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山
口
鋭
之
助
の
祭
政
一
致
構
想
と
神
社
界 

―
大
國
隆
正
を
回
路
と
し
て

―

上　

西　
　
　

亘　
　

　
　
　
　
一
、　
は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
山
口
鋭
之
助
の
陵
墓
を
中
心
と
す
る
特
異
な
祭
政
一
致
構
想
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
大
正
期
の
神
社
界
が
主
張
し
た

祭
政
一
致
構
想
と
の
関
わ
り
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
近
代
の
多
様
な
祭
政
一
致
構
想
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
取
り
組

ん
で
き
た
大
國
隆
正
の
祭
政
一
致
を
め
ぐ
る
理
念
が
近
代
に
与
え
た
影
響
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。

　

本
稿
で
対
象
と
す
る
山
口
鋭
之
助
は
、
京
都
帝
大
教
授
、
学
習
院
院
長
、
宮
内
省
諸
陵
頭
、
宮
中
顧
問
官
を
歴
任
し
た
人
物（

１
）で
あ
り
、

と
り
わ
け
昭
和
前
期
以
降
の
大
國
隆
正
の
顕
彰
を
牽
引
し
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
山
口
が
大
國
隆
正
に
私
淑
し
て
い

た
こ
と
に
つ
い
て
は
新
田
均
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
新
田
に
よ
る
と
昭
和
前
期
に
作
ら
れ
た
伝
統
の
一
環
と
し
て
佐
藤
信
淵
や
大

國
隆
正
が
俄
に
注
目
を
集
め
、
忘
れ
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
隆
正
の
顕
彰
活
動
が
昭
和
二
年
以
降
、
山
口
鋭
之
助
に
よ
っ
て
活
発
に
展
開

さ
れ
、
隆
正
を
取
り
上
げ
る
論
考
が
増
加
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

２
）。
ま
た
、
山
口
の
祭
政
一
致
観
を
紹
介
し
た
先
行
研
究
に
藤
田

大
誠
の
論
考
が
あ
り
、
大
正
・
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
祭
政
一
致
論
に
お
い
て
八
神
殿
奉
斎
が
中
心
的
課
題
と
し
た
神
社
界
に
あ
っ
て
、
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山
口
が
山
陵
祭
祀
を
祭
政
一
致
の
中
心
的
課
題
に
置
い
た
特
異
な
祭
政
一
致
体
制
論
を
説
い
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る（

３
）。

次
い
で
東
郷

茂
彦
は
、
山
口
個
人
に
焦
点
を
当
て
て
事
蹟
や
思
想
を
詳
細
に
記
し
た
初
め
て
の
論
考
を
物
し
て
お
り
、
そ
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
知

る
上
で
画
期
的
な
業
績
と
い
え
る（

４
）。

　

そ
も
そ
も
明
治
初
期
の
神
祇
行
政
は
、
天
皇
親
祭
に
よ
る
祭
政
一
致
体
制
の
樹
立
を
目
指
し
た
こ
と
は
多
く
の
論
考
で
語
ら
れ
て
い
る（

５
）。

こ
う
し
た
天
皇
親
祭
体
制
が
構
築
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
転
機
と
な
っ
た
の
が
神
武
天
皇
陵
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
向
で
あ
る
。

　

神
武
天
皇
陵
修
補
→
修
補
の
た
め
の
祭
祀
→
恒
例
祭
→
皇
霊
殿
祭
祀（

６
）

　

こ
の
よ
う
に
近
代
的
な
祭
政
一
致
体
制
は
、
陵
墓
の
祭
祀
に
は
じ
ま
り
、
そ
れ
が
皇
室
祭
祀
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て

確
立
し
て
い
っ
た
。

　

さ
ら
に
山
陵
に
お
け
る
神
仏
判
然
は
、
讃
岐
坂
出
の
崇
徳
上
皇
陵
の
祭
祀
が
神
式
に
改
め
ら
れ
、
か
つ
そ
の
神
霊
を
祀
る
べ
く
坂
出
か

ら
京
都
へ
神
霊
を
迎
え
て
白
峰
宮
が
創
建
さ
れ
た（

７
）一

連
の
山
陵
の
神
仏
分
離
・
山
陵
整
備
過
程
と
、
明
治
政
府
の
初
期
の
神
社
創
建
の
事

例
か
ら
見
る
と
、
神
社
を
創
建
し
て
皇
霊
を
祀
る
こ
と
、
そ
し
て
山
陵
を
整
備
し
て
神
式
に
祭
儀
を
改
め
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
と
い
え

る（
８
）。

ま
た
近
代
の
山
陵
を
考
え
る
上
で
欠
か
せ
な
い
山
陵
の
汚
穢
の
有
無
に
つ
い
て
も
、
明
治
元
年
、
天
皇
の
陵
墓
を
穢
と
す
る
か
に
つ

い
て
の
諮
詢
は
「
汚
穢
と
し
な
い
」
と
結
論
が
出
さ
れ
た（

９
）。
し
か
し
、
山
陵
の
「
穢
」
が
こ
の
と
き
払
拭
さ
れ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は

な
く
、
閏
四
月
一
八
日
「
来
ル
二
三
日
辰
刻　

山
科
陵　

後
月
輪
東
陵
等　

御
参
拝）

（1
（

」
が
順
延
に
な
る
な
ど）

（（
（

前
途
多
難
で
あ
っ
た
。
山
陵

に
お
け
る
祭
祀
の
形
成
は
中
途
で
終
わ
っ
た
感
が
否
め
な
い
が
、
明
治
初
期
の
陵
墓
の
祭
祀
が
神
式
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
画
期

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
こ
で
重
要
と
思
慮
す
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
山
口
が
皇
室
祭
祀
と
山
陵
祭
祀
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
で
新
し
い
祭
政
一
致
体
制
を

構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
明
治
初
年
に
形
成
さ
れ
た
近
代
的
な
祭
政
一
致
体
制
だ
け
が
祭
政
一
致
の
あ
る
べ
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き
姿
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
山
口
の
構
想
し
た
祭
政
一
致
体
制
に
つ
い
て
著
作
を
中
心
に

再
構
成
す
る
と
と
も
に
、
大
國
隆
正
と
の
影
響
関
係
や
顕
彰
運
動
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
正
か
ら
昭
和
初
年
の
祭
政
一
致

体
制
を
め
ぐ
る
動
向
の
一
端
を
描
写
し
た
い
と
考
え
る
。

　
　
　
　
二
、
山
口
の
陵
墓
観

　

山
口
は
山
陵
に
関
わ
る
膨
大
な
論
考
を
著
し
て
い
る
が
、
特
に
神
社
と
山
陵
の
関
係
、
特
に
祭
政
一
致
に
関
わ
る
こ
と
に
学
問
的
な
興

味
関
心
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
山
口
の
著
作
で
あ
る
『
天
皇
の
祭
祀
を
中
心
と
す
る
明
治
維
新
史
の
考
察
』
を
紹
介
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
山
口
の
思
想
を
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。

　

山
口
に
よ
れ
ば
本
来
陵
祭
を
篤
く
執
り
行
う
こ
と
は
古
来
よ
り
尊
ば
れ
、「
瓊
々
杵
命
よ
り
先
帝
に
至
る
ま
で
の
神
霊
を
悉
く
其
の
御

在
所
に
祭
祀
す
る
の
制
度
は
実
に
我
が
国
体
の
象
徴
で
あ
る）

（1
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
磐
座
の
祭
祀
が
岩
戸
と
同
義
で
あ
る
と
し
た
上

で
、
柿
本
人
麻
呂
の
「
天
の
原
岩
戸
を
閉
て
て
神
あ
が
り
あ
が
り
い
ま
し
ぬ
」
な
ど
の
歌
数
首
を
例
示
し
「
何
れ
も
石
戸
と
は
墓
の
こ
と

で
あ
る
。」
と
定
義
す
る）

（1
（

。
こ
の
磐
座
が
墓
を
淵
源
と
す
る
理
解
は
、

　
　

�

神
は
磐
座
に
坐
す
も
の
で
、
そ
の
磐
座
は
岩
戸
、
即
ち
墓
で
あ
つ
て
も
、
磐
座
は
決
し
て
肉
体
の
埋
め
て
あ
る
処
の
墓
に
限
る
と
云

ふ
意
味
で
は
な
い
。
前
に
云
つ
た
天
上
の
磐
座
に
肉
体
の
有
無
を
詮
議
す
る
必
要
は
な
い
。
語
部
た
ち
の
常
に
見
て
居
た
祭
政
一
致

時
代
の
神
様
の
坐
す
処
が
、
石
を
積
ん
だ
墓
の
形
の
磐
座
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
天
上
の
神
様
の
事
を
云
ふ
時
に
も
磐
座
の
語

が
あ
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
又
大
和
に
居
る
語
り
部
た
ち
は
、
眼
の
前
に
沢
山
な
神
籬
、
磐
座
を
見
慣
れ
て
居
る
。
そ
の
中
で
も
御

代
々
の
神
様
の
神
籬
、
磐
座
は
そ
の
石
積
も
最
も
壮
大
で
樹
木
も
鬱
葱
と
し
て
居
る
。
そ
れ
は
後
に
云
ふ
処
の
陵
で
あ
る
。
氏
々
の

祖
先
の
神
の
磐
座
も
主
と
し
て
そ
の
墳
墓
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う）

（1
（
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と
い
う
見
解
と
し
て
表
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
陵
墓
に
つ
い
て
の
祭
祀
は
、山
口
の
理
解
で
は
大
宝
律
令
下
に
お
け
る
神
祇
官
に
よ
っ
て
軽
視
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
理
由
を
山
口
は
、
律
令
制
神
祇
官
が
「
純
然
た
る
唐
の
太
常
寺
の
模
倣
」
で
あ
っ
た
た
め
と
し
、
九
寺
（
九
卿
）
の
一
つ
で
あ
り
、

国
家
の
祭
祀
を
司
っ
て
い
た
「
太
常
寺
は
元
宗
廟
山
陵
天
神
地
祇
を
祀
る
役
所
で
あ
つ
た
が
、
唐
は
新
に
山
陵
を
宗
正
寺
に
移
し
て
特
に

重
き
を
宗
廟
に
置
く
こ
と
に
」
し
た
の
で
あ
る
が
、
元
来
日
本
と
中
国
で
は
祭
祀
の
根
本
観
念
が
異
な
る
た
め
、
唐
の
制
度
を
日
本
が
模

倣
し
た
と
き
、
結
果
と
し
て
天
神
地
祇
の
祭
祀
ば
か
り
が
尊
重
さ
れ
、
本
来
尊
ば
れ
て
き
た
陵
祭
は
治
部
省
に
置
か
れ
、
後
に
諸
陵
寮
の

扱
い
と
な
る
な
ど
、
両
者
の
扱
い
に
軽
重
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
へ
の
祭
祀
が
天
神
地
祇
の
祭
祀
と
比
べ
て
非
常
に
軽
視
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る）

（1
（

。
そ
れ
と
と
も
に
陰
陽
五
行
説
の
思
想
の
渡
来
に
よ
っ
て
、
古
伝
説
記
述
の
際
に
は
天
皇
神
霊
の
御

在
所
は
特
に
尊
ん
で
陵
と
称
さ
れ
て
い
た
が
、
墳
墓
を
恐
怖
厭
忌
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
天
神
地
祇
の
墳
墓
が
陵
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
な

く
な
る
に
従
っ
て
、
天
皇
の
陵
が
恐
怖
厭
忌
の
対
象
と
な
っ
た）

（1
（

と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
を
み
て
も
、
こ
の
時
期
が
山
陵
汚
穢
の

画
期
と
な
っ
た
と
山
口
は
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

右
の
よ
う
な
陵
墓
に
対
す
る
恐
怖
厭
忌
を
最
も
惹
起
さ
せ
た
と
山
口
が
考
え
た
の
が
、「
儒
教
神
道
」
で
あ
る
。
即
ち
、「
著
し
く
仏
教

を
嫌
ふ
儒
者
の
間
に
は
、
又
魂
魄
に
よ
つ
て
陵
墓
を
軽
視
し
宗
廟
の
祭
祀
を
重
ん
ず
る
支
那
の
祭
祀
制
度
を
理
想
と
す
る
思
想
が
あ
る
。

此
の
二
の
思
想
を
結
合
し
仏
臭
を
排
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
」
が
儒
教
神
道
で
あ
る
と
定
義
し
、「
山
陵
の
恐
怖
厭
忌
と
神
祇
禁
忌

の
苛
烈
と
が
極
度
に
達
し
て
い
た
平
安
朝
で
さ
へ
皇
霊
の
御
在
所
た
る
山
陵
を
敢
へ
て
穢
と
称
す
る
も
の
は
無
か
つ
た
。
然
る
に
一
派
の

儒
教
神
道
家
は
山
陵
を
穢
所
な
り
と
妄
断
し
、
神
霊
は
別
に
四
神
相
応
の
清
地
に
神
社
を
営
み
て
之
に
祀
る
べ
し
」
と
、
儒
教
神
道
家
が

主
張
し
た
こ
と
に
政
府
当
局
が
共
鳴
し
た
結
果
、「
魂
を
招
き
祀
れ
る
神
社
の
み
を
奉
斎
し
、
魄
即
ち
無
き
が
ら
を
埋
め
た
る
陵
墓
は
祭

る
に
及
ば
ぬ
と
い
う
方
針
」
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る）

（1
（

。
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さ
ら
に
儒
教
の
系
統
を
持
つ
と
さ
れ
る
水
戸
派
儒
学
者
も
平
田
派
の
凋
落
と
時
を
同
じ
く
し
て
政
府
の
方
針
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
っ

た
と
山
口
は
説
い
て
い
る
。
水
戸
派
儒
学
者
は
、
教
部
省
の
設
立
の
趣
旨
を
「
表
面
規
模
を
弘
大
し
て
神
儒
仏
三
教
を
包
含
」
す
る
狙
い

が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
実
質
に
は
「
儒
教
心
酔
者
の
神
仏
両
教
の
排
斥
を
実
行
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
つ
た
」
と
ま
で
断
定
し
て
お
り
、
そ

の
「
儒
教
心
酔
者
」
が
画
策
し
た
と
す
る
も
の
は
伊
勢
神
宮
の
宮
中
遷
座
案
で
あ
る
と
し
て
「
伊
勢
の
神
鏡
を
宮
中
に
移
す
こ
と
は
伊
勢

神
宮
の
破
壊
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
の
破
壊
さ
へ
も
敢
へ
て
し
よ
う
と
い
ふ
ほ
ど
の
大
英
断
で
あ
る
か
ら
開
闢
以
来
の
天
皇
の
祭
祀
制
度
の

変
革
と
い
う
大
事
件
が
此
の
案
の
一
部
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
も
不
思
議
は
な
い
。
天
皇
の
祭
祀
の
制
度
を
陵
祭
本
位
か
ら
廟
祭
本
位
に

変
化
す
れ
ば
千
年
来
の
迷
信
に
逆
つ
て
ま
で
も
陵
墓
に
神
祇
道
の
祭
典
を
興
す
必
要
は
な
い）

（1
（

。」
と
逆
説
的
に
「
水
戸
派
儒
学
者
」
が
画

策
し
た
と
す
る
廟
祭
本
位
に
変
革
す
る
制
度
を
批
判
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
山
口
鋭
之
助
の
山
陵
に
対
す
る
理
解
が
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
重
要
と
考
え
る
の
は
、
山
口
が
山
陵
の
祭
祀
を
磐
座
の
祭
祀
＝
墓
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
し
、
太
古
よ
り
最
も
重

視
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
た
山
口
の
特
異
な
山
陵
観
が
彼
の
特
異
な
祭
政
一
致
体
制
を

め
ぐ
る
構
想
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
三
、
山
陵
祭
祀
と
皇
室
祭
祀

　

山
口
は
諸
陵
頭
と
し
て
山
陵
整
備
に
貢
献
し
て
き
た
。
他
方
で
、
こ
の
山
陵
の
整
備
と
皇
室
祭
祀
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た

山
陵
祭
祀
が
別
方
向
の
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
嘆
じ
て
い
る
。

　
　

�

明
治
六
年
二
月
に
至
り
山
陵
の
例
祭
式
年
祭
に
於
け
る
奉
幣
使
竝
に
奉
仕
者
の
資
格
を
定
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
陵
に
就
て
は
神
社

の
禄
制
や
祠
官
制
度
等
の
如
き
祭
祀
の
基
礎
的
制
度
は
当
分
設
け
な
い
見
込
み
で
あ
る
が
為
に
、
神
社
と
山
陵
と
の
権
衡
を
取
敢
へ
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ず
之
に
依
つ
て
維
持
せ
ん
と
す
る
彌
縫
策
で
あ
つ
た
。
同
月
に
は
又
前
年
官
国
幣
社
の
社
格
の
定
め
ら
れ
た
時
陵
墓
祭
式
未
定
の
為

特
に
留
保
せ
ら
れ
た
白
峰
宮
鎌
倉
宮
が
官
幣
社
に
列
せ
ら
れ
た
。
之
も
亦
陵
霊
墓
霊
の
祭
祀
を
神
社
に
止
め
ん
と
す
る
政
策
の
一
端

の
現
れ
で
あ
つ
た）

（1
（

。

　

白
峰
宮
や
鎌
倉
宮
の
官
社
列
格
が
「
陵
霊
墓
霊
の
祭
祀
を
神
社
に
止
め
ん
と
す
る
政
策
の
一
端
の
現
れ
」
で
あ
っ
た
か
は
一
考
を
要
す

る
が
、
山
陵
に
「
神
社
の
禄
制
や
祠
官
制
度
等
の
如
き
祭
祀
の
基
礎
的
制
度
は
当
分
設
け
な
い
見
込
み
で
あ
」
っ
た
こ
と
は
山
口
の
指
摘

す
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
山
陵
の
整
備
に
つ
い
て
陵
墓
の
整
備
と
祭
祀
の
交
錯
が
あ
っ
た
こ
と
を
山
口
は
こ
こ
で
明
示
し
た
と
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
陵
墓
の
治
定
と
陵
墓
祭
の
制
定
と
は
意
味
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
明
治
十
一
年
宮
内
省
編
入
が
陵
祭
廃

止
の
画
期
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
山
口
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

初
め
神
祇
官
は
国
家
の
宗
祀
と
し
て
は
先
づ
御
歴
代
山
陵
の
御
祭
典
を
興
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
つ
た
が
教
部
省
が
諸
陵
に
役
人
を
配

置
す
る
に
至
り
神
武
天
皇
以
降
の
皇
后
皇
妃
皇
子
皇
女
の
祭
祀
を
も
興
さ
ん
と
す
る
の
案
を
立
て
た
。
然
る
に
陵
墓
祭
の
問
題
が
数

年
に
渉
つ
て
決
着
し
な
か
つ
た
為
め
に
独
り
陵
墓
に
掌
丁
を
附
け
る
こ
と
即
ち
後
の
所
謂
陵
墓
決
定
の
み
が
進
捗
し
た
。
而
し
て
此

の
陵
墓
決
定
に
当
た
る
官
衙
が
教
部
省
か
ら
内
務
省
宮
内
省
を
転
々
す
る
間
に
此
の
事
業
は
陵
墓
の
祭
祀
と
は
全
然
別
途
の
事
柄
と

考
え
ら
れ
る
様
に
な
つ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
陵
墓
祭
廃
止
の
方
針
が
決
定
し
て
か
ら
後
に
は
陵
墓
決
定
の
事
業
は
却
つ
て
皇
孫
以

下
五
世
に
ま
で
拡
張
せ
ら
れ
陵
墓
祭
廃
止
の
闕
典
の
補
完
事
業
の
様
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た）

11
（

。

　

さ
ら
に
山
口
は
、
明
治
神
宮
と
伏
見
桃
山
陵
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
も
批
判
を
し
て
い
る
。
即
ち
、
本
来
は
山
陵
か
ら
天
皇
の
御
魂
を

奉
迎
し
、そ
の
神
霊
を
創
建
す
る
神
社
に
遷
し
て
は
じ
め
て
御
魂
が
奉
斎
す
る
神
社
に
鎮
ま
る
と
い
う
の
が
山
口
の
考
え
方
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
山
陵
と
神
社
が
同
地
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
社
と
そ
う
で
な
い
神
社
に
社
格
に
格
差
が
あ
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　
　

�

伏
見
桃
山
陵
と
明
治
神
宮
と
に
明
治
天
皇
の
神
霊
を
奉
斎
せ
ら
れ
た
る
は
自
ら
大
正
の
時
代
に
於
け
る
皇
霊
奉
斎
の
標
準
の
法
式
の
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如
く
見
え
る
。
従
つ
て
橿
原
神
宮
以
下
皇
霊
を
奉
斎
せ
る
十
三
の
官
幣
社
が
悉
く
陵
所
を
除
外
し
て
居
る
こ
と
の
言
訳
も
立
ち
譽
田

八
幡
宮
吉
備
津
神
社
猿
投
神
社
羽
咋
神
社
等
天
皇
皇
子
の
陵
墓
を
祀
り
来
つ
た
神
社
は
そ
の
祭
神
の
御
在
所
を
取
り
上
げ
ら
れ
吉
備

津
神
社
が
官
幣
中
社
で
あ
る
外
譽
田
八
幡
宮
以
下
は
却
つ
て
府
県
社
に
貶
さ
れ
て
居
る
こ
と
の
言
訳
も
立
つ
の
で
あ
る
。
併
し
な
が

ら
若
し
内
務
省
に
於
て
愈
渋
川
春
海
谷
重
遠
等
一
派
の
儒
教
神
道
家
の
主
張
が
固
執
せ
ら
れ
陵
墓
を
穢
所
と
し
て
神
社
か
ら
斥
け
ら

れ
る
な
ら
ば
功
臣
の
墓
を
祀
つ
た
別
格
官
幣
社
に
も
亦
此
の
主
義
を
実
施
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
談
山

神
社
太
宰
府
神
社
の
鎌
足
道
真
の
墓
湊
川
神
社
の
楠
氏
の
墓
豊
國
神
社
豊
國
廟
日
光
久
能
両
東
照
宮
の
奥
の
院
等
は
何
れ
も
穢
所
で

あ
る
か
ら
神
社
か
ら
排
斥
す
べ
き
こ
と
を
厳
命
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
排
斥
が
出
来
な
け
れ
ば
是
等
の
神
社
は
別
格
官
幣

社
か
ら
除
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
は
あ
る
ま
い
か）

1（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
山
口
は
、
墓
を
穢
所
と
す
る
な
ら
ば
官
国
幣
社
別
格
官
幣
社
に
預
か
る
神
社
も
考
え
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
か
か
る
山
口
の
構
想
は
、
山
陵
と
同
一
区
画
に
あ
り
山
陵
と
非
常
に
ゆ
か
り
の
深
い
神
社
は
本
来
特
に
崇
敬
し
、
し
か
る
べ

き
社
格
に
列
格
す
べ
き
と
述
べ
る
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
四
、
山
口
の
祭
政
一
致
体
制
を
め
ぐ
る
構
想

　

山
口
は
明
治
初
期
の
祭
政
一
致
の
神
祇
政
策
を
「
明
治
の
神
祇
官
は
厭
陵
の
迷
信
と
神
社
禁
忌
の
陋
習
を
破
り
伊
勢
大
神
宮
歴
代
山
陵

官
国
幣
社
を
国
家
の
宗
祀
と
為
さ
む
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
国
家
の
宗
祀
の
此
の
体
系
を
樹
立
す
る
こ
と
は
明
治
天
皇
が
王
政
復

古
の
御
精
神
と
遊
さ
れ
た
祭
政
一
致
の
御
制
度
の
一
大
理
想
が
あ
つ
た
の
で
あ
る）

11
（

。」
と
し
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
以
下
に
制

度
を
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
提
言
す
る
。

　
　

一
、
山
陵
の
御
祭
典
は
総
て
伊
勢
大
神
宮
の
年
中
行
事
に
準
し
て
其
の
儀
典
を
定
め
ら
れ
る
こ
と
。
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二
、
奈
良
県
及
大
阪
、
京
都
、
東
京
の
三
府
に
各
神
部
署
を
設
け
大
宮
司
以
下
の
神
官
を
配
置
し
て
各
陵
の
御
祭
典
に
奉
仕
せ
し
め

　
　
　
　

ら
れ
る
こ
と
。
鹿
児
島
県
兵
庫
県
滋
賀
県
香
川
県
山
口
県
等
の
各
県
に
あ
る
山
陵
に
は
各
陵
司
或
は
宮
司
を
置
き
て
御
祭
典
に

　
　
　
　

奉
仕
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
。

　
　

三
、
明
治
神
宮
の
組
織
を
改
め
其
の
境
内
の
施
設
を
以
て
今
後
の
山
陵
及
神
部
署
に
宛
て
ら
れ
る
こ
と
。

　
　

四
、
御
大
葬
の
儀
式
は
伊
勢
大
神
宮
の
御
遷
宮
の
例
に
よ
つ
て
之
を
定
め
ら
れ
る
こ
と
。

　
　

五
、
神
祇
官
を
再
興
し
て
内
閣
の
直
属
と
な
し
内
閣
総
理
大
臣
を
し
て
其
の
長
官
を
兼
ね
ら
れ
る
こ
と
。

　
　

六
、
此
の
制
度
に
矛
盾
す
る
現
行
の
法
令
制
度
は
畢
竟
皆
暫
定
的
の
も
の
に
過
ぎ
ぬ
を
以
て
悉
く
こ
れ
を
改
正
せ
ら
れ
る
こ
と
。

　
　

七
、
此
の
機
会
に
於
て
伊
勢
神
宮
の
御
式
年
の
御
造
営
の
制
度
に
改
正
を
加
え
ら
れ
る
こ
と）

11
（

。

　

右
の
提
言
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
山
口
の
論
考
か
ら
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
、
山
陵
の
祭
祀
が
近
代
の
祭
祀
体
系
の
中
で
最
も
重
視
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
畢
竟
す
る
に
待
遇
や
体
裁
は
神
社
の
格
式
を
以
て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で

き
る
。
七
の
式
年
遷
宮
の
造
営
の
改
正
に
つ
い
て
は
詳
細
は
定
か
で
な
い
が
、
先
述
の
通
り
、
皇
祖
皇
霊
の
御
魂
が
鎮
ま
る
山
陵
は
、
穢

で
な
い
ど
こ
ろ
か
「
明
治
神
宮
の
組
織
を
改
め
其
の
境
内
の
施
設
を
以
て
今
後
の
山
陵
及
神
部
署
に
宛
て
る
」
ほ
ど
の
一
大
改
革
を
山
口

は
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
山
口
は
近
代
天
皇
祭
祀
に
山
陵
の
祭
祀
を
加
え
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
指

摘
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
ら
山
口
の
主
張
の
淵
源
は
、
明
治
初
期
の
津
和
野
派
の
神
祇
行
政
へ
の
大
い
な
る
共
感
と
、
そ
れ
を
阻
害
し
た
と
さ
れ
る
平
田
派

国
学
者
へ
の
反
感
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
大
國
隆
正
を
領
袖
と
す
る
津
和
野
派
の
神
祇
行
政
の
構
想
は
当
初
か
ら
律
令
制
神
祇
官
と
は

異
な
り
、
宮
中
・
太
政
官
を
中
心
と
し
た
祭
政
一
致
政
策
を
構
想
し
て
い
た）

11
（

の
で
あ
る
が
、
こ
と
山
陵
の
整
備
の
後
に
全
山
陵
に
「
陵
司
」

が
置
か
れ
山
陵
の
祭
祀
を
厳
修
す
る
祭
政
一
致
と
言
う
よ
り
は
、
皇
霊
殿
で
の
天
皇
親
祭
体
制
こ
そ
が
主
眼
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
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考
え
る
。
そ
の
点
、
山
口
の
祭
政
一
致
政
策
と
陵
墓
観
は
、
平
田
派
や
津
和
野
派
と
も
異
な
り
か
な
り
異
質
な
考
え
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
山
口
は
、
大
國
隆
正
を
は
じ
め
と
す
る
津
和
野
派
の
思
想
に
好
感
を
抱
い
て
い
た
の
は
間
違
い
な
く
、
か
か
る
共
感

が
次
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
隆
正
顕
彰
運
動
と
し
て
発
露
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
五
、
山
口
の
大
國
隆
正
顕
彰
と
本
学
会
・
大
國
隆
正
先
生
顕
彰
会

（
（2
（

に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
山
口
鋭
之
助
の
構
想
は
、
宮
内
省
を
退
官
し
た
後
、
あ
る
い
は
そ
の
前
後
に
執
筆
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
時
期
は
山
口
が
大
國
隆
正
に
私
淑
し
て
い
っ
た
時
期
と
符
合
す
る
。
隆
正
に
私
淑
す
る
こ
と
と
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
山
口
の

宮
内
省
退
官
後
、
大
正
十
三
年
に
皇
室
令
が
完
成
し
た
が
、
こ
の
皇
室
令
に
疑
問
を
抱
き
、
か
つ
て
よ
り
気
の
合
っ
て
い
た
陸
軍
中
将
榊

原
昇
造
の
私
邸
を
訪
れ
て
、
大
國
隆
正
を
始
め
と
す
る
津
和
野
派
の
神
祇
政
策
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
亀
井
家
に
も
訪
い
種
々
の
文
献
を

渉
猟
し
て
、
大
國
隆
正
の
研
究
を
志
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う）

11
）（
11
（

。
か
く
し
て
昭
和
三
年
十
二
月
に
大
國
隆
正
を
顕
彰
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
本
学
会
が
設
立
さ
れ
た）

11
（

。
翌
昭
和
四
年
十
月
に
は
大
國
隆
正
の
霊
祭
が
本
学
会
主
催
で
神
道
本
局
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。

山
口
の
大
國
隆
正
顕
彰
の
画
期
と
な
る
本
学
会
の
設
立
と
、
大
國
隆
正
を
顕
彰
す
る
霊
祭
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
。「
本
学
会
は
昨
年
十
二
月
山
口
鋭
之
助
博
士
を
中
心
と
し
て
、
本
学
思
想
の
研
究
普
及
を
志
す
人
々
、
互
に
相
集
ま
り
、
其
研

究
を
継
続
し
居
り
し
が
、会
の
事
業
と
し
て
、是
非
大
國
先
生
の
霊
祭
を
行
は
ん
と
の
話
も
、機
を
得
て
実
現
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。」

と
あ
り
、
こ
の
霊
祭
で
は
山
口
自
身
が
斎
主
と
な
っ
て
い
る
。

　

神
道
本
局
で
霊
祭
が
執
り
行
わ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
本
学
会
を
作
る
過
程
で
「
方
々
の
学
会
」
へ
行
っ
て
大
國
隆
正
の
思
想
研
究

の
重
要
性
を
述
べ
た
が
「
一
向
に
相
手
に
し
て
貰
へ
な
か
つ
た
」
と
こ
ろ
、
神
道
本
局
で
催
さ
れ
た
神
道
宣
揚
会
に
始
終
出
て
講
演
を
し

た
所
共
鳴
す
る
人
を
得
た
の
で
「
私
の
喋
る
こ
と
を
中
心
と
す
る
研
究
会
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
作
つ
て
頂
く
」
こ
と
を
神
道
本
局
に
依
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頼
し
て
、
結
果
出
来
た
の
が
本
学
会
で
あ
る）

11
（

と
い
う
。
以
上
の
よ
う
な
関
係
か
ら
神
道
本
局
で
講
演
す
る
機
会
が
多
く
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
こ
の
講
演
の
回
を
重
ね
る
に
及
ん
で
研
究
が
整
理
さ
れ
「
祭
政
一
致
の
御
制
度
」
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
書
く
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う）

11
（

。

　

山
口
の
隆
正
の
学
問
に
対
し
て
の
受
容
は
、
天
皇
論
や
外
交
論
な
ど
時
局
に
合
っ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
隆
正
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

と
も
言
う
べ
き
、
言
語
学
の
こ
と
に
ま
で
に
及
ん
で
い
る
。

　
　

�

大
國
先
生
の
言
葉
の
研
究
は
、
人
が
こ
ぢ
つ
け
と
い
ひ
ま
す
、
確
に
こ
ぢ
つ
け
で
あ
り
ま
す
、
江
戸
時
代
の
言
葉
も
、
平
安
朝
前
後

か
ら
出
来
つ
ゝ
あ
る
言
葉
も
、
古
事
記
、
萬
葉
の
言
葉
と
一
所
に
取
扱
ふ
事
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
人
は
滑
稽
と
も
云
ひ
ま
せ
う
、

滑
稽
で
も
何
で
も
構
ひ
ま
せ
ぬ
、
言
葉
の
研
究
―
言
葉
の
発
達
の
研
究
と
い
ふ
も
の
は
、
さ
ふ
い
ふ
意
味
に
於
て
す
べ
き
も
の
で
あ

つ
て
、
ず
つ
と
古
い
と
こ
ろ
か
ら
、
現
代
ま
で
の
一
般
の
言
葉
の
総
合
的
の
研
究
、
そ
れ
を
人
間
の
思
想
と
関
連
し
て
研
究
す
る
の

が
大
國
先
生
の
言
霊
の
学
問
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。
大
國
先
生
は
そ
の
大
成
し
た
も
の
を
「
音
図
神
解
」
に
説
か
う
と
考
へ
て
居
ら

れ
た
の
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す）

1（
（

。

　

大
國
隆
正
先
生
顕
彰
会
の
発
会
式
は
本
学
会
が
主
催
し
て
霊
祭
を
行
っ
て
か
ら
九
年
後
の
昭
和
十
三
年
十
月
九
段
下
の
軍
人
会
館
の
大

講
堂
で
開
催
さ
れ
、
発
起
人
の
榊
原
昇
造
や
明
治
神
宮
宮
司
海
軍
大
将
有
馬
良
橘
を
は
じ
め
と
し
て
百
数
十
人
の
会
員
が
結
集
し
た
。
祝

辞
演
説
は
井
上
哲
次
郎
「
大
國
隆
正
顕
彰
会
祝
辞
」、
山
口
鋭
之
助
（
本
学
会
会
長
理
学
博
士
の
肩
書
）
祝
辞
「
本
学
会
を
起
こ
す
ま
で
」

が
あ
り
、
そ
の
後
講
演
会
と
し
て
医
学
博
士
磯
部
美
知
演
題
「
大
國
隆
正
先
生
を
仰
ぐ
」、
西
郷
従
徳
演
題
「
明
治
天
皇
御
聖
徳
」
河
野

省
三
演
題
「
皇
国
日
本
の
発
展
と
大
國
隆
正
先
生
の
学
風
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
大
國
隆
正
顕
彰
会
の
動
き
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
本

学
会
主
催
の
霊
祭
と
は
趣
を
異
に
し
、
時
局
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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六
、
大
國
隆
正
と
神
社
界
の
祭
政
一
致
論

　

次
い
で
山
口
鋭
之
助
に
よ
っ
て
顕
彰
さ
れ
た
大
國
隆
正
の
思
想
が
大
正
期
以
降
の
神
社
界
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

照
本
金
川
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
て
『
皇
国
』
に
寄
稿
し
、
神
社
界
の
理
論
的
指
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た
照
本
亶）

11
（

は
『
皇
国
』
に
お
い

て
「
大
國
隆
正
の
神
道
観）

11
（

」
と
い
う
論
考
を
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
「
先
頃　

理
学
博
士
山
口
鋭
之
助
氏
（
宮
中
顧
問
官
）
を

訪
う
て
、
偶
々
神
道
の
こ
と
に
及
び
、
殊
に
明
治
初
年
に
於
け
る
我
が
神
祇
道
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
大
國
隆
正
翁
の
事
に
及
び
氏
所
有

の
古
文
書
を
観
て
大
い
に
得
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
の
で
左
に
隆
正
の
神
道
観
の
一
端
を
述
べ
て
見
よ
う
と
思
ふ
。」
と
あ
り
、
当
時
宮
中

顧
問
官
で
あ
っ
た
山
口
に
感
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
隆
正
に
つ
い
て
の
論
考
を
著
す
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

本
論
考
に
お
い
て
照
本
は
、
当
時
大
阪
毎
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
「
大
帝
を
偲
び
奉
る
」
と
い
う
記
事
に
つ
い
て
世
情
の
物
議
を
醸
し

た
論
考
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
記
事
を
寄
稿
し
た
人
物
は
、『
明
治
天
皇
紀
』
編
纂
に
尽
力
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
歴
史
学
者

で
貴
族
院
議
員
も
務
め
た
竹
越
與
三
郎
で
あ
っ
た
。

　

竹
越
は
記
事
中
冒
頭
に
て
、
明
治
二
十
三
年
に
山
縣
有
朋
が
内
閣
を
組
織
す
る
と
き
に
神
祇
伯
再
設
論
者
で
あ
る
山
田
顕
義
を
司
法
大

臣
に
す
る
裁
可
を
明
治
天
皇
が
当
初
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
逸
話
を
紹
介
し
、
そ
の
理
由
は
、
神
祇
伯
を
設
置
す
る
こ
と
は
祭
政
一
致
を

主
義
と
す
る
大
宝
令
の
古
制
で
あ
っ
て
、「
立
憲
の
大
義
と
相
容
れ
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
か
ら
そ
う
し
た
観
念
を
持
つ
山
田
伯
を
内
閣
に

入
れ
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
竹
越
に
よ
れ
ば
、
最
終
的
に
は
山
田
顕
義
は
神
祇
伯
設
置
の
考
え
を
放
棄
し
て
「
改

宗
」
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
山
縣
有
朋
に
「
か
ゝ
る
愚
説
を
唱
へ
し
め
ざ
る
べ
し
」
と
陛
下
に
念
を
押
さ
れ
た
形
で
入
閣
の
裁
可
が
得

ら
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
を
立
憲
政
治
を
護
持
す
る
逸
話
と
し
て
「
陛
下
が
立
憲
政
体
を
擁
護
せ
ら
る
る
の
精
神
は
か
く
も
深
厚
の
も
の
で
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あ
つ
た
。」
と
結
論
付
け
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

照
本
は
こ
の
竹
越
の
記
事
が
（
当
然
の
こ
と
な
が
ら
）
神
社
界
の
「
非
難
攻
撃
を
招
く
」
事
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る）

11
（

。
加
え
て�

「
斯
界
に
と
っ
て
問
題
」
と
す
る
と
こ
ろ
の
神
祇
官
興
復
運
動
を
考
え
る
上
で
、
明
治
初
期
の
神
祇
行
政
に
功
績
が
あ
っ
た
と
す
る
大
國

隆
正
の
神
道
説
を
知
る
こ
と
が
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　

次
い
で
、
照
本
は
、
隆
正
の
「
神
祇
官
本
義
」
と
「
存
念
書
」
を
引
用
し
、
隆
正
の
神
道
観
の
考
察
に
筆
を
進
め
て
い
る
。
山
口
と
の

談
話
で
感
化
さ
れ
て
の
意
見
か
、
照
本
の
持
論
で
あ
る
か
は
こ
の
論
考
だ
け
で
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
が
、「
我
が
神
道
殊
に
神
社
制

度
の
上
に
於
て
も
幾
多
の
疑
義
が
あ
り
、
殊
に
大
喪
に
あ
た
り
穢
と
喪
と
の
関
係
、
従
つ
て
陵
墓
の
思
想
に
つ
い
て
は
大
い
に
考
慮
せ
ね

ば
な
ら
な
い
点
が
多
々
あ
る
。
況
や
、
神
道
と
い
ふ
上
か
ら
考
へ
て
も
隆
正
が
考
へ
て
居
た
や
う
に
大
に
大
道
昭
明
の
教
法
を
樹
立
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
故
に
、
山
口
の
意
見
に
賛
同
す
る
と
捉
え
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
い
で
、
照
本
は
、

　
　

�

祭
政
一
致
に
よ
る
神
祇
官
と
い
ふ
も
の
は
所
謂
大
國
隆
正
翁
の
神
武
の
古
に
か
え
る
と
い
ふ
考
と
一
致
す
る
も
の
で
、
大
に
我
が
古

神
道
に
合
致
す
る
も
の
で
当
然
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
ふ
。
乍
併
、
其
後
に
於
け
る
大
宝
令
に
よ
る
と
神
祇
官
と
い
ふ

も
の
に
大
陸
思
想
が
加
味
さ
れ
て
、
真
に
我
が
大
道
昭
明
の
神
道
と
は
大
に
異
る
所
が
あ
る
。
而
し
て
彼
の
明
治
維
新
に
樹
立
し
よ

う
と
し
た
所
の
神
祇
官
は
此
の
神
武
の
古
に
か
へ
る
理
想
か
ら
来
た
神
祇
官
で
あ
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
即
ち
岩
倉
公
―
玉
松
操
―

大
國
隆
正
と
連
想
し
て
く
る
と
然
か
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
平
田
一
派
の
進
言
か
ら
し
て
大
宝
令
に
よ
る
神
祇
官

が
出
来
て
し
ま
つ
た
こ
と
は
所
謂
御
一
新
の
大
精
神
に
戻
る
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
陵
墓
と
穢
と
の
関
係
の
如
き
に
至

つ
て
も
外
来
の
思
想
に
よ
る
も
の
が
頗
る
多
い

と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
照
本
は
、
此
の
論
文
の
末
尾
に
「
宜
し
く
神
武
の
古
に
か
へ
る
真
の
祭
政
一
致
に
よ
る
神
祇
官
を
樹
立
す
る
こ
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と
を
切
望
す
る
も
の
で
、
隆
正
の
唱
導
す
る
神
道
観
に
共
鳴
す
る
も
の
の
一
人
で
あ
る
。」
と
結
ん
で
い
る
。
結
果
的
に
照
本
の
言
葉
を

借
り
た
形
に
な
っ
た
が
、
照
本
を
通
じ
て
山
口
は
大
國
隆
正
と
そ
の
門
流
が
推
進
し
た
明
治
初
期
の
祭
政
一
致
構
想
が
、
山
口
が
理
想
と

し
た
、
祖
先
を
祀
る
か
た
ち
と
し
て
最
も
良
い
と
考
え
た
、
山
陵
・
陵
墓
の
祭
祀
を
神
祇
官
に
附
属
さ
せ
、
天
皇
親
ら
祭
祀
を
行
う
姿
を

見
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
山
口
が
活
躍
し
た
時
代
に
は
陵
墓
に
お
け
る
祭
祀
体
制
は
確
立
し
て
お
り
、
そ
れ
に
異
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

現
在
の
皇
室
祭
祀
体
制
や
山
陵
祭
祀
体
制
の
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
津
和
野
派
が
構
築
し
た
皇
室
祭
祀
を
中
心
と

す
る
近
代
的
な
国
家
祭
祀
体
制
の
批
判
に
他
な
ら
な
い
。
山
口
は
『
明
治
戊
辰
祭
政
一
致
の
御
制
度
』
に
お
い
て
以
下
の
様
に
述
べ
る
。

　
　

�

神
祇
官
を
再
興
し
、
御
代
々
の
御
陵
を
神
祇
官
に
統
一
し
て
、
そ
の
祭
祀
を
神
宮
に
準
ず
る
こ
と
は
、
大
化
以
来
の
信
仰
上
の
紛
糾

を
一
洗
し
て
道
を
神
隨
の
旧
態
に
服
す
る
こ
と
で
あ
る
。大
化
改
新
以
来
の
信
仰
の
紛
糾
は
平
安
朝
の
初
期
に
於
て
そ
の
極
に
達
し
、

葬
祭
は
悉
く
仏
寺
の
支
配
す
る
所
と
な
つ
た
が
、
近
古
卜
部
神
道
の
興
起
す
る
に
及
び
、
廟
宮
は
漸
く
神
社
の
制
に
近
似
す
る
様
に

な
つ
た
。（
多
武
峰
の
霊
廟
・
北
野
の
霊
廟
・
誉
田
宮
・
豊
國
廟
等
の
建
築
の
例
に
て
も
明
で
あ
る
）
神
霊
奉
祀
の
根
本
義
に
於
て

神
社
の
信
仰
と
廟
宮
の
信
仰
と
に
矛
盾
が
無
い
と
い
ふ
こ
と
が
明
に
な
つ
て
後
に
、
始
め
て
我
が
国
家
の
組
織
と
祖
先
崇
拝
の
国
民

性
と
が
完
全
に
合
致
し
得
る
の
で
あ
る
。
葬
祭
が
神
随
の
古
制
に
復
る
こ
と
に
よ
つ
て
始
め
て
神
隨
の
道
は
明
に
な
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
も
山
口
は
神
社
の
信
仰
と
山
陵
を
統
合
す
る
こ
と
が
我
が
国
古
来
の
祖
先
崇
拝
の
国
民
性
と
国
家
組
織
に
合
致
す
る
も
の
と
し

て
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
口
に
と
っ
て
山
陵
の
整
備
は
神
社
の
そ
れ
と
同
一
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
理
想
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
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七
、
ま
と
め

　

山
口
の
主
張
す
る
山
陵
に
お
け
る
祭
政
一
致
は
、
修
補
と
神
式
に
よ
る
祭
祀
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
敬
神
崇
祖
と
神
仏
分
離
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
示
す
も
の
以
上
の
対
応
を
要
求
し
た
。
つ
ま
り
、
律
令
制
で
な
い
内
閣
直
属
の
神
祇
官
が
諸
陵
を
管
轄
し
、
式
年
祭
や
正
辰
祭
の

よ
う
に
勅
使
が
差
遣
さ
れ
、
常
勤
の
祭
祀
官
が
駐
在
し
、
神
霊
を
祀
る
祭
祀
と
祭
祀
の
場
が
恒
常
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
理
想
と
し
た
の

で
あ
る
。

　

山
口
に
と
っ
て
の
山
陵
は
、
社
司
、
社
掌
を
置
き
恒
常
的
に
祭
祀
を
執
行
す
る
場
を
想
定
し
、
神
聖
性
・
歴
史
性
か
ら
い
っ
て
も
、
神

社
と
同
等
の
扱
い
を
以
て
然
る
べ
き
施
設
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
陵
を
管
理
す
る
官
衙
は
最
終
的
に
は
神
祇

官
・
神
祇
省
・
教
部
省
と
変
転
し
明
治
十
一
年
に
宮
内
省
の
管
轄
と
な
っ
た
。
ま
た
、
山
陵
と
は
神
社
と
同
じ
く
御
霊
が
鎮
ま
り
敬
慕
す

る
場
で
あ
っ
た
と
の
山
口
の
陵
墓
観
は
終
始
一
貫
し
て
お
り
、
大
正
か
ら
昭
和
期
の
既
に
祭
祀
体
系
が
ほ
ぼ
定
ま
っ
て
い
た
状
況
に
対
す

る
批
判
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
山
口
の
構
想
が
明
治
初
期
の
神
祇
行
政
に
影
響
を
齎
し
た
津
和
野
派
の
領
袖
で
あ

る
大
國
隆
正
へ
の
顕
彰
と
い
う
回
路
で
接
続
さ
れ
、
山
口
に
近
し
い
人
物
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
神
祇
官
興
復
運
動
に
係
る
照
本
の
同
意

を
得
る
な
ど
し
た
。
さ
ら
に
時
代
の
趨
勢
に
よ
っ
て
、
山
口
の
興
し
た
本
学
会
と
は
規
模
も
異
な
る
ほ
ど
大
き
な
大
國
隆
正
顕
彰
会
の
設

立
へ
と
繋
が
っ
て
、
先
述
し
た
新
田
の
論
ず
る
と
こ
ろ
の
大
國
隆
正
顕
彰
の
契
機
を
作
っ
た
の
も
山
口
の
影
響
に
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

大
國
隆
正
顕
彰
会
が
、
当
時
の
神
社
界
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
受
容
さ
れ
た
か
、
ま
た
活
動
内
容
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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註

　
（
1
）�　

な
お
、
山
口
鋭
之
助
の
妻
は
数
学
者
で
東
京
帝
大
教
授
・
貴
族
院
議
員
を
歴
任
し
た
藤
澤
利
喜
太
郎
の
妹
で
あ
る
。

　
（
2
）�　

新
田
均
『「
現
人
神
」「
国
家
神
道
」
と
い
う
幻
想
』、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
出
版
、
平
成
一
五
年
、
一
〇
四
―
一
〇
七
頁
。

　
（
3
）�　

藤
田
大
誠
『
近
代
国
学
の
研
究
』、
弘
文
堂
、
平
成
一
九
年
、
第
八
章
「
大
正
・
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
祭
政
一
致
観
の
相
克
」
を
参
照
。

　
（
4
）�　

東
郷
茂
彦
「
宮
内
省
諸
寮
頭
山
口
鋭
之
助
の
事
蹟
と
思
想
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
四
八
号
、
平
成
二
三
年
）。

　
（
5
）�　

阪
本
是
丸
は
明
治
初
期
の
神
祇
行
政
を
概
観
し
て
以
下
の
よ
う
に
端
的
に
論
じ
て
い
る
。「
亀
井
ら
は
最
初
の
神
祇
政
策
と
し
て
、
①
神
祇
官
再
興

ま
で
取
り
敢
え
ず
神
祇
局
を
設
け
、
そ
れ
に
「
八
神
」
を
勧
請
し
て
神
事
を
執
行
す
る
こ
と
、
②
伊
勢
神
宮
の
祭
典
を
再
興
し
、
ま
す
ま
す
神
威
を

高
め
る
こ
と
、
③
熱
田
神
宮
を
伊
勢
神
宮
に
次
ぐ
神
社
と
し
て
待
遇
す
る
こ
と
、
④
出
雲
大
社
を
熱
田
神
宮
に
準
じ
る
待
遇
と
す
る
こ
と
、
⑤
古
来

の
大
社
の
取
り
扱
い
規
則
を
立
て
て
崇
敬
す
る
体
制
を
設
け
る
こ
と
、
⑥「
勅
願
所
」
の
神
社
を
調
査
し
、
非
礼
の
な
い
よ
う
に
待
遇
す
る
こ
と
、
⑦

「
祭
式
之
法
」
に
軽
重
を
立
て
、
古
法
を
も
と
に
簡
易
な
規
則
を
設
け
る
こ
と
、
⑧
山
陵
の
祭
典
を
改
革
し
、
神
祇
事
務
局
の
管
轄
と
す
る
こ
と
、
⑨

国
内
の
「
宗
門
」
を
「
復
古
神
道
」
に
改
め
る
、
た
だ
し
私
的
な
仏
教
信
仰
は
認
め
る
こ
と
、
な
ど
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
神
祇
事
務
局
の

初
期
の
提
案
が
、
以
後
の
神
祇
・
神
社
行
政
の
基
本
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
。（
阪
本
是
丸
『
明
治
維
新
と
国
学
者
』
大
明
堂
、
平

成
五
年
、
百
四
頁
）

　
（
6
）�　

武
田
秀
章
『
維
新
期
天
皇
祭
祀
の
研
究
』、
第
５
章
「
明
治
元
年
に
お
け
る
先
帝
祭
の
成
立
」
等
参
照
。

　
（
7
）�　

藤
井
貞
文
『
近
世
に
於
け
る
神
祇
思
想
』
春
秋
社
松
柏
館
、
昭
和
一
九
年
、
一
九
二
―
一
九
八
頁
な
ど
。

　
（
8
）�　

阪
本
健
一
『
明
治
神
道
史
の
研
究
』
第
五
部
明
治
神
道
史
上
の
諸
問
題
第
一
章
「
皇
室
に
お
け
る
神
仏
分
離
」、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
八
年
、
武

田
秀
章
『
維
新
期
天
皇
祭
祀
の
研
究
』
大
明
堂
、
平
成
八
年
。

　
（
9
）�　
『
明
治
天
皇
紀　

巻
一
』（
明
治
元
年
閏
四
月
七
日
）「
制
度
事
務
局
に
命
じ
て
山
陵
御
穢
の
事
を
審
議
せ
し
む
、
諸
陵
助
谷
森
種
松
建
議
し
て
曰
く
、

天
皇
は
是
現
津
御
神
な
り
、
現
世
は
勿
論
、
幽
界
に
在
り
て
も
、
神
に
あ
ら
せ
ら
れ
る
ゝ
こ
と
疑
ふ
べ
か
ら
ず
、
然
る
に
中
世
以
来
、
世
人
往
々
佛

徒
の
巧
舌
に
眩
惑
せ
ら
れ
て
、
葬
祭
は
凡
て
僧
侶
の
手
に
委
ぬ
る
の
み
な
ら
ず
、
御
陵
亦
、
専
ら
寺
域
に
営
む
を
以
て
、
動
も
す
れ
ば
山
陵
を
目
し

て
穢
処
の
如
く
に
誤
る
、
夫
れ
葬
祭
は
人
倫
の
大
事
な
り
、
軽
々
し
く
之
を
浮
屠
に
一
任
す
べ
き
に
あ
ら
ず
、
山
陵
は
宜
し
く
萬
代
不
易
の
幽
宮
と
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し
て
、
崇
高
尊
厳
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
、
而
し
て
御
穢
の
事
、
廟
議
遂
に
之
れ
無
き
に
決
せ
り
と
云
ふ
」
と
あ
る
。（
六
九
三
―
六
九
四
頁
）

　
（
10
）�　

武
田
秀
章
『
維
新
期
天
皇
祭
祀
の
研
究
』
大
明
堂
、
平
成
八
年
、
一
八
七
頁
。

　
（
11
）�　

武
田
は
こ
の
順
延
に
つ
い
て
「
こ
の
よ
う
な
山
陵
親
謁
の
延
期
は
、
行
路
の
工
事
が
未
だ
完
了
し
て
い
な
い
と
い
う
表
向
き
の
理
由
と
は
別
に
、

旧
来
の
山
陵
穢
所
観
に
拠
り
つ
つ
、
親
謁
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
た
旧
勢
力
の
画
策
を
推
察
さ
せ
る
。」（
同
頁
）
と
示
唆
し
て
い
る
。

　
（
12
）�　
『
天
皇
の
祭
祀
を
中
心
と
す
る
明
治
維
新
史
の
考
察
（
上
）』、
一
頁
。

　
（
13
）�　
「
古
神
道
の
本
義
」『
島
根
評
論
』
三
巻
五
号
、
大
正
一
五
年
。

　
（
14
）�　

註
13
に
同
じ
。

　
（
15
）�　

前
掲
『
天
皇
の
祭
祀
を
中
心
と
す
る
明
治
維
新
史
の
考
察
（
上
）』、
三
頁
―
四
頁
。

　
（
16
）�　

同
五
頁
。

　
（
17
）�　

同
二
四
―
二
五
頁
。

　
（
18
）�　

同
二
〇
―
二
一
頁
。

　
（
19
）�　

同
二
八
頁
。

　
（
20
）�　
『
天
皇
の
祭
祀
を
中
心
と
す
る
明
治
維
新
史
の
考
察
（
下
）』、
一
五
頁
。

　
（
21
）�　

同
四
一
―
四
二
頁
。

　
（
22
）�　

同
四
六
頁
。

　
（
23
）�　

同
四
七
頁
。

　
（
24
）�　

前
掲
阪
本
是
丸
『
明
治
維
新
と
国
学
者
』、
武
田
秀
章
『
維
新
期
天
皇
祭
祀
の
研
究
』、
第
６
章
「
明
治
神
祇
官
の
改
革
問
題
」
等
参
照
。

　
（
25
）�　

左
記
に
大
國
隆
正
先
生
顕
彰
会
趣
意
書
を
紹
介
す
る
。
出
典
は
『
島
根
評
論
』
十
五
巻
十
一
号
、
島
根
評
論
社
、
昭
和
一
三
年
。

　
　
　

大
國
隆
正
先
生
顕
彰
会
趣
意
書

　
　
　

�

明
治
の
鴻
謨
は
源
を
「
神
武
復
古
」
に
発
す
。
所
謂
「
神
武
復
古
」
は
当
時
の
碩
学
野
之
口
（
後
の
大
國
）
隆
正
の
学
説
に
根
柢
す
る
と
こ
ろ
。
惟

ふ
に
此
一
事
以
て
先
生
を
不
朽
に
伝
ふ
べ
し
。
況
や
先
生
の
学
に
識
に
、
時
流
を
抜
い
て
博
く
高
く
、
更
に
先
生
の
此
の
説
義
、
尚
深
文
大
理
の
存

す
る
も
の
あ
る
に
於
て
を
や
。
先
生
の
立
言
、
之
を
要
約
す
れ
ば
「
日
本
第
一
」
な
り
。「
天
皇
中
心
」
な
り
。
球
上
無
比
の
国
体
に
相
応
せ
る
学
問
、

此
を
措
き
て
豈
に
他
あ
ら
ん
や
。
則
ち
知
る
こ
の
信
念
あ
り
て
先
に
「
神
武
復
古
」
を
提
唱
し
、こ
の
理
想
あ
り
て
後
に
「
確
一
御
一
新
の
神
道
興
立
」
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を
建
言
し
、
且
つ
自
ら
之
に
任
ぜ
ん
と
せ
ら
れ
し
な
り
。
而
る
に
時
否
に
し
て
斯
学
隠
晦
し
、
久
し
く
ま
た
顕
は
れ
ず
。
有
心
の
士
を
し
て
徒
に
痛

恨
せ
し
む
る
の
み
。
い
ま
や
機
漸
く
熟
し
と
き
再
び
至
り
ぬ
。
此
年
国
体
明
徴
の
声
大
い
に
起
こ
り
、
日
本
精
神
の
昂
揚
せ
ら
る
ゝ
秋
。
剴
切
な
る

学
問
の
尚
未
だ
大
成
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
あ
る
を
慨
し
、
同
士
胥
謀
り
て
わ
が
先
生
の
思
想
学
説
を
闡
明
し
以
て
皇
道
興
隆
に
貢
献
せ
ん
と
す
。
蓋
し

是
れ
先
生
の
所
謂
幽
忠
幽
孝
を
顕
す
所
以
な
り
。
冀
く
は
憂
天
下
に
抱
く
者
、
恵
然
と
し
て
肯
て
来
り
、
此
挙
を
賛
嚢
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。

　
　
　

花
さ
き
ぬ
牛
と
な
り
て
も
お
ほ
き
み
の
み
ゆ
き
の
車
ひ
か
ん
と
ぞ
お
も
ふ

　
　
　

か
ば
ね
を
ば
草
む
せ
水
づ
け
国
の
た
め
こ
こ
ろ
の
瓊
矛
と
ほ
ら
ざ
ら
め
や

　
　
　

昭
和
十
三
年
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
國
隆
正
先
生
顕
彰
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仮
事
務
所
赤
坂
区
青
山
南
町
五
の
六
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
青
山
三
二
〇
七
番

　
（
26
）�　

前
掲
東
郷
論
文
二
四
八
―
二
四
九
頁
。「
本
学
会
を
起
こ
す
ま
で
」『
島
根
評
論
』
一
五
巻
一
一
号
、
島
根
評
論
社
、
昭
和
一
三
年
。

　
（
27
）�　

本
学
会
が
主
催
し
て
大
國
隆
正
の
霊
祭
を
執
り
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
資
料
と
し
て
『
島
根
評
論
』
六
巻
一
一
号
「
大
國
隆
正
大
人
霊
祭
」
が
当

時
の
様
子
を
つ
た
え
て
い
る
。

　
（
28
）�　
「
大
國
隆
正
大
人
霊
祭
」『
島
根
評
論
』
六
巻
一
一
号
、
島
根
評
論
社
、
昭
和
四
年
。

　
（
29
）�　
「
明
治
御
一
新
と
大
國
隆
正
先
生
の
思
想
（
上
）」
六
巻
一
一
号
、
島
根
評
論
社
、
昭
和
四
年
。

　
（
30
）�　
「
明
治
御
一
新
と
大
國
隆
正
先
生
の
思
想
（
上
）」
六
巻
一
一
号
、
島
根
評
論
社
、
昭
和
四
年
。

　
（
31
）�　
「
明
治
御
一
新
と
大
國
隆
正
先
生
の
思
想
（
下
）」『
島
根
評
論
』
六
巻
一
二
号
、
島
根
評
論
社
、
昭
和
四
年
。

　
（
32
）�　

藤
本
頼
生
「
照
本
亶
と
『
皇
国
』」『
昭
和
前
期
の
神
道
と
社
会
』
弘
文
堂
、
平
成
二
八
年
。

　
（
33
）�　
『
皇
国
』
昭
和
三
年
一
月
号
（
通
号
三
四
九
号
）、
昭
和
三
年
一
月
一
五
日
発
行
。

　
（
34
）�　
「
大
帝
を
偲
び
奉
る
（
下
）
申
す
も
畏
き
御
遺
徳
の
数
々
」『
大
阪
毎
日
新
聞
』
昭
和
二
年
一
一
月
三
日
。

　
（
35
）�　

宮
西
惟
助
は
『
皇
国
』
誌
上
に
お
い
て
「
竹
越
氏
の
神
祇
官
問
題
に
就
い
て
」
と
い
う
論
考
を
発
表
し
、
竹
越
の
論
考
は
「
充
分
な
資
料
も
備
え

な
い
で
、
書
か
れ
た
も
の
と
推
想
せ
ざ
る
を
得
ぬ
。」
と
述
べ
、「
大
帝
の
御
聖
徳
を
慕
い
奉
る
記
事
と
し
て
は
、
甚
だ
不
謹
慎
な
記
事
で
あ
る
」
と

述
べ
、
竹
越
の
論
考
に
根
拠
が
無
い
こ
と
を
、
委
曲
を
尽
く
し
て
述
べ
て
い
る
。
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（
36
）�　
『
明
治
戊
辰
祭
政
一
致
の
御
制
度　

第
弐
號　

教
法
新
定
の
一
』、
七
頁
―
八
頁
。
な
お
こ
の
書
籍
は
ガ
リ
版
刷
り
で
三
号
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、刊
記
が
無
い
た
め
出
版
年
等
は
不
明
で
あ
る
が
、先
述
し
た
本
学
会
が
刊
行
し
た「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」が
こ
の
書
籍
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。


