
六
一
頁
。

48　

『
統
道
真
伝
』
一
、
糺
聖
失
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
八
）、
九
一
頁
。

49　

注
40
掲
載
。

50　

『
稿
本 
自
然
真
営
道
』
大
序
巻
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
一
）、
六
五
頁
。

51　

『
稿
本 
自
然
真
営
道
』
第
九
、
私
法
神
書
巻
上
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
五
）、
二

八
五
頁
。

52　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
第
九
、
私
法
神
書
巻
上
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
五
）、
二

五
五
頁
。

53　

三
宅
正
彦
編
『
安
藤
昌
益
の
思
想
史
的
研
究
』（
岩
田
書
院
、
二
○
○
一
年
）
な

ど
参
照
。

54　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
第
九
、
私
法
神
書
巻
上
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
五
）、
二

七
二
頁
。

55　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
第
九
、
私
法
神
書
巻
上
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
五
）、
二

七
二
頁
。

56　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
第
九
、
私
法
神
書
巻
上
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
五
）、
二

六
三
頁
。

57　

注
47
掲
載
。

58　

『
統
道
真
伝
』
一
、
糺
聖
失
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
八
）、
三
三
〇
頁
。

59　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
第
九
、
私
法
神
書
巻
上
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
五
）、
二

九
八
頁
。

60　

『
統
道
真
伝
』
三
、
人
倫
巻
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
十
）、
一
五
三
〜
一
五
四
頁
。

61　

『
統
道
真
伝
』
三
、
人
倫
巻
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
十
）、
二
四
五
頁
。

62　

『
統
道
真
伝
』
一
、
糺
聖
失
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
八
）、
一
三
四
頁
。

63　

『
稿
本 

自
然
真
営
道
』
第
四
、
私
法
儒
書
巻
一
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
三
）、
五

八
頁
。『
統
道
真
伝
』
一
、
糺
聖
失
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
八
）、
一
二
八
頁
。

64　

『
艶
道
通
鑑
』（『
神
道
大
系　

論
説
編
二
十
二　

増
穂
残
口
』）、
八
頁
。

65　

『
統
道
真
伝
』
三
、
人
倫
巻
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
十
）、
二
〇
七
頁
。

66　

『
統
道
真
伝
』
三
、
人
倫
巻
（『
安
藤
昌
益
全
集
』
十
）、
二
〇
八
頁
。

67　

こ
の
問
題
に
関
連
し
て
は
、
拙
稿
「
近
世
神
道
思
想
に
お
け
る
性
別
意
識
―
―
増




