
は
じ
め
に

神
は
実
在
す
る
。

人
の
本
質
は
そ
の
自
立
性
に
で
は
な
く
、
他
者
依
存
性
に
あ
る
。
そ
し
て
捕

食
さ
え
他
者
に
依
存
す
る
そ
の
徹
底
し
た
他
者
依
存
ぶ
り
が
、
分
業
を
つ
く
り

社
会
を
生
む
。
捕
食
と
い
う
こ
と
を
し
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
人
の
一
部
は
、

弟
（
ア
ベ
ル
）
殺
し
の
罪
で
大
地
を
追
わ
れ
た
（
即
ち
自
分
で
捕
食
の
で
き
な

く
な
っ
た
）カ
イ
ン
の
末
裔
が
銅
と
鉄
を
つ
く
る
人
々
の
祖
に
な
っ
た
よ
う
に
、

そ
の
大
き
な
大
脳
と
二
足
歩
行
の
結
果
自
由
に
な
っ
た
手
を
活
か
し
て
、
様
々

な
技
能
や
産
業
を
発
展
さ
せ
る
。
そ
れ
が
交
換
と
分
業
を
生
む
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
社
会
は
人
（
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
）
が
個
体
と
し
て
の
自
立
性
を
失
っ

た
瞬
間
、
殆
ど
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
分
業
を
構
成
す
る
か
ら
、

そ
の
形
成
に
人
為
性
は
な
く
と
も
、
一
定
の
秩
序
（
分
業
の
バ
ラ
ン
ス
）
を
も

つ
。
そ
し
て
一
定
の
秩
序
を
も
つ
か
ら
、
何
ら
か
の
事
情
で
そ
の
秩
序
が
崩
れ

た
と
き
、
時
と
し
て
人
に
仇
を
な
す
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
神
が
、
こ
と
あ
る
ご
と
に

イ
ス
ラ
エ
ル
人
た
ち
（
モ
ー
ゼ
も
含
む
）
の
大
量
殺
戮
を
繰
り
返
し
た
よ
う
に

で
あ
る
。
だ
か
ら
人
は
、
社
会
に
意
思
を
感
じ
、
神
を
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

神
が
実
在
す
る
所
以
で
あ
る
。

た
だ
そ
こ
で
問
題
は
、
人
は
、
そ
の
神
と
し
て
表
象
さ
れ
る
、
自
然
発
生
的

な
社
会
の
秩
序
に
、
た
だ
従
順
で
あ
り
続
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
神
は
社
会
の
秩
序
を
守
る
た
め
に
は
平
気
で
人
を
殺
す
。
分
業
の

バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
疫
病
や
飢
餓
が
蔓
延
す
れ
ば
、
大
量
の
人
が
命
を
奪
わ
れ

る
。
そ
れ
を
平
然
と
「
国
の
治
ら
ざ
る
は
、是
吾
が
意こ

こ
ろぞ
」（『
日
本
書
紀
』〈
日

本
古
典
文
学
大
系
〉
上
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
（
下
は
一
九
六
五
年
）、

二
四
〇
頁
・
以
下
『
紀
』
と
の
み
記
す
）
と
い
っ
て
の
け
る
の
が
神
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
命
は
一
人
一
人
の
人
（
個
体
）
に
宿
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
そ
れ

自
体
に
宿
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
人
は
「
生
」
の
本
能
に
突
き
動
か
さ
れ

小
路
田　

泰
直

神
と
心
の
歴
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て
、
時
と
し
て
神
に
抗
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
神
に
殺
さ
れ
続

け
た
イ
ス
ラ
エ
ル
人
た
ち
が
、
最
後
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
神
に
次
の
よ
う
に
い
わ
し

め
て
で
も
、
人
間
の
王
（
ダ
ビ
デ
・
ソ
ロ
モ
ン
）
を
求
め
た
よ
う
に
、
で
あ
る
。

民
が
お
前
に
言
う
通
り
、
彼
ら
の
声
を
聞
き
入
れ
よ
。
彼
ら
は
、
お
前

を
拒
絶
し
た
の
で
は
な
く
、
わ
た
し
が
彼
ら
の
王
で
あ
る
こ
と
を
拒
絶

し
た
の
だ
。
わ
た
し
が
彼
ら
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
上
っ
た
日
か
ら
今

日
に
至
る
ま
で
、
彼
ら
の
し
た
事
と
い
え
ば
、
わ
た
し
を
捨
て
て
他
の

神
々
に
仕
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
お
前
に
対
し
て

も
し
て
い
る
の
だ
。
今
は
彼
ら
の
声
を
聞
き
入
れ
よ
。
た
だ
し
、
彼
ら

に
は
っ
き
り
警
告
し
、
彼
ら
を
治
め
る
王
の
権
能
に
つ
い
て
教
え
て
や

る
が
よ
い
。（
旧
約
聖
書
翻
訳
委
員
会
『
旧
約
聖
書
』
Ⅱ
、
歴
史
書
、
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
四
頁
）

し
か
し
神
の
意
思
に
抗
う
た
め
に
は
、
逆
に
、
神
の
意
思
（
人
の
総
和
と
し

て
の
社
会
の
秩
序
）
を
捕
捉
、
認
識
し
、
そ
れ
を
人
の
意
思
に
置
き
換
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
。で
は
そ
の
置
き
換
え
を
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
っ
た
の
か
。

そ
れ
を
日
本
史
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
の
中
で
考
え
て
み
る
の
が
本
稿
の
課
題
で

あ
る
。

第
一
章 

記
紀
と
神
々
の
革
命

第
一
節　

崇
神
朝
の
革
命

 

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』（
記
紀
）
を
読
め
ば
、
こ
の
国
の
古
代
に
は
、
二
度

に
わ
た
る
神
々
の
革
命
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。一
度
は
崇
神
天
皇
の
と
き
、

今
一
度
は
雄
略
天
皇
の
と
き
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
と
き
に
い
か
な
る
革

命
が
あ
っ
た
の
か
。
崇
神
天
皇
の
と
き
か
ら
み
て
い
こ
う
。

崇
神
五
年
、
人
口
の
半
ば
を
死
に
至
ら
し
め
る
激
し
い
疫
病
の
流
行
が
あ
っ

た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
崇
神
天
皇
は
二
つ
の
対
策
を
と
っ
た
。
一
つ
は
『
日
本

書
紀
』
に六

年
に
、
百

お
ほ
み
た
か
ら姓

流さ
す
ら離

へ
ぬ
。
或
い
は
背
叛
く
も
の
有
り
。
其
の
勢
、

徳う
つ
く
し
びを

以
て
治
め
む
こ
と
難
し
。
是
を
以
て
、
晨つ

と

に
興お

き
夕ゆ

ふ
へま

で
に
惕お

そ

り

て
、
神

あ
ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み

祇
に
請の

み
ま
つ罪

る
。
是
よ
り
先
に
、
天
照
大
神
・
倭

や
ま
と
の
お
ほ
く
に
た
ま

大
国
魂
、

二
柱
の
神
を
、
天
皇
の
大み

あ
ら
か殿
の
内
に
並い

は
ひ
ま
つ祭る
。
然
し
て
其
の
神
の
勢
を

畏お
そ

り
て
、
共
に
住
み
た
ま
ふ
に
安
か
ら
ず
。
故か

れ

、
天
照
大
神
を
以も

て

は
、
豊

と
よ
す
き
い
り
ひ
め
の
み
こ
と

鍬
入
姫
命
に
託つ

け
ま
つ
り
て
、
倭や

ま
との

笠か
さ
ぬ
ひ
の
む
ら

縫
邑
に
祭
る
。
仍
り
て

磯し
か
た
き

堅
城
の
神ひ

も
ろ
き籬
を
立
つ
。
亦
日
本
国
魂
神
を
以
て
は
、
渟ぬ

な
き
い
り
ひ
め
の
み
こ
と

名
城
入
姫
命

に
託
け
て
祭
ら
し
む
。
然
る
に
渟
名
城
入
姫
、
髪
落
ち
体や

す
か痩

み
て
祭
る

こ
と
能
は
ず
。（『
紀
』
上
、
二
三
八
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
天
照
大
神
と
倭
大
国
魂
神
を
宮
中
か
ら
追
放
し
た
。
そ
し
て
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今
一
つ
は
、
同
じ
く
『
日
本
書
紀
』
に

是
に
、
天
皇
、
乃す

な
はち

神か
む
あ
さ
ぢ
は
ら

浅
茅
原
に
幸い

で
まし

て
、
八
十
万
の
神

か
み
た
ちを

会つ
ど

へ
て
、

卜う
ら
と問
ふ
。
是
の
時
に
、神か

む
や
ま
と
と
と
び
も
も
そ
ひ
め
の
み
こ
と

明
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
に
憑か

か

り
て
曰
は
く
、「
天

皇
、何
ぞ
国
の
治
ら
ざ
る
こ
と
を
憂
ふ
る
。
若
し
能
く
我
を
敬
ひ
祭
ら
ば
、

必
ず
当
に
自た

ひ
ら平

ぎ
な
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
天
皇
問
ひ
て
曰
く
、「
如か

く此

教の
た
まふ

は
誰い

づ
れの

神
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
答
へ
て
曰
は
く
、「
我
は
是こ

れ

倭や
ま
と
の
く
に国

の
域さ

か
ひの
内
に
所を居
る
神
、名
を
大お

ほ
も
の
ぬ
し
の
か
み

物
主
神
と
為い

ふ
」
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
、

神
の
語み

こ
とを

得
て
、教を

し
への

随ま
に
まに

祭い
は
ひ
ま
つ祀る

。（『
紀
』
上
、
二
三
八
〜
二
三
九
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
大
物
主
神
に
対
す
る
祭
祀
を
始
め
た
。
崇
神
天
皇
の
と
き
の

革
命
と
は
、
天
照
大
神
や
倭
大
国
魂
神
に
大
物
主
神
が
と
っ
て
代
わ
る
革
命
で

あ
っ
た
。
で
は
そ
の
革
命
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
そ

の
後
日
談
か
ら
読
み
取
れ
る
。

革
命
後
崇
神
天
皇
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
疫
病
を
鎮
め
る
べ
く
自
ら
大
物

主
神
を
祭
っ
た
。
し
か
し
全
く
効
果
が
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
天
皇
は
あ

ら
た
め
て
「
沐ゆ

か
は
あ
み
も
の
い
み

浴
斎
戒
し
て
、
殿

み
あ
ら
かの

内
を
潔き

よ
ま
は浄

り
て
」
大
物
主
神
に
そ
の
理
由

を
尋
ね
た
。
す
る
と
神
は
「
天
皇
、
復
な
愁う

れ

へ
ま
し
そ
。
国
の
治
ら
ざ
る
は
、

是
吾
が
意こ

こ
ろぞ
。
若
し
吾
が
児
大お

ほ

た

た

ね

こ

田
田
根
子
を
以
て
、
吾
を
令ま

つ祭
り
た
ま
は
ば
、

立た
ち
ど
こ
ろに

平
ぎ
な
む
。
亦
海わ

た
の
ほ
か

外
の
国
有
り
て
、
自
づ
か
ら
帰ま

う
し
た
が伏ひ

な
む
」（『
紀
』

上
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）
と
夢
告
し
て
き
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
和
泉
国
「
陶

邑
」
か
ら
大
物
主
神
の
子
、
大
田
田
根
子
を
呼
び
寄
せ
、
大
物
主
神
を
祭
ら
せ

た
。
す
る
と
効
果
覿
面
、
疫
病
は
た
ち
ま
ち
終
息
し
、
疫
病
の
流
行
に
乗
じ
て

ひ
き
起
さ
れ
た
武
埴
安
彦
王
の
反
乱
も
鎮
圧
さ
れ
た
。

し
か
も
一
つ
の
出
来
事
が
お
き
た
。
そ
の
後
、
大
物
主
神
を
顕
現
さ
せ
、
武

埴
安
彦
王
の
反
乱
を
未
然
に
防
い
だ
功
に
よ
り
、
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
が
大
物

主
神
に
嫁
い
だ
が
、
神
は
夜
し
か
現
れ
ず
、
決
し
て
そ
の
姿
を
見
せ
な
か
っ
た

の
で
、
あ
る
夜
姫
は
意
を
決
し
て
「
君
常
に
昼
は
見
え
た
ま
は
ね
ば
、
分あ

き
ら
か明
に

其
の
尊み

か
ほ顔

を
視
る
こ
と
得
ず
。
願
は
く
は
暫

し
ま
し

留
り
た
ま
へ
。
明

く
る
つ
あ
し
た

旦
に
、
仰
ぎ
て

美
麗
し
き
威み

す
が
た儀

を
覲
た
て
ま
つ
ら
む
と
欲お

も

ふ
」
と
せ
が
ん
で
み
せ
た
。
す
る
と

神
も
「
言こ

と
わ
り理
灼い

や
ち
こ然
な
り
。
吾
明
旦
に
汝
が
櫛く

し
げ笥
に
入
り
て
居
ら
む
。
願
は
く
は

吾
が
形
に
な
驚
き
ま
し
そ
」
と
応
え
、
翌
朝
、
姫
の
「
櫛
笥
」
の
中
に
「
美
麗

し
き
小こ

を
ろ
ち蛇

」
と
な
っ
て
現
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
み
た
姫
は
驚
き
の
あ
ま
り
、

神
の
戒
め
も
忘
れ
て
、
つ
い
「
叫さ

け啼
」
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
神
は
、

恥
じ
て
人
の
形
と
な
り
「
汝
、
忍
び
ず
し
て
吾
に
羞は

ぢ
みせ
つ
。
吾
還
り
て
汝
に
羞

せ
む
」
と
言
い
残
し
て
、「
大お

ほ
ぞ
ら虚

を
践ほ

み
て
、御
諸
山
に
登
」
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ

た
。
姫
も
自
ら
の
行
い
を
悔
い
、
箸
で
自
ら
の
「
陰ほ

と

」
を
突
い
て
死
ん
だ
。

し
か
し
そ
の
と
き
出
来
事
は
お
き
た
。
人
民
が
悲
し
み
の
あ
ま
り
「
相あ

ひ
つ踵

ぎ

て
、
手た

ご

し

逓
伝
に
し
て
」「
大
坂
山
の
石
」
を
奈
良
盆
地
を
横
切
っ
て
運
び
、
大

市
と
い
う
こ
と
こ
ろ
に
姫
の
墓
を
築
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
結
局
夜
に
な
る
と

神
も
そ
れ
を
手
伝
う
は
め
に
な
り
、
日
な
ら
ず
し
て
墓
は
完
成
し
た
。
人
は
そ

れ
を
、
姫
の
死
に
方
に
ち
な
ん
で
、
箸
墓
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
（『
紀
』
上
、

二
四
六
〜
二
四
七
頁
）。

こ
の
後
日
談
か
ら
察
す
る
に
、
大
物
主
神
は
明
ら
か
に
天
上
の
神
で
は
な

か
っ
た
。
祖
先
神
と
し
て
の
性
格
を
色
濃
く
も
つ
神
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
子
孫

に
し
か
、
自
分
を
祭
ら
せ
な
か
っ
た
こ
と
。
自
ら
と
交
わ
っ
た
倭
迹
迹
日
百
襲
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姫
命
が
死
後
神
に
な
る
こ
と
を
許
し
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
天
照
大
神
や
倭
大
国
魂
神
は
、
明
ら
か
に
天
上
（
高
天
原
）

に
起
源
を
も
つ
神
で
あ
っ
た
。
天
照
大
神
は
い
わ
ず
も
が
な
の
高
天
原
の
主
宰

神
で
あ
っ
た
し
、
倭
大
国
魂
神
も
、
私
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
高
天
原
に
生
ま

れ
、
天
孫
降
臨
に
深
く
関
わ
っ
た
、
大
山
祇
神
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
天
照

大
神
の
命
を
受
け
て
高
天
原
か
ら
地
上
に
降
臨
し
た
火ほ

の
に
に
ぎ
の
み
こ
と

瓊
瓊
杵
尊
と
結
ば
れ
、

火ほ
の
す
そ
り
の
み
こ
と

闌
降
命（
海
幸
彦
・
隼
人
の
祖
）と
彦ひ

こ
ほ
ほ
で
み
の
み
こ
と

火
火
出
見
尊（
山
幸
彦
）と
火

ほ
あ
か
り
の
み
こ
と

明
命（
尾

張
氏
の
祖
）
の
三
人
の
子
を
生
ん
だ
鹿か

し
つ
ひ
め

葦
津
姫
＝
木こ

の
は
な
の
さ
く
や
ひ
め

花
之
開
耶
姫
（
木
の
精
）

の
父
神
で
あ
っ
た
。
で
は
そ
う
推
測
す
る
根
拠
は
。
倭
大
国
魂
神
は
、
奈
良
県

天
理
市
に
あ
る
大
和
神
社
に
祭
ら
れ
て
い
る
が
、「
大
和
」
の
語
源
が
一
般
に

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
山
門
」
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
神
社
の
名
は
大
和
盆
地

に
多
数
散
在
す
る
山
口
神
社
と
一
致
す
る
。
そ
の
山
口
神
社
の
祭
神
は
、
ほ
ぼ

例
外
な
く
山
の
神
＝
大
山
祇
神
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
大
和
神
社
の
境
内
に
は
、

瀬
戸
内
海
芸
予
諸
島
に
浮
か
ぶ
大
三
島
に
た
つ
大
山
祇
神
社
の
三
祭
神
の
一

柱
、高

た
か
お
お
か
み
の
か
み

靇
神
も
祭
ら
れ
て
い
る（
高
靇
神
社
）。
そ
れ
な
ど
も
そ
の
根
拠
で
あ
っ

た
。崇

神
革
命
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
神
の
居
場
所
が
空
間
的
彼
岸
（
高

天
原
）か
ら
時
間
的
彼
岸（
死
者
の
国
＝
根
の
国
）に
移
動
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
当
然
、
大
物
主
祭
祀
は
大
物
主
祭
祀
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
根
の

国
の
主
宰
神
素
戔
鳴
尊
、
及
び
そ
の
命
を
受
け
て
こ
の
国
を
造
っ
た
大
国
主
尊

や
少
彦
名
神
ら—

俗
に
い
う
出
雲
系
の
神
々—

へ
の
祭
祀
に
も
及
ん
だ
。

崇
神
天
皇
が
晩
年
、
出
雲
の
神
宝
の
獲
得
に
執
着
し
た
の
は
、
そ
れ
故
で
あ
っ

た
。
崇
神
六
十
年
、
崇
神
天
皇
は
「
武

た
け
ひ
な
て
る
の
み
こ
と

日
照
命
の
、
天
よ
り
将も

ち
来き

た

れ
る
神
宝

を
、
出い

づ
も
の
お
ほ
か
み

雲
大
神
の
宮
に
蔵を

さ

む
。
是
を
見み

ま
ほ欲

し
」（『
紀
』
上
、
二
五
〇
頁
）
と
思

い
立
ち
、
使
者
を
派
遣
し
て
、
出い

づ
も
の
ふ
る
ね

雲
振
根
の
留
守
中
、
そ
の
弟
飯い

ひ
い
り
ね

入
根
を
だ
ま

し
て
そ
れ
を
奪
い
と
っ
て
し
ま
う
。
激
怒
し
た
振
根
は
帰
郷
後
、
飯
入
根
を
殺

し
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
吉
備
津
彦
と
武
渟
河
別
を
派
遣
し
、
今

度
は
振
根
を
殺
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
崇
神
天
皇
の
出
雲
の
神
宝
へ
の
異
常

な
執
着
は
、
明
ら
か
に
素
戔
鳴
尊
の
大
和
へ
の
勧
請
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ

た
。
も
と
も
と
「
神
宝
」
の
あ
っ
た
「
出
雲
大
神
の
宮
」
と
は
、
大
国
主
尊
を

祭
る
出
雲
大
社
の
こ
と
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
素
戔
鳴
尊
を
祭
る
出

雲
国
意
宇
川
沿
い
の
「
熊
野
大
社
」
の
こ
と
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
に
「
蔵
」
さ
れ
て
い
た
「
神
宝
」
と
は
、天

あ
め
の
ひ
な
ど
り
の
み
こ
と

夷
鳥
命（
武
日
照
命
）

が
天
か
ら
持
ち
帰
っ
た
「
神
宝
」
で
あ
っ
た
が
、
天
す
な
わ
ち
高
天
原
で
の
生

活
を
一
度
で
も
経
験
し
た
の
は
、
大
国
主
尊
で
は
な
く
素
戔
鳴
尊
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
っ
た
。

な
お
つ
け
加
え
て
お
く
と
、
大
和
に
勧
請
さ
れ
た
素
戔
鳴
尊
は
「
出
雲
の
神

宝
」
と
共
に
多
分
石
上
神
宮
に
祭
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
石
上
神
宮
境
内
に
摂

社
と
し
て
た
つ
、
出
雲
建
雄
神
を
祭
る
出
雲
建
雄
神
社
は
そ
の
名
残
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
石
上
神
宮
は
、
大
和
王
権
の
神
宝
を
収
蔵
す
る
蔵
が
転
じ
て
武
器
庫

に
な
っ
た
施
設
で
あ
る
。
垂
仁
二
十
七
年
、
垂
仁
天
皇
が
「
兵つ

は
も
の器

を
神
の
幣ま

ひ

と

せ
む
」
こ
と
を
決
し
「
弓
矢
及
び
横た

ち刀
を
、
諸
の
神
の
社
に
納
」（『
紀
』
上
、

二
七
一
頁
）
め
る
と
、
そ
れ
を
う
け
て
、
当
時
王
権
の
軍
事
部
門
の
責
任
者
に

任
じ
ら
れ
て
い
た
五い

に
し
き
の
み
こ
と

十
瓊
敷
命
（
垂
仁
天
皇
の
長
男
、
景
行
天
皇
の
兄
）
が
、

次
の
如
く
、「
茅
渟
の
菟
砥
川
上
宮
」
で
「
剣
一
千
口
」
を
つ
く
り
、
石
上
神

宮
に
お
さ
め
た
。
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三
十
九
年
の
冬
十か

む
な
づ
き

月
に
、
五
十
瓊
敷
命
、
茅ち

ぬ渟
の
菟う

と
の
か
は
か
み
の
み
や

砥
川
上
宮
に
居
し

ま
し
て
、
剣
一ち

ぢ
千
口
を
作
る
。
因
り
て
其
の
剣
を
名
け
て
、
川か

は
か
み
の
と
も

上
部
と

謂
ふ
。
亦
の
名
は
、
裸

あ
か
は
だ
が
と
も
伴
と
曰
ふ
。
石
上
神
宮
に
蔵を

さ

む
。
是
の
後
に
、

五
十
瓊
敷
命
に
命

み
こ
と
お
ほせ
て
、
石
上
神
宮
の
神
宝
を
主

つ
か
さ
どら
し
む
。（『
紀
』
上
、

二
七
六
頁
）

こ
れ
な
ど
が
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
石
上
神
宮
は
は
鉄
の
国
「
出
雲
の

神
宝
」
と
素
戔
鳴
尊
が
居
を
定
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

第
二
節　

雄
略
朝
の
革
命

次
に
雄
略
朝
の
革
命
だ
が
、
そ
れ
は
次
の
二
つ
の
逸
話
に
象
徴
さ
れ
る
革
命

で
あ
っ
た
。

一
つ
は
一
言
主
神
出
現
の
物
語
で
あ
る
。
雄
略
四
年
、
雄
略
天
皇
が
葛
城
山

で
狩
り
を
し
て
い
る
と
き
、
天
皇
そ
っ
く
り
の
神
が
現
れ
た
。「
何
処
の
公
ぞ
」

と
天
皇
が
問
う
と
「
現
人
神
ぞ
」「
僕

や
つ
か
れは

是
、一
言
主
神
な
り
」
と
神
は
応
え
た
。

名
乗
り
が
終
わ
る
と
、
二
人
は
轡
を
並
べ
て
日
が
暮
れ
る
ま
で
狩
り
を
楽
み
、

日
が
暮
れ
る
と
、
神
が
天
皇
を
宮
殿
ま
で
送
っ
て
い
っ
た
。
す
る
と
そ
れ
を
み

て
い
た
「
百
姓
」
た
ち
が
、
口
を
そ
ろ
え
て
雄
略
の
こ
と
を
「
徳

お
む
お
むし

く
有ま

し
ま

す
天
皇
な
り
」（『
紀
』
上
、
四
六
六
〜
四
六
七
頁
）
と
い
っ
た
と
い
う
物
語
で

あ
る
。

今
一
つ
は
、
雄
略
天
皇
が
大
物
主
神
に
改
名
を
命
じ
た
物
語
で
あ
る
。
雄
略

七
年
、
雄
略
天
皇
は
次
の
如
く
稀
代
の
力
持
ち
小ち

ひ
さ
こ
べ
の
む
ら
じ
す
が
る

子
部
連
蜾
贏
に
命
じ
て
、
三

諸
山
の
神
、
大
物
主
神
の
捕
獲
に
向
か
わ
せ
た
。

朕わ
れ

、
三み

も
ろ
の
を
か

諸
岳
の
神
の
形
を
見
む
と
欲お

も

ふ
。
或
い
は
云
は
く
、
此
の
山
の

神
を
ば
大
物
主
神
と
為い

ふ
と
い
ふ
。
或
い
は
云
は
く
、
菟う

だ田
の
墨

す
み
さ
か
の
か
み

坂
神

な
り
と
い
ふ
。
汝い

ま
し、

膂ち
か
ら力

人
に
過
ぎ
た
り
。
自
ら
行
き
て
捉

と
ら
へ
ゐて

来ま
う
こ（『

紀
』

上
、
四
七
二
頁
）

小
子
部
連
蜾
贏
は
首
尾
よ
く
捕
獲
に
成
功
し
「
大を

ろ
ち蛇

」
を
持
ち
帰
る
。
す
る

と
天
皇
は
、
か
つ
て
の
崇
神
天
皇
と
は
違
い
、
特
に
「
斎も

の
い
み戒

」
す
る
こ
と
も
な

く
そ
れ
に
近
づ
き
、
殺
し
こ
そ
し
な
か
っ
た
が
、「
雷

い
か
づ
ち」

と
改
名
す
る
こ
と
を

命
じ
て
、「
岳
」
に
放
た
せ
た
（『
紀
』
上
、四
七
二
頁
）。
か
か
る
物
語
で
あ
る
。

一
見
他
愛
も
な
い
物
語
だ
が
、
相
当
に
重
要
な
物
語
だ
っ
た
ら
し
く
、
わ
が
国

最
初
の
仏
教
説
話
集
『
日
本
霊
異
記
』
の
冒
頭
に
も
「
電

い
か
づ
ちを

捉
へ
し
縁
」
の
話

と
し
て
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
后
と
の
セ
ッ
ク
ス
の
最
中
を
、
少
子
部
栖

軽
に
み
ら
れ
て
ど
ぎ
ま
ぎ
し
た
雄
略
天
皇
が
、
と
っ
さ
の
思
い
つ
き
で
栖
軽
に

雷
の
捕
獲
を
命
じ
た
と
い
う
、
や
や
下
世
話
な
話
に
改
変
は
さ
れ
て
い
る
が
。

雄
略
天
皇
の
と
き
の
革
命
と
は
、「
現
人
神
」
が
出
現
し
、
祖
先
神
の
代
表

格
で
あ
っ
た
大
物
主
神
が
雷
神
に
変
容
さ
せ
ら
れ
る
革
命
で
あ
っ
た
。
で
は
そ

れ
は
何
を
意
味
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
一
つ
物
語
を
紐
解
い
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
ま
ず
一
言
主
神
出

現
の
物
語
で
あ
る
。
一
言
主
神
は
雄
略
天
皇
と
全
く
同
じ
顔
か
た
ち
を
し
た
現

人
神
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。こ
の
世
の
神
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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そ
れ
に
加
え
て
雄
略
天
皇
と
一
言
主
神
が
二
人
並
ん
だ
姿
を
み
て
人
は
雄
略
天

皇
の
こ
と
を
「
有
徳
」
の
天
皇
と
評
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
雄
略
天
皇
と
一

体
化
し
た
と
き
、
雄
略
天
皇
を
有
徳
の
（
完
全
な
）
天
皇
に
変
え
る
力
を
も
っ

た
神
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
徳
は
内
面
の
こ
と
だ
か

ら
、
一
言
主
神
は
単
に
こ
の
世
に
宿
る
だ
け
で
な
く
、
雄
略
天
皇
の
心
に
宿
り
、

そ
の
理
性
を
掌
る
神
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
何
か
の
拍
子
に

姿
を
表
し
た
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
一
言
主
神
は
「
人
言
主
神
」、
す
な

わ
ち
雄
略
天
皇
の
言こ

と
だ
ま霊
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

次
に
雷
と
な
っ
た
大
物
主
神
の
物
語
だ
が
、そ
れ
に
関
連
し
て
面
白
い
の
は
、

大
物
主
神
と
上
賀
茂
神
社
に
祭
ら
れ
る
別
雷
神
の
差
異
と
類
似
で
あ
る
。『
古

事
記
』
に
よ
れ
ば
大
物
主
神
は
、自
ら
丹
塗
り
の
矢
と
な
っ
て
川
を
流
れ
下
り
、

用
便
中
の
美
女
勢せ

や

だ

た

ら

ひ

め

夜
陀
多
良
比
売
の
陰
部
に
突
き
刺
さ
っ
て
、
後
に
神
武
天
皇

の
皇
后
と
な
る
富ほ

と

た

た

ら

い

す

す

き

ひ

め

登
多
多
良
伊
須
須
岐
比
売
を
生
ま
せ
た
と
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
『
山
城
国
風
土
記
』
逸
文
に
よ
れ
ば
別
雷
神
は
、
賀
茂
川
を
流
れ
下
っ
て

き
た
丹
塗
り
の
矢
が
、
神
武
天
皇
の
母
親
玉
依
姫
の
陰
部
に
突
き
刺
さ
っ
た
結

果
生
ま
れ
た
と
あ
る
。
そ
れ
ら
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
二
柱
の
神
は
同
じ
物
語

を
共
有
す
る
神
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
雄
略
天
皇

に
「
雷
」
へ
の
改
名
を
命
じ
ら
れ
た
大
物
主
神
こ
そ
が
、
上
賀
茂
神
社
に
祭
ら

れ
る
「
別
雷
神
」
の
元
の
姿
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
物
主
神
は
こ
の
世
に
外
か

ら
や
っ
て
き
た
神
と
し
て
描
か
れ
、
別
雷
神
は
ま
さ
に
こ
の
世
で
生
ま
れ
神
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、
神
の
現
世
神
化
で

あ
っ
た
。

か
く
て
雄
略
朝
の
革
命
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
崇
神
朝
に
空
間
的
彼

岸
か
ら
時
間
的
彼
岸
に
移
っ
た
神
が
、
今
度
は
こ
の
世
に
移
り
、
さ
ら
に
は
人

の
心
の
中
に
移
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
三
節　

そ
れ
ぞ
れ
の
革
命
の
原
因

で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
革
命
は
な
ぜ
お
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
み
て
お
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
最
初
の
革
命
が
お
き
た
崇
神
朝
で
と
ら
れ
た
、
現
実

の
政
策
で
あ
る
。
天
皇
は
崇
神
十
年
の
七
月
に
「
民

お
ほ
み
た
か
らを

導
く
本
は
、
教

お
し
へ
お
も
ぶ化

く
る
に
在
り
。
今
、
既
に
神

あ
ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み

祇
を
礼ゐ

や
まひ
て
、
災わ

ざ
は
ひ害
皆
耗つ

き
ぬ
。
然
れ
ど

も
遠と

ほ
き
く
に荒の

人ひ
と
ど
も等

、
猶
正の

り朔
を
受
け
ず
。
是
未
だ
王

き
み
の
お
も
ぶ
け

化
に
習
は
ざ
れ
ば
か
。
其

れ
群
卿
を
選
び
て
、
四よ

も方
に
遣
し
て
、
朕
が
憲
を
知
ら
し
め
よ
」（『
紀
』
上
、

二
四
二
〜
二
四
三
頁
）
と
命
じ
、各
地
に
「
教
化
」
の
た
め
の
四
人
の
将
軍
（
孝

元
天
皇
の
皇
子
（
開
化
天
皇
の
兄
）
大
彦
命
と
そ
の
子
武た

け
ぬ
な
か
は
わ
け

渟
川
別
、
孝
霊
天
皇

の
皇
子
吉き

び
つ
ひ
こ

備
津
彦
と
開
化
天
皇
の
皇
子
彦ひ

こ
ま
す
お
う

坐
王
の
子
丹た

に
は
の
ち
ぬ
し
の
み
こ
と

波
道
主
命
）
を
派
遣
し

た
。
道
徳
を
国
民
に
強
制
す
る
、
教
化
国
家
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
そ
れ
は
何
の
た
め
に
。
崇
神
六
十
二
年
に
出
さ
れ
た
次
の
命
令
が
ヒ
ン
ト

に
な
る
。

農な
り
は
ひは

天あ
め
の
し
た下の

大
き
な
る
本
な
り
。
民

お
ほ
み
た
か
らの

恃た
の

み
て
生
く
る
所
な
り
。
今
、

河か
ふ
ち
の
く
に
内
の
狭
山
の
埴は

に
た田
水
少
し
。
是こ

こ

を
以
て
、
其
の
国
の
百
姓
、
農
の
事

に
怠
る
。
其
れ
多さ

は

に
池う

な
ね溝

を
開ほ

り
て
、
民
の
業
を
寛ひ

ろ

め
よ
。（『
紀
』
上
、

二
五
二
頁
）

あ
く
ま
で
も
「
推
測
す
る
に
」
と
つ
け
加
え
る
べ
き
だ
が
、
農
本
主
義
を
国
是
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に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

農
本
主
義
を
国
是
に
し
よ
う
と
思
え
ば
、「
今
、河
内
の
狭
山
の
埴
田
水
少
し
。

是
を
以
て
、
其
の
国
の
百
姓
、
農
の
事
に
怠
る
」
現
状
に
鑑
み
、
ま
ず
は
大
規

模
な
勧
農
事
業
を
起
こ
す
必
要
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
「
人

お
ほ
み
た
か
ら
民
を
校か

む
がへ

て
、長

こ
の
か
み
お
と
と
幼
の
次つ

い
で第
、及
び
課

お
ほ
せ
つ
か
ふ
こ
と
役
の
先さ

き
の
ち後
を
知
ら
し
む
」（『
紀
』上
、二
四
八
頁
）

こ
と
、
す
な
わ
ち
戸
籍
を
つ
く
り
人
民
に
課
税
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
に
は
教
化
国
家
を
つ
く
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
人
は
放
っ
て
お
い
て
農
民
に
は
な
っ
て
く
れ
な
い
。
冒
頭
で
も
述
べ

た
が
、
人
が
分
業
を
発
展
さ
せ
社
会
を
形
成
す
る
原
動
力
は
、
捕
食
さ
え
他
人

に
ま
か
せ
、
自
ら
は
「
得
手
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
生
き
よ
う
と
す
る
、
そ
の
徹

底
し
た
他
者
依
存
性
に
あ
っ
た
。
な
ら
ば
、可
能
で
あ
れ
ば
農
業
（
食
料
獲
得
）

か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
の
が
人
の
本
性
で
あ
り
、
農
民
に
な
る
こ
と
は
、
そ
の

人
の
本
性
に
反
す
る
。
だ
か
ら
人
の
相
当
部
分
を
農
民
に
す
る
た
め
に
は
、
た

だ
「
農
は
天
下
の
大
き
な
る
本
な
り
」
と
お
題
目
を
唱
え
る
だ
け
で
は
足
り
な

か
っ
た
。
そ
の
お
題
目
の
受
け
皿
と
な
る
人
の
禁
欲
的
態
度
を
培
養
し
な
く
て

は
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
農
本
主
義
を
国
是
と
す
る
た
め
に
は
教
化
国
家
の

建
設
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
崇
神
天
皇
に
と
っ
て
、
農
本
主
義
の
選
択
は
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と

で
あ
っ
た
。
捕
食
さ
え
他
人
に
依
存
す
る
人
の
他
者
依
存
性
は
、
分
業
と
社
会

の
発
展
を
一
方
で
も
た
ら
す
が
、
他
方
、
必
ず
捕
食
行
為
に
携
わ
る
者
の
過
度

の
減
少
を
も
た
ら
し
、
飢
餓
を
必
然
化
さ
せ
る
。
こ
の
矛
盾
の
爆
発
が
、
実
は

崇
神
朝
初
期
の
疫
病
の
流
行
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
飢
餓
の
進
行
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
が
、
崇
神
天
皇
の
全
統
治
を
規
定
し
た

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
崇
神
天
皇
に
と
っ
て
農
本
主
義
の
選

択
は
、
必
然
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
農
本
主
義
を
選
択
す
る
た
め
に
は
、
武
力
を
背
景
に
、
教
化
国
家
を

つ
く
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
必
要
な
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
成
務
天
皇
が
「
是
国く

に
こ
ほ
り
郡
に
君

ひ
と
ご
の
か
み長
無
く
、
県あ

が
た
む
ら邑に
首お

び
と渠
無
け
れ
ば
」

「
黎

お
ほ
み
た
か
ら元

蠢
む
く
め
く
む
し
の
ご
と
く

爾
に
し
て
、
野あ

ら

き
心
を
悛あ

ら
ため

ず
」、
ゆ
え
に
「
山
河
を
隔さ

か

ひ

て
国く

に
あ
が
た県を

分
ち
」「
国く

に
こ
ほ
り郡に

造
み
や
つ
こ
を
さ

長
を
立
て
、
県あ

が
た
む
ら邑に

稲い
な
き置

を
置た

」（『
紀
』
上
、

三
一
八
頁
）
て
ん
と
述
べ
た
よ
う
に
、
地
域
々
々
に
勧
農
と
教
化
の
責
任
者
を

お
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
し
に
は
、
水
系
ご
と
の
緊
密
な
人
間
関
係
（
農

業
共
同
体
）
を
つ
く
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
実
の
あ
る
教
化
を
行
う
こ
と
も

で
き
な
か
っ
た
。
王
の
下
僚
（
臣
）
と
し
て
働
く
だ
け
の
人
に
、人
を
ま
と
め
、

人
を
教
化
す
る
人
格
的
な
力
は
生
ま
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
地
域
々
々
に
勧
農
と
教
化
の
責
任
者
を
お
く
た
め
に
は
、
国
家
の
地

方
分
権
化
＝
封
建
化
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
崇
神
天
皇
が
二
人
の
息
子
豊と

よ
き
の
み
こ
と

城
命

（
兄
）
と
活い

く
め
の
み
こ
と

目
尊
（
弟
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
見
た
夢
に
つ
い
て
語
ら
せ
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
「
兄

こ
の
か
みは
一ひ

と
か
た片
に
東
に
向
け
り
。
当ま

さ

に
東

あ
づ
ま
の
く
に
国
を
治し

ら
む
。
弟お

と
とは
是
悉あ

ま
ねく

四よ

も方
に
臨
め
り
。
朕
が
位

た
か
み
く
らに

継
げ
」（『
紀
』
上
、
二
五
〇
頁
）
と
命
じ
、
東

西
分
割
統
治
の
実
現
を
は
か
っ
た
の
も
、
景
行
天
皇
が
、
次
に
あ
る
よ
う
に
、

八
十
人
も
の
子
供
を
も
う
け
、
そ
の
多
く
を
各
地
の
首
長
に
分
封
し
た
の
も
、

考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

夫
れ
天
皇
の
男

ひ
こ
み
こ
ひ
め
み
こ

女
、
前さ

き
の
ち
あ
は

後
并
せ
て
八や

そ
は
し
ら十

の
子み

こ

ま
し
ま
す
。
然
る
に
、

日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
と
稚

わ
か
た
ら
し
ひ
こ
の
す
め
ら
み
こ
と

足
彦
天
皇
と
五い

ほ
き
い
り
び
こ
の
み
こ
と

百
入
彦
皇
子
と
を
除お

き
て
の
外
、
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七な
な
そ
あ
ま
り

十
余
の
子
は
、
皆
国く

に
ぐ
に郡

に
封こ

と
よさ

せ
て
、
各
其
の
国
に
如ゆ

か
し
む
。
故
、

今
の
時
に
当
り
て
、
諸く

に
ぐ
に国

の
別わ

け

と
謂
へ
る
は
、
即
ち
其
の
別わ

け
の
み
こ王の

苗
み
あ
な
す
え裔

な
り
。（『
紀
』
上
、
二
八
六
頁
）

で
は
ど
う
す
れ
ば
国
家
の
封
建
化
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
の
か
、
崇
神
天
皇

や
景
行
天
皇
が
実
際
に
行
っ
た
よ
う
に
、
多
く
の
地
方
首
長
た
ち
を
強
固
な
血

縁
の
紐
帯
で
結
び
つ
け
て
お
く
し
か
な
か
っ
た
。
垂
仁
天
皇
の
時
代
、
反
乱
に

た
ち
あ
が
っ
た
が
狭
穂
彦
王
が
、
妹
で
あ
り
天
皇
の
皇
后
で
も
あ
っ
た
狭
穂
姫

に
呼
応
を
求
め
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
語
り
、
血
縁
と
夫
婦
の
絆
を
天

秤
に
か
け
さ
せ
た
よ
う
に
、
血
縁
こ
そ
、
人
と
人
と
を
結
び
つ
け
る
最
も
強
固

な
紐
帯
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
し
の
国
家
の
封
建
化
は
、
国
家
の
分
裂

に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
危
険
性
を
孕
ん
で
い
た
。

夫
れ
、
色か

ほ

を
以
て
人
に
事つ

か

ふ
る
は
、
色
衰
へ
て
寵

め
ぐ
み

緩や

む
。
今
天あ

め
の
し
た

下
に

佳よ
き
を
み
な人

多さ
は

な
り
。
各
逓た

が
ひに

進
み
て
寵
を
求
む
。
豈
永ひ

た
ぶ
るに

色
を
恃た

の

む
こ
と

得
む
や
。（『
紀
』
上
、
二
六
一
〜
二
六
二
頁
）

だ
が
国
家
の
封
建
化
を
支
え
る
強
固
な
血
縁
紐
帯
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に

は
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
始
祖
を
つ
く
り
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
血
縁
に

よ
っ
て
王
権
が
継
が
れ
る
こ
と
自
体
に
正
統
性
を
与
え
る
、神
と
し
て
の
始
祖
、

今
一
つ
は
、
今
現
在
王
や
首
長
の
地
位
に
就
け
る
者
の
範
囲
を
限
定
す
る
、「
先

の
王
」
と
し
て
の
始
祖
で
あ
る
。
上
記
の
物
語
で
い
え
ば
前
者
が
大
物
主
神
で

あ
り
、
後
者
が
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
（
卑
弥
呼
）
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
死
ぬ

や
次
々
と
前
方
後
円
墳
に
祭
ら
れ
て
い
く
先
王
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の

タ
イ
プ
の
始
祖
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
れ
ば
、神
の
居
場
所
は
空
間
的
彼
岸（
高

天
原
）
に
あ
る
よ
り
も
時
間
的
彼
岸
（
根
の
国
）
に
あ
る
方
が
よ
か
っ
た
。
崇

神
朝
の
革
命
が
お
こ
る
必
然
性
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

し
か
し
や
が
て
「
況い

は
む
や
厥か

の
百

つ
か
さ
つ
か
さ
僚
、
万

お
ほ
み
た
か
ら
族
に
曁い

た

る
ま
で
に
、
農

な
り
は
ひ
を
う
む
こ
と

績
を

廃す棄
て
て
、殷に

ぎ
は
ひ富

に
至
ら
む
や
」（『
紀
』
下
、二
十
四
頁
）（
継
体
天
皇
）
と
か
、

「
食

く
ら
ひ
も
のは

天
下
の
本
な
り
。
黄こ

が
ね金

万よ
ろ
づ
は
か
り

貫
あ
り
と
も
、飢

い
ひ
う
ゑを

療い
や

す
べ
か
ら
ず
」（『
紀
』

下
、
五
十
八
頁
）（
宣
化
天
皇
）
と
か
、
同
じ
農
本
主
義
を
語
る
に
し
て
も
、

「
帝

す
め
ら
み
こ
と
お
ほ

王
躬み

づ

ら
耕た

つ
くり

て
、
農な

り
は
ひ業

を
勧
め
、
后き

さ
き妃

親
ら
蚕こ

か
ひし

て
、
桑く

は
の
と
き序を

勉す
す

め
た

ま
ふ
」（『
紀
』下
、二
十
四
頁
）こ
と
が
求
め
ら
れ
る
時
代
が
や
っ
て
き
た
。「
帝

王
」
の
言
動
が
、
即
規
範
に
な
る
時
代
が
、
で
あ
る
。
隋
唐
帝
国
成
立
過
程
の

東
ア
ジ
ア
情
勢
の
激
動
が
、
王
に
よ
り
臨
機
応
変
で
あ
る
こ
と
を
求
め
た
か
ら

か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
自
ら
の
言
動
を
規
範
（
礼
）
と
し
て
社
会
に
提
供
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
王
は
現
人
神
に
な
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
雄
略
天
皇

の
と
き
の
革
命
を
必
然
化
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
章　

古
事
記
的
世
界
と
仏
教
的
世
界
の
形
成

第
一
節　

高
皇
産
霊
尊
の
発
明

し
か
し
以
上
述
べ
て
き
た
二
度
に
わ
た
る
神
々
の
革
命
の
原
因
は
、
所
詮
は

き
っ
か
け
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
、
人
に
は
、
社
会
が
自
ず

か
ら
も
つ
秩
序
を
、
神
の
意
思
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
自
ら
の
意
思
に
重
ね

合
わ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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そ
の
必
然
が
貫
徹
し
て
雄
略
天
皇
の
と
き
、
神
は
人
の
心
の
中
に
宿
っ
た
だ

け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
成
功
裏
に
宿
そ
う
と
す
れ
ば
、
未
だ
解
決
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
問
題
が
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
本
来
超
越
的
な
は
ず
の
神

が
、
な
ぜ
人
の
心
の
中
に
宿
り
う
る
の
か
、
そ
れ
を
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。
神
の
彼
岸
へ
の
宿
り
は
自
然
だ
が
、
内
面
へ
の
宿
り
は
不
自
然
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
そ
の
神
の
内
面
へ
の
宿
り
が
、
ほ
ん
の
一

握
り
の
人
に
だ
け
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
て
、
決
し
て
万
人
に
等
し
く
み
ら
れ

る
現
象
で
は
な
い
こ
と
の
理
由
も
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
誰
の
内

面
に
も
神
が
宿
る
と
な
れ
ば
、
あ
ま
り
の
常
識
と
の
乖
離
に
、
人
は
茫
然
自
失

し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
ら
の
こ
と
を
雄
略
天
皇
以
降
の
支
配
者

は
ど
う
説
明
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
前
者
の
説
明
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に

し
よ
う
。

そ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
雄
略
天
皇
の
二
代
後
の
顕
宗
天
皇
の
と
き
の
こ
と

と
し
て
、『
日
本
書
紀
』
が
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

三
年
の
春
二き

さ
ら
ぎ月
の
丁ひ

の
と
の
み巳の
朔

つ
い
た
ち
の
ひに
阿あ

へ
の
お
み
こ
と
し
ろ

閉
臣
事
代
、
命

お
ほ
み
こ
とを
銜う

け
て
、
出
で

て
任み

ま
な那

に
使つ

か
ひす

。
是
に
、
月つ

き
の
か
み神、

人
に
著か

か

り
て
謂か

た

り
て
曰の

た
まは

く
、「
我
が

祖み
お
や

高た
か
ひ
む
す
ひ
の
み
こ
と

皇
産
霊
、
預そ

ひ
て
天あ

め
つ
ち地

を
鎔あ

ひ
造い

た

せ
る
功

い
さ
を
し

有ま

し
ま
す
。
民か

き
と
こ
ろ地を

以
て
、
我
が
月
神
に
奉

つ
か
ま
つれ
。
若
し
請こ

ひ

の
依ま

ま

に
我
に
献

た
て
ま
つら
ば
、
福

さ
い
は
ひ
よ
ろ
こ
び
慶
あ

ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
。（『
紀
』
上
、
五
二
四
頁
）

夏
四う

づ
き月

の
丙ひ

の
え
た
つ辰の

朔
つ
い
た
ち

庚か
の
え
さ
る
の
ひ

申
に
、
日ひ

の
か
み神

、
人
に
著か

か

り
て
、
阿あ

へ
の
お
み
こ
と
し
ろ

閉
臣
事
代

に
謂か

た

り
て
曰の

た
まは

く
、「
磐い

は
れ余

の
田
を
以
て
我
が
祖
高
皇
産
霊
に
献

た
て
ま
つれ

」
と

の
た
ま
ふ
。（『
紀
』
上
、
五
二
四
〜
五
二
五
頁
）

「
月
」
や
「
日
」
ま
で
が
「
我
が
祖
」
と
仰
ぐ
、
天
地
鎔
造
の
神
、
高
皇
産
霊

尊
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
高
皇
産
霊
尊
は
、
神
代
に
は
、『
古
事
記
』

に
お
い
て
も『
日
本
書
紀
』に
お
い
て
も
た
び
た
び
登
場
す
る
。し
か
し
人
代（
神

武
天
皇
即
位
前
紀
が
対
象
と
す
る
時
代
は
除
く
）
に
入
る
と
全
く
登
場
し
な
く

な
る
。
高
天
原
の
主
と
し
て
登
場
す
る
の
は
常
に
天
照
大
神
だ
。
こ
の
顕
宗
天

皇
の
と
き
が
、
最
初
の
、
そ
し
て
唯
一
の
登
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
皇
産
霊
尊
と
い
う
万

物
鎔
造
の
神
は
、実
は
顕
宗
天
皇
の
と
き
に
初
め
て
発
明
さ
れ
た
神
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ほ
ど
古
い
神
で
は
な
い
。
た
だ
鎔
造
の
神
で
あ
る
が
ゆ
え
に
神
話
の
冒
頭

に
持
っ
て
い
か
れ
、そ
の
位
置
づ
け
が
記
紀
編
纂
時
に
確
定
し
た
の
だ
と
。『
古

事
記
』
の
序
文
冒
頭
、
太
安
万
侶
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
る
。

臣や
つ
こ

安や
す
ま
ろ

万
侶
言ま

を

す
。
夫
、
混ま

ろ
か
れ元
既
に
凝
り
て
、
気き

ざ
し象
未
だ
効あ

ら

は
れ
ず
。

名
モ
無
く
為し

わ
ざモ

無
け
れ
ば
、
誰
か
其
ノ
形
を
知
ら
む
。
然
あ
れ
ド
モ
、

乾あ
め
つ
ち坤

初
メ
テ
分
れ
て
、
参

み
は
し
ら
の
か
み神

造む
す
ひ化

之
首は

じ
めト

作
れ
り
。
陰め

を陽
斯こ

こ

に
開
ケ
て
、

二ふ
た
は
し
ら
の
か
み
霊
群も

ろ
も
ろ品
之
祖お

や

ト
為
れ
り
。
所そ

え
に以
、
幽

よ
み
ぢ
う
つ
せ
み
顕
に
出い

で
い入
り
て
、
日
月
目

を
洗
ふ
に
彰
は
れ
、
海う

し
お水

に
浮
沈
み
て
、
神

あ
ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み

祇
身
を
滌す

す

く
に
呈あ

ら

は

れ
た
り
。
故か

れ

、
太も

と素
は
沓く

ら冥
け
れ
ド
モ
、
本

も
と
つ
お
し
へ

教
に
因
り
て
土く

に

に
孕
み
嶋

を
産
み
し
時
を
識
り
、
元は

じ
め始

綿と

ほ邈
け
れ
ど
モ
、
先

さ
き
つ
ひ
じ
り

聖
に
頼よ

り
て
神
を
生

み
人
を
立
て
し
世
を
察し

れ
り
。（『
古
事
記
』〈
日
本
思
想
大
系
〉、
岩
波
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書
店
、
一
九
八
二
年
、
十
一
頁
・
以
下
『
記
』
と
記
す
）

『
古
事
記
』
の
編
纂
が
、
単
に
天
武
天
皇
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
「
帝

す
め
ろ
ぎ
の
ひ
つ
ぎ

紀
を
撰
び

録し
る

し
、
旧ふ

る
こ
と辞
を
討た

づ

ね
覈き

は

メ
て
、
偽
を
削
り
実ま

こ
とを
定
め
」（『
記
』
十
五
頁
）
る
だ

け
の
作
業
で
は
な
く
、「
太も

と素
は
沓く

ら冥
け
れ
ド
モ
、
本

も
と
つ
お
し
へ
教
に
因
り
て
土く

に

に
孕
み

嶋
を
産
み
し
時
を
識
り
、
元は

じ
め始

綿と

ほ邈
け
れ
ど
モ
、
先

さ
き
つ
ひ
じ
り

聖
に
頼よ

り
て
神
を
生
み
人

を
立
て
し
世
を
察し

」
る
作
業
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
う
か
が
え
る
。
何
が
「
本

教
」
で
、
誰
が
「
先
聖
」
か
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
そ
の
編
纂
が
事
実
上
「
無
」

か
ら
「
有
」
を
生
み
出
す
、
極
め
て
創
造
的
な
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

か
ら
で
あ
る
。

事
実
『
古
事
記
』
冒
頭
の
次
の
叙
述
は
、
雄
略
革
命
を
経
た
後
に
し
か
書
け

な
い
内
容
に
な
っ
て
い
た
。

天あ
め
つ
ち
は
じ

地
初
メ
て
発お

こ

り
し
時
、
高
天
ノ
原
於に

成
り
ま
せ
る
神
ノ
名
は
、

天あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
か
み

之
御
中
主
神
。
次
に
、
高
御
産
巣
日
神
。
次
に
、
神か

む
む
す
ひ
の
か
み

産
巣
日
神
。
此

ノ
三
柱
ノ
神
者
、
並と

も

に
独ひ

と
り
が
み神ト
成
り
坐ま

し
而
、
身
を
隠
し
ま
し
き
。

次
に
、
国
稚わ

か

く
浮
け
る
脂
ノ
如
く
し
而
、
久く

ら

げ

な

す

た

だ

よ

へ

る

羅
下
那
州
多
陀
用
弊
流

時
、
葦よ

し
か
び牙

ノ
如
く
萌も

え
あ
が

江
騰
る
物
に
因
り
而
成
り
ま
せ
る
神
ノ
名
は
、

宇う
ま
し
あ
し
か
び
ひ
こ
じ
の
か
み

摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
神
。
次
に
、天あ

め
の
と
こ
た
ち
の
か
み

之
常
立
神
。
此
ノ
二
柱
ノ
神
亦
、

並
に
独
神
ト
成
り
坐
し
而
、
身
を
隠
し
ま
し
き
。

上
ノ
五
柱
ノ
神
者
、
別こ

と
あ
ま天

つ
神
。

次
に
、
成
り
ま
せ
る
神
ノ
名
は
、
国く

に
の
と
こ
と
た
ち
の
か
み

之
常
立
神
。
次
に
、
豊と

よ
く
も
の
の
か
み

雲
野
神
。

此
ノ
二
柱
ノ
神
亦
、
独
神
ト
成
リ
坐
し
而
、
身
を
隠
し
ま
し
き
。

次
に
、
成
り
ま
せ
る
神
ノ
名
は
、
宇う

ひ
じ
に
の
か
み

比
地
迩
神
。
次
に
、

妹い
も
す
ひ
じ
に
の
か
み

須
比
智
迩
神
。
次
に
、
角つ

の
く
ひ
の
か
み

杙
神
。
次
に
、
妹い

も
い
く
く
ひ
の
か
み

活
杙
神
。
次
に
、

意お
ほ
と
の
じ
の
か
み

富
斗
能
地
神
。
次
に
、妹い

も
お
ほ
と
の
べ
の
か
み

大
斗
乃
弁
神
。
次
に
、於お

も
だ
る
の
か
み

母
陀
流
神
。
次
に
、

妹い
も
あ
や
か
し
こ
ね
の
か
み

阿
夜
訶
志
古
泥
神
。
次
に
、
伊
耶
那
岐
神
。
次
に
妹
伊
耶
那
美
神
。

上
ノ
件
ノ
国
之
常
立
神
自
り
以
下
、
伊
耶
那
美
神
よ
り
以
前
、
併
せ

て
神
世
七
代
と
称
ふ
。（『
記
』
十
九
〜
二
十
一
頁
）

根
拠
は
二
つ
。
一
つ
は
、
高
天
原
も
天
地
に
挟
ま
れ
た
こ
の
世
の
一
部
と
み

な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
に
は
こ
の
世
し
か
な
い
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
そ
の
認
識
を
示
す
た
め
に
、
逆
に
天
地
そ
の
も
の
は
神
の
被
造

物
と
は
せ
ず
、
自
ず
か
ら
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
与
件
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。そ

し
て
今
一
つ
は
、高
皇
産
霊
尊
＝
高
御
産
巣
日
神
他
の
「
別
天
つ
神
」
が
、

全
て
一
人
で
完
全
な
神
（「
独
神
」）
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
応
高
天
原
（
天
）

に
は
生
ま
れ
る
が
、
生
ま
れ
る
と
同
時
に
身
を
隠
す
、
特
定
の
居
場
所
や
姿
形

を
も
た
な
い
、
天
地
の
間=

こ
の
世
に
遍
在
す
る
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。そ
れ
は
こ
の
世
の
神
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
描
か
れ
方
で
あ
っ
て
、

神
の
居
場
所
を
空
間
的
、
時
間
的
、
何
れ
か
の
彼
岸
に
求
め
る
人
た
ち
に
は
絶

対
に
描
き
得
な
い
神
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。

高
皇
産
霊
尊
は
顕
宗
天
皇
の
時
代
に
発
明
さ
れ
た
。
だ
と
す
れ
ば
そ
の
発
明

こ
そ
が
、
本
来
超
越
的
な
は
ず
の
神
が
な
ぜ
人
の
心
の
中
に
宿
り
う
る
の
か
の

説
明
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
鎔
造
の
神
、
高
皇
産
霊

尊
の
産
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
万
物
に
神
は
宿
る
。
当
然
人
に
も
宿
る
、
と
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こ
う
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
鎔
造
の
神
、
高
皇
産
霊
尊
の
産
出
が
、
人

の
内
面
に
な
ぜ
神
が
宿
り
う
る
の
か
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
量

さ
せ
て
く
れ
る
の
が
、
次
の
継
体
天
皇
の
発
言
で
あ
る
。

神あ
ま
つ
や
し
ろ
く
に
つ
や
し
ろ

祇

に
は
主き

み

乏と
も

し
か
る
べ
か
ら
ず
。
宇あ

め
の
し
た宙に
は
君
無
か
る
べ
か

ら
ず
。
天
、
黎

お
ほ
み
た
か
ら

庶
を
生な

し
て
、
樹
つ
る
に
元き

み首
を
以
て
し
て
、
助
け
養

ふ
こ
と
を
司

つ
か
さ
どら

し
め
て
、性い

の
ち命

を
全ま

た

か
ら
し
む
。（『
紀
』
下
、
二
十
二
頁
）

こ
れ
は
、
天
皇
が
、
大
連
大
伴
金
村
の
勧
め
に
応
じ
て
、
よ
き
後
継
者
を
得
る

た
め
に
手
白
香
皇
女
と
の
婚
姻
を
承
諾
す
る
場
面
で
の
発
言
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
は
「
神
祇
」
の
「
主
」、「
宇
宙
」
の
「
君
」
を
想
定
す
る
こ
と
が
「
黎
庶
」

の
「
元
首
」
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

な
お
こ
こ
で
一
言
つ
け
く
わ
え
て
お
く
と
、
人
の
内
面
に
神
の
宿
る
こ
と
を

証
明
す
る
の
に
、
鎔
造
の
神
、
造
化
の
神
の
存
在
を
想
定
す
る
と
い
う
の
は
、

何
も
日
本
に
だ
け
み
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト

教
世
界
に
お
い
て
も
そ
れ
は
み
ら
れ
た
。
神
（
父
）
が
精
霊
と
な
っ
て
イ
エ
ス

（
子
）
の
内
面
に
宿
り
え
た
の
は
、
こ
の
世
の
森
羅
万
象
す
べ
て
が
ヤ
ハ
ウ
ェ

の
神
の
創
造
物
で
あ
っ
た
と
す
る
「
創
世
記
」
の
考
え
方
が
根
底
に
あ
れ
ば
こ

そ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
旧
約
聖
書
中
、「
創
世
記
」
が
実
は
一
番
最
後—

キ
リ
ス
ト
誕
生
に
近
い
時
代—

に
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し

か
し
た
ら
高
皇
産
霊
尊
の
発
明
同
様
、「
創
世
記
」
も
、
人
に
神
が
宿
る
こ
と
、

キ
リ
ス
ト
誕
生
の
理
由
を
説
明
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
発
明
さ
れ
た
物
語

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
旧
約
聖
書
と
新
約
聖
書
は
別
々
の

二
つ
の
物
語
で
は
な
く
、二
つ
が
一
対
の
物
語
に
な
る
。
面
白
い
で
は
な
い
か
。

保
立
道
久
に
よ
れ
ば
、
鎔
造
の
神
、
高
皇
産
霊
尊
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
全
て
を

溶
か
し
全
て
を
生
む
火
山
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
き
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
ヤ
ハ

ウ
ェ
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
彼
が
モ
ー
ゼ
に
「
十
戒
」
を
託
し
た
シ
ナ
イ
山
を

介
し
て
火
山
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
両
神
の
共
通
性
を
物

語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
節　

修
行
の
時
代
へ

次
に
、
神
は
人
の
心
に
宿
る
、
し
か
し
万
人
の
心
に
等
し
く
宿
る
の
で
は
な

く
、
一
部
の
人
の
心
に
選
択
的
に
宿
る
こ
と
の
説
明
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
高

皇
産
霊
尊
が
誕
生
し
た
と
き
の
天
皇
、
顕
宗
天
皇
（
弘
計
王
）
の
即
位
の
理
由

で
あ
る
。

弘こ
け
お
う

計
王
は
、
父
市い

ち
の
へ
の
お
し
は
の
み
こ

辺
押
磐
皇
子
（
履
中
天
皇
の
子
）
が
雄
略
天
皇
に
殺
害
さ

れ
た
た
め
に
、
難
を
避
け
る
べ
く
兄
億お

け
お
う

計
王
と
と
も
に
、
逃
亡
生
活
を
続
け
て

い
る
と
こ
ろ
を
、
子
な
き
清
寧
天
皇
（
雄
略
天
皇
の
子
）
に
見
出
さ
れ
て
、
皇

子
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
当
初
清
寧
天
皇
が
皇
太
子
に
指
名
し
た
の
は
憶

計
王
の
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
億
計
王
が
、
清
寧
天
皇
亡
き
後
、
執
拗
に
次
の
よ

う
に
述
べ
て
弟
弘
計
王
に
即
位
を
迫
っ
た
こ
と
が
顕
宗
即
位
の
理
由
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

十し

は

す

二
月
に
、
百

も
も
の
つ
か
さ

官
、
大
き
に
会つ

ど

へ
り
。
皇
太
子
億お

け計
、
天み

か
ど子

の
璽

み
し
る
しを

取

り
て
、
天
皇
の
坐み

ま
しに

置
き
た
ま
ふ
。
再お

が拝
み
て
諸ま

へ
つ
き
み臣の

位
に
従つ

き
た
ま
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ひ
て
曰
は
く
、「
此
の
天
子
の
位
は
、
有い

さ
を
し
ひ
と

功
者
、
以
て
処を

る
へ
し
、
貴た

ふ
とき

こ
と
を
著
し
て
迎
へ
ら
れ
た
ま
ひ
し
は
、
皆
弟い

ろ
との

謀
は
か
り
こ
とな

り
」
と
の
た
ま

ふ
。天あ

め
の
し
た下を

以
て
天
皇
に
譲
り
た
ま
ふ
。（『
紀
』上
、五
一
五
〜
五
一
六
頁
）

「
有
功
者
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
理
由
で
あ
っ
た
。

で
は
そ
の
「
功
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。
そ
れ
は
億
計
王
の
次
の
発
言
か
ら

想
像
で
き
る
。

白し
ら
か
の
す
め
ら
み
こ
と

髪
天
皇
（
清
寧
天
皇
〔
小
路
田
〕）
は
、
吾
兄こ

の
か
みの

故
を
以
て
、
天

あ
め
の
し
た下

の
事
を
奉あ

げ
て
、
先
づ
我
に
属つ

け
た
ま
ひ
き
。
我
、
其そ

れ
羞は

づ
。
惟

お
も
ひ
み

る
に
大み

こ王
は
、
首は

じ

め
て
利た

く
みに

遁の
が

る
る
こ
と
を
建さ

だ

む
。
聞
く
者
嘆な

げ息
く
。

帝き
み
の
み
こ
は
な
孫
な
る
こ
と
を
彰あ

ら
は顕
す
と
き
、
見
る
者ひ

と

殞か
な
し涕
ぶ
。
憫

う
れ
へ
た
る
う
ま
ひ
と
の
こ

憫
搢
紳
、
忻

よ
ろ
こ

び
て
天あ

め

を
戴い

た
だく

慶
よ
ろ
こ
びを

荷に
な

ふ
。
哀

か
な
し
び
た
る
お
ほ
み
た
か
ら

哀
黔
首
、悦
び
て
地つ

ち

を
履ふ

む
恩め

ぐ
みに

逢あ

ふ
。

是
を
以
て
、
克よ

く
四よ

も維
を
固
め
て
、
永
く
万よ

ろ
づ
よ葉

に
隆さ

か
りに

し
た
ま
ふ
。
功
、

造お
の
づ
か
ら
な
る

物
に
隣ち

か

く
し
て
、
清き

よ
き
み
ち猷、

世
に
映て

れ
り
。
超と

ほ

き
か
な
、
邈は

る
かな

る
か
な
。

粤こ
こ

に
得
て
称な

づ

く
る
こ
と
無
し
。
是
、
兄
と
曰い

ふ
と
雖
も
、
豈
先
に
処を

ら

む
や
。
功

い
さ
を
しに

非
ず
し
て
拠よ

る
と
き
は
、咎と

が
く
い悔

必
ず
至
り
な
む
。（『
紀
』
上
、

五
一
六
頁
）

こ
れ
は
、
自
ら
（
億
計
王
）
は
「
身
を
全ま

た

く
し
て
厄

た
し
な
みを

免ま
ぬ
かれ

む
」
と
、
身
の
安

全
を
は
か
っ
て
そ
の
ま
ま
逃
亡
生
活
を
続
け
よ
う
と
制
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、王
を
失
う
民
の
嘆
き
を
考
え
て
、「
名
を
顕あ

ら
はし

貴
た
ふ
と
き
こ
とを

著あ
ら
はさ

む
」（『
紀
』
上
、

五
一
〇
頁
）
こ
と
を
決
意
し
、
逃
亡
生
活
に
ピ
リ
オ
ッ
ド
を
う
っ
た
弟
弘
計
王

の
勇
気
を
称
え
て
の
発
言
だ
が
、
そ
の
勇
気
ゆ
え
に
弘
計
王
が
「
造

お
の
づ
か
ら
な
る

物
に
隣ち

か

く
」
な
っ
た
こ
と
を
さ
し
て
「
功
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
功
」
と
は
、

感
情
の
自
然
の
流
れ
に
あ
え
て
抗
う—

禁
欲
す
る—

こ
と
に
よ
っ
て
「
造

物
」
に
近
づ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
こ
で
い
う
「
造
物
」
と
は
、
そ

も
そ
も
「
造
物
」
が
「
造
物
者
」
の
略
で
あ
り
「
天
地
間
の
万
物
を
つ
く
っ
た

神
」（『
大
字
源
』）
の
こ
と
を
指
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、鎔
造
の
神
、

高
皇
産
霊
尊
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

な
お
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
に
と
っ
て
、
清
寧
天
皇
亡
き
後
億
計
王
が
な
か

な
か
即
位
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
万
や
む
を
え
ず
一
時
期
政
務
を
と
っ

た
飯い

ひ
と
よ
の
ひ
め
み
こ

豊
皇
女
が
、
次
に
あ
る
よ
う
に
一
度
だ
け
セ
ッ
ク
ス
を
経
験
し
、
以
後
性

欲
を
断
っ
た
こ
と
な
ど
も
「
功
」
の
一
種
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

飯い
ひ
と
よ
の
ひ
め
み
こ

豊
皇
女
、
角つ

の
さ
し
の
み
や

刺
宮
に
し
て
、
与ま

ぐ

は

ひ

夫
初
交
し
た
ま
ふ
。
人
に
謂か

た

り
て
曰

は
く
、「
一

ひ
と
は
し
を
み
な

女
の
道
を
知
り
ぬ
。
又
安い

づ
くに

ぞ
異け

な
る
べ
け
む
。
終
に
男

に
交あ

は
む
こ
と
を
願ほ

り

せ
じ
」
と
の
た
ま
ふ
。（『
紀
』
上
、
五
〇
六
頁
）

で
は
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
何
か
。
高
皇
産
霊
尊
は
、
万
物
の
作

り
手
で
あ
る
が
ゆ
え
に
万
物
に
、
そ
し
て
万
人
に
宿
る
、
し
か
し
そ
れ
を
発
見

し
、
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
「
有
功
者
」
だ
け
、
こ
れ
が
、
人
の
心
へ

の
神
の
宿
り
の
偏
在
を
い
う
た
め
の
論
理
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
神
が
人
に
内
在
化
し
た
雄
略
朝
以
降
、
天
皇
を
は
じ
め
支
配
層
に

属
す
る
人
た
ち
は
、
い
か
に
し
て
「
功
」
を
積
み
、
自
ら
に
内
在
す
る
神
を
と

ら
え
る
か
、
勢
い
修
行
と
い
う
こ
と
に
熱
心
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
三
節　

仏
教
的
世
界
の
導
入

で
は
い
か
に
す
れ
ば
人
は
「
功
」
を
積
み
「
造
物
」
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き

る
の
か
。「
功
」
を
積
む
と
は
と
り
あ
え
ず
は
禁
欲
に
励
む
こ
と
だ
が
、
当
然

そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
か
っ
た
。
目
的
は
内
な
る
鎔
造
の
神
、
高
皇
産
霊
尊
に

近
づ
く
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
鎔
造
の
神
が
万
物
生
成
の
神
で
あ
る
以
上
、
全
て

を
知
る
こ
と
、
全
体
知
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
そ
の
禁
欲
（
修
行
）
の
目
的
に

な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
全
体
知
の
獲
得
を
目
指
し
て
禁
欲
に
励
む
こ

と
、
そ
れ
が
「
功
」
を
積
み
「
造
物
」
に
近
づ
く
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
問
題
は
全
体
知
を
獲
得
す
る
と
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
こ
と
を
い

う
の
か
が
な
か
な
か
は
っ
き
り
し
な
い
点
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
獲
得
方
法

を
定
式
化
す
る
人
の
登
場
が
待
た
れ
た
。
例
え
ば
西
欧
世
界
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス

と
プ
ラ
ト
ン
が
現
わ
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

そ
れ
で
は
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
よ
…
…
い
ま
よ
う
や
く
、
こ
こ
に
本
曲
そ
の

も
の
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
の
本
曲
を
演
奏
す
る
の
は
、

哲
学
的
な
対
話
・
問
答
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
…
…
ひ
と
が
哲
学
的
な
対

話
・
問
答
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
感
覚
に
も
頼
る
こ
と
な
く
、
た
だ
原

論
（
理
）
を
用
い
て
、
ま
さ
に
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
へ
と

前
進
し
よ
う
と
つ
と
め
、
最
後
に
ま
さ
に
〈
善
〉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も

の
そ
れ
自
体
を
、
知
性
的
思
惟
の
は
た
ら
き
だ
け
に
よ
っ
て
直
接
把
握

す
る
ま
で
退
転
す
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
ひ
と
は
、
思
惟

さ
れ
る
世
界
（
可
知
界
）
の
究
極
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
先

の
場
合
に
わ
れ
わ
れ
の
比
喩
で
語
ら
れ
た
人
が
、
目
に
見
え
る
世
界
（
可

視
界
）
の
究
極
に
至
る
の
と
対
応
す
る
わ
け
だ
。（
プ
ラ
ト
ン
著
・
藤
沢

令
夫
訳
『
国
家
』『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
十
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、

五
三
六
〜
五
三
七
頁
）

な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
う
し
て
、
魂
は
不
死
な
る
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
い
く
た
び
と
な
く

生
ま
れ
か
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
、
こ
の
世
の
も
の

た
る
と
ハ
デ
ス
の
国
（
黄
泉
の
国
〔
小
路
田
〕）
た
る
と
を
問
わ
ず
、い
っ

さ
い
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
魂

が
す
で
に
学
ん
で
し
ま
っ
て
い
な
い
も
の
は
、
何
ひ
と
つ
と
し
て
な
い

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
徳
に
つ
い
て
も
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
事
柄
に

つ
い
て
も
、
い
や
し
く
も
以
前
に
も
知
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
以
上
、
魂
が
そ
れ
ら
の
も
の
を
思
い
起
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
何

も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。（
プ
ラ
ト
ン
著
・
藤
沢
令
夫
訳
『
メ
ノ
ン
』

『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
九
、岩
波
書
店
、一
九
七
四
年
、二
七
七
〜
二
七
八
頁
）

か
ら
で
あ
る
と
。

「
哲
学
的
な
対
話
・
問
答
」
に
よ
っ
て
、
純
粋
に
自
ら
の
内
面
を
掘
り
下
げ
れ

ば
、
人
は
全
体
知
に
行
き
着
く
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
に
内
在
す
る

魂
は
、
不
死
で
あ
り
、
肉
体
が
滅
ん
で
も
死
滅
す
る
こ
と
な
く
、
何
度
も
生
ま

れ
変
わ
り
膨
大
な
数
の
生
を
生
き
抜
い
て
き
た
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
知
ら
な
い
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こ
と
の
な
い
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
と
。

全
体
知
を
抽
象
的
な
知
で
は
な
く
網
羅
的
な
知
と
と
ら
え
、
そ
の
獲
得
方
法

を
、
人
の
一
生
を
こ
え
た
経
験
の
蓄
積
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
可

能
に
す
る
た
め
に
、
霊
魂
の
不
滅
を
い
い
、
霊
魂
と
の
対
話
（
哲
学
）
と
い
う

方
法
を
考
え
た
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
種
の
言
説
を
ア
ジ
ア
に
お
い
て
提
供
し
た
の
は
誰
だ
っ
た
の
か
。

「
解
脱
」
と
は
全
体
知
を
獲
得
し
て
悟
り
に
い
た
る
こ
と
だ
と
考
え
れ
ば
、
次

の
百
済
聖
明
王
の
欽
明
天
皇
へ
の
勧
誘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
釈
迦
で

あ
っ
た
。

蓋け
だ

し
聞
く
、
丈
六
の
仏ほ

と
けを

造
り
た
て
ま
つ
る
功

の
り
の
わ
ざ徳

甚お
ぎ
ろ大

な
り
。
今
敬
ひ

て
造
り
た
て
ま
つ
り
ぬ
。
此
の
功
徳
を
以も

て
、
願
は
く
は
、
天

す
め
ら
み
こ
と
皇
、

勝す

ぐ善
れ
た
る
徳

み
い
き
ほ
ひを

獲
た
ま
ひ
て
、
天
皇
の
所し

ろ
し用

め
す
、
弥み

や

け

移
居
の
国
、

倶
に
福さ

い
は
ひ祐

を
蒙
ら
む
。
又
願
は
く
は
、
普あ

め天
の
下
の
一

し
か
し
な
が
ら
い
け
る
も
の

切
衆
生
、
皆

解や
す
ら
か
な
る
こ
と

脱
を
蒙
ら
む
。
故

こ
の
ゆ
ゑに

造
り
た
て
ま
つ
る
（『
紀
』
下
、
九
十
二
頁
）

で
は
釈
迦
は
全
体
知
の
獲
得
法
に
つ
い
て
い
か
に
語
っ
た
の
か
。
日
本
で
は

仏
教
導
入
以
来
一
貫
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
教
典
『
法
華
経
』
を
手
掛
り
に
整

理
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

シ
ャ
ー
リ=

プ
ト
ラ
よ
、
仏
の
智
慧
は
深
淵
で
、
見
き
わ
め
が
た
く
、

理
解
し
が
た
い
。
完
全
な
「
さ
と
り
」
に
到
達
し
た
阿
羅
漢
で
あ
る

如
来
た
ち
が
さ
と
っ
た
智
慧
は
、
す
べ
て
の
声
聞
や
独
覚
た
ち
に
は
理

解
し
が
た
い
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
え
ば
、
か
れ
ら
如
来
た
ち
は
、
幾

千
万
億
と
い
う
多
く
の
仏
に
親
近
し
た
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
こ

の
上
な
く
完
全
な
「
さ
と
り
」
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
、
気
力
を
振
る

い
立
た
せ
て
幾
千
万
億
の
仏
が
行
っ
た
修
行
に
な
ら
っ
て
修
行
を
し
、

か
れ
ら
に
遠
く
ま
で
随
行
し
て
驚
異
驚
嘆
す
べ
き
教
え
を
体
得
し
、
理

解
し
が
た
い
教
え
を
会
得
し
、
理
解
し
が
た
い
教
え
に
通
じ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。（
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
『
法
華
経
』
上
「
方
便
品
」、

岩
波
文
庫
、
一
九
六
二
年
、
六
十
七
頁
・
以
下
『
華
』
と
記
す
）

人
が
全
体
知
を
得
て
、
悟
り
に
い
た
る
た
め
に
は
、
途
方
も
な
く
膨
大
な
経

験
を
積
み
重
ね
、
知
を
網
羅
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
当
然
そ
の
た
め
に
は
人

の
一
生
は
短
す
ぎ
る
。
だ
か
ら
人
は
悟
り
に
い
た
る
ま
で
膨
大
な
回
数
の
輪
廻

を
繰
り
返
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
悟
り
を
開
い
た
如
来
の
智
慧

は
、悟
り
を
開
く
前
の
「
声
聞
」
や
「
独
覚
」
な
ど
に—

さ
ら
に
は
「
菩
薩
」

に
も—

わ
か
る
は
ず
が
な
い
。わ
か
り
た
け
れ
ば
さ
ら
に
輪
廻
を
繰
り
返
し
、

経
験
を
積
む
し
か
な
い
。
ま
ず
釈
迦
は
こ
う
い
う
。

し
か
し
そ
う
は
い
い
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
釈
迦
は
、
自
分
以
外
の
誰
か
が
、

自
分
と
同
じ
よ
う
に
長
い
年
月
を
か
け
て
輪
廻
を
繰
り
返
し
、
近
い
将
来
悟
り

の
域
に
達
す
る
な
ど
と
は
つ
ゆ
ほ
ど
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
彼
は

オ
プ
チ
ミ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
来
で
あ
れ
ば
悟
り
に
到
達
し
え
な

い
は
ず
の
「
菩
薩
」
以
下
の
人
々
が
、
そ
れ
で
も
悟
り
に
到
達
し
得
る
方
法
は

な
い
か
、
模
索
を
続
け
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
発
言
に
到
達
し
た
。
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世
間
は
『
今
、
世
に
尊
き
シ
ャ
ー
キ
ヤ=

ム
ニ
（
釈
迦
牟
尼
）
如
来
は

シ
ャ
ー
キ
ヤ
族
の
王
家
か
ら
出
家
さ
れ
、
ガ
ヤ
ー
と
い
う
大
都
城
に
お

い
て
、「
さ
と
り
」
の
勝
れ
た
壇
の
頂
に
坐
っ
て
、
い
ま
、
こ
の
上
な
く

完
全
な
「
さ
と
り
」
を
さ
と
ら
れ
た
。』
と
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
良

家
の
息
子
た
ち
よ
、
余
が
こ
の
上
な
く
完
全
な
「
さ
と
り
」
を
さ
と
っ

て
以
来
、
既
に
幾
千
万
億
劫
と
い
う
多
く
の
時
間
が
経
過
し
て
い
る
の

で
あ
る
。（『
華
』
下
「
如
来
寿
量
品
」
十
三
頁
）

良
家
の
息
子
た
ち
よ
、
余
は
汝
ら
に
告
げ
知
ら
せ
よ
う
。
ど
の
よ
う

に
多
く
の
世
界
が
あ
ろ
う
と
も
、
か
の
男
が
微
粒
子
を
捨
て
た
世
界

に
せ
よ
、
捨
て
な
か
っ
た
世
界
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
幾
千
万
億
と
い
う
世

界
の
す
べ
て
に
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
微
粒
子
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
数
は
余
が
こ
の
上
な
く
完
全
な
「
さ
と
り
」
を
さ
と
っ
て
以
来
の
幾

千
万
億
劫
の
数
に
及
ば
な
い
の
だ
。
そ
の
と
き
以
来
、
こ
の
サ
ハ
ー
世

界
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
他
の
幾
千
万
億
の
世
界
に
お
い
て
、
余
は
人
々

に
教
え
説
い
て
き
た
。
し
か
も
、
そ
の
間
に
は
、
余
は
デ
ィ
ー
ハ
ン=

カ
ラ
如
来
を
は
じ
め
と
し
て
も
ろ
も
ろ
の
如
来
を
賞
賛
し
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
如
来
た
ち
の
完
全
な
「
さ
と
り
」
の
た
め
に
、
余
は
巧
妙
な

手
段
を
用
い
て
教
え
説
く
現
実
の
手
段
を
つ
く
り
だ
し
た
の
だ
。（『
華
』

下
「
如
来
寿
量
品
」
十
五
〜
十
七
頁
）

い
ず
れ
に
せ
よ
、
久
し
い
以
前
に
「
さ
と
り
」
に
到
達
し
た
如
来
は
、

無
限
の
寿
命
の
長
さ
を
も
ち
、
常
に
存
在
す
る
の
だ
。
如
来
は
入
滅
す

る
こ
と
な
く
、
教
え
導
く
た
め
に
完
全
な
「
さ
と
り
」
の
境
地
を
示
す

の
だ
。
し
か
も
今
も
な
お
、
余
は
求
法
者
と
し
て
前
世
に
お
い
て
は
た

す
べ
き
所
行
を
果
た
し
て
い
な
い
し
、
余
の
寿
命
も
未
だ
満
了
し
て
い

な
い
の
だ
。
余
の
寿
命
が
満
了
す
る
ま
で
に
は
、
今
な
お
幾
千
万
億
劫

の
二
倍
も
あ
る
の
だ
。
従
っ
て
、
今
ま
た
、
余
は
入
滅
す
る
こ
と
な
く

し
て
、
完
全
な
「
さ
と
り
」
の
境
地
に
入
る
と
告
げ
る
の
だ
。
そ
れ
は

何
故
か
と
言
え
ば
、
余
が
こ
の
方
法
で
人
々
を
成
熟
さ
せ
る
の
は
、
余

が
実
に
長
い
こ
と
こ
の
世
に
い
る
た
め
に
、
余
を
た
び
た
び
見
て
、
人
々

が
善
根
を
養
い
育
て
る
こ
と
な
く
、
福
徳
を
失
っ
て
貧
し
い
者
と
な
り
、

愛
欲
に
溺
れ
て
盲
目
と
な
り
、
邪
見
の
網
に
覆
い
つ
つ
ま
れ
て
、『
如
来

は
常
に
い
る
』
と
思
い
こ
み
、
意
識
が
麻
痺
し
て
如
来
に
会
う
こ
と
は

困
難
で
は
な
い
と
い
う
意
識
が
お
こ
ら
な
い
よ
う
に
と
願
う
か
ら
で
あ

る
。（『
華
』
下
「
如
来
寿
量
品
」
十
九
〜
二
十
一
頁
）

私
は
、
釈
迦
族
の
王
子
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
そ
の
地
位
を
捨
て
、
数
十
年

に
わ
た
っ
て
修
行
を
積
み
重
ね
た
か
ら
悟
り
に
い
た
っ
た
の
で
は
な
い
。「
幾

千
万
億
劫
」
年
と
い
う
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
時
間
を
、
輪
廻
を
繰
り
返
し
な

が
ら
経
験
と
修
行
を
積
み
重
ね
て
き
た
か
ら
悟
り
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
悟
り
に
到
達
し
て
か
ら
既
に
二
╳
「
幾
千
万
億
劫
」
年
の
歳
月
を
生
き
て

き
て
い
る
。
悟
り
に
い
た
っ
た
者
は
死
ぬ
の
で
は
な
く
、
無
限
に
近
い
長
寿
を

手
に
入
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
さ
ら
に
「
幾
千
万
億
劫
」
年
ほ
ど
の
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時
間
を
生
き
続
け
る
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
私
は
こ
の
「
幾
千
万
億
劫
」
も
の
間
、
い
か
に
す
れ
ば
、
自
分
と
は

違
い
、
悟
り
に
到
達
す
る
に
は
ま
だ
ま
だ
経
験
の
不
足
し
て
い
る
人
た
ち
に
、

悟
り
の
何
た
る
か
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
考
え
続
け
て
き
た
。
そ
し
て

つ
い
に
「
巧
妙
な
手
段
を
用
い
て
教
え
説
く
現
実
の
手
段
を
つ
く
り
だ
」
す
こ

と
に
成
功
し
た
。
そ
れ
が
「
方
便
」
な
の
で
あ
る
。
聞
き
手
の
レ
ベ
ル
に
あ
わ

せ
て
教
え
を
説
く
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
分
の
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
「
方

便
」（
経
）
を
信
じ
て
修
行
を
重
ね
れ
ば
、「
菩
薩
」
で
あ
れ
「
声
聞
」
で
あ
れ
「
独

覚
」
で
あ
れ
、
も
う
こ
れ
以
上
の
輪
廻
を
繰
り
返
す
こ
と
な
く
、
こ
の
世
で
悟

り
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
釈
迦
は
こ
う
述
べ
た
。

 

こ
の
釈
迦
の
発
言
を
信
じ
、
と
い
う
こ
と
は
久
遠
実
在
す
る
釈
迦
の
存
在
を

信
じ
、「
方
便
」
に
従
っ
て
簡
易
な
全
体
知
（
悟
り
）
の
獲
得
法
を
実
践
す
る

の
が
仏
教
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
百
済
の
聖
明
王
が
、
そ
れ
を
「
普

天
の
下
の
一
切
衆
生
、
皆
解
脱
を
蒙
」
る
教
え
と
し
た
の
は
的
を
射
て
い
た
。

当
然
そ
れ
は
、内
な
る
鎔
造
の
神
と
出
会
い
、全
体
知
を
獲
得
す
る
た
め
に「
功
」

を
積
む
こ
と
を
目
指
し
始
め
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
願
っ
て
も
な
い
教
え

で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
欽
明
天
皇
は
、
五
三
八
年
、
仏
教
の
受
け
入
れ
を
決
断
し

た
の
で
あ
る
。

第
三
章　

神
の
心
か
ら
の
離
脱—

仏
教
の
終
焉

し
か
し
、
人
が
「
功
」
を
積
み
、
心
に
宿
る
鎔
造
の
神
、
高
皇
産
霊
尊
と
出

会
う
た
め
の
手
段
と
し
て
の
仏
教
は
、最
初
か
ら
深
刻
な
矛
盾
を
孕
ん
で
い
た
。

そ
れ
は
、
悟
り
（
全
体
知
の
獲
得
）
を
知
の
網
羅
と
と
ら
え
た
た
め
に
、
た
と

え
釈
迦
が
「
巧
妙
な
手
段
を
用
い
て
教
え
説
く
現
実
の
手
段
」（
方
便
）
を
確

立
し
た
と
し
て
も
、
釈
迦
の
悟
り
が
言
説
化
さ
れ
た
瞬
間
、
そ
れ
は
も
う
全
体

知
で
は
な
く
な
る
と
い
う
矛
盾
で
あ
っ
た
。

ど
う
い
う
こ
と
か
。
網
羅
さ
れ
る
べ
き
知
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
増
え
続

け
変
化
す
る
知
で
あ
る
。
だ
か
ら
釈
迦
と
は
い
え
、
悟
り
を
開
い
た
後
も
新
た

な
経
験
を
積
み
重
ね
続
け
な
け
れ
ば
悟
り
の
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
だ
か
ら
『
法
華
経
』
も
、
釈
迦
の
悟
り
を
、
そ
の
涅
槃
へ
の
第
一
歩
と
は

考
え
ず
、
無
量
寿
獲
得
の
き
っ
か
け
と
し
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
ど
の
時
点
で

釈
迦
の
悟
り
を
言
説
化
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
し
た
瞬
間
を
一
分
一
秒
で
も

過
ぎ
れ
ば
、
す
で
に
そ
の
言
説
化
さ
れ
た
悟
り
は
全
体
知
で
は
な
い
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
が
そ
の
矛
盾
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
仏
教
に
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
釈
迦
の
教
え
が
劣
化
し
て
い
く

と
考
え
る
、
釈
迦
入
滅
後
の
時
間
を
正
法
・
像
法
・
末
法
に
分
け
る
三
時
説
や
、

末
法
思
想
が
必
ず
つ
き
ま
と
っ
た
の
で
あ
る
。

当
然
そ
の
仏
教
の
限
界
を
克
服
し
、
改
め
て
悟
り
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
努

力
は
多
様
に
な
さ
れ
た
。

最
澄
は
『
法
華
経
』
を
根
拠
に
、
久
遠
実
在
す
る
が
ゆ
え
に
「
巧
妙
な
手
段

を
用
い
て
教
え
説
く
現
実
の
手
段
」（
方
便
）
を
更
新
し
続
け
る
釈
迦
の
存
在

を
想
定
し
、
末
法
観
を
取
り
除
こ
う
と
し
た
。

空
海
は
、
釈
迦
の
限
界
を
「
化
身
」
の
限
界
と
し
、
釈
迦
を
飛
び
越
え
て
、

釈
迦
を
こ
の
世
に
派
遣
し
た
全
宇
宙
の
中
心
神
「
法
身
」（
大
日
如
来
）
と
の

直
接
対
話
に
道
を
開
こ
う
と
し
て
、
密
教
を
開
い
た
。
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し
か
し
仏
教
の
基
本
的
考
え
方
に
立
ち
返
れ
ば
、
結
局
釈
迦
の
教
え
で
足
り

な
け
れ
ば
、
そ
の
分
は
、
一
人
一
人
が
改
め
て
自
ら
輪
廻
を
繰
り
返
し
、
新
た

な
経
験
を
積
み
重
ね
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
し
た
帰
結
は
、

次
の
法
然
、
日
蓮
の
絶
望
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

安
楽
集
の
上
に
云
く
、「
問
う
て
曰
く
、
一
切
衆
生
は
皆
仏
性
あ
り
。
遠

劫
よ
り
以
来
、
ま
さ
に
多
仏
に
値
ひ
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
何
に
よ
つ
て

か
、
今
に
至
る
ま
で
な
ほ
自
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
、
火
宅
を
出
ざ
る
や
。

答
へ
て
曰
く
、
大
乗
の
聖
教
に
よ
ら
ば
、
ま
こ
と
に
二
種
の
勝
法
を
得

て
、
も
つ
て
生
死
を
排
は
ざ
る
に
よ
る
。
一
に
は
謂
は
く
聖
道
、
二
に

は
謂
は
く
往
生
浄
土
な
り
。
そ
の
聖
道
の
一
種
は
、今
の
時
、証
し
難
し
。

一
に
は
、
大
星
を
去
れ
る
こ
と
遥
遠
な
る
に
よ
る
。
二
に
は
理
は
深
く

解
は
微
な
る
に
よ
る
」
と
。（
法
然
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
岩
波
文
庫
、

一
九
九
七
年
、
九
〜
十
頁
）

此
に
日
蓮
案
云
、
世
す
で
に
末
代
に
入
て
二
百
余
年
、
辺
土
に
生
を
う

く
。
其
上
下
賤
、
其
上
貧
道
の
身
な
り
。
輪
廻
六
趣
の
間
、
人
天
の
大

王
と
生
て
、
万
民
を
な
び
か
す
事
大
風
の
小
木
の
枝
を
吹
が
ご
と
く
せ

し
時
も
仏
に
な
ら
ず
。
大
小
乗
教
の
外
凡
・
内
凡
の
大
菩
薩
と
修
あ
が
り
、

一
劫
・
二
劫
・
無
量
劫
を
経
て
菩
薩
の
行
を
立
、
す
で
に
不
退
に
入
ぬ

べ
か
り
し
時
も
、強
盛
の
悪
縁
に
お
と
さ
れ
て
仏
に
も
な
ら
ず
。
し
ら
ず
、

大
通
結
縁
の
第
三
類
の
在
世
を
も
れ
た
る
か
、
久
遠
五
百
の
退
転
し
て

今
に
来
か
。（
日
蓮
『
開
眼
抄
』『
親
鸞
集
・
日
蓮
集
』〈
日
本
古
典
文
学

大
系
〉、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
、
三
五
一
頁
）

二
人
は
、
立
場
こ
そ
違
え
、
共
に
輪
廻
を
繰
り
返
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
悟

る
こ
と
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
結
果
、
法
然
と
親
鸞
が
悟
り
の
不
能
を
宣
言
し
た
と
き
、
こ
の

国
の
人
々
の
、
鎔
造
の
神
、
高
皇
産
霊
尊
が
出
現
し
て
か
ら
数
え
て
八
〇
〇
年

に
も
及
ぶ
、
内
面
に
宿
る
神
と
の
出
会
い
の
努
力
も
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で

あ
る
。
最
高
神
の
地
位
か
ら
高
皇
産
霊
尊
が
退
き
、
天
照
大
神
が
そ
の
地
位
に

返
り
咲
い
た
の
が
、
そ
の
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
っ
た
。
当
然
神
も
人
の
心
か
ら

ど
こ
か
へ
移
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
で
は
ど
こ
へ
移
っ
た
の
か
。
突
然
ル

ソ
ー
を
引
き
合
い
に
出
し
て
当
惑
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
の
言
説
空
間

に
移
っ
た
の
で
あ
る
。

主
権
者
は
、
立
法
権
以
外
の
な
ん
ら
か
の
力
を
も
た
な
い
の
で
、
法
に

よ
っ
て
し
か
行
動
で
き
な
い
。
し
か
も
、
法
は
一
般
意
志
の
正
当
な
働

き
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
人
民
は
集
会
し
た
と
き
に
だ
け
、
主
権
者

と
し
て
行
動
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
人
民
の
集
会
、
と
ん
で
も
な
い
空
想

だ
！

と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
今
日
で
は
、
空
想
で
あ
る
。

が
二
千
年
前
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。（
ル
ソ
ー
著
・
桑
原
武
夫
・

前
川
貞
次
郎
訳
『
社
会
契
約
論
』
岩
波
文
庫
、一
九
五
四
年
、一
二
七
頁
）

国
家
は
、
法
律
に
よ
っ
て
存
続
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
立
法
権
に

よ
っ
て
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
昨
日
の
法
律
は
、
今
日
は
強
制
力
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を
失
う
。
し
か
し
、
沈
黙
は
暗
黙
の
承
認
を
意
味
す
る
。
主
権
者
が
法

律
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
そ
れ
を
廃
止
し
な
い
場
合
に
は
、

彼
は
た
え
ず
そ
の
法
律
を
確
認
し
て
い
る
も
の
と
な
さ
れ
る
。
主
権
者

が
ひ
と
た
び
こ
う
欲
す
る
と
宣
言
し
た
こ
と
は
、
す
べ
て
、
取
り
消
さ

な
い
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
そ
れ
を
欲
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
古
い
法
律
に
、
あ
の
よ
う
に
尊
敬
が
払
わ
れ
る
の
は

な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
古
い
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
の
た
め
で
あ
る
。
昔

の
〔
人
々
の
〕
意
志
が
す
ぐ
れ
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
、
古
い
法
律
を

そ
ん
な
に
長
く
保
存
は
で
き
な
い
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も

し
主
権
者
が
、
そ
れ
を
た
え
ず
有
益
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
な
か
っ
た

な
ら
ば
、
彼
は
そ
れ
を
千
回
も
取
り
消
し
た
で
あ
ろ
う
。
よ
く
組
織
さ

れ
た
す
べ
て
の
国
家
で
、
法
律
が
弱
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
た
え
ず
新
し
い

力
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。（『
社
会
契
約
論
』

一
二
六
頁
）

「
人
民
の
集
会
」
と
、
そ
の
歴
史
的
蓄
積
の
中
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
で
は

そ
の
移
行
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
。
た
だ
こ
こ
で
は
紙
数
も
尽
き
た
。

そ
れ
を
考
え
る
の
は
次
の
課
題
に
し
て
お
き
た
い
。

む
す
び
に

さ
て
、
最
後
に
一
言
つ
け
加
え
て
お
け
ば
、
人
が
心
に
宿
る
神
を
発
見
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
、
そ
れ
を
発
見
す
る
手
段
と

し
て
の
「
仏
教
の
限
界
」
だ
け
が
理
由
で
は
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
人
に
は
、
鎔
造
の
神
、
高
皇
産
霊
尊
の
よ
う
な
、
万
物
に
宿
る
が
、

そ
れ
自
体
は
形
を
も
た
な
い
神
を
思
い
描
く
力
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
っ

た
。
裏
を
返
せ
ば
偶
像
崇
拝
こ
そ
が
人
の
本
性
だ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
だ
か

ら
先
に
引
用
し
た
『
古
事
記
』
冒
頭
の
書
き
出
し
な
ど
も
、
八
年
後
に
編
纂
さ

れ
た
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
せ
い
ぜ
い
次
の
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

一
書
に
曰
は
く
、
天
地
初
め
て
判
る
る
と
き
に
、
始
め
て
倶
に
生な

り
いづ

る

神
有
す
。
国
常
立
尊
と
号ま

う

す
。
次
に
国

く
に
の
さ
つ
ち
の
み
こ
と

狭
槌
尊
。
又
曰
は
く
、
高
天
原

に
所あ生
れ
ま
す
神
の
名
を
、
天
御
中
主
尊
と
曰
す
。
次
に
高
皇
産
霊
尊
。

次
に
神
皇
産
霊
尊
。（『
紀
』
上
、
七
八
頁
）

こ
こ
に
、
生
ま
れ
る
と
同
時
に
隠
れ
る
神
へ
の
理
解
は
な
い
。

だ
か
ら
そ
も
そ
も
、
万
物
に
遍
在
し
、
人
の
心
に
宿
る
神
を
想
定
す
る
こ
と

自
体
、
人
に
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
困
難
を
あ
え
て
克
服
し
な
け
れ

ば
、
人
の
心
に
神
が
宿
る
な
ど
と
い
っ
た
言
説
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
そ
の
無
理
が
た
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
神
が
人
の
心
か
ら
離
れ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
理
由
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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