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は
じ
め
に

〈
託
宣
〉
と
は
何
か
。
託
宣
と
は
宗
教
的
・
信
仰
的
現
象
と
し
て
「
神
的
な
る

も
の
」
か
ら
示
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
一
般
的
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、「
託
宣
」
と
い
う
文
言
が
歴
史
の
中
で
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、

そ
の
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
る
歴
史
状
況
の
固
有
の
文
脈
も
ま
た
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
小
稿
の
問
題
意
識
の
中
心
は
、〈
託
宣
〉
を
歴
史
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
る
。

ゆ
え
に
小
稿
で
は
、〈
託
宣
〉
に
大
き
く
二
つ
の
意
義
を
想
定
し
、
そ
の
上
で
議
論

を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

ひ
と
つ
に
は
、
私
た
ち
が
現
在
、
通
常
に
用
い
る
語
彙
と
し
て
の
託
宣
で
あ
り
、

研
究
上
の
用
語
と
し
て
通
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
理
論
的
に
考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
史
料
上
「
託
宣
」
の
文
言
が
無
い
場
合
で
も
、「
神
的
な
る
も
の
」

と
人
と
の
交
渉
に
お
い
て
、
そ
れ
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
要
素
や
条
件
が
あ
ら
わ
れ
て

い
れ
ば
、
託
宣
と
い
う
現
象
と
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
歴
史
上
の
「
託
宣
」

託
宣
と
八
幡
神
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託
宣
は
、
基
本
的
に
「
神
的
な
る
も
の
」
と
人
の
交
渉
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。

現
状
、
託
宣
は
研
究
語
彙
と
し
て
、
憑
依
現
象
に
よ
る
神
の
言
葉
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
人
類
史
に
普
遍
的
な
宗
教
・
信
仰
の

現
象
を
と
ら
え
る
た
め
の
方
法
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
し
て

歴
史
的
語
彙
と
し
て
の
「
託
宣
」
は
、『
続
日
本
紀
』
の
八
幡
神
に
関
す
る
記

述
に
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
は
、
律
令
国
家
の
史
書
と
し
て
一

連
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
と
『
続
日
本
紀
』
の
歴
史
叙
述
の
性
質

の
違
い
と
、
東
大
寺
盧
舎
那
仏
建
立
に
お
い
て
達
成
さ
れ
、
ま
た
そ
の
記
事
に

示
さ
れ
る
仏
と
神
と
を
配
す
る
世
界
観
の
構
築
と
い
う
文
脈
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。「
託
宣
」
と
八
幡
神
は
、『
続
日
本
紀
』
の
記
述
に
お
い
て
、
限
定

的
で
固
有
な
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
事
実
は
、
歴
史
的
語

彙
と
し
て
の
「
託
宣
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

託
宣
、
八
幡
神
、
続
日
本
紀
、
神
祇
信
仰
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八
二

の
用
例
を
類
型
的
に
把
握
す
れ
ば
、〈
託
宣
〉
は
確
か
に
「
神
的
な
る
も
の
」
の
意

思
の
出
現
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と

で
、
構
造
論
や
発
生
論
と
し
て
、
人
類
史
と
し
て
普
遍
的
な
問
題
へ
と
切
り
込
む
た

め
の
一
つ
の
方
法
が
可
能
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
段
階
で
思
考
を
止
め
て
し
ま
っ

て
は
、
歴
史
上
「
託
宣
」
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
閑
却

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
意
義
と
し
て
歴
史
的
語
彙
で
あ
る
「
託
宣
」
を
考
え
た

い
。
小
稿
が
問
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
置
き
去
り
に
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
語
彙
と
し
て

の
「
託
宣
」
で
あ
る
。「
託
宣
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
の
文

脈
を
担
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
託
宣
」
の
史
料
上
の
初
出
は
『
続
日
本
紀
』
で
あ
る
。
古
代
律
令
国
家
の
展
開

の
中
、
第
二
の
「
日
本
紀
」
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
、「
託

宣
」
の
文
言
が
八
幡
神
に
関
す
る
記
事
に
あ
ら
わ
れ
る
。
同
じ
く
史
料
上
『
続
日
本

紀
』
に
は
じ
め
て
記
述
さ
れ
る
八
幡
神
は
古
来
よ
り
託
宣
を
下
す
神
と
し
て
知
ら
れ

て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
初
出
が
互
い
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
八
幡
神
こ
そ

が
「
託
宣
」
を
は
じ
め
て
示
し
た
神
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
お
よ
び
『
古
事
記
』
に
は
認
め
ら
れ
な
い

「
託
宣
」
と
い
う
言
葉
が
『
続
日
本
紀
』
に
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
視
点
か
ら
考
え

た
い
。『
続
日
本
紀
』
と
の
関
係
か
ら
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
神
の
出
現
を
示
す

記
述
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
『
続
日
本
紀
』
の
「
託
宣
」
の
記
述
と
対
比
す
る
形
で
、

歴
史
的
語
彙
と
し
て
の
「
託
宣
」
の
意
義
を
問
う
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
基
本
的
了
解
と
し
て
「
託
宣
」
が
「
託
」（
つ
く
・
か
か
る
）

と
い
う
「
神
的
な
る
も
の
」
の
憑
依
現
象
に
連
な
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た

い
。「
託
」（
つ
く
・
か
か
る
）
は
神
の
出
現
の
現
象
を
示
す
も
の
で
あ
り
、「
託
宣
」

も
ま
た
神
の
出
現
を
示
す
表
現
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
こ
で
は
『
続

日
本
紀
』
に
お
い
て
八
幡
神
が
ど
の
よ
う
な
神
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
が
論
点
と
な
る
だ
ろ
う
。「
託
宣
」
に
お
い
て
出
現
す
る
八
幡
神
は
ど
の

よ
う
な
神
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
そ
の
記
述
を
支
え
る
「
神
的
な
る

も
の
」
へ
の
認
識
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
の
か
。

「
託
宣
」
を
歴
史
的
に
問
う
、
と
い
う
方
法
は
、「
託
宣
」
と
い
う
文
言
が
テ
キ
ス

ト
の
中
で
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
置
く
視
点
で
あ

る
。
歴
史
の
展
開
に
お
い
て
、「
託
宣
」
は
普
遍
的
な
現
象
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、

あ
る
特
定
の
文
脈
と
意
義
を
担
っ
た
特
殊
の
認
識
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
り
、

「
神
的
な
る
も
の
」
へ
の
認
識
そ
の
も
の
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
小
稿
で
は
、〈
託
宣
〉
に
つ
い
て
、
一
般
の
研
究
用
語
と
し
て
の
場
合
に

は
託
宣
、
歴
史
的
語
彙
と
し
て
の
場
合
に
は
「
託
宣
」、
こ
れ
ら
を
含
め
て
総
合
的

に
と
ら
え
る
場
合
に
は
〈
託
宣
〉
と
表
記
し
て
い
る
。

一
、〈
託
宣
〉
の
問
題
点　

―
―　

歴
史
的
語
彙
へ

あ
ら
た
め
て
、
託
宣
に
関
す
る
基
本
的
理
解
を
見
る
た
め
に
、
各
研
究
領
域
の
辞

典
類（
１
）を
確
認
し
、
そ
の
上
で
小
稿
の
議
論
の
方
向
性
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

参
照
し
た
も
の
の
中
で
全
体
と
し
て
共
通
す
る
の
は
、
普
遍
的
な
宗
教
・
信
仰
の

現
象
と
し
て
託
宣
を
理
解
し
て
い
る
点
で
、
託
宣
は
、
神
が
人
に
憑
依
す
る
「
神
が

か
り
」
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
意
思
や
予
言
と
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
『
神
道
事
典
』

『
日
本
民
俗
宗
教
辞
典
』
に
は
「
神
が
か
り
・
託
宣
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
て

お
り
、
憑
依
現
象
と
託
宣
が
強
く
結
び
つ
く
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
夢
に
お
い
て
神
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
こ
と
も
託
宣
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。『
神
道
事
典
』『
日
本
民
俗
大
辞
典
』『
日
本
歴
史
大
辞

典
』『
日
本
国
語
大
辞
典
』『
祭
・
芸
能
・
行
事
大
辞
典
』
で
は
、
託
宣
を
神
が
か
り

お
よ
び
夢
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

託
宣
を
普
遍
的
な
宗
教
現
象
と
す
る
視
点
か
ら
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
関
連
に
触

れ
る
も
の
も
あ
る
。
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
お
よ
び
そ
の
分
析
用
語
と
し
て
の
ト
ラ
ン
ス

（
脱
魂
）
や
ポ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン
（
憑
依
）
な
ど
に
言
及
が
あ
る
の
は
『
国
史
大
辞
典
』

『
日
本
民
俗
宗
教
辞
典
』『
日
本
民
俗
大
辞
典
』『
神
道
史
大
辞
典
』『
祭
・
芸
能
・
行

事
大
辞
典
』
と
な
る
。

分
析
と
し
て
は
、
託
宣
が
政
治
的
に
重
要
な
意
義
を
担
っ
た
こ
と
、
口
承
文
芸
や

芸
能
の
発
生
に
関
わ
る
可
能
性
、
宗
教
運
動
や
信
仰
の
契
機
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ

と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
概
観
す
る
と
、
神
道
史
、
民
俗
学
の
辞
典
で
は
他
の

領
域
に
比
べ
て
宗
教
現
象
と
し
て
の
託
宣
の
様
相
と
性
質
を
詳
し
く
述
べ
る
が
、
研

究
領
域
ご
と
の
見
解
の
相
違
は
、
際
立
っ
た
形
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。
託
宣
は
、
広

義
に
は
神
が
か
り
や
夢
な
ど
を
通
じ
て
あ
ら
わ
れ
る
神
か
ら
の
啓
示
で
あ
り
、
狭
義

に
は
神
が
か
り
に
よ
っ
て
神
の
言
葉
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
、
と
し
て
良
い
だ
ろ

う
。
総
合
的
に
見
て
、
託
宣
に
関
す
る
最
も
単
純
で
基
本
的
な
理
解
は
、
憑
依
現
象

に
お
け
る
神
の
言
語
に
よ
る
意
思
表
示
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
小
稿
で
は
、

論
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
託
宣
に
つ
い
て
狭
義
の
理
解
に
基
づ
い
て
議
論
を
進

め
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
上
の
辞
典
類
に
見
ら
れ
る
託
宣
の
理
解
は
、「
託
宣
」
と
い
う
言
葉
の
歴
史
性

を
無
視
し
て
無
時
間
的
な
託
宣
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
、

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』『
国
史
大
辞
典
』『
日
本
史
大
辞
典
』『
神
道
事
典
』『
上

代
文
学
研
究
事
典
』『
日
本
民
俗
宗
教
辞
典
』『
神
道
史
大
辞
典
』『
祭
・
芸
能
・
行

事
大
辞
典
』
は
、
具
体
的
な
「
託
宣
」
の
語
が
な
い
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の

記
事
に
言
及
し
、
託
宣
の
意
義
や
性
質
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
つ

の
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
べ
き
で
あ
る
。

歴
史
の
古
代
に
お
け
る
具
体
的
な
問
題
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
古
代
の
言
語
、

記
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
実
際
に
あ
ら
わ
れ
る
言
葉
に
寄
り
添
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
用
の
い
わ
ゆ
る
託
宣
が
、
研
究
上
の
解
釈
と
し
て
あ
る
こ
と
を
考
え
な
い
ま
ま
、

不
用
意
に
古
代
の
〈
託
宣
〉
を
論
じ
る
こ
と
は
戒
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
方
法
論
上
の
問
題
は
現
在
ま
で
の
研
究
に
広
く
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
省
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。〈
託
宣
〉
は
、
そ
の
歴
史

上
の
意
義
か
ら
乖
離
し
た
普
遍
的
な
「
神
的
な
る
も
の
」
と
人
と
の
交
渉
と
い
う
意

味
を
担
わ
さ
れ
て
き
た
が
、
史
料
の
実
際
と
し
て
の
「
託
宣
」
を
問
わ
な
い
現
状
は

た
だ
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

今
必
要
な
こ
と
は
、
歴
史
的
語
彙
と
し
て
の
「
託
宣
」
を
問
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
問
い
に
お
い
て
歴
史
と
し
て
の
古
代
を
見
据
え
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
「
託
宣
」

は
古
代
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
古
代
に
一
般
的
な
「
託
宣
」
と
い
う
も

の
は
存
在
し
な
い
。
当
時
の
言
葉
に
寄
り
添
う
と
い
う
こ
と
は
、
テ
キ
ス
ト
の
記
述

を
ま
ず
は
辿
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
の
中
に
「
古
代
」
を
見
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
は
、
古
代
は
一
つ
の
統
一
的
な
実
体
と
し
て

で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
毎
に
い
く
つ
も
の
容
貌
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る（

２
）。

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
存
在
し
な
い
「
託
宣
」
と
い
う
言
葉
が
八
幡
神
出
現

の
歴
史
叙
述
と
し
て
『
続
日
本
紀
』
に
示
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
神
話
の
世
界
と

地
続
き
の
時
代
の
後
、『
日
本
書
紀
』
の
次
の
展
開
と
し
て
の
歴
史
世
界
が
あ
ら
わ
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八
四

れ
る
の
で
あ
る
。

二
、 『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
託
」
と
神
の
言
葉　

―
―　
「
託
宣
」
前
史
と
し
て

そ
れ
で
は
、
具
体
的
な
記
述
の
検
討
に
入
ろ
う
。
ま
ず
は
「
託
宣
」
前
史
と
し
て

『
日
本
書
紀（
３
）』
を
確
認
し
た
い
。「
託
宣
」
を
考
え
る
た
め
で
あ
る
の
で
、「
託
宣
」

に
通
じ
る
「
託
」
の
字
に
よ
っ
て
神
の
憑
依
を
示
し
、
ま
た
そ
の
際
に
神
の
言
葉
が

伴
う
と
判
断
で
き
る
記
述
に
絞
っ
て
取
り
上
げ
る
。
こ
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
も
の

に
は
以
下
の
三
例
が
あ
る
。

崇
神
天
皇
六
十
年
秋
七
月
（
記
事
末
尾
）

時
に
丹
波
の
氷
上
の
人
、
名
は
氷
香
戸
辺
、
皇
太
子
活
目
尊
に
啓
し
て
曰
さ
く
、

「
己
が
子
に
小
児
有
り
て
、
自
然
に
言
さ
く
、

　
　

 『
玉
菨
鎭
石
。
出
雲
人
の
祭
る
、
真
種
の
甘
美
鏡
。
押
し
羽
振
る
、
甘
美

御
神
、
底
宝
御
宝
主
。
山
河
の
水
泳
る
御
魂
、
静
挂
か
る
甘
美
御
神
、
底

宝
御
宝
主
。
菨
、
此
に
は
毛
と
云
ふ
』

と
ま
を
す
。
是
、
小
児
の
言
に
似
ら
ず
。
若
し
託
言
に
有
ら
む
か
」
と
ま
を
す
。

是
に
皇
太
子
、
天
皇
に
奏
し
た
ま
へ
ば
、
勅
し
て
祭
ら
し
め
た
ま
ふ
。

こ
れ
は
、
崇
神
天
皇
六
十
年
の
記
事
の
末
尾
部
分
で
、
記
事
全
体
の
大
ま
か
な
内

容
と
し
て
は
、
天
皇
が
「
出
雲
大
神
の
宮
」
に
あ
る
「
神
宝
」
を
求
め
、「
神
宝
」

を
つ
か
さ
ど
る
「
出
雲
振
根
」
が
不
在
の
間
に
、
そ
の
弟
の
「
飯
入
根
」
が
す
ぐ
さ

ま
差
し
出
し
て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
を
恨
ん
だ
兄
「
出
雲
振
根
」
は
、
年
月
を
経
て

後
、
弟
「
飯
入
根
」
を
殺
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
全
体
も
、

出
雲
と
朝
廷
と
の
関
係
を
記
述
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

引
用
し
た
部
分
で
は
、
小
児
が
言
っ
た
言
葉
が
通
常
の
も
の
と
は
思
え
ず
、「
託

言
（
つ
き
ご
と
）」
で
あ
ろ
う
か
、
と
し
て
、
そ
の
後
、
勅
に
よ
っ
て
祭
ら
せ
た
、

と
記
述
し
て
い
る
。
記
事
全
体
の
流
れ
や
後
の
垂
仁
紀
の
記
事
か
ら
、「
祭
ら
し
め

た
ま
ふ
」
と
い
う
の
は
、
神
宝
を
出
雲
に
返
却
し
た
こ
と
を
示
す
と
解
さ
れ
て
い
る
。

注
目
し
た
い
の
は
「
託
言
」
で
あ
る
が
、
参
照
の
頭
注
に
は
「
神
が
の
り
う
つ
っ

て
発
す
る
言
葉
」
と
さ
れ
て
い
る
。「
託
言
（
つ
き
ご
と
）」
は
「
託
い
て
言
う
言
葉
」、

す
な
わ
ち
憑
依
に
よ
る
神
の
発
話
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
若
し
託
言
に
有
ら
む
か
」

と
い
う
の
は
推
測
で
あ
っ
て
確
証
は
な
く
、
ま
た
後
に
対
応
す
る
記
述
も
な
い
か
ら
、

「
託
言
」
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
存
在
は
正
体
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

仲
哀
天
皇
八
年
秋
九
月

　

 

秋
九
月
の
乙
亥
の
朔
に
し
て
己
卯
に
、
群
臣
に
詔
し
て
、
熊
襲
を
討
た
む
こ

と
を
議
ら
し
め
た
ま
ふ
。
時
に
神
有
し
て
、
皇
后
に
託
り
て
誨
へ
ま
つ
り
て

曰
は
く
、「
天
皇
、
何
ぞ
熊
襲
の
服
は
ざ
る
こ
と
を
憂
へ
た
ま
ふ
。
是
膂
宍

の
空
国
な
り
。
豈
兵
を
挙
げ
て
伐
つ
に
足
ら
む
や
。
茲
の
国
に
愈
り
て
宝
有

る
国
、
譬
へ
ば
処
女
の
睩
如
す
向
つ
国
有
り
。
睩
、
此
に
は
麻
用
弭
枳
と
云

ふ
。
眼
炎
く
金
・
銀
・
彩
色
、
多
に
其
の
国
に
在
り
。
是
を

衾
新
羅
国

と
謂
ふ
。
若
し
能
く
吾
を
祭
り
た
ま
は
ば
、
曾
て
刃
を
血
ら
ず
し
て
、
其
の

国
必
自
ず
服
ひ
な
む
。
復
熊
襲
も
服
ひ
な
む
。
其
の
祭
に
は
、
天
皇
の
御
船

と
穴
門
直
践
立
が
献
れ
る
水
田
、
名
は
大
田
と
い
ふ
、
是
等
の
物
を
以
て
幣

と
し
た
ま
へ
」
と
の
た
ま
ふ
。
天
皇
、
神
の
言
を
聞
し
め
し
て
、
疑
の
情
有
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し
ま
す
。
便
ち
高
き
岳
に
登
り
、
遥
に
望
み
た
ま
ふ
に
、
大
海
曠
く
遠
く
し
て
、

国
も
見
え
ず
。
是
に
天
皇
、
神
に
対
へ
ま
つ
り
て
曰
は
く
、「
朕
、
周
望
す
に
、

海
の
み
有
り
て
国
無
し
。
豈
大
虚
に
国
有
ら
む
や
。
誰
神
ぞ
徒
に
朕
を
誘
る
。

復
我
が
皇
祖
諸
天
皇
等
、
尽
に
神
祇
を
祭
り
た
ま
ふ
。
豈
遺
れ
る
神
有
さ
む

や
」
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
神
、
亦
皇
后
に
託
り
て
曰
は
く
、「
天
つ
水
影
如

す
押
し
伏
せ
て
我
が
見
る
国
を
、
何
ぞ
国
無
し
と
謂
ひ
て
、
我
が
言
を
誹
謗

り
た
ま
ふ
。
其
れ
汝
王
の
如
此
言
ひ
て
遂
に
信
け
た
ま
は
ず
は
、
汝
、
其
の

国
を
得
た
ま
は
じ
。
唯
今
し
、
皇
后
始
め
て
有
胎
み
ま
せ
り
。
其
の
子
獲
た

ま
ふ
こ
と
有
ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
然
る
に
天
皇
、
猶
し
信
け
た
ま
は
ず
し

て
、
強
に
熊
襲
を
撃
ち
た
ま
ひ
、
え
勝
ち
た
ま
は
ず
し
て
還
り
た
ま
ふ
。

次
に
、
仲
哀
天
皇
八
年
九
月
の
記
事
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
、「
熊
襲
」
を
討

伐
し
よ
う
と
す
る
天
皇
に
対
し
て
、
正
体
不
明
の
神
が
皇
后
（
神
功
皇
后
）
に
「
託

（
か
か
）」
っ
て
、
海
の
向
こ
う
に
「
熊
襲
」
よ
り
も
豊
か
な
「
新
羅
」
と
い
う
国
が

あ
り
、「
吾
」（
神
）
を
祭
る
な
ら
「
熊
襲
」
と
も
ど
も
そ
の
国
は
支
配
下
に
入
る
だ

ろ
う
、
と
言
う
が
、
天
皇
は
そ
の
言
葉
を
信
じ
ず
、
結
局
「
熊
襲
」
の
討
伐
に
も
失

敗
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
後
の
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
、
仲
哀
天
皇
九
年
三
月

の
記
事
で
は
、
こ
こ
に
登
場
す
る
神
が
一
神
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
神
は
、「
神
風
の
伊
勢
国
の
度
逢
県
の
、
百
伝
ふ
度
逢
県
の
、
拆
五
十
鈴
宮

に
居
す
神
、
名
は
撞
賢
木
厳
之
御
魂
天
疎
向
津
媛
命
な
り
」「
幡
荻
穂
に
出
し
吾
や
、

尾
田
の
吾
田
節
の
淡
郡
に
居
す
神
有
り
」「
天
事
代
虚
事
代
玉
籤
入
彦
厳
之
事
代
神

有
り
」「
日
向
国
の
橘
小
門
の
水
底
に
居
し
て
、
水
葉
も
稚
け
く
出
で
居
す
神
、
名

は
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の
神
有
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。

一
連
の
記
述
に
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
新
た
な
神
の
出
現
に
対
し

て
、
仲
哀
天
皇
は
正
し
く
神
の
名
を
問
わ
ず
、
祭
祀
を
行
い
得
な
か
っ
た
こ
と
、
ま

た
後
に
神
功
皇
后
が
こ
れ
ら
の
神
の
名
を
問
う
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
教
え
に
従
っ

た
祭
祀
を
行
っ
て
、
最
終
的
に
「
熊
襲
」
と
「
新
羅
」
を
支
配
下
に
お
く
と
い
う
神

が
述
べ
た
通
り
の
結
果
を
得
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
古
代
に
お
け
る

神
と
人
、
と
く
に
祭
祀
者
の
交
渉
の
問
題
を
考
え
る
上
で
見
逃
せ
な
い
記
述
で
あ
り
、

ま
た
同
時
に
、
重
要
な
託
宣
の
事
例
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

履
中
天
皇
五
年
秋
九
月

　

 

秋
九
月
の
乙
酉
の
朔
に
し
て
壬
寅
に
、
天
皇
、
淡
路
島
に
狩
し
た
ま
ふ
。
是

の
日
に
、
河
内
の
飼
部
等
、
従
駕
に
つ
か
へ
ま
つ
り
轡
を
執
れ
り
。
是
よ

り
先
に
、
飼
部
の
黥
、
皆
未
だ
差
え
ず
。
時
に
島
に
居
し
ま
す
伊
奘
諾
神
、

祝
に
託
り
て
曰
は
く
、「
血
の
臭
き
に
堪
へ
ず
」
と
の
た
ま
ふ
。
因
り
て
卜

ふ
。
兆
に
云
は
く
、「
飼
部
等
が
黥
の
気
を
悪
む
」
と
い
ふ
。
故
、
是
よ
り
後
、

頓
絶
に
飼
部
を
黥
せ
ず
し
て
止
む
。

続
い
て
履
中
天
皇
五
年
九
月
の
記
事
。
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
天
皇
が
淡

路
島
で
狩
り
を
し
て
い
た
と
き
、
そ
れ
に
従
い
轡
を
執
っ
た
飼
部
は
、
目
の
周
り
の

入
れ
墨
（
黥
）
を
し
て
い
た
。
飼
部
た
ち
は
、
入
れ
墨
の
際
の
出
血
が
ま
だ
癒
え
て

い
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
、「
伊
奘
諾
神
」
が
「
祝
」
の
者
に
「
託
（
か
か
）」
っ
て

「
血
の
臭
き
に
堪
へ
ず
」
と
の
言
葉
を
示
し
、「
卜
」
に
よ
っ
て
「
伊
奘
諾
神
」
が
飼

部
の
入
れ
墨
の
「
気
」
を
嫌
う
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
れ
以
後
飼
部
は
目
の
周
り
の
入

れ
墨
を
行
わ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
。「
血
の
臭
き
に
堪
へ
ず
」
と
い
う
の
は
、
入
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れ
墨
に
よ
る
出
血
が
「
差
え
」
て
お
ら
ず
、
そ
の
「
気
」（
匂
い
）
が
、「
伊
奘
諾
神
」

の
嫌
悪
に
触
れ
た
こ
と
を
示
す
。

こ
の
記
事
の
場
合
、「
託
（
か
か
）」
っ
た
存
在
は
初
め
か
ら
イ
ザ
ナ
キ
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
が
、
憑
依
の
状
況
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
た
め
、
そ
の
現
象
と
言
葉

が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
た
の
か
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
興
味
深
い
の
は
、

憑
依
に
よ
る
言
葉
に
対
し
て
「
卜
」
を
行
い
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の

か
を
確
定
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
神
の
憑
依
現
象
に
お
け
る
発
話
は
、
単
に
そ
れ

だ
け
で
信
じ
る
べ
き
も
の
と
な
る
の
で
は
な
く
、
神
意
の
内
実
を
探
る
行
為
に
よ
っ

て
、
そ
の
正
当
性
が
確
か
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。

以
上
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
神
の
言
葉
を
伴
う
「
託
」
の
表
記
が
認
め
ら
れ

る
記
事
を
確
認
し
た
。
次
に
、「
託
宣
」
の
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
、
神
の
出
現
と

そ
の
在
り
方
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
、 

神
の
出
現
と
祭
祀　

―
―　
「
つ
く
」「
か
か
る
」
と
神
へ
の
問
い

前
節
で
取
り
上
げ
た
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
は
、
と
く
に
「
託
」
の
表
記
が
あ

り
、
か
つ
神
の
憑
依
に
よ
る
言
葉
が
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
研
究

上
の
理
解
と
し
て
託
宣
だ
と
判
断
さ
れ
る
内
容
の
記
事
で
あ
っ
て
も
「
託
宣
」
と
い

う
語
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
「
託
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。「
託
」
と
い
う
文
字
の

意
味
は
、
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
よ
る
」「
よ
せ
る
」「
か
か
り
ゐ
る
」

「
つ
く
・
つ
け
る
」「
ゆ
だ
ね
る
」「
ま
か
せ
る
」「
た
の
む
」「
心
を
や
る
」「
か
こ
つ

け
る
」「
よ
り
か
か
り
」「
た
の
み
」「
ほ
こ
る
」
な
ど
の
義
を
持
つ
と
い
う
。
こ
の

う
ち
「
よ
る
」「
よ
せ
る
」「
か
か
り
ゐ
る
」「
つ
く
・
つ
け
る
」
は
憑
依
に
通
じ
る

も
の
と
も
思
わ
れ
る
が
、「
託
」
と
い
う
漢
字
自
体
と
し
て
は
「
神
的
な
る
も
の
」

の
憑
依
と
い
う
意
味
は
持
た
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
託
」
に
つ
い
て
、
参
照
の
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
託
言
（
つ
き
ご

と
）」（「
託
（
つ
）
く
」）
と
「
託
（
か
か
）
る
」
の
二
通
り
に
訓
ん
で
い
る
。「
託
宣
」

の
「
託
」
に
込
め
ら
れ
た
訓
み
で
あ
る
「
つ
く
」
と
「
か
か
る
」
と
い
う
言
葉
に
つ

い
て
は
、
岩
田
勝
『
神
楽
新
考（

４
）』
の
詳
細
な
類
型
的
分
析
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
楽

の
祭
儀
と
芸
能
の
調
査
研
究
の
上
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
歴
史
民
俗
学
的
に
な
さ
れ
た

遡
源
的
研
究
の
一
端
で
あ
る
。
岩
田
は
、
憑
依
現
象
に
は
「
ツ
ク
・
ヨ
ル
」
型
（
Ａ

型
）
と
「
カ
カ
ル
」
型
（
Ｂ
型
）
の
二
種
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
類
型
的
把

握
を
見
て
お
き
た
い
。

岩
田
に
よ
る
「
つ
く
」「
か
か
る
」
の
分
類
は
、
神
の
正
体
の
明
不
明
の
問
題
に

関
わ
る
も
の
で
、「
霊
的
存
在
」
の
性
質
へ
の
対
応
に
よ
っ
て
「
常
祀
の
祭
儀
」「
招

迎
―
―
鎮
送
の
祭
儀
」「
祓
禳
の
祭
儀
」
の
三
つ
に
類
別
さ
れ
る
祭
儀
の
在
り
方
に

基
づ
く
。「
常
祀
の
祭
儀
」
は
、
す
で
に
神
名
が
明
ら
か
で
あ
り
定
例
の
祭
祀
が
行

わ
れ
て
い
る
神
、「
招
迎
―
―
鎮
送
の
祭
儀
」
は
、
恩
寵
を
も
た
ら
す
か
暴
威
を
も

た
ら
す
か
が
確
定
し
て
お
ら
ず
名
が
不
明
の
両
義
的
な
神
霊
、「
祓
禳
の
祭
儀
」
は
、

名
乗
ら
ず
に
災
い
を
も
た
ら
す
悪
霊
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も
の
と
い
う
。
悪
霊
に

関
し
て
は
祓
い
鎮
め
る
し
か
な
く
、
名
の
明
ら
か
な
神
に
つ
い
て
は
特
定
の
祭
儀
を

繰
り
返
す
こ
と
で
共
同
体
の
神
と
し
て
常
祀
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
重
要
で
あ
る

の
は
、
両
義
的
な
神
霊
に
対
す
る
祭
儀
の
在
り
方
で
、
正
体
の
明
ら
か
で
は
な
い

霊
的
存
在
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
名
を
問
い
か
け
そ
の
言
葉
を
得
て
、「
わ
ざ
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は
ひ
」
を
鎮
め
「
さ
き
は
ひ
」
を
得
る
べ
く
鎮
座
へ
と
差
し
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
鎮
め
て
「
は
ら
い
や
る
」
こ
と
に
な
る
。
岩
田

は
、
神
楽
に
お
け
る
祭
儀
の
主
体
と
な
る
の
は
、
こ
の
両
義
的
な
神
霊
に
対
す
る
も

の
と
し
て
い
る
。

ま
た
、「
託
」
の
問
題
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

憑
・
託
・
著
（
着
）
と
い
う
文
字
表
記
か
ら
だ
け
で
は
、
憑
依
の
態
様
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
ら
の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
文
脈
に
即

し
て
訓
ん
で
い
っ
た
古
訓
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
古
訓
は
、
い

わ
ゆ
る
〝
神
が
か
り
〞
と
い
う
憑
依
現
象
に
は
、
ツ
ク
（
Ａ
型
）
と
カ
カ
ル
（
Ｂ

型
）
の
大
き
く
分
類
で
き
る
二
つ
の
態
様
が
み
ら
れ
る
も
の
と
の
認
識
に
立
っ

て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
託
に
は
Ａ
型
、
憑
に
は
Ｂ
型
の
意
味
が
付
与
さ
れ
て

い
る
傾
向
が
察
知
さ
れ
る
。

正
体
不
明
の
「
神
的
な
る
も
の
」
が
憑
依
す
る
場
合
に
「
か
か
る
」、
正
体
の
明

ら
か
な
「
神
」
が
憑
依
す
る
場
合
に
は
「
つ
く
」
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、「
か

か
る
」
は
、
明
確
に
「
つ
く
」
と
す
る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
る
場
合
な
ど
に
も
広
く

用
い
ら
れ
る
、
と
さ
れ
、
同
時
に
「
託
」
に
は
「
ツ
ク
」（
Ａ
型
）
の
意
味
が
付
与

さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
、「
ツ
ク
・
ヨ
ル
」
に
つ
い
て
、「
記
紀
」
に

お
い
て
は
「
ツ
ク
」
と
い
う
訓
み
だ
け
で
あ
り
、「
ヨ
ル
」
は
平
安
期
以
降
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
世
に
入
っ
て
そ
の
使
用
が
本
格
化
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

先
に
見
た
『
日
本
書
紀
』
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
崇
神
紀
六
十
年
に
「
若
し
託
言

に
有
ら
む
か
」
と
あ
る
の
は
、
推
量
で
あ
る
か
ら
正
体
不
明
の
神
を
想
定
し
て
の

「
つ
く
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仲
哀
紀
八
年
に
は
神
の
正
体
が
不
明
の
状
態
で
「
か

か
る
」
と
確
認
で
き
る
。
履
中
紀
五
年
で
は
「
時
に
島
に
居
し
ま
す
伊
奘
諾
神
、
祝

に
託
り
て
曰
は
く
」
と
あ
る
か
ら
、
正
体
の
明
ら
か
な
神
に
つ
い
て
「
か
か
る
」
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
で
は
、「
託
」
は
「
つ
く
」
と
も
「
か
か
る
」
と
も
訓
ま
れ
て
お
り
、

し
か
も
「
ツ
ク
・
ヨ
ル
」
型
と
「
カ
カ
ル
」
型
の
類
型
も
認
め
が
た
い
。
ぴ
た
り
と

符
合
す
る
の
は
仲
哀
紀
八
年
の
記
事
の
み
で
あ
る
。

ほ
か
、
神
の
言
葉
は
伴
わ
な
い
が
直
接
に
神
の
憑
依
（
神
が
身
に
依
り
憑
く
こ
と
）

を
示
す
と
思
わ
れ
る
「
託
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
崇
神
紀
六
年
に
天
皇
が
同
殿

に
祭
っ
て
い
た
天
照
大
神
と
倭
大
国
魂
の
二
神
を
、
そ
の
「
勢
」
を
「
畏
」
れ
て
異

所
に
移
す
、
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
天
照
大
神
を
以
ち
て
豊
鍬
入
姫
命

に
託
け
」「
日
本
大
国
魂
神
を
以
ち
て
渟
名
城
入
姫
命
に
託
け
祭
ら
し
む
」
と
あ
っ

て
、「
託
（
つ
）
く
」
が
、
正
体
の
明
ら
か
な
神
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
垂
仁
紀
二
十
五
年
の
記
事
に
は
崇
神
紀
六
年
に
続
く
記
述
が
あ

る
。「
天
照
大
神
」
の
伊
勢
国
鎮
座
を
示
す
記
事
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
天
照
大
神
を

豊
耜
入
姫
命
よ
り
離
ち
ま
つ
り
、
倭
姫
命
に
託
け
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
も
正

体
の
明
ら
か
な
神
に
関
し
て
「
託
（
つ
）
く
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記

述
は
岩
田
の
分
類
に
よ
る
「
ツ
ク
・
ヨ
ル
」
型
と
し
て
理
解
で
き
る
。

岩
田
の
述
べ
る
「
ツ
ク
・
ヨ
ル
」
型
と
「
カ
カ
ル
」
型
の
分
類
が
お
お
よ
そ
に
有

効
だ
と
考
え
る
な
ら
、
崇
神
紀
六
十
年
で
は
「
か
か
る
」、
履
中
紀
五
年
で
は
「
つ
く
」

と
訓
む
べ
き
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
古
訓
を
重
視
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
い
つ

の
訓
み
な
の
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に
判
断
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
に
用
字
の

傾
向
も
併
せ
る
な
ら
、
確
定
は
し
難
い（

５
）。
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八
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た
だ
し
、
こ
こ
で
「
託
」
に
ま
つ
わ
っ
て
取
り
上
げ
た
い
の
は
、「
か
か
る
」
か
「
つ

く
」
か
の
ど
ち
ら
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
岩
田
が
提
示
し
た
神
の
出
現

の
意
味
に
着
目
す
る
視
点
で
あ
る
。

「
託
」
の
訓
み
が
「
つ
く
」
で
あ
る
に
し
ろ
「
か
か
る
」
で
あ
る
に
し
ろ
、
そ
の

言
葉
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
要
件
は
、
憑
依
現
象
に
お
け
る
「
神
的
な
る
も

の
」
の
出
現
で
あ
る
。
正
体
不
明
の
神
で
あ
れ
ば
そ
の
名
と
意
を
問
い
、
祭
祀
を
な

し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
憑
依
し
た
神
の
名
が
明
ら
か
で
、
す
で
に
祭
祀
を

行
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
神
が
出
現
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
を
探
り
神
の
求
め

る
と
こ
ろ
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
な
け
れ
ば
、
出
現
し
た
神
の
威
力
は

秩
序
を
逸
脱
し
災
厄
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
祭
祀
の
可
否
は
当
の
神

の
意
思
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
仲
哀
紀
八
年
に
あ
ら
わ
れ
た
神
々
は
、
後
の
神
功

皇
后
摂
政
前
紀
、
仲
哀
天
皇
九
年
の
記
事
に
お
い
て
、
最
終
的
に
「
時
に
神
語
を
得

て
、
教
の
随
に
祭
り
た
ま
ふ
」
と
い
う
記
述
を
以
て
祭
祀
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
確
定

す
る
。「
神
語
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
神
の
威
力
を
お
さ
め
て
祭
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
歴
史
叙
述
の
問
題
で
も
あ
る
。
神
の
祭

祀
は
、『
日
本
書
紀
』
の
記
述
す
る
国
家
の
在
り
方
、
歴
史
叙
述
の
根
本
的
な
部
分

に
関
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
斎
藤
英
喜
の
議
論
を
参
照
で
き
る（

６
）。
斎
藤
は
、
崇
神
紀

の
倭
大
国
魂
神
の
託
宣
と
祭
祀
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
神
の
語
を
得
て
教
の
随
に
祭
祀
る
」。
神
の
祭
り
は
託
宣
（
神
の
語
）
に

従
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
れ
が
祭
祀
の
起
源
と
な
る
。
神
の
教
え
の
と
お
り
に
す

れ
ば
、
神
は
祭
り
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
託
宣
に
従
う
こ
と
は
、

そ
の
祭
り
が
神
の
意
思
に
適
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
定
も
、
す
べ
て
神
の
側

に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

神
の
意
に
沿
う
た
め
に
は
、
神
の
了
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、

神
と
直
接
に
向
き
合
う
も
の
が
で
き
る
こ
と
は
、
何
度
も
神
に
問
い
か
け
る
こ
と
だ

け
で
あ
る
。
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
の
記
述
に
は
、
神
へ
向
か
っ
て
繰
り
返
し
問
い
か

け
、
神
の
名
を
明
ら
か
に
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る（

７
）。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
視
点

も
重
要
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
託
宣
に
よ
っ
て
神
の
祟
り
が
認
知
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
反

対
に
、
託
宣
そ
の
も
の
が
「
祟
り
」
と
い
う
現
象
を
つ
く
っ
て
い
く
と
も
い
え

そ
う
だ
。
い
ま
、
目
の
前
に
起
き
て
い
る
疫
病
と
い
う
災
厄
の
現
実
を
処
理
す

る
た
め
に
、
神
の
託
宣
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祭
ら
れ
て
い
な
い
神
の
祟
り

が
あ
っ
た
と
い
う
、
あ
ら
た
な
「
歴
史
」
が
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
い

か
え
れ
ば
、「
託
宣
」
を
も
と
に
す
る
と
き
、
歴
史
の
記
述
そ
の
も
の
が
、
一

つ
の
正
し
い
事
実
と
し
て
確
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
不
断
に
変
わ
る
可
能
性

を
孕
ん
で
し
ま
う
の
だ
。

斎
藤
の
議
論
は
、
託
宣
と
祟
り
と
祭
祀
の
往
還
運
動
が
歴
史
を
生
み
出
す
、
と
い

う
状
況
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
重
要
で
あ
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、

神
の
起
源
を
そ
の
託
宣
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
し
、「
神
語
」
と
い
う
神
の
側
の
了
解

を
得
て
、
最
終
的
に
正
し
い
祭
祀
に
よ
っ
て
神
を
鎮
め
る
こ
と
、
そ
の
叙
述
が
歴
史

で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
家
が
そ
の
よ
う
に
歴
史
を
語
る
と
き
、
そ
れ
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九

は
自
ら
の
住
む
世
界
の
成
り
立
ち
を
説
き
明
か
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
の
祭

祀
を
行
い
得
る
と
い
う
国
家
の
資
格
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
が

『
日
本
書
紀
』
の
歴
史
叙
述
の
水
準
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

神
へ
の
祭
祀
は
、
神
の
出
現
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
出
現
を
示
す
も
の
と
し
て

「
託
」（
つ
く
・
か
か
る
）
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
「
託
」
―
「
つ

く
」
に
は
、
神
の
名
が
あ
き
ら
か
な
場
合
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
傾
向
が
一
応
は
認

め
ら
れ
る
。
ま
た
「
つ
く
」「
か
か
る
」
と
い
う
神
の
出
現
が
祭
祀
や
鎮
座
を
述
べ

る
こ
と
に
強
く
通
じ
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
ら
『
日
本
書
紀
』
の
歴
史
叙
述
の
在
り
方

を
踏
ま
え
つ
つ
『
続
日
本
紀
』
の
「
託
宣
」
の
問
題
へ
と
移
り
た
い
。

四
、八
幡
神
の
出
現　

―
―　
『
続
日
本
紀
』
の
「
託
宣
」

『
続
日
本
紀（
８
）』
は
、
六
国
史
第
二
の
史
書
で
あ
る
。
最
終
的
な
成
立
は
延
暦
十
六

年
（
七
九
七
年
）
と
さ
れ
る
が
、「
託
宣
」
の
史
料
上
の
初
出
は
そ
の
天
平
勝
宝
元

年
（
七
四
九
年
）
十
一
月
己
酉
の
記
事
で
あ
る
。

己
酉
、
八
幡
大
神
、
託
宣
し
て
京
に
向
か
う
。

短
い
一
文
だ
が
、
こ
こ
に
歴
史
的
語
彙
と
し
て
の
「
託
宣
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ

れ
は
、
東
大
寺
盧
舎
那
仏
建
立
を
助
け
る
た
め
に
八
幡
神
が
入
京
す
る
と
い
う
一
連

の
記
述
の
は
じ
め
に
あ
た
る
。
ま
た
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
こ
れ
を
含
め
て
「
託
宣
」

の
用
語
は
三
例
あ
る
が（

９
）、
す
べ
て
八
幡
神
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
他
の
神
に
つ

い
て
「
託
宣
」
の
語
は
な
い
。
ゆ
え
に
、『
続
日
本
紀
』
の
記
述
で
は
、
八
幡
神
と
「
託

宣
」
は
特
権
的
に
結
び
つ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
の
「
託
宣
」
と
い
う
文
言
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
託
」
に
関
し
て
は
、
前
節
で
「
つ
く
」
の
義
に
通
じ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、「
宣
」

に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
古
代
に
お
け
る
「
宣
」
と
は
何
か
。
こ
れ
も
ま
た
相

当
に
重
要
な
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
場
合
の
分
析
の
方
向
性
は
一

つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
天
皇
が
命
令
を
発
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
宣
命
に
通
じ
る
記

述
と
し
て
あ
る
。
一
般
的
に
託
宣
と
い
う
と
き
、
こ
の
「
宣
」
は
「
の
た
ま
ふ
」
す

な
わ
ち
「
言
う
」
の
尊
敬
語
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
八
幡
神
の
「
託
宣
」
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
だ
け

で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
八
幡
神
の
言
葉
が
天
皇
の
詔
勅
と
同
じ
レ
ベ
ル

の
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
に
足
る
記
述
が
『
続
日
本
紀
』
に
は
示

さ
れ
て
い
る
。

先
の
引
用
と
同
年
の
十
二
月
丁
亥
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

丁
亥
、
八
幡
大
神
の
禰
宜
尼
大
神
朝
臣
社
女
そ
の
輿
は
紫
色
な
り
。
一
ら
乗
輿

に
同
じ
。
東
大
寺
を
拝
む
。
天
皇
・
太
上
天
皇
・
太
后
も
同
じ
く
亦
行
幸
し
た

ま
ふ
。
是
の
日
、
百
官
と
諸
氏
の
人
ら
と
咸
く
寺
に
会
ふ
。
僧
五
千
を
請
し
て

礼
仏
読
経
せ
し
む
。
大
唐
・
渤
海
・
呉
の
楽
、
五
節
田
儛
、
久
米
舞
を
作
さ
し
む
。

因
り
て
大
神
に
一
品
を
奉
る
。
比
咩
神
に
は
二
品
。
左
大
臣
橘
宿
禰
諸
兄
、
詔

を
奉
け
た
ま
は
り
て
神
に
白
し
て
曰
は
く
、「
天
皇
が
御
命
に
坐
せ
、
申
し
賜

ふ
と
申
さ
く
。
去
に
し
辰
年
河
内
国
大
県
郡
の
知
識
寺
に
坐
す
盧
舎
那
仏
を
礼

み
奉
り
て
、
則
ち
朕
も
造
り
奉
ら
む
と
思
へ
ど
も
、
え
為
さ
ざ
り
し
間
に
、
豊

前
国
宇
佐
郡
に
坐
す
広
幡
の
八
幡
大
神
に
申
し
賜
へ
、
勅
り
た
ま
は
く
、「
神

我
天
神
・
地
祇
を
率
ゐ
ざ
な
ひ
て
必
ず
成
し
奉
ら
む
。
事
立
つ
に
有
ら
ず
、
銅
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の
湯
を
水
と
成
し
、
我
が
身
を
草
木
土
に
交
へ
て
障
る
事
無
く
な
さ
む
」
と
勅

り
賜
ひ
な
が
ら
成
り
ぬ
れ
ば
、
歓
し
み
貴
み
な
も
念
ひ
た
ま
ふ
る
。
然
れ
ば
、

猶
止
む
事
を
得
ず
し
て
、
恐
け
れ
ど
も
、
御
冠
献
る
事
を
恐
み
も
恐
み
も
申
し

賜
は
く
と
申
す
」
と
の
た
ま
ふ
。
尼
社
女
に
従
四
位
下
を
授
く
。
主
神
大
神
朝

臣
田
麻
呂
に
外
従
五
位
下
。
東
大
寺
に
封
四
千
戸
、
奴
百
人
、
婢
百
人
を
施
す
。

ま
た
東
大
寺
を
造
る
こ
と
に
預
り
し
人
に
、
労
に
随
ひ
て
位
を
叙
す
る
こ
と
差

有
り
。

ま
ず
引
用
の
は
じ
め
、「
八
幡
大
神
」
の
「
禰
宜
尼
」
で
あ
る
「
大
神
朝
臣
社
女
」

が
東
大
寺
を
拝
す
る
、
と
あ
る
。「
大
神
朝
臣
社
女
」
は
、
八
幡
神
を
そ
の
身
に
憑

依
さ
せ
「
託
宣
」
の
言
葉
を
発
し
た
巫
女
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
そ
れ
が
「
禰
宜

尼
」
と
い
う
仏
教
的
性
質
を
帯
び
る
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
す
る

べ
き
だ
が
、「
宣
」
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
、
天
皇
と
同
じ
「
紫
の
輿
」
に
乗
る

と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
八
幡
神
の
顕
現
と
し
て
そ
の
言
葉
を
発
す
る
巫
女
が

天
皇
と
同
等
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
、
橘
諸
兄
が

読
み
上
げ
た
「
詔
」
に
は
八
幡
神
の
言
葉
の
引
用
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
「
八

幡
大
神
、
託
宣
し
て
京
に
向
か
う
」
と
さ
れ
た
「
託
宣
」
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
「
勅

り
賜
ひ
」
と
い
う
言
辞
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
。
八
幡
神
の
「
託
宣
」
の
言
葉

は
「
勅
（
の
）
り
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
託
宣
」
と
し
て

「
託
」
に
結
び
つ
い
た
「
宣
」
が
、
単
な
る
尊
敬
の
言
葉
で
は
な
い
こ
と
、
天
皇
の

宣
命
に
通
じ
る
国
家
的
意
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

『
続
日
本
紀
』
に
初
出
の
「
託
宣
」
に
つ
い
て
大
略
を
述
べ
た
が
、
こ
こ
か
ら
は

『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
た
「
託
宣
」
と
い
う
語
が
、
ど
の
よ

う
な
意
義
を
担
っ
た
の
か
を
考
え
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
「
託
宣
」
に
よ
っ
て
そ
の

意
思
を
表
明
す
る
神
、
八
幡
神
が
如
何
な
る
存
在
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
を

問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
天
平
勝
宝
元
年
の
東
大
寺
盧
舎

那
仏
建
立
に
関
す
る
八
幡
神
の
登
場
は
、
そ
も
そ
も
記
事
自
体
が
仏
教
に
関
わ
る
。

こ
の
こ
と
は
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
八
幡
神
の
登
場
、
史
料
上
の
「
八
幡
」
の
初

出
で
も
あ
る
そ
の
一
連
の
流
れ
に
も
同
様
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

夏
四
月
乙
巳
、
使
を
伊
勢
神
宮
、
大
神
社
、
筑
紫
の
住
吉
・
八
幡
の
二
社
と
香

椎
宮
と
に
遣
し
て
、
幣
を
奉
り
て
新
羅
の
礼
无
き
状
を
告
さ
し
む
。

天
平
九
年
（
七
三
七
年
）
の
こ
の
記
事
で
、
八
幡
は
突
然
姿
を
あ
ら
わ
す
。
史
料

上
最
初
に
位
置
す
る
こ
の
記
述
は
、
八
幡
と
い
う
神
に
つ
い
て
理
解
す
る
上
で
重
要

な
も
の
だ
が
、「
八
幡
」
と
い
う
神
名
の
意
義
と
あ
わ
せ
て
西
郷
信
綱
が
優
れ
た
分

析
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
論
を
概
観
し
て
お
き
た
い（

亜
）。

『
続
日
本
紀
』
に
は
、
引
用
し
た
天
平
九
年
の
記
事
に
続
い
て
、
天
平
十
二
年

（
七
四
〇
年
）
十
月
に
は
謀
反
を
起
こ
し
た
藤
原
広
嗣
の
討
伐
を
八
幡
神
に
祈
る
記

事
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
を
う
け
て
、
天
平
十
三
年
（
七
四
一
年
）
閏
三
月
の
記
事

に
「
甲
戌
、
八
幡
神
宮
に
秘
錦
冠
一
頭
、
金
字
の
最
勝
王
経
・
法
華
経
各
々
一
部
、

度
者
十
人
、
封
戸
、
馬
五
疋
を
奉
る
。
ま
た
、
三
重
塔
一
区
を
造
ら
し
む
。
宿
禱
に

賽
ゆ
れ
ば
な
り
」
と
見
え
る
。
こ
の
記
事
は
、
広
嗣
討
伐
の
報
賽
と
さ
れ
る
が
、
西

郷
は
、
仏
寺
で
は
な
い
神
宮
に
経
典
の
奉
納
や
仏
塔
の
建
立
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
注

目
す
る
べ
き
と
す
る
説
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
初
見
か
ら
一
連
の
記
述
を
含
め
て
、

八
幡
神
の
成
立
に
仏
教
と
の
関
係
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
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八
幡
（
ヤ
ハ
タ
）
の
「
ハ
タ
」
が
仏
教
に
お
け
る
「
幡
」（
灌
頂
幡
）
で
あ
る
と
す

る（
唖
）。
そ
し
て
八
幡
初
出
記
事
に
お
い
て
八
幡
社
と
並
ん
で
「
大
神
社
」
が
見
え
る
点

を
強
調
、
八
幡
神
を
祀
る
大
神
氏
と
大
和
の
大
三
輪
（
大
神
）
の
関
連
を
示
唆
し
た

上
で
、
八
幡
神
は
神
々
を
統
率
す
る
存
在
と
し
て
「
大
物
主
の
新
た
な
メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー
ゼ
で
あ
り
」「
盧
舎
那
仏
」
は
「
天
照
大
神
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
み
て

い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
論
じ
る
。

ま
た
さ
ら
に
西
郷
は
論
を
進
め
、「
天
照
大
神
を
起
点
」
と
す
る
「
記
紀
の
構
造
」

と
は
異
な
る
「
新
し
い
国
家
的
神
話
」
と
し
て
、「
盧
舎
那
仏
を
教
主
と
す
る
蓮
華

蔵
世
界
」
で
あ
る
「
宇
宙
の
中
心
に
盧
舎
那
仏
が
趺
坐
し
、
そ
の
ま
わ
り
に
一
千
の

大
釈
迦
を
教
主
と
す
る
一
千
の
国
が
あ
り
、
そ
の
一
国
中
に
は
さ
ら
に
百
億
の
小
釈

迦
が
あ
っ
て
、
お
の
お
の
三
千
大
千
世
界
の
衆
生
を
化
度
せ
ん
と
し
て
い
る
と
い

う
」「
想
像
的
に
仮
構
さ
れ
た
無
碍
の
一
多
融
合
の
世
界
」
を
、
聖
武
天
皇
が
東
大

寺
盧
舎
那
仏
建
立
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
と
し
て
、
同
時
に
、
鎮
護
国
家
の

た
め
の
盧
舎
那
仏
建
立
を
助
け
よ
う
と
し
た
八
幡
神
の
資
格
は
、
そ
の
史
料
上
の
初

出
の
段
階
か
ら
「
伊
勢
、
大
神
、
住
吉
」
に
並
ん
で
国
家
守
護
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ

た
、
と
す
る
。

西
郷
の
議
論
は
、
構
造
論
的
理
解
に
よ
っ
て
八
幡
神
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
受
け
て
「
託
宣
」
と
い
う
問
題
か
ら
さ
ら
に
議
論
を
進
め
た
い
。

五
、 「
託
宣
」
と
は
何
か　

―
―　
「
古
代
」
に
お
け
る
神
の
出
現
の
変
容

八
幡
神
の
登
場
は
、
西
郷
も
述
べ
る
よ
う
に
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
話

的
世
界
か
ら
、
仏
教
的
世
界
認
識
を
得
て
新
た
な
段
階
へ
と
進
む
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
あ
わ
せ
て
「
神
的
な
る
も
の
」
の
出
現
と
し
て
「
託
宣
」
を
捉
え
る
場
合
、『
日

本
書
紀
』
と
『
続
日
本
紀
』
で
は
ど
の
よ
う
な
差
異
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。

先
に
論
じ
た
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
託
」（
つ
く
・
か
か
る
）
は
、

神
の
正
体
へ
の
問
い
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
神
の
祭
祀
と
そ
の
起
源
を
述
べ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
続
日
本
紀
』
の
歴
史
は
、
そ
の
よ
う
に
は
神
を
記
述
し
て

い
な
い
。『
続
日
本
紀
』
に
は
、
神
の
言
葉
を
示
す
記
述
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の

数
少
な
い
例
が
八
幡
神
の
「
託
宣
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
幡
神
の
「
託
宣
」
は
祟

り
を
な
し
て
祭
祀
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の
守
護
へ
と
繋
が
る
意
思
を

表
明
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。

こ
こ
で
前
節
に
引
用
し
た
『
続
日
本
紀
』
の
八
幡
初
出
記
事
に
あ
ら
わ
れ
る
神
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
香
椎
宮
は
神
功
皇
后
の
廟
で
あ
り
、
こ
れ
は
除
く
と
し

て
、「
伊
勢
神
宮
」「
大
神
社
」「
筑
紫
の
住
吉
」
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。「
伊
勢
神

宮
」
―
「
天
照
大
神
」
は
、
崇
神
紀
六
年
に
「
其
の
神
の
勢
を
畏
り
」
と
し
て
天
皇

同
殿
か
ら
移
さ
れ
、
ふ
さ
わ
し
い
鎮
座
の
地
が
求
め
ら
れ
た
。「
大
神
社
」
―
「
大
物

主
」
は
、
崇
神
紀
七
年
に
「
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
」
に
憑
依
し
て
「
天
皇
、
何
ぞ
国

の
治
ら
ざ
る
こ
と
を
憂
へ
た
ま
ふ
や
。
若
し
能
く
我
を
敬
ひ
祭
り
た
ま
は
ば
、
必
当

ず
自
平
ぎ
な
む
」
と
祭
祀
を
求
め
る
言
葉
を
示
し
て
い
る
。「
筑
紫
の
住
吉
」
―
「
表

筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の
神
」
は
、
仲
哀
紀
九
年
の
記
事
に
神
名
が
明
ら
か
と
な

り
、「
時
に
神
語
を
得
て
、
教
の
随
に
祭
り
た
ま
ふ
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
日

本
書
紀
』
に
お
け
る
神
の
出
現
は
、
神
の
鎮
座
と
祭
祀
を
述
べ
る
こ
と
へ
と
繋
が
っ

て
い
る
。「
日
本
紀
」
と
し
て
の
連
続
を
考
え
れ
ば
、『
続
日
本
紀
』
に
先
行
す
る
『
日

本
書
紀
』
の
段
階
で
、
こ
れ
ら
の
神
々
の
由
来
、
祭
祀
の
起
源
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
す
る
な
ら
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
八
幡
社
の
在
り
方
は
あ
る
種
異
様
に



託
宣
と
八
幡
神　

 

（
村
田
真
一
）

九
二

も
見
え
る
。
八
幡
神
は
『
日
本
書
紀
』（
お
よ
び
『
古
事
記
』）
に
由
来
を
持
た
ず
、『
続

日
本
紀
』
に
も
祭
祀
や
鎮
座
に
関
す
る
記
述
が
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
八
幡
神
を

主
体
に
考
え
れ
ば
、
正
体
不
明
の
神
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ

う
い
っ
た
見
方
は
、
私
た
ち
の
目
線
か
ら
八
幡
神
を
独
立
に
見
過
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
や
は
り
『
続
日
本
紀
』
の
歴
史
叙
述
の
側
か
ら
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
、『
日

本
書
紀
』
に
お
い
て
は
主
題
と
な
っ
て
い
た
神
の
出
現
と
祭
祀
、
あ
る
い
は
「
つ
く
」

「
か
か
る
」
と
い
う
「
神
的
な
る
も
の
」
と
人
と
の
直
接
の
交
渉
が
問
題
と
な
ら
な

い
水
準
で
『
続
日
本
紀
』
の
歴
史
叙
述
が
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
読
み

取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
天
照
大
神
、
大
物
主
、
住
吉
三
神
は
、
神
功
皇
后
の
三
韓
征
討
に
お
い

て
そ
れ
を
助
け
た
と
い
う
伝
承
の
あ
る
国
家
を
守
護
す
る
神
で
あ
り
、
こ
こ
に
神
功

皇
后
の
香
椎
宮
と
と
も
に
八
幡
社
が
並
べ
ら
れ
る
と
い
う
状
況
は
、
八
幡
神
が
す
で

に
三
韓
征
討
に
関
わ
っ
て
誉
田
皇
子
（
応
神
天
皇
）
と
同
体
と
見
ら
れ
て
い
た
可
能

性
を
示
唆
す
る（

娃
）。
八
幡
神
と
誉
田
＝
応
神
の
結
び
つ
き
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
述
に

直
接
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
格
別
の
扱
い
を
見
れ
ば
強
く
暗
示
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
逆
に
、
ほ
と
ん
ど
八
幡
神
と
誉
田

皇
子
の
同
体
説
を
示
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
状
況
に
あ
っ
て
、
な
お
そ
れ
を
記
述

し
て
い
な
い
こ
と
の
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
『
続
日
本
紀
』
が

神
の
由
来
や
来
歴
を
叙
述
し
な
い
こ
と
の
一
つ
の
事
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
に
見
ら
れ
る
八
幡
神
の
「
託
宣
」
は
、「
祟
り
」
に
も
「
祭
祀
」
に

も
結
び
つ
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
神
の
あ
ら
わ
れ
、
神
の
発
話
、
神
の
憑
依

現
象
に
対
し
て
の
『
日
本
書
紀
』
か
ら
の
歴
史
意
識
の
変
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節
に
確
認
し
た
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
で
は
神
の
「
つ
く
」「
か
か
る
」
と
い

う
あ
ら
わ
れ
に
お
い
て
、「
祟
り
―
神
の
言
葉
―
祭
祀
」
と
い
う
要
素
が
、
国
家
の

歴
史
を
語
る
際
の
重
要
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
続
日
本
紀
』
で
は
、「
託
宣
」
と

し
て
示
さ
れ
る
八
幡
神
の
言
葉
は
、
そ
の
求
め
る
も
の
を
示
す
の
で
は
な
く
、
国
家

の
運
営
に
関
わ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
守
護
す
る
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。

ま
た
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
「
祟
り
」
の
記
述
に
「
神
的
な
る
も
の
」
の
言
葉

が
一
切
あ
ら
わ
れ
な
い
こ
と
に
も
触
れ
て
お
こ
う（

阿
）。『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
「
祟

り
」
を
示
す
記
事
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
年
）
二
月
丙

辰
の
「
西
大
寺
の
東
塔
の
心
礎
」
の
石
の
砕
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
「
祟
」、
同
三
年

（
七
七
二
年
）
四
月
乙
卯
の
「
近
江
国
滋
賀
郡
小
野
社
の
木
を
採
」
っ
て
「
西
大
寺

の
西
塔
」
に
用
い
た
こ
と
に
よ
る
「
祟
」、
同
年
八
月
甲
寅
の
「
伊
勢
月
読
神
」
の

「
祟
」、
こ
の
「
祟
」
は
同
十
一
年
（
七
八
〇
年
）
二
月
丙
申
の
記
事
に
「
そ
の
祟
未

だ
止
ま
ず
」
と
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
延
暦
元
年
（
七
八
二
年
）
七
月
庚
戌
に
は
、「
伊

勢
大
神
と
諸
の
神
社
と
、
悉
く
皆
祟
ら
む
と
す
」
と
い
う
神
の
「
祟
り
」
へ
の
推
測

を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
神
の
「
祟
り
」
を
い
う
際
に
、
そ
の
言
葉
な
り
意
思
な
り

の
感
知
が
直
接
に
記
述
さ
れ
な
い
点
は
注
意
す
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い

は
も
し
か
し
た
ら
、
こ
れ
ら
記
事
と
な
っ
た
出
来
事
の
実
際
で
は
、「
神
的
な
る
も

の
」
の
言
葉
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、『
続
日
本
紀
』
は
、
そ
れ
を
記
述
し
て

い
な
い
。

『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
神
の
「
祟
り
」
が
示
さ
れ
る
場
合
、
多
く
は
憑
依
現
象

や
夢
見
に
よ
っ
て
神
の
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
、

仲
哀
天
皇
九
年
二
月
の
記
事
に
は
、「
時
に
皇
后
、
天
皇
の
、
神
の
教
に
従
は
ず
し

て
早
く
崩
り
ま
し
し
こ
と
を
傷
み
た
ま
ひ
て
、
以
為
さ
く
、
祟
れ
る
神
を
知
り
て
、
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財
宝
国
を
求
め
む
と
欲
す
」
と
あ
る
。
仲
哀
天
皇
を
死
に
至
ら
し
め
た
の
は
、
神
功

皇
后
に
「
託
（
か
か
）」
っ
て
言
葉
を
発
し
た
神
で
あ
る
。
ほ
か
、
仁
徳
天
皇
十
一

年
十
月
に
は
、「
茨
田
堤
」
を
築
い
た
際
に
天
皇
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
意
思
を
伝
え
た

「
河
神
」
の
「
祟
り
」
が
あ
り
、
允
恭
天
皇
十
四
年
九
月
に
は
、
天
皇
が
淡
路
島
に

狩
り
を
行
っ
た
際
に
「
島
の
神
、
祟
り
て
曰
は
く
」
と
あ
る
な
ど
、
こ
れ
ら
を
見
れ

ば
神
の
「
祟
り
」
と
神
の
言
葉
は
、
神
威
の
発
動
、
神
の
意
思
表
明
と
し
て
一
連
す

る
叙
述
と
な
る
傾
向
が
確
認
で
き
る
。『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
歴
史
叙
述
は
、
不

確
定
の
「
神
的
な
る
も
の
」
の
正
体
を
明
か
し
て
そ
の
起
源
を
示
す
、
も
し
く
は
「
祟

り
」
と
い
う
神
威
発
動
の
原
因
を
神
の
言
葉
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
す
る
も
の

で
、
い
わ
ば
「
神
的
な
る
も
の
」
と
そ
の
祭
祀
の
根
元
探
求
の
場
へ
と
向
か
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
比
す
れ
ば
、『
続
日
本
紀
』
の
歴
史
叙
述
は
、
憑
依
現
象

と
い
う
「
神
的
な
る
も
の
」
と
の
直
接
的
交
流
や
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
神
祭
祀

の
起
源
叙
述
を
記
事
と
し
て
採
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
い
っ
た
差
異
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
『
続
日
本
紀
』
の
歴
史
意
識
が
律
令
制
度

と
い
う
国
家
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
作
動
を
記
述
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。『
続

日
本
紀
』
の
「
祟
り
」
の
記
事
に
は
、
憑
依
現
象
と
神
の
言
葉
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

卜
占
が
必
ず
行
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
延
暦
元
年
七
月
の
記
事
で
は
「
災
異
」「
妖

徴
」
に
よ
っ
て
「
亀
筮
」（
亀
卜
と
筮
占
）
が
行
わ
れ
、「
祟
り
」
発
生
の
可
能
性
を

察
知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
報
告
し
て
い
る
の
は
「
神
祇
官
・
陰
陽
寮
」
で
あ
っ
た
。

「
神
的
な
る
も
の
」
へ
の
対
応
活
動
に
お
い
て
、
固
有
の
名
を
持
つ
人
や
氏
族
で
は

な
く
、
律
令
国
家
の
組
織
が
前
面
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
創
世
の
神
話
を
持
つ
『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
り
、『
続
日
本
紀
』
は
神

話
を
語
ら
な
い
。『
続
日
本
紀
』
は
、
世
界
や
祭
祀
の
起
源
で
は
な
く
、
現
に
国
土

支
配
を
実
行
し
て
き
た
律
令
国
家
の
制
度
的
作
動
を
歴
史
と
し
て
語
る
こ
と
で
、
そ

の
正
統
性
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
両
書
は
と
も
に
律
令
国
家
に
お
け

る
国
史
の
位
置
に
あ
る
と
は
い
え
、
叙
述
の
水
準
の
相
違
は
大
き
い
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
叙
述
の
性
質
は
、
八
幡
神
と
「
託
宣
」
に
も
同
様
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

八
幡
神
の
「
託
宣
」
は
、
神
の
憑
依
に
よ
る
意
思
表
明
で
あ
る
が
、
そ
の
発
現
の
場

や
憑
依
現
象
の
様
相
が
述
べ
ら
れ
ず
、
ま
た
、
八
幡
神
の
起
源
を
語
る
記
述
が
見
ら

れ
な
い
こ
と
も
、『
続
日
本
紀
』
の
歴
史
叙
述
の
一
つ
の
水
準
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
続
日
本
紀
』
に
あ
っ
て
、
聖
武
―
孝
謙
朝
に
達
成
さ
れ
た
東
大
寺

盧
舎
那
仏
建
立
は
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
律
令
国
家
の
理
念
を
あ
ら
わ
す
象
徴
的
な

世
界
構
想
の
実
現
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
仏
教
世
界
の
中
心
で
あ
る
盧
舎
那
仏
を
律

令
国
家
の
中
心
に
重
ね
よ
う
と
す
る
文
脈
の
中
で
、
八
幡
神
の
「
託
宣
」
が
示
さ
れ

る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
八
幡
神
の
「
託
宣
」

は
、
神
と
人
と
の
交
渉
の
場
、
憑
依
現
象
の
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
神
祇
に

よ
る
「
神
の
言
葉
」
を
理
念
的
・
象
徴
的
に
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
郷
の
論
を

延
長
す
る
形
で
述
べ
る
な
ら
、
こ
の
と
き
「
託
宣
」
は
、
仏
教
を
中
心
に
据
え
よ
う

と
す
る
歴
史
叙
述
の
世
界
に
あ
っ
て
、
国
家
的
な
仏
教
を
守
護
す
る
た
め
に
、
八
幡

神
が
神
祇
を
統
率
す
る
存
在
と
し
て
発
す
る
限
定
的
で
特
殊
な
「
神
の
言
葉
」
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
分
析
か
ら
は
、「
託
宣
」
は
仏
教
と
神
祇
の
関
係
の
中
で
「
神
的
な
る
も

の
」
の
言
葉
を
象
徴
化
し
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
の
出
現

で
あ
る
憑
依
を
示
す
「
託
」（
つ
く
・
か
か
る
）
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ

る
統
制
不
可
能
で
多
様
な
は
ず
の
「
神
の
言
葉
」
は
、『
続
日
本
紀
』
の
国
家
的
な
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歴
史
意
識
に
よ
っ
て
八
幡
神
の
「
託
宣
」
に
統
合
さ
れ
る
。
こ
れ
が
『
続
日
本
紀
』

に
お
い
て
歴
史
的
語
彙
「
託
宣
」
が
担
っ
た
意
義
で
あ
っ
た
の
だ
。
八
幡
神
の
特
徴

と
さ
れ
る
仏
教
と
の
関
係
や
〈
託
宣
〉
を
行
う
と
い
う
性
質
は
、
史
料
上
の
初
出
で

あ
る
『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
、
そ
の
可
能
性
を
備
え
る
こ
と
が
決
定
づ
け
ら
れ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
し
こ
う
い
う
言
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
八
幡
神
は
「『
続

日
本
紀
』
的
な
神
」
と
し
て
歴
史
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、 「
託
宣
」
の
成
立
と
拡
大　

―
―
『
続
日
本
紀
』
か
ら
『
日
本
後
紀
』
へ

こ
こ
ま
で
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
歴
史
的
語
彙
と
し
て
の
「
託
宣
」
と
八
幡
神

に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
次
に
「
託
宣
」
が
歴
史
上
い
つ
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
と
の
は
じ
ま
り
か
ら
八
幡

神
の
言
葉
が
「
託
宣
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
「
託
宣
」
が
初
出
す
る
天

平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
年
）
十
一
月
己
酉
の
記
事
の
現
実
の
時
点
で
「
託
宣
」
と
い

う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
論
じ

て
き
た
よ
う
に
、
八
幡
神
の
「
託
宣
」
は
高
度
に
国
家
的
意
義
を
担
う
も
の
と
し
て

あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
同
年
十
二
月
丁
亥
記
事
に
示
さ
れ
る
「
詔
」
に
よ
っ
て
宣

命
と
同
等
に
価
値
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
「
託
宣
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、「
託
宣
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る

の
は
い
つ
な
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
『
続
日
本
紀
』
の
叙
述
の
側
か
ら
、
そ

の
編
纂
の
状
況
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
続
日
本
紀
』
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
は
、
中
西
康
裕
の
次
の
よ
う
な
議
論
が
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
の
編
纂
の
前
段
階
と
し
て
、
光
仁
天
皇
と
桓
武
天
皇
の
時
代
を
除
い
て
、

文
武
天
皇
か
ら
称
徳
天
皇
ま
で
の
七
代
に
は
天
皇
代
毎
の
実
録
の
存
在
が
あ
り
、
し

か
も
『
続
日
本
紀
』
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
く
各
段
階
で
は
、
記
事
の
取
捨
選
択
を

し
つ
つ
も
表
記
の
統
一
な
ど
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う（
哀
）。

こ
の
論
に
従
え
ば
、
天
平
勝
宝
元
年
の
記
事
の
「
託
宣
」
の
語
は
、
孝
謙
天
皇
代

当
時
の
実
録
に
お
い
て
記
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
東
大
寺
盧
舎
那
仏
建
立

に
よ
っ
て
象
徴
的
に
実
現
さ
れ
た
仏
教
的
世
界
観
と
、
そ
れ
に
対
応
し
て
神
祇
を
率

い
国
家
と
仏
教
を
守
護
す
る
護
法
善
神
と
し
て
の
八
幡
神
と
い
う
関
係
を
考
え
れ
ば
、

孝
謙
天
皇
代
の
実
録
に
八
幡
神
の
言
葉
が
「
託
宣
」
と
表
記
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
蓋
然

性
は
高
い
も
の
と
言
え
る
。
具
体
的
に
は
、
天
平
勝
宝
元
年
十
二
月
丁
亥
記
事
の

「
詔
」
が
ま
ず
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
八
幡
神
の
言
葉
が
宣
命
と
同
等
に
価
値
づ
け

ら
れ
、
実
録
の
叙
述
で
は
そ
の
意
を
受
け
、
遡
っ
て
同
年
十
一
月
己
酉
記
事
に
「
八

幡
大
神
、
託
宣
し
て
京
に
向
か
う
」
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る（

愛
）。

そ
れ
で
は
最
後
に
、『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
八
幡
神
と
特
権
的
に
結
び
つ
く
形

で
あ
ら
わ
れ
た
「
託
宣
」
が
、
そ
の
限
定
を
離
れ
て
拡
大
す
る
の
は
い
つ
頃
か
ら
な

の
か
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
、
小
稿
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

「
託
宣
」
が
、
広
く
神
の
意
思
表
示
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
な
る
時
期
に
つ
い
て
は
、

確
定
的
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、『
続
日
本
紀
』
に
続
く
六
国
史
の
第
三
、

承
和
七
年
（
八
四
〇
年
）
成
立
の
『
日
本
後
紀（

挨
）』
の
次
の
記
事
か
ら
は
、
そ
の
状
況

を
あ
る
程
度
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

辛
巳
、
勅
す
ら
く
、「
怪
異
の
事
は
聖
人
語
ら
ず
、
妖
言
の
罪
は
法
制
軽
き
に

非
ず
。
而
る
に
諸
国
、
民
の
狂
言
を
信
じ
て
、
言
上
す
る
こ
と
寔
に
繁
し
。
或
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い
は
言
国
家
に
及
び
、
或
い
は
妄
り
に
禍
福
を
陳
ぶ
。
法
を
敗
り
て
紀
を
乱
す

こ
と
、
斯
よ
り
甚
し
き
は
莫
し
。
今
よ
り
以
後
、
百
姓
輙
く
託
宣
を
称
す
る
者

有
ら
ば
、
男
女
を
論
ぜ
ず
、
事
に
随
い
て
科
決
せ
よ
。
但
し
神
宣
灼
然
と
し
て

其
の
験
尤
著
な
る
者
有
ら
ば
、
国
司
検
察
し
て
、
実
を
定
め
て
言
上
せ
よ
」
と
。

こ
れ
は
、
弘
仁
三
年
（
八
一
二
年
）
九
月
の
記
事
で
、
当
時
の
状
況
と
し
て
「
或

い
は
言
国
家
に
及
び
、
或
い
は
妄
り
に
禍
福
を
陳
ぶ
」
と
い
う
「
託
宣
」
が
多
く
出

現
し
た
た
め
、
国
家
が
そ
れ
を
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

こ
に
「
妖
言
の
罪
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
「
託
宣
」
の
位
置
づ
け
を
考

え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。「
妖
言
の
罪
」
は
、
賊
盗
律
に
「
凡
そ
妖
書
及
び
妖
言
を

造
れ
ら
ば
、
遠
流
」
と
あ
り
、
僧
尼
令
に
は
こ
の
罪
を
犯
し
た
僧
は
還
俗
の
上
で
処

罰
を
受
け
る
と
さ
れ
て
い
る
重
罪
で
あ
る（

姶
）。
民
が
「
託
宣
」
を
称
す
る
こ
と
は
、
こ

の
妖
言
と
同
等
の
罪
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
或
い
は
言
国
家
に
及
び
」

と
あ
る
の
は
、
僧
尼
令
に
「
凡
そ
僧
尼
、
上
づ
か
た
玄
象
を
観
、
假
つ
て
災
祥
を
説
き
、

語
国
家
に
及
び
、
百
姓
を
妖
惑
し
、
幷
せ
て
兵
書
を
習
ひ
読
み
、
人
を
殺
し
、
姧
し
、

盗
し
、
及
び
詐
り
て
聖
道
得
た
り
と
称
せ
ら
ば
、
並
に
法
律
に
依
り
て
、
官
司
に
付

け
て
、
罪
科
せ
よ
」
と
規
定
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
記
事
に
い
う
「
託
宣
」
が
国
家

（
天
皇
）
に
関
わ
っ
て
の
僧
へ
の
規
制
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
託
宣
」
を
、
お
そ
ら
く
は
民
間
の
巫
覡
（
お
よ
び
私
度
僧
ら
で
あ

ろ
う
）
が
称
し
、
か
つ
国
家
が
統
制
し
よ
う
と
す
る
の
は
、「
託
宣
」
に
つ
い
て
、『
続

日
本
紀
』
の
歴
史
叙
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
国
家
―
仏
教
―
神
祇
の
結
ぶ
と
こ
ろ
に

あ
ら
わ
れ
た
高
次
元
の
神
の
言
葉
と
し
て
の
意
義
が
認
識
、
共
有
さ
れ
、
か
つ
求
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
「
託
宣
」
は
、
八

幡
神
の
特
殊
の
表
現
か
ら
意
義
を
拡
大
し
つ
つ
も
「『
続
日
本
紀
』
的
」
な
性
質
を

未
だ
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
但
し
神
宣
灼
然
と
し
て
其
の
験
尤
著
な
る
者
有
ら
ば
、
国
司
検
察
し
て
、

実
を
定
め
て
言
上
せ
よ
」
と
あ
る
の
は
、
当
時
の
国
家
の
「
神
的
な
る
も
の
」
の
出

現
に
対
す
る
相
反
す
る
志
向
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
国
家
の
統
制
下
に
な
い
「
託

宣
」
を
「
妖
言
」
と
し
て
封
殺
し
な
が
ら
も
、「
其
の
験
尤
著
な
る
者
」
に
つ
い
て
は

国
司
の
検
察
に
よ
っ
て
選
別
し
、
国
家
祭
祀
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
長
三
年
（
八
二
六
年
）
三
月
の
記
事
に
「
己
丑
、
大
和
国
高
市
郡
賀
美
郷
の
甘

南
備
山
の
飛
鳥
社
を
同
郡
同
郷
の
鳥
形
山
に
遷
す
。
神
の
託
宣
に
依
れ
ば
な
り
」
と

も
あ
っ
て
、『
日
本
後
紀
』
の
歴
史
叙
述
と
し
て
は
、「
託
宣
」
に
関
し
て
『
続
日
本

紀
』
の
よ
う
な
一
元
的
統
合
化
の
性
質
は
見
え
な
い
。
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
年
）

二
月
記
事
の
和
気
清
麻
呂
の
薨
伝
を
見
れ
ば
、
八
幡
神
に
「
託
宣
」
が
強
く
関
係
づ

け
ら
れ
て
い
る
な
ど
「
託
宣
」
の
用
語
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
を
引

き
継
ぐ
部
分
も
多
い
。
し
か
し
、
全
体
の
状
況
を
考
え
る
と
、『
日
本
後
紀
』
の
歴

史
叙
述
か
ら
は
、「
託
宣
」
が
両
義
性
を
持
つ
「
神
的
な
る
も
の
」
の
言
葉
と
し
て

拡
大
し
て
い
く
様
相
が
窺
え
る
と
言
え
る
。

『
日
本
書
紀
』
で
は
、「
託
」（
つ
く
・
か
か
る
）
と
い
う
憑
依
現
象
の
場
に
あ
ら

わ
れ
る
神
の
言
葉
は
、
両
義
的
な
神
の
出
現
と
、
そ
の
祭
祀
の
歴
史
―
起
源
を
示
す

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
続
く
『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
は
、
統
制
不
可
能
な
神
の

出
現
と
言
葉
が
、
東
大
寺
盧
舎
那
仏
建
立
と
い
う
仏
教
的
世
界
の
実
現
に
対
応
し
て

八
幡
神
と
「
託
宣
」
に
統
合
化
さ
れ
る
。
聖
武
―
孝
謙
朝
の
歴
史
叙
述
、
西
郷
が
述

べ
る
「
想
像
的
に
仮
構
さ
れ
た
無
碍
の
一
多
融
合
の
世
界
」
の
実
現
に
お
い
て
、
仏

教
に
対
す
る
神
祇
を
一
元
的
に
象
徴
す
る
特
殊
の
言
葉
と
し
て
、「
託
宣
」
は
あ
ら
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わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
日
本
後
紀
』
で
は
、
両
義
的
で
多
様
な
神
の
言
葉
の

統
合
化
を
図
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
「
託
宣
」
は
、『
続
日
本
紀
』
に
達
成
さ
れ

た
固
有
の
意
義
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、「
神
的
な
る
も
の
」
の
「
託
（
つ
）
い
て
宣
う

こ
と
」
と
し
て
拡
大
し
て
い
く
。「
託
宣
」
と
い
う
歴
史
的
語
彙
に
お
い
て
見
た
と
き
、

『
続
日
本
紀
』
の
八
幡
神
と
「
託
宣
」
は
単
に
初
出
と
し
て
結
び
つ
く
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
互
い
に
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〔
注
〕

（
１
） 『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）。『
国
史
大

辞
典
』（
第
九
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）。『
日
本
史
大
事
典
』（
第
四

巻
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）。『
神
道
事
典
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年
）。『
上

代
文
学
研
究
事
典
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
六
年
）。『
日
本
民
俗
宗
教
辞
典
』

（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
）。『
日
本
民
俗
大
辞
典
』（
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
年
）。『
日
本
歴
史
大
事
典
』（
第
二
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。『
日

本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
、
第
八
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）。『
神
道
史
大

辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）。『
祭
・
芸
能
・
行
事
大
辞
典
』（
下
巻
、

朝
倉
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
２
） 

テ
キ
ス
ト
毎
に
あ
ら
わ
れ
る
「
古
代
」
と
い
う
視
点
は
、
神
野
志
隆
光
『
複
数
の

「
古
代
」』（〈
講
談
社
現
代
新
書
〉
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）
を
受
け
て
い
る
。
た

だ
し
、
神
野
志
は
「
古
代
に
お
け
る
古
代
」
と
し
て
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

の
時
代
を
論
じ
る
が
、
小
稿
は
『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
る
「
古
代
」
と
し
て
、「
古

代
に
お
け
る
現
代
」
で
あ
る
『
続
日
本
紀
』
を
想
定
し
て
い
る
。

（
３
） 

引
用
は
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉（
小
学
館
）
に
よ
る
。
以
下
同
。

（
４
） 

岩
田
勝
『
神
楽
新
考
』（
名
著
出
版
、
一
九
九
二
年
）。

（
５
） 

岩
田
が
重
視
す
る
「
古
訓
」
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
編
纂
時

の
「
古
代
」
ま
で
遡
れ
る
か
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
岩
田
は
「
崇
神
紀
・
垂
仁
紀
に

お
け
る
カ
カ
ル
と
ツ
ク
」
と
し
て
「
憑
」（
か
か
る
）
と
「
託
」（
つ
く
）
は
「
そ

れ
ぞ
れ
の
態
様
に
し
た
が
っ
て
明
ら
か
に
区
別
し
て
訓
ま
れ
て
い
る
」
と
す
る
が
、

崇
神
紀
六
十
年
の
記
事
は
取
り
上
げ
て
お
ら
ず
、
そ
の
分
析
に
は
厳
密
と
は
言
い

難
い
部
分
が
あ
る
。

（
６
） 

斎
藤
英
喜
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
深
み
へ　

古
代
神
話
を
読
み
直
す
』（
新
曜
社
、

一
九
九
六
年
）。

（
７
） 

参
考
の
た
め
該
当
部
分
を
挙
げ
て
お
く
。

 

・（
神
功
皇
后
摂
政
前
紀　

仲
哀
天
皇
九
年
）
三
月
の
壬
申
の
朔
に
、
皇
后
、
吉

日
を
選
ひ
て
斎
宮
に
入
り
、
親
ら
神
主
と
為
り
た
ま
ひ
、
則
ち
武
内
宿
禰
に
命
せ

て
琴
撫
か
し
め
、
中
臣
烏
賊
津
使
主
を
喚
し
て
審
神
者
と
し
た
ま
ふ
。
因
り
て
千

繒
高
繒
を
以
ち
て
琴
頭
尾
に
置
き
、
請
し
て
曰
さ
く
、「
先
日
に
、
天
皇
に
教
へ

た
ま
ひ
し
は
誰
神
ぞ
。
願
は
く
は
其
の
名
を
知
ら
む
」
と
ま
を
し
た
ま
ふ
。
七
日

七
夜
に
逮
り
て
、
乃
ち
答
へ
て
曰
は
く
、「
神
風
の
伊
勢
国
の
、
百
伝
ふ
渡
逢
県

の
、
拆
鈴
五
十
鈴
宮
に
居
す
神
、
名
は
撞
賢
木
厳
之
御
魂
天
疎
向
津
媛
命
な
り
」

と
の
た
ま
ふ
。
亦
問
ひ
ま
を
さ
く
、「
是
の
神
を
除
き
て
復
神
有
す
や
」
と
ま
を

し
た
ま
ふ
。
答
へ
て
曰
は
く
、「
幡
萩
穂
に
出
し
吾
や
、
尾
田
の
吾
田
節
の
淡
郡

に
居
す
神
有
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
問
ひ
ま
を
さ
く
、「
亦
有
す
や
」
と
ま
を
し
た

ま
ふ
。
答
へ
て
曰
は
く
、「
天
事
代
虚
事
代
玉
籤
入
彦
厳
之
事
代
神
有
り
」
と
の

た
ま
ふ
。
問
ひ
ま
を
さ
く
、「
亦
有
す
や
」
と
ま
を
し
た
ま
ふ
。
答
へ
て
曰
は
く
、

「
有
る
こ
と
無
き
こ
と
知
ら
ず
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
審
神
者
が
曰
さ
く
、「
今
し

答
へ
た
ま
は
ず
し
て
、
更
後
に
言
ふ
こ
と
有
し
ま
す
や
」
と
ま
を
す
。
則
ち
対
へ

て
曰
は
く
、「
日
向
国
の
橘
小
門
の
水
底
に
居
し
て
、
水
葉
も
稚
け
く
出
で
居
る

神
、
名
は
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の
神
有
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
問
ひ
ま
を
さ

く
、「
亦
有
す
や
」
と
ま
を
す
。
答
へ
て
曰
は
く
、「
有
る
こ
と
無
き
こ
と
知
ら
ず
」

と
の
た
ま
ひ
、
遂
に
且
神
有
り
と
も
言
は
ず
。
時
に
神
語
を
得
て
、
教
の
随
に
祭

り
た
ま
ふ
。
然
し
て
後
に
、
吉
備
臣
が
祖
鴨
別
を
遣
し
て
、
熊
襲
国
を
撃
た
し
め

た
ま
ふ
。
未
だ
浹
辰
も
経
な
く
に
、
自
づ
か
ら
に
服
ひ
ぬ
。

（
８
） 

引
用
は
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
以
下
同
。『
続

日
本
紀
』
の
基
本
情
報
に
つ
い
て
は
坂
本
太
郎
『
六
国
史
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
〇
年
）
参
照
。

（
９
） 『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
「
託
宣
」
の
用
例
は
、
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
年
）

の
ほ
か
、
天
平
勝
宝
七
年
（
七
五
五
年
）
三
月
庚
申
と
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
三
十
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

九
七

年
）
九
月
己
丑
の
記
事
に
あ
る
。
と
く
に
神
護
景
雲
三
年
の
記
事
は
い
わ
ゆ
る
道

鏡
事
件
の
も
の
で
あ
り
、『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
八
幡
神
と
「
託
宣
」
を
考
え

る
上
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿

を
期
し
た
い
。

（
10
） 
西
郷
信
綱
「
八
幡
神
の
発
生
」（『
神
話
と
国
家
』
平
凡
社
、
一
九
七
二
年
。
中
野

幡
能
編
『
八
幡
信
仰
』（〈
民
衆
宗
教
史
叢
書
〉
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
三
年
）
に

再
録
）。

（
11
） 

逵
日
出
典
『
八
幡
宮
寺
成
立
史
の
研
究
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
三
年
）

の
議
論
に
も
、「
ヤ
ハ
タ
」
の
「
幡
」
は
、「
単
に
仏
教
的
な
幡
と
受
け
取
る
こ
と

が
自
然
」
と
あ
る
。

（
12
） 

八
幡
と
応
神
天
皇
の
同
体
化
は
、『
続
日
本
紀
』
成
立
の
段
階
で
す
で
に
起
こ
っ

て
い
た
、
と
す
る
説
が
あ
る
。
二
宮
正
彦
『
古
代
の
神
社
と
祭
祀　

そ
の
構
造
と

展
開
』（
創
元
社
、
一
九
八
八
年
）。

（
13
） 

参
考
の
た
め
に
該
当
部
分
を
挙
げ
て
お
く
。

 

・（
宝
亀
元
年
二
月
）
丙
辰
、
西
大
寺
の
東
塔
の
心
礎
を
破
却
す
。
そ
の
石
大
き

さ
方
一
丈
余
、
厚
さ
九
尺
あ
り
。
東
大
寺
よ
り
以
東
、
飯
盛
山
の
石
な
り
。
初
め

数
千
人
を
以
て
引
け
ど
も
、
日
に
去
く
こ
と
数
歩
の
み
。
時
に
復
或
は
鳴
る
。
是

に
人
夫
を
益
し
て
、
九
日
に
し
て
乃
ち
至
れ
り
。
即
削
刻
を
加
へ
て
、
基
を
築
く

こ
と
已
に
畢
れ
り
。
時
に
巫
覡
の
徒
、
動
す
れ
ば
石
の
祟
を
以
て
言
を
為
す
。
是

に
、
柴
を
積
み
て
こ
れ
を
焼
く
。
灌
く
に
卅
余
斛
の
酒
を
以
て
し
て
、
片
片
に
破

却
し
て
道
路
に
棄
つ
。
後
、
月
余
の
日
に
し
て
、
天
皇
不
悆
す
。
こ
れ
を
卜
ふ
る

に
、
破
ら
れ
し
石
祟
を
為
す
と
い
ふ
。
即
ち
復
拾
ひ
て
浄
地
に
置
き
て
、
人
・
馬

を
し
て
践
ま
し
め
ず
。
今
、
そ
の
寺
の
内
の
東
南
の
隅
の
数
十
片
の
破
石
是
な
り
。

 

・（
宝
亀
三
年
四
月
）
乙
卯
、
西
大
寺
の
西
塔
に
霞
す
。
こ
れ
を
卜
ふ
る
に
、
近

江
国
滋
賀
郡
小
野
社
の
木
を
採
り
て
塔
を
構
へ
し
に
よ
り
て
祟
す
と
い
ふ
。
当
郡

の
戸
二
烟
を
充
つ
。

 

・（
宝
亀
三
年
八
月
）
八
月
甲
寅
、
難
破
内
親
王
の
第
に
幸
し
た
ま
ふ
。
是
の
日
、

常
に
異
な
る
風
雨
あ
り
て
、
樹
を
抜
き
屋
を
発
つ
。
こ
れ
を
卜
ふ
る
に
、
伊
勢
月

読
神
、
祟
す
と
い
へ
り
。
是
に
毎
年
の
九
月
に
、
荒
祭
神
に
准
へ
て
馬
を
奉
る
。

ま
た
、
荒
御
玉
命
。
伊
佐
奈
伎
命
・
伊
佐
奈
弥
命
を
官
社
に
入
る
。
ま
た
、
度
会

郡
の
神
宮
寺
を
飯
高
郡
の
山
房
に
徙
す
。

 

・（
宝
亀
十
一
年
二
月
）（
丙
申
）
神
祇
官
言
さ
く
、「
伊
勢
大
神
宮
寺
、
先
に
祟

有
る
が
為
に
、
他
し
き
処
に
遷
し
建
て
た
り
。
而
る
に
今
、
神
郡
近
く
し
て
、
そ

の
祟
未
だ
止
ま
ず
。
飯
野
郡
を
除
く
外
の
、
便
あ
る
地
に
移
し
造
ら
む
こ
と
を
」

と
ま
う
す
。
こ
れ
を
許
す
。

 

・（
延
暦
元
年
七
月
）
庚
戌
、
右
大
臣
已
下
、
参
議
已
上
、
共
に
奏
し
て
偁
さ
く
、

「
頃
者
、
災
異
荐
に
臻
り
て
、
妖
徴
並
に
見
れ
た
り
。
仍
て
亀
筮
に
命
せ
て
そ
の

由
を
占
ひ
求
め
し
む
。
神
祇
官
・
陰
陽
寮
並
に
言
さ
く
、「
国
家
の
恒
祀
は
例
に

依
り
て
幣
を
奠
る
と
雖
も
、
天
下
の
縞
素
、
吉
凶
混
雑
す
。
茲
に
因
り
て
、
伊
勢

大
神
と
諸
の
神
社
と
、
悉
く
皆
祟
ら
む
と
す
」
と
ま
う
す
。
如
し
凶
を
除
き
吉
に

就
か
ず
は
、
恐
る
ら
く
は
、
聖
体
不
豫
す
る
こ
と
を
致
さ
う
か
。
而
し
て
陛
下
、

因
心
至
性
に
し
て
、
尚
孝
期
を
終
へ
む
と
す
。
今
乃
ち
医
薬
御
す
る
に
在
り
て
旬

日
を
延
引
す
。
神
道
の
誈
ひ
難
き
、
抑
由
有
り
。
伏
し
て
乞
は
く
は
、
曾
閔
が
小

孝
を
忍
び
て
社
稷
を
重
任
と
し
、
仍
て
凶
服
を
除
き
て
人
祇
に
充
て
む
こ
と
を
」

と
ま
う
す
。
詔
し
報
へ
て
曰
は
く
、「
朕
以
み
る
に
、
霜
露
変
ら
ず
、
荼
毒
昨
の

如
し
。
方
に
諒
闇
を
遂
げ
て
罔
極
と
申
さ
む
と
す
。
而
る
に
郡
卿
、
再
三
執
奏
し
て
、

宗
廟
社
稷
を
喩
と
す
。
事
已
む
こ
と
獲
ず
し
て
、
一
ら
来
奏
に
依
る
。
そ
の
諸
国

の
服
を
釈
く
者
は
、
祓
の
使
到
る
を
待
ち
、
国
内
の
祓
ひ
潔
め
、
然
し
て
後
に
乃

ち
釈
け
。
酒
を
飲
み
楽
を
作
し
、
并
せ
て
雑
彩
を
着
る
こ
と
得
ず
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
14
） 

中
西
康
裕
「『
続
日
本
紀
』
編
纂
の
前
段
階
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
二
三
、

一
九
九
九
年
十
二
月
）。

（
15
） 「
託
宣
」
に
類
す
る
語
と
し
て
「
神
宣
」
が
『
続
日
本
紀
』
に
二
例
見
え
て
い
る
。

一
つ
は
天
平
勝
宝
七
年
（
七
五
五
年
）
三
月
の
八
幡
神
の
「
託
宣
」
に
関
す
る
記

事
。
も
う
一
つ
は
天
平
九
年
（
七
三
七
年
）
十
一
月
の
記
事
で
、
こ
ち
ら
は
大
倭

忌
寸
の
奉
祭
す
る
大
倭
坐
大
国
魂
神
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
大
国
魂
神
に
つ

い
て
「
宣
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
聖
武
朝
の
実
録
に
記
さ
れ
る

際
に
、
八
幡
神
と
同
様
に
国
家
の
枢
要
に
関
わ
る
神
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か

ら
か
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
小
稿
の
議
論
を
延
長
す
れ
ば
、
大
三
輪
と
の

同
体
説
が
当
時
す
で
に
存
在
し
て
い
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ

る
。
ま
た
注
意
さ
れ
る
の
は
、
天
平
九
年
記
事
に
つ
い
て
新
日
本
古
典
文
学
大
系



託
宣
と
八
幡
神　

 

（
村
田
真
一
）

九
八

で
は
「
神
宣
」
を
「
か
む
こ
と
」
と
訓
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
訓
み
に
つ

い
て
は
さ
ら
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
れ
に
従
う
な
ら
、
八

幡
神
に
関
す
る
場
合
に
は
「
託
宣
」「
神
宣
」
を
そ
れ
ぞ
れ
「
た
く
せ
ん
」「
し
ん

せ
ん
」、
大
国
魂
神
に
つ
い
て
は
「
神
宣
」
を
「
か
む
こ
と
」
と
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
ら
音
訓
の
違
い
は
、
八
幡
神
に
つ
い
て
は
仏
教
に
呼
応
す
る
神
と

し
て
「
仏
典
的
」
に
音
読
さ
れ
、
大
国
魂
神
に
は
仏
教
と
の
対
応
が
な
い
た
め
に

和
語
と
し
て
訓
読
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

（
16
） 

引
用
は
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
編
『
日
本
後
紀
』（〈
訳
注
日
本
史
料
〉
集
英
社
、

二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
。

 

『
日
本
後
紀
』
の
基
本
情
報
に
つ
い
て
は
坂
本
太
郎
『
六
国
史
』（
前
注
８
）
参
照
。

（
17
） 

引
用
は
『
律
令
』（〈
日
本
思
想
大
系
〉
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
に
よ
る
。

（
む
ら
た　

し
ん
い
ち　
　

文
学
研
究
科
仏
教
文
化
専
攻
博
士
課
程
）

（
指
導
教
員
：
斎
藤　

英
喜　

教
授
）

二
〇
一
〇
年
九
月
三
十
日
受
理


