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言
霊
の
会
の
新
し
い
出
発
に
当
っ
て

　

読
者
の
皆
さ
ん
、
今
日
は
。
昨
年
五
月
よ
り
今
日
ま
で
一
ヶ
年
近
く

ご
無
沙
汰
し
ま
し
た
。
謹
ん
で
「
ご
免
な
さ
い
」
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ご
無
沙
汰
の
第
一
の
原
因
は
病
気
で
あ
り
ま
す
。
十
数
年
前
に
患
っ

た
大
病
の
後
遺
症
だ
そ
う
で
、
熱
は
出
な
い
の
で
す
が
、
痰
と
咳
が

激
し
く
、
食
欲
減
退
し
体
重
が
三
十
五
キ
ロ
に
ま
で
減
り
、
今
考
え

る
と
よ
く
も
生
き
て
来
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
お

陰
様
で
体
調
は
徐
々
に
回
復
し
、
ま
だ
咳
き
込
む
こ
と
は
あ
り
ま
す

が
、
元
気
が
出
て
き
ま
し
た
。
呼
吸
不
全
の
た
め
酸
素
ボ
ン
ベ
の
お

世
話
に
二
十
四
時
間
頼
る
こ
と
と
な
り
、
長
時
間
の
外
出
は
出
来
な

い
身
の
上
と
は
な
り
ま
し
た
が
、
家
の
中
で
仕
事
を
す
る
限
り
、
余

り
不
自
由
の
な
い
昨
今
ま
で
戻
っ
て
来
ま
し
た
。
体
調
に
つ
い
て
の

報
告
は
以
上
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

休
刊
の
第
二
の
理
由
は
著
者
自
身
、
私
の
精
神
的
な
も
の
で
し
た
。

こ
の
原
因
の
方
が
肉
体
の
原
因
よ
り
、
ズ
ー
ッ
と
大
き
か
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
昨
年
の
休
刊
直
前
の
会
報
で
言
霊
百
神
の
原
理
の
最
終

結
論
で
あ
る
三み

は
し
ら
の
う
ず
み
こ

貴

子
に
入
る
入
口
と
な
る
神
直
毘
、
大
直
毘
、
伊

豆
能
売
の
神
名
を
取
り
挙
げ
ま
し
た
。
理
論
的
・
概
念
的
に
は
分
か
っ

て
い
る
事
柄
で
す
。
そ
の
理
論
に
つ
い
て
は
今
ま
で
の
会
報
の
各
所

で
説
明
し
て
来
ま
し
た
。
特
に
「
大お

お
は
ら
い
の
り
と

祓
祝
詞
」
の
解
説
で
は
「
光
と
影
」

「
善
と
悪
」
と
し
て
詳
し
く
お
話
し
ま
し
た
。
そ
の
論
旨
を
簡
単
に
言

い
ま
す
と
次
の
様
に
な
り
ま
す
。「
悪
と
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
も

の
、
強
い
て
言
う
な
ら
ば
悪
と
は
、
善
と
は
何
か
を
自
覚
す
る
た
め

に
の
み
假
に
あ
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

※

　

古
事
記
の
直
毘
の
出
現
す
る
所
（「
古
事
記
と
言
霊
」
二
三
三
頁
～
）

の
前
後
を
抜
書
き
し
ま
し
ょ
う
。

　

「…
八や

そ十
禍ま

が

津つ

ひ日
の
神
。
次
に
大お

ほ

禍ま
が

津つ

ひ日
の
神
。
こ
の
二

ふ
た
は
し
ら神

は
、
か
の
穢

き
た
な

き
繁し

き
国
に
到
り
た
ま
ひ
し
時
の
、
汚け

が
れ垢

に
よ
り
て
成
り
ま
せ
る
神
な
り
。

次
に
そ
の
禍ま

が

を
直
さ
む
と
し
て
成
り
ま
せ
る
神
の
名み

な

は
、
神か

む

直な
ほ

毘び

の
神
。
次

に
大お

ほ

直な
ほ

毘び

の
神
。
次
に
伊い

ず

の

め

豆
能
売
。」

　

古
事
記
が
説
く
「
禊

み
そ
ぎ
は
ら
ひ
祓
」
と
い
う
人
類
文
明
創
造
の
仕
事
が
、
黄

泉
国
の
罪
穢
の
救
済
を
、
言
霊
の
光
の
中
に
引
き
上
げ
て
、
そ
の
光

の
文
明
の
内
容
と
し
て
同
化
さ
せ
る
事
だ
、
と
説
き
ま
し
た
。
そ
の

実
際
の
や
り
方
を
明
ら
か
に
示
す
の
が
神
直
毘
、
大
直
毘
、
伊
豆
能

売
の
神
名
で
あ
り
ま
し
た
。
更
に
そ
の
光
の
救
済
と
は
、
従
来
の
宗

教
が
行
な
っ
て
来
た
個
人
の
魂
の
救
済
だ
け
で
は
な
く
、
人
類
全
体

を
救
済
す
る
こ
と
が
出
来
る
文
字
通
り
の
光
の
存
在
を
実
際
に
証
明

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
で
あ
り
ま
し
た
。
個
人
の
魂
の

宗
教
的
救
済
は
、
罪
に
悩
む
人
に
言
霊
ア
の
愛
と
慈
悲
の
光
の
存
在

を
知
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。
け
れ
ど
混
迷
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す
る
現
在
の
地
球
上
の
人
類
を
救
済
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
そ

れ
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
手
段
は
言
霊
ア
の
自
覚
を
超
え
た
言
霊
エ

と
イ
の
光
の
自
覚
で
あ
り
ま
す
。

　

昨
年
五
月
以
降
、
言
霊
の
会
の
会
報
「
コ
ト
タ
マ
学
」
の
原
稿
を

書
く
筆
者
、
私
の
筆
が
ピ
タ
リ
と
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の

時
ま
で
、
人
類
の
秘
宝
で
あ
り
、
日
本
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ

で
あ
る
言
霊
布
斗
麻
邇
の
原
理
が
秘
め
ら
れ
た
古
事
記
の
神
話
の
謎

を
解
き
、
そ
の
人
間
の
心
の
道
理
を
自
ら
の
心
の
内
に
照
ら
し
て
証

明
し
、
そ
の
証
明
さ
れ
た
真
実
を
、
会
報
を
通
じ
て
何
一
つ
隠
す
こ

と
な
く
皆
様
に
お
伝
え
し
て
来
ま
し
た
。
こ
の
心
の
持
ち
方
は
言
霊

学
の
先
師
小
笠
原
孝
次
氏
の
手
法
を
文
字
通
り
そ
の
ま
ま
受
継
い
だ

も
の
で
す
。
そ
の
筆
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
時
よ
り
筆

者
の
悪
戦
苦
闘
が
始
ま
り
ま
し
た
。
言
霊
ア
の
宗
教
的
救
済
の
自
覚
、

た
と
え
ば
禅
宗
が
称
え
る
「
空
観
」
か
ら
言
霊
学
の
言
霊
イ･

エ
の

自
覚
の
進
化
へ
の
勉
学
と
模
索
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

悪
と
影
の
中
に
い
て
善
と
光
を
求
め
る
こ
と
、
そ
の
中
に
踏
み
込

ん
で
行
っ
た
私
は
学
生
だ
っ
た
昔
、
興
味
深
く
読
ん
だ
ド
イ
ツ
の
詩

人
ゲ
ー
テ
の
小
説「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」を
思
い
出
し
た
も
の
で
し
た
。
ゲ
ー

テ
自
身
を
模
し
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
を
小
説
の
主
人
公
に
登
場
さ
せ
、

そ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
、
信
仰
上
の
全
能
の
神
（
天
帝
）
と
、
自
分
の

心
の
底
に
あ
っ
て
す
べ
て
の
悪
を
唆

そ
そ
の
かす
悪
魔
で
あ
る
メ
フ
ィ
ス
ト

フ
ェ
レ
ス
と
の
間
に
板
ば
さ
み
と
な
り
、
そ
の
中
で
人
間
フ
ァ
ウ
ス

ト
の
光
と
影
、
善
と
悪
を
浮
き
彫
り
に
し
て
行
く
物
語
で
あ
り
ま
す
。

初
め
て
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
を
読
ん
だ
と
き
か
ら
六
十
余
年
が
経
ち
ま

し
た
が
、
忘
れ
ず
に
思
い
出
す
の
は
、
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
の
小

説
の
中
の
一
言
で
す
。「
お
れ
は
手
練
手
管
で
人
を
不
幸
に
お
と
し
い

れ
よ
う
と
謀
る
。
人
は
ど
れ
も
そ
の
罠わ

な

に
は
ま
り
、
悩
み
、
苦
し
む
。

気
持
ち
が
よ
い
っ
た
ら
あ
り
や
せ
ぬ
。
け
れ
ど
何
と
も
口
惜
し
い
こ

と
に
、
そ
の
苦
し
み
、
悲
し
み
が
、
天
帝
の
人
の
魂
の
救
済
の
端
緒

と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
結
局
は
我
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
は
天

帝
の
召
使
な
の
か
…
…
。」（
六
十
年
以
上
前
の
記
憶
で
す
。
間
違
っ

て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
御
容
赦
の
程
を
。）

　

以
上
の
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
の
嘆な

げ

き
の
言
葉
を
位
置
を
換
え
て

救
い
の
天
帝
の
方
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
人
は
悲
し
み
悩
む
時
、

孤
独
で
心
は
闇
で
す
。
そ
の
時
、「
で
も
私
は
今
・
此
処
に
生
き
て
い
る
。

生
か
さ
れ
て
い
る
。
有
り
難
い
こ
と
だ
」
と
気
付
か
せ
、
大
き
な
大

き
な
喜
び
に
浸
ら
せ
る
力
、
そ
れ
が
神
の
恵
み
で
す
。
こ
の
時
、
人

は
儲
か
っ
た
、
得
を
し
た
、
と
か
い
う
喜
び
と
は
違
っ
た
一
段
次
元

が
上
の
喜
び
に
浸
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
生
き
て
い
る
こ
と
の
有
難

さ
で
す
。
神
の
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
て
い
る
喜
び
で
す
。
言
霊
ア
の

自
覚
で
す
。
信
仰
の
喜
び
で
す
。
け
れ
ど
こ
の
喜
び
に
四
六
時
中
果

て
し
な
く
浸
っ
て
い
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
喜
び
が
途
絶
え
る
時
、

メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
の
暗や

み

か
ら
の
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
天
帝

は
忙
し
く
な
り
ま
す
。
人
が
光
の
中
に
の
み
生
き
て
い
る
自
覚
が
な

い
こ
と
を
天
帝
は
知
っ
て
い
る
の
で
す
。
小
説
の
中
で
フ
ァ
ウ
ス
ト

を
演
じ
た
ゲ
ー
テ
は
そ
の
死
に
際
し
「M

ehr L
icht!

」（m
ore light

、

も
っ
と
光
を
）
と
言
っ
て
亡
く
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
そ
う
で

す
。
ゲ
ー
テ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
類
の
第
二
物
質
科
学
文
明
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時
代
に
突
入
し
て
三
千
年
、
こ
の
間
の
人
類
は
誰
一
人
と
し
て
言
霊

ア
の
光
よ
り
更
に
上
の
次
元
の
言
霊
イ･

エ
の
次
元
の
光
の
中
に
住

む
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
時
代
を
生
き
た
聖
人
と
謂
わ

れ
た
人
も
「
も
っ
と
光
を
」
と
言
っ
て
死
ん
だ
の
で
す
。
否
、
聖
人

な
る
が
故
に
、
生
の
本
来
が
光
だ
、
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
「
も
っ

と
光
を
」
と
言
う
こ
と
が
出
来
た
、
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

　
「
次
に
そ
の
禍ま

が

を
直
さ
む
と
し
て
成
り
ま
せ
る
神
の
名み

な

は
、
神か

む

直な
ほ

毘び

の
神
。

次
に
大お

ほ

直な
ほ

毘び

の
神
。
次
に
伊い

ず

の

め

豆
能
売
。」
と
古
事
記
に
あ
る
三
神
と
は
、

宗
教
上
の
神
で
あ
る
言
霊
ア
の
更
に
上
な
る
次
元
、
言
霊
イ･

エ
の
光

の
自
覚
、
人
間
の
一
切
の
行
為
を
所と

こ
ろ
え得

し
め
る
光
そ
の
も
の
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
、
と
気
付
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
言
霊
イ･

エ
の
次
元
と
は

生
命
そ
の
も
の
と
そ
の
活
動
の
次
元
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
言
霊
の
会

に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
も
こ
の
次
元
の
光
の
自
覚
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

筆
者
の
言
霊
イ･

エ
の
心
中
に
お
け
る
確
認
の
作
業
が
始
ま
り
ま

し
た
。
言
霊
イ･

エ
の
自
覚
へ
の
試
行
錯
誤
が
続
き
ま
し
た
。
以
前

に
は
こ
の
言
霊
イ･

エ
の
自
覚
と
そ
の
実
行
と
い
う
も
の
は
、
言
霊

学
の
上
で
理
論
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
実
行

の
時
が
来
る
と
そ
の
実
行
者
の
自
覚
と
し
て
蘇
っ
て
来
る
も
の
と
ば

か
り
思
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
禊
祓

の
原
理
の
自
覚
そ
の
も
の
も
人
類
の
歴
史
創
造
行
為
と
し
て
努
力
し

て
自
覚
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
た
の
で
す
。
更
に
明

言
す
る
な
ら
ば
、
現
世
界
に
生
き
る
人
間
の
努
力
に
よ
っ
て
そ
の
法

が
自
覚
さ
れ
た
時
、
そ
の
時
が
世
界
の
禊
祓
の
開
始
の
「
時
」
な
の

で
す
。
人
類
は
第
一
精
神
文
明
、
第
二
の
物
質
科
学
文
明
に
続
い
て

第
三
の
新
文
明
創
造
の
出
発
点
に
あ
っ
て
、
皇
祖
皇
宗
の
御
経
綸
の

下
、
そ
の
発
進
の
号
砲
を
鳴
ら
す
の
は
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
人
間

の
自
覚
さ
れ
た
創
造
行
為
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

先
に
言
霊
イ･

エ
は
言
霊
ア
（
宇
宙
）
の
内
容
と
し
て
あ
る
、
と

お
伝
え
し
ま
し
た
。
た
だ
「
あ
る
」
と
言
わ
ず
「
内
容
と
し
て
あ
る
」

な
ど
と
難
し
い
言
い
方
を
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
言
霊
ア
と

い
う
現
象
が
現
わ
れ
る
元
の
宇
宙
（
空
）
を
自
力
の
信
仰
例
え
ば
禅

宗
の
坐
禅
に
よ
っ
て
求
め
た
と
し
ま
す
。
自
我
を
構
成
す
る
経
験
知

を
一
つ
一
つ
確
認
し
、
そ
の
経
験
知
識
は
本
来
の
自
分
で
は
な
く
、

単
な
る
現
象
に
過
ぎ
な
い
と
否
定
す
る
時
、
心
の
本
体
は
広
い
広
い

宇
宙
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
宇
宙
は
透
明
広
大
で

塵
一
つ
と
ど
め
な
い
永
遠･

無
限
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
人

間
の
思
惟
は
此
処
ま
で
で
あ
り
、
此
処
よ
り
先
へ
は
行
く
こ
と
は
出

来
な
い
の
だ
と
知
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
先
に
何
が
あ
る
の
か
、
な
い

の
か
、
考
え
て
も
無
駄
だ
と
知
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
。
こ
の
空
の
向
こ
う
に
は
人
間
の
心
は
行
け
な
い
、
と
知

る
こ
と
、
が
人
類
に
と
っ
て
物
事
を
認
識
す
る
の
に
如
何
に
大
切
か
、

を
頭
に
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
て
お
い
て
下
さ
い
。
こ
の
認
識
の
上

に
立
っ
て
初
め
て
人
類
は
自
ら
の
心
の
内
外
の
一
切
の
現
象
を
正
し

く
知
る
立
場
に
立
つ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

此
処
よ
り
先
へ
は
行
け
な
い
、
と
知
っ
た
ら
ど
う
し
た
ら
よ
い
で

し
ょ
う
か
。
日
本
人
の
遠
い
聖

ひ
じ
り

の
祖
先
（
皇
祖
皇
宗
）
は
賢
明
な
方
法

を
発
見
し
ま
し
た
。
一
切
の
出
来
事
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
地
点
に
戻
る

こ
と
で
す
。
そ
れ
は
「
今
・
此
処
」
の
一
点
で
す
。
今･

此
処
に
基
づ
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か
な
い
認
識
は
物
事
の
真
実
の
姿
を
見
定
め
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

（
現
代
原
始
物
理
学
も
同
じ
方
法
で
研
究
を
行
な
っ
て
い
ま
す
）

　

さ
て
、
人
の
心
は
ウ
オ
ア
エ
イ
の
順
で
自
覚
の
進
化
は
進
む
と
申

し
ま
し
た
。
ウ
オ
ア
の
三
次
元
を
考
え
て
、
言
霊
ア
の
自
覚
を
目
指

す
こ
と
に
よ
っ
て
ウ
（
欲
望
）
と
オ
（
経
験
知
）
の
現
象
は
自
分
自

体
で
は
な
く
現
象
・
出
来
事
で
あ
り
、
自
分
の
本
体
が
宇
宙
そ
の
も

の
（
言
霊
ア
）
だ
、
と
知
り
ま
す
。
そ
し
て
次
の
言
霊
イ
・
エ
の
自

覚
が
言
霊
ア
の
向
こ
う
に
あ
る
、
と
普
通
は
考
え
ま
す
。
し
か
し
そ

れ
が
地
獄
・
錯
乱
に
導
く
こ
と
と
な
る
の
で
す
。
言
霊
イ
・
エ
が
言

霊
ア
の
自
覚
の
更
に
先
に
あ
り
、
そ
こ
に
た
ど
り
着
こ
う
と
す
る
努

力
は
、
そ
の
時
ま
で
の
勉
学
の
成
果
を
泥
の
中
に
転
が
す
よ
う
に
滅

茶
苦
茶
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。
昨
年
夏
頃
の
筆
者
の
た
ど
っ
た
道
が

文
字
通
り
そ
れ
で
あ
り
ま
し
た
。
古
事
記
に
は
一
言
「
次
に
そ
の
禍ま

が

を

直
さ
む
と
し
て
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
道
は
自
分
で
捜
す
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
頃
、
私
の
心
は
混
乱
し
、
身
体
は
疲
れ
果
て
、

食
欲
は
減
退
し
、
体
重
は
三
十
五
キ
ロ
に
ま
で
落
ち
ま
し
た
。
七
月

と
十
月
の
二
度
に
わ
た
り
緊
急
入
院
す
る
破
目
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

　

迷
い
に
迷
っ
た
私
に
迷
い
の
種
が
尽
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
ゝ

か
、
こ
う
か
、
の
種
が
出
払
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
思
っ
た
時
、

私
は
自
分
が
迷
っ
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
す
。「
迷
っ
た
ら
原

点
に
帰
れ
」、
私
は
古
事
記
神
話
の
始
め
「
天あ

め
つ
ち地

の
初は

じ

め発
の
時
、
高
天

原
に
成
り
ま
せ
る
神
の
名み

な

は
、
天あ

め

の
御み

中な
か
ぬ
し主

の
神
。
次
に
…
…
」
に

帰
っ
て
、
一
つ
一
つ
の
神
名
の
内
容
に
つ
い
て
疎

お
ろ
そ

か
に
し
た
所
は
な

い
か
を
調
べ
始
め
ま
し
た
。
古
事
記
百
神
が
教
え
る
言
霊
五
十
音
（
母

音
・
半
母
音
・
父
韻
・
親
音
・
子
音
）
の
五
十
音
図
構
造
と
、
八
咫

鏡
を
示
す
立
体
構
造
が
ハ
ッ
キ
リ
と
心
の
構
図
と
し
て
、
イ
メ
ー
ジ

化
さ
れ
ま
し
た
。
更
に
、
甕み

か

速は
や

日ひ

の
神
・
樋ひ

速は
や

日ひ

の
神
と
、
そ
れ
に

続
く
布
斗
麻
邇
の
主
体
的
原
理
で
あ
る
建た

け

御み
か
づ
ち雷

の
男を

の
神
の
内
容
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。
と
同
時
に
、「
天
地
の
初
発
の
時
、
…
…
か
ら

八
十
禍
津
日
、
大
禍
津
日
」
ま
で
一
貫
し
て
守
ら
れ
て
来
た
学
習
の

手
法
即
ち
現
象
子
音
か
ら
主
体
的
な
母
音
の
方
向
へ
の
探
求
が
、
事

も
あ
ろ
う
に
、
結
論
に
近
い
「
神
直
毘
・
大
直
毘
・
伊
豆
能
売
」
に
到
っ

て
全
く
反
対
の
方
向
、
客
体
的
な
半
母
音
の
方
向
へ
向
い
て
し
ま
っ

た
事
に
気
付
い
た
の
で
し
た
。
大
事
な
処
で
私
の
足
は
「
今
・
此
処
」

を
離
れ
、フ
ワ
フ
ワ
と
宙
に
浮
き
、さ
迷
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

今
年
（
平
成
二
十
年
）
に
入
り
、
迷
妄
の
霧
は
徐
々
に
晴
れ
て
来

ま
し
た
。
古
事
記
の
教
え
る
人
類
文
明
創
造
の
手
法
で
あ
る
禊
祓
が

ど
の
様
に
し
て
行
な
わ
れ
る
か
、
の
心
の
中
の
過
程
が
次
第
に
明
ら

か
に
な
っ
て
来
た
の
で
す
。
一
ヶ
年
に
近
い
暗
黒
の
中
の
旅
路
が
終

わ
っ
て
、
漸
く
古
事
記
の
最
終
の
結
論
の
自
覚
を
遮

さ
え
ぎ
っ
て
い
た
壁
が

消
え
去
り
、
歴
史
を
創
造
す
る
文
字
通
り
の
光
の
言
葉
の
原
理
が
姿

を
現
わ
し
て
来
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
そ
の
言
葉
の
現
わ
れ
方
に
つ
い

て
お
伝
え
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

自
力
信
仰
の
典
型
で
あ
る
仏
教
の
禅
を
例
に
し
ま
し
ょ
う
。
筆
者
の

言
霊
学
の
先
師
小
笠
原
孝
次
氏
は
、
言
霊
学
を
学
び
に
来
る
人
に
は
誰

に
で
も
「
こ
の
学
問
を
学
ぼ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
前
に
仏
儒
耶
等
の

信
仰
の
一
つ
を
卒
業
し
て
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
信
仰
の
卒
業
が
こ
の

学
問
の
入
学
の
門
な
の
で
す
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
信
仰
の
教
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義
に
つ
い
て
は
何
も
教
え
て
は
下
さ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
信
仰

上
の
要
点
に
つ
い
て
は
時
折
大
切
な
こ
と
を
お
話
下
さ
い
ま
し
た
。
禅

の
修
行
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
空
観
は
得
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
得
よ
う

と
し
て
い
る
中う

ち

は
得
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。」

　
「
人
は
宇
宙
か
ら
宇
宙
の
中
に
生
ま
れ
、
宇
宙
で
育
ち
、
働
き
、
死

ん
で
宇
宙
に
帰
る
。
常
に
空
な
る
宇
宙
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
の
空
を
殊
更
知
ろ
う
と
思
う
こ
と
は
無
意
味
で
す
。
で
は
ど
う
す

る
か
。
常
に
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
知
ろ
う
と
す

る
な
ら
、
常
に
あ
る
も
の
を
知
ら
な
い
と
思
わ
し
、
知
る
こ
と
を
邪

魔
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
を
心
の
中
に
一
つ
一
つ
確
か
め
て
行
く
以

外
に
方
法
は
な
い
で
し
ょ
う
。」

　

言
霊
学
の
門
に
入
る
為
の
修
行
で
あ
る
「
空
」
観
に
お
い
て
、
先
師

の
こ
の
ア
ド
バ
イ
ス
程
役
に
立
っ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
ら
の
生

命
の
本
体
で
あ
り
、
そ
の
住
家
で
あ
る
「
空
」
を
見
る
こ
と
を
妨
げ

て
い
る
も
の
、
即
ち
自
分
の
自
我
意
識
を
構
成
し
て
い
る
経
験
知
と
、

そ
の
自
我
と
の
関
わ
り
を
知
っ
て
、
そ
の
経
験
知
の
自
我
が
本
来
の
自

分
で
は
な
い
こ
と
を
確
か
め
て
行
く
行
為
の
中
で
、
雁が

ん

字じ

搦が
ら

め
に
な
っ

て
い
る
自
分
が
一
つ
一
つ
縄
が
解
か
れ
、
本
来
の
自
分
を
取
り
戻
し
て

行
く
こ
と
を
体
験
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
本
来
の
自

分
が
住
む
大
地
が
回
復
し
、
そ
こ
に
無
限
の
自
由
と
安
堵
の
世
界
が
拡

が
り
ま
す
。
言
霊
ア
の
存
在
を
知
り
ま
す
。
そ
し
て
人
間
の
行
為
の
一

切
の
現
象
が
現
出
し
て
来
る
根
元
の
宇
宙
、
母
音
宇
宙
が
自
覚
さ
れ
ま

す
。
そ
し
て
言
霊
ア
の
宇
宙
か
ら
人
間
の
感
情
現
象
が
、
言
霊
オ
の
宇

宙
か
ら
経
験
知
現
象
が
、
言
霊
ウ
の
宇
宙
か
ら
欲
望
現
象
が
発
生
し
て

来
る
こ
と
を
理
解
し
ま
す
。
更
に
言
霊
ウ
・
オ
の
次
元
の
反
省
か
ら
言

霊
ア
の
次
元
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

言
霊
ウ･

オ･

ア
の
自
覚
が
心
の
中
心
に
立
っ
て
お
り
、
更
な
る
反
省

に
よ
っ
て
下
か
ら
ウ
オ
ア
エ
イ
の
順
で
自
覚
の
言
霊
宇
宙
が
並
び
、
天

の
御
柱
が
立
つ
事
で
あ
ろ
う
と
予
想
す
る
事
が
出
来
ま
し
た
。（
仏
教

で
は
言
霊
ア
の
宇
宙
を
自
覚
し
た
人
を
阿あ

ら羅
漢か

ん

と
呼
び
、
初
地
の
仏

ほ
と
け
と

し
て
い
ま
す
。
自
我
を
構
成
す
る
経
験
知
に
の
み
頼
る
煩ぼ

ん
の
う悩

の
身
の
上

か
ら
脱
却
し
て
宇
宙
の
目
で
物
事
を
見
、
今･

此
処
に
住
む
こ
と
が
出

来
る
人
の
意
で
あ
り
ま
す
）

　

こ
こ
ま
で
の
作
業
の
点
検
を
終
え
て
、
言
霊
イ
・
エ
の
自
覚
の
話

に
入
り
ま
し
ょ
う
。
既
に
今
ま
で
の
検
討
か
ら
ウ
―
オ
―
ア
と
続
く

母
音
宇
宙
イ
・
エ
の
内
部
を
直
視
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
無
意
味
だ

と
知
っ
て
い
ま
す
。
今･

此
処
に
起
こ
る
出
来
事
を
見
て
、
そ
れ
を

経
験
知
で
は
な
く
、
自
分
本
来
生
ま
れ
た
時
か
ら
授
か
っ
て
い
る
目

に
帰
る
こ
と
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
ア
の
自
覚
と
異
な
る
二

つ
の
点
に
気
付
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

第
一
は
、
自
覚
と
し
て
主
体
の
方
向
に
帰
る
所
が
大
自
然
の
母
音

宇
宙
な
の
で
す
が
そ
れ
は
又
、
そ
の
心
の
宇
宙
の
内
容
を
形
成
す
る

「
古
事
記
神
話
の
謎な

ぞ

で
教
え
ら
れ
た
」
母
音
、
半
母
音
、
父
韻
、
親
音
、

子
音
の
各
言
霊
の
構
造
と
活
動
の
仕
組
の
す
べ
て
な
の
で
す
。

　

第
二
は
、
今･

此
処
に
客
体
的
に
見
ら
れ
る
事
物
が
人
間
個
人
の
過

去
・
現
在
で
あ
る
に
加
え
て
、
世
界
人
類
の
全
歴
史
と
そ
の
現
在
の
状

況
も
要
求
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
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こ
の
二
点
の
こ
と
が
唯
一
人
の
人
間
、
古
事
記
の
伊
耶
那
岐
の
大

神
と
し
て
行
な
わ
れ
る
時
、
禊
祓
は
完
成
さ
れ
、
い
か
な
る
悪
も
、

闇
も
一
瞬
に
消
し
去
る
霊
駆
り
の
言
葉
が
自
覚
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が

人
間
の
生
命
そ
の
ま
ま
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

　

言
い
換
え
る
と
、
伊
耶
那
岐
の
大○

神
（
イ
・
ヰ
）
の
生
命
創
造
意
志

が
動
き
、
そ
の
瞬

ま
ば
た

き
が
八
父
韻
を
動
か
し
、
四
母
音
宇
宙
を
剖
判
さ
せ
、

そ
の
一
つ
一
つ
を
刺
激
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
森
羅
万
象
を
創
造
し
、
現

出
さ
せ
る
の
で
す
。
人
間
の
先
天
構
造
は
斯
く
の
如
く
活
動
し
ま
す
。

禊
祓
の
行
法
を
以
上
の
如
く
自
ら
の
心
の
中
の
動
き
と
し
て
知
り
、
自

覚
す
る
事
が
出
来
ま
す
。
か
く
て
天
の
御
柱
の
自
立
と
な
り
ま
す
。
こ

の
時
、
意
識
で
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
先
天
構
造
が
、
心
の
中
で

掌
を
指
す
如
く
に
明
瞭
に
直
観
さ
れ
る
の
で
す
。

　

以
上
、
黄よ

も
つ泉
国く

に

所
産
の
物
事
を
高
天
原
の
禊
祓
に
よ
っ
て
最
終
的

に
光
の
歴
史
の
中
に
取
り
入
れ
て
行
く
過
程
の
八
十
禍
津
日
、
大
禍

津
日
の
方
法
を
否
定
、
修
正
し
て
神
直
毘
・
大
直
毘
・
伊
豆
能
売
で

あ
る
純
粋
に
高
天
原
の
手
法
に
切
換
え
る
所
の
説
明
を
試
み
ま
し
た
。

御
理
解
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。

※

　

こ
の
一
年
近
く
、
会
報
は
休
刊
と
な
り
、
開
店
休
業
の
言
霊
の
会

で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
間
、
著
者
の
精
神
的
探
求
は
お
蔭
様
で
一

つ
の
階
段
を
登
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
有
り
難
い
こ
と
で
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
に
も
う
一
つ
言
霊
の
会
に
と
っ
て
画
期
的
な
出
来
事
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
言
霊
の
会
発
足
以
来
続
け
て
来
た
会
報
「
コ

ト
タ
マ
学
」（
途
中
改
題
）
の
中
の
、
第
一
号
よ
り
百
七
十
三
号
ま
で

の
全
号
（
重
複
を
除
く
）
を
上
下
二
冊
の
本
と
し
て
ま
と
め
、
出
版

す
る
こ
と
が
出
来
た
事
で
あ
り
ま
す
。
上
巻
は
一
号
よ
り
百
号
ま
で

（
三
六
七
頁
）、
下
巻
は
百
一
号
よ
り
百
七
十
三
号
ま
で
（
三
四
一
頁
）、

共
に
分
厚
な
本
で
あ
り
ま
す
。
文
章
の
記
述
は
勿
論
、
編
集
、
校
正
、

デ
ザ
イ
ン
等
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
無
利
奉
仕
の
お
陰
で
自
費
出
版
と
し

て
は
割
安
の
一
冊
二
千
円
（
二
冊
送
料
共
で
四
千
五
百
円
）
で
頒
布

す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

筆
者
は
自
分
の
文
章
が
本
に
な
り
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
読
ん
だ
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
本
に
ま
と
ま
り
ま
す
と
、そ
れ
は
自
分
の
”過
去
“と

な
っ
た
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
過
去
か
ら
の
制
約
を

受
け
ず
、
今
・
此
処
に
生
き
る
自
由
な
立
場
か
ら
文
章
を
書
き
た
い

と
思
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ま
あ
言
え
ば
そ
の
横
着
な
心
が

今
回
は
違
い
ま
し
た
。
印
刷
所
か
ら
届
い
た
本
を
最
初
か
ら
パ
ラ
パ

ラ
と
目
を
通
し
て
み
ま
し
た
。
一
文
章
そ
れ
ぞ
れ
が
違
う
日
に
違
う

気
持
ち
で
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
を
書
物
の
頁
を
逐
っ
て
読
ん

で
み
ま
す
と
、
文
章
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
音
楽
で
言
え
ば
一
つ
一
つ
の

楽
章
が
小
さ
い
波
、
大
き
い
波
、
低
い
波
、
高
い
波
と
な
り
、
あ
た

か
も
大
き
な
交
響
楽
を
形
成
し
て
行
く
よ
う
に
心
に
響
い
て
来
ま
し

た
。「
自
分
に
こ
ん
な
文
章
が
書
け
る
筈
の
も
の
で
は
な
い
」
と
正
直

思
っ
た
の
で
す
。
自
画
自
賛
で
誠
に
恐
縮
で
あ
り
ま
す
が
、
是
非
お

読
み
に
な
っ
て
下
さ
い
。
二
千
年
以
上
昔
の
日
本
人
の
祖
先
が
、
現

今
の
社
会
状
況
の
来
る
こ
と
を
知
り
、
こ
の
大
き
な
時
代
の
転
換
に

当
っ
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
、
子
孫
を
思
う
心
情
と
慈
愛
の
声
援
を
心

に
深
く
お
感
じ
下
さ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
同
時
に
日
本
国
肇
国
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の
実
状
と
日
本
語
制
定
の
理
論
等
々
の
精
巧
な
論
理
性
を
心
行
く
ま

で
御
理
解
下
さ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

十
一
ヶ
月
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
会
報
「
コ
ト
タ
マ
学
」
の

二
百
二
十
七
号
の
発
行
が
出
来
ま
し
た
こ
と
は
ひ
と
え
に
読
者
の
皆

様
の
激
励
と
声
援
の
お
蔭
で
あ
り
ま
す
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
言
霊
の
会
が
今
号
会
報
を
発
行
い
た
し
ま
し
た
理
由
は
主
に
二

つ
御
座
い
ま
す
。

　

一
つ
は
古
事
記
神
話
の
伝
え
る
言
霊
学
の
最
終
章
に
お
け
る
「
八
十

禍
津
日
・
大
禍
津
日
よ
り
神
直
毘
・
大
直
毘
・
伊
豆
能
売
に
移
る
段

階
で
の
、書
物「
古
事
記
と
言
霊
」と
言
霊
の
説
明
の
補
足
を
し
た
か
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。「
古
事
記
と
言
霊
」
の
書
の
中
の
神
直
毘
の
神
・

大
直
毘
の
神
・
伊
豆
能
売
の
記
述
と
共
に
こ
の
会
報
の
文
章
を
足
し

て
お
読
み
下
さ
る
と
便
利
か
と
存
じ
ま
す
。

　

理
由
の
第
二
は
、
こ
の
一
年
近
い
会
報
の
ブ
ラ
ン
ク
の
間
に
言
霊

の
会
の
活
動
と
現
社
会
の
動
き
と
の
関
係
に
従
来
と
は
異
な
る
兆
候

が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
会
の
動
き
も
即
応
す
べ
き
だ
、
と
思
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
今
後
の
言
霊
の
会
の
社
会
へ
の
発

信
は
主
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
〔
言
霊
百
神　

http://hom
epage2.

nify.com
/studio-hearty/kototam

a/

〕
を
活
用
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

今
後
会
報
は
必
要
時
に
だ
け
送
ら
せ
て
頂
く
事
と
な
り
ま
す
。
そ
れ

故
に
会
費
は
こ
れ
も
必
要
と
な
る
ま
で
は
頂
か
な
い
事
と
い
た
し
ま

し
た
。
毎
月
開
催
し
て
お
り
ま
し
た
言
霊
学
講
習
会
も
必
要
に
応
じ

て
開
催
い
た
し
ま
す
。
ご
了
承
下
さ
い
。

　

昔
、
人
類
は
自
分
み
ず
か
ら
の
生
命
と
は
何
か
、
を
追
求
し
、
便

宜
上
生
命
を
心
と
身
体
と
に
分
け
、
先
ず
そ
の
心
を
解
明
し
て
五
十

音
言
霊
布
斗
麻
邇
の
学
問
を
発
見
し
、
人
類
の
第
一
精
神
文
明
を
建

設
し
ま
し
た
。
次
に
身
体
で
あ
る
物
質
の
探
求
を
推
進
し
、
生
命
の

物
質
的
構
造
を
解
明
し
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
発
見
し
、
ま
た
原
子
物
理
学
に

於
い
て
物
質
と
は
何
か
、
に
精
密
な
解
答
を
出
し
、
現
在
地
球
上
に

見
る
如
く
素
晴
ら
し
い
人
類
の
第
二
物
質
科
学
文
明
を
完
成
さ
せ
ま

し
た
。
以
上
心
と
物
の
両
文
明
を
完
成
さ
せ
た
人
類
は
、
今
よ
り
新

し
く
そ
の
心
と
物
の
両
文
明
原
理
を
車
の
両
輪
と
し
た
人
類
の
第
三

生
命
文
明
の
建
設
に
着
手
す
る
時
を
迎
え
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
建
設

の
主
体
と
な
る
の
は
勿
論
人
間
生
命
の
中
の
心
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

心
の
原
理
が
復
活
の
試
み
開
始
よ
り
約
百
年
、
諸
先
輩
の
研
究
を
受

け
継
ぎ
、
今
日
此
処
に
完
成
い
た
し
ま
し
た
。

　

人
の
子
は
人
と
し
て
生
ま
れ
、
猫
の
子
は
猫
と
な
る
、
こ
の
普
遍

の
法
則
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
遺
伝
子
の
学
問
と
な
っ
て
証
明
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
不
変
の
法
則
を
基
礎
と
し
て
人
類
は
何
を
為
す
べ
き
か
、
の
法

則
が
大
昔
に
あ
っ
た
と
同
様
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
姿
を
現
わ
し
た
の
で

す
。
心
と
物
の
両
原
理
を
携

た
ず
さ

え
て
今
日
の
人
類
は
輝
か
し
い
人
類
の

第
三
生
命
文
明
の
始
ま
る
戸
口
に
立
っ
て
い
ま
す
。
人
類
の
歴
史
の

過
現
未
に
関
心
の
あ
る
方
は
是
非
当
会
発
行
の
書
を
お
読
み
下
さ
い
。

二
千
年
間
暗
黒
の
心
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
た
学
問
で
す
か
ら
難
解
な

点
も
多
々
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
御
不
明
の
点
は
ご
遠
慮
な
く
当

会
に
御
質
問
下
さ
い
。
受
付
の
窓
口
は
常
に
広
く
開
け
て
お
き
ま
す
。

（
こ
の
項
終
わ
り
）
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