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《
論　

文
》

能
を
作
る
と
い
う
こ
と
―《
弓
八
幡
》
を
事
例
に
謡
曲
と
能
作
論
の
思
想
的
架
橋
を
め
ざ
し
て

上
野
　
太
祐

1　

問
題
の
所
在
と
方
法
の
吟
味

世
阿
弥
（
一
三
六
三
？
―
一
四
四
三
？
）
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
国
文

学
分
野
に
お
け
る
伝
書
・
謡
曲
の
精
緻
な
文
献
学
的
研
究
が
主
だ
っ
た

も
の
だ
が
、
焦
点
を
そ
の
思
想
研
究
に
絞
る
と
、
美
学
・
哲
学
分
野
で

は
芸
道
論
を
中
心
に
伝
書
研
究
が
、
倫
理
学
・
日
本
倫
理
思
想
史
分
野

で
は
中
世
日
本
の
倫
理
思
想
を
捉
え
る
視
点
か
ら
謡
曲
研
究
が
、
各
々

展
開
さ
れ
て
き
た）

（
（

。
し
か
し
世
阿
弥
と
い
う
一
人
の
人
間
が
し
た
た
め

た
伝
書
と
謡
曲
と
の
思
想
的
つ
な
が
り
を
考
え
る
研
究
は
い
ま
だ
十
分

に
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
従
来
の
伝
書
研
究
の
視
点
に
は
近
代
以
降

の
演
劇
論
や
稽
古
論
へ
の
関
心
が
強
く
投
影
さ
れ
、
議
論
の
主
題
が
身

体
論
や
無
心
な
ど
西
田
幾
多
郎
以
来
の
日
本
の
哲
学
の
関
心
事
に
偏
っ

て
き
た
こ
と
が
そ
の
理
由
の
一
つ
と
考
え
う
る）

（
（

。
こ
う
し
た
視
点
の
研

究
は
、
伝
書
の
思
想
が
も
つ
可
能
性
を
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
形
で
引
き
出

す
こ
と
に
長
け
て
い
る
一
方
、
伝
書
の
中
に
確
か
に
流
れ
て
い
る
世
阿

弥
の
中
世
的
感
性
―
例
え
ば
神
仏
の
問
題
―
を
と
も
す
れ
ば
度

外
視
し
て
し
ま
う
。
他
方
、
謡
曲
の
読
解
を
通
じ
て
、
神
仏
や
死
者
を

め
ぐ
る
倫
理
思
想
を
捉
え
て
き
た
倫
理
学
・
日
本
倫
理
思
想
史
分
野
に

お
い
て
は
、
そ
の
視
点
か
ら
世
阿
弥
の
伝
書
を
あ
ら
た
め
て
読
み
解
く

と
い
っ
た
成
果
に
は
十
分
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
謡
曲
の
思
想
研
究
の

成
果
を
伝
書
の
思
想
と
い
か
に
有
機
的
に
接
続
す
る
か
と
い
う
点
が
、

当
該
領
域
で
世
阿
弥
と
い
う
一
人
の
人
間
の
思
想
に
迫
る
上
で
の
課
題

と
な
ろ
う
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
世
阿
弥
の
思
想
を
日
本
の
倫
理
思
想

の
文
脈
に
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
よ
り
視
野
の
広
い
問
題
に
も

関
わ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
、
世
阿
弥
が
芸
に
お
い
て
重
ん
じ
た
「
花
」

の
成
就
の
前
提
と
な
る
は
ず
の
能
作
と
謡
曲
と
の
連
続
性
を
取
り
上
げ

る
こ
と
で
、
伝
書
と
謡
曲
の
思
想
的
架
橋
の
土
台
を
整
備
し
た
い
。
従

来
、
世
阿
弥
が
伝
書
に
お
い
て
謡
曲
を
如
何
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
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い
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
相
良
亨
『
世
阿
弥
の
宇
宙
』（
特
に
序

章
・
終
章
）
な
ど
の
僅
か
な
例
を
除
き
、
積
極
的
に
は
問
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
だ
が
、
能
の
出で

来き

庭ば

が
具
体
的
に
は
謡
曲
に
基
づ
く
以
上
、

世
阿
弥
の
説
く
「
花
」
を
捉
え
る
前
提
と
し
て
能
作
は
実
は
重
要
な
位

置
を
占
め
る
。

相
良
は
同
書
で
、
倫
理
学
・
日
本
倫
理
思
想
史
の
立
場
か
ら
、
世
阿

弥
伝
書
の
思
想
と
謡
曲
と
の
関
係
を
網
羅
的
か
つ
体
系
的
に
論
じ
た
。

氏
は
「
芸
論
の
生
き
た
理
解
に
も
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
謡
曲
の
思

想
が
問
わ
れ
て
よ
い
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」［
相
良（111

：

（1
］）

（
（

と
し
、
世
阿
弥
作
と
さ
れ
る
謡
曲
群
の
味
読
か
ら
世
阿
弥
の
思
想

に
迫
っ
た
。
序
章
で
「
危
険
な
考
察
を
あ
え
て
行
う
」［
同
：
（1
］
と

述
べ
つ
つ
、
自
身
の
方
法
論
の
課
題
点
を
挙
げ
論
じ
て
い
る
。
そ
の
論

点
を
箇
条
で
整
理
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

① 

謡
曲
を
演
能
か
ら
独
立
さ
せ
て
研
究
す
る
こ
と
は
で
き
る
の

か
。

② 

世
阿
弥
作
と
確
定
で
き
る
曲
が
な
い
こ
と
に
ど
う
対
応
す
る

か
。

③
い
か
な
る
謡
曲
の
分
類
が
行
論
上
妥
当
で
あ
る
か
。

こ
れ
ら
諸
点
へ
の
相
良
の
結
論
を
簡
単
に
確
認
し
た
い
。
①
に
つ
い

て
は
、
一
曲
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
作
詞
者
に
よ
る
本
説
（
作
品
の
典

拠
と
な
る
も
の
）
の
解
釈
が
入
り
込
む
は
ず
で
あ
る
と
の
想
定
の
も

と
、「
作
者
世
阿
弥
が
本
説
か
ら
解
釈
し
と
っ
て
一
曲
を
構
成
し
た
思

想
内
容
の
理
解
に
謡
曲
研
究
を
限
定
」［
同
：
（1
］
し
、
世
阿
弥
が
本

説
か
ら
読
み
取
っ
た
「
謂
レ
」「
理
」
の
解
明
の
み
に
問
題
を
絞
り
そ

の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
を
採
用
し
た
。
こ
う
し
て
、
演
能
を
含

む
能
一
般
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
詞
章
と
し
て
の
謡
曲
の
思
想
内
容
を

研
究
対
象
と
す
る
道
を
拓
い
た
。
②
に
つ
い
て
は
、
氏
の
関
心
は
対
象

曲
が
世
阿
弥
作
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
世
阿
弥
の
思
想
の
把
握
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、
世
阿
弥
自

身
が
改
作
を
勧
め
て
い
る
た
め
、
現
在
伝
わ
る
も
の
が
古
態
の
ま
ま
で

あ
る
保
証
が
ほ
ぼ
無
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
音
曲
や
振
り
に

比
し
て
詞
章
は
相
対
的
に
改
変
が
少
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
、
仮
に
改

変
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
「
思
想
的
な
骨
格
を
崩
す
よ
う
な
こ
と

は
容
易
に
は
行
わ
れ
難
い
も
の
」［
同
：
（1
］
と
見
る
。
こ
う
し
て
相

良
は
、
ほ
ぼ
全
研
究
者
が
世
阿
弥
作
と
認
め
る
曲
を
中
心
に
そ
れ
ら
の

よ
り
深
い
内
面
へ
と
沈
潜
す
る
内
在
的
研
究
へ
と
進
ん
だ
。
③
に
つ
い

て
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
近
世
以
来
の
五
番
分
類
（
神
男
女
狂
鬼
）
で
は

な
く
、
世
阿
弥
伝
書
『
五
音
』『
五
音
曲
条
々
』
に
基
づ
き
相
良
が
僅

か
な
改
変
を
加
え
た
「
祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷
・
闌ら

ん

意い

」［
同
：

（1
］
と
い
う
独
自
区
分
を
、
謡
曲
の
思
想
を
分
類
す
る
研
究
視
角
と
し

て
採
用
し
た
。
世
阿
弥
は
こ
の
五
種
に
心
情
・
事
態
を
分
類
で
き
る
と

考
え
て
い
た
と
相
良
は
想
定
し
、
世
阿
弥
の
思
想
を
論
ず
る
う
え
で
妥
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能を作るということ

当
な
分
類
だ
と
述
べ
た
。

相
良
が
上
記
の
方
法
論
を
採
用
し
、
世
阿
弥
の
思
想
を
独
創
的
か
つ

幅
広
く
論
じ
た
こ
と
は
、
世
阿
弥
作
謡
曲
の
総
合
的
把
握
を
達
成
し
た

点
で
卓
越
し
た
成
果
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
あ
ら
た
め
て
相
良
の
方
法

論
の
再
検
討
か
ら
始
め
、
世
阿
弥
伝
書
と
「
芸
論
の
生
き
た
理
解
に
も

欠
か
せ
な
い
も
の
」
と
さ
れ
た
謡
曲
理
解
と
を
接
続
す
る
道
を
探
り
た

い
。相

良
は
、
①
に
つ
い
て
、
謡
曲
の
詞
章
の
み
を
演
能
の
実
態
か
ら
独

立
さ
せ
て
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
丁
寧
な
説
明
を
試
み
て
お

り
、
そ
れ
自
体
は
非
常
に
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
、
世
阿
弥
の
思

想
と
い
う
目
線
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
問
わ
れ
る
べ
き
は
能
の
立
ち
上

が
り
が
究
極
的
に
何
に
起
因
し
て
い
た
か
と
い
う
点
で
は
な
か
っ
た

か
。
後
述
の
通
り
、
世
阿
弥
伝
書
を
読
み
込
む
と
、
能
の
立
ち
上
が
り

は
謡
い
に
行
き
着
く
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
謡
曲
の
詞
章
の
み
を

研
究
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
世
阿
弥
の
思
想
の
観
点
か
ら
も
首
肯
さ
れ

よ
う
。
②
に
つ
い
て
、「
思
想
的
な
骨
格
を
崩
す
よ
う
な
こ
と
は
容
易

に
は
行
わ
れ
難
い
」
と
の
想
定
や
、「
謂
レ
」「
理
」
に
注
目
す
る
こ
と

で
世
阿
弥
の
思
想
に
迫
る
と
い
う
姿
勢
は
一
理
あ
る
が
、
現
実
に
は
例

え
ば
後
場
が
丸
ご
と
取
り
替
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
曲
な
ど
も

あ
り）

（
（

、
依
然
慎
重
な
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
相
良
の
指
摘
に
も
あ
る
通

り
『
世ぜ

子し

六ろ
く

十じ
ゅ
う

以い

後ご

申さ
る

楽が
く

談だ
ん

儀ぎ

』（
以
下
、『
談
儀
』）
に
は
「
然し

か
れば

、

能
も
当
世
〳
〵
を
心
得
て
、
昔
は
か
く
成な

る

と
の
み
心
得
べ
か
ら
ず
」

［
287
］）

（
（

と
あ
り
、
一
曲
の
様
相
が
大
き
く
変
わ
り
う
る
こ
と
は
疑
い
な

い
。
そ
の
点
で
、
②
は
、
伝
書
と
謡
曲
と
の
思
想
的
な
関
係
を
問
題
に

す
る
本
稿
に
お
い
て
も
深
刻
な
課
題
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
説
得
的
な

解
決
策
を
見
出
せ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
「「
応
永
年
中
の
所
作
、
末

代
に
も
さ
の
み
甲
乙
あ
ら
じ
」
と
、
三
道
に
も
言
へ
り
。
然
ば
、
此
の

新
作
の
能
共
を
、
本
意
を
失
は
ず
、
当
世
を
ち
ゝ
と
色
ど
り
替
う
べ

し
」［
287
］
と
も
あ
り
、
観
世
内
で
こ
の
考
え
が
共
有
さ
れ
て
い
れ
ば

「
本
意
」
を
失
う
ほ
ど
の
変
更
は
成
さ
れ
難
い
も
の
と
考
え
ら
れ
な
く

も
な
い
が
、
現
実
の
改
作
状
態
は
想
像
以
上
に
激
し
か
っ
た
可
能
性
も

あ
る
。
②
は
な
お
克
服
す
べ
き
課
題
と
し
て
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
③

に
つ
い
て
、
相
良
も
指
摘
し
た
通
り
『
五
音
』『
五
音
曲
条
々
』
に
掲

出
さ
れ
た
「
祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷
・
闌
曲
」
は
あ
く
ま
で
音
曲

の
分
類
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
指
定
が
一
曲
全
体
を
貫
く
個
性
に
通
じ
る

と
は
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
な
い
点
を
、
よ
り
丁
寧
に
考
え
た
い
。
相
良

は
一
曲
全
体
の
風
趣
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
後
述
の
通
り
世
阿
弥
は

謡
い
に
能
の
本
質
を
見
、
ま
た
一
曲
内
に
む
し
ろ
多
様
な
五
音
の
あ
り

方
を
認
め
て
い
た）

（
（

以
上
、
分
類
を
先
立
て
て
し
ま
う
と
還
元
的
操
作
に

陥
る
危
険
も
あ
る
。
無
論
、
世
阿
弥
の
思
想
を
摘
出
す
る
と
い
う
目
的

に
沿
っ
て
「
謂
レ
」「
理
」
を
軸
に
音
曲
の
分
類
を
一
曲
全
体
の
分
類

へ
と
拡
大
し
、
そ
の
曲
の
力
点
を
押
さ
え
る
方
法
は
一
理
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
謡
曲
に
描
き
込
ま
れ
た
多
様
な
情
念
を

捨
象
す
る
危
険
性
と
表
裏
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
相
良
が
導
入
し
た
分
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類
は
、
本
稿
で
は
踏
襲
し
な
い
。
む
し
ろ
分
類
を
前
提
と
せ
ず
個
別
の

謡
曲
が
も
つ
内
容
を
捉
え
る
こ
と
、
伝
書
の
思
想
と
謡
曲
の
思
想
と
の

つ
な
が
り
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

相
良
は
謡
曲
の
精
読
に
よ
り
得
た
成
果
か
ら
、
世
阿
弥
晩
年
の
伝
書

『
夢
跡
一
紙
』『
金
島
書
』
の
分
析
へ
と
進
み
、
天
地
宇
宙
に
お
の
ず
か

ら
な
り
て
あ
る
己
を
「
自
己
慰
撫
・
自
己
救
済
」
す
る
強
い
意
志
に
人

間
世
阿
弥
を
見
た
の
で
あ
っ
た
［
相
良（111

：
278
―

279
］。
た
だ
、
そ

こ
で
は
世
阿
弥
伝
書
の
う
ち
最
も
注
目
さ
れ
る
稽
古
論
の
問
題
―

そ
の
先
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
花
」
の
思
想
―
が
後
景
に
退
い
て
い

た
。
相
良
の
成
果
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
世
阿
弥
の
思
想
を
倫
理
思
想
と
し

て
総
合
的
に
捉
え
て
い
く
た
め
に
は
、
伝
書
と
謡
曲
と
を
説
得
的
に
つ

な
げ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
伝
書
研
究
の
焦
点
を
特
に
能
作
論
に
絞

る
。
能
作
論
は
稽
古
論
を
含
む
射
程
を
持
つ
と
と
も
に
、
謡
曲
の
組
み

立
て
に
直
接
関
係
す
る
た
め
、
両
者
を
架
橋
す
る
具
体
的
な
道
だ
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

2　

耳
の
芸
と
し
て
の
申
楽
―
能
作
論
か
ら
謡
曲
へ

世
阿
弥
当
時
の
能
の
上
演
は
、
例
え
ば
能
楽
堂
で
静
か
に
鑑
賞
す
る

現
在
の
形
態
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
伝

書
を
開
け
ば
、「
貴き

所し
ょ

・
山さ

ん

寺じ

、
田で

ん

舎じ
ゃ

・
遠お

ん

国ご
く

、
諸
社
の
祭
礼
」［
11
］、

あ
る
い
は
「
…
…
広こ

う

座ざ

・
少

し
ょ
う

座ざ

、
庭て

い

前ぜ
ん

・
屋や

内な
い

、
な
い
し
、
か
り
そ
め

の
座（

マ
マ
）式

」［
185
］
な
ど
、
庭ば

を
選
ば
ず
能
を
成
就
さ
せ
る
た
め
の
「
宛

て
が
ひ
」
が
随
所
に
見
え
る
。
世
阿
弥
た
ち
は
多た

ん
の武

峰み
ね

や
春か

す
が日

興こ
う

福ぶ
く

寺じ

で
毎
年
催
さ
れ
た
神
事
猿
楽
へ
の
参
勤
義
務
に
則
り
「
式し

き

三さ
ん

番ば

」（
い

わ
ゆ
る
翁
猿
楽
）
の
後
に
申
楽
を
披
露
し
た
か
と
思
え
ば
、
別
の
機
会

に
は
、
貴
人
の
酒
席
へ
不
意
に
呼
び
出
さ
れ
申
楽
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
［
11
］。
こ
の
よ
う
に
、
申
楽
は
実
に
多
様
な

環
境
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
勝
負
の
立
合
」［
11
］

に
関
す
る
記
事
が
伝
書
に
散
見
す
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
演
能
で
は
し

ば
し
ば
グ
ル
ー
プ）

（
（

（
田
楽
能
の
グ
ル
ー
プ
も
含
む
）
間
の
競
い
合
い
も

あ
っ
た
ら
し
い
。
足
利
義
満
が
没
し
、
目
利
き
の
将
軍
足
利
義
持
が
実

権
を
握
る
と
、「
当
世
は
、
御
目
も
弥い

や

闌た
け

て
、
少
し
き
の
非
を
も
御
讃さ

ん

談だ
ん

に
及
ぶ
あ
ひ
だ
、
玉
を
磨
き
、
花
を
摘
め
る
幽
曲
な
ら
ず
ば
、
上
方

様
の
御
意
に
か
な
ふ
事
あ
る
べ
か
ら
ず
」［
118
］
と
託
つ
世
阿
弥
な
の

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
環
境
に
あ
っ
て
世
阿
弥
は
「
申
楽
を
作
ら
ん

事
」
こ
そ
「
此
道
の
命
」［
11
、
11
］
と
喝
破
し
た
。
そ
の
稽
古
論
の

一
切
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
能
本
（
す
な
わ
ち
謡
曲
）
に
拠
っ
て
成
就
す

る
も
の
で
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
る
「
花
」
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

で
は
、
申
楽
の
庭
に
お
い
て
「
花
」
の
成
就
を
目
指
す
に
あ
た
り
、

そ
の
具
体
的
な
素
材
た
る
能
本
は
ど
う
関
わ
る
の
か
。
能
本
の
作
成
に

関
す
る
世
阿
弥
の
思
想
を
知
ろ
う
と
す
る
と
き
、
伝
書
『
三
道
』
が
手

が
か
り
に
な
る
。
能
一
曲
を
作
る
に
あ
た
り
、
世
阿
弥
は
「
能
の
種
を

知
る
事
」
と
し
て
こ
う
語
る
。



57

能を作るということ

一
、
種し

ゅ

と
い
つ
ぱ
、
芸
能
の
本
説
に
、
そ
の
態わ

ざ

を
な
す
人じ

ん

体た
い

に
よ

つ
て
、
舞ぶ

歌が

の
た
め
大
用
な
る
事
を
知
る
べ
し
。
そ
も
そ
も
遊
楽

体
と
い
つ
ぱ
、
舞
歌
な
り
。
舞
歌
二
曲
の
態
を
な
さ
ざ
ら
ん
人
体

の
種
な
ら
ば
、
い
か
な
る
古
人
・
名
匠
な
り
と
も
、
遊
楽
の
見
風

あ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
理

こ
と
わ
りを

よ
く
よ
く
安
得
す
べ
し
。［
竹
本

1111

：
305
］

一
曲
の
中
心
を
、
舞
歌
を
成
す
人
体
に
す
る
よ
う
説
く
。
そ
れ
は

「
遊
楽
」
の
人
体
の
本
質
が
「
舞
歌
」
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
遊

楽
」
の
語
は
『
風
姿
花
伝
』『
花
鏡
』
に
は
見
え
ず
、
比
較
的
後
年
に

用
い
ら
れ
始
め
た
も
の
だ
が
、
そ
の
思
想
的
萌
芽
は
『
風
姿
花
伝
』
序

に
見
え
る
。

…
…
且
は
天て

ん

下が

安あ
ん

全せ
ん

の
た
め
、
且
は
諸し

ょ

人に
ん

快け

楽ら
く

の
た
め
、
六
十
六

番
の
遊
宴
を
成
て
、
申
楽
と
号
せ
し
よ
り
以こ

の
か
た来

、
代よ

よ々

の
人
、
風ふ

月げ
つ

の
景
を
仮
て
、
此
遊
び
の

0

0

0

0

中
だ
ち
と
せ
り
。［
（1
、
傍
点
引
用

者
］

申
楽
は
「
遊
び
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
が
申
楽
を

「
遊
び
」
と
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
申
楽
の
原
風
景
で
あ
る
神
代
の

「
天
香
久
山
」
の
神
楽
（「
御
遊
び
」）
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
（
世

阿
弥
は
こ
の
神
楽
を
申
楽
の
起
源
の
一
つ
と
説
く
）。
神
代
以
来
、
申

楽
は
「
代
々
の
人
」
が
「
風
月
の
景
」
を
「
中
だ
ち
」
と
し
て
成
り

立
っ
て
き
た
と
世
阿
弥
は
言
う
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
で
は
直
接
的
に
触

れ
得
な
い
何
か
―
天
下
安
全
・
諸
人
快
楽
に
つ
な
が
る
何
か
―

を
、「
風
月
の
景
」
を
仮
り
て
手
の
届
く
も
の
へ
と
変
え
る
営
み
、
そ

れ
が
世
阿
弥
の
考
え
る
申
楽
な
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
語
っ
た
稽
古
論

も
、
そ
の
核
心
に
存
す
る
「
花
」
も
、
基
本
的
に
は
「
風
月
の
景
」
の

向
こ
う
に
あ
る
何
か
へ
の
接
近
を
目
指
し
た
語
り
で
あ
っ
た
と
言
っ
て

良
い
。「
風
月
の
景
」
と
は
「
花
鳥
風
月
の
景
」、
す
な
わ
ち
詩
歌
の
こ

と
と
解
し
う
る
。
と
い
う
の
も
、
同
じ
序
の
中
で
、
申
楽
の
道
を
極
め

よ
う
と
す
る
者
は
非
道
を
行
じ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
、「
歌

道
」
だ
け
は
「
風
月
延
年
の
か
ざ
り
」
で
例
外
と
さ
れ
、
む
し
ろ
用
い

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
「
風
月
の
景
」
を
象
っ
た
「
歌
道
」
を
申
楽
の
道
の
「
中
だ

ち
」
と
す
る
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
た
、「
歌
道
」

が
「
中
だ
ち
」
と
な
る
の
は
何
故
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
、
当
初
雑
駁

に
語
ら
れ
て
い
た
能
の
稽
古
の
基
盤
が
、
後
年
「
二
曲
三
体
」
に
集
約

さ
れ
て
い
っ
た
事
情
と
無
縁
で
な
い
。
世
阿
弥
は
あ
る
時
期
か
ら

―
表
の
指
摘
で
は
『
花
習
』
執
筆
の
後
半
期
か
ら）

（
（

―
申
楽
の
基

礎
を
二
曲
三
体
に
見
出
し
て
い
っ
た
。
二
曲
三
体
を
世
阿
弥
が
初
め
て

体
系
的
に
語
っ
た
の
は
『
至
花
道
』
第
一
条
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
二

曲
を
舞
と
歌
、
三
体
を
物
ま
ね
の
人じ

ん

体た
い

と
規
定
し
、
そ
れ
ら
を
習
道
の

入
門
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
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稽
古
論
と
し
て
読
む
と
、
舞
と
歌
は
対
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
能
作
論
と
し
て
読
む
と
、
様
相
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
見

え
て
く
る
。
能
本
の
作
成
に
あ
た
り
、
世
阿
弥
は
舞
と
歌
と
の
間
に
、

は
っ
き
り
と
先
後
関
係
を
付
け
て
い
た
。
例
え
ば
、『
花
伝
』
第
六
花か

修し
ゅ

第
一
条
に
こ
う
あ
る
。

た
ゞ
、
優
し
く
て
、
理

こ
と
わ
りの

す
な
は
ち
に
聞
ゆ
る
や
う
な
ら
ん
ず

る
、
詩
歌
の
言
葉
を
取
る
べ
し
。
優
し
き
言
葉
を
振
り
に
合
わ
す

れ
ば
、
ふ
し
ぎ
に
、
を
の
づ
か
ら
、
人
体
も
幽
玄
の
風
情
に
な
る

物
也
。［
11
］

優
美
で
、
理
も
す
ぐ
さ
ま
「
聞
ゆ
る
」
よ
う
な
詩
歌
の
言
葉
を
用
い

て
、「
振
り
」
に
そ
の
言
葉
を
合
わ
せ
れ
ば
人
体
は
幽
玄
な
姿
に
な
る

と
い
う
。「
聞
ゆ
る
」
と
は
ひ
と
ま
ず
、
詩
歌
の
「
優
し
き
言
葉
」
が

お
の
ず
と
耳
に
入
っ
て
く
る
さ
ま
を
表
す
だ
ろ
う
が
、
よ
り
丁
寧
に
見

れ
ば
、「
理
」
が
「
聞
ゆ
る
」
と
も
あ
り
、
こ
れ
は
、
優
美
な
言
葉
に

よ
り
、
理
知
を
介
さ
ず
と
も
お
の
ず
と
「
理
」
の
わ
か
る
さ
ま
を
も
表

す
も
の
と
読
め
る
。
つ
ま
り
、「
振
り
」
そ
の
も
の
が
固
有
に
優
美
さ

を
持
つ
と
い
う
よ
り
も
、「
優
し
き
言
葉
」
が
「
振
り
」
に
合
う
こ
と

で
、
物
ま
ね
の
人
体
の
し
ぐ
さ
が
お
の
ず
と
幽
玄
な
姿
に
な
る
こ
と
を

説
い
て
い
る）

（
（

。
人
体
を
「
幽
玄
の
風
情
」
に
さ
せ
る
の
は
「
詩
歌
の
言

葉
」、
す
な
わ
ち
歌
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
続
く
第
二
条
で
、
世

阿
弥
は
能
本
の
作
者
と
し
て
次
の
よ
う
な
分
別
を
語
る
。

音
曲
に
て
は
た
ら
く
能
あ
る
べ
し
。
こ
れ
一
大
事
也
。
真
実
面
白

し
と
感
を
な
す
は
、
こ
れ
也
。［
11
］

音
曲
だ
け
の
能
や
舞
・
は
た
ら
き
だ
け
の
能
は
、
狙
う
と
こ
ろ
が
音

曲
な
い
し
舞
・
は
た
ら
き
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
の
た
め
書
き
や
す

い
。
だ
が
、「
音
曲
に
て
は
た
ら
く
能
」
は
両
者
を
併
せ
た
も
の
で
作

成
に
難
儀
す
る
が
、
そ
う
し
た
能
こ
そ
「
真
実
面
白
し
」
と
の
感
を
催

す
と
い
う
。
続
け
て
議
論
は
為し

手て

の
演
能
に
及
ぶ
。

音
曲
よ
り
は
た
ら
き
の
生
ず
る
は
、
功
入
り
た
る
ゆ
へ
也
。
音
曲

は
聞
く
所
、
風
体
は
見
る
所
也
。
一
さ
い
の
事じ

は
、
謂
れ
を
道
に

し
て
こ
そ
、
よ
ろ
づ
の
風
情
に
は
な
る
べ
き
理
な
れ
。
謂
れ
を
あ

ら
は
す
は
言
葉
な
り
。
さ
る
ほ
ど
に
、
音
曲
は
体
な
り
、
風
情
は

用
な
り
。［
同
］

こ
こ
に
至
っ
て
二
曲
の
先
後
関
係
は
明
ら
か
に
な
る
。
経
験
を
積
ん

だ
為
手
は
音
曲
か
ら
は
た
ら
き
を
生
ず
る）

（1
（

。「
謂
れ
」
は
言
葉
で
表
わ

さ
れ
、
そ
の
「
謂
れ
」
を
土
台
に
し
て
人
体
の
し
ぐ
さ
の
情
趣
（「
風

情
」）
が
生
じ
る
―
そ
う
し
た
あ
り
方
を
世
阿
弥
は
見
て
い
る
。「
生

ず
る
」
と
は
、「
風
情
」
が
音
曲
か
ら
お
の
ず
と

0

0

0

0

立
ち
現
れ
て
く
る
こ
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と
を
含
意
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
音
曲
の
言
葉
に
対
し
て
、
予
め

思
案
さ
れ
た
型
を
外
か
ら
付
け
る
と
い
っ
た
発
想
で
は
な
い
点
が
重
要

で
あ
る
。
は
た
ら
き
は
音
曲
か
ら
お
の
ず
と
立
ち
現
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
以
上
の
議
論
は
、「
音
曲
よ
り
は
た
ら
き
の
生
ず
る
は
、
順
也
。

は
た
ら
き
に
て
音
曲
を
す
る
は
、
逆
な
り
」
と
い
う
注
意
喚
起
を
経

て
、「
こ
れ
、
音
曲
・
は
た
ら
き
一
心
に
な
る
稽
古
な
り

0

0

0

0

」
と
結
ば
れ

る
。
能
作
論
は
直
ち
に
稽
古
論
へ
と
接
続
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
稽
古

論
で
し
き
り
に
説
か
れ
る
「
花
」
も
能
作
論
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ

う
。音

曲
・
は
た
ら
き
の
先
後
問
題
は
、『
花
鏡
』
第
四
条
で
「
一
切
の

物
ま
ね
風ふ

う

体て
い

は
、
云い

い

事ご
と

の
品
に
よ
り
て
の
見
聞
」［
11
］
で
あ
る
と
さ

れ
、
見
手
の
側
に
視
点
を
変
え
て
こ
う
も
語
ら
れ
る
。

ま
づ
、
諸
人
の
耳
に
聞
く
所
を
先
立
て
、
さ
て
、
風
情
を
少
し
後お

く

る
ゝ
や
う
に
す
れ
ば
、
聞
く
心
よ
り
や
が
て
見
ゆ
る
ゝ
所
に
移
る

堺
に
て
、
見
聞
成
就
す
る
感
あ
り
。［
11
］

つ
ま
り
世
阿
弥
に
よ
れ
ば
、
見
手
に
は
先
に
音
曲
が
耳
に
入
り
、
そ

の
後
に
風
情
が
目
に
入
る
こ
と
で
感
が
催
さ
れ
る
と
す
る
（「
先
聞
後

見
」）。
言
葉
を
も
つ
音
曲
が
先
立
つ
こ
と
で
風
情
が
意
味
を
帯
び
る
と

い
う
こ
と
に
相
違
な
く
、
こ
の
点
で
音
曲
（
歌
）
が
風
情
（
舞
）
に
先

立
つ
と
い
う
世
阿
弥
の
考
え
が
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
引
用
は
ま
だ
演

能
技
術
に
留
ま
る
内
容）

（（
（

だ
が
、「
先
聞
後
見
」
の
教
え
は
後
年
、
そ
れ

を
超
え
る
内
容
を
伴
い
『
拾
玉
得
花
』
第
一
問
答
で
再
論
さ
れ
る
。
第

一
問
答
は
、
能
が
出
で
来
る
時
と
出
で
来
ぬ
時
の
差
と
理
由
を
問
う
た

も
の
で
、
世
阿
弥
は
こ
こ
で
「
時
の
調
子
」
に
注
目
す
る
。
座
敷
の
環

境
や
寒
暖
・
昼
夜
な
ど
、
各
々
の
時
節
に
即
し
た
音
感
が
あ
る
と
し
、

「
芸
人
の
時じ

機き

音い
ん

」（
時
節
を
捉
え
た
歌
）
が
「
時
の
調
子
の
五
音
」

（
時
節
が
も
つ
調
子
、
後
述
）
に
相
即
す
る
こ
と
で
「
一
座
成
就
の
感

応
」
に
至
る
と
い
う
。
世
阿
弥
は
、
陰
気
に
は
陽
を
、
陽
気
に
は
陰
を

取
り
合
わ
せ
る
こ
と
で
出
来
庭
が
成
就
す
る
と
説
く
。

陰
陽
和
す
る
と
者い

っ
ぱ、

自
然
、
座（

マ
マ
）式

の
、
天
気
陰
気
な
ん
ど
に
て
、

物
さ
び
た
る
気
色
な
ら
ば
、
陰
気
ぞ
と
心
得
て
、
陽
声
・
永
曲
を

相あ
い

音お
ん

に
休
息
し
て
、
音
感
を
な
す
と
こ
ろ
、
是
、
一
座
成
就
の
感

応
也
。
其
感
応
よ
り
見
風
に
匂
ふ
体
風
、「
爰す

わ

、
面
白
」
と
見
る

数し
ゅ

人に
ん

感
応
也
。
如
此
、
曲
感
に
和
す
る
成
就
を
や
、
出い

で

来き
た

る
時
分

と
申
べ
き
。［
185
］

一
部
難
解
箇
所
も
あ
る
が
、「
音
感
」
に
基
づ
く
「
一
座
成
就
の
感

応
」
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
見
風
に
匂
ふ
体
風
」
へ
と
関
心
が
移
り
行

き
、
人
び
と
が
「
感
応
」
し
能
は
出
で
来
る
と
い
う
一
連
の
構
図
が
見

え
る
。
こ
れ
は
「
先
聞
後
見
」
の
教
え
に
も
適
う
［
185
］。
世
阿
弥
は

ま
ず
声
に
よ
っ
て
人
び
と
の
「
心し

ん

耳に

」
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
を
狙
い
、
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こ
の
「
心
耳
」
と
い
う
印
象
的
な
語
で
能
の
成
就
を
こ
う
描
く
。

…
…
し
み
か
ね
た
る
当
庭
に
も
、
相あ

い

音お
ん

の
高こ

う

声し
ょ
うを

以
て
、
数し

ゅ

人に
ん

の

心
耳
に
通
ぜ
し
め
て
、
為
手
一
人に

ん

へ
諸
人
の
目も

く

・
心し

ん

を
引
き
入
れ

て
、
其
連れ

ん

声じ
ょ
うよ

り
風
姿
に
移
る
遠え

ん

見け
ん

を
な
し
て
、
万
人
一
同
の
感

応
と
な
る
褒
美
あ
ら
ば
、
一
座
成
就
の
遊
楽
な
る
べ
し
。［
185
］

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
世
阿
弥
は
能
の
出
来
庭
の
根
源
を
声
に
見
て
い

る
。
そ
し
て
「
耳
」
が
、
為
手
の
声
に
よ
っ
て
広
が
る
謡
曲
の
世
界

を
、
見
手
の
心
へ
と
直じ

か

に
通
ぜ
し
め
る
道
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
を
強
調
す
れ
ば
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
能
と
は
ま
ず
耳
の
芸
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
「
時
の
調
子
」
に
合
わ
せ
る
と
は
、
具
体
的
に
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
調
子
の
音
取
り
に
関
わ
っ
て
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の

は
、『
音
曲
口
伝
』
や
『
花
鏡
』
の
冒
頭
に
引
か
れ
る
「
一
調
二
機
三

声
」
の
教
え
で
あ
る
。
為し

手て

は
吹
き
物
の
調
子
を
音
取
り
、
己
の
機
に

合
わ
せ
て
息
を
吸
い
、
声
を
出
せ
ば
、
声
先
が
吹
き
物
の
調
子
に
正
し

く
合
っ
て
発
さ
れ
る
、
と
い
う
謡
い
の
技
術
的
な
教
え
で
あ
る
。
し
か

し
世
阿
弥
は
同
時
に
、
は
っ
き
り
と
能
の
庭
に
お
い
て
「
時
の
調
子
」

を
捉
え
る
こ
と
を
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
吹
物
の
み
な
ら

ず
、
能
の
庭ば

（
陰
陽
、
寒
暖
、
四
季
、
日
夜
朝
暮
、
貴
賤
の
多
少
、
広

座
少
座
）
も
「
時
の
調
子
」
を
奏
で
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る）

（1
（

。
し
た

が
っ
て
為
手
は
己
の
耳
に
よ
り
、
吹
き
物
か
ら
の
音
取
り
と
同
じ
く
、

庭
か
ら
の
音
取
り
を
も
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
能
の
謡
は
絶
対
音
高
に
拠
っ
て
い
な

い
。
で
は
、
為
手
は
何
を
根
拠
に
謡
い
出
せ
ば
良
い
の
か
―
そ
の

始
源
の
根
拠
が
「
時
の
調
子
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
時
の
調

子
」
に
つ
い
て
世
阿
弥
は
、『
花
鏡
』
第
六
条
で
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

…
…
時
の
調
子
と
者い

っ
ぱ、

四
季
に
分
か
ち
、
又
、
夜
・
昼
十
二
時

に
、
を
の
〳
〵
、
双
・
黄
・
一い

ち

越こ
つ

・
平ひ

ょ
う・

盤
の
、
そ
の
時
々
に
あ

た
れ
り
。
又
云
、
時
の
調
子
と
は
、
天
人
の
舞
歌
の
時
節
、
天
の

調
感
爰こ

こ

に
移
り
て
通
ず
る
折
を
、
時
の
調
子
と
は
申
な
り
、
と

云
々
。
天て

ん

道と
う

は
舞
歌
時
節
不ふ

定じ
ょ
うあ

る
ま
じ
け
れ
ば
、
両
説
と
も

に
、
そ
の
謂
れ
か
な
へ
り
と
見
え
た
り
。［
11
］

こ
こ
に
は
「
時
の
調
子
」
を
め
ぐ
る
二
つ
の
説
が
引
か
れ
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
具
体
的
な
五
音
の
調
子
の
充
当
、
も
う
ひ
と
つ
は
そ
の
正
体

へ
の
言
及
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
に
注
目
し
た
い
。「
時
の
調
子
」

は
「
天
の
調
感
」
が
「
爰
に
移
り
て
通
ず
る
折
」
を
い
う
と
あ
る
。

「
爰
」（
す
な
わ
ち
能
の
庭
）
は
「
天
」
の
調
子
を
移
し
、「
天
」
と
通

じ
た
現
場
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
の
眼
前
に
広
が
る
庭

に
「
群く

ん

集じ
ゅ

」
す
る
見
手
の
さ
ま
は
、
そ
の
ま
ま
「
天
」
の
調
子
の
反
映
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能を作るということ

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
爰
」
に
お
い
て
「
花
」
を
成
就
さ
せ

る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
「
天
人
」
の
世
界
に
「
花
」
を
成
就
さ
せ
る
こ

と
へ
と
通
ず
る
。「
爰
」
と
、「
爰
」
を
超
え
た
「
天
人
」
の
世
界
と
い

う
、
二
つ
の
並
行
世
界
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
節
点
に
立
ち
現

わ
れ
る
の
が
謡
曲
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
爰
」
と
、

「
爰
」
を
超
え
た
「
天
人
」
の
世
界
と
を
つ
な
ぐ
通
路
は
、
為
手
と
見

手
の
「
耳
」
な
の
で
あ
る
。

3　

謡
曲
《
弓
八
幡
》
の
読
解
と
「
花
」
の
成
就

能
作
上
、
音
曲
は
謂
れ
が
土
台
に
な
り
、
そ
の
謂
わ
れ
と
は
言
葉
で

あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
言
葉
の
筆
頭
は
「
た
ゞ
、
優
し
く
て
、
理
の
す

な
は
ち
に
聞
ゆ
る
や
う
な
ら
ん
ず
る
、
詩
歌
の
言
葉
」
で
あ
る
。
申
楽

の
謡
い
は
詩
歌
の
言
葉
で
作
ら
れ
る
。
為
手
は
、
詩
歌
の
言
葉
を
基

に
、
お
の
ず
と
「
風
情
」
を
生
じ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
為
手
が
そ

う
し
て
「
風
情
」
を
生
じ
た
時
、
そ
の
身
は
物
ま
ね
の
人
体
を
通
じ
、

い
わ
ば
詩
歌
を
身
に
ま
と
う
。『
風
姿
花
伝
』
序
で
世
阿
弥
が
歌
道
に

つ
い
て
「
風
月
延
年
の
か
ざ
り
な
れ
ば
、
尤
も
こ
れ
を
用
ふ
べ
し
」

［
（1
］
と
述
べ
た
の
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
能
作
の
都
合
だ
け
で

な
く
、
世
阿
弥
の
重
ん
じ
た
「
言
葉
卑
し
か
ら
ず
し
て
、
姿
幽
玄
な
ら

ん
」［
（1
］
為
手
と
な
る
上
で
必
要
な
素
養
の
陶
冶
に
ま
で
、
射
程
を

広
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
節
冒
頭
に
挙
げ
た
『
三
道
』
の
「
遊

楽
体
と
い
つ
ぱ
、
舞
歌
な
り
」［
竹
本1111

：
305
］
に
お
け
る
「
舞
歌
」

の
本
質
を
能
作
論
か
ら
突
き
詰
め
れ
ば
、
詩
歌
に
行
き
着
く
の
で
あ

る
。た

だ
、
実
際
の
演
能
は
、
そ
の
詩
歌
を
も
と
に
舞
を
成
す
人
体
（
三

体
）
を
通
じ
て
能
本
の
詞
章
を
具
現
化
す
る
こ
と
に
な
る
。『
三
道
』

で
は
、
舞
歌
二
曲
の
態
を
な
さ
ぬ
人
体
を
種
に
す
る
と
、
見
た
と
こ
ろ

の
風
趣
が
遊
楽
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
く
な
る
と
さ
れ
、
舞
は
歌
（
音

曲
）
を
基
礎
に
も
つ
の
だ
か
ら
、
歌
に
基
づ
く
舞
を
根
本
と
し
た
人
体

を
種
に
能
を
作
れ
ば
、「
お
の
づ
か
ら
」
申
楽
と
し
て
の
見
た
目
の
風

趣
が
具
わ
る
と
さ
れ
る
（
具
体
例
は
［
竹
本1111

：
305
］
参
照
）。
こ

の
「
お
の
づ
か
ら
」
は
、
例
え
ば
物
ま
ね
で
「
其
の
物
に0

能
く
成
る

0

0

」

［
11
］
こ
と
を
目
指
す
の
と
同
様
、
人
体
へ
の
内
在
に
よ
る
風
趣
の
発

生
を
含
意
す
る
。
す
な
わ
ち
、
対
象
の
人
体
に
成
り
入
れ
ば
、
為
手
が

意
図
せ
ず
と
も
「
遊
楽
」
の
庭
に
風
趣
が
現
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
前
節
冒
頭
『
三
道
』
の
「
種
と
い
つ
ぱ
、
芸
能
の

本
説
に
、
そ
の
態
を
な
す
人
体
に
よ
つ
て

0

0

0

0

、
舞
歌
の
た
め
大
用
な
る
事

を
知
る
べ
し
」
と
い
う
一
文
の
「
に
よ
つ
て
」
は
、
選
定
し
た
人
体
次

第
で
曲
の
舞
歌
の
趣
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
よ
と
の
意
味
に

留
ま
ら
ず
、
選
定
し
た
人
体
の
内
か
ら
お
の
ず
と
こ
み
あ
げ
る
舞
歌
の

力
で
大
き
な
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
よ
と
の
意
味
を

も
含
む
。

世
阿
弥
は
『
三
道
』
で
風
情
あ
る
複
数
の
人
名
を
人
体
と
し
て
挙
げ
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る
が
、
最
後
は
老
体
・
女
体
・
軍
体
の
三
体
に
集
約
す
る
。
三
体
を
よ

く
習
い
極
め
、
幼
い
頃
か
ら
身
に
習
い
覚
え
た
舞
歌
の
二
曲
を
、
個
々

の
人
体
に
染
み
わ
た
ら
せ
よ
と
説
い
た
『
至
花
道
』
―
二
曲
三
体
論

を
体
系
的
に
語
っ
た
初
の
書
―
の
世
阿
弥
の
考
え
を
見
た
い
。

此
外
の
風
曲
の
品
々
は
、
み
な
、
こ
の
二
曲
三
体
よ
り
を
の
づ
か

ら
出
来
る
用ゆ

う

風ふ
う

を
、
自
然
自
然
に
待
べ
し
。
神
さ
び
閑か

ん

全ぜ
ん

な
る
よ

そ
を
ひ
は
、
老
体
の
用
風
よ
り
出
で
、
幽
玄
み
や
び
た
る
よ
し

か
ゝ
り
は
、
女
体
の
用
風
よ
り
出
で
、
身し

ん

動ど
う

足そ
く

踏と
う

の
生
曲
は
、
軍

体
の
用
風
よ
り
出
で
て
、
意
中
の
景
、
を
の
れ
と
見
風
に
あ
ら
は

る
べ
し
。［
113
］

老
体
・
女
体
・
軍
体
は
各
々
「
神
さ
び
閑
全
な
る
よ
そ
を
ひ
」「
幽

玄
み
や
び
た
る
よ
し
か
ゝ
り
」「
身
動
足
踏
の
生
曲
」
の
源
と
さ
れ
、

為
手
の
意
中
の
景
が
お
の
ず
と
そ
の
身
の
表
面
に
現
れ
る
と
い
う
。
で

は
、
為
手
の
意
中
と
は
い
か
な
る
景
か
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
基
づ
け

ば
、
風
情
（
風
体
）
は
音
曲
（
言
葉
）
よ
り
立
ち
上
が
る
の
だ
か
ら
、

こ
こ
で
能
本
（
謡
曲
）
の
詞
章
と
の
接
続
を
考
え
る
余
地
が
出
て
く

る
。
世
阿
弥
は
『
三
道
』
で
「
三
体
の
能
が
か
り
」
に
応
じ
て
複
数
の

謡
曲
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
老
体
」
の
代
表
曲
「
八
幡
」

（
以
下
《
弓
八
幡
》）
を
扱
う
。
世
阿
弥
自
身
は
『
三
道
』
で
「
老
体
」

を
「
こ
れ
、
お
ほ
か
た
、
脇
能
の
か
か
り
な
り
」［
竹
本1111

：
316
］

と
述
べ
、
ま
た
「
能
書
く
様
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
『
談
儀
』
第
十
四
条

で
は
「
先ま

ず

、
祝
言
の
、
か
ゝ
り
直す

ぐ

成な
る

道
よ
り
書
き
習
ふ
べ
し
。
直
成
体

は
弓
八
幡
也
。
曲
も
な
く
、
真ま

直す
ぐ

成な
る

能
也
。
当
御ご

代だ
い

の
初
め
の
た
め
に

書
き
た
る
能
な
れ
ば
、
秘
事
も
な
し
。」［
286
］
と
語
る
。《
弓
八
幡
》

は
「
祝
言
」
の
風
趣
を
も
っ
た
「
脇
能
」（
翁
猿
楽
の
直
後
に
行
わ
れ

る
猿
楽
の
一
曲
目
）
の
筆
頭
格
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
以
上
を

考
慮
し
、
能
作
論
の
考
察
を
踏
ま
え
《
弓
八
幡
》
を
読
み
進
め
た
い）

（1
（

。

二
月
、
名
君
と
さ
れ
る
後
宇
多
院
（
一
二
六
七
―
一
三
二
四
〔
位
．

一
二
七
四
―
一
二
八
七
〕）
に
仕
え
て
い
た
臣
下
に
、
陪べ

い

従じ
ゅ
う（

近
衛
府

の
官
人
で
東

あ
づ
ま

遊あ
そ
びの

歌う
た

人び
と

）
と
し
て
石
清
水
の
初
卯
の
神
事
に
参
詣
す
る

よ
う
宣
旨
が
下
り
、
一
路
八
幡
宮
を
目
指
す
と
こ
ろ
か
ら
話
は
始
ま

る
。
初
卯
の
神
事
と
は
、
八
幡
神
が
卯
年
・
卯
月
・
卯
日
に
顕
現
し
た

こ
と
に
由
来
す
る
神
事
で
、
例
年
二
月
と
十
一
月
に
催
馬
楽
・
朗
詠
・

今
様
な
ど
を
含
む
神
楽
を
催
し
た
ら
し
い
。「
祝
言
」
を
含
む
代
表
曲

と
あ
っ
て
、
冒
頭
よ
り
「
御
代
も
栄
ゆ
く
」「
四
つ
の
海
、
波
静
か
な

る
時
」
な
ど
太
平
を
描
写
す
る
馴
染
み
深
い
詞
章）

（1
（

で
道
行
の
情
景
が
謡

わ
れ
、
や
が
て
日
も
南
に
傾
く
頃
、
一
行
は
八
幡
山
に
到
着
す
る
。
そ

こ
へ
老
人
（
シ
テ
）
が
従
者
（
ツ
レ
）
を
伴
い
「
の
ど
け
き
春
の
景
色

か
な
」「
君
が
代
は
、
千
代
に
八
千
代
に
さ
ざ
れ
石
の
、
巌
と
な
り
て

苔
の
む
す
」
な
ど
と
御
代
の
悠
久
な
る
太
平
を
寿
ぎ
つ
つ
姿
を
あ
ら
わ

す
。
松
の
葉
の
色
が
と
こ
し
な
え
に
緑
を
湛
え
、
御
代
の
空
に
は
雲
風

も
な
く
の
ど
か
で
、
ま
さ
し
く
「
君
安あ

ん

全せ
ん

に
民
あ
つ
く
」、
関
の
戸
を
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能を作るということ

閉
じ
る
こ
と
も
無
い
ほ
ど
の
安
泰
の
時
分
な
の
で
あ
っ
た）

（1
（

。

も
と
よ
り
君
を
守
る
と
さ
れ
る
こ
の
神
の
国
に
お
い
て
、
わ
け
て
も

「
誓
ひ
」
が
世
に
澄
み
渡
り
、
澄
み
切
っ
た
夜
の
月
に
照
ら
さ
れ
る
石

清
水
、
そ
の
月
の
光
の
よ
う
に
、
清
水
も
絶
え
る
こ
と
な
く
末
の
今
の

世
に
ま
で
も
流
れ
続
き
、
放
生
会
を
催
す
石
清
水
の
神
の
「
大
悲
の

光
」
の
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
時と

き

代よ

で
あ
る
こ
と
も
ま
た
老
体
の
シ

テ
に
謡
わ
れ
、「
神
と
君
と
の
道
直す

ぐ

に
、
歩
み
を
運
ぶ
こ
の
山
の
…
…
」

と
詞
章
は
な
お
続
く
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
世
に
澄
み
渡
っ
て
い

る
と
さ
れ
る
「
誓
ひ
」
の
内
容
は
、
こ
の
時
に
は
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
「
神
と
君
と
の
道
直
に
」
が
具
体
的
に
い
か

な
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
、
で
あ

る
。
先
に
触
れ
た
通
り
「
直
成
体
は
弓
八
幡
也
。
曲
も
な
く
、
真
直
成

能
也
」［
286
］
と
い
う
の
が
、
同
曲
へ
の
世
阿
弥
の
評
価
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
直
」
の
意
味
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
従
来
は
「
曲
も
な
く
」

（
＝
趣
向
を
こ
ら
し
た
見
せ
場
が
な
い
）
と
い
う
表
現
や
、「
な
を
し
鰭

が
有
」［
286
］
と
い
う
《
高
砂
》
が
《
弓
八
幡
》
よ
り
低
く
評
価
さ
れ

て
い
る
ら
し
き
表
現
か
ら
の
類
推
で
、《
弓
八
幡
》
評
の
「
直
」
は
、

「
す
っ
き
り
し
た
風
情
」［
286
］
な
ど
と
理
解
さ
れ
て
き
た）

（1
（

。
こ
れ
に
対

し
相
良
亨
は
、「
直
」
が
本
曲
の
内
容
に
も
深
く
関
わ
る
も
の
と
読
み
、

「
こ
の
世
存
在
の
「
本
風
の
姿
」（
直
に
正
し
き
体
・
を
の
づ
か
ら
の

姿
）」
で
あ
る
「
武
力
行
使
の
無
化
」
の
太
平
性
―
そ
の
根
底
と
し

て
、
こ
の
国
土
と
世
と
が
歴
史
的
に
は
神
代
か
ら
久
し
く
継
承
さ
れ
た

も
の
と
し
て
あ
り
、
ま
た
存
在
論
的
に
も
久
し
く
神
に
守
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
―
を
直
截
に
伝
え
る
さ
ま
が
「
直
」

で
あ
る
と
し
た
［
相
良（111

：
11
―

11
］。
相
良
が
「
直
」
を
、
本
曲

の
内
容
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
解
釈
し
た
点
は
卓
見
だ
が
、「
直
ぐ
性
」

が
神
や
君
の
「「
本
」
の
姿
」」［
相
良（111

：
11
］
で
あ
る
こ
と
に
触

れ
て
以
降
、
論
の
焦
点
が
そ
の
「
本
」
の
内
実
の
追
究
に
移
っ
て
し
ま

い
、
結
果
的
に
《
弓
八
幡
》
は
こ
う
し
た
在
り
方
を
直
截
に
謡
っ
た
も

0

0

0

0

0

0

0

の0

と
い
う
従
来
の
「
直
」
理
解
の
範
疇
に
収
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
本
稿
は
、
い
ま
世
阿
弥
の
説
く
「
直
」
論
そ
の
も
の
に

深
く
立
ち
入
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
相
良
の
切
り
拓
い
た
論
点
を
踏
ま

え
つ
つ
こ
の
問
題
を
も
再
考
す
る
こ
と
を
通
し
、《
弓
八
幡
》
そ
れ
自

体
の
解
釈
を
深
め
る
と
と
も
に
、
能
作
論
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
た

い
。
そ
こ
で
ま
ず
《
弓
八
幡
》
の
問
答
の
小
段
以
降
の
展
開
を
確
認

し
、
改
め
て
こ
の
点
に
戻
っ
て
考
え
よ
う
。

さ
て
、
後
宇
多
院
の
廷
臣
一
行
は
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
参
詣
に
訪
れ

た
こ
の
老
人
（
詞
章
で
は
「
翁
」）
と
従
者
と
に
目
を
奪
わ
れ
る
。
何

や
ら
錦
の
袋
に
弓
を
入
れ
て
持
参
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
わ
け
を
廷
臣
が
尋
ね
る
と
老
人
は
、
わ
た
く
し
は
石
清
水
八

幡
宮
に
長
年
お
仕
え
申
し
、「
君
安
全
」
と
祈
り
申
し
て
い
る
者
で
あ

り
、
こ
ち
ら
に
携
え
て
い
る
の
は
桑
の
弓
で
す
が
、
及
ば
ぬ
身
の
程
ゆ

え
君
に
上
奏
す
る
機
会
に
い
ま
だ
あ
ず
か
る
こ
と
な
く
、
こ
の
た
び
一

行
の
ご
参
詣
を
お
待
ち
申
し
上
げ
、
君
へ
の
捧
げ
も
の
と
し
て
持
っ
て
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参
っ
た
次
第
で
す
、
な
ど
と
答
え
た
。
こ
れ
を
受
け
廷
臣
は
、
そ
の
よ

う
な
め
で
た
い
弓
の
奏
上
は
「
私

わ
た
く
しに

思
ひ
寄
り
け
る
か
、
も
し
ま
た
当

社
の
ご
託
宣
か　

わ
き
て
謂
は
れ
を
申
す
べ
し
」［
梅
原
他11（1

：

442
］
と
問
い
か
け
る
と
、
老
人
は
こ
れ
が
「
神
慮
」
で
あ
る
こ
と
を
明

か
し
た
上
で
、
従
者
と
と
も
に
そ
の
「
謂
は
れ
」
を
語
る
。

ツ
レ　

そ
の
上
聞
け
ば
千ち

早わ
や

振ぶ

る

シ
テ
、
ツ
レ　

神
の
御
代
に
は
桑
の
弓
、
蓬
の
矢
に
て
世
を
治
め

し
も
、
直す

ぐ

な
る
御
代
の
た
め
し
な
れ
、
よ
く
よ
く
奏
し
た
ま
へ
と

よワ
キ　

げ
に
げ
に
こ
れ
は
泰
平
の
、
御み

代よ

の
し
る
し
は
あ
ら
は
れ

た
り
［
同
：
442
―

443
］

「
そ
の
上
で
聞
く
と
こ
ろ
で
は
荒
々
し
き
神
の
御
代
で
は
、
桑
の
弓
・

蓬
の
矢
で
世
を
治
め
た
と
い
う
の
も
、「
直
な
る
御
代
」
の
た
め
し
で

あ
り
、
よ
く
よ
く
上
奏
な
さ
り
ま
せ
よ
」
と
語
っ
た
老
人
た
ち
に
対
し

て
、
廷
臣
は
「
ま
こ
と
に
ま
こ
と
に
こ
れ
は
泰
平
の
御
代
の
し
る
し
が

現
れ
て
い
る
」
と
応
じ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
老
人

の
語
る
「
神
の
御
代
」
の
「
た
め
し
」
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が
、
こ
の

時
こ
の
場
の
眼
前
に
「
泰
平
の
御
代
」
の
「
し
る
し
」
と
し
て
顕
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
神
代
の
「
た
め
し
」
は
、
御
代
の
「
し
る
し
」
に
呼

応
し
て
い
る
。

廷
臣
は
早
速
袋
か
ら
桑
の
弓
を
取
り
出
し
神
前
で
拝
も
う
と
述
べ
る

と
す
か
さ
ず
老
人
は
諫
め
る
。
弓
を
袋
か
ら
取
り
出
し
て
し
ま
っ
て
は

何
の
効
用
が
あ
ろ
う
か
。
周
代
に
も
弓
箭
を
包
ん
で
戦
を
治
め
た
「
た

め
し
」
が
あ
り
、「
弓
を
袋
に
入
れ　

剣つ
る
ぎを

箱
に
納
む
る
」
の
が
「
泰

平
の
御
代
の
し
る
し
」［
同
：
443
］
な
の
で
あ
る
。
ま
し
て
「
扶
桑
」

の
名
を
も
つ
本
朝
で
桑
の
弓
・
蓬
の
矢
を
取
り
、
世
を
平
和
に
治
め
て

き
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
八
幡
神
の
「
誓
ひ
」
に
よ
る
の
で
あ
る
―

こ
う
語
っ
た
老
人
は
、
そ
の
「
ご
神
託
」
の
め
で
た
さ
を
寿
ぐ
の
で

あ
っ
た
。

廷
臣
は
な
お
も
「
桑
の
弓
蓬
の
矢
に
て
世
を
治
め
し
謂
は
れ
」
を
尋

ね
る
と
、
老
人
は
、
人に

ん

皇の
う

の
御
代
の
始
ま
り
も
「
当
社
の
ご
神
力
」
で

あ
る
と
し
、
本
朝
と
八
幡
神
と
の
「
謂
は
れ
」
を
さ
ら
に
詳
し
く
語
り

始
め
る
。
そ
の
昔
、
神
功
皇
后
が
三
韓
を
平
定
し
、
続
く
応
神
天
皇
の

治
世
に
お
い
て
も
「
国
富
み
民
も
、
ゆ
た
か
に
治
ま
る
天
が
下
」
で

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
上か

み

雲う
ん

上し
ょ
うの

月げ
っ

卿け
い

よ
り
、
下し

も

万
民
に
至
る

ま
で
、
楽
し
み
の
声
尽
き
も
せ
ず
」
と
い
う
世
な
の
で
あ
っ
た
［
同
：

444
］。
加
え
て
、
君
を
守
る
恵
み
の
深
さ
故
に
、
八
幡
神
は
欽
明
朝
の

折
に
豊
前
国
宇
佐
郡
に
顕
現
し
、
続
け
て
京
の
御
代
を
守
る
べ
く
石
清

水
の
清
ら
な
霊
社
に
も
顕
れ
た
の
だ
、
と
語
ら
れ
る
。

地　

さ
れ
ば
神
功
皇
后
も
、
異
国
退
治
の
お
ん
た
め
に
、
九
州
、

四し

王お
う

寺じ

の
峰
に
お
い
て
、
七し

ち

箇か

日に
ち

の
ご
神じ

ん

拝は
い

、
た
め
し
も
い
ま
は
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能を作るということ

久
方
の
、
天
の
岩
戸
の
神
遊
び
、
群
れ
居
て
謡う

と

ふ
や
榊
葉
の
、
青あ

お

和に
ぎ

幣て

白し
ら

和に
ぎ

幣て

、
と
り
ど
り
な
り
し
神
霊
を

シ
テ　

遷
す
や
神
代
の
跡
直す

ぐ

に

地　

い
ま
も
道
あ
る
祭
り
ご
と
、
あ
ま
ね
し
や
…
…
［
同
：
444
］

神
功
皇
后
が
三
韓
平
定
に
際
し
七
日
間
神
拝
に
徹
し
た
と
い
う
本
朝
の

「
た
め
し
」
は
、
今
か
ら
遥
か
昔
に
、「
天
の
岩
戸
の
神
遊
び
」
で
神
々

が
青
や
白
の
幣
を
つ
け
た
榊
を
持
っ
て
謡
い
戯
れ
ア
マ
テ
ラ
ス
を
引
き

出
そ
う
と
し
た
あ
の
「
た
め
し
」
を
映
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

ま
ず
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
九
州
よ
り
八
幡
神
を
遷
し
た
こ

こ
石
清
水
の
神
事
は
、
神
代
の
「
跡
」
が
「
直
に
」
道
を
通
じ
て
今
に

言
わ
ば
遷う

つ
＝
映
さ
れ
て
い
る
祭
り
ご
と
で
あ
り
、「
神
代
」「
神
功
皇
后

の
御
代
」「
後
宇
多
院
の
御
代
」
を
「
あ
ま
ね
」
く
貫
く
神
楽
で
あ
る

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

世
阿
弥
伝
書
―
と
り
わ
け
能
作
論
―
の
思
想
を
こ
こ
に
下
敷

き
に
す
る
こ
と
で
、
申
楽
（
謡
曲
）
の
意
義
と
《
弓
八
幡
》
に
よ
る

「
花
」
の
成
就
の
可
能
性
と
が
見
え
て
く
る
。
ま
ず
、
世
阿
弥
の
説
く

申
楽
起
源
説
に
よ
れ
ば
、
申
楽
は
、
聖
徳
太
子
が
「
神
楽
」
の
「
神
」

の
字
の
偏
を
除
け
て
旁
を
残
し
「
申
楽
」
と
し
た
こ
と
に
由
来
し
、
こ

の
こ
と
は
「
申
楽
」
が
「
神
楽
」
か
ら
分
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

と
、「
楽
し
み
を
申
」
役
割
を
負
う
て
い
る
こ
と
と
を
意
味
す
る
と
い

う
［
11
］。
前
者
は
、
既
に
拙
稿
で
ア
マ
テ
ラ
ス
が
岩
戸
を
開
く
こ
と

で
生
じ
る
「
面
白
」
と
世
阿
弥
の
「
花
」
の
成
就
と
の
関
係
と
し
て
論

じ
て
い
る）

（1
（

。
こ
こ
で
は
後
者
に
注
目
し
た
い
。
申
楽
は
神
に
対
し
て

「
楽
し
み
を
申
」
役
割
を
負
う
て
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、《
弓
八
幡
》

の
詞
章
を
用
い
れ
ば
、「
上
雲
上
の
月
卿
よ
り
、
下
万
民
に
至
る
ま
で
、

楽
し
み
の
声
尽
き
も
せ
ず
」
と
い
う
さ
ま
の
成
就
を
意
味
し
、
ま
た
世

阿
弥
伝
書
の
文
言
を
用
い
れ
ば
「
…
…
諸
人
の
心
を
和
ら
げ
て
、
上
下

の
感
を
な
さ
む
事
」［
11
］
を
以
て
、
諸
人
の
「
楽
し
み
」
を
「
喜
ぶ

声
」
に
乗
せ
て
神
へ
と
届
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ

を
達
成
す
る
も
の
が
、「
優
し
く
て
、
理
の
す
な
は
ち
に
聞
ゆ
る
や
う

な
ら
ん
ず
る
、
詩
歌
の
言
葉
」
に
よ
り
「
中
だ
ち
」
さ
れ
た
謡
曲
の
世

界
―
そ
れ
も
、「
心
耳
」
を
通
路
と
し
て
立
ち
現
れ
る
世
界
―
な

の
で
あ
る）

（1
（

。

以
上
の
論
点
の
一
切
は
、
八
幡
神
の
「
誓
ひ
」「
神
慮
」
を
寿
い
だ

直
後
の
、
老
人
の
次
の
言
葉
に
集
約
さ
れ
よ
う
。

あ
り
が
た
き
千
代
の
み
声
を
松
風
の
、
更
け
行
く
月
の
夜
神
楽

を
、
奏
し
て
君
を
祈
ら
ん
［
梅
原
他11（1

：
445
］

千
代
に
世
の
続
く
こ
と
を
約
す
る
八
幡
神
の
「
み
声
」
を
待
つ
に
あ
た

り
、
松
風
が
吹
き
す
さ
ぶ
、
更
け
行
く
月
夜
に
神
楽
を
奏
し
て
君
を
祈

ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
語
っ
た
老
人
は
続
け
て
、
自
分
は

代よ

よ々

を
経
て
こ
の
年
に
な
る
ま
で
八
幡
神
に
仕
え
る
「
高か

わ
ら良

の
神し

ん

」
で
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あ
り
、
今
の
御
代
を
守
ろ
う
と
こ
こ
に
来
た
の
だ
、「
八
幡
大
菩
薩）

（1
（

」

の
ご
託
宣
を
疑
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
と
言
葉
を
残
し
て
姿
を
く
ら
ま
す
。

老
人
の
正
体
は
八
幡
神
に
仕
え
る
「
高
良
の
神
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

神
が

0

0

「
神
楽
」
を
奏
す
る
こ
と
で
「
君
を
祈
」
る
と
い
う
構
図
で
あ
る

こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
「
神
楽
」
は
、
廷
臣
が
都
に
神
勅
を
奏
上

し
よ
う
と
急
ぎ
帰
ろ
う
と
し
た
折
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
音
楽
が
響
き
、
香

ば
し
い
薫
り
に
包
ま
れ
、「
高
良
の
神
」
が
再
び
登
場
す
る
こ
と
に
よ

り
始
ま
る
。
神
は
、「
人
の
国
よ
り
わ
が
国
、
他
の
人
よ
り
も
わ
が
人
」

を
守
る
と
し
た
八
幡
神
の
「
誓
ひ
」
を
こ
こ
で
明
か
し
、
そ
れ
を
現
実

の
も
の
と
す
べ
く
神
楽
を
す
る
の
で
あ
る
。

地　

如
月
の
、
初
卯
の
神
楽
面
白
や

シ
テ　

謡
へ
や
謡
へ
、
日
影
さ
す
ま
で

地　

袖
の
白
木
綿
、
返
す
返
す
も
、
千
代
の
声
々
、
謡
ふ
と
か
や

［
同
：
446
―

447
］

「
神
楽
」
は
上
位
の
神
へ
の
奉
納
と
し
て
成
さ
れ
る
の
が
し
ば
し
ば

で
あ
る
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、『
風
姿
花

伝
』
第
四
神
儀
に
お
い
て
「
天あ

ま

照て
る

太お
お
ん

神が
み

」
が
岩
戸
に
籠
っ
た
時
、「
八

百
万
の
神か

ん

達た
ち

、
天
香
具
山
に
集あ

つ
まり

、
大

お
お
ん

神が
み

の
御
心
を
と
ら
ん
と
て
、
神

楽
を
奏
し
」［
11
］
た
こ
と
も
そ
う
で
あ
り
、
世
阿
弥
作
と
さ
れ
る

《
蟻
通
》
で
も
、
シ
テ
の
蟻
通
明
神
は
「
謹
上
再
拝
。
…
…
神
慮
を
す

ず
し
め
奉
る
、
ご
神
託
に
任
せ
て
、
な
ほ
も
神
忠
を
致
さ
ん
、
有
難

や
。
そ
も
そ
も
神
慮
を
す
ず
し
む
る
こ
と
、
和
歌
よ
り
も
よ
ろ
し
き
は

な
し
、
そ
の
中
に
も
神
楽
を
奏
し
少
女
の
袖
、
返
す
が
へ
す
も
面
白
や

な
、
神
の
岩
戸
の
い
に
し
へ
の
袖
、
思
ひ
出
で
ら
れ
て
」［
横
道
他

（111

：
322
―

323
］
な
ど
と
述
べ
て
、
よ
り
上
位
の
和
歌
の
神
で
あ
る
玉

津
島
明
神
に
奉
納
し
て
い
る）

11
（

（
そ
の
他
《
老
松
》
な
ど
で
も
同
様）

1（
（

）。

《
弓
八
幡
》
の
場
合
は
、「
高
良
の
神
」
が
「
神
楽
」
を
す
る
こ
と
で
、

八
幡
神
の
影
向
を
期
待
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま

え
る
と
、「
謡
へ
や
謡
へ
、
日
影
さ
す
ま
で
」
は
、
単
に
夜
が
明
け
て

陽
が
昇
る
ま
で
謡
え
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
八
幡
神
の
光
明
が
こ

の
世
に
兆
す
ま
で
謡
い
続
け
る

0

0

0

0

0

こ
と
―
そ
れ
は
言
わ
ば
謡
曲
の
世

界
の
外
に
い
る
神
を
引
き
出
す
営
み
で
あ
る
―
を
説
い
た
も
の
な

の
だ
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
謡
い
声
の
趣
は
無
論
、「
喜
ぶ
声
」
を
神
へ

と
届
け
る
「
祝
言
」
で
あ
る
。「
高
良
の
神
」
は
、
こ
の
謡
い
の
流
れ

の
先
で
神
舞
へ
と
移
る
。
そ
の
舞
に
魅
了
さ
れ
た
見
手
の
顔
つ
き
が

「
面
白
」
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で）

11
（

、
終
曲
へ
と
至
る
。

地　

げ
に
や
末ま

つ

世せ

と
い
ひ
な
が
ら
、
げ
に
や
末
世
と
い
ひ
な
が

ら
、
神
の
威
光
は
い
や
増
し
に
、
か
く
あ
ら
た
な
る
影
向
、
拝
む

ぞ
尊た

っ

と
か
り
け
る）

11
（

シ
テ　

君
を
守
り
の
お
ん
恵
み）

11
（

、
も
と
よ
り
定
め
あ
る
上
に
、
こ

と
に
こ
の
君
の
神
徳
、
天
下
一
統）

11
（

と
守
る
な
り
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地　

げ
に
げ
に
神
代
い
ま
の
代
の
、
標し

る
しの

箱
の
明
ら
か
に

シ
テ　

こ
の
山
上
に
宮み

や

居い

せ
し

地　

神
の
昔
は

シ
テ　

久
方
の

地　

月
の
桂
の
男
山
、
さ
や
け
き
影
は
所
か
ら
、
畜
類
鳥
類
、
鳩

吹
く
松
の
風
ま
で
も
、
み
な
神
体
と
現
は
れ
、
げ
に
頼
も
し
き
神

慮
、
示
現
大
菩
薩
八
幡
の
、
神
徳
ぞ
ゆ
た
か
な
り
け
る
、
神
徳
ぞ

ゆ
た
か
な
り
け
る
［
梅
原
他11（1

：
447
］

威
光
を
い
や
増
し
に
し
た
「
神
」
と
は
、「
君
を
守
」
る
と
「
誓
ひ
」

を
立
て
た
八
幡
神
の
こ
と
で
あ
る
。「
高
良
の
神
」
の
神
楽
に
よ
っ
て
、

謡
曲
の
世
界
の
外
か
ら
「
影
向
」
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
音
曲
か

ら
は
た
ら
き
・
舞
が
お
の
ず
と
生
ず
る
こ
と
を
見
越
し
、
能
作
の
時
点

か
ら
予
め
期
待
さ
れ
た
出
来
事
で
も
あ
っ
た
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
本
曲
中
既
に
二
度
言
及
の
あ
っ
た
「
し
る

し
」
が
こ
こ
に
も
現
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
神
代
い
ま
の
代
の
標
の

箱
」
と
は
神
功
皇
后
が
三
韓
平
定
の
折
に
妙
文
を
納
め
筥
崎
八
幡
に
埋

め
た
箱
の
こ
と
を
指
す
。
本
曲
の
こ
れ
ま
で
の
展
開
を
押
さ
え
れ
ば
、

こ
こ
に
は
、
神
代
の
「
天
の
岩
戸
の
神
遊
び
」
の
「
た
め
し
」
に
倣
っ

た
神
功
皇
后
の
「
ご
神じ

ん

拝ぱ
い

」
の
「
た
め
し
」
が
重
な
り
、
そ
れ
ら
の
一

切
を
明
ら
か
に
す
る
「
し
る
し
」
が
「
い
ま
の
代
」
に
現
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
謡
い
は
、
八
幡
山
に
鎮
座
し

た
「
神
の
昔
」
が
は
る
か
彼
方
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
届
く
月

の
さ
や
け
き
光
に
よ
っ
て
、「
畜
類
鳥
類
、
鳩
吹
く
松
の
風
」
の
す
べ

て
が
「
み
な
神
体
」
と
な
り
、
八
幡
大
菩
薩
の
「
神
慮
」
に
包
ま
れ
た

世
界
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
《
弓
八
幡
》
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て

「
直
成
体
は
弓
八
幡
也
。
曲
も
な
く
、
真
直
成
能
也
」［
286
］
と
さ
れ
た

の
か
の
一
端
が
見
え
て
く
る
。
相
良
の
言
う
通
り
、
そ
れ
は
単
に
一
曲

の
展
開
が
す
っ
き
り
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
だ
け
に
お
そ
ら
く
は

留
ま
ら
な
い
。《
弓
八
幡
》
は
、
端
的
に
言
え
ば
、「
い
ま
の
代
」
が
既

に
八
幡
神
の
「
神
徳
」
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
た
世
界
で
あ
る
こ
と
を

発
見
し
た
謡
い
、
よ
り
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、「
君
が
代
」
が
「
神
の

御
代
」
と
別
様
で
は
な
い
近
さ
を
持
つ
こ
と
（
＝
直
な
る
さ
ま
で
あ
る

こ
と
）
の
発
見
の
謡
い
と
読
む
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。「
神
と
君
と
の
道
直

に
」
と
は
、
神
の
御
代
の
在
り
よ
う
が
歪
み
な
く
君
の
御
代
に
重
な
り

合
っ
て
い
る
こ
と
を
指
し
、
そ
の
神
の
御
代
と
君
の
御
代
と
を
結
ぶ

「
道
」
は
、「
た
め
し
」
と
「
し
る
し
」
の
間
を
つ
な
ぐ
「
謂
は
れ
」
と

し
て
一
曲
の
内
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
一
曲
の
作
り
が
い
か
に
盤
石
で
あ
っ
て
も
、
八
幡
神
の
影

向
の
実
現
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
能
の
庭
の
も
つ
「
時

の
調
子
」
を
音
取
っ
た
謡
い
の
で
き
る
為
手
に
依
ら
な
け
れ
ば
不
可
能

な
の
で
あ
る
。「
時
の
調
子
」
は
「
天
の
調
感
」
が
「
爰
に
移
り
て
通

ず
る
折
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
は
前
節
で
確
認
し
た
が
、
為
手
は
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《
弓
八
幡
》
を
通
じ
て
、
見
手
を
「
面
白
」
に
染
め
る
こ
と
が
で
き
て

初
め
て
、「
神
と
君
と
の
道
」
が
「
直
」
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

つ
ま
り
は
「
い
ま
の
代
」
が
「
い
ま
の
代
」
の
ま
ま
に
し
て
神
の
「
誓

ひ
」
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
伝
え
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
手

の
側
か
ら
言
え
ば
、
理
知
を
介
さ
ず
と
も
、
優
美
な
言
葉
に
よ
り
お
の

ず
と
「
理
」
の
わ
か
る
さ
ま
、
す
な
わ
ち
「
理
」
が
「
聞
ゆ
る
」
体
験

に
結
実
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、「
直
成
体

は
弓
八
幡
也
」
と
言
う
に
は
、「
時
の
調
子
」
を
音
取
り
、
詞
章
を

「
喜
ぶ
声
」
で
神
の
耳
へ
と
届
け
る
謡
い
手
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

4　

伝
書
と
謡
曲
の
あ
い
だ

以
上
、
能
作
論
と
《
弓
八
幡
》
の
読
み
解
き
か
ら
、
い
か
な
る
こ
と

が
見
え
て
き
た
か
。
本
稿
は
「
花
」
の
成
就
の
具
体
的
な
礎
で
あ
る
能

作
論
の
検
討
を
行
っ
た
。
世
阿
弥
の
能
作
論
に
基
づ
け
ば
、
申
楽
の
基

礎
で
あ
る
二
曲
三
体
の
二
曲
の
う
ち
、
根
源
に
あ
る
の
は
歌
で
あ
る
。

そ
の
謡
い
は
「
風
月
の
景
」
を
仮
っ
た
「
歌
道
」
を
「
中
だ
ち
」
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
多
様
な
庭ば

で
演
能
を
求
め
ら
れ
た
為し

手て

は
都
度

「
時
の
調
子
」
を
音
取
っ
て
謡
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
一
曲
の
謡
い

は
、
人
体
に
左
右
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
基
礎
は
老
体
・
女
体
・
軍
体

に
還
元
で
き
、
こ
こ
で
は
老
体
の
う
ち
「
脇
能
」
の
筆
頭
格
の
位
置
を

与
え
ら
れ
た
《
弓
八
幡
》
を
読
み
解
い
た
。
同
曲
の
眼
目
の
一
つ
は
、

「
君
が
代
」
が
「
神
の
御
代
」
と
別
様
で
は
な
い
近
さ
を
持
つ
こ
と
の

発
見
に
あ
っ
た
。《
弓
八
幡
》
は
、「
時
の
調
子
」
を
音
取
っ
た
謡
い
に

よ
り
、
為
手
が
見
手
の
「
心
耳
」
を
通
じ
、「
喜
ぶ
声
」
を
「
天
人
」

へ
と
届
け
る
こ
と
で
、
謡
曲
の
外
に
い
る
八
幡
神
の
影
向
を
期
待
し
た

内
容
を
も
つ
曲
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
能
作
論
の
観
点
か
ら
説
明
し
直
せ

ば
、「
天
人
」
の
世
界
と
わ
れ
わ
れ
の
世
界
と
の
「
中
だ
ち
」
と
し
て

謡
曲
《
弓
八
幡
》
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

座
敷
の
時
の
調
子
は
、
そ
の
ま
ま
並
行
世
界
の
天
人
の
ほ
ほ
え
み
で

あ
る
。『
談
儀
』
に
は
、「
こ
の
道
は
礼
楽
に
と
ら
ば
楽
也
。
人
の
中
を

に
つ
こ
と
な
す
べ
し
。」［
306
］
と
語
ら
れ
て
い
る
。
人
中
が
に
っ
こ
と

し
、
座
敷
が
明
る
く
な
る
こ
と
は
天
人
の
世
界
の
調
子
の
反
映
で
も

あ
っ
た
。
天
人
の
世
界
に
「
喜
ぶ
声
」
を
届
け
る
と
同
時
に
、
神
が
喜

ぶ
姿
を
座
敷
の
見
手
の
「
面
白
」
を
通
じ
て
捉
え
る
、
そ
う
し
た
往
還

が
謡
曲
の
世
界
を
通
じ
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
が
能
作
論
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
「
花
」
の
顕
現
の
一
面
で
あ
る
。

上
記
の
全
体
を
最
も
抽
象
的
な
次
元
で
端
的
に
ま
と
め
れ
ば
、「「
花
」

は
、
神
・
仏
に
出
遇
う
出
来
事
に
映
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
十
全
に

祀
ら
れ
た
神
・
仏
の
表
象
で
あ
る）

11
（

」
と
い
う
佐
藤
正
英
の
き
わ
め
て
汎

用
性
の
あ
る
説
明
に
恐
ら
く
は
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
本
稿
は
そ
の
具
体
的
内
実
、
理
路
を
こ
そ
問
う
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
見
え
て
き
た
成
果
は
、
世
阿
弥
が
老
体
の
人
体
の
「
祝
言
」
を

用
い
る
こ
と
で
「
風
月
の
景
」
の
外
に
あ
る
存
在
者
と
の
往
還
を
確
保
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し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
庭
と
し
て
謡
曲
が
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
最
も
具
体
的
な
通
路
は
見
手
と
為
手
の
耳
で
あ
る

こ
と
、
で
あ
る
。

他
方
、
本
稿
に
は
な
お
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
老
体

の
特
質
を
よ
り
深
く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
老
体
を
「
祝
言
」
一
色

に
還
元
す
る
姿
勢
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
祝
言
能

と
さ
れ
る
老
体
物
に
対
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
世
阿
弥
は
老
い
の
残
酷

な
面
も
熟
知
し
て
い
た
。
老
体
の
曲
に
は
、
し
ば
し
ば
老
い
の
憂
い
の

影
が
見
え
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
老
い
た
人
間
の
傷
と
そ
の
克
服
の
痕
跡

と
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。
こ
う
し
た
問
題
を
謡
曲
か
ら
丁
寧
に
読

み
解
き
、
総
体
と
し
て
の
老
体
論
を
叙
述
す
る
こ
と
は
、
伝
書
と
謡
曲

と
を
架
橋
す
る
た
め
に
重
要
な
視
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
老
体

の
一
覧
の
中
に
《
融
》《
蟻
通
》
の
二
曲
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
ど
う

解
す
る
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。

二
つ
目
は
、
歌
を
め
ぐ
る
世
阿
弥
の
思
想
の
問
題
で
あ
る
。「
歌
道
」

が
申
楽
の
「
中
だ
ち
」
と
な
る
と
の
考
え
は
、
世
阿
弥
作
の
謡
曲
か
ら

も
捉
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
老
体
の
能
の
な
か
で
言
え
ば
、《
高
砂
》

の
［
ク
セ
］
の
「
し
か
る
に
、
長

ち
ょ
う

能の
う

が
言
葉
に
も
、
有
情
非
情
の
そ
の

声
、
み
な
歌
に
洩
る
る
こ
と
な
し
、
草
木
土
砂
、
風
声
水
音
ま
で
、
万

物
の
籠
も
る
心
あ
り
、
春
の
林
の
東
風
に
動
き
秋
の
虫
の
、
北
露
に
鳴

く
も
、
み
な
和
歌
の
姿
な
ら
ず
や
。」［
横
道
他（111

：
223
］
と
い
っ

た
理
解
や
、《
蟻
通
》［
ノ
ツ
ト
］
の
「
…
…
ご
神
託
に
任
せ
て
、
な
ほ

も
神
忠
を
致
さ
ん
、
有
難
や
。
そ
も
そ
も
神
慮
を
す
ず
し
む
る
こ
と
、

和
歌
よ
り
も
よ
ろ
し
き
は
な
し
、
そ
の
中
に
も
神
楽
を
奏
し
少
女
の

袖
、
返
す
が
へ
す
も
面
白
や
な
、
神
の
岩
戸
の
い
に
し
へ
の
袖
、
思
ひ

出
で
ら
れ
て
」［
同
：
322
］
な
ど
は
、
世
阿
弥
の
「
歌
道
」
思
想
に
迫

る
重
要
な
手
が
か
り
で
あ
る
。

三
つ
目
は
、
物
ま
ね
論
と
和
歌
と
の
関
係
で
あ
る
。
思
い
起
こ
さ
れ

る
の
は
、
世
阿
弥
の
奇
妙
な
物
ま
ね
論
で
あ
る
。
彼
の
主
張
に
よ
れ

ば
、
為
手
は
年
齢
に
関
係
な
く
十
体
を
既
に
持
つ
よ
う
に
稽
古
せ
ね
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
発
想
が
活
き
る
の
は
、
こ
の
歌
道
を

「
中
だ
ち
」
と
し
た
能
作
論
を
前
提
に
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
世

阿
弥
に
と
っ
て
謡
曲
に
描
か
れ
る
人
間
の
あ
り
よ
う
は
結
局
、
為
手
の

内
に
一
切
既
に
内
在
し
て
い
る
（
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
そ
の
素

質
の
内
在
を
「
中
だ
ち
」
す
る
も
の
が
「
歌
道
」
に
よ
っ
て
象
ら
れ
た

人
間
の
あ
り
さ
ま
で
あ
ろ
う
。
若
い
男
の
為
手
が
、
実
人
生
に
お
い
て

は
経
験
し
得
な
い
「
女
体
」
や
「
老
体
」
を
己
の
身
に
ま
と
う
に
は
、

「
歌
道
」
に
依
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

能
作
論
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
で
見
え
て
き
た
課
題
で
あ
り
、
今
後
の

考
察
に
譲
る
。

【
付
記
】

本
論
文
は
日
本
倫
理
学
会
第
七
十
二
回
大
会
主
題
別
討
議
に
お
い
て

報
告
し
た
内
容
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
研
究
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は
、JSPS

科
研
費
（JP11K

11111

、JP11K
11111

）
の
助
成
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
。

【
引
用
文
献
】

（
世
阿
弥
伝
書
）

日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』（
表
章
、
加
藤
周
一
校
注
、
岩
波

書
店
、
一
九
七
四
）。

世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
・
三
道
』（
竹
本
幹
夫
訳
注
、
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
〇
九
）。

（
謡
曲
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
上
（
横
道
萬
里
雄
、
表
章
校
注
、
岩

波
書
店
、
一
九
六
〇
）。

『
能
を
読
む
②　

世
阿
弥　

神
と
修
羅
と
恋
』（
梅
原
猛
、
観
世
清
和
監

修
、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
三
）。

（
研
究
書
）

相
良
亨
『
世
阿
弥
の
宇
宙
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
〇
）。

註（
（
）
主
な
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
。
国
文
学
分
野
で
は
、
能
勢

朝
次
『
世
阿
彌
十
六
部
集
評
釈
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
）、
日

本
思
想
体
系
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』（
表
章
校
注
、
岩
波
書
店
、
一

九
七
四
）
巻
末
補
注
な
ど
。
美
学
・
哲
学
分
野
で
は
、
成
川
武
夫

『
世
阿
弥　

花
の
哲
学
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
八
〇
）、
西

平
直
『
世
阿
弥
の
稽
古
哲
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九

〔
増
補
版
二
〇
二
〇
〕）
な
ど
。
倫
理
学
分
野
で
は
、
相
良
亨
『
世

阿
弥
の
宇
宙
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
〇
）、
季
刊
『
日
本
思
想

史
』
三
十
九
号
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
二
）
な
ど
。

（
1
）
横
山
太
郎
「
能
勢
朝
次
の
世
阿
弥
解
釈
に
お
け
る
「
型
」
と

「
無
心
」
―
西
田
幾
多
郎
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
五
十
―
七
、
二
〇
〇
五
）
な
ど
参
照
。

（
1
）
以
下
、
本
稿
で
頻
回
に
引
用
・
言
及
す
る
文
献
の
み
［
著
者

（
な
い
し
校
注
・
訳
註
・
監
修
者
）
出
版
年
：
頁
数
］
で
表
記
し
、

末
尾
の
引
用
文
献
一
覧
と
対
応
さ
せ
た
。

（
1
）
例
え
ば
《
養
老
》
の
後
場
は
「
本
来
は
樵
翁
父
子
は
中
入
せ

ず
（
し
た
が
っ
て
、
ア
イ
の
段
も
な
く
）、
そ
の
場
に
後
ジ
テ
の

山
神
が
来
現
す
る
一
場
物
（
単
式
）
の
能
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」

［
梅
原
他11（1

：
450
］
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
1
）
以
後
、
世
阿
弥
伝
書
の
引
用
は
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
・

禅
竹
』（
表
章
他
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
）
に
依
り
、
引

用
に
際
し
適
宜
振
仮
名
等
を
施
し
た
。
ま
た
、
本
書
か
ら
の
引
用

は
本
稿
で
特
に
頻
出
す
る
た
め
、
そ
の
引
用
に
限
り
［
頁
数
］
の

み
で
表
記
す
る
。

（
1
）
本
稿
で
は
詳
述
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
『
五
音
』
上
で
、《
伏
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能を作るということ

見
》
の
指
声
の
小
段
の
詞
章
が
「
祝
言
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
同
曲

の
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
に
相
当
す
る
別
の
詞
章
が
「
闌
曲
」
に
掲

出
さ
れ
て
い
る
。《
弱
法
師
》
の
詞
章
に
は
「
幽
曲
」
と
「
闌
曲
」

と
が
混
ざ
り
、「
祝
言
」
と
さ
れ
た
《
淡
路
》
の
詞
章
の
末
尾
に

は
「
是
ハ
、
祝
言
乄に

し
て

闌
曲
・
幽
曲
声し

ょ
う

味み

有
」［
208
］
と
添
え
ら

れ
、
同
じ
く
「
祝
言
」
と
さ
れ
る
《
富
士
山
》
の
ク
リ
・
ク
セ
に

は
「
是
ハ
、
闌
曲
之
節
体
ナ
レ
ド
モ
…
…
文
言
ハ
祝
言
タ
ル
ニ
ヨ

テ
也
」［
208
］
と
あ
る
。

（
1
）
現
在
の
能
楽
研
究
で
は
「
座
」
は
参
勤
義
務
の
あ
る
神
事
猿

楽
の
際
に
の
み
結
成
・
招
集
さ
れ
る
組
織
と
さ
れ
、
猿
楽
の
為
手

は
恒
常
的
に
座
に
拠
っ
て
活
動
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
理
解

さ
れ
て
い
る
（
表
章
『
大
和
猿
楽
史
参
究
』
Ⅱ
第
四
節
、
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
五
）。

（
1
）『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
補
注
四
九
参
照
［
455
］。

（
1
）
反
対
に
「
た
ゞ
、
卑
し
く
俗
な
る
言
葉
、
風ふ

う

体た
い

悪
き
能
に
な

る
物
也
」［
11
］
と
も
語
ら
れ
る
。
な
お
世
阿
弥
が
申
楽
に
関

わ
っ
て
「
風
」
の
語
を
使
う
際
に
は
、
移
ろ
い
や
変
化
の
よ
う
に

動
き
を
基
礎
に
も
つ
内
容
を
含
む
と
理
解
で
き
る
（「
風
流
」「
風

情
」「
風
体
」
な
ど
）。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
見
え
る
「
風
情
」
は
、

人
体
が
動
き
を
伴
っ
た
際
に
感
じ
取
ら
れ
る
情
趣
、「
風
体
」
は
、

動
き
を
伴
っ
た
人
体
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
捉
え
て
お
く
。
少

な
く
と
も
こ
こ
は
直
前
に
「
振
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
動
き
を

伴
う
こ
と
は
明
ら
か
で
、
素
直
に
読
め
ば
舞
や
所
作
に
基
づ
く

「
風
情
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（1
）
こ
こ
は
最
終
的
に
「
功
入
り
ぬ
れ
ば
、
謡
ふ
も
風
情
、
舞
ふ

も
音
曲
に
な
り
て
、
万
曲
一
心
た
る
達
者
と
な
る
べ
し
。
こ
れ
ま

た
、
作
者
の
高
名
也
」［
11
］
と
結
ば
れ
る
。

（
（（
）
と
は
い
え
、
例
え
ば
世
阿
弥
は
『
花
鏡
』
第
六
条
で
「
舞
は
、

音
声
よ
り
出
で
ず
ば
感
あ
る
べ
か
ら
ず
。」［
11
］
と
し
、
続
け
て

「
舞
お
さ
む
る
所
も
、
音
感
へ
お
さ
ま
る
位
あ
り
」「
舞
は
音お

ん

声じ
ょ
うの

力
足
ら
ず
ば
感
あ
る
べ
か
ら
ず
」［
11
］
と
述
べ
て
い
る
。
単
な

る
演
能
技
術
の
指
摘
に
留
ま
ら
ず
、
風
情
は
音
曲
の
力

0

0

に
支
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
思
想
が
読
め
る
。

（
（1
）「
吹
物
の
調
子
」
と
「
時
の
調
子
」
と
の
関
係
は
明
瞭
な
説
明

を
持
ち
え
ず
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（1
）
以
下
、《
弓
八
幡
》
の
詞
章
は
『
能
を
読
む
②　

世
阿
弥　

神

と
修
羅
と
恋
』（
梅
原
猛
、
観
世
清
和
監
修
、
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
一
三
）
に
拠
り
、
現
代
語
訳
に
際
し
て
も
同
書
を
適
宜
参
照

し
た
。

（
（1
）
世
阿
弥
作
老
体
能
の
う
ち
道
行
に
見
え
る
「
祝
言
」
の
文
句

と
し
て
は
、
①
「
げ
に
治
ま
れ
る
四
方
の
国
」、
②
「
波
も
音
な

き
四
つ
の
海
」、
③
「
風
も
静
か
に
楢
の
葉
の
、
鳴
ら
さ
ぬ
枝
ぞ

の
ど
け
き
」、
④
「
関
の
戸
さ
さ
で
通
は
ん
」、
⑤
「
関
の
戸
の
秋

津
島
」、
⑥
「
日
の
本
の
、
国
豊
か
な
る
秋
津
洲
」、
⑦
「
治
ま
る
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や
、
国
富
み
民
も
豊
か
に
て
」、
⑧
「
な
に
ご
と
も
、
心
に
か
な

ふ
こ
の
時
」（
①
・
②
・
④
・
⑥
・
⑧
は
《
老
松
》、
③
・
⑤
・
⑦

は
《
養
老
》）
な
ど
が
あ
る
。

（
（1
）『
五
音
』
上
に
は
「
祝
言
」
の
声
の
趣
を
「
安
全
音
ト
名
付
」

［
207
］
と
あ
る
。
こ
う
し
た
「
祝
言
」
の
謡
い
は
「
喜
ぶ
声
」

［
11
］
で
謡
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（1
）
現
在
の
能
楽
師
観
世
清
和
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
世
阿
弥

の
言
葉
は
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。「
弓
八
幡
」
と

い
う
曲
は
「
真
直
」
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
い
ま
、
現
代
人
に
向
け

て
問
い
か
け
る
能
と
し
て
は
辛
い
も
の
が
あ
り
ま
す
」「
…
…
あ

の
曲
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
で
す
か
。
純
粋
な
八
幡
信
仰
と
申

し
ま
し
ょ
う
か
。
八
幡
神
の
化
現
を
表
す
象
徴
的
な
曲
で
す
よ

ね
。
そ
れ
以
上
の
も
の
は
何
も
な
い
…
…
そ
れ
で
「
弓
八
幡
」
は

練
習
曲
と
申
し
ま
す
か
、
ま
だ
修
行
段
階
の
若
い
人
た
ち
に
、

「
脇
能
を
勤
め
る
の
に
よ
い
か
ら
覚
え
な
さ
い
」
と
」［
梅
原
他

11（1

：
596
―

597
］。「
直
」
は
さ
し
あ
た
り
こ
の
よ
う
に
受
容
さ
れ

て
い
る
。

（
（1
）
上
野
太
祐
「
世
阿
弥
の
「
申
楽
」
由
来
説
再
検
討
―
そ
の

思
想
的
眼
目
を
め
ぐ
っ
て
」（『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
第
二

十
二
号
、
二
〇
一
九
）。

（
（1
）
こ
こ
で
、
先
に
論
じ
た
申
楽
の
道
に
お
い
て
「
歌
道
」
を

「
用
ふ
べ
し
」
と
さ
れ
た
こ
と
の
射
程
が
再
び
問
題
と
な
る
。
例

え
ば
、《
蟻
通
》
の
［
上
ゲ
歌
］
に
は
「
さ
れ
ば
和
歌
の
言
葉
は
、

神
代
よ
り
も
始
ま
り
、
今
人
倫
に
普
し
、
た
れ
か
こ
れ
を
褒
め
ざ

ら
ん
。
中
に
も
貫
之
は
、
御
書
所
を
承
り
て
、
い
に
し
へ
今
ま
で

の
歌
の
品
を
撰
み
て
、
喜
び
を
延
べ
し
、
君
が
代
の
、
直
な
る
道

を
あ
ら
は
せ
り
。」［
横
道
他（111

：
321
］
と
あ
り
、
和
歌
の
言

葉
が
神
代
以
来
い
ま
の
世
に
続
く
「
直
な
る
道
」
で
、「
歌
道
」

は
は
る
か
遠
い
「
い
に
し
へ
」
と
「
今
」
と
を
「
直
な
る
」
仕
方

で
重
ね
う
る
も
の
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、

『
風
姿
花
伝
』
序
に
お
い
て
「
申
楽
延
年
の
事
態
」
と
し
て
神
代

に
触
れ
、
聖
徳
太
子
と
秦
河
勝
の
挿
話
を
経
て
、「
今
」
へ
と
至

る
一
連
の
説
明
と
も
整
合
的
だ
が
、
一
層
詳
細
な
論
証
を
要
す

る
。

（
（1
）
詞
章
中
「
八
幡
大
菩
薩

0

0

」
は
こ
こ
が
初
出
で
あ
る
。
そ
れ
ま

で
は
「
男
山
」「
名
高
き
神
」「
八
幡
山
」「
八
幡
宮
」
な
ど
。

（
11
）
蟻
通
明
神
が
、
自
身
よ
り
も
上
位
の
神
の
存
在
を
示
唆
し
て

い
る
こ
と
は
、
貫
之
の
歌
を
受
け
て
「
わ
れ
ら
か
な
は
ぬ
耳
に
だ

に
、
面
白
し
と
思
ふ
こ
の
歌
を
、
い
か
で
納
受
な
か
る
べ
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

［
同
：
321
］
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

（
1（
）
上
野
前
掲
論
文
参
照
。

（
11
）「
如
月
の
、
初
卯
の
神
楽
面
白
や
」
と
い
う
謡
い
が
そ
の
さ
ま

を
先
行
し
て
表
現
し
て
い
る
。

（
11
）
金
春
・
金
剛
・
喜
多
諸
流
で
は
「
神
の
誓
ひ
は
い
や
増
し
に
、
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能を作るということ

か
く
あ
ら
た
な
る
ご
相
好
、
拝
む
ぞ
尊
か
り
け
る
」［
梅
原
他

11（1

：
448
］。

（
11
）
観
世
以
外
の
諸
流
は
「
御
代
を
守
り
の
お
ん
誓
ひ
」［
同
］。

（
11
）
こ
の
表
現
が
南
北
朝
合
一
を
表
わ
す
句
と
し
て
諸
書
に
見
え

る
と
い
う
［
同
］。

（
11
）
こ
の
「
直
」
理
解
が
あ
く
ま
で
《
弓
八
幡
》
一
曲
内
の
解
釈

に
留
ま
っ
て
い
る
点
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
個
別
の

謡
曲
側
か
ら
の
「
直
」
理
解
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
よ
り
、
伝
書
の

「
直
」
理
解
を
更
新
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。
世
阿
弥
作
謡
曲
全

体
に
お
け
る
「
直
」
の
性
質
を
思
想
的
観
点
か
ら
考
察
し
た
成
果

に
折
笠
由
樹
「
世
阿
弥
「
直
成
能
」
の
概
念
と
謡
曲
―
「
他
者
」

の
観
点
か
ら
」（『
思
想
史
研
究
』
第
二
十
九
号
、
二
〇
二
二
）
が

あ
る
。

（
11
）
世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
』（
佐
藤
正
英
校
注
・
訳
、
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
九
）、
二
五
一
頁
。

（
11
）
例
え
ば
、《
融
》
で
は
「
げ
に
や
眺
む
れ
ば
、
月
の
み
満
て
る

塩
竃
の
、
う
ら
淋
し
く
も
荒
れ
果
つ
る
、
後
の
世
ま
で
も
塩
染
み

て
、
老
い
の
波
も
返
る
や
ら
ん
、
あ
ら
昔
恋
し
や
。
恋
し
や
恋
し

や
と
、
慕
へ
ど
も
嘆
け
ど
も
、
か
ひ
も
渚
の
浦
千
鳥
、
音
を
の
み

泣
く
ば
か
り
な
り
、
音
を
の
み
泣
く
ば
か
り
な
り
」［
横
道
他

（111

：
299
］
と
あ
る
。
こ
の
他
《
高
砂
》［
同
：
220
―

221
］、《
養

老
》［
同
：
227
―

228
］
の
よ
う
に
一
般
に
祝
言
能
と
し
て
括
ら
れ

る
曲
目
に
お
い
て
さ
え
も
老
い
の
憂
い
は
語
ら
れ
る
。


