
—
赤
沢
文
治

幕
末
維
新
期
の
新
宗
教
（
民
衆
宗
教）
が
い
か
に
し
て
生
ま
れ
た
か
を
理
解
す
る
た
め
の
一

手
順
と
し
て
、

発
生
の
宗
教
的
基
盤
と
な
っ
た
民
俗
宗
教
と
の
閃
係
を
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
課
題
が
あ
る。

そ
の
主
た
る
内
容
は
、

教
祖
が
宗
教
的
自
覚
を
確
立
す
る
ま
で
に
、

民
俗
宗
教
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
っ
た
か
を
知
る
こ
と
で
あ

る。

本
稿
は、

金
光
教
祖
赤
沢
文
治
(
-

八
一

四
ー
八
三）
を
素
材
に
、

こ
の
課
題
の
一

端
を
追
求
す
る。

す
な
わ
ち、

文
治
の
宗
教
的
自
覚
の
第
一

歩
と
な
っ
た
石
鎚
講

と
の
出
会
い
の
経
験
の
意
味
を
問
う
も
の
で
あ
る。

こ
の
場
合
民
俗
宗
教
（
民
俗
信
仰
・

民
間
信
仰
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
、

習
合
宗
教
s
y
n
cr
eti
sti
c
c
ult

と
で
も
よ
ん

だ
方
が
適
当
か
も
し
れ
な
い
が
仮
に
こ
う
よ
ん
で
お
く）

と
は、

民
間
信
仰
的
な
基
盤
を
猥
厚
に
保
持
し
な
が
ら、
救
済
宗
教
の
持
続
的
な
影
響
に
よ
っ
て、
救
済
宗
教
的

な
教
義
・

活
動
・

組
織
の
あ
る
程
度
の
浸
透
が
見
ら
れ
る
信
仰
体
系
で
、

宗
教
セ
ソ
タ
ー
ー
|'
民
間
宗
教
家
ー
ー＇
小
地
域
の
同
信
者
集
団
の
三
項
の
ゆ
る
や
か
な
つ
な
が

(
1)
 

り
か
ら
な
る
も
の
を
指
し
て
い
る。

日
本
の
民
俗
宗
教
の
中
心
は、

修
験
適
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
山
岳
宗
教
の
神
仏
習
合
的
な
信
仰
体
系
で
あ
っ

た。

江
戸
時
代
の
後

期
に
は
伝
統
的
な
民
俗
宗
教
の
主
導
権
が
う
す
れ、

新
し
い
形
の
民
俗
宗
教
が
力
を
ま
し
て
く
る。

石
鎚
講
も
そ
う
し
た
新
し
い
大
衆
的
民
俗
宗
教
の
動
ぎ
の
―

つ
で
あ

る。

赤
沢
文
治
の
石
鎚
諧
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は、

こ
う
し
た
江
戸
後
期
の
民
俗
宗
教
の
構
造
的
変
動
に
広
く
光
を
あ
て
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う。

赤
沢
文
治
が
石
鎚
講
の
信
仰
と
出
会
い
強
い
感
動
を
受
け
た
の
は、

安
政
二
年
（
一

八
五
四、

四
二
歳
）

の
大
患
（
の
ど
け
）

の
病
床
で
の
こ
と
で

あ
る。

は、

こ
の
出
会
い
以
前
に
文
治
が
民
俗
宗
教
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
か
を、

主
と
し
て
『
金
光
大
神
覚
』
（
文
治
の
自
伝、

．

 

ヽ

民
俗
宗
教
の
横
造
的
変
動
と
新
宗
教

大
患
以
前
に
お
け
る
民
俗
宗
教
と
の
関
わ
り

民

俗

宗

教

の

石

鎚

講
|
|

構

造

的

変

動

と

新

宗

島

薗

八
五 以

下
『
覚
』

と
略
す
）

進

に
拠

本
節
で



ま
ず、

民
俗
宗
教
の
主
要
な
宗
教
行
動
の
―

つ
で
あ
る
有
名
社
寺
へ
の
参
詣
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う。
『
覚
』

に
よ
れ
ば、
文
治
は
一

七
歳
の
と
き
伊
勢
神
宮
に
参
っ
て

い
る。

こ
れ
は
別
の
資
料
に
よ
っ
て
、

文
治
が
な
に
く
れ
と
な
く
指
導
を
受
け
て
い
た
庄
屋
の
小
野
光
右
衛
門
の
息
子
四
右
衛
門
ら
一

0
人
（
う
ち
五
人
は
抜
参
り
）

と

と
も
に
、

七
月
一

五
日
か
ら
八
月
中
旬
に
か
け
て、

大
峰
を
経
て
の
参
宮
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る。

こ
の
年
（
文
政
一

三
・

天
保
一
、
一

八一―1
0
)

は
、

三

月
に
阿
波
か
ら
始
ま
っ
た
お
か
げ
参
り
が
八
月
末
ま
で
続
き、

西
日
本
を
中
心
に
五
0
0
万
人
も
の
人
が
参
宮
し
た
と
い
わ
れ
る。

文
治
ら
の
参
詣
も
こ
の
お
か
げ
参
り

で
あ
り、

大
峰
を
経
た
と
は
い
っ
て
も
山
伏
に
導
か
れ
た
わ
け
で
は
な
く、

と
考
え
ら
れ
る。

三
三
歳
の
厄
年
に
は
「
四
国
ま
い
り
」

に
出
か
け
て
い
る。

村
人
四
人
と
同
道
で、

遍
路
が
も
っ
と
も
盛
ん
な
季
節
で
あ
る
二
月
二
二
日
か
ら
三
月
二
六
日
ま
で
三
四

日
間
の
旅
で
あ
っ
た
。
「
厄
ば
ね
」

の
宴
を
は
る
か
わ
り
に
出
か
け
た
と
か
捉
父
の
遍
路
に
な
ら
お
う
と
し
た
と
か
い
っ
た

動
機
が
あ
っ

た
こ
と、

大
師
の
霊
験
を
惑
じ
る
よ
う
な
体
験
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る。

ま
た、

四
二
歳
の
厄
年
を
迎
え
た
正
月
に
は
、

厄
ば
れ
祈
願
の
た
め
に

鞘
の
津
祇
園
宮、

吉
備
津
宮、

西
大
寺
観
音
に
詣
で
、

と
く
に
吉
備
津
宮
の
釜
占
い
に
は
強
い
印
象
を
受
け
て
い
る。

遍
路
の
途
次
で
弘
法

動
で
あ
る
が、

祇
園
宮
の
場
合
を
除
い
て、

民
間
宗
教
家
の
導
き
を
受
け
た
り、

持
続
的
な
宗
教
的
講
の
活
動
と
結
び
つ
い
て
行
な
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

次
に
、

民
間
宗
教
家
と
の
接
触
や
宗
教
的
講
の
活
動
へ
の
参
加
を
示
す
記
録
を
拾
い
あ
げ
て
み
よ
う。

文
治
は
善
父
か
ら
ひ
き
つ
い
で
、

村
に
訪
れ
る
伊
勢
御
師
（
太

夫
）

の
荷
物
送
り
や
札
配
り
の
手
伝
い
を
す
る
役
を
勤
め
て
い
た
と
い
う。

た
だ
し、

御
師
と
の
間
に
ど
の
程
度
の
宗
教
的
交
流
が
あ
り、

ま
た
村
人
の
側
に
ど
の
程
度

の
講
活
動
が
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。

ま
た、
三
五
歳
と
三
七
歳
の
と
き
長
女
と
次
男
が
紅
病
で
重
態
に
な
る
と
共
同
祈
願
を
行
な
っ
た
よ
う
す
が
う
か
が
わ
れ
る
が、

こ
う
し
た
祈
願
が
ど
う
い
っ

た
宗
教
的
内
容
を
も
っ
て
い
た
の
か
、

民
間
宗
教
家
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る。

次
男
の
死
に
続
い
て
他

こ

う

だ

し
め
下
ろ
し
）

の
た
め
に、

近
村
の
神
職
神
田
筑
前
が
招
か
れ

の
子
供
た
ち
が
疱
癒
に
か
か
っ
た
際
は、

疫
病
に
対
す
る
守
護
神
で
あ
る
祇
園
宮
の
祭
祀
（
し
め
上
げ、

て
い
る。

も
っ
と
も
神
田
家
は
古
く
か
ら
吉
田
家
の
許
状
を
受
け、

(
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祭
司
と
し
て
の
性
格
が
強
い
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た、

(
8)
 

祇
園
宮
に
集
団
参
詣
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る。

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
六
号

(
2)
 

り
つ
つ
明
ら
か
に
し
た
い
。

五
軒
の
下
社
家
を
か
か
え
て
い
た
神
主
で
あ
り、

民
間
宗
教
家
と
い
う
よ
り
は、

吉
田
神
道
教
団
の

こ
の
祇
園
宮
祭
祀
は
村
組
を
単
位
と
し
て
行
な
わ
れ
る
祇
園
購
と
結
び
つ
い
て
お
り、

村
人
は
時
折、

柄
の
津
の

『
覚
』

の
記
述
が
示
す
と
お
り、

J

れ
ら
は
い
ず
れ
も
現
世
利
益
を
求
め
た
祈
願
行

主
要
な
目
的
は
大
峰
登
拝
で
は
な
く
伊
勢
参
宮
に
あ
っ
た

八

六



わ
ち
「
皇
国
正
統
の
道
」

を
宣
揚
し、
「
淫
祀
妖
妄
」

を
し
り
ぞ
け、

『
覚
』

と
い
く
つ
か
の
関
連
資
料
（
村
方
文
書
な
ど
）

か
ら
う
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は、

で
あ
る。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は、

こ
の
地
方
で
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
山
伏
と
の
交
流
が、

文
治
が
生
涯
を
送
っ
た
備
中
浅
口
郡
の
あ
た
り
は、

本
山
派
修
験
の
有
力
集
団
で
あ
る
児
島
五
流
の
本
拠
地
に
近
く、

教
派
修
験
道
の
影
響
力
が
ぎ
わ
め
て
強
い
地
域

(
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で
あ
る。

赤
沢
家
が
あ
っ
た
大
谷
の
近
辺、

現
在
の
金
光
町
・

鴨
方
町
の
地
域
に
も、

小
坂
東
や
松
井
谷
を
中
心
に
、

少
な
く
と
も
ニ
―

の
I
伏
寺
が
存
在
し
た
こ
と
が

報
告
さ
れ
て
い
る。

こ
れ
ら
の
山
伏
寺
の
な
か
に
は
庄
屋
を
つ
と
め
た
も
の
も
あ
り、

ま
た
寺
小
屋
を
営
む
も
の
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
と
い
い
、

地
域
に
深
く
根
を
下
ろ

し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る。

祇
園
宮
の
祭
祀
や
日
柄
方
位
の
鑑
定、

あ
る
い
は
金
神
の
祭
祀
に
あ
た
っ
て
は、

こ
れ
ら
山
伏
の
指
示
に
従
う
の
が
大
多
数
の
農
民
の

や
り
方
だ
っ

た
は
ず
で
あ
る。

と
こ
ろ
が
文
治
の
場
合
は、

祇
園
宮
の
祭
祀
は
神
職
の
神
田
家、

(
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た
っ
て
は
大
工
の
導
き
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
こ
と
は、

文
治
が
庄
屋
の
小
野
光
右
衛
門
(
-

七
八
五
ー
一

八
五
八
）

に
強
い
精
神
的
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
ろ
う。

小
野
は
暦
学
・

和
算
・

(
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測
量
に
秀
で
、

ま
た
す
ぐ
れ
た
行
政
手
腕
を
発
揮
し
た
在
村
知
識
人
で
あ
っ
た
が
、

宗
教
に
つ
い
て
も
か
な
り
は
っ

き
り
し
た
考
え
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る。

す
な

小
野
は、

神
仏
習
合
と
多
彩
な
呪
術
祈
薦
を
特
徴
と
す
る
山
伏
の
宗
教
に
、

強
い
懐
疑
の
念
を
い
だ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。

そ
の
こ
と
は、

小
野
が
専
門
的
体
系
的
な

学
間
的
知
識
を
誇
っ
て
い
た
日
柄
方
位
の
問
題
に
お
い
て
は
っ

き
り
見
て
と
れ
る。

小
野
は
民
俗
宗
教
的
な
呪
術
祈
蔚
と
結
び
つ
く
通
俗
的
な
日
柄
方
位
説
を
き
び
し
く

否
定
し、

学
問
的
知
識
に
裏
づ
け
ら
れ
た
独
自
の
日
柄
方
位
説
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る。

文
治
が
読
み
書
き
の
手
ほ
ど
き
を
受
け、

民
俗
宗
教
の
描
造
的
変
動
と
新
宗
教

八
七

ほ
と
ん
ど
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る。

日
柄
方
位
の
鑑
定
は
庄
屋
の
小
野
光
右
衛
門
父
子、

金
神
の
祭
祀
に
あ

晩
年
は
と
も
か
く
若
い
頃
は
「
正
祀
名
仏
」

と
い
え
ど
も
信
じ
な
か
っ
た、

の
ち
に
生
活
の
節
目
節
目
に
日
柄
方
位
の
指
示
を
仰
い
だ
の
は、

山
伏
で
は
な
く
こ
の
小
野
光
右
衛
門
（
お
よ
び
息
子
の
四

右
衛
門
）

だ
っ

た。

の
み
な
ら
ず、

文
治
は
青
年
期
を
通
じ
て
村
仕
事
な
ど
の
際、

小
野
の
指
示
と
指
導
に
従
っ
て
お
り、

小
野
の
死
後
も
深
い
敬
愛
の
念
を
い
だ
い
て

(
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い
た
と
い
う。

前
半
生
の
文
治
が
山
伏
の
民
俗
宗
教
的
活
動
と
ほ
と
ん
ど
関
わ
り
を
も
た
ず、

む
し
ろ
神
道
的
な
信
仰
に
ふ
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

は
、

こ
の
光
右
衛
門
の
思
想
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う。

以
上
の
こ
と
か
ら、

大
患
以
前
の
文
治
と
民
俗
宗
教
の
関
わ
り
は
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う。

民
俗
宗
教
と
の
関
わ
り
は
あ
る
程
度
あ
っ

た
が、

あ
ま
り
深
い

も
の
で
は
な
か
っ
た。

と
く
に
神
仏
習
合
的
な
要
素
の
濃
い
民
俗
宗
教、

す
な
わ
ち
山
伏
の
呪
術
祈
詩
や
憑
依
の
世
界
と
の
関
わ
り
は
う
す
か
っ
た。

大
患
以
前
の
文
治
と
民
俗
宗
教
と
の
関
わ
り
は、

ほ
ぽ
以
上
の
よ
う
な
も
の

し
か
し、

神
道
的

う゚

ヽ
と
し

お
そ
ら
く



文
治
の
石
鎚
講
と
の
出
会
い
と
は、

二、

石
鎚
講
と
の
出
会
い

な
信
仰
（
伊
勢
信
仰、

路）

に
は
ふ
れ
る
機
会
が
か
な
り
あ
っ
た。

こ
の
よ
う
な
文
治
の
信
仰
状
況
は、

民
俗
的
な
金
神
信
仰
に
近
づ
く
よ
う
に
な
っ
た―――
七
歳
の
頃
か
ら
変
化
の
ぎ
ざ
し
を
見

せ
始
め、

四
二
歳
の
大
患
の
病
床
に
お
い
て
大
き
な
転
回
を
と
げ
る
の
で
あ
る。

（
一
八
二
七
ー
六
八）
を
招
い
て
行
な
っ
た
巫
儀
で
の
体
験
を
指
し
て
い
る。

古
川
治
郎
は
赤
沢
家
と
同
族
の
古
川
家
の
次
男
で、

文
治
の
長
の
弟
で
も
あ
っ
た。

分
家
し

(
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て
一

家
を
構
え
て
い
た
が、

そ
の
耕
地
は
狭
く、

農
夫
と
し
て
の
生
活
は
順
調
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る。

そ
う
し
た
境
遇
に
も
促
さ
れ
て
か、

若
い
頃
か
ら
石
鎚
講

に
加
わ
る
よ
う
に
な
り、

早
く
も
先
達
の
資
格
を
得
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。

そ
れ
は
神
仏
習
合
的
な
民
俗
宗
教
（
の
ち
に
の
べ
る
よ
う
に
伝
統
的
な
教
派

修
験
道
と
は
い
く
分
性
格
を
異
に
す
る
が、

広
い
意
味
で
の
修
験
道
11
山
伏
の
宗
教
に
数
え
入
れ
る
こ
と
は
で
ぎ
よ
う）

の
呪
術
祈
疇
や
憑
依
の
世
界
へ
の
か
な
り
の
深

入
り
を
示
す
も
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
民
俗
宗
教
の
熱
心
な
信
仰
者
（
民
間
宗
教
家
と
よ
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う）

を
招
い
て
巫
儀
の
場
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
自
体

が、

す
で
に
文
治
の
な
か
で
民
俗
宗
教
に
対
す
る
態
度
の
変
更
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る。

す
な
わ
ち
文
治
は、

小
野
光
右
衛
門
的
な
山
伏
批
判
の
立

場
か
ら
離
れ、

民
俗
宗
教
の
呪
術
祈
薦
や
憑
依
の
世
界
の
意
義
を
す
で
に
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
態
度
の
変
更
は、

も
ち
ろ
ん
突
然
に
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い。

次
男
と
飼
い
牛
を
失
い、

他
の
子
供
た
ち
が
疱
癒
を
病
ん
だ＿―-
七
歳
の
普
請
の
際、

(
14)
 

金
神
に
詫
び
を
告
げ、

新
た
に
金
神
の
神
棚
を
設
け
た
と
き、

す
で
に
神
霊
と
親
し
く
交
わ
る
呪
術
祈
蒻
の
世
界
へ
の
第
一

歩
が
歩
み
出
さ
れ
て
い
た。

四
二
歳
の
厄
年

を
迎
え
た
正
月
に
あ
ち
こ
ち
の
神
仏
に
祈
願
を
重
ね、

と
り
わ
け
吉
備
津
宮
で
の
釜
占
い
の
結
果
に
強
く
心
を
動
か
さ
れ
た
の
も
こ
の
歩
み
の
延
長
線
上
の
出
来
事
で
あ

か
ん

(
15)

る。

こ
の
間
の
孤
独
な
迷
い
や
疑
い
の
な
か
で、

お
そ
ら
く
治
郎
の
熱
心
な
石
鎚
信
仰
に
も
心
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う。

悩
み
や
信
仰
の
こ
と
で
文
治
が
治
郎
と
言
葉
を
か
わ
し
た
の
は、

と、

治
郎
は
文
治
の
悩
み
や
信
仰
に
つ
い
て、

少
な
く
と
も、

田
三
七
歳
の
と
き
の
普
請
の
方
角
に
つ
い
て
不
安
を
感
じ
て
い
た
こ
と、

切
正
月
に
氏
神
に
「
厄
負
け
い

た
さ
ず
よ
う
に
御
願
い
申
し
あ
げ
」

と
祈
っ
た
こ
と、

切
吉
備
津
宮
の
釜
占
い
で
二
度
の
お
ど
う
じ

筑
波
大
学

神
職
神
田
筑
前
に
よ
る
祭
祀
や
祓
い、

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

四
二
歳
の
と
き
（
安
政
二
年、

第
六
号

（
釜
が
音
を
出
す
こ
と
で、

幸
運
の
予
兆
と
さ
れ
る）

が
あ
っ
た
の

J

の
巫
筏
が
初
め
て
だ
っ
た
の
で
は
な
い。

巫
儀
の
場
面
で
の
治
郎
の
神
が
か
り
の
言
葉
を
見
る

一
八
五
四）
、

自
ら
の
大
患
の
平
癒
の
た
め
に、

石
鎚
講
の
先
達
古
川
治
郎
（
五
郎
右
衛
門）

小
野
光
右
衛
門
の
日
柄
方
位
説
や
宗
教
観）

や
当
時
流
行
し
た
大
衆
的
群
参

＼
＼
 

ノ
ノ

（
お
か
げ
参
り、

四
国
遍



（
③）
。

（
（

 ）

門
は
原
注、
〔

」

の
符
号
は
引
用
者
の
挿
入、

以
下
同
様
）

を
「
も
の
案
じ
」

し
な
が
ら
帰
っ
て
き
た
こ
と、

を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
第
三
節
参
照）
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
治
郎
は
文
治
（
ま
た
は
文
治
の
妻
の
と
せ
）

と、

折
に
ふ
れ
て
語
り
あ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。

こ
と
に
よ
る
と、

こ
の
年
正
月
の
諸
社
寺
へ
の
お
参
り
な
ど
も、

治
郎
の
指
示
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ、

文
治
は
治
郎
を
通
じ
て
石
鎚
信
仰
の
価
値
を
あ
る
程
度
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う。

巫
低
を
通
じ
て
文
治
は、

そ
う
し
た
治
郎
の
信
仰
へ
の
共
感
を
確
認
し
、

決
定
的
な
も
の
に
す
る
の
で
あ
る。

巫
儀
の
場
面
に
つ
い
て
の
『
覚
』

の
記
述
の
前
半
に
お

い
て
、

す
で
に
こ
の
態
度
決
定
が
な
さ
れ
た
様
子
が、

鮮
明
に
描
写
さ
れ
て
い
る。

①
親
類
寄
っ
て
、

神
々
、

石
鎚
様
祈
念
願
い
申
し
あ
げ。

新
家
治
郎
子
の
年
へ
お
さ
が
り
あ
り。

②
「
普
請
わ
た
ま
し
〔
仮
移
転〕

に
つ
き、

豹
尾
・

金
神
へ

無
礼

③
妻
の
父
が、
「
当
家
に
お
い
て
金
神
様
お
さ
わ
り
は
な
い
」

と
申
し、
「
方
角
を
み
て
建
て
た
」

と
申
し。

建
て
た
ら、

こ
の
家
は
滅
亡
に
な
り
て
も、

亭
主
は
死
ん
で
も
大
事
な
い
か
」
、

と
仰
せ
ら
れ。

方
角
み
て
す
ん
だ
と
は
私
は
思
い
ま
せ
ん
。

以
後
無
礼
の
と
こ
ろ、

\
L
 

ノ
プ

④
「
そ
ん
な
ら、

方
角
み
て

⑤
私
び
っ

く
り
仕
り、

な
ん
た
こ
と
（
翌
賛）

言
わ
れ
る
じ
ゃ
ろ
う

い

ぬ

か
も
思
い
。

私
が
も
の
言
わ
れ
だ
し、

ね
ざ
に
て
お
断
り
申
し
あ
げ。

⑤
「
只
今
氏
子
の
申
し
た
は、

な
ん
に
も
知
ら
ず
申
し。

私
戌
の
年、

年
ま
わ
り
わ
る
し
、

お
お
い

え

な
ら
ん
と
こ
ろ
を
方
角
み
て
も
ら
い
、

何
日
何
日
と
申
し
て
建
て
ま
し
た
か
ら、

狭
い
家
を
大
家
に
仕
り、

ど
の
方
角
へ
ご
熊
礼
仕
り
候、

凡
夫
で
相
わ
か
ら
ず。

(
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こ
こ
へ
は
い
は
い
も
出
て
来
い
」

と。

い
た
し
」、

お
知
ら
せ。

]

内、

0
内
の
番
号、
「

お
断
り
申
し
あ
げ。
」

⑦
「
戌
の
年
は
え
い
。

こ
こ
で
話
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は、

文
治
の
次
男
が
死
ぬ
な
ど
の
不
幸
が
お
こ
っ
た
三
七
歳
の
普
請
の
際
の
日
柄
方
位
の
適
切
性
で
あ
る。

文
治
は
小
野
光
右
衛
門
の

日
柄
方
位
鑑
定
に
従
っ
て
普
請
を
行
な
っ
た
の
だ
が、

山
伏
の
呪
術
祈
篇
や
憑
依
信
仰
と
結
び
つ
い
た
日
柄
方
位
観
か
ら
す
る
と、

そ
れ
は
豹
尾
（
八
将
神
の
一
）

と
金

(
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神
の
と
ど
ま
る
方
向
を
侵
す
誤
っ
た
や
り
方
で
あ
っ
た。

神
が
か
っ
た
治
郎
は、

ま
ず
こ
の
こ
と
を
と
が
め
る
（
②）
。

こ
れ
に
対
し
「
妻
の
父
」

す
な
わ
ち
治
郎
の
父
で

も
あ
る
古
川
八
百
蔵
は、

小
野
の
指
示
に
従
っ
た
普
請
が
金
神
の
怒
り
を
か
う
は
ず
は
な
い
と
し
て
、

治
郎
（
の
神
11
石
鎚
権
現
）

の
主
張
を
躊
躇
な
く

し

り

ぞ

け
る

一

方
文
治
は、

小
野
の
指
示
の
適
切
性
を
は
っ

き
り
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

治
郎
の
主
張
を
よ
り
強
く
肯
定
し
、

普
請
の
や
り
方
に
非
が
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
こ
と
を
認
め
る
（
⑤）
。

こ
れ
が
治
郎
（
の
神
）

の
賞
讃
を
受
け
る
の
で
あ
る
（
⑦）
。

こ
こ
で
八
百
蔵
と
文
治
は、

普
請
の
や
り
方
の
適
切
性
に
つ
い
て
異
な
る
見
方
を
と
っ
て
い
る
と
同
時
に
、

治
郎
の
神
が
か
り
の
真
正
性
に
つ
い
て
も
対
立
す
る
立
場

に
立
っ
て
い
る。

神
が
か
っ
た
治
郎
に
対
す
る
八
百
蔵
の
反
駁
（
③）

民
俗
宗
教
の
楠
造
的
変
動
と
新
宗
教

は、

治
郎
の
語
る
言
葉
が
万
事
を
見
通
す
神
の
言
疵
で
あ
る
こ
と
を
ま
っ
こ
う
か
ら
否
定
す
る
も

よ
し。



の
宗
教
的
体
験
と
し
て
心
に
刻
印
さ
れ
る。

(
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の
で
あ
る。

庄
屋
小
野
光
右
衛
門
の
手
足
と
な
る
村
の
役
職
を
長
年
勤
め
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と、

八
百
蔵
も
小
野
の
精
神
的
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り、

山

伏
の
宗
教
に
懐
疑
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。

と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

が
か
り
の
言
築
が、

真
正
な
神
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
疑
っ
て
い
な
い
。

そ
し
て
、

治
郎
と
八
百
蔵
の
立
場
が
き
び
し
く
対
立
し
て
い
る
の
を
見
る
や、

蔵
は
事
伯
を
知
ら
な
い
の
だ
と
し
て
八
百
蔵
を
弁
護
す
る
形
を
と
っ
て
、

実
は
治
郎
の
立
場
を
支
持
し
、

治
郎
（
の
神）

を
苦
境
か
ら
救
う
の
で
あ
る。

こ
の
文
治
の
と

り
な
し
に
よ
っ
て
、

巫
低
は
そ
の
後
治
郎
の
導
く
ま
ま
に
滞
り
な
く
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は、

文
治
の
山
伏
的
な
呪
術
祈
誨
的
民
俗
宗
教
へ
の
転
回
が
二
重
の
意
味
で
確
認
さ
れ
て
い
る。

す
な
わ
ち、

□
日
柄
方
位
鑑
定
の
内
容
に
つ
い

て
、

切
治
郎
の
神
が
か
り
の
真
正
性
に
つ
い
て
で
あ
る。

こ
の
転
回
は、

神
と
親
し
く
ふ
れ
あ
い
、

向
き
あ
う
こ
と
が
で
き
た
感
動
に
伴
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

神
の
賞
讃
と
親
し
い
語
り
か
け
に
応
じ
て
神
前
に
進
み
出
る
こ
と
が
で
ぎ
た
こ
と
（
⑦）
は、

ぎ
っ
て
い
く
さ
ま
を
表
現
し
て
い
る。

神
と
ふ
れ
あ
い
え
た
感
動
に
よ
っ
て
、

神
と
全
身
で
向
き
あ
う
姿
勢
が
自
然
に
形
づ
く
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る。

感
動
を
さ
ら
に
強
め
、

文
治
の
民
俗
宗
教
と
の
関
わ
り
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
の
は、

こ
れ
に
続
く
治
郎
（
の
神
）

の
言
菓
で
あ
る。

⑧
「
今
言
う
た
氏
子
の
心
得
違
い
。

其
方
は
行
届
き。

⑨
正
月
朔
日
に
、

氏
神
広
前
ま
い
り
来
て
、

ど
の
よ
う
に
手
を
合
わ
せ
て
頼
ん
だ
ら（
囀
[)。

氏
神
は
じ
め
神

ま
‘

々

|

み
な
こ
こ
へ

来
と
る
ぞ。
•
…••
『
戌
の
年、

当
年
四
十
ニ
オ、

厄
年。

厄
負
け
い
た
さ
ず
よ
う
に
御
願
い
申
し
あ
げ
』、

番
て
い
、

熱
病
で
は
助
か
ら
ん
で
、

り、

も
の
案
じ
い
た
し
て
も
ど
ろ
う
が
（
狂
竺〗
た）。

病
気
の
知
ら
せ
い
た
し。

⑫
信
心
せ
ね
ば
厄
負
け
の
年。

百
巻
今
夕
に
あ
げ」
、

と
お
知
ら
せ
。

妻
に
、

に

ち
に

ち

〔
子
〕
が、

戌
の
年
頭
の
上
を、

昼
の
九
つ
（
戸）

に
は
日
々

舞
う
て
通
っ
て
や
り
ょ

う
る
ぞ
（
竺
〗
5)。

⑮
戌
の
年、

戌
の
年
一

代
ま
め
で
（
嗅
ご

米
を
食
わ
し
て
や
る

く
ち

ぞ
」

と、

う
え
〔
古
川
家
を
指
す〕

の
五
郎
右
衛
門
口
で
言
わ
せ
な
さ
れ。

⑯
持
っ

と
る
幣
が、

五
穀
の
上、

へ

ぎ
（
へ

ぎ
板
の
小
さ
な
盆
）

の
上、

手
を
ひ
き
っ

(
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け、

幣
に
大
豆
と
米
と
が
つ
い
て
上
が
り。
「
盆
を
う
け、

こ
れ
を、

戌
の
年
に
、

粥
に
た
い
て
食
わ
せ
い
」、

と
仰
せ
つ
け
ら
れ
候。
（
『

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

の
ど
け
に
神
が
ま
つ
り
か
え
て
や
り。

信
徳
を
も
っ
て
神
が
助
け
て
や
る。

⑪
吉
備
津
宮
に
っ
く
う
（
畔）
二
度
の
お
ど
う
じ
あ

げ
ん

五
月
朔
日
験
を
や
る。

「
石
鎚
へ
、

神
に
語
り
か
け
よ
う
と
し
て
、

第
六
号

衣
装
き
か
え
て
、

七
日
の
ご
ち
そ
う、

香、

燈
明
い
た
し
、

』

の
符
号
も
引
用
者
の

し
か
し、

こ
の

お
広
前
五
殻
お
供
え
あ
げ
い
。

⑭
日
天
四

⑬
金
神、

神
々
へ

礼
に
心
経

と
願
い
。

⑩
戌
の
年
男
は
熱
病
の

文
治
の
気
力
の
回
復
に
よ
っ
て

肉
体
の
す
み
ず
み
へ
と
徐
々
に
力
が
み
な

一

っ

ま
た、

息
子
が
家
業
を
軽
ん
じ
て
石
鎚
信
仰
に
熱
中
す
る
こ
と
も、

堅
気
な
八
百
蔵
の
気
に
染
ま
ぬ
こ

八
百
蔵
に
と
っ
て
治
郎
の
神
は、

怪
し
げ
な
憑
霊
と
大
差
な
い
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る。

こ
れ
に
対
し
、

文
治
は
治
郎
の
神

九
〇

八
百

こ
れ
ま
で
ふ
さ
が
れ
て
い
た
の
ど
か
ら
に
わ
か
に
声
が
で
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
（
⑤)
、



い
る
と
信
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る。

伏
は
神
や
霊
の
発
言
を
注
意
深
く
統
御
し、

J

の
よ
う
な
神
観
念
の
性
格
は
、

し
て
い
る
（
⑥‘

⑪、

⑬、

⑭)
。

は
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
る。

状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
整
え
て
い
く。

九

巫
低
の
場
面
で
最
終
的
権
威
を
も
っ
て
い
る
の

は、

実
は
巫
儀
の
形
式
の
な
か
に
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る。

J

の
石
鎚
権
現
の
顕
現
は、

神
や
霊
自
身
と
い
う
よ

こ
こ
で
治
郎
を
通
し
て
現
れ
て
い
る
神
(
11
石
鎚
権
現
）

の
性
格
に
は、

注
目
す
べ

き
点
が
少
な
く
な
い
。

第
一

に
、

人
間
の
身
近
に
あ
り、

人
間
の
ふ
る
ま
い
を
つ

ぶ
さ
に
見
届
け
て
い
る
存
在
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。

正
月
に
文
治
が
あ
ち
こ
ち
で
願
っ
た
こ
と
が
ら
は
、

神
が
は
っ

き
り
聞
き
届
け
て
お
り、

文
治
の
思
い

挿
入、
（

（
⑨‘

⑩)
。

ま
た
、

神
は
太
陽
と
い
う
形
を
と
っ
て
、

を、

神
の
善
意
に
よ
っ
て
軽
減
さ
れ
た
も
の
で
あ
り、

日
々
、

人
々
の
生
活
を
見
守
っ
て
い
る
（
⑭)
。

第
二
に
、

人
間
を
救
け
よ
う
と
す
る

明
確
な
意
志
と、

救
済
を
実
現
す
る
強
い
威
力
を
も
つ

存
在
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ

と
で

あ
る。

現
在、

文
治
が
腎
し
ん
で
い
る
病
は、

本
来
も
っ
と
重
い
は
ず
な
の

し
た
が
っ
て
ま
も
な
く
快
癒
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
（
⑩‘

⑫)
、

今
後
も
神
が
健
康
で
豊
か
な
生
活
を
保
障
す
る
こ

と
（
⑮）

が
は
っ

き
り
と
語
ら
れ、

そ
れ
を
裏‘、
つ
け
る
か
の
よ
う
に
奇
跡
が
示
さ
れ
る
（
⑮）
。

第
三
に
、

す
べ
て
の
神
々
に
通
じ
る
包
括
的
な
神
性
と
し
て
現
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る。

氏
神、

吉
備
津
宮、

金
神、

日
天
子
は
じ
め
す
べ
て
の
神
々
は
こ
の
場
に
臨
ん
で
お
り、

治
郎
の
神
と
ま
っ

た
＜
等
し
い
善
意
を
も
っ
て
人
間
に
あ
い
対

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

氏
神
や
吉
備
津
宮
の
意
志
を
次
郎
の
神
が
代
弁
し
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
（
⑨‘

⑪)
、

こ
れ
ら
の
神

々
と
次
郎
の
神
の
間
の
区
画
は
し
ば
し
ば
取
り
払
わ
れ、

融
合
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る。

が
、

助
係
者
一

同
を
前
に
神
の
言
葉
を
語
り
か
け
る
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
た。

神
は
特
定
の
対
話
者
の
問
い
か
け
に
促
さ
れ
て
限
定
さ
れ
た
内
容
の
応
答
を
す
る
の
で

は
な
く、

自
ら
状
況
の
全
体
を
把
握
し、

そ
の
状
況
全
体
に
向
け
て
直
接
に
そ
の
意
志
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
形
式
を
と
る
と
き、

神
は
明
確
な
怠
志

を
表
明
し
て
、

集
団
全
体
を
導
く
存
在
と
し
て
現
れ
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う。

こ
の
よ
う
な
神
観
念
と
巫
低
の
形
式
の
特
徴
は
、

新
宗
教
の
発
生
期
の
そ
れ
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
り、

伝
統
的
な
民
俗
宗
教、

と
く
に
教
派
修
験
道
に
お
け
る
そ
れ

と
は
か
な
り
性
格
を
異
に
し
て
い
る。

伝
統
的
な
民
俗
宗
教
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
典
型
的
な
巫
儀
は、

霊
媒
（
よ
り
ま
し
）

ま
た
は
病
者
に
の
り
う
つ
っ
た
神
や
霊
に

(
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山
伏
が
問
い
か
け、

必
要
な
答
を
ひ
き
出
す
憑
祈
詩
で
あ
る。

そ
こ
で
の
神
や
霊
の
発
言
は、

山
伏
と
い
う
対
訊
者
の
問
い
か
け
が
は
め
る
枠
の
内
で
行
な
わ
れ
る。

1

り、

山
伏
と
山
伏
が
体
現
し
て
い
る
既
存
の
宗
教
的
伝
統
で
あ
る。

山
伏
は
修
行
と
学
署
を
通
じ
て
、

神
や
霊
を
統
御
す
る
に
1几

る
験
力
と
宗
教
的
伝
統
を
身
に
つ
け
て

民
俗
宗
教
の
構
造
的
変
動
と
新
宗
教

）

内
は
巻
末
注
釈
も
含
む
）

巫
低
を
主
宰
す
る
先
迩
自
ら



筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

憑
依
す
る
の
が
人
間
に
対
し
て
恩
恵
を
も
た
ら
し
う
る
存
在
（
神
）

で
あ
る
場
合
で
も、

そ
れ
は
人
間
に
身
近
な
包
括
的
救
済
神
と
は
な
り
え
な
い
。

本
来
の
救
済
者

で
あ
る
仏
や
菩
薩
が
直
接
巫
儀
に
顕
現
す
る
こ
と
は
な
く、

か
わ
り
に
部
分
的
な
機
能
を
担
っ
た
神
々
（
と
き
に
菩
薩
と
よ
ば
れ
る
こ
と
は
あ
る
に
し
ろ
）

が
、

限
ら
れ

能
・

知
識
の
体
系
や
堅
固
な
位
階
制
を
も
つ

組
織
と
い
う
救
済
装
置
が
横
た
わ
っ
て
お
り、

救
済
の
源
泉
は、

そ
う
し
た
救
済
装
置
の
な
か
に
あ
る。

神
の
役
割
は、

少

な
く
と
も
た
て
ま
え
上
は、

救
済
装
置
の
働
き
を
円
滑
に
し
た
り、

守
護
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、

と
信
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る。

伝
統
的
民
俗
宗
教
の
巫
儀
や
神
観
の
こ
う
し
た
性
格
と
文
治
が
出
会
っ
た
石
鎚
講
の
そ
れ
と
の
相
違
は、

民
俗
宗
教
の
内
部
で
の
構
造
的
変
動
を
例
示
す
る
も
の
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る。

文
治
が
た
ま
た
ま
ふ
れ
た
石
鎚
講
先
達
に
よ
る
巫
骰
は、

特
殊
な
突
発
的
現
象
な
の
で
は
な
く、

石
鎚
講
の
宗
教
活
動
の
全
体
的
性
格
を
反
映
す

る
も
の
で
あ
ろ
う。

こ
こ
で
は、

石
鎚
講
の
性
格
を
典
型
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、

石
鎚
講
の
も
っ

と
も
重
要
な
祭
典
で
あ
る
「
お
山
開
き
」

と
組
織
の
特
徴
を
示
す
先

お
山
開
き
は
神
仏
分
離
以
前
は
石
鎚
山
別
当
前
神
寺
の
主
管
下
に
、

ふ
も
と
の
前
神
寺、

中
腹
の
常
住
舎
（
成
就
社）
、

ま
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り、

そ
の
中
心
は
「
お
上
り
」

と
「
お
下
り
」

の
二
つ
の
行
事
で
あ
る。

森
正
史
は
こ
の
二
つ
の
行
事
の
か
つ
て
の
あ
り
さ
ま
を
次
の
よ
う

:
…•
お
上
り
は
頂
上
弥
山
に
蔵
王
権
現
を
奉
遷
し
て
開
帳
し
、

自
然
の
霊
域
で
心
ゆ
く
ま
で
加
護
冥
助
を
直
接
的
に
請
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る。

旧
五
月
晦
日
に

前
神
寺
か
ら
仏
像
三
鉢
を
唐
櫃
に
納
め
て
、

信
者
の
奉
仕
で
常
住
舎
に
遷
し
、

翌、

朔
日
の
朝
弥
山
に
奉
安
す
る。

こ
の
と
き
信
者
た
ち
は
仏
像
を
拝
戴
し
よ
う
と

し
て
蒋
い
合
い
を
し
、

熱
狂
的
な
信
仰
世
界
を
現
出
す
る
の
で
あ
る。

…
…
お
く
だ
り
行
事
（
下
山
）

は、

仏
像
を
弥
山
か
ら
本
寺
に
遷
す
行
事
で
、

仏
像
が
山
門

に
到
着
す
る
と、

長
い
参
道
に
信
者
た
ち
は
土
下
座
し
て
「
走
り
込
み
」

を
待
つ
の
で
あ
る。

仏
像
を
納
め
た
唐
櫃
が
信
者
の
頭
上
を
通
り
抜
け
て
ゆ
く
と、

そ
の

(
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と
き
信
者
は
一

様
に
合
掌
念
仏
を
申
し
て
奉
迎
し
つ
つ
、

随
喜
の
涙
を
流
す。

祭
典
が
浪
出
す
る
大
衆
的
熱
狂
が
、

参
加
者
に
石
鎚
権
現
の
霊
現
の
あ
ら
た
か
さ
を
確
信
さ
せ
る
さ
ま
が
う
か
が
わ
れ
よ
う。

石
鎚
諧
は
こ
う
し
た
熱
狂
的
な
宗
教
的
昂

揚
の
雰
皿
気
を
伴
う
集
団
だ
っ

た。

に
描
き
出
し
て
い
る。

達
制
度
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

た
現
象
に
つ
い
て
、

い
う
ま
で
も
な
く
伝
統
的
な
民
俗
宗
教
に
は、

こ
う
し
た
熱
狂
は
な
い
。

石
鎚
講
の
組
織
の
特
徴
は、

長
い
期
間
に
わ
た
る
修
練
と
学
習
を
経
た
専
門
的
山
伏
で
は
な
く、

半
ば
俗
人
で
あ
る
大
衆
的
信
仰
者
が
積
極
的
に
行
動
す
る
大
衆
的
な

限
ら
れ
た
意
志
を、

山
伏
の
解
釈
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
形
で
語
る
の
で
あ
る。

第
六
号

頂
上
弥
山
を
舞
台
に
、

神
と
人
間
の
間
に
は、

九

六
月
一

日
か
ら
三
日

一

定
の
手
順
を
ふ
ん
で
習
得
さ
れ
る

技



組
織
で
あ
る
点
に
あ
る。

た
と
え
ば
、

古
川
治
郎
は
二
八
歳
で
先
逹
と
し
て
巫
儀
を
主
宰
し
た
の
だ
が、

彼
は
特
定
の
寺
院
で
長
期
の
修
行
を
行
な
っ
た
わ
け
で
も
な
け

れ
ば
、

家
業
で
あ
る
脹
業
を
他
の
家
族
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
も
な
い
、

ま
っ
た
く
の
俗
人
だ
っ
た。

江
戸
時
代
の
組
織
形
態
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
か
ど

う
か
定
か
で
な
い
が、

現
在
の
石
鎚
信
仰
で
は
五
年
以
上
登
拝
し
た
も
の
が
先
達
の
資
格
を
得、

会
符
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
、

先
達
の
資
格
を
も
つ
者
は
か

な
り
の
数
に
の
ぼ
る。

岡
山
県
西
部
に
勢
力
を
張
る
鴨
方
の
東
洋
大
心
浅
口
教
会
（
石
鎚
本
教
所
屈
）

で
は、

昭
和
四
五
年
ご
ろ
一
、

五
八
一

人
の
先
逹
が
登
録
さ
れ
て

（
泣）

お
り、

そ
の
う
ち
鴨
方
に
三
一

五
人、

六
条
院
に
六
三
人、

金
光
に
八
九
人
が
い
る
（
こ
の
三
地
域
を
合
わ
せ
た
も
の
と
ほ
ぼ
重
な
り
あ
う
と
思
わ
れ
る
金
光
町、

鴨
方

町
両
町
の
こ
の
年
の
全
人
口
は
二
六、

六
0
三
人
で
あ
る）
。

は、

熱
心
な
俗
人
信
徒
が
じ
き
に
先
逹
す
な
わ
ち
布
教
者
と
し
て
の
資
格
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が、

こ
れ
は
江
戸
時
代
以
来
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る。

ま
た、

先
達
は
村
の
な
か
で
講
を
組
織
し
、

月
々
に
お
山
講
を
催
し、

常
夜
灯
を
建
立
す
る
な
ど
し
て
生
活
に
密
着
し
た
宗
教
活
動
を
行
な
う。

こ

れ
ら
の
先
逹
が
結
集
し、

布
教
の
拠
点
と
な
る
寺
院
は
先
達
所
と
よ
ば
れ
る。

石
鎚
の
先
逹
は
大
衆
的
信
徒
と
異
な
る
生
活
様
式
を
も
つ

寺
院
の
住
人
と
い
う
よ
り、

大

衆
的
信
仰
者
と
と
も
に
、

講
や
先
達
所
で
の
活
動
を
通
じ
て
宗
教
的
経
験
を
積
む
俗
人
の
熱
心
家
な
の
で
あ
る。

こ
れ
も、

宗
教
家
と
俗
人
と
の
距
離
が
大
き
い
伝
統
的

民
俗
宗
教
と
異
質
で
あ
る。

(
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以
上
の
よ
う
な
石
鎚
謂
の
特
徴
は、

こ
の
民
俗
宗
教
に
お
い
て
、

霊
的
な
威
力
（
霊
威
11
カ
リ
ス
マ
）

の
昂
揚
が
尊
ば
れ、

ま
ざ
ま
に
開
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。

そ
れ
は
富
士
講
や
御
岳
講、

か
形
を
か
え
て
見
出
さ
れ
る
共
通
の
性
格
で
あ
る。

江
戸
期
に
は
こ
れ
ら
新
し
い
形
の
大
衆
的
民
俗
宗
教
が、

宗
教
運
動
の
よ
う
な
形
で
、

先
進
地
幣
を
中
心
に
全
国
に

広
ま
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る。

そ
し
て
、

そ
れ
は
明
治
前
中
期
の
新
宗
教
の
急
成
長
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
く。

上
に
あ
げ
た
石
鎚
講
の
特
徴
は、

多
く
の
点
で
そ
の

ま
ま
成
長
期
の
新
宗
教
の
特
徴
と
も
重
な
り
あ
う。

俗
宗
教
だ
っ
た
の
で
あ
る。

民
俗
宗
教
の
楷
造
的
変
動
と
新
宗
教

お
そ
ら
く
こ
の
数
は、

九

ひ
い
て
は
伊
勢
群
参
（
お
か
げ
参
り、

え
え
じ
ゃ
な
い
か
）

や
四
国
遍
路
に
も、

い
く
ら

お
山
開
き
は
新
宗
教
の
大
衆
的
記
念
祭
に
、

先
達
は
新
宗
教
の
布
教
者
に、

先
達
所
は
新
宗
教
の
教
会
や
支
部
に
対

応
す
る
も
の
と
い
え
よ
う。

大
患
の
病
床
で
文
治
が
出
会
っ
た
の
は
伝
統
的
民
俗
宗
教
で
は
な
く、

こ
の
よ
う
な
宗
教
運
動
的
な
性
格
を
も
っ
た
新
し
い
形
の
大
衆
的
民

一

般
の
俗
人
が
そ
れ
に
参
加
す
る
道
が
さ

熱
心
な
信
仰
者
の
総
数
と
大
差
な
い
も
の
で
あ
り、

現
代
の
石
鎚
信
仰
に
お
い
て



自
己
と
神
と
の
感
懐
を
挿
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
よ
う 。

大
患
以
後
の
信
境
展
開
と
石
鎚
講

大
患
の
病
床
で
の
石
鎚
講
と
の
出
会
い
は 、

文
治
が
民
俗
宗
教
の
呪
術
・

祈
藉
や
憑
依
の
世
界
に
身
を
投
じ
る
決
定
的
な
転
換
点
と
な
っ
た 。

文
治
自
身
に
と
っ

て
、

こ
の
出
来
事
が
生
涯
の
転
換
点
と
し
て
重
大
な
意
味
を
も
っ

た
こ
と
は 、

こ
こ
ま
で
書
い
て
か
ら 、

に
、

神
仏
に
は
口
も
な
し 。

嬉
し
い
や
ら
悲
し
い
や
ら 。

し
ん
ぷ
つ

(
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り 、

思
う
て
神
仏
悲
し
ゅ
う
な
り
た
の

。
」

文
治
自
身
に
と
っ
て
こ
の
出
来
事
の
主
要
な
意
味
は 、

初
め
て
神
と
親
し
く
交
わ
る
こ
と
が
で
ぎ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が 、

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を 、

宗
教
的
発
生
基
盤

と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら 、

民
俗
宗
教
の
世
界
へ
の
参
入
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る 。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は 、

民
俗
宗
教
の
世
界
へ
の
参
入
と
い
っ
て
も 、

文
治
が
そ
の
ま
ま
石
鎚
講
の
熱
心
な
信
徒
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

じ
つ

で
あ
る 。

大
患
の
の
ち
も
文
治
は
健
康
が
す
ぐ
れ
ず 、
「
病
気
難
渋
の
こ
と
思
い

、

月
の
朔
日
十
五
日
二
十
八
日
三
日 、

朝
の
間
か
け
て

(
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御
礼
申
し
あ
げ 、

神
々
様
ご
信
仰
仕
り 、

願
い
あ
げ
奉
り
」 、

と
い
う
よ
う
な
信
心
を
続
け
た 。

こ
の
参
詣
や
祈
願
が
ど
の
よ
う
な
神
々
へ
の
も
の
で

あ
っ
た
か
定
か
で

(
27)
 

な
い
が 、

近
隣
の
石
鎚
権
現
社
も
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は 、

充
分
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る 。

し
か
し
そ
の
ほ
か
に

、

石
鎚
信
仰
の
宗
教
行
動
を
思
わ
せ

る
記
録 、

い
わ
ん
や
石
鎚
講
の
活
動
に
加
わ
っ
た
と
か
石
鎚
山
に
登
拝
し
た
と
か
の
記
録
は 、

か
ん
と
り
し
げ

そ
の
後
の
数
年
の
文
治
の
信
境
の
展
開
は 、

石
鎚
講
に
お
い
て
で
は
な
く 、

金
神
信
仰
の
シ
ャ
ー

マ
ン
的
職
能
者
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
た
実
弟
の
香
取
繁
右
衛
門
と
の

接
触
を
通
し
て
進
め
ら
れ
て
い
く 。

こ
こ
で
は 、

繁
右
衛
門
の
金
神
信
仰
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
紹
介
す
る
余
裕
が
な
い
が 、

必
要
最
少
限
と
思
わ
れ
る

(
28)
 

範
囲
で

、

そ
の
宗
教
活
動
の
あ
り
方
を
素
描
し
て
お
こ
う 。

繁
右
衛
門
の
金
神
信
仰
は
他
の
金
神
祈
薦
者
の
信
仰
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
り 、

他
に
も
同
様
の
金
神
祈
薦
者
が
近
辺
に
い
く
人
か
い
た
よ
う
で
あ
る
が 、

ん
シ
ャ
ー

マ
ソ
的
職
能
者
と
な
っ
て
の
ち
は 、

こ
れ
ら
の
職
能
者
相
互
が
直
接
ふ
れ
あ
っ
て
宗
教
的
交
流
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る 。

彼

三
、

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
六
号

ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
た
じ
ゃ
ろ
う
か
と
思
い

、

『
覚』

の
記
述
の
途
中
で

、

ま
っ
た
く
見
出
し
え
な
い
の
で
あ
る 。

一

日
と
思
い
つ
き
て

、

氏
子
が
助
か
り 、

九
四

し、
っ

神
様
へ

神
が
助
か
る
こ
と
に
な

お
の
ず
と
悲
し
ゅ
う
に
相
成
り

候 。
「
金
光
大
神 、

其
方
の
悲
し
い
の
で
な
し 。

神
仏 、

天
地
金
乃
神 、

歌
人
な
ら 、

歌
な
り
と
も
詠
む

大
き
な
た
め
息
を
つ
く
か
の
よ
う
に
丸
印
を
付
し 、

次
の
よ
う
に



の
で
あ
る。

以
上
二
つ
の
理
由
は
相
互
に
結
び
つ
い
て
お
り、

ら
は
う
わ
さ
を
聞
い
て
訪
れ
る
参
問
者
た
ち
の
私
的
な
悩
み
に
耳
を
頌
け、

金
神
に
祈
り
を
さ
さ
げ、

金
神
が
与
え
る
予
言
や
指
示
を
彼
ら
に
伝
え
て
い
た。

そ
こ
で
は

石
鎚
講
の
場
合
は
ま
だ
残
っ
て
い
た
、

伝
統
的
社
寺
や
そ
の
背
後
の
伝
統
的
権
威
と
の
つ
な
が
り
が、

今
―

つ

取
り
除
か
れ
て
い
る。

そ
の
意
味
で
、

霊
的
な
威
力
（
カ

リ
ス
マ
）

が
直
接
発
現
す
る
度
合
が
さ
ら
に
高
め
ら
れ
て
い
る。

流
を
通
じ
て
信
仰
を
深
め
た
末
に
、

自
ら
も
同
様
の
活
動
形
態
を
も
つ
シ
ャ
ー
マ
ン

的
職
能
者
の
一

人
と
な
る
に
至
る
の
で
あ
る。

分
な
答
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、

と
い
う
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う。

治
郎
の
（
神
の
）

言
菓
は、

九
五

し
か
し
一

方、

こ
の
霊
的
な
威
力
が
及
ぶ
範
囲
は、

主
と
し
て
参
問
者
の
私
的
な
悩
み
の
範
囲
に
限
定

さ
れ
て
お
り、

石
鎚
講
に
お
け
る
よ
う
に
大
衆
に
対
す
る
壮
大
な
神
の
威
力
の
顕
現
が
演
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
う
し
た
宗
教
活
動
の
形
態
は、

現
代
の
東
北
地
方

の
ゴ
ミ
ソ
や
カ
ミ
サ
ソ
、

南
島
地
方
の
ユ
タ
や
カ
ソ
カ
カ
リ
ヤ
ー
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

文
治
は
こ
う
し
た
活
動
形
態
を
も
つ

金
神
祈
繭
者
と
の
交

大
患
以
後
の
文
治
が、

こ
う
し
た
シ
ャ
ー
マ
ン

的
職
能
者
の
信
仰
に
あ
ら
た
め
て
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
信
境
を
展
開
さ
せ
る
こ

と

が
で

き、

石
鎚
講
に
深

く
関
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

第
一

に
、

大
患
の
際
の
巫
儀
に
お
い
て
治
郎
が
語
っ
た
石
鎚
権
現
の
言
菓
は、

文
治
の
宗
教
的
悩
み
の
す
べ
て
に
充

そ
の
と
き
文
治
が
苦
し
ん
で
い
た
の
ど
け
の
病
と
三
七
歳
の
と

き
の
苦
難
に
つ
い
て
は
一

定
の
説
明
を
与
え
て
い
た
が、

文
治
が
思
い
悩
ん
で
い
た
の
は、

赤
沢
家
と
そ
こ
で
の
文
治
自
身
の
運
命
の
全
体
で
あ
っ
た。

そ
れ
に
つ
い
て

文
治
は
す
で
に
孤
独
な
思
考
を
積
み
重
ね
て
お
り、

そ
れ
は
文
治
以
外
の
人
々
が
容
易
に
推
測
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な、

き
わ
め
て
私
的
な
観
念
領
域
に
関

(
29)
 

わ
る
も
の
で
あ
っ
た。

神
が
か
っ
た
金
神
祈
焉
者
と
の
対
話
は、

そ
う
し
た
私
的
な
観
念
に
明
確
な
形
を
与
え
る
た
め
の
場
を
つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
が、

同
様
の
機
能

を
果
た
し
う
る
よ
う
な
宗
教
活
動
の
形
態
が
石
鎚
講
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る。

第
二
に
、

文
治
の
そ
れ
ま
で
の
精
神
的
経
歴
か
ら
し
て
、

石
鎚
講
の
集
団
的

な
宗
教
活
動
に
身
を
投
じ
る
に
は
あ
る
種
の
抵
抗
が
感
じ
ら
れ
た
だ
ろ
う、

と
い
う
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る。

文
治
は
す
で
に
四
二
歳
で
あ
り、

小
野
光
右
衛
門
ら
の
影
響

を
受
け
な
が
ら、

す
で
に
―

つ
の
生
活
様
式
を
確
立
し
て
し
ま
っ
て
い
た。

熱
狂
的
な
雰
囲
気
を
も
つ
石
鎚
講
に
身
を
投
じ
る
こ
と
は、

そ
う
し
た
生
活
様
式
に
急
激
な

(
30)
 

変
更
を
迫
る
で
あ
ろ
う。

生
来
慎
重
で
穏
健
な
上
に
、

通
俗
道
徳
的
な
自
己
規
律
を
か
な
り
身
に
つ
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
文
治
が、

そ
う
い
う
歩
み
方
を
好
ま
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は、

容
易
に
想
像
が
つ
く。

文
治
が
宗
教
的
歩
み
を
進
め
る
た
め
に
は、

あ
る
腫
の
個
人
主
義
を
許
容
す
る
よ
う
な
宗
教
活
動
の
形
態
が
必
要
だ
っ
た

二――口
で
い
え
ば
、

文
治
の
宗
教
性
が
宗
教
的
孤
独
と
い
う
形
で
す
で
に
育
て
ら
れ
て
お
り、

そ
れ
を
さ
ら

に
深
め
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
と
ろ
こ
ま
で
来
て
い
た、

と
い
う
こ
と
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
比
喩
的
に
い
え
ば、

石
鎚
諧
は
文
治
を
民
俗
宗
教
の
呪
術
祈
蒻
と
憑
依
の
世
界
に
ひ
き
い
れ
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
の
ち、

バ
ト
ン
を
ジ
ャ
ー
マ
ソ

民
俗
宗
教
の
構
造
的
変
動
と
新
宗
教



こ
と
が、 (5) (4) (3) 切

日
天
四
の
縁
日
が
定
め
ら
れ
て
い
た
—
|
た
母
月
九、

(1) 

あ
っ
た。

へ
帰
る
と
考
え
ら
れ
た
—
|
肉
体
は
土
に
帰
り、

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

魂
は

-

0
日
が
金
光
様
（
金
光
大
神
11
文
治）
、

ま
た
は
天
に
帰
る
と
し
た
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る。

的
職
能
者
の
金
神
信
仰
に
わ
た
し
て、

じ
き
に
身
を
ひ
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う。

そ
の
意
味
で
石
鎚
講
の
果
た
し
た
役
割
は、

し
か
し
そ
の
こ
と
は、

石
鎚
講
と
の
出
会
い
の
経
験
が
そ
の
後
の
文
治
の
信
境
展
開
に、

持
続
的
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い。

治
郎
の
神
の
記
憶
は
文
治
の
心
の
な
か
で
強
く
生
き
続
け、

の
ち
の
金
光
教
信
仰
に
受
け
つ
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る。

(
31)
 

こ
の
こ
と
は、

文
治
の
日
天
四
（
子）

信
仰
に
関
す
る
岩
本
徳
雄
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る。

岩
本
に
よ
れ
ば、

石
鎚
講
の
巫
儀
で
出
会
っ
た
日
天
四

に
対
す
る
信
仰
が、

そ
の
後
の
文
治
の
信
仰
の
な
か
で
大
き
な
位
置
を
し
め
て
い
る
と
い
う。

こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
岩
本
が
あ
げ
て
い
る
事
が
ら
は、

次
の
よ
う
に

要
約
さ
れ
よ
う。

文
治
は
熱
心
に
日
拝
を
実
修
し
て
い
た
ー
ー
1

あ
る
伝
承
に
よ
れ
ば、

文
治
は
安
政
五
年
（
一

八
五
八
）

の
土
用――-
0
日
間、

を
行
な
っ
た。

ま
た、

こ
の
よ
う
な
長
時
間
の
日
拝
は
別
と
し
て、

朝
昼
夕
三
度
の
日
拝
は
継
続
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た。

ま

一

時
的
過
渡
的
な
も
の
で

二
―
‘

二
二
日
が
金
神
様、

三
二、

二
四
日
が
日
月
様
の
縁

日
で
あ
る
と
し
た
資
料、

ま
た
二
四
日
が
日
天
四
の
縁
日
で
あ
る
と
し
た
資
料
が
あ
る。

、
、
、
、

日
天
四
が
お
知
ら
せ
（
神
示）

の
主
体
と
な
る
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
—
|，
文
治
が
初
め
て
神
の
言
葉
を
自
ら
伝
え
る
よ
う
に
な
っ
た
安
政
五
年
ご
ろ、

神

の
意
志
と
く
に
天
候
に
関
す
る
神
の
意
志
は、

「
日
の
許」

日
天
四
の
意
志
と
し
て
惑
得
さ
れ
て
い
た
ら
し
い。

ま
た、

日
天
四
の
縁
日
で
あ
る
二
四
日
は、

月
の
始
め
で
あ
る

、
、
、
、

一

日、

金
光
大
神
の
縁
日
で
あ
る
一

0
日
に
つ
い
で
『
覚』

の
記
述
内
容
が
多
く、

と
く
に
重
要
な
内
容
の
お
知
ら
せ
が
多
く
下
さ
れ
て
い
る。

も
と

人
間
の
魂
は
死
後
「
日
の
許」

た、

文
治
(
11
金
光
大
神）

は
死
後、

太
陽
と
し
て
人
々
の
前
に
現
れ
る、

と
語
っ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る。

主
神
は
日
天
四
・

月
天
四
・
金
乃
神
と
い
う
三
神
の
総
合
神
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
た
ー
ー，
長
期
に
わ
た
っ
て
主
神
の
正
式
の
呼
称
は、

門
金
乃
神」

で
あ
っ
た。

ま
た
「
三
神
天
地
神」

と
か
「
三
宝
様」
「
三
宝
神」

と
い
う
言
い
方
も
さ
れ
た。

天
神
11
日
天
四
・

月
天
四
と
地
神
11
金
乃
神
の
総
合
神
と
し
て
の
性
格
を
と
ど
め
て
い
る。

ほ
ぼ
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
さ
れ
た。

筑
波
大
学

第
六
号

「
日
天
四
月
天
四
鬼

の
ち
に
定
着
す
る
「
天
地
金
乃
神」

と
い
う
呼
称
も、

岩
本
の
研
究
に
よ
っ
て、

文
治
が
金
神
祈
薦
者
に
関
わ
り
な
が
ら
も、

石
鎚
講
と
の
出
会
い
の
経
験
で
強
い
印
象
を
受
け
た
日
天
四
（
子）
へ
の
信
仰
を
続
け
て
い
た

し
か
し、

こ
の
日
天
四
（
子）

信
仰
の
民
俗
宗
教
的
な
源
泉
（
基
盤）

が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は、

若

一

日
中
日
輪
を
拝
す
る
と
い
う
行

L-
‘
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四、

相
乗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う。

干
の
補

足が
必
要
で
あ
る。
岩
本
は
文
治
が
大
患
の
際
に
出
会
っ
た
日
天
四
（
子）
信
仰
は、
教
派
修
験
道
の
な
か
の
日
天
子
信
仰
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え、
教
派
修

験
道
の
教
義
書
に
お
け
る
日
天
子
解
釈
を
紹
介
し
て
い
る。
確
か
に
治
郎
の
日
天
子
信
仰
は、
修
験
道
的
な
世
界
観
の
な
か
で
育
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し、
文
治
の

日
天
四
信
仰
も
日
拝
の
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に、
修
験
道
か
ら
多
く
を
ひ
き
つ
い
で
い
る。
日
天
四
が
憑
依
の
神
と
し
て
祈
詩
者
と
ひ
ん
ば
ん
に
ふ
れ
あ
う
と
い
う
こ
と

自
体、
修
験
道
的
な
呪
術
祈
藉
や
憑
依
の
世
界
を
前
提
に
せ
ず
に
は
生
じ
え
な
い
で
あ
ろ
う。

し
か
し、
治
郎
と
文
治
の
日
天
子
（
四）
信
仰
に、
伝
統
的
な
教
派
修
験
道
と
は
異
な
る
要
素
が
流
れ
こ
ん
で
い
る
の
も
確
か
な
よ
う
に
思
わ
れ
る。
す
な
わ
ち
伊
勢

(32)
 

信
仰
の
影
響
で
あ
る。
日
神
崇
拝
あ
る
い
は
日
月
神
崇
拝
は、
何
よ
り
も
天
照
大
神
あ
る
い
は
天
照
大
神・
豊
受
大
神
（
国
常
立
尊）

広
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る。
内
宮
外
宮
の
二
神
を
日
神
月
神
と
し、
ま
た
金
胎
両
部
に
比
す
る
な
ど
し
て一
対
の
も
の
と
し
て
と
ら
え、
万
物
を
生
む
根
源
神
で
あ
る
と

同
時
に
救
済
神
で
あ
る
も
の
と
し
て
崇
拝
を
促
す
の
は、
神
道
五
部
書
以
来
の
伊
勢
神
道
の
基
本
的
な
教
え
の一
っ
で
あ
り、
民
衆
的
伊
勢
信
仰
に
も
深
く
浸
透
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る。
こ
う
し
た
神
祇
優
位
の
救
済
観
は、
伝
統
的
教
派
修
験
道
の
教
義
と
は
あ
い
い
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
が、

九
七

よ
り
大
衆
的
な
新
し
い
山
岳
講
に
お
い
て

は
容
易
に
と
り
こ
み
う
る
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う。
治
郎
の
日
天
子
信
仰
は、
石
鎚
講
の
神
信
仰
そ
の
も
の
に
も
影
醤
を
及
ぽ
す。
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に、
治
郎
に
憑

依
し
た
神
は、
身
近
な
包
括
的
救
済
神
と
し
て
の
性
格
を
そ
な
え
て
お
り、
日
天
子
は
そ
の
よ
う
な
神
が
と
る―
つ
の
形
姿
で
あ
っ
た。
こ
う
し
た
神
観
は
石
鎚
諧
の一

つ
の
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
が、
こ
の
特
徴
は
日
天
子
信
仰
と
い
う
形
で
の
伊
勢
信
仰
の
と
り
こ
み
に
よ
っ
て、
さ
ら
に
強
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

第一
節
で
述
べ
た
よ
う
に、
文
治
は
大
患
以
前
に、
あ
る
程
度
伊
勢
信
仰
と
の
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た。
し
か
し、
そ
れ
は
民
俗
宗
教
の
呪
術
祈
藷
や
憑
依
の
世
界
に

直
ち
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た。
石
鎚
講
と
の
出
会
い
は、
文
治
の
な
か
の
漠
然
と
し
た
伊
勢
信
仰
を、
民
俗
宗
教
の
呪
術
祈
薗
や
憑
依
の
世
界
の
な
か
に
根
づ

か
せ
た
と
い
え
よ
う。
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
は、
石
鎚
講
の
な
か
に、
こ
の
時
期
影
響
力
を
強
め
て
い
た
民
衆
的
位
勢
信
仰
と
重
な
り
あ
う
よ
う
な
側
面
が
存
在
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る。
の
ち
の
文
治
の
信
仰
に
石
鎚
講
が
持
続
的
に
与
え
た
影
響
と
は、
む
し
ろ
二
つ
の
新
し
い
大
衆
的
民
俗
宗
教
で
あ
る
石
鎚
諧
と
民
衆
的
伊
勢
信
仰
が

民
俗
宗
教
の
構
造
的
変
動

赤
沢
文
治
の
石
鎚
諧
と
の
関
わ
り
を
た
ず
ね
な
が
ら、
私
は
江
戸
後
期
の
民
俗
宗
教
の
構
造
的
変
動
に
も
ふ
れ
て
き
た。
こ
の
点
に
つ
い
て、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た

民
俗
宗
教
の
棉
造
的
変
動
と
新
宗
教

へ
の
信
仰
と
結
び
つ
い
て
民
衆
に



れ
て
い
る
共
通
の
性
格
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

石
鎚
講
・

富
士
講
・

御
岳
講
な
ど
の
大
衆
的
山
岳
講、

石
鎚
講
に
お
い
て
は、

伝
統
的
な
民
俗
宗
教
で
あ
る
教
派
修
験
道
と
性
格
を
異
に
す
る
点
が
少
な
く
な
か
っ
た。

す
な
わ
ち、

田
身
近
な
包
括
的
救
済
神
の
観
念
と
そ

れ
に
照
応
す
る
熱
狂
的
な
宗
教
行
動、

切
巫
儀
を
主
宰
す
る
民
間
宗
教
家
自
身
が
神
が
か
る
巫
儀
の
形
態、

③
講
が
主
体
と
な
り、

俗
人
が
容
易
に
布
教
者
と
な
り
う
る

大
衆
的
組
織、

な
ど
で
あ
る。

こ
の
う
ち
①
は、

伊
勢
信
仰
の
一

面、

と
く
に
お
か
げ
参
り
な
ど
の
伊
勢
群
参
に
現
れ
た
よ
う
な
民
衆
的
伊
勢
信
仰
の
一

面
と
重
な
り
あ

っ
て
い
る。

ま
た
③
は、

大
衆
の
自
発
的
な
宗
教
行
動
が
優
位
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は、

伊
勢
群
参
や
伊
勢
講
の
あ
る
種
の
も
の
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

以

上
二
点
は、

四
国
遍
路
と
あ
る
種
の
大
師
講、

ひ
い
て
は
成
田
山
信
仰
や
金
比
羅
信
仰
な
ど
に
つ
い
て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う。

の
は、

金
神
祈
壽
者
な
ど
の
シ
ャ
ー
マ
ン
的
職
能
者
の
信
仰
で
あ
る。

伊
勢
群
参
な
ど
で
は
し
ば
し
ば
突
発
的
な
憑
依
者
が
現
れ
た
が、

切
の
型
の
継
続
的
な
巫
術
と
結

び
つ
く
こ
と
が
少
な
か
っ
た
し、

シ
ャ
ー
マ
ン
的
職
能
者
の
信
仰
で
は、

田
ゃ
③
の
要
素
は
概
し
て
う
す
い
。

石
鎚
講
で
は
三
要
素
が
そ
ろ
っ
て
い
る
と
同
時
に、

伝
統

的
教
派
修
験
道
の
神
仏
習
合
的
な
諸
観
念
や
俵
礼
・

修
行
の
面
影
も
色
浪
く
と
ど
め
ら
れ
て
い
る。

こ
れ
は、

富
士
講
や
御
岳
講
に
も
い
く
ら
か
形
を
か
え
て
わ
け
も
た

伊
勢
群
参
や
四
国
遍
路
の
よ
う
な
大
衆
的
群
参
（
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
講）
、

ャ
ー
マ
ン
的
職
能
者
の
信
仰
は、

江
戸
後
期
と
り
わ
け
幕
末
期
に
急
速
に
発
展
し
た、

新
し
い
大
衆
的
な
民
俗
宗
教
の
う
ち
の
三
つ
の
型
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

三
者
に

カ

リ
ス
マ

共
通
す
る
の
は、

霊
威
の
発
現
を、

大
衆
自
身
が
演
じ
体
験
す
る
機
会
が
ふ
ん
だ
ん
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

こ
れ
は
伝
統
的
救
済
装
置
の
権
威
に
大

き
く
依
存
し
て
い
る、

教
派
修
験
道
の
よ
う
な
伝
統
的
民
俗
宗
教
と
対
照
的
で
あ
る。

伝
統
的
民
俗
宗
教
に
お
い
て
は、

伝
統
的
な
社
寺、

経
典、

儀
礼、

位
階
制
的
組

織
な
ど
の
も
つ
宗
教
的
権
威
が
最
大
限
利
用
さ
れ、

伝
統
的
な
技
能
や
知
識
の
習
得
が、

神
霊
を
統
御
す
る
威
力
の
重
要
な
源
泉
と
な
っ
て
い
た。

も
ち
ろ
ん
、

そ
こ
で

も
苦
行
や
個
人
的
資
質
に
由
来
す
る
霊
威
的
な
験
力
の
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
点
で
、

教
祖
以
後、

霊
威
の
持
続
的
な
発
動
の
余
地
を
原
則

と
し
て
認
め
な
い
、

伝
統
的
な
救
済
宗
教
教
団
の
宗
教
性
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る。

金
神
祈
菌
者
な
ど
の
シ

し
か
し、

少
な
く
と
も
近
世
の
伝
統
的
民
俗
宗
教
に
お
い
て
は、

こ
う
し
た
霊

威
の
作
用
す
る
領
域
は、

あ
る
程
度
限
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

新
し
い
大
衆
的
民
俗
宗
教
に
お
い
て
霊
威
が
解
放
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

伝
統
的
民
俗
宗
教

に
お
い
て
は、

霊
威
が
統
御
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
よ
う。

赤
沢
文
治
は
こ
こ
に
あ
げ
た
大
衆
的
民
俗
宗
教
の
三
つ
の
型
の
す
べ
て
か
ら
何
ら
か
の
影
醤
を
受
け、

限
り
の
こ
と
を
整
理
し
て
お
こ
う。

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
六
号

の
ち
の
新
宗
教
の
基
礎
を
築
い
て
い
っ
た。

新
し
い
大
衆
的
民

一

方、

切
の
側
面
を
大
き
く
発
展
さ
せ
た

九
八



九
九

俗
宗
教
の
解
放
さ
れ
た
霊
威
に
ふ
れ
る
こ
と
が 、
彼
の
宗
教
性
を
目
ざ
め
さ
せ 、
宗
教
的

孤
独
の
成
熟
を
促

す

の
で
あ
る 。
霊
威
の
解
放
は 、
文
治
を
中
心
と

す

る
初
期

の
金

光
教
信
徒
集
団
に
も
受
け
つ
が
れ
て
い
く 。
し
か
し 、
そ
こ
で
は
当
初
か
ら
霊
威
を
文
治
の
人
格
に
集
約
し 、
唯一
の
霊
威者

で
あ
る
生
神
金
光
大
神
と
し
て
の
文

治
を
救
済
の
源
泉
に

す

え
よ
う
と

す

る
傾
向
が
あ
り 、
次
第
に
強
め
ら
れ
て
い
く 。
霊
威
が
教
祖
に
集
約
さ
れ
る
に
従
っ
て 、
大
衆的

な
布
教
者 、
信
徒
層
に
お
け
る
震

(33)
 

威
の
発
現
は
抑
制
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る 。
こ
の
よ
う
な
発
生
展
開
の
過
程
は 、
天
則
教
や
丸
山
教 、
あ
る
い
は
黒
住
教
な
ど 、
幕
末
維
新
期
に
農
村
を
甚
盤
と
し
て
発

生
し
た
他
の
新
宗
教
に
つ
い
て
も 、
多
か
れ
少
な
か
れ
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う 。

(34)
 

―
つ
の
流
れ
(
A
↓
B
↓
C)
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る 。

し
た
が
っ

て 、
次
の
よ
う
な
江
戸
後
期
か
ら
明
治
前
期
へ
か
け
て
の、
民
衆の

宗
教
の

こ
の
流
れ
の
背
後
に
あ
る
の
は 、
既
成
仏
教
を
中
心
と
す
る
伝
統
的

教
団
の
伝
統

的
救
済
装
置
の
権
威
が
次
第
に
失
わ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る 。
既
成
仏
教
の
権
威
失

墜
は 、
何
よ
り
も
ま
ず 、
民
俗
宗
教
の
構
造
的

変
動
と
い
う
回
路
を
通
し
て 、
新
宗
教
の
発
生
を
促
し
た
の
で
あ
る 。

民

俗
宗

教

の
構

造

的
変

動

と
新

宗

教

C B A 
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(

12

)
 

(

11

)
 

六
0)、

島
薗
進、

前
掲
(

10
)、

な
ど
参
照。

青
木
茂
「
小
野
家
の
家
相
方
位
学
説
」
（
『
金
光
教
学』

一

九

人
物
志
・

年
表』

前
掲
③、
「
註
釈
」、

三
一

ー
五
頁）、

一

九
八
0)、

参
照。

10
)

文
治
の
日
柄
方
位
と
の
関
わ
り、

桜
井
徳
太
郎
・

大
島

北
部
の
山
伏
寺
」
（
『
日
本
民
俗
学
会
報』

六

六
五

一

九
六
九）

な
ど
参
照。

（
『
岡
山
民
俗』

七
五
・

八

ニ

八

一

九
六
八）

に
つ
い
て
は、

宮
家
準
編
『
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書

大
山
・

石
鎚
と
西
国
修
験
道
』
（
名
著
出
版、

お
よ
び
中
山
薫
「
倉
敷
付
近
の
山
伏
寺」

(

9
)
 

(

8
)
 

(

7
)
 

一

九
七
六）、

参
照。

一

九
六
八）
。

(

6
)
 

(

5
)
 

(

4
)
 

一

九
六
八）、

八
九
頁。

(

3
)
 

(

2
)
 

(

1
)
 

教
本
部
教
庁、

閣、「
民
俗
宗
教
」

注

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

の
概
念
に
つ
い
て
は、

金
光
教
本
部
教
庁
『
金
光
大
神
覚』
（
金
光
教
本
部
教
庁、

金
光
教
本
部
教
庁
『
金
光
大
神
ー
ー血
総
索
引
・

註
釈
・

人
物
志
・

年
表
』
（
金
光
教
本
部
教
庁、

藤
谷
俊
雄
『
「
お
か
げ
ま
い
り
」

と
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
』
（
岩
波
書
店、

真
鍋
司
郎
「
三
十
三
歳
の
教
祖
ー
ー！
四
国
ま
い
り
の
意
味
を
た
ず
ね
て
」
（
『
金
光
教
学』
一
―
‘

金
光
真
整
「
備
中
国
佐
方
圧
と
神
田
家
に
つ
い
て
」
（
金
光
図
書
館
報
『
土
』

九
〇ヽ

(

2
)）
、

四
0
頁、

参
照。

お
よ
び
金
神
祭
祀
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は、

建
彦
・

宮
田
登
編
『
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
五

民
俗
宗
教
と
社
会
』

弘
文
堂、

小
野
の
指
導
の
も
と
に
文
治
が
村
仕
事
に
精
励
し
た
も
よ
う
に
つ
い
て
は、

道
「
大
谷
村
と
巡
見
使
|
ー
金
光
教
祖
と
巡
見
使」
（
『
金
光
教
学』

ニ―-、

一

九
七
一
）
。

福
嶋
義
次
「
一

乃
弟
子
も
ら
い
う
け
を
め
ぐ
る
金
神
と
天
照
皇
太
神
と
の
問
答＇
ー
ー
伝
承
の
世
界
と
信
仰
の
世
界
」
（
『
金
光
教
学』
一

0、

島
園
進
「
金
神
・

厄
年
・

精
霊
ー
ー
孟か
沢
文
治
の
宗
教
的
孤
独
の
生
成
」
（
『
筑
波
大
学
哲
学
思
想
学
系
論
楳
』

五、

江
戸
後
期
の
大
谷
近
辺
の
修
験
道
の
状
況
に
つ
い
て
は、

中
山
薫
「
修
験
道」
（
金
光
図
濯
館
報
『
土
』

九
五
八
金
光
町
周
辺
の
民
俗
•

そ
の
図
＞、

験
道
と
の
折
衝
過
程
に
関
す
る
一

考
察

1

尊
滝
院
許
状
の
取
得
か
ら
返
却
に
至
る
過
程
分
析
」
（
『
金
光
教
学』
一

六、

一

九
七
九）

所
収
の
諸
論
文、

一

九
六
七
·

六
八）、

同
「
岡
山
県
総
社
市
付
近
の
山
伏
寺」
（
『
民
間
伝
承
』

二
八
一

同
「
備
中
南
部
の
山
伏
寺
」
「
備
中

島
菌
進
「
宗
教
の
近
代
化ー
ー
ー
赤
沢
文
治
と
日
柄
方
位
信
仰
」
（
五
来
重

小
野
光
右
衛
門
の
生
涯
と
思
想
に
つ
い
て
は、

小
野
四
右
衛
門
「
小
野
啓
緊
翁
行
状
」
（
『
金
光
大
神
ー
ー＇
総
索
引
・

註
釈

一

九
五
八）、

山
懸
二
雄
「
近
世
備
中
の
天
文
朋
数
学
者
小
野
光
右
衛
門
の
事
蹟」
（
金
光
図
書
館
報
『
土
』

六
六、

金
光
真
整
「
二
十
五
オ
の
と
き
の
教
祖
に
つ
い
て
」
（
『
金
光
教
学』

第
五
集、

一

九
七――-）、

文
治
が
小
野
の
死
後
も
敬
意
を
い
だ
い
て
い
た
点
に
つ
い
て
は、
一

九
四
九）
、

金
光
和

『
金
光
大
神』
（
前
掲

筑
波
大
学

第
六
号

一

九
八
0)

一

九
五
五）、
「
註
釈」、

三
六
頁。

一

七
六
頁。

一

九
七
一
）、

早
川
公
明
「
修

島
瞳
進
「
生
神
思
想
論
ー
ー年
新
宗
教
に
よ
る
民
俗
八
宗
教
＞
の
止
揚
に
つ
い
て
」
（
宗
教
社
会
学
研
究
会
編
『
現
代
宗
教
へ
の
視
角』

雄
山

一

九
七
八）、

参
照。

本
稿
は
「
生
神
思
想
論」

で
提
示
し
た
考
え
方
を、

金
光
教
祖
伝
の
資
料
に
即
し
て
再
検
討
し、

部
分
的
な
修
正
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る。

一

九
七
二）
。

文
治
の
伝
記
の
基
本
的
な
内
容
に
つ
い
て
は、
『
覚』

の
ほ
か、

金
光
教
本
部
教
庁
『
金
光
大
神』
（
金
光

一

九
五――-)

に
よ
っ
た。

以
下、

こ
れ
ら
に
拠
っ
た
部
分
は
い
ち
い
ち
注
記
し
な
い
。

一

九
七
0)
。

ま
た、

1

0
0
 

備
中
地
方
の
修
験
道
の
状
況



(
28)
 

27)
 

(

26

)
 

(
25)
 

(
24)
 

修
験
道
に
お
け
る
巫
儀、
巫
術
に
つ
い
て
は、
鈴
木
昭
英
「
修
験
道
と
神
が
か
り」
（『
ま
つ
り』
―
二、

の
第
五
章
「
修
験
道
の
巫
術
と
憑
祈
祷」、
参
照。

た
だ
し、
こ
れ
ら
の
論
文
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は、
伝
統
的
な
修
験
道
に
つ
い
て
の
み
言
い
う
る
こ
と
で、

誕
生
し
た
新
し
い
山
伏
寺
な
ど
で
は、
行
者
が
自
ら
神
が
か
る
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る。
中
山
「
備
中
北
部
の
山
伏
寺」
（
前
掲(
9)）
で
は、
自
ら
神
が
か
っ
た
山
伏

の
例
が
あ
げ
ら
れ、
そ
う
い
う
神
が
か
り
を
「
祈
り
か
つ
ぎ」
と
よ
ぶ
と
い
う（
四
八
頁）。
こ
の
例
は、
伝
統
的
修
験
道
と
シ
ャ
ー
マ
ソ
的
職
能
者
信
仰
の
の
過
渡
的
性
格
を
示
す
も

森
正
史
「
石
鎚
信
仰
と
民
俗」
（
宮
家、
前
掲(
9)）、
二
八
六
頁。

森、
前
掲(
19)、
安
藤
宏
幸
「
石
鎚
信
仰
の
研
究

1
愛
媛
県
松
山
市
周
辺
地
域
を
中
心
と
し
て」
（『
日
本
民
俗
学』
―
一
九、

カ
リ
ス
マ
と
は、
個
体
の
資
質
の
差
に
も
と
づ
い
て
特
定
の
物
や
人
に
宿
る、
非
日
常
的
な
力
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る。
島
薗
進
「
カ
リ
ス
マ
と
宗
教
意
識
の
進
化
ー
_

初
期
新
宗
教
の
発
生
過
程
を
手
が
か
り
と
し
て」
（『
土
着
主
義
と
宗
教』
新
泉
社、
近
刊、
所
収）、
参
照。
本
稿
で
「
霊
威」
と
表
記
し
た
も
の
は、

然
的
力
の
直
接
的
顕
現
の
観
念
を
含
む
原
型
的
な
も
の、
上
記
論
文
の
中
で
「一
次
的
カ
リ
ス
マ
」
と
よ
ん
だ
も
の
に
相
当
す
る。

現
在
の
金
光
町・
鴨
方
町
の
地
城
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
石
鎚
神
社
は一
―
社
あ
る
と
い
う。
も
っ
と
も
こ
の
な
か
に
は、
昭
和―
0
年
勧
請
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る。
中
山
「
修

験
道」
（
前
掲
(

9
)
)、
二
四
頁。
ま
た、
こ
の
参
詣・
祈
願
の
内
容
に
推
測
を
加
え
た
も
の
と
し
て、
高
橋
行
地
郎
「
教
祖
に
お
け
る
信
心
展
開
の
基
本
的
構
造

ー
「
月
の
三
日
神

参
り」
の
意
味
を
た
ず
ね
て」
（『
金
光
教
学』
一
―
‘

繁
右
衛
門
や
そ
の
他
の
金
神
祈
祷
者
の
金
神
信
仰
に
つ
い
て
は、
『
金
光
大
神』
（
前
掲(
2)）
の
ほ
か、
次
の
論
文
が
参
考
に
な
る。
真
鍋
司
郎
「
民
衆
救
済
の
論
理
—
—ー
金
神
信

民
俗
宗
教
の
構
造
的
変
動
と
新
宗
教

同
前、
こ
八
頁。

『
金
光
大
神
覚』
（
前
掲(
2)）、
二
五
頁。

23 

(
22)
 
中
山
「
修
験
道」
（
前
掲(
9)）、
二
四
！
五
頁。

(
21)
 の

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い。

(
20)
 

(
19)
 『
金
光
大
神
覚』
（
前
掲(
2)）、
二
四
ー
ニ
七
頁。

(
18)
 
金
光
真
整、
前
掲(
13)。

(
17)
 
島
涸、
前
掲(
10)、
三
三一＿一
頁。

(
16)
 『
金
光
大
神
覚』
（
前
掲(
2)）、
ニ
ニ
ー
ニ
四
頁。

(
15)
 
文
治
の
宗
教
的
悩
み
や
疑
い
に
つ
い
て
は、
島
菌、
前
掲(
8)、
参
照。

(
14)
 
島
薗、
前
掲(
10)、
三
三
四
頁。

(
13)
 

一
九
五
0)。

一
九
七一
）、
参
照。

金
光
真
整
「
古
川
家
に
つ
い
て」
（『
金
光
教
学』
第
六
集、

1

0
 

一
九
七
八）。

一
九
七一
）

石
鎚
講
や
幕
末
に

カ
リ
ス
マ
の
中
で
も、

一
九
六
七）、
宮
家
準
『
修
験
道
儀
礼
の
研
究』
（
春
秋
社、

超
自



(
34)
 描

き
出
さ
れ
て
い
る。

33 
、-

宗
教
の
関
わ
り
の
あ
り
方
が
参
考
に
さ
れ
て
い
る。

(
32)
 

(

31

)
 

岩
本
徳
雄
「
日
天
四
と
金
光
大
神」
（『
金
光
教
学』
一
八、
一
九
七
八）。

(
30)
 

(
29)
 
島
薗、

前
掲(
8)。

道
「
資
料
論
孜
「
堅
盤
谷
の
婆
さ
ん
」

考」
（『
金
光
教
学』
一
五、

源
戸
美
喜
雄
「
近
世
後
期
大
谷
村
の
社
会
・
経
済
状
況
に
つ
い
て
|
ー
赤
沢
文
治
に
お
け
る
倫
理
的
実
践
の
背
景」
（『
金
光
教
学』
一
四、

天
理
教
の
発
生
に
お
い
て
伊
勢
信
仰
が
強
い
影
磐
を
与
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り、

そ
の
影
響
の
性
格
は
金
光
教
の
場
合
と
か
な
り
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。
こ

の
点
に
つ
い
て
は、

島
薗
進
「
神
が
か
り
か
ら
救
け
ま
で
|
ー
天
理
教
の
発
生
序
説」
（『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集』
八、

救
け
の
信
仰
の
起
源」
（『
筑
波
大
学
哲
学
思
想
学
系
論
集』
昭
和
五
二
年
度、

こ
れ
を
生
神
信
仰
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て、

島
薗、

前
掲(
1)、

参
照。

こ
の
流
れ
に
近
い
も
の
は、

圭
室
諦
成
「
教
派
神
道
の
誕
生」
（
圭
室
監
修
『
日
本
仏
教
史
皿

仰
の
系
譜
と
そ
の
深
化」
（『
金
光
教
学』
一
三、

筑
波
大
学

哲
学
・
思
想
学
系
論
集

一
九
七――-）、

第
六
号

一
九
七
八）、

参
照。

一
九
六
七）

に
よ
っ
て、

治
病
宗
教
の
系
譜
と
し
て

高
橋
行
地
郎
「
文
治
大
明
神
誕
生
過
程
の
考
察
ー
|
金
神
の
悪
神
性
と
の
関
係
を
視
点
に
し
て
」
（
同
前）、

一
九
七
五）、

藤
尾
節
昭
「
布
教
史
試
論
|
ー
金
神
考」
（『
金
光
教
学』
一
六、

な
お、

本
稿
の
全
体
に
わ
た
っ
て、

近
世
・
近
代
篇』
法
蔵
館、 一

九
七
七）、

同
「
疑
い
と
信
仰
の
間
ー
�
中
山
み
き
の

一
九
七
四）。

こ
の
二
論
文
で
考
察
し
た
天
理
教
と
民
俗

一
九
七
六）。

1

0
 

金
光
和
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