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は
じ
め
に

　

本
論
文
で
は
、
遠
江
の
国
学
者
で
あ
る
石
塚
龍
麿
（
明
和
元
年
〈
一
七
六
四
〉
─
文
政
六
年
〈
一
八
二
三
〉）
の
『
古
事
記
』
観
の
特

徴
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

遠
江
国
敷
知
郡
細
田
村
（
現
・
静
岡
県
浜
松
市
）
に
生
ま
れ
た
龍
麿
は
、
天
明
六
年
〈
一
七
八
六
〉
に
遠
江
国
学
の
中
興
の
祖
で
あ
る

内
山
真
龍
に
入
門
、
そ
の
後
寛
政
元
年
〈
一
七
八
九
〉
に
は
本
居
宣
長
に
も
師
事
し
、
国
学
の
研
鑽
に
努
め
た
。
中
で
も
龍
麿
は
上
代
語

に
関
す
る
研
究
を
深
め
、
上
代
語
の
正
し
い
清
濁
に
つ
い
て
検
討
し
た
『
古
言
清
濁
考
』（
寛
政
六
年
成
、
享
和
元
年
〈
一
八
〇
一
〉
刊
）

や
、
万
葉
仮
名
文
献
に
お
け
る
仮
名
の
使
い
分
け
を
整
理
し
た
『
仮
字
用
格
奥
山
路
』（
寛
政
一
〇
年
ご
ろ
成
）
を
著
し
た
。
ま
た
、
自

身
の
歌
論
を
ま
と
め
た
『
や
ま
菅
』（
文
化
一
二
年
〈
一
八
一
五
〉
成
）
や
、
訓
詁
学
的
に
『
万
葉
集
』
を
研
究
し
た
『
万
葉
集
漂
柱
』（
文

化
年
間
ご
ろ
成
）、『
万
葉
集
種
々
考
』（
文
化
一
五
年
以
前
成
）
な
ど
の
著
作
も
あ
り
、
龍
麿
は
上
代
語
や
詠
歌
を
通
し
て
古
道
の
追
究

を
行
っ
て
い
た
。

『
科
戸
風
』
に
お
け
る
石
塚
龍
麿
の
『
古
事
記
』
観

鈴
　
木
　
健
多
郎
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そ
の
龍
麿
が
、『
古
事
記
』
を
対
象
と
し
て
自
身
の
古
道
論
を
表
明
し
た
の
が
、『
科し

な
ど
の
か
ぜ

戸
風
』（
文
化
八
年
成
）
と
い
う
著
作
で
あ
る（

（
（

。

本
書
は
、
富
士
谷
御
杖
（
明
和
五
年
─
文
政
六
年
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
、『
古
事
記
伝
』
へ
の
批
判
書
で
あ
る
『
古
事
記
灯
大
旨
』（
文

化
五
年
刊
）
に
対
し
、
宣
長
の
研
究
姿
勢
を
擁
護
す
る
目
的
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
科
戸
風
』
は
『
静
岡
県
史　

資
料
編
一
四　

近
世
六
』（
静
岡
県
編
刊
、
一
九
八
九
年
）
に
お
い
て
全
文
の
翻
刻
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
内
容
の
梗
概
に
つ
い
て
は
、
小
山
正
が
『
石

塚
龍
麿
の
研
究
』（
小
山
正
後
援
会
、
一
九
五
六
年
）
に
て
既
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
科
戸
風
』
の
記
述
、
す
な
わ
ち
龍
麿

に
よ
る
御
杖
説
や
宣
長
説
へ
の
評
価
に
つ
い
て
、具
体
的
な
検
討
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。『
科
戸
風
』の
内
容
の
検
討
は
、龍
麿
の『
古

事
記
』
観
や
古
道
論
の
特
徴
に
つ
い
て
、
そ
の
詳
細
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
筆
者
は
以
前
、『
や
ま
菅
』
の
記
述
か
ら
龍
麿
の
古
道
論
の
特
徴
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
龍
麿
は
詠
歌
の
際
の
心
構
え
を

示
す
た
め
に
『
や
ま
菅
』
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
和
歌
の
実
作
を
通
し
て
古
道
を
探
究
・
理
解
す
べ
き
旨
に
つ
い
て
も
主

張
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
龍
麿
は
『
古
事
記
』
に
表
れ
る
神
代
を
基
準
と
し
、
和
歌
を
通
じ
て
古
道
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
宣
長
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
を
古
道
探
究
の
単
な
る
一
道
具
と
は
認
識
せ
ず
、『
万
葉
集
』
を
主
な
対
象
と
し
て
古
道
を
体

得
し
よ
う
と
努
め
て
い
た（

（
（

。
す
な
わ
ち
、『
科
戸
風
』
に
お
い
て
も
、
龍
麿
の
古
道
論
や
『
古
事
記
』
観
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
可
能

性
が
高
く
、『
科
戸
風
』
の
内
容
を
具
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
遠
江
に
お
け
る
国
学
の
展
開
過
程
、
特
に
宣
長
の
学
説
の
受
容
の
実
態
の

解
明
に
も
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、本
論
文
に
お
い
て
は
、引
用
し
た
資
料
の
字
体
は
通
行
の
も
の
に
改
め
た
。ま
た
、見
せ
消
ち
や
抹
消
は
当
該
字
句
を【　

】で
、

訂
正
や
挿
入
字
句
は
（　

）
で
囲
ん
で
示
し
、
割
注
は
〔　

〕
で
表
し
た
。
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一
　
御
杖
の
言
霊
論

　

龍
麿
が
『
科
戸
風
』
に
て
唱
え
た
『
古
事
記
』
観
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
本
節
で
は
御
杖
に
よ
る
神
や
言
霊
に
関
す
る
理
解
に
つ
い

て
確
認
す
る（

（
（

。

　

御
杖
に
よ
る
言
霊
論
の
要
諦
は
、『
古
事
記
灯
大
旨
』
の
、「
と
て
も
直
言
を
も
て
は
、
そ
の
中
心
に
徹
す
べ
か
ら
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
わ

が
大
御
国
、
神
気
の
妙
用
を
む
ね
と
は
す
る
な
り
、〔
倒
語
す
る
時
は
、
神
あ
り
、
こ
れ
言
霊
な
り（

（
（

〕」
と
い
う
記
述
に
表
れ
て
い
る
。
御

杖
は
本
書
に
お
い
て
、
神
は
人
間
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
人
間
は
理
と
欲
の
二
つ
に
つ
い
て
も
そ
の
身
に
宿

し
て
い
る
と
し
、
欲
を
制
し
て
理
を
全
う
す
る
の
が
人
間
の
本
性
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
の
欲
も
人
間
の
構
成

要
素
で
あ
る
た
め
に
そ
れ
は
理
に
よ
っ
て
完
全
に
制
御
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
欲
に
つ
い
て
は
理
と
は
異
な
る
道
を
以
っ
て
対
処
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
道
こ
そ
が
神
道
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
直
情
は
そ
の
ま
ま
発
露
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、「
倒
語
」

と
い
う
形
で
表
出
さ
せ
る
こ
と
で
神
と
な
り
、
詠
歌
に
お
い
て
は
「
倒
語
」
に
よ
っ
て
「
言
霊
」
が
宿
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

御
杖
曰
く
、「
倒
語
」
と
は
、「
い
ふ
と
い
は
ざ
る
と
の
間
の
も
の
に
て
、
所
思
を
い
へ
る
か
と
み
れ
ば
思
は
ぬ
事
を
い
へ
り
、
そ
の
事

の
う
へ
か
と
見
れ
ば
さ
に
あ
ら
ざ
る（

（
（

」
語
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「「
直
言
」
と
い
う
日
常
的
な
直
接
的
表
現
と
は
異
な
る
微

妙
で
複
雑
な
比
喩
的
表
現（

（
（

」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
御
杖
は
、「
倒
語
」
と
い
う
語
の
語
源
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
段
に

お
い
て
天
皇
即
位
の
年
に
道
臣
命
が
「
密
策
」
の
命
を
受
け
た
際
の
「
能
以
二

諷
歌
倒
語
一

掃
二

蕩
妖
気
一

。
倒
語
之
用
始
起
二

乎
茲
一

」（
（
（

と
い

う
記
述
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「「
直
言
」
と
み
て
は
理
解
不
可
能
な
書
で
あ
る
記
紀
の
「
神
代
」
の
記
述
は
、「
倒
語
」
に

よ
る
神
武
天
皇
の
教
え
で
あ
」
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る（

（
（

。

　

ま
た
、
御
杖
は
『
真
言
弁
』（
文
化
元
年
以
降
同
八
年
以
前
成
立
か
）
に
て
、
詠
歌
の
過
程
の
第
一
段
階
と
し
て
「
所
思
の
ま
ゝ
を
為ワ

ザ
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に
い
だ
」
そ
う
と
す
る
営
み
の
淵
源
で
あ
る
「
偏

ヒ
ト
へ

心
」
を
置
く（

（
（

。
こ
の
「
偏
心
」
は
、
そ
の
ま
ま
言
行
と
し
て
現
出
さ
せ
て
も
、「
時
宜
」

（
池
田
勉
は
こ
れ
を
「
時
の
必
然
性
」
と
名
付
け
、
自
然
現
象
や
日
常
生
活
に
お
け
る
規
範
な
ど
が
含
ま
れ
る
と
す
る（

（1
（

）
に
衝
突
し
て
「
禍
」

を
招
く
の
で
あ
り
、
こ
の
「
偏
心
」
を
制
御
す
る
た
め
に
「
神
道
」
と
い
う
道
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
し
か
し
、「
偏
心
」
は
人
間
に

お
い
て
生
来
の
欲
求
で
あ
る
た
め
完
全
に
抑
制
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
「
神
道
」
に
よ
る
抑
制
を
く
ぐ
り
抜
け
た
「
偏
心
」
は
一
層

そ
の
力
を
増
し
、「
一ヒ

タ
ブ
ル向

心
」
と
な
っ
て
顕
現
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
御
杖
は
、「
ひ
た
ふ
る
心
時
宜
ふ
た
つ
な
か
ら
全
う
す
る
道（

（（
（

」
と
し

て
詠
歌
の
道
を
設
定
し
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
こ
そ
が
「
倒
語
」
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

二
　
龍
麿
に
よ
る
御
杖
へ
の
批
判

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
御
杖
の
言
霊
論
や
神
へ
の
理
解
に
対
し
て
、
龍
麿
は
『
科
戸
風
』
に
て
批
判
を
加
え
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
龍
麿
が
『
科
戸
風
』
を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
動
機
は
、
本
書
の
冒
頭
に
表
れ
て
い
る
。

藤
原

ノ

成
【
之
】（
元
）（
筆
者
注
：
御
杖
）
と
い
ふ
人
、
我
学
の
親
な
る
、
故
鈴
屋

ノ

翁
の
あ
ら
は
せ
る
古
事
記
伝
を
見
て
、
書
紀
は

漢
文
の
潤
色
多
く
て
、
此
記
の
正
し
き
に
及シ

カ

さ
る
こ
と
を
さ
と
れ
り
と
て
、
古
事
記
灯
と
い
ふ
も
の
を
あ
ら
は
し
て
、
猶
師
の
説
を

と
や
か
く
や
と
論

ア
ケ
ツ
ラへ

る
を
見
る
に
、
只
外ト

ツ
ク
ニ国

の
理
説
に
の
み
迷マ

ヨ

ひ
て
、
上カ

ミ
ツ
ヨ代

の
真

マ
コ
ト
ノ
ミ
チ

道
の
光
を
お
ほ
ふ
説
と
も
に
し
あ
れ
は
、
其
非
を

弁
せ
む
と
す
る
に
、
す
へ
て
雅ヲ

サ
ナき

説コ
ト

と
も
な
れ
ば
、
委
し
く
い
は
ん
も
う
る
さ
く
、
い
さ
ゝ
か（

マ
マ
（つ

ま
み
て
も
の
し
つ
、
こ
は
物
よ
く

ま
な
ひ
た
ら
む
人
の
為
に
は
あ
ら
す
、
初ウ

ヒ
マ
ナ
ビ学

の
と
も
か
ら
の
、
欺

ア
ザ
ム
カれ

む
事
を
お
も
ひ
て
な
り
（
静
岡
県
編
刊
『
静
岡
県
史　

資
料
編

一
四　

近
世
六
』
四
八
〇
頁
）
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龍
麿
は
、
御
杖
の
著
し
た
『
古
事
記
灯
大
旨
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
『
古
事
記
』
解
釈
は
、「
外
国
の
理
説
」
に
塗
れ
て
お
り
「
上

代
の
真
道
の
光
」
を
覆
っ
て
し
ま
う
「
雅
き
説
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
龍
麿
は
、
初
学
者
の
た
め
の
書
と
し
て
『
科
戸
風
』
を
著
し
、

御
杖
の
誤
っ
た
『
古
事
記
』
解
釈
を
批
判
す
る
と
宣
言
し
て
い
る
。

　

御
杖
は
『
古
事
記
灯
大
旨
』
に
お
い
て
、『
日
本
書
紀
』
よ
り
『
古
事
記
』
の
ほ
う
が
漢
文
に
よ
る
潤
色
が
な
く
神
典
と
し
て
優
れ
て

い
る
と
い
う
宣
長
の
主
張
に
賛
意
を
示
し
、『
日
本
書
紀
』
の
一
書
の
記
述
は
『
古
事
記
』
の
内
容
の
真
意
を
体
得
す
る
の
に
役
立
つ
と

評
価
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
御
杖
は
「
別
天
神
五
柱
」
の
存
在
こ
そ
が
日
本
の
神
典
に
お
け
る
「
御
教
の
肝
要
」
で
あ
る
と
し
、『
日

本
書
紀
』
に
お
い
て
「
国
之
常
立
神
」
が
最
初
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
編
者
で
あ
る
舎
人
親
王
の
過
失
で
あ
る
と
非
難
す
る（

（1
（

。
こ
れ
に

つ
い
て
、
龍
麿
は
、

凡
テ

古
事
記
は
上
つ
代
の
伝ツ

タ
へ
コ
ト説

を
た
ゝ
あ
り
に
書
る
も
の
に
て
、
外
国
の
書
と
も
と
は
甚イ

タ

く
か
は
り
て
、
露
は
か
り
も
教
の
為
に
作

れ
る
も
の
に
は
あ
ら
さ
る
を
、
御
教
の
肝
要
と
は
何
事
そ
（『
静
岡
県
史　

資
料
編
一
四　

近
世
六
』
四
八
〇
頁
）

と
、
上
代
の
出
来
事
が
あ
り
の
ま
ま
に
記
録
さ
れ
た
書
物
と
し
て
『
古
事
記
』
を
位
置
づ
け
て
お
り
、
そ
れ
を
「
御
教
の
肝
要
」
と
認
識

す
る
御
杖
の
姿
勢
に
反
論
す
る
の
で
あ
る
。

　

御
杖
が
『
古
事
記
』
の
記
述
の
中
で
、
特
に
「
御
教
の
肝
要
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
は
、「
七
神
三
段
神
世
七
代
」、
す
な
わ
ち
造
化

三
神
か
ら
伊
邪
那
岐
神
・
伊
邪
那
美
神
ま
で
の
神
々
が
登
場
す
る
場
面
で
あ
る
。
御
杖
は
、
天
之
御
中
主
神
・
高
御
産
巣
日
神
・
神
産
巣

日
神
・
宇
摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
神
・
天
之
常
立
神
の
五
柱
の
登
場
す
る
段
を
「
我
と
し
て
ふ
る
ま
ふ
べ
き
神
さ
び
」、
国
常
立
神
・
豊

雲
野
神
の
段
を
「
彼
よ
り
生
す
る
事
」、
以
降
伊
邪
那
岐
神
・
伊
邪
那
美
ま
で
の
十
神
の
段
を
「
彼
我
の
間
に
お
の
づ
か
ら
生
す
る
所
」
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と
解
釈
し
、
当
該
記
述
を
「
わ
が
御
教
の
肝
要
、
一
部
の
大
綱
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た（

（1
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
龍
麿
は
、

古
事
記
上
巻
の
初
つ
か
た
を
、
七
神
三
段
な
と
云
ふ
名ナ目
を
立
て
、
こ
れ
を
教
の
大
綱
と
見
る
へ
き
な
り
な
と
、
そ
を
見
る
へ
き
や

う
を
も
、
く
た
〳
〵
し
く
云
ひ
な
せ
と
も
、
皆
非
に
て
、
古
伝
の
趣
に
か
な
は
す
、
此
事
く
は
し
く
弁
せ
む
は
、
い
と
う
る
さ
く
、

は
た
古
書
を
見
む
人
は
、
自

ミ
ツ
カ
ラそ

の
非
な
る
事
は
弁
を
ま
た
て
し
ら
る
は
か
り
、
稚
き
こ
と
な
れ
は
今
は
も
ら
し
つ
（『
静
岡
県
史　

資
料
編
一
四　

近
世
六
』
四
九
九
頁
）

と
、『
古
事
記
』
の
記
述
に
教
戒
性
を
見
出
す
御
杖
の
姿
勢
は
「
古
伝
の
趣
に
か
な
は
」
な
い
と
明
確
に
非
難
す
る
の
で
あ
る
。

　

既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
御
杖
は
『
古
事
記
』
を
教
え
の
書
と
し
て
認
識
し
て
お
り
、「
此
神
典
、
実
録
と
み
て
は
、
奇
怪
か
ぎ
り
な
し
、

し
か
る
を
し
ひ
て
史
と
す
る
は
、
た
と
へ
ば
、
火
を
と
も
し
て
あ
た
へ
た
る
を
ふ
き
け
ち
た
る
が
如
し（

（1
（

」
と
、
実
録
と
し
て
扱
う
こ
と
を

否
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
の
龍
麿
は
、

此
書
あ
や
し
き
こ
と
多
き
ゆ
ゑ
に
、
実
録
に
は
あ
ら
し
と
思
ふ
な
る
は
、
例
の
己
か
小

チ
ヒ
サ
キ

心
に
く
ら
へ
て
、
神
の
御
う
へ
の
霊ア

ヤ
シ
キ異

を

知
ら
さ
る
非
也
、
か
ゝ
る
貴
き
神
代
の
真
の
伝
説
を
寓
言
の
こ
と
く
思
ふ
な
る
は
、
た
と
へ
は
明
ら
か
な
る
灯
の
も
と
に
よ
ら
て
、 

か
た
へ
の
暗ク

ラ

き
に
入
る
か
こ
と
し
（『
静
岡
県
史　

資
料
編
一
四　

近
世
六
』
四
八
三
頁
）

と
、
御
杖
が
『
古
事
記
』
を
実
録
で
は
な
い
と
し
た
根
拠
で
あ
る
「
あ
や
し
き
こ
と
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
神
の
御
う
へ
の
霊
異
」
こ

と
で
あ
り
、『
古
事
記
』
と
は
そ
の
よ
う
な
霊
異
を
含
む
「
貴
き
神
代
の
真
の
伝
説
」
が
記
さ
れ
た
書
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
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ま
た
御
杖
は
、「
こ
の
故
に
此
上
巻
の
う
ち
に
説
た
ま
へ
る
天
神
は
、
悉　

神
武
帝
の
大
御
身
の
う
ち
な
る
御
神
気
に
御
名
づ
け
ま
し
ゝ

も
の
に
て
、
地
祇
は
み
な
天
下
衆
人
の
神
気
な
る
事
う
た
が
ひ
な
き
事
也（

（1
（

」
と
、『
古
事
記
』
上
巻
に
表
れ
る
天
神
を
「
神
武
帝
の
大
御

身
の
う
ち
な
る
御
神
気
」、
地
祇
を
「
天
下
衆
人
の
神
気
」
と
し
て
、
寓
意
的
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
龍
麿
は
、

天
神
は
神
武
天
皇
の
大
御
身
の
御
神
気
、
地
祇
は
天
下
諸
神
の
神
気
也
と
云
々
、
凡
て
神
て
ふ
も
の
別
に
あ
ら
す
、
只
人
身
の
中
の

神
気
を
云
と
い
へ
る
、
更
に
拠
な
き
己
か
私
言
な
る
を
、
い
さ
ゝ
か
も
上
代
を
あ
ふ
か
む
人
、
誰
か
は
欺
れ
む
、
そ
も
〳
〵
神
て
ふ

も
の
は
人
と
は
い
た
く
別
に
し
て
、
奇
く
妙
な
る
も
の
な
る
事
は
、
古
書
と
も
に
見
え
て
明
ら
か
な
る
を
、
論
者
其
霊
異
を
う
け
ひ

か
す
、
然
る
こ
と
あ
ら
し
と
思
ひ
迷
へ
る
は
、
い
と
を
こ
な
り
（『
静
岡
県
史　

資
料
編
一
四　

近
世
六
』
四
八
六
頁
）

と
、
神
を
人
身
の
内
か
ら
成
る
存
在
と
す
る
御
杖
の
論
を
否
定
し
、
神
と
人
と
は
全
く
別
の
存
在
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
神
は
「
奇
く
妙

な
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
御
杖
は
『
古
事
記
』
を
教
え
の
書
と
認
識
し
、
そ
の
記
述
内
容
は
寓
意
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

龍
麿
は
『
古
事
記
』
を
実
録
と
し
て
見
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、『
古
事
記
』
を
実
録
と
認
識
す
る
姿
勢
は
、
龍
麿
の
師
で
あ
る
宣
長
も
述

べ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り（

（1
（

、
龍
麿
の
『
古
事
記
』
観
は
宣
長
の
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
。
た
だ
、
龍
麿
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
御
杖
も
ま

た
、『
古
事
記
』
の
聖
性
は
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
こ
そ
が
彼
の
言
霊
論
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
龍
麿
に
よ
る
批
判
は
、
そ

の
言
霊
論
に
も
及
ぶ
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

前
節
に
て
確
認
し
た
御
杖
の
「
言
霊
」
論
に
つ
い
て
、
龍
麿
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
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言
霊
と
い
ふ
こ
と
を
い
た
く
誤
れ
る
か
ら
、
か
ゝ
る
非
は
い
へ
る
也
、
そ
も
〳
〵
言
霊
て
ふ
こ
と
は
、
人
の
諸
々
の
言
の
葉
は
神
の

霊ミ
タ
マの

た
す
く
る
所
に
し
て
、
然
い
は
む
と
お
も
へ
は
い
は
る
ゝ
は
あ
や
し
と
も
あ
や
し
き
言
霊
の
神
の
た
す
け
に
な
む
あ
る
、
こ
と

に
皇
国
の
詞
は
し
も
、
め
て
た
く
妙
な
る
こ
と
、
不
正
鄙
俚
な
る
外
国
人
の
と
は
甚

イ
タ
ク

別
に
し
て
、
年
を
同
し
く
し
て
も
論
す
へ
か
ら

す
、
か
く
て
言
霊
て
ふ
こ
と
の
、
物
に
見
へ
た
る
は
論
者
も
挙
た
る
万
葉
十
三
巻
に
、
あ
し
は
ら
の
水
穂
の
国
は
神
な
か
ら
こ
と
あ

け
せ
ぬ
国
、
し
か
れ
と
も
辞
挙
そ
あ
は
す
る
言
幸
く
ま
さ
き
く
ま
せ
と
つ
ゝ
み
な
く
、
さ
き
く
い
ま
さ
は
あ
り
そ
な
み
あ
り
て
も
見

む
と
、
百
へ
な
み
千
重
な
み
し
き
に
言
挙
す
、
吾ア

は
此
反
歌
に
、
し
き
島
の
や
ま
と
の
国
は
事
霊
之
た
す
く
る
国
そ
ま
さ
き
か
れ
こ

そ〔
言
霊
の
神
の
た
す
く
る
国
な
る
に
よ
り
言
挙
し
て
ま
さ
き
く
ま
せ
と
君
を
い
は
ふ
を
い
か
て
つ
ゝ
み
な
く
お
は
し
ま
せ
と
な
り
〕

五
巻
に
、
神
世
よ
り
い
ひ
伝
け
ら
く
、
そ
ら
み
つ
倭
国
は
皇
神
の
い
つ
く
し
き
国
、
言
霊
の
さ
き
は
ふ
国
と
か
た
り
つ
き
い
ひ
つ
か

ひ
け
り
、今
の
代
の
人
も
こ
と
こ
と
目
の
ま
へ
に
見
た
り
知
た
り
云
〔々
此
大
倭
国
は
皇
神
た
ち
の
斎
国
言
霊
の
さ
き
は
ふ
国
と
て
、

神
世
の
事
を
も
か
た
り
つ
た
へ
い
ひ
つ
た
へ
て
、
人
み
な
今
の
現
に
目
前
に
見
も
し
知
り
も
す
と
也
〕
十
一
巻
に
、
事

（
マ
マ
（霊

の
八
十
の

ち
ま
た
に
ゆ夕

占

問

う
け
と
ふ
う
ら
ま
さ
に
の
れ
い
も
に
あ
ひ
よ
る
と
〔
言
霊
の
神
の
い
は
す
る
夕
占
を
ち
ま
た
に
問
と
ふ
意
な
り
〕
続
日

本
後
紀
十
九

ノ

巻
に
、
申マ

ヲ
サ
ク
ル

上
流
事
之
詞

波

此
国

乃

本モ
ト
ノ
コ
ト
ハ詞

尓

逐
シ
タ
カ
ヒ

倚ヨ
リ
テ天

唐カ
ラ
ク
ニ
ノ

国
乃

詞
遠

不
仮
〔
良
須
〕
書カ

キ
シ
ル
ス

記
須

博
士
不ヤ

ト
ハ
ス雇

此
国

乃

云
伝
〔
布
良
牟
〕

日
本

乃

倭
之
国

波

言
玉

乃

当マ
サ
キ
ク
ニ

国
〔
度
曽
〕
古
語

尓

流ナ
カ
レ
キ
タ

来
〔
礼レ

ル留
〕
神
語

尓

伝
来
〔
礼
留
〕
伝
来
事
任
〔
万
尓
〕
本
世

乃

事コ
ト
タ
ツ
ネ
ツ
ヽ
ウ
タ
コ
ト
ニ

尋
乍
歌
語

尓

詠
反

〔
志
弖
〕
神
事

尓

用
来

レ
リ

皇
事

尓

用
来
〔
礼
利
〕
云
々
、
こ
の
長
歌
に
て
言
霊
の
意
は
こ
と
に
明
ら
か
な
り
、
言
玉
、
事
霊
な
と
か
け

る
事
ま
た
玉
は
仮カ

リ

字ジ

に
て
言
霊
と
あ
る
そ
言
の
意
を
得
た
る
し
わ
さ
な
り
け
る
、然
る
を
論
者
言
霊
て
ふ
こ
と
は
あ
ら
は
に
い
は
ず
、

か
た
へ
を
い
ひ
て
、
そ
れ
と
し
ら
る
ゝ
や
う
な
る
こ
と
を
い
ふ
と
心
得
た

ン

め
り
、
さ
る
に
よ
り
、
言
と
云
ふ
も
の
は
神
を
こ
ろ
す

も
の
な
と
、
あ
ら
ぬ
事
の
み
い
へ
る
也
、
又
さ
ち
あ
る
ま
し
き
に
さ
ち
あ
り
て
こ
そ
、
さ
き
は
ふ
と
も
云
ふ
へ
き
も
の
を
や
、
た
す

く
と
い
ふ
も
こ
れ
に
お
な
し
と
い
へ
る
は
非
な
り
、
然
ら
す
と
も
さ
き
は
ふ
は
幸サ

キ

は
ふ
な
り
、
す
へ
て
言
霊
の
さ
き
は
ひ
た
す
く
と
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い
ふ
は
論
者
の
云
へ
る
意
に
は
あ
ら
す
、
よ
く
味
ふ
へ
し
（『
静
岡
県
史　

資
料
編
一
四　

近
世
六
』
四
八
九
─
四
九
〇
頁
）

　

龍
麿
は
言
霊
と
い
う
語
に
つ
い
て
、「
人
の
諸
々
の
言
の
葉
は
神
の
霊ミ

タ
マの

た
す
く
る
所
」
と
理
解
し
、『
万
葉
集
』
や
『
続
日
本
後
紀
』

に
お
け
る
言
霊
の
用
例
を
挙
げ
る
。
そ
も
そ
も
、
龍
麿
が
紹
介
し
た
こ
れ
ら
の
用
例
は
、
御
杖
が
『
古
事
記
灯
大
旨
』
に
て
「
ふ
か
く
目

と
ま
」
っ
た
歌
と
し
て
紹
介
し
て
お
り（

（1
（

、「
お
ほ
よ
そ
言
と
い
ふ
物
は
神
を
こ
ろ
す
も
の
に
て
、
た
と
へ
ば
わ
が
力
つ
よ
き
を
人
に
示
さ

む
と
す
る
に
、
や
が
て
、
我
力
つ
よ
き
に
あ
ら
ず
や
と
い
ひ
た
ら
ん
に
、
は

（
筆
者
注
：
マ
マ
（、

そ
の
ひ
と
、
心
に
、
つ
よ
し
と
我
を
思
ひ
を
り
し
も

消
ぬ
べ
し（

（1
（

」
と
し
て
、「
言
葉
と
い
ふ
も
の
が
本
来
も
の
を
完
全
に
表
現
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
注
意
し
て
ゐ
る
」

の
で
あ
る（

（1
（

。
ま
た
御
杖
は
、「
た
す
く
る
国
さ
き
は
ふ
国
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、「
も
と
さ
ち
あ
る
ま
じ
き
事
に
さ
ち
あ
り
て
こ
そ
、

さ
き
は
ふ
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
や
、
た
す
く
と
い
ふ
も
こ
れ
に
同
じ
、
さ
れ
ば
た
す
く
る
国
さ
き
は
ふ
国
と
い
ふ
は
、
た
す
け
ら
る
ま

じ
き
事
を
た
す
け
ら
れ
、
さ
き
は
ゝ
る
ま
じ
き
事
を
さ
き
は
ゝ
る
ゝ
国
と
い
ふ
心
な
る
事
お
も
ふ
べ
し（

11
（

」
と
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
龍
麿
は
、
か
か
る
御
杖
の
解
釈
を
否
定
し
、
各
歌
の
内
容
を
記
述
の
ま
ま
に
理
解
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

ま
た
御
杖
は
、「
わ
が
御
教
、
本
居
の
翁
は
じ
め
て
端
を
ひ
ら
か
れ
、
成
元
し
た
が
ひ
て
こ
の
言
霊
を
の
べ
て
、
わ
が
御
国
の
御
て
ぶ

り
明
ら
か
に
な
り
諷
哥
と
も
に
、
後
世
の
狭
霧
を
払
へ
る
事
、
さ
ら
に
〳
〵
、
こ
れ
成
元
等
が
い
さ
を
に
は
あ
ら
ず
、
ひ
と
へ
に
泰
平
の

余
化
、
か
の
大
御
神
さ
び
の
御
ひ
か
り
な
る
ぞ
か
し（

1（
（

」
と
、
皇
朝
の
「
御
教
」
は
、
宣
長
に
よ
っ
て
そ
の
端
緒
が
開
か
れ
、
御
杖
も
ま
た

宣
長
の
学
問
の
寄
与
を
受
け
て
言
霊
説
を
述
べ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
龍
麿
は
、

我
翁
は
漢
国
ふ
り
の
こ
ち
た
き
教
を
は
な
れ
て
、
皇
大
御
国
の
貴
き
御
て
ふ
り
を
こ
そ
説
た
れ
、
神
代
の
教
へ
な
と
い
ふ
こ
と
は
か

け
て
も
い
へ
る
こ
と
な
し
、
然
る
を
論
者
、
翁
教
の
端
を
ひ
ら
き
、
お
の
れ
言
霊
を
の
へ
て
御
国
の
御
て
ふ
り
明
ら
け
く
な
れ
り
と
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い
へ
る
、
論
者
こ
そ
し
か
思
ふ
ら
め
、
掛
て
も
あ
ら
ぬ
言
霊
の
道
な
と
の
ゝ
し
り
て
、
世ヨ間
の
愚
人
を
ま
と
は
し
、
は
た
我
師
の
説

を
よ
こ
さ
ま
に
論
ひ
な
す
は
、
豊ト

ヨ
サ
カ
ノ
ボ

栄
登
る
朝
日
の
光
を
、
し
は
し
雲
霧
の
お
ほ
ふ
か
こ
と
く
に
な
む
（『
静
岡
県
史　

資
料
編
一
四　

近
世
六
』
五
〇
〇
頁
）

と
、
宣
長
は
純
然
た
る
「
皇
大
御
国
の
貴
き
御
て
ふ
り
」
を
伝
え
こ
そ
す
れ
、
御
杖
が
言
う
よ
う
な
「
神
代
の
教
へ
」
に
つ
い
て
の
提
示

は
一
切
行
っ
て
い
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、

論
者
言
霊
を
見
知
れ
り
と
お
も
ふ
は
、
あ
ら
ぬ
す
ち
に
深
く
迷
ひ
入
た
る
な
る
を
、
ほ
こ
り
【
て
こ
】（
か
に
）
と
〳
〵
し
く
云
ひ

立
る
は
、
返
す
〳
〵
か
た
は
ら
い
た
し
、
さ
て
又
古
書
を
深
く
考
へ
て
、
心
の
限
り
は
解ト

ク

か
た
よ
ろ
し
け
れ
と
、
い
か
に
と
も
知
り

か
た
き
ふ
し
を
推
量
に
定
む
る
は
非
也
、
さ
る
ゆ
ゑ
に
、
師
は
考
へ
の
お
よ
は
ぬ
こ
と
を
は
強
て
説
さ
り
き
（『
静
岡
県
史　

資
料

編
一
四　

近
世
六
』
四
九
六
─
四
九
七
頁
）

と
、不
可
知
の
事
象
を
憶
断
す
る
行
為
を
否
定
し
、宣
長
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
主
張
は
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
御
杖
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　

御
杖
は
宣
長
に
つ
い
て
、「
わ
が
御
国
の
い
に
し
へ
を
明
ら
め
、
ふ
る
き
言
ど
も
そ
の
義
を
き
は
め
」
た
こ
と
に
つ
い
て
は
高
く
評
価

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、「
わ
が
御
国
言
は
、
言
霊
（
中
略
）
を
む
ね
と
す
る
事
に
思
ひ
い
た
ら
」
ず
、『
古
事
記
』
を
「
教
の

ふ
み
」
と
し
て
見
な
か
っ
た
と
し
て
否
定
的
な
評
価
も
下
し
て
い
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
な
、
自
身
の
学
問
の
出
発
点
と
し
て
宣
長
を
位
置
づ
け

て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
宣
長
の
学
問
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
御
杖
の
姿
勢
が
、
龍
麿
の
逆
鱗
に
触
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
既
に
拙
稿
に
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
龍
麿
は
「
師
の
説
に
な
づ
ま
ざ
る
」
こ
と
を
、
自
身
の
、
そ
し
て
鈴
門
の
学
究
活
動
の
根
幹
と
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位
置
づ
け
て
い
た（

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
龍
麿
に
お
い
て
斯
様
な
御
杖
の
態
度
は
そ
も
そ
も
傾
聴
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

三
　
鈴
門
と
し
て
の
龍
麿
の
応
答

　

御
杖
は
、「
わ
が
御
国
、
礼
制
の
た
ぐ
ひ
、
仁
義
の
教
等
、
す
べ
て
な
き
は
、
そ
れ
ら
に
ま
さ
り
て
た
し
か
な
る
事
、
外
様
は
悉
く
神

気
の
う
む
所
な
れ
ば
也
、
か
ゝ
る
御
て
ぶ
り
な
れ
ば
、
宣
長
が
や
ま
と
心
な
り
と
思
は
れ
つ
る
所
は
か
へ
り
て
か
ら
心
な
り
と
は
い
ふ
な

り（
11
（

」、
ま
た
「
も
と
大
御
国
人
、
か
ば
か
り
他
域
に
す
ぐ
れ
て
さ
と
き
に
、
他
域
に
す
ぐ
れ
た
る
教
も
な
く
て
は
か
な
は
ざ
る
事
な
ら
ず

や（
11
（

」
と
、
皇
朝
に
お
い
て
礼
制
や
仁
義
な
ど
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
よ
り
も
優
れ
た
教
え
が
元
来
備
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
と
し
、
宣
長
に
よ
る
『
古
事
記
』
の
実
録
性
の
強
調
を
、
恣
意
的
解
釈
と
い
う
意
味
で
「
か
ら
心
」
と
非
難
し
た
。
こ
の
御
杖
の
姿
勢

に
対
し
、
龍
麿
は
、

是
い
み
し
き
誤
り
な
り
、
教
の
書
な
き
を
不
足
事
に
思
へ
る
は
、
更
に
古
へ
を
知
ら
ぬ
癡

シ
レ
コ
ヽ
ロ心

也
、
外
国
に
某
く
れ
と
教
の
名ナ目
あ
る

は
、
其
国
ふ
り
あ
し
く
て
、
人
の
心
直
か
ら
ぬ
ゆ
ゑ
に
、
こ
と
さ
ら
に
、
教
と
い
ふ
事
を
設
け
て
ほ
し
き
ま
ゝ
に
さ
せ
し
と
の
わ
さ

な
れ
は
、
我
皇
国
の
正
し
き
よ
り
見
れ
は
、
い
と
こ
ち
た
く
う
る
さ
き
を
、
そ
を
さ
と
ら
さ
る
は
、
聖
人
の
智
術
に
欺
れ
て
、
漢
を

の
み
よ
き
国
と
思
へ
る
故
に
て
、
是
則
漢
意
と
い
ふ
も
の
也
、
さ
る
を
誠
の
和
魂
よ
り
見
れ
は
な
と
大

イ
ミ
シ
キ
コ
ト

言
を
い
へ
る
は
、
か
た
は
ら

い
た
し
、
そ
も
〳
〵
皇
御
国
の
上
代
は
、
天
皇
の
大
御
心
を
人

オ
ホ
ミ
タ
カ
ラ

民
の
心
と
し
て
、
善ヨ

キ
ア
シ
キ悪

を
い
は
す
、
一ヒ

タ
フ
ル向

に
い
や
ま
ひ
ま
つ
り
て
、

を
さ
〳
〵
背
く
も
の
な
く
穏
に
を
さ
ま
り
け
れ
は
、
是
に
ま
さ
れ
る
を
し
え
は
、
い
か
て
か
あ
ら
ん
、
是
教
て
ふ
名ナ目
は
な
く
し
て
、

自
然
教
は
あ
る
な
り
（『
静
岡
県
史　

資
料
編
一
四　

近
世
六
』
四
八
三
─
四
八
四
頁
）
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と
、
外
国
に
「
教
の
名
目
」
が
あ
る
の
は
「
人
の
心
直
か
ら
ぬ
ゆ
ゑ
」
に
そ
れ
を
立
て
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
り
、「
正
し
き
」
皇
国

に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
不
要
で
あ
る
と
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
御
杖
が
本
朝
に
も
教
え
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
「
漢

意
」
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

　

ま
た
、
御
杖
は
『
古
事
記
』
に
つ
い
て
、「
か
く
の
如
く
此
上
巻
は
、
史
の
か
た
ち
を
か
り
な
が
ら
史
に
は
あ
ら
ね
ば
、
わ
が
大
御
国

の
御
は
じ
め
は　

神
武
帝
に
て
お
は
し
ま
す
べ
き
な
り（

11
（

」
と
し
て
、
先
述
し
た
『
古
事
記
』
上
巻
の
実
録
性
の
否
定
に
基
づ
き
、
日
本
の

歴
史
の
原
初
を
神
武
天
皇
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
龍
麿
は
、

こ
れ
、
後
世
漢
学
者
の
普
通
の
論
に
て
め
つ
ら
し
か
ら
ね
と
一
わ
た
り
弁
す
へ
し
、
そ
も
〳
〵
掛
ま
く
も
か
し
こ
き
皇
統
の
天
照
大

御
神
の
御
子
孫
な
る
事
は
、
古
書
と
も
に
見
え
て
更
に
疑
ひ
な
き
を
、
神
代
は
あ
や
し
き
こ
と
ゝ
も
お
ほ
く
、
御
孫
命
高
天
原
よ
り

此
国
へ
下
り
給
ひ
し
な
と
、
こ
さ
か
し
き
後
世
心
に
承ウ

ケ
ヒ
カ引

す
て
神
代
巻
を
は
寓
言
の
こ
と
く
見
な
し
て
、
神
武
天
皇
を
此
世
の
は
し

め
と
す
る
な
と
、
心
あ
る
も
の
誰
か
は
う
へ
な
は
む
（『
静
岡
県
史　

資
料
編
一
四　

近
世
六
』
四
八
四
─
四
八
五
頁
）

と
、
神
武
天
皇
は
「
天
照
大
御
神
の
御
子
孫
」
で
あ
る
と
強
調
し
、
神
代
の
「
あ
や
し
き
こ
と
」
を
「
寓
言
の
こ
と
く
見
な
」
す
姿
勢
を

「
後
世
漢
学
者
の
普
通
の
論
」
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。『
古
事
記
灯
大
旨
』
に
お
け
る
御
杖
の
『
古
事
記
』
論
は
、
必
ず
し
も
儒
学
的

文
脈
を
以
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
龍
麿
は
、
神
代
の
道
が
そ
の
ま
ま
に
説
か
れ
て
い
る『
古
事
記
』
を
、

御
杖
が
強
い
て
複
雑
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
の
営
み
は
「
漢
意
」
で
あ
る
と
指
摘
し
、
否
定
す
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

御
杖
の
『
古
事
記
灯
大
旨
』
に
批
判
を
加
え
た
の
は
、
龍
麿
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
本
居
大
平
の
門
人
で
あ
っ
た
斎
藤
彦
麿

（
明
和
五
年
─
安
政
元
〈
一
八
五
四
〉）
は
『
か
は
ほ
り
』
と
い
う
小
冊
子
を
著
し
、
宣
長
の
姿
勢
に
則
っ
て
『
古
事
記
』
の
史
実
性
を
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強
調
し
て
御
杖
の
論
を
否
定
し
た（

11
（

。
ま
た
、
同
じ
く
大
平
に
学
ん
だ
伴
信
友
（
安
永
二
年
〈
一
七
七
三
〉
─
弘
化
三
年
〈
一
八
四
六
〉）
は
、

彦
麿
の
『
か
は
ほ
り
』
を
読
ん
だ
う
え
で
、
そ
れ
へ
の
応
答
と
し
て
『
古
事
記
灯
論
』
と
い
う
短
い
文
章
を
著
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い

て
信
友
は
、
神
代
の
道
を
「
さ
か
し
ら
心
の
ひ
き
〴
〵
に
智
り
ひ
が
め
」、
そ
れ
を
世
間
に
誇
る
た
め
に
深
く
理
解
で
き
て
い
な
い
事
柄

も
上
辺
の
み
を
飾
る
人
間
の
多
い
こ
と
を
嘆
き
、
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
「
そ
ハ
も
と
か
ら
意
に
化ウ

ツ

り
ま
じ
こ
り
た
る
禍
事
な
り
け
り
」

と
一
蹴
す
る（

11
（

。

　

両
者
の
主
張
は
、『
古
事
記
』を
実
録
の
書
と
見
る
宣
長
の
主
張
に
大
き
く
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。彦
麿
も
御
杖
の
神
道
観
に
対
し
て
、

「
浅
学
無
智
の
者
と
も
ら
か
心
の
侭
に
説
曲
る
を
ハ
神
道
と
ハ
い
は
す
」
と
述
べ（

11
（

、
信
友
も
御
杖
の
よ
う
な
主
張
の
淵
源
を
「
か
ら
意
」

で
あ
る
と
見
做
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宣
長
の
学
問
を
尊
崇
す
る
彦
麿
や
信
友
も
ま
た
、
龍
麿
と
同
様
に
、
宣
長
に
よ
っ
て
史
実
性
が

示
さ
れ
た
『
古
事
記
』
の
内
容
に
教
戒
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
御
杖
の
姿
勢
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
龍
麿
や
信
友
に
よ

る
御
杖
の
主
張
へ
の
「
漢
意
」
と
い
う
評
価
か
ら
は
、
彼
ら
が
御
杖
の
論
を
過
剰
に
理
屈
的
な
も
の
と
認
知
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

ま
た
龍
麿
は
、
宣
長
の
著
作
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
る
様
々
な
批
判
に
対
し
、
次
々
と
反
論
書
を
著
し
て
い
た
。
例
え
ば
賀
茂
真
淵
の
門

人
で
あ
る
荒
木
田
久
老
（
延
享
三
年
〈
一
七
四
六
〉
─
文
化
元
年
）
が
宣
長
に
よ
る
古
語
の
語
釈
や
歌
論
に
つ
い
て
論
じ
た
『
信
濃
漫
録
』

（
別
名
『
病
床
漫
録
』、
享
和
元
年
成
、
文
政
四
年
刊
）
に
対
し
て
は
、『
病
床
漫
録
弁
』（
文
化
五
年
成
）
を
著
し
て
反
論
し
た（

1（
（

。
ま
た

久
老
と
同
じ
く
真
淵
に
学
ん
だ
村
田
春
海
（
延
享
三
年
─
文
化
八
年
）
に
よ
る
、
宣
長
に
対
す
る
戯
文
で
あ
る
『
玉
の
ゆ
く
へ
』（
享
和

二
年
）
や
、
宣
長
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
を
重
視
す
る
姿
勢
を
批
判
し
た
歌
論
書
で
あ
る
『
歌
が
た
り
』（
享
和
三
年
ご
ろ
成
）
に
対
し

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
児
手
柏
』（
成
立
年
不
詳
）
や
『
歌
が
た
り
斥
非
』（
文
化
八
年
）
に
て
反
駁
し
て
い
る（

11
（

。

　

さ
ら
に
、宣
長
亡
き
後
の
鈴
門
に
お
い
て
は
古
伝
を
正
し
く
理
解
す
る
と
い
う
行
為
の
重
要
性
が
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。例
え
ば
、

『
科
戸
風
』
の
成
立
よ
り
や
や
時
期
は
下
る
も
の
の
、
服
部
中
庸
（
宝
暦
七
年
─
文
政
七
年
）
の
『
三
大
考
』（
寛
政
九
年
刊
）
へ
の
反



『科戸風』における石塚龍麿の『古事記』観 142

論
で
あ
る
大
平
の
『
三
大
考
弁
』（
文
化
八
年
成
）
に
対
し
て
篤
胤
が
再
批
判
を
加
え
た
『
三
大
考
弁
々
』（
文
化
一
一
年
成
）
に
つ
い
て
、

本
居
宣
長
記
念
館
が
所
蔵
す
る
写
本
に
記
さ
れ
た
大
平
の
書
き
入
れ
に
は
、
宣
長
が
没
し
た
享
和
元
年
頃
か
ら
、
鈴
門
の
中
心
人
物
が
大

平
の
も
と
に
参
集
し
て
「
古
書
ノ
義
を
論
」
じ
る
勉
強
会
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
大
平
に
よ
る
『
三
大
考
弁
々
』
へ

の
第
二
次
頭
書
に
は
、「
真
ノ
古
意
ト
云
コ
ト
ハ
記
紀
二
典
ノ
文
ヲ
改
メ
カ
ヘ
ズ
ニ
其
マ
ヽ
ヲ
信
用
シ
テ
古
意
ヲ
サ
ト
ル
ヲ
真
ノ
意
古
意

ト
云
也
二
典
ノ
文
詞
ヲ
自
己
ノ
心
ニ
マ
カ
セ
テ
言
ヲ
説
ハ
真
ノ
古
意
ヲ
サ
ト
ル
ト
云
物
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
大
平
な
ど
の

『
三
大
考
』
を
批
判
す
る
勢
力
が
「
古
伝
を
言
葉
通
り
忠
実
に
読
み
、
賢
し
ら
を
加
え
る
こ
と
無
く
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
取
る
と
い
う
態

度
」
を
そ
の
活
動
の
支
柱
と
し
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る（

11
（

。
こ
う
し
た
大
平
を
中
心
と
し
た
鈴
門
の
動
き
に
お
け
る
龍
麿
の
関
与

の
実
態
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
同
時
期
に
は
『
三
大
考
』
に
限
ら
ず
江
戸
派
の
著
作
に
対
し
て
も
、
龍
麿
を
含
め
た
鈴
門
の
面
々
が

積
極
的
に
反
論
を
行
っ
て
お
り（

11
（

、
当
時
の
鈴
門
に
お
い
て
は
宣
長
の
死
を
契
機
と
し
て
同
時
多
発
的
に
鈴
門
の
防
衛
が
強
く
意
識
さ
れ
て

い
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

龍
麿
を
は
じ
め
、
彦
麿
や
信
友
に
よ
る
御
杖
へ
の
反
論
は
、
御
杖
の
『
古
事
記
』
観
や
言
霊
論
を
深
く
理
解
し
た
う
え
で
の
詳
細
な
も

の
と
は
言
い
難
く
、
宣
長
の
学
説
を
発
展
さ
せ
た
議
論
も
な
さ
れ
て
い
な
い（

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
本
論
文
に
て
挙
げ
た
三
者
に
よ
る
『
古

事
記
灯
大
旨
』
へ
の
応
答
は
、
そ
も
そ
も
宣
長
と
は
異
な
る
御
杖
の
『
古
事
記
』
観
の
拡
散
を
防
ぐ
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
宣
長
の
学
説
を

正
し
く
理
解
し
、
鈴
門
と
い
う
組
織
の
威
厳
を
維
持
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、
本
論
文
で
は
、『
科
戸
風
』
に
表
れ
た
龍
麿
の
『
古
事
記
』
観
、
お
よ
び
御
杖
へ
の
応
答
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

龍
麿
に
と
っ
て
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
神
々
の
「
あ
や
し
き
」
は
た
ら
き
は
、
師
の
宣
長
の
考
え
と
同
様
に
、『
古
事
記
』
が
神
代
の

出
来
事
を
あ
り
の
ま
ま
に
伝
え
て
い
る
こ
と
の
根
拠
で
あ
っ
た（

11
（

。
し
か
し
御
杖
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
記
述
の
存
在
は
却
っ
て
『
古

事
記
』
が
実
録
の
書
で
は
な
い
こ
と
の
確
た
る
証
拠
で
あ
り
、
彼
は
『
古
事
記
』
を
教
戒
の
書
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
こ
う
し
た
御
杖
の

姿
勢
に
つ
い
て
、
龍
麿
は
「
漢
意
」
と
し
て
批
判
す
る
。
た
だ
、
御
杖
は
儒
教
的
文
脈
で
『
古
事
記
』
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
御
杖
も
ま
た
、
龍
麿
が
依
拠
す
る
宣
長
の
『
古
事
記
』
観
を
、「
か
ら
意
」
と
評
し
て
い
た
。
龍
磨
と
御
杖
の
『
古
事
記
』
観

は
全
く
真
逆
な
の
で
あ
る
が
、
両
者
は
と
も
に
「
漢
意
」
と
い
う
語
を
以
っ
て
、
相
手
の
主
張
の
恣
意
性
を
非
難
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

龍
麿
の
目
的
は
御
杖
説
の
理
解
や
新
た
な
議
論
の
創
出
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
宣
長
説
に
忠
実
な
姿
勢
を
取
り
、
そ
れ
に
与
し
な
い

論
を
「
漢
意
」
と
し
て
排
撃
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
龍
麿
の
姿
勢
、
お
よ
び
鈴
門
に
よ
る
組
織
の

引
き
締
め
や
積
極
的
な
反
駁
書
の
執
筆
か
ら
は
、
当
時
の
鈴
門
の
組
織
の
維
持
、
そ
し
て
「
真
ノ
古
意
」
の
探
究
へ
の
強
い
熱
意
が
感
じ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
今
回
は
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
遠
江
の
国
学
の
鼻
祖
で
あ
る
荷
田
春
満
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
を
「
神
祇

道
徳
」
の
書
と
し
て
重
ん
じ
て
い
た（

11
（

。
こ
う
し
た
春
満
の
神
道
説
は
、
例
え
ば
三
宅
清
の
よ
う
に
儒
家
神
道
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
が（

11
（

、
龍
麿
を
は
じ
め
と
す
る
春
満
以
降
の
代
の
国
学
者
に
よ
る
評
価
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
国
学
に
お
け
る
古
典

観
の
変
遷
が
よ
り
一
層
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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註
（
（
）　

同
名
の
書
物
と
し
て
、
沼
田
順
義
（
寛
政
四
年
─
嘉
永
二
年
〈
一
八
四
九
〉）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
、
宣
長
や
市
川
匡
の
『
古
事
記
』
観
を
排
撃
し
た
『
級

長
戸
風
』（
文
政
一
三
年
刊
）
が
あ
る
。『
級
長
戸
風
』
の
刊
行
は
『
科
戸
風
』
成
立
の
後
年
で
あ
り
、
ま
た
『
科
戸
風
』
に
も
当
該
書
籍
に
関
す
る
言
及

は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
本
論
文
で
は
そ
の
内
容
は
検
討
し
な
い
。
し
か
し
、『
級
長
戸
風
』
も
ま
た
、
近
世
に
お
け
る
『
古
事
記
』
観
の
実
態
や
そ
の
変
遷

を
見
る
た
め
に
は
必
須
の
資
料
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
期
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

（
（
）　

詳
細
は
、
拙
稿
「
石
塚
龍
麿
の
歌
論
研
究
と
古
道
論
─
『
万
葉
集
』
を
中
心
と
し
て
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
』
一
四
、二
〇
二
二
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）　

以
下
の
御
杖
に
よ
る
言
霊
説
の
概
要
は
、
鈴
木
暎
一
『
国
学
思
想
の
史
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
他
様
々
な
先

行
研
究
に
依
っ
て
記
述
し
た
。
鈴
木
以
外
に
よ
る
記
述
は
、
そ
の
都
度
、
注
に
て
そ
の
旨
を
示
し
た
。

（
（
）　

三
宅
清
編
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
、
五
二
─
五
三
頁
。

（
（
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、五
三
頁
。

（
（
）　

東
よ
り
子
『
国
学
の
曼
陀
羅
─
宣
長
前
後
の
神
典
解
釈
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
六
年
、
一
三
二
頁
。

（
（
）　

黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
一
巻
上
（
日
本
書
紀
前
篇
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
、
一
三
一
頁
。

（
（
）　

東
前
掲
『
国
学
の
曼
陀
羅
─
宣
長
前
後
の
神
典
解
釈
』、
一
三
四
頁
。

（
（
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
四
、一
九
八
七
年
、
七
〇
七
頁
。

（
（0
）　

池
田
勉
『
言
霊
の
ま
な
び
』
子
文
書
房
、
一
九
四
〇
年
、
二
七
四
─
二
七
五
頁
。

（
（（
）　

前
注
九
。

（
（（
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、三
八
頁
。

（
（（
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、八
〇
─
八
一
頁
。
な
お
、
前
述
の
「
時
宜
」
の
論
に
お
い
て
、
御
杖
は
「
時
」
の
中
に
は
「
我
」
と
「
彼
」
と
が
あ
る

と
す
る
。
御
杖
に
よ
る
と
、「
我
」
と
は
こ
れ
ま
で
置
か
れ
て
き
た
状
況
と
は
異
な
っ
て
き
た
心
の
状
態
、「
彼
」
と
は
自
身
の
思
い
と
は
異
な
る
対
象
の

こ
と
で
あ
る
と
い
う
（『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
四
、七
三
五
頁
）。
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（
（（
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、四
三
頁
。

（
（（
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、四
五
頁
。

（
（（
）　
（『
古
事
記
伝
』
一
）「
書
紀
は
、
後ノ代
の
意
を
も
て
、
上ッ代
の
事
を
記
し
、
漢
国
の
言
を
以テ

、
皇ミ

国ク
ニ

の
意
を
記
さ
れ
た
る
故
に
、
あ
ひ
か
な
は
ざ
る
こ
と

多
か
る
を
、
此
記
は
、
い
さ
ゝ
か
も
さ
か
し
ら
を
加ク

ハ

へ
ず
て
、
古へよ
り
云　

ヒ
 
ヘ
　

伝
た
る
ま
ゝ
に
記
さ
れ
た
れ
ば
、
そ
の
意
も
事
も
言
も
相ア

ヒ

称カ
ナ
ヒて

、
皆
上ッ代
の
実

マ
コ
ト

な
り
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
九
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
六
頁
）。

（
（（
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、五
二
頁
。

（
（（
）　

前
注
一
七
。

（
（（
）　

平
野
仁
啓
『
万
葉
批
評
史
研
究
─
近
世
篇
』
未
来
社
、
一
九
六
五
年
、
一
八
九
頁
。

（
（0
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、六
〇
頁
。

（
（（
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、八
六
頁
。

（
（（
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、三
八
─
三
九
頁
。

（
（（
）　

前
掲
拙
稿
「
石
塚
龍
麿
の
歌
論
研
究
と
古
道
論
─
『
万
葉
集
』
を
中
心
と
し
て
」。

（
（（
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、四
二
─
四
三
頁
。

（
（（
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、四
三
頁
。

（
（（
）　
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
一
、四
四
─
四
五
頁
。

（
（（
）　

先
に
見
た
よ
う
に
、
御
杖
は
宣
長
が
皇
国
の
「
御
て
ぶ
り
」
を
「
や
ま
と
心
」
と
評
し
た
こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
こ
そ
が
「
か
ら
心
」
で
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
杖
も
ま
た
彼
な
り
の
純
粋
な
る
神
代
の
姿
を
追
究
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
（（
）　

河
野
頼
人
『
上
代
文
学
研
究
史
の
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
七
七
年
。
な
お
河
野
は
、『
か
は
ほ
り
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
、『
古
事
記
灯
大
旨
』
の

刊
行
年
で
あ
る
文
化
五
年
か
ら
、
彦
麿
に
よ
る
『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
『
万
葉
爪
印
』
の
成
立
し
た
文
政
四
年
ま
で
の
間
、
特
に
文
化
五

年
に
近
い
時
期
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。

（
（（
）　

大
鹿
久
義
編
『
稿
本
伴
信
友
著
作
集
』
第
二
輯
、
温
故
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
七
頁
。

（
（0
）　

河
野
前
掲
『
上
代
文
学
研
究
史
の
研
究
』、
三
一
六
頁
。
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（
（（
）　
『
信
濃
漫
録
』
の
詳
細
は
『
荒
木
田
久
老
歌
文
集
並
伝
記
』（
神
宮
司
庁
、
一
九
五
三
年
）
を
、『
病
床
漫
録
弁
』
の
詳
細
は
『
静
岡
県
史　

資
料
編
一
四　

近
世
六
』
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
前
掲
拙
稿
「
石
塚
龍
麿
の
歌
論
研
究
と
古
道
論
─
『
万
葉
集
』
を
中
心
と
し
て
」
に
お
い
て
、
両
書
の

記
述
の
特
徴
を
検
討
し
て
い
る
。

（
（（
）　
『
玉
の
ゆ
く
へ
』
の
詳
細
は
岩
田
隆
『
宣
長
学
論
攷
─
本
居
宣
長
と
そ
の
周
辺
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
八
年
）
を
、『
歌
が
た
り
』『
歌
が
た
り
斥
非
』
に

つ
い
て
は
田
中
康
二
『
村
田
春
海
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
、『
児
の
手
柏
』
に
つ
い
て
は
小
山
前
掲
『
石
塚
龍
麿
の
研
究
』
を
そ
れ
ぞ

れ
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）　

金
沢
英
之
『
宣
長
と
『
三
大
考
』
─
近
世
日
本
の
神
話
的
世
界
像
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
一
二
八
頁
。

（
（（
）　

金
沢
前
掲
『
宣
長
と
『
三
大
考
』
─
近
世
日
本
の
神
話
的
世
界
像
』
一
三
八
頁
。

（
（（
）　

田
中
前
掲
『
村
田
春
海
の
研
究
』。

（
（（
）　

河
野
頼
人
も
ま
た
、
斎
藤
彦
麿
の
御
杖
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
、「
宣
長
の
方
法
を
浅
く
理
解
し
祖
述
す
る
の
み
で
あ
」
り
、「
古
事
記
の
記
述
を
実

録
─
史
と
う
け
入
れ
、
そ
こ
に
は
御
杖
の
方
法
に
対
す
る
理
解
の
姿
勢
は
な
く
論
点
は
す
れ
違
い
を
み
せ
て
い
る
」
と
し
、
さ
ら
に
は
「
古
事
記
の
記
述

の
深
い
意
味
を
考
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
持
つ
「
灯
」
の
批
判
と
し
て
は
、
一
段
低
い
次
元
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と

結
論
づ
け
て
い
る
（『
上
代
文
学
研
究
史
の
研
究
』、
一
六
四
─
一
六
五
頁
）。

（
（（
（『
科
戸
風
』）「
い
か
に
僻
心
得
す
と
も
、
か
ゝ
る
こ
と
を
は
云
ふ
へ
き
も
の
か
は
、
古
へ
の
書
の
あ
る
か
中
に
、
古
事
記
は
別
に
正
し
き
書
に
し
て
、
古

へ
の
伝
へ
を
露
も
た
か
へ
す
か
け
る
も
の
に
し
あ
れ
は
、）　

只
其
文
面
の
こ
と
く
に
心
得
へ
き
こ
と
な
る
を
、
論
者
の
い
へ
る
は
う
ら
う
へ
の
違
ひ
に
な

り
」（『
静
岡
県
史　

資
料
編
一
四　

近
世
六
』
四
九
三
頁
）。

（
（（
）　
「
神
祇
道
徳
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
松
本
久
史
『
荷
田
春
満
の
国
学
と
神
道
史
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）　

三
宅
清
『
荷
田
春
満
』
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、
一
九
四
〇
年
。


