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お
手
許
に
『
古
事
記
』
「
上
つ
巻
（
神
代
巻
）
」
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
参
考
に
し
て
項
け
れ

ば
幸
い
で
す
。
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
の
名
前
を
伊
耶
那
岐

い

ざ

な

ぎ

神
・
伊
耶
那
美

い

ざ

な

み

神
と
い
い

ま
す
。
創
造
主
で
あ
り
、
言
霊
の
神
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
お
じ
い
さ
ん
は
山
へ
柴
刈
り

に
行
き
ま
し
た
。
山
と
は
八
間

や

ま

の
こ
と
で
、
人
間
の
創
造
意
志
の
知
性
が
現
わ
れ
る
根
本
の

リ
ズ
ム
（
ヒ
チ
シ
キ
ミ
リ
イ
ニ
の
八
つ
の
父
韻
）
の
こ
と
で
、
柴
刈
り
の
柴
と
は
霊
の
葉
の

謎
で
、
昔
言
霊
の
こ
と
を
一
音
で
霊
と
呼
び
ま
し
ひ
た
。
霊
の
言
棄
と
は
五
十
音
の
言
霊
を

表
わ
し
ま
す
。
お
ば
あ
さ
ん
は
川
で
洗
濯
を
し
ま
し
た
。
川
の
名
を
竺
紫

つ

く

し

の
日ひ

向む
か

の
橘

た
ち
ば
な

の

小
門

を

ど

の
阿あ

波は

岐ぎ

原は
ら

の
川
の
瀬
と
言
い
ま
す
。
洗
濯
と
は
祓

禊

み
そ
ぎ
は
ら
い

の
こ
と
で
す
（
『
古
事
記
』
参

照
）
。
言
霊
の
数
は
五
十
個
、
そ
の
五
十
個
の
言
霊
を
ど
の
よ
う
に
並
べ
た
ら
人
間
精
神
の
理

想
構
造
（
鏡
）
が
出
来
る
か
の
精
神
的
操
作
手
順
が
五
十
あ
り
、
こ
の
手
順
を
祓
禊
と
い
い

ま
す
。
合
わ
せ
て
百
の
原
理
（
百
道
・
鏡
餠
）
の
こ
と
で
す
。
川
か
ら
桃
が
流
れ
て
未
る
と

い
う
事
は
、
祓
禊
に
よ
っ
て
百
（
桃
）
の
原
理
が
完
成
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
桃
太
郎
の
中
か
ら
桃
太
郎
が
生
れ
ま
し
た
。

 

つ
ま
り
、
百
個
の
原
理
を
理
解
し
、
こ
の
言
霊
法
則
を
運
用
す
る
人
が
生
れ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
百
個
の
人
間
生
命
の
根
本
原
理
で
人
類
の
歴
史
を
創
造
し
て
行
く
実
行
者
で
あ
り

ま
す
。
『
古
事
記
』
「
黄
泉
国
」
の
章
に
「
伊
耶
那
岐
神
命
、
桃
子

も
も
の
こ

に
詔
り
た
ま
は
く
、
汝
吾

を
助
け
し
が
ご
と
葦
原
の
中
つ
国
に
あ
ら
ゆ
る
現う

つ

し
き
青あ

お

人
草

ひ
と
ぐ
さ

の
苦う

き
瀬
に
落
ち
て
、
患
惚

た

し

な

ま

ん
時
に
助
け
よ
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
意
富

お

ほ

加
牟
豆
美

か

む

ず

み

命
の
み
こ
と

と
い
う
名
を
賜
ひ
き
」
と
あ
り
ま
す
。

梅
若
の
狂
言
に
あ
る
「
桃
太
郎
」
は
伝
説
の
桃
太
郎
の
こ
と
で
、
そ
の
中
で
シ
テ
の
桃
太
郎

は
自
ら
を
意
富
加
牟
豆
美
命

お

ほ

か

む

ず

み

の

み

こ

と

と
名
乗
り
ま
す
。
大
い
な
る
神
の
稜
威
の
身
と
い
う
意
味
で
、

 

「
昔
あ
る
処
に
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
い
ま
し
た
。

お
じ
い
さ
ん
は
山
へ
柴
刈
り
に
、
お
ば
あ
さ
ん
は
川
へ
洗
濯

に
行
き
ま
し
た
。
川
上
か
ら
大
き
な
桃
が
一
つ
流
れ
て
き
ま

し
た
。
持
っ
て
帰
っ
て
そ
の
桃
を
割
る
と
、
中
か
ら
か
わ
い

い
男
の
子
が
出
て
来
ま
し
た
。
桃
か
ら
生
れ
た
の
で
桃
太
郎

と
名
付
け
ま
し
た
。
桃
太
郎
は
す
く
す
く
と
成
長
し
て
立
派
な
若
者
に
な
り
ま
し
た
。
あ
る

日
桃
太
郎
は
「
こ
れ
か
ら
鬼
が
鳥
に
鬼
退
治
に
行
っ
て
来
ま
す
」
と
申
し
ま
し
た
。
お
じ
い

さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
は
日
本
一
の
黍
団
子
を
作
っ
て
お
弁
当
を
持
た
せ
励
ま
し
ま
し
た
。
途

中
で
犬
・
猿
・
雉
・（
熊
）
が
黍
団
子
を
貰
っ
て
家
来
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
勇
ま
し
く
鬼

が
島
に
乗
り
込
み
、
悪
い
赤
鬼
・
青
鬼
を
さ
ん
ざ
ん
に
懲
ら
し
め
ま
し
た
。
鬼
達
は
終つ

い

に
降

参
し
、
も
う
悪
い
こ
と
は
致
し
ま
せ
ん
と
言
っ
て
自
分
達
の
宝
物
を
全
部
差
出
し
ま
し
た
。

桃
太
郎
は
家
来
と
と
も
に
そ
の
宝
物
を
持
っ
て
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
の
処
へ
帰
り
ま

し
た
。
め
で
た
し
、
め
で
だ
し
。
」 桃

太
郎
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以
上
、
桃
太
郎
の
お
と
ぎ
話
は
現
在
の
科
学
文
明
が
完
成
に
近
づ
い
た
時
、
そ
の
科
学
文

明
が
、
数
千
年
以
前
己
に
発
見
さ
れ
完
成
さ
れ
て
い
る
精
神
文
明
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
言

霊
布
斗
麻
邇
の
原
理
と
共
に
車
の
両
輪
の
如
く
相
た
ず
さ
え
て
人
類
の
新
し
い
第
三
の
文
明

を
創
造
す
る
様
相
を
予
言
し
た
譬
え
話
と
い
う
事
が
出
来
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

 

か
く
て
桃
太
郎
は
四
天
王
を
従
え
て
鬼
が
島
を
征
伐
し
ま
し
た
。
物
欲
と
権
力
闘
争
に
明

け
暮
れ
し
て
い
る
世
の
中
に
姿
を
現
わ
し
、
言
霊
の
原
理
を
高
く
掲
げ
て
世
の
矛
盾
を
解
消

し
、
鬼
が
島
の
宝
物
で
あ
る
科
学
文
明
の
利
器
が
人
類
全
体
の
幸
福
な
生
活
に
役
立
つ
恒
久

平
和
の
世
界
を
実
現
さ
せ
ま
す
。
桃
太
郎
の
凱
旋
で
あ
り
ま
す
。
め
で
た
し
、
め
で
た
し
と

い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

 

桃
太
郎
か
ら
黍
団
子
を
貰
っ
た
犬
（
言
霊
イ
）
、
猿
（
言
霊
ウ
）
、
雉
（
言
霊
オ
）
、
そ
し
て

熊
（
言
霊
ア
）
、
が
家
来
と
な
り
お
供
を
し
ま
し
た
（
現
在
は
熊
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
）
。

仏
教
で
言
え
ば
仏
陀
に
従
う
四
天
王
の
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
、
桃
太
郎
は
原
理
（
言
霊
イ
）

に
基
づ
い
て
言
霊
ウ
オ
ア
（
欲
望
・
経
験
知
・
感
情
）
を
自
由
に
操
作
す
る
実
践
者
（
言
霊

エ
）
に
当
た
り
ま
す
。

 

桃
太
郎
は
健
や
か
に
成
人
し
、
や
が
て
鬼
が
島
を
征
伐
し
に
行
く
。
鬼オ

ニ

の
「
オ
」
は
言
霊

こ
と
た
ま

オ

の
こ
と
で
、
物
時
の
関
連
性
（
緒
・
尾
）
を
調
べ
る
人
間
性
能
の
こ
と
、
鬼
の
「
ニ
」
は
そ

の
関
連
性
を
学
問
と
し
て
第
二
次
的
に
ま
と
め
て
行
く
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
科
学
・
産
業
の

世
界
が
展
開
し
て
来
ま
す
。
そ
れ
は
『
古
事
記
』
に
示
さ
れ
て
い
る
須
佐
男
命
の
支
配
す
る

世
界
で
あ
り
、
人
類
に
素
晴
し
い
便
利
な
生
活
の
道
具
（
宝
物
）
を
実
現
し
ま
し
た
。
と
同

時
に
権
力
闘
争
の
道
具
に
使
わ
れ
、
戦
争
に
よ
る
生
命
の
危
倹
、
人
心
の
荒
廃
、
公
害
の
発

生
等
を
も
も
た
ら
し
ま
し
た
。
何
時
ま
で
も
こ
の
宝
物
を
鬼
の
独
走
の
手
に
委
し
て
お
く
わ

け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
。
天
照
大
神
の
生
命
の
原
理
の
中
に
取
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
は
黍
団
子
を
作
っ
て
桃
太
郎
に
持
た
せ
ま
し
た
。
黍き

び

と
は
伊

耶
那
岐ぎ

・
美
の
こ
と
で
す
。
古
事
記
の
中
で
説
か
れ
ま
す
よ
う
に
岐
美
二
神
の
結
婚
に
よ
っ

て
生
れ
て
来
る
の
は
、
三
十
二
の
実
相
の
単
位
で
あ
る
言
霊
子
音
で
あ
り
、
円
満
玲
瓏
な
言

霊
の
玉
（
団
子
）
で
あ
り
ま
す
。
五
十
個
の
言
霊
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
人
間
精
神
神
の
完

成
体
の
鏡
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
科
学
の
成
果
を
人
類
の
福
祉
に
奉

仕
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

言
霊
の
鏡
（
八
咫

や

た

の

鏡
か
が
み

）
に
基
づ
い
て
歴
史
を
創
造
す
る
神
で
あ
る
天
照
大
神
（
伊
勢
神
宮
の

御
祭
神
）
の
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

二 桃太郎 



お と ぎ 講 ◆ 舌 切 り 雀  

 

現
代
の
日
本
人
社
会
で
は
全
く
知
る
由
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
二
千
年
前
ま
で
政
治
道
徳
の

基
本
で
あ
り
ま
し
た
言
霊
の
原
理
か
ら
見
ま
す
と
、
五
十
音
言
霊
を
そ
れ
ぞ
れ
の
魂
の
中
に

埋
め
て
い
た
だ
き
、
五
十
音
言
霊
を
そ
の
実
相
に
合
わ
せ
て
組
合
せ
た
神
の
国
の
言
葉
で
あ

る
、
古
代
大
和
言
葉
を
使
っ
て
生
活
し
て
い
る
の
が
日
本
の
国
民
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
う
意
味
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
お
と
ぎ
話
の
中
の
お
じ
い
さ
ん
と
は
昔
の
古
代
精
神
文
明
が

華
や
か
で
あ
っ
た
時
代
、
五
十
音
言
霊
の
原
理
に
基
づ
い
て
政
治
を
行
っ
て
い
た
日
本
の
天

皇
（
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
）
の
こ
と
で
あ
り
、
お
ば
あ
さ
ん
と
は
日
本
の
政
治
家
・
学
者
・
宗
教

家
と
理
解
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
古
代
の
天
皇
（
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
）
の
政
治

の
下
で
日
本
の
国
民
は
楽
し
く
何
の
不
安
も
な
い
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
時
代
が
あ
っ

た
の
で
す
。

 

む
か
し
、
む
か
し
、
あ
る
処
に
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
い
ま
し
た
。
そ
の
家
の
竹

薮
で
は
雀
が
大
勢
集
ま
っ
て
楽
し
く
暮
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
お
じ
い
さ
ん
が
家
を
留

守
に
し
ま
し
た
。
そ
の
留
守
に
雀
が
お
ば
あ
さ
ん
の
作
っ
た
糊
を
食
べ
た
の
で
し
た
。
お
こ

っ
た
お
ば
あ
さ
ん
は
雀
の
舌
を
切
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
舌
を
切
ら
れ
た
雀
は
泣
き
な
が
ら

唐
の
竹
薮
に
遂
げ
て
行
き
、
そ
こ
で
ガ
ヤ
ガ
ヤ
と
し
が
な
い
暮
し
を
続
け
て
行
っ
た
の
で
す
。

時
が
過
ぎ
ま
し
た
。
や
が
て
お
じ
い
さ
ん
が
雀
の
い
る
竹
薮
に
久
し
ぶ
り
に
訪
ね
て
来
ま
し

た
。
雀
達
は
大
喜
び
で
お
じ
い
さ
ん
を
歓
迎
し
、
ご
馳
走
を
出
し
て
も
て
な
し
、
帰
り
に
お

土
産
に
と
軽
い
葛
籠

つ

づ

ら

と
重
い
葛
籠
を
出
し
「
お
好
き
な
方
を
お
持
ち
下
さ
い
」
と
申
し
ま
し

た
。
お
じ
い
さ
ん
は
軽
い
葛
籠
を
も
ら
っ
て
帰
り
ま
し
た
。
開
け
て
見
ま
す
と
、
宝
物
が
沢

山
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
た
お
ば
あ
さ
ん
は
「
私
も
…
…
」
と
出
掛
け
て
行
き
、
欲
ば

っ
て
重
い
葛
籠
を
も
ら
っ
て
帰
り
ま
し
た
。
開
け
て
見
る
と
汚
い
も
の
や
妖
怪
が
沢
山
飛
び

出
し
て
来
ま
し
た
、
…
…
と
さ
。

 

雀
と
い
う
烏
は
人
の
住
む
所
を
住
家
と
し
て
い
ま
す
。
お
役
人
の
政
治
に
対
す
る
批
判
を

「
町
の
雀
の
さ
え
ず
り
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
に
国
と
民
・
民
衆

の
意
味
に
譬
え
ら
れ
ま
す
。「
舌
切
雀
」
の
雀
の
語
源
は
鈴
埋

す

ず

う

め
で
す
。
伊
勢
神
宮
の
こ
と
を

五
十
鈴
の
宮
と
い
い
ま
す
が
、
鈴
の
形
は
人
間
の
口
の
形
を
し
て
お
り
、
鈴
と
は
言
葉
を
表

徴
し
ま
す
。
特
に
五
十

い

鈴す
ず

と
い
い
ま
す
と
、
五
十
音
の
言
霊
の
意
味
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。

五
十
音
の
言
霊
と
は
、
人
間
の
心
を
構
成
し
て
い
る
五
十
個
の
最
小
要
素
そ
れ
ぞ
れ
に
五
十

音
の
清
音
を
一
つ
ず
つ
当
て
は
め
た
も
の
で
、
心
の
最
小
単
位
で
あ
る
、
と
同
時
に
言
葉
の

最
小
単
位
で
も
あ
る
五
十
個
と
い
う
こ
と
で
す
。

舌
切
り
雀

ス

ズ

メ

は

イ

ス

ズ

に

通

じ

て

い

る 

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―
―

―

―

―
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次
に
お
ば
あ
さ
ん
は
糊
を
作
り
ま
し
た
。
昔
の
中
国
の
老
子
と
い
う
本
の
中
に
「
大
道
廃

れ
て
仁
義
あ
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
人
間
が
人
間
の
心
と
は
如
何
な
る
構
造
を
し

て
お
り
、
そ
の
構
造
が
示
す
行
為
の
手
順
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
理
解
し
て
い
る
な
ら
ば
、

人
と
し
て
、
国
民
と
し
て
「
こ
う
し
な
さ
い
、
こ
う
し
て
は
い
け
な
い
」
と
行
為
の
基
準
を

事
細
か
に
国
家
が
規
制
す
る
（
仁
義
）
必
要
は
な
い
は
ず
で
す
。
大
道
で
あ
る
言
霊
の
原
理

が
世
の
中
か
ら
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
結
果
と
し
て
、
第
二
次
的
な
手
段
が
必
要
と
な
り
、
お

ば
あ
さ
ん
で
あ
る
歴
代
の
政
治
家
や
学
者
・
宗
教
家
が
国
民
の
守
る
べ
き
教
え
と
し
て
則
（
法

律
）
や
教
（
教
科
書
）
・
典
（
宗
教
経
典
）
な
ど
を
作
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

 

お
じ
い
さ
ん
が
留
守
を
し
た
時
、
雀
が
お
ば
あ
さ
ん
の
作
っ
た
糊
を
食
ぺ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
こ
の
短
い
文
章
は
歴
史
的
に
ま
た
哲
学
的
に
大
層
深
い
意
味
を
含
ん
で
い
ま
す
。
ま
ず
、

お
じ
い
さ
ん
が
留
守
を
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
言
霊
が
そ
の
ま
ま
物
事
の
真
実

を
示
す
五
十
音
言
霊
の
原
理
に
基
づ
い
て
、
政
治
を
行
う
責
任
者
で
あ
っ
た
天
皇
（
ス
メ
ラ

ミ
コ
ト
）
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
を
謂
っ
て
い
ま
す
。
実
際
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
こ
れ
に

当
た
る
の
は
、
神
倭
朝
第
十
代
の
崇
神
天
皇
に
よ
っ
て
三
種
の
神
器
の
同
床
共
殿
の
制
度
が

廃
止
さ
れ
た
こ
と
で
す
。（
こ
れ
に
関
し
て
は
日
本
書
紀
崇
神
天
皇
の
章
に
詳
し
く
載
っ
て
い

ま
す
。
ご
参
照
下
さ
い
。
）
そ
の
時
ま
で
天
皇
の
政
治
の
規
範
で
あ
っ
た
五
十
音
言
霊
の
原
理

（
そ
の
原
理
を
器
物
と
し
て
表
徴
し
た
も
の
が
三
種
の
神
器
の
中
の
八
咫

や

た

の
鏡
で
す
。）
を
信

仰
の
対
象
と
し
て
伊
勢
神
宮
に
神
と
し
て
祀
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
心
理
の
実
体
を
日
本
人
の

意
識
の
表
面
か
ら
隠
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
以
来
、
日
本
人

は
次
第
に
言
霊
の
原
理
と
い
う
も
の
が
こ
の
日
本
を
表
徴
す
る
精
神
伝
統
で
あ
る
と
い
う
こ

と
す
ら
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
か
ら
日
本
（
世
界
も
同
様
）
は
弱
肉

強
食
の
社
会
権
力
を
持
っ
た
者
が
栄
え
、
力
を
持
た
な
い
者
が
苦
し
む
精
神
的
暗
黒
の
時
代

が
続
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

人
間
の
生
命
の
深
奥
の
心
理
を
把
握
し
理
解
し
た
人
（
聖
＝
霊
知
り
）
が
存
在
す
れ
ば
、

社
会
に
は
難
解
な
法
律
な
ど
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
法
律
条
文
は
筒
単
な
ほ
ど
生
き
た
働
き
を

す
る
も
の
で
す
。
人
間
の
魂
が
曇
っ
て
く
れ
ば
く
る
ほ
ど
、
悪
の
行
為
を
規
制
す
る
た
め
に

事
細
か
に
法
律
を
作
る
必
要
が
起
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
際
に
は
お
ば
あ
さ
ん
が

そ
れ
ら
の
則
・
教
・
典
を
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
印
度
・
中
国
・
朝
鮮
な
ど
か
ら
輸
入
し
た

の
で
し
た
。
儒
教
・
仏
教
・
そ
れ
に
時
代
が
下
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る

こ
と
を
日
本
の
歴
史
が
教
え
て
く
れ
ま
す
。

お

ば

あ

さ

ん

の

作

っ

た

糊

は

何

を

意

味

し

て

い

る

か 

な

ぜ

、

お

じ

い

さ

ん

が

は

じ

め

に

家

を

空

け

た

の

か 

―
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―

―

―

―

―

―

―

―
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葛
籠
と
は
綴
る
と
い
う
こ
と
の
謎
で
す
。
言
栗
を
綴
り
合
わ
せ
て
社
会
的
に
世
界
的
に
文

明
を
創
造
・
運
営
し
て
行
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
軽
い
「
つ
づ
ら
」
と
は
言
葉
の
一

音
一
音
が
物
事
の
実
相
を
表
わ
す
最
小
単
位
で
あ
る
五
十
音
の
言
霊
そ
の
も
の
で
あ
り
、
一

音
が
即
真
実
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
回
り
く
ど
い
解
釈
や
概
念
説
明
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
意
見
の
衝
突
も
起
ら
ず
、
人
問
の
魂
が
歪
む
こ
と
も
な
く
、
自
由
自
在
に
表
現
さ
れ

る
軽
や
か
な
綴
り
（
創
造
）
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
葛
籠
を
開
け
る
と
（
そ
の
創
造
力
に
則
っ

て
み
る
と
）
人
間
生
命
の
原
理
に
基
づ
い
て
物
質
文
明
を
自
由
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
人

類
に
繁
栄
と
平
和
と
福
祉
を
も
た
ら
す
色
々
な
方
策
（
宝
物
）
が
現
わ
れ
て
き
ま
す
。

 

そ
れ
に
引
き
か
え
て
重
い
「
つ
づ
ら
」
と
は
重
苦
し
い
学
問
知
識
の
概
念
や
希
望
的
観
測

に
基
づ
く
社
会
運
営
で
あ
り
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
真
実
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
行
く
学
説
や

理
論
体
系
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
開
け
る
と
、
解
釈
の
相
違
に
よ
っ
て
起
こ
る
紛
争
や
戦
争

と
い
う
厄
介
な
汚
物
と
化
け
物
が
飛
び
出
し
て
き
ま
す
。
こ
の
葛
籠
の
こ
と
を
ギ
リ
シ
ャ
神

話
で
は
パ
ン
ド
ラ
の
箱
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
ゼ
ウ
ス
（
又
は
ヘ
ル
メ
ス
）
が
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス

に
贈
っ
た
禍
い
の
箱
で
す
。
そ
の
中
に
は
宗
教
的
・
哲
学
的
・
道
徳
的
な
概
念
理
論
が
い
っ
 

お
じ
い
さ
ん
は
雀
か
ら
お
土
産
に
軽
い
葛
籠
と
重
い
葛
籠
の
う
ち
軽
い
葛
籠
の
方
を
も
ら

っ
て
帰
り
ま
し
た
。
開
け
て
み
る
と
宝
物
が
沢
山
入
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
い
た
お

ば
あ
さ
ん
は
「
私
も
…
…
」
と
出
掛
け
て
行
っ
て
、
お
じ
い
さ
ん
と
は
反
対
に
重
い
葛
籠
の

方
を
も
ら
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
開
け
て
見
ま
す
と
、
汚
い
も
の
や
恐
ろ
し
い
妖

怪
が
飛
び
出
し
て
き
た
の
で
し
た
。

 

雀
は
お
ば
あ
さ
ん
の
糊
（
教
）
を
食
べ
ま
し
た
。
人
々
は
生
命
の
真
理
か
ら
み
て
二
次
・

三
次
的
な
教
え
に
基
づ
い
た
社
会
の
中
に
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、

上
古
の
大
和
言
葉
の
原
理
で
あ
っ
た
神
の
言
葉
が
次
第
に
話
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
日
本
国
民
は
舌
を
切
ら
れ
、
外
国
か
ら
の
借
り
物
の
考
え
方
に
よ
っ
て
生
き
る
よ
り
他

に
道
は
な
く
な
っ
た
の
で
し
た
。
泣
く
泣
く
唐
（
外
国
）
の
竹
薮
に
逃
げ
て
行
っ
て
、
生
存

競
争
・
弱
肉
強
食
の
世
の
中
で
、
し
が
な
い
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
現
代
ま
で

の
日
本
人
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

 

時
が
た
ち
二
千
年
の
歳
月
が
流
れ
ま
し
た
。
昔
、
雀
が
楽
し
く
竹
薮
で
遊
ぶ
こ
と
が
で
き

た
時
の
お
じ
い
さ
ん
が
久
し
ぶ
り
に
雀
を
訪
ね
て
き
ま
し
た
。
言
霊
の
原
理
が
社
会
の
底
流

か
ら
、
ま
た
人
々
の
潜
在
意
識
の
底
か
ら
表
面
意
識
に
ま
で
復
活
し
、
そ
の
原
理
を
自
覚
し

保
持
し
て
政
治
を
行
う
人
が
国
民
の
前
に
姿
を
現
わ
し
ま
し
た
。
お
じ
い
さ
ん
を
迎
え
雀
達

は
大
喜
び
を
し
て
ご
馳
走
し
、
雀
踊
り
を
踊
っ
て
歓
迎
し
ま
し
た
。
こ
の
雀
踊
り
の
こ
と
を

古
事
記
は
天
の
岩
戸
の
前
で
の
天あ

め

の
宇
受
売

う

ず

め

の
命
の
神
楽
舞

か

ぐ

ら

ま

い

と
し
て
伝
え
て
い
ま
す
。

つ

づ

ら

の

意

味

す

る

秘

密

と

は

？ 

―

―

―
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以
上
「
舌
切
雀
」
の
お
じ
い
さ
ん
お
ば
あ
さ
ん
と
雀
の
お
と
ぎ
話
は
、
古
事
記
の
神
話
に

示
さ
れ
た
天
照
大
神
の
岩
戸
隠
れ
と
岩
戸
開
き
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
た
物
語
な
の
で
あ

り
ま
す
。
言
霊
の
原
理
は
い
よ
い
よ
新
世
界
創
造
の
原
器
と
し
て
、
そ
の
姿
を
人
類
の
前
に

現
わ
す
時
が
近
づ
い
て
い
ま
す
。

ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
て
、
一
見
そ
れ
ら
は
立
派
そ
う
に
見
え
る
の
で
、
そ
の
内
容
に
興
味
を
持

っ
て
し
ま
い
、
そ
の
理
論
に
基
づ
く
社
会
創
造
を
行
う
と
、
苦
悩
・
混
乱
が
果
て
し
も
な
く

続
き
ま
す
。

四 舌切り雀 
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ウ
は
欲
望
の
次
元
で
、
こ
の
次
元
か
ら
産
業
・
経
済
活
勤
が
起
こ
り
ま
す
。
オ
の
次
元
は

経
験
知
で
、
こ
れ
よ
り
学
問
・
科
学
が
出
て
き
ま
す
。
ア
は
感
情
の
次
元
で
、
宗
教
・
芸
術

が
興
り
ま
す
。
エ
は
実
践
智
の
次
元
で
、
道
徳
的
政
治
が
現
わ
れ
ま
す
。
最
後
の
イ
の
次
元

は
人
間
の
言
葉
の
原
理
で
あ
る
五
十
音
の
言
霊
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
以
上
の
五
つ
の

次
元
を
頭
に
入
れ
て
お
い
て
花
咲
爺
の
お
と
ぎ
話
を
み
ま
す
と
、
た
い
へ
ん
示
唆
に
富
ん
だ

物
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

 

悲
し
ん
だ
正
直
じ
い
さ
ん
は
犬
を
丁
重
に
弔
っ
て
地
の
中
に
埋
め
、
そ
の
あ
と
に
松
の
木

を
植
え
ま
し
た
。
そ
の
松
は
ず
ん
ず
ん
大
き
く
育
ち
ま
し
た
。
正
直
じ
い
さ
ん
は
そ
の
松
の

木
で
臼
を
作
り
、
餅
を
つ
き
ま
し
た
。
す
る
と
臼
の
中
か
ら
ま
た
宝
物
が
た
く
さ
ん
出
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
い
た
欲
張
り
じ
い
さ
ん
は
臼
を
借
り
て
い
き
、
餠
を
つ
き
ま
し
た
。

す
る
と
臼
の
中
か
ら
汚
い
も
の
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
欲
張
り
じ
い
さ
ん
は
怒
っ
て

臼
を
割
っ
て
焼
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
正
直
じ
い
さ
ん
は
そ
の
灰
を
集
め
撒
き
ま
す
と
、
枯

木
に
花
が
咲
き
、
大
層
美
し
く
な
り
、
そ
れ
を
見
た
お
殿
様
か
ら
褒
め
ら
れ
ま
し
た
。
欲
張

り
じ
い
さ
ん
が
ま
た
真
似
を
し
て
そ
の
灰
を
撒
き
ま
す
と
、
咲
い
て
い
た
美
し
い
花
も
枯
れ
、

人
々
の
眼
や
鼻
や
口
に
入
っ
て
苦
し
め
ま
し
た
の
で
お
殿
様
か
ら
き
つ
く
叱
ら
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
…
…
と
さ
。

 

こ
の
花
咲
爺
の
お
と
ぎ
話
は
、
日
本
伝
統
の
精
神
原
理
で
あ
る
ア
イ
ウ
エ
オ
五
十
音
言
霊

の
学
問
と
、
こ
こ
三
千
年
来
発
達
し
た
物
質
科
学
的
原
理
の
研
究
と
を
対
比
さ
せ
た
物
語
と

み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
間
は
精
神
字
宙
の
五
つ
の
界
層
次
元
に
住
ん
で
い
ま
す
。
五
つ

の
次
元
を
五
つ
の
母
昔
で
表
わ
し
ま
す
。

 
 

正
直
じ
い
さ
ん
と
は
、
言
霊
イ
（
言
霊
原
理
）
と
エ
（
そ
の
原
理
に
基
づ
く
道
徳
）
を

操
作
活
用
す
る
人
、
欲
張
り
じ
い
さ
ん
と
は
言
霊
ウ
（
産
業
・
経
済
）
と
オ
（
経
験
科
学
）

五

十

音

の

言

霊

原

理

で

登

場

人

物

を

み

て

み

る

と

…

… 
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―

―

―

―

―

―
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―
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あ
る
所
に
正
直
な
お
じ
い
さ
ん
と
欲
張
り
の
お
じ
い
さ
ん

が
い
ま
し
た
。
正
直
な
お
じ
い
さ
ん
の
飼
っ
て
い
る
犬
が
裏
の

畑
で
「
ワ
ン
ワ
ン
」
と
鳴
い
て
此
処
を
れ
と
い
い
ま
す
。
そ
こ

で
掘
っ
て
み
ま
す
と
宝
物
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

を
見
て
い
た
欲
張
り
じ
い
さ
ん
は
犬
を
無
理
に
借
り
て
い
き
、

犬
の
鳴
く
処
を
掘
る
と
汚
い
臭
い
も
の
が
た
く
さ
ん
出
て
き

ま
し
た
。
欲
張
り
お
じ
い
さ
ん
は
怒
っ
て
借
り
て
き
た
犬
を
殺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

花
咲
爺

☆

一 花咲爺 
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今
日
の
政
治
や
経
済
や
環
境
の
状
況
が
よ
い
例
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
物
質
主
義
の

偏
重
さ
れ
る
時
代
が
く
る
と
、
精
神
的
な
原
理
で
あ
る
言
霊
布
斗
麻
邇

ふ

と

ま

に

の
学
問
は
国
家
社
会

か
ら
は
忘
れ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
言
霊
を
操
作
す
る
（
イ
の
奴ぬ

）
人
、
即
ち
犬
は
欲
張
り

じ
い
さ
ん
に
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
日
よ
り
約
二
千
年
以
前
第
十
代
崇
神
天
皇
の
時

代
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
正
直
じ
い
さ
ん
と
欲
張
り
じ
い
さ
ん
の
対
立
は
ず
う
っ
と
続
き
ま

す
。
正
直
じ
い
さ
ん
は
殺
さ
れ
た
犬
を
丁
重
に
葬
っ
て
埋
め
、
そ
の
上
に
松
の
木
を
植
え
ま

し
た
。
松
が
育
っ
て
大
き
く
な
る
つ
と
、
そ
の
木
で
臼
を
作
っ
て
餅
を
搗
き
ま
し
た
。
す
る

と
宝
物
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
松
の
葉
は
そ
の
元
の
と
こ
ろ
か
ら
二
本
に
分
か
れ
て

い
ま
す
。
一
つ
の
生
命
の
内
容
を
調
べ
る
に
は
、
ま
ず
陰
陽
二
様
に
分
け
る
こ
と
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
物
事
の
真
相
は
ま
ず
考
え
る
主
体
と
考
え
ら
れ
る
客
体
に
分
か
れ
て
分
析
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
松
の
葉
の
根
元
か
ら
葉
が
二
本
に
分
か
れ
る
形
で
す
。
と
同
時
に
分
析

し
て
内
容
が
個
々
に
確
か
め
ら
れ
た
ら
、
再
び
そ
れ
ら
を
結
合
し
て
元
の
姿
に
組
立
て
る
こ

と
が
大
切
で
す
。
分
析
と
総
合
が
で
き
た
時
、
初
め
て
人
は
そ
の
物
事
の
真
相
を
全
部
は
把

握
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
松
の
棄
の
陰
陽
の
分
か
れ
か
ら
、
元
の
一
つ
の
根
元
に
帰
る
こ

と
で
す
。
こ
れ
を
言
霊
の
原
理
で
は
ま
つ
り
（
祭
・
政
・
真
釣
）
と
呼
び
ま
す
。

 

し
か
し
、
魂
が
言
霊
の
ウ
と
オ
と
い
う
境
涯
に
限
定
さ
れ
て
生
き
て
い
る
欲
張
り
じ
い
さ

ん
が
そ
の
次
元
段
階
の
法
則
に
従
っ
て
物
事
を
運
営
し
ま
す
と
、
結
局
は
そ
の
意
に
反
し
て

汚
い
も
の
が
た
く
さ
ん
現
わ
れ
て
き
ま
す
。
言
霊
ウ
と
い
う
の
は
欲
望
の
世
界
て
あ
り
、
言

霊
オ
は
経
験
知
の
世
界
で
す
。
そ
の
人
達
は
物
質
面
や
自
分
の
経
験
し
た
こ
と
の
知
識
だ
け

で
し
か
物
事
を
判
断
し
、
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
社
会
全
体
と
か
、
世
界
人
類
全

体
の
福
祉
と
か
い
う
立
場
に
は
余
り
重
き
が
置
か
れ
ま
せ
ん
。
個
人
の
経
験
に
基
づ
く
見
解

が
集
ま
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
意
見
の
衝
突
が
起
こ
り
、
度
を
超
え
た
競
争
が
始
ま
り
ま
す
。

果
て
に
は
大
き
な
戦
争
さ
え
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
精
神
的
に
、
物
質
的
に
い
ろ
い
ろ

な
禍
が
現
わ
れ
て
き
ま
す
。

 

正
直
じ
い
さ
ん
は
右
の
分
析
と
総
合
と
い
う
方
法
を
表
わ
す
松
の
木
で
、
臼
を
作
り
ま
し

正

直

じ

い

さ

ん

が

つ

い

た

鏡

餅

は

精

神

理

想

体

系

の

表

わ

れ 

を
運
営
す
る
人
と
解
き
ま
す
。
正
直
じ
い
さ
ん
の
飼
っ
て
い
た
犬
と
は
イ
の
奴
と
い
う
こ
と

で
、
イ
は
五
十
音
言
霊
の
原
理
の
こ
と
で
す
か
ら
、
イ
の
奴
と
は
そ
の
原
理
を
操
作
・
運
用

す
る
人
の
意
味
と
な
り
ま
す
。
犬
が
鳴
い
た
所
を
掘
る
、
と
は
言
霊
原
理
に
則
っ
て
道
徳
の

政
治
を
行
う
と
い
う
意
味
で
す
。
す
る
と
宝
物
が
沢
山
出
て
き
ま
し
た
、
と
は
精
神
文
化
の

花
が
咲
き
、
平
和
で
心
豊
か
な
社
会
が
生
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
に
も
世
界
に

も
、
三
、
四
千
年
以
前
ま
で
は
こ
の
よ
う
な
精
神
文
明
の
時
代
が
実
際
に
続
い
て
い
た
の
で

し
た
。

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―
―

―

―

―
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こ
の
灰
は
葉
霊
で
言
葉
と
心
、
則
ち
言
霊
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
新
聖
書
の
ヨ
ハ
ネ
伝
に

「
太
初
に
言
あ
り
、
言
は
神
と
と
も
に
あ
り
、
言
は
神
な
り
き
。
こ
の
言
は
よ
ろ
ず
太
初
に

神
と
と
も
に
あ
り
、
萬
の
も
の
こ
れ
に
よ
り
て
成
り
、
成
り
た
る
物
に
一
つ
と
し
て
之
に
よ

ら
で
成
り
た
る
は
な
し
。
之
に
生
命
あ
り
。
こ
の
生
命
は
人
の
光
な
り
き
」
と
記
さ
れ
て
い

る
言
葉
の
言
葉
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
生
命
即
言
葉
の
法
則
の
こ
と
で
す
。

 

正
直
じ
い
さ
ん
が
臼
で
餅
を
搗
き
ま
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
言
霊
の
原
理
に
よ
っ
て
政

治
を
行
い
ま
す
と
、
人
類
全
体
の
調
和
が
と
れ
た
精
神
的
な
施
策
が
次
々
に
打
ち
出
さ
れ
て

き
ま
す
。
宝
物
が
ざ
く
ざ
く
と
湧
く
よ
う
に
現
わ
れ
て
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
反
対
に
欲
張
り

じ
い
さ
ん
が
真
似
て
餅
を
搗
き
ま
す
と
、
物
質
的
な
利
益
を
主
眼
に
し
て
、
社
会
全
体
を
無

視
し
た
悪
政
と
公
害
が
地
球
上
に
現
わ
れ
て
き
ま
す
。
臭
い
汚
い
も
の
が
湧
き
上
が
っ
て
き

ま
す
。

 

正
直
じ
い
さ
ん
が
そ
の
灰
を
撒
く
と
い
う
こ
と
は
言
霊
の
法
則
に
基
づ
い
た
種
々
の
政
策

と
施
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
原
理
に
基
づ
い
て
物
事
を
運
び
ま
す
と
、
三
千
年
の
暗
黒

の
歴
史
の
闇
を
破
っ
て
再
び
蘇
っ
て
き
た
精
神
の
原
理
と
、
今
や
完
成
に
近
づ
い
て
い
る
物

質
科
学
の
原
理
の
双
方
を
給
合
し
た
人
類
の
第
三
文
明
の
時
代
が
実
現
し
、
こ
の
地
球
上
に

 

欲
張
り
じ
い
さ
ん
は
怒
っ
て
臼
を
焼
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
正
直
じ
い
さ
ん
は
臼
の
灰
を

集
め
て
枯
れ
木
に
撒
い
て
や
り
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
枯
木
の
枝
に
美
し
い
花
が
咲
き

出
し
ま
し
た
。「
枯
木
に
花
を
咲
か
せ
よ
う
」
と
正
直
じ
い
さ
ん
は
村
や
町
に
美
し
い
花
を
咲

か
せ
て
歩
き
ま
し
た
。

お

と

ぎ

話

が

現

在

、

そ

し

て

未

来

を

的

確

に

予

言

す

る 

た
。
そ
の
臼
で
餅
を
搗
き
ま
し
た
。
餅
で
上
下
二
段
の
鏡
餅
が
で
き
ま
す
。
人
間
の
心
を
分

析
し
て
五
十
個
の
言
霊
を
手
に
し
ま
し
た
。
人
間
の
心
は
五
十
個
の
言
霊
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
五
十
個
の
言
霊
が
鏡
餅
の
上
段
に
当
た
り
ま
す
。
そ
の
分

析
さ
れ
て
わ
か
っ
た
要
素
の
言
霊
を
整
理
活
用
し
て
、
そ
の
総
合
の
結
果
、
政
（
ま
つ
り
ご

と
）
の
基
準
と
な
る
精
神
理
想
の
体
系
が
出
来
上
が
り
ま
す
。
こ
の
整
理
・
活
用
の
方
法
が

ち
ょ
う
ど
五
十
あ
り
ま
す
。
こ
の
五
十
の
整
理
法
が
鏡
餠
の
下
段
に
当
た
り
ま
す
。
五
十
個

の
言
霊
と
そ
の
整
理
の
手
順
が
五
十
、
合
計
で
百
の
原
理
、
こ
れ
を
百
の
道
で
餅
と
呼
び
ま

す
。
正
月
に
床
の
間
に
お
供
え
す
る
鏡
餠
の
こ
と
で
す
。
人
間
社
会
を
運
営
し
て
行
く
基
準

（
鏡
）
と
な
る
百
の
道
と
い
う
意
味
の
謎
で
あ
り
ま
す
。
臼
と
は
そ
の
鏡
餠
を
搗
く
道
具
、

即
ち
方
法
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
臼
の
語
源
の
語
に
つ
き
ま
し
て
は
長
く
な
る
の
で
、
こ
こ

で
は
省
格
し
ま
す
。
鏡
餠
の
上
段
で
あ
る
五
十
個
の
言
霊
を
神
と
し
て
お
祭
り
し
た
宮
を
伊

勢
の
五
十
鈴
の
宮

（
伊
勢
神
宮
）
と
い
い
、
下
段
の
整
理
法
を
お
祭
り
し
た
宮
を
奈
良
の
石

上
神
宮
（
五
十
神
〉
と
申
し
ま
す
。

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―
―

―

―

―
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欲
張
り
じ
い
さ
ん
の
撒
く
灰
は
放
射
能
の
「
死
の
灰
」
を
意
味
し
て
い
ま
す
。「
花
咲
爺
」

の
お
と
ぎ
話
の
作
者
は
実
際
に
そ
の
こ
と
を
予
想
し
て
書
い
た
の
で
あ
り
ま
し
よ
う
か
。
現

代
と
い
う
時
点
に
立
っ
て
見
ま
す
と
、
こ
の
お
と
ぎ
話
は
誠
に
恐
ろ
し
い
的
確
な
予
言
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

 

こ
れ
に
反
し
て
、
欲
張
り
じ
い
さ
ん
が
灰
を
撒
く
、
言
い
換
え
る
と
言
霊
ウ
（
欲
望
）
と

オ
（
経
験
知
）
だ
け
を
操
作
し
て
物
質
優
先
に
偏
っ
た
施
策
を
行
い
続
け
て
い
く
な
ら
ば
、

社
会
の
生
存
競
争
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
り
、
人
心
は
荒
廃
し
、
公
害
は
増
大
し
、
地
球
上

は
生
物
の
住
む
所
で
は
な
く
な
り
、
と
ど
の
つ
ま
り
世
界
の
核
戦
争
と
い
う
決
定
的
破
滅
の

事
態
を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
と
ぎ
話
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
花
を
枯
ら
す
ば
か
り
か
、

人
間
や
す
べ
て
の
生
物
が
絶
減
し
て
し
ま
い
ま
す
。

今
ま
で
に
な
か
っ
た
豊
か
な
生
活
と
恒
久
の
平
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

四 花咲爺 
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「
不
老
不
死
の
仙
薬
」
と
は
言
霊
布
斗
麻
邇
の
原
理
に
基
づ
く
政
治
は
万
世
一
系
に
変
る

こ
と
の
な
い
恒
久
平
和
の
世
の
実
現
を
可
能
に
す
る
も
の
、
ア
イ
ウ
エ
オ
五
十
音
・
三
種
の

神
器
の
原
理
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
秦
の
始
皇
帝
が
秦
朝
を
万
代
に
安
定
さ
せ
よ
う
と
し

て
求
め
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
始
皇
帝
が
除
福
を
来
朝
さ
せ
た
紀
元
前
二
百
二
十
一
年
は
、

原
理
を
隠
し
て
物
質
科
学
文
明
を
興
そ
う
と
す
る
計
画
が
実
行
に
移
さ
れ
る
寸
前
の
第
七
代

孝
霊
天
皇
の
時
で
あ
る
。

 

別
れ
を
惜
し
み
な
が
ら
再
び
亀
の
背
に
乗
っ
て
故
郷
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
し
か
し
竜
宮
で

あ
る
日
本
の
皇
室
は
何
事
も
無
く
浦
島
除
福
を
送
り
返
し
、
事
態
を
乗
り
切
る
事
が
出
来
た

事
に
胸
を
な
で
下
ろ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
物
語
に
は
乙
姫
と
浦
島
と
は
お
互
い
に
名
残
を
惜

し
ん
だ
と
あ
る
が
、
実
は
全
く
反
対
の
こ
と
を
表
す
た
め
の
皮
肉
の
修
飾
で
あ
る
。

 

「
春
の
日
の
霞
め
る
時
に
住
江
の
岸
に
い
で
居
て
釣
船
の
と
ほ
ろ
う
見
れ
ば
古
の
事
ぞ
と
念お

も

ほ
ゆ
る
水
の
江
の
浦
島
の
児
が
鰹
魚
釣
り
…
…
」
（
万
葉
集
一
七
四
〇
）

 

乙
姫
と
は
音
秘
め
の
謎
で
あ
る
。
上
古
の
霊
知
り
天
皇
の
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
人
間
の

精
神
の
構
造
を
創
造
意
志
の
法
則
と
し
て
捉
え
、
そ
の
実
体
を
言
葉
の
原
理
と
し
て
把
握
し
、

そ
れ
を
秘
め
蔵か

く

し
て
い
る
、
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
故
竜
宮
城
と
は
日
本
の
こ
と
で
あ
り
、

又
日
本
の
当
時
の
皇
室
の
こ
と
で
も
あ
る
。
当
時
中
国
は
日
本
の
こ
と
を
東
海
の
姫
氏
国
と

も
呼
ん
で
い
た
。

 

浦
島
太
郎
は
竜
宮
の
乙
姫
は
じ
め
大
勢
の
人
の
歓
迎
も
て
な
し
を
受
け
た
。
そ
し
て
浦
島

は
夢
心
地
と
な
り
、
宴
会
攻
め
の
思
わ
ぬ
三
年
を
過
ご
し
た
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
故
郷
に
帰

る
こ
と
と
な
っ
た
。
乙
姫
は
竜
宮
城
の
お
土
産
と
し
て
玉
手
箱
を
「
決
し
て
開
く
こ
と
の
な

い
よ
う
」
と
言
っ
て
浦
島
に
与
え
た
。  

始
皇
帝
は
東
方
の
五
山
に
あ
る
不
老
不
死
の
仙
薬

を
求
め
、
お
気
に
入
り
の
家
臣
除
福
と
い
う
占
師
（
方

士
）
に
童
男
童
女
大
勢
を
与
え
、
沢
山
の
船
を
備
え
、

何
年
か
か
っ
て
も
東
方
の
国
に
あ
る
「
不
老
不
死
の

仙
薬
」
を
見
付
け
て
持
っ
て
来
る
よ
う
に
と
命
令
し

た
。 浦

島
太
郎

一 浦島太郎 
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初
め
の
歌
に
あ
る
は
こ
や
の
山
と
は
方
壷
山
と
列
子
に
あ
る
日
本
の
高
千
穂
の
峰
の
こ
と

で
あ
る
。
浦
島
除
福
が
幾
度
求
め
て
来
て
も
、
言
霊
の
原
理
は
教
え
ま
せ
ん
よ
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
次
の
万
葉
集
の
歌
は
先
の
浦
島
の
児
の
歌
の
返
歌
と
し
て
詠
ま
れ
、
常
世
辺
す

な
わ
ち
外
国
に
住
ん
で
い
れ
ば
よ
い
も
の
を
、
判
断
力
の
根
本
原
理
を
求
め
て
日
本
に
や
っ

て
来
て
失
敗
し
た
愚
か
な
人
よ
、
と
除
福
を
笑
っ
た
歌
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

 

玉
手
箱
の
中
身
が
何
で
あ
っ
た
か
を
言
霊
学
に
よ
っ
て
明
ら
に
な
り
、
皇
祖
皇
宗
の
世
界

経
営
の
定
め
る
よ
う
に
、
二
十
世
紀
に
そ
の
蓋
が
開
か
れ
、
不
老
不
死
の
仙
薬
の
言
霊
の
原

理
に
従
っ
て
人
類
の
新
し
い
文
明
創
造
の
歴
史
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。

 

百
千
た
び
浦
島
の
児
は
帰
る
と
も
藐
姑
射

は

こ

や

の
山
は
と
き
な
る
べ
き
（
千
載
集
）

 

除
福
が
故
郷
に
帰
り
着
い
た
時
は
、
彼
の
主
人
の
秦
の
始
皇
帝
は
す
で
に
こ
の
世
に
な
く
、

浦
島
が
竜
宮
で
遊
ん
で
い
た
三
年
と
は
実
は
、
そ
れ
は
そ
れ
は
長
い
年
月
で
あ
っ
た
の
だ
。

途
方
に
暮
れ
た
浦
島
が
開
け
て
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
玉
手
箱
の
蓋
を
と
っ
て
み
る
と
、

中
か
ら
白
い
煙
が
立
ち
昇
っ
て
中
に
は
何
も
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
浦
島
は
た
ち
ま
ち
白
髪

の
老
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

 

神
武
天
皇
以
後
の
世
界
文
明
経
営
の
大
方
針
に
よ
っ
て
、
玉
手
箱
は
封
印
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
除
福
が
来
朝
し
た
時
代
は
玉
手
箱
の
中
に
入
る
べ
き
言
葉
の
麻
邇
名

を
抜
い
た
空
っ
ぽ
の
箱
で
し
か
な
か
っ
た
。

 

玉
手
箱
と
は
宝
石
を
入
れ
て
お
く
小
さ
な
箱
の
こ
と
。
玉
と
は
言
霊
の
こ
と
を
言
う
。
別

名
玉
匣

た
ま
く
し
げ

と
も
い
っ
た
。
こ
の
玉
匣
の
言
葉
は
「
蓋
」
又
は
「
明
け
る
」
の
枕
詞
と
な
っ
た
。

ま
こ
と
に
優
雅
な
表
現
で
あ
る
が
、
玉
手
箱
の
本
来
の
意
味
は
言
霊
の
埴
土

は

に

札
を
入
れ
る
箱

（
ヘ
ブ
ラ
イ
の
神
宝
に
黄
金
の
マ
ナ
壷
と
あ
る
が
こ
れ
と
同
じ
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
開
け
ば

人
間
生
命
意
志
の
構
造
を
そ
の
ま
ま
言
葉
と
し
て
表
わ
し
た
人
類
永
遠
の
真
理
が
入
っ
て
い

る
。

 

常
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を
剣
刀
お
の
が
行わ

ざ

か
ら
お
そ
や
こ
の
君
（
万
葉
集
）

二 浦島太郎 


