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は
じ
め
に

篤
胤
の
最
後
の
目
的
は
何
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
を
踏
ま
え
た
研
究
、

平
田
学
の
統
一
的
理
解
に
向
け
て
の
研
究
が
動
き
始
め
て
い
る
。
篤
胤
の
蘭

学
（
西
洋
）
へ
の
傾
倒
、
鬼
神
・
妖
怪
や
幽
冥
界
へ
の
探
求
に
は
、
現
世
の

全
て
の
事
象
の
理
を
知
る
こ
と
が
、
大
倭
魂
を
固
め
る
こ
と
に
な
り
古
学
の

肝
要
で
あ
る
と
い
う
古
道
学
の
認
識
が
あ
り
、
ま
た
篤
胤
の
古
道
学
の
目
的

は
「
民
心
に
精
神
的
支
柱
を
植
え
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
世
で
の
安
心
を

（1）

も
た
ら
す
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
い
う
論
は
、
そ
の
よ
う
な
動
向
の
現
れ
で
あ

る
。
篤
胤
が
何
を
重
視
し
、
ど
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
た
か
に
つ
い
て
は
「
篤

胤
学
に
お
い
て
は
、
文
献
と
聞
き
と
り
と
自
己
の
体
験
と
が
同
じ
価
値
を

（2）

も
っ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
」
と
い
う
指
摘
や
、
篤
胤
が
何
を
事

実
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
か
が
、
篤
胤
学
を
理
解
す
る
上
で
重
要
だ
と
し
た

上
で
、
篤
胤
の
事
実
把
握
の
方
法
の
特
徴
的
な
点
と
し
て
「
篤
胤
自
身
の
生

（3）

活
体
験
と
き
わ
め
て
密
接
な
連
関
を
有
す
る
こ
と
」
と
「
事
実
を
回
路
と
し

て
庶
民
の
習
俗
や
俗
信
の
世
界
が
篤
胤
学
に
取
込
ま
れ
大
き
な
比
重
を
占
め

（4）

る
こ
と
」
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。
篤
胤
の
事
実
重
視
の
意
識
に
つ
い
て（5）

は
、
彼
が
化
政
期
の
江
戸
市
民
の
発
想
を
自
己
の
も
の
と
し
て
論
理
化
し
た

こ
と
に
、
そ
の
意
識
の
基
盤
を
見
る
立
場
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う

な
、
論
述
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
篤
胤
の
事
実
重
視
の
意
識
が
、
彼
の
思
想
形

成
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
を
論
証
し
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
な
お
、
断
ら
な
い
限
り
、
篤
胤
の
引
用
は
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』

（
名
著
出
版
）
に
よ
る
。

－
『
古
史
成
文
』
の
意
味

宣
長
は
「
此
の
道
は
古
事
記
書
紀
の
二
典
に
記
さ
れ
た
る
、
神
代
上
代
の
、

も
ろ
く
の
事
跡
の
う
へ
に
備
は
り
た
り
、
此
の
二
典
の
上
代
の
巻
々
を
、
く

り
か
へ
し
く
よ
く
よ
み
見
る
べ
し
。
（
略
）
か
の
二
典
の
内
に
つ
き
て
も
、
道

を
し
ら
ん
た
め
に
は
、
殊
に
古
事
記
を
さ
き
と
す
べ
し
。
」
（
『
初
山
踏
』
）
と
、

古
道
は
記
紀
（
と
り
わ
け
古
事
記
）
の
神
代
巻
の
事
跡
に
備
わ
っ
て
い
る
と

い
う
。
道
が
事
跡
に
備
わ
る
と
は
、
事
跡
そ
の
も
の
に
道
を
見
出
す
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、

国
土
万
物
の
成
立
、
世
ノ
中
の
道
を
始
め
た
ま
ひ
し
、
伊
邪
那
岐
大
御

神
す
ら
、
か
の
女
神
の
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
し
時
は
、
ひ
た
す
ら
小
児
の
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ご
と
く
に
、
泣
悲
み
こ
が
れ
給
ひ
て
、
か
の
予
美
国
ま
で
、
、
慕
ひ
ゆ
か
 
 

せ
た
ま
ひ
し
に
あ
ら
ず
や
、
こ
れ
ぞ
真
実
の
性
情
に
し
て
、
世
ノ
人
も
 
 

か
な
ら
ず
左
様
に
な
く
て
は
か
な
は
ぬ
道
理
な
り
。
（
『
玉
く
し
げ
』
）
 
 

と
い
っ
た
形
を
と
る
。
事
跡
が
限
定
し
た
こ
と
で
、
宣
長
に
と
っ
て
「
古
 
 

言
古
歌
を
よ
く
得
て
、
こ
れ
を
見
る
と
き
は
、
其
道
の
意
、
お
の
づ
か
ら
明
 
 

ら
か
な
り
。
」
 
（
同
）
 
と
、
古
道
理
解
は
言
葉
の
習
得
の
問
題
で
あ
っ
た
。
一
 
 

方
、
篤
胤
も
「
上
代
の
事
実
の
上
に
。
備
は
り
候
真
の
道
」
（
『
入
学
問
答
』
）
 
 

と
事
跡
（
篤
胤
は
「
事
実
」
と
い
う
）
 
に
備
わ
る
道
と
い
う
古
道
認
識
を
継
 
 

承
す
る
が
、
宣
長
と
異
な
る
の
は
、
「
上
代
の
事
実
」
を
「
二
典
の
神
代
上
代
 
 

の
事
跡
」
に
限
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
己
が
学
は
、
 
 

古
実
を
徴
し
明
む
る
事
を
主
と
立
て
、
文
書
き
歌
詠
み
な
ど
す
る
方
に
力
を
 
 

入
ざ
る
」
 
（
『
古
史
徴
解
題
記
』
夏
）
 
と
い
う
よ
う
に
、
篤
胤
は
言
葉
で
は
な
 
 

く
事
実
に
意
識
を
集
中
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
篤
胤
は
「
古
事
記
に
 
 

も
事
実
に
は
錯
乱
た
る
事
の
多
か
る
」
（
『
古
史
徴
解
題
記
』
夏
巻
）
と
述
べ
 
 

る
。
ま
た
、
『
日
本
書
紀
』
が
「
一
書
二
云
ク
と
て
、
異
説
を
お
ほ
く
挙
ら
れ
 
 

た
る
は
、
姑
く
正
吾
と
立
た
れ
ど
、
其
ノ
撰
び
の
正
実
の
旨
に
叶
へ
り
や
叶
 
 

は
ず
や
、
決
か
ね
給
へ
る
故
に
、
な
ほ
後
に
顕
れ
出
た
ら
む
書
等
に
考
へ
合
 
 

せ
て
撰
び
採
て
よ
と
の
御
事
な
り
け
む
こ
と
論
ひ
な
し
。
」
（
同
）
と
判
断
し
 
 

た
。
篤
胤
は
宣
長
の
よ
う
に
、
古
事
記
の
伝
承
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
、
 
 

異
伝
異
説
の
存
在
を
無
視
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
「
古
ノ
伝
に
彼
此
と
異
 
 

な
る
説
の
多
か
る
が
心
に
か
か
り
て
、
其
の
伝
は
か
な
ら
ず
一
な
る
べ
き
物
 
 

な
る
に
」
 
（
同
）
と
あ
る
よ
う
に
、
真
の
古
伝
は
一
つ
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
 
 

う
思
い
が
篤
胤
を
捉
え
た
。
「
此
を
等
閑
に
思
ひ
て
は
、
古
説
の
本
は
得
知
ら
 
 

る
ま
じ
き
物
ぞ
、
お
ほ
ろ
か
に
思
ふ
こ
と
勿
れ
。
」
（
同
）
と
い
う
思
い
を
前
 
 

に
し
て
、
篤
胤
は
一
大
決
心
を
行
う
。
そ
れ
が
「
己
い
か
で
其
ノ
神
世
の
異
 
 

説
を
正
し
明
し
、
国
史
に
遺
漏
れ
る
古
ノ
伝
を
、
傍
の
書
等
よ
り
按
ひ
採
り
 
 

て
、
一
貫
に
見
通
す
べ
く
、
別
に
綴
り
記
し
て
試
ば
や
」
（
同
）
と
い
う
決
意
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
篤
胤
は
「
祝
詞
式
、
神
代
紀
、
古
事
記
、
古
語
拾
遺
、
 
 

姓
氏
録
、
出
雲
風
土
記
、
古
事
記
伝
」
（
同
）
と
い
う
七
部
の
書
を
素
材
に
し
 
 

て
、
「
真
の
古
伝
」
 
（
『
古
史
成
文
』
）
 
の
作
成
を
決
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
 
 

時
、
「
真
の
古
伝
」
の
「
故
事
の
本
」
と
考
え
ら
れ
た
の
が
、
「
鎮
火
祭
ノ
詞
 
 

な
る
を
始
め
、
古
き
祝
詞
に
見
え
た
る
事
実
は
、
そ
の
御
伝
へ
坐
る
御
故
事
 
 

に
て
、
故
事
の
本
に
し
あ
れ
ば
、
古
事
記
神
代
紀
の
伝
へ
は
あ
れ
ど
、
古
ノ
 
 

伝
の
有
が
中
に
、
殊
更
に
尊
み
重
す
べ
き
物
な
り
け
る
。
」
（
『
古
史
徴
解
題
記
』
 
 

春
）
と
あ
る
よ
う
に
、
祝
詞
で
あ
っ
た
。
神
代
上
代
の
事
実
の
探
求
を
第
一
 
 

義
に
据
え
た
結
果
が
、
『
古
史
成
文
』
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
。
『
古
史
成
文
』
 
 

に
つ
い
て
、
孔
子
の
述
懐
「
我
を
知
る
者
は
其
れ
惟
春
秋
か
、
我
を
罪
す
る
 
 

者
も
其
れ
惟
春
秋
か
」
（
『
孟
子
』
膝
文
公
下
）
 
に
倣
っ
て
「
阿
波
礼
、
篤
胤
 
 

を
知
る
も
の
、
そ
れ
唯
こ
の
成
文
な
る
か
も
。
篤
胤
を
非
る
も
の
も
そ
れ
唯
 
 

こ
の
成
文
な
る
か
も
」
（
『
古
史
徴
』
一
之
巻
冬
）
と
述
べ
た
こ
と
は
よ
く
知
 
 

ら
れ
て
い
る
。
篤
胤
の
言
葉
を
、
単
に
『
古
史
成
文
』
に
対
す
る
自
信
と
見
 
 

る
よ
り
、
古
伝
を
〔
古
史
〕
と
認
識
す
る
こ
と
の
表
明
と
見
る
方
が
正
し
い
 
 

の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
自
己
の
学
問
を
「
神
史
学
」
（
『
玉
た
 
 

す
き
』
六
巻
）
 
と
称
し
た
の
だ
。
 
 

二
 
腹
に
一
つ
の
神
代
ノ
巻
 
 

篤
胤
は
、
古
道
に
基
づ
く
古
代
の
事
実
を
探
求
す
る
事
を
自
ら
の
課
題
と
 
 

し
た
。
そ
の
立
場
が
『
書
紀
』
編
纂
者
の
慎
重
な
態
度
へ
の
共
感
と
な
っ
た
。
 
 

記
紀
の
記
事
に
と
ら
わ
れ
ず
、
「
神
随
な
る
道
の
実
事
」
を
伝
え
る
古
伝
が
あ
 
 

れ
ば
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
。
異
伝
の
中
か
ら
正
伝
（
真
の
伝
）
を
見
極
め
る
 
 

事
こ
そ
、
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
篤
胤
は
、
こ
の
正
伝
を
考
証
し
確
 
 

定
す
る
方
法
を
「
凡
て
史
を
撰
ぶ
の
法
は
。
古
書
の
各
々
其
々
に
。
詳
に
も
 
 

ま
た
略
き
て
も
記
し
伝
へ
た
る
を
。
見
集
め
子
細
に
採
披
ひ
て
。
紛
れ
を
去
 
 

り
。
正
し
き
事
実
を
撰
び
採
り
て
。
」
（
『
天
説
弁
々
』
下
巻
）
と
撰
史
の
法
に
 
 

－ 2 －   
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求
め
た
。
篤
胤
に
よ
れ
ば
、
撰
史
の
法
は
「
和
漢
古
今
撰
史
の
法
は
然
る
も
 
 

の
に
て
。
司
馬
選
が
史
記
を
撰
べ
る
。
太
安
万
侶
朝
臣
の
。
古
事
記
を
撰
ま
 
 

れ
た
る
。
舎
人
親
王
の
書
紀
を
撰
び
給
へ
る
も
。
皆
し
か
為
て
一
書
と
な
し
 
 

た
る
物
也
。
」
 
（
同
）
 
と
普
遍
的
な
史
書
編
纂
の
方
法
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
 
 

の
方
法
に
よ
っ
て
い
る
以
上
、
篤
胤
は
「
然
れ
ば
、
後
の
学
問
す
る
徒
も
そ
 
 

れ
に
倣
ひ
て
、
な
ほ
隠
れ
た
る
古
書
の
顧
は
る
ゝ
を
待
て
撰
び
接
べ
き
事
な
 
 

れ
ど
も
、
し
か
重
み
し
慎
み
の
み
有
り
て
は
、
甚
く
異
な
る
伝
へ
の
多
か
る
 
 

に
、
道
の
奥
所
の
お
ぼ
お
ぼ
し
く
、
初
学
の
輩
の
た
ど
り
得
が
て
に
す
る
が
 
 

心
苦
し
さ
に
、
古
キ
書
の
悉
く
世
に
顕
れ
出
む
時
を
待
あ
へ
ず
て
、
此
ノ
成
 
 

文
は
も
の
し
っ
る
に
な
む
。
」
 
（
『
古
史
徴
解
題
記
』
夏
）
と
『
古
史
成
文
』
が
 
 

過
渡
的
な
正
伝
で
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
過
渡
的
な
正
伝
は
 
 

完
成
さ
れ
た
正
伝
を
夢
み
る
。
『
古
史
成
文
』
が
過
渡
的
な
正
伝
だ
と
認
識
す
 
 

る
一
方
で
、
篤
胤
は
真
の
正
伝
は
必
ず
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
持
つ
。
 
 

そ
の
考
え
は
、
 
 

天
地
を
創
造
し
、
万
物
を
化
生
せ
る
神
祀
の
古
説
な
ど
は
、
必
ず
彼
此
 
 

の
へ
だ
て
な
く
、
わ
が
古
伝
は
諸
蕃
国
の
古
伝
、
諸
蕃
国
の
古
説
は
、
 
 

わ
が
国
に
も
古
説
な
る
こ
と
、
わ
が
い
た
だ
く
日
月
の
彼
が
い
た
だ
く
 
 

日
月
な
る
と
同
じ
道
理
な
れ
ば
、
わ
が
古
伝
説
の
真
正
を
も
っ
て
、
彼
 
 

が
古
説
の
あ
や
ま
り
を
訂
し
、
彼
が
古
伝
の
精
を
選
び
て
、
わ
が
古
伝
 
 

の
開
を
補
わ
ん
に
、
な
じ
ょ
う
こ
と
な
き
こ
と
わ
り
な
れ
ば
、
（
『
赤
県
 
 

太
古
伝
』
巻
一
）
 
 

と
、
万
国
の
古
伝
と
の
関
係
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
太
 
 

陽
や
月
が
万
国
に
共
通
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
る
。
篤
胤
は
「
道
理
」
と
い
 
 

う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
異
伝
異
説
の
中
か
ら
、
正
伝
が
選
ば
れ
る
道
理
は
 
 

「
総
て
古
伝
説
は
し
も
、
古
は
更
な
り
、
今
に
も
通
り
て
、
神
随
な
る
道
の
 
 

実
事
に
違
ふ
こ
と
な
く
、
万
の
事
物
の
理
に
符
へ
る
を
以
て
、
正
し
き
伝
説
 
 

と
知
こ
と
な
る
」
（
『
古
史
徴
解
題
記
』
夏
巻
）
 
と
い
う
篤
胤
の
判
断
で
あ
っ
 
 

た
。
問
題
は
、
そ
の
判
断
が
ど
う
い
う
形
で
導
き
だ
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
異
 
 

伝
異
説
の
中
か
ら
、
正
伝
を
選
ぶ
根
拠
は
異
伝
異
説
そ
の
も
の
に
は
な
い
。
 
 

こ
こ
に
、
古
伝
の
比
較
考
証
に
よ
る
正
伝
の
選
定
と
い
う
撰
史
の
法
と
は
異
 
 

な
っ
た
判
断
基
準
が
働
く
の
で
あ
る
。
 
 

総
て
神
世
の
故
実
を
温
ね
、
天
地
の
初
発
、
ま
た
神
の
御
徳
の
如
何
な
 
 
 

る
と
云
事
を
知
ら
む
と
す
る
に
は
、
ま
づ
天
地
世
間
の
有
状
を
熟
観
て
、
 
 
 

腹
に
一
つ
の
神
代
ノ
巻
の
出
来
た
る
上
に
て
、
神
典
を
拝
み
読
み
、
然
 
 
 

し
て
後
に
、
造
化
の
首
を
作
し
坐
り
と
あ
る
三
柱
ノ
神
の
、
彼
ノ
ー
ツ
 
 
 

物
を
生
出
給
へ
る
由
縁
よ
り
眼
を
つ
け
、
身
は
卑
く
も
心
を
ば
、
此
ノ
 
 
 

大
地
よ
り
姑
く
放
ち
て
、
大
虚
空
に
飛
し
め
、
此
ノ
大
地
を
側
よ
り
見
 
 

た
ら
む
意
に
な
り
て
、
考
ふ
べ
き
態
な
り
。
然
ら
で
は
真
の
旨
を
知
り
 
 

得
べ
き
由
な
し
。
（
『
古
史
伝
』
一
之
巻
）
 
 

神
代
の
事
実
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
現
在
の
事
実
を
よ
く
観
察
し
て
、
神
 
 

代
の
事
実
を
思
い
描
い
た
上
で
、
古
伝
（
異
伝
異
説
）
 
に
当
た
る
。
撰
史
行
 
 

為
の
前
提
と
し
て
、
「
天
地
世
間
の
有
状
を
よ
く
観
て
、
腹
に
一
箇
の
神
代
ノ
 
 

巻
」
 
（
『
古
史
徴
』
二
上
、
三
段
）
を
作
る
と
い
う
、
現
在
の
事
実
か
ら
神
代
 
 

の
事
実
へ
と
飛
翔
す
る
想
像
力
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
事
実
 
 

に
合
っ
た
神
代
ノ
巻
の
青
写
真
は
、
多
く
の
古
伝
承
と
突
き
合
わ
さ
れ
る
が
、
 
 

そ
の
最
終
的
整
合
性
（
判
断
）
は
〔
神
の
目
〕
、
〔
神
の
心
〕
に
成
り
き
っ
て
、
 
 

天
地
初
発
の
場
面
に
立
ち
会
う
事
で
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
篤
胤
 
 

は
、
こ
の
方
法
を
「
あ
は
れ
中
庸
は
、
心
を
大
空
に
飛
し
、
天
地
泉
を
側
よ
 
 

り
見
た
る
人
に
ぞ
有
り
け
る
。
」
（
同
）
と
あ
る
よ
う
に
、
服
部
中
庸
の
「
三
 
 

大
考
」
か
ら
学
び
と
っ
た
方
法
的
確
信
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
一
見
、
宣
長
 
 

の
方
法
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
と
思
え
る
こ
の
方
法
を
「
此
ノ
事
、
物
に
 
 

は
記
し
お
か
れ
ね
ど
、
吾
師
（
宣
長
）
 
の
神
世
を
見
ら
わ
し
趣
な
り
け
り
。
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然
れ
ば
、
こ
は
其
ノ
道
を
学
び
、
神
の
御
徳
業
を
知
ら
む
と
す
る
も
の
1
秘
 
 

訣
と
も
云
フ
ベ
く
や
。
」
 
（
同
）
と
、
宣
長
か
ら
中
庸
に
伝
え
ら
れ
た
「
秘
訣
」
 
 

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
確
信
を
支
え
て
い
る
の
が
、
宣
長
の
「
は
と
り
 
 

の
中
つ
ね
が
此
あ
め
つ
ち
よ
み
の
か
む
が
へ
は
も
、
さ
と
り
深
く
物
よ
く
か
 
 

む
が
ふ
な
る
西
の
国
々
の
人
ど
も
～
い
に
し
へ
よ
り
い
ま
だ
か
む
が
へ
出
ざ
 
 

り
し
事
を
し
、
め
づ
ら
か
に
も
考
へ
出
た
る
か
も
、
く
す
し
く
も
考
出
た
る
 
 

か
も
。
」
（
「
三
大
考
を
よ
み
て
し
り
へ
に
し
る
せ
る
」
）
 
と
い
う
「
三
大
考
」
 
 

評
価
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
方
法
意
識
が
、
西
洋
天
文
学
の
知
識
を
も
 
 

取
り
入
れ
る
根
拠
と
も
な
っ
た
。
 
 

倦
ま
た
予
が
霊
の
真
柱
と
。
三
大
考
と
を
。
古
学
天
文
混
雑
し
た
り
と
 
 

云
へ
る
。
是
ま
た
い
と
狭
き
心
な
り
。
其
は
遠
西
の
人
の
見
明
ら
め
て
 
 

い
へ
る
趣
の
。
考
へ
得
て
。
古
伝
と
事
実
に
よ
く
符
る
な
り
。
故
そ
の
 
 

符
る
こ
と
を
採
用
ふ
る
を
。
い
か
で
混
雑
と
云
は
む
。
（
『
天
説
弁
々
』
 
 

下
巻
）
 
 

「
古
学
と
は
、
す
べ
て
後
世
の
説
に
か
1
は
ら
ず
、
何
事
も
、
古
書
に
よ
 
 

り
て
、
そ
の
本
を
考
へ
、
上
代
の
事
を
、
つ
ま
び
ら
か
に
明
ら
む
る
学
問
也
」
 
 

（
『
初
山
踏
』
）
 
と
い
う
宣
長
の
古
学
説
を
継
承
し
た
本
居
大
平
が
、
 
 

神
代
の
御
輿
の
天
地
の
始
め
事
は
ま
こ
と
に
伝
へ
な
き
こ
と
共
の
み
に
 
 

て
、
知
れ
ざ
る
こ
と
な
れ
ば
必
ず
知
ら
ず
て
あ
る
べ
き
こ
と
な
る
を
、
 
 
 

外
国
共
に
量
術
し
て
さ
ま
ざ
ま
言
挙
し
又
理
り
ご
と
も
て
強
説
せ
る
こ
 
 

と
も
あ
る
に
准
へ
て
古
学
の
輩
も
何
く
れ
と
考
へ
著
せ
る
は
よ
き
こ
と
 
 

に
や
あ
ら
む
い
か
ゞ
あ
ら
む
 
（
『
三
大
考
弁
』
）
 
 

と
、
古
伝
説
に
限
定
し
た
不
可
知
論
の
立
場
か
ら
『
三
大
考
』
を
批
判
す
 
 

る
の
に
対
し
て
、
篤
胤
は
、
 
 

今
弁
し
て
云
く
。
外
国
人
に
な
ら
ふ
と
し
も
な
け
れ
ど
。
量
術
に
も
あ
 
 

れ
、
何
に
も
あ
れ
。
熱
々
古
伝
の
趣
に
照
し
。
今
の
現
に
事
実
に
合
せ
 
 

考
へ
て
知
る
1
か
ぎ
り
は
知
べ
き
な
り
。
古
書
に
記
し
伝
へ
ず
と
も
。
 
 

現
に
そ
の
事
の
あ
る
を
も
。
捨
て
言
ざ
ら
む
は
。
道
に
心
の
厚
か
ら
ぬ
 
 

わ
ぎ
な
ら
し
。
（
『
三
大
考
弁
々
』
）
 
 

と
、
事
実
探
究
の
為
に
は
、
外
国
の
説
ど
こ
ろ
か
、
あ
ら
ゆ
る
物
を
動
員
 
 

す
る
こ
と
こ
そ
、
古
道
の
正
し
い
姿
だ
と
強
調
す
る
。
こ
こ
で
、
注
意
す
べ
 
 

き
は
、
「
古
伝
の
趣
に
照
し
。
今
の
現
に
事
実
に
合
せ
」
て
考
え
る
こ
と
を
前
 
 

提
と
し
な
が
ら
も
、
実
際
は
「
古
書
に
記
し
伝
へ
ず
と
も
。
現
に
そ
の
事
の
 
 

あ
る
」
方
を
重
視
す
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
篤
胤
は
『
三
大
考
』
 
に
関
す
 
 

る
論
争
の
場
面
で
、
「
古
伝
に
本
づ
き
。
今
の
現
に
正
目
に
見
つ
る
実
事
に
徴
 
 

し
考
へ
て
。
云
へ
る
説
な
る
事
。
」
（
『
天
説
弁
々
』
）
を
再
三
強
調
す
る
。
篤
 
 

胤
の
前
に
「
今
の
現
に
正
目
に
見
つ
る
実
事
」
を
解
き
明
か
し
た
も
の
と
し
 
 

て
外
国
の
説
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
「
外
ツ
国
人
の
。
其
の
筋
の
事
記
せ
る
書
 
 

を
読
み
て
。
よ
く
古
伝
と
今
の
現
の
実
事
に
合
せ
考
へ
て
。
違
な
き
事
の
取
 
 

用
ふ
べ
き
説
を
用
ひ
て
。
な
ほ
古
伝
を
明
む
べ
き
置
と
も
為
さ
む
に
。
其
を
 
 

い
か
で
強
事
と
は
言
は
む
。
」
 
（
『
天
説
弁
々
』
）
 
と
反
論
し
た
の
で
あ
る
。
む
 
 

し
ろ
「
凡
て
古
学
す
る
輩
。
い
さ
～
か
も
外
ツ
国
人
の
説
に
似
る
を
ば
。
忌
 
 

悪
ふ
事
な
れ
ど
も
。
其
は
外
ツ
国
よ
り
参
来
し
事
物
を
も
。
用
あ
る
事
は
取
 
 

り
て
用
ひ
し
め
給
ふ
べ
く
。
定
め
給
へ
る
神
の
道
の
本
を
。
深
く
乱
し
明
め
 
 

ざ
る
に
よ
る
頑
心
な
り
。
」
 
（
同
）
 
と
、
神
の
意
思
に
反
す
る
態
度
で
あ
る
と
 
 

さ
え
篤
胤
に
は
思
え
た
。
篤
胤
は
積
極
的
に
「
実
は
外
国
の
事
件
を
も
知
ら
 
 

ざ
れ
ば
。
大
皇
国
の
字
間
と
は
云
べ
か
ら
ず
。
」
 
（
『
玉
た
す
き
』
九
巻
）
と
古
 
 

道
学
に
欠
か
せ
な
い
事
を
説
く
。
ま
た
、
外
国
の
説
と
い
う
の
も
、
神
代
に
 
 

ま
で
遡
っ
た
と
き
「
古
伝
説
の
。
彼
の
国
に
も
残
在
を
。
語
り
伝
へ
た
る
文
 
 

な
る
こ
と
。
」
 
（
『
天
説
弁
々
』
）
 
と
い
う
認
識
も
篤
胤
に
は
働
い
て
い
た
。
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三
 
神
代
の
妙
理
と
実
地
の
道
理
 
 

「
篤
胤
は
何
事
も
、
神
代
の
伝
へ
と
事
実
と
に
徴
考
へ
て
、
理
の
灼
然
こ
 
 

と
は
、
え
し
も
黙
止
さ
ず
、
考
へ
の
及
ば
む
か
ぎ
り
は
い
は
む
と
す
る
な
り
。
」
 
 

（
『
霊
能
眞
柱
』
）
と
、
宣
長
の
「
い
か
に
理
を
い
へ
事
を
厭
へ
ば
と
て
、
頗
 
 

は
に
見
え
た
る
理
を
も
、
し
ひ
て
覆
ひ
隠
す
べ
き
に
あ
ら
ず
、
そ
も
そ
も
此
 
 

善
悪
た
が
ひ
に
相
根
ざ
す
理
は
、
神
代
の
黄
泉
の
段
よ
り
始
め
て
、
今
の
代
 
 

に
い
た
る
迄
、
和
漢
の
変
化
の
事
跡
に
就
て
、
委
曲
に
考
へ
見
よ
、
妙
に
こ
 
 

と
ご
と
く
此
理
に
あ
た
れ
り
。
」
 
（
『
く
ず
ば
な
』
下
）
と
い
う
主
張
は
似
て
い
 
 

る
。
し
か
し
、
事
実
は
そ
の
よ
う
に
見
え
る
だ
け
だ
。
宣
長
が
、
 
 

人
は
人
事
を
以
て
神
代
を
議
る
を
、
【
世
の
識
者
、
神
代
の
妙
理
の
御
所
 
 
 

為
を
識
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
此
を
曲
て
、
世
の
凡
人
の
う
へ
の
事
に
説
 
 
 

な
す
は
、
み
な
漠
意
に
溺
れ
た
る
が
ゆ
ゑ
な
り
、
】
我
は
神
代
を
以
て
人
 
 
 

事
を
知
れ
り
。
い
で
そ
の
趣
を
委
曲
に
説
む
に
は
、
凡
て
世
間
の
あ
り
 
 
 

さ
ま
、
代
々
時
々
に
、
吉
善
事
、
凶
悪
事
つ
ぎ
つ
ぎ
に
移
り
も
て
ゆ
く
 
 
 

理
は
、
（
略
）
悉
く
に
此
の
神
代
の
始
め
の
趣
に
依
る
も
の
な
り
。
（
『
古
 
 

事
記
伝
』
 
七
巻
）
 
 

と
、
「
神
代
の
妙
理
」
の
普
遍
性
を
説
く
の
に
対
し
て
、
「
古
伝
に
云
は
ず
 
 

と
も
。
現
に
然
あ
る
も
の
を
如
何
せ
む
。
」
（
『
天
説
弁
々
』
）
と
、
現
在
の
事
 
 

実
を
重
視
す
る
篤
胤
は
、
寅
吉
が
語
っ
た
「
豆
つ
ま
」
に
つ
い
て
、
『
今
昔
物
 
 

語
集
』
 
に
載
る
散
米
の
話
や
、
真
淵
の
悪
神
に
饗
応
し
て
退
去
さ
せ
る
も
の
 
 

（
『
祝
詞
考
』
中
巻
）
と
い
う
散
米
の
故
実
の
解
釈
に
対
し
て
「
散
米
す
る
事
 
 

は
。
悪
神
に
饗
す
る
義
に
非
ず
。
こ
は
妖
鬼
の
甚
く
嫌
ひ
恐
る
ゝ
物
な
る
故
 
 

に
。
追
傑
ふ
と
し
て
。
打
払
ふ
義
な
り
」
（
『
玉
た
す
き
』
七
巻
）
と
逆
の
解
 
 

釈
を
施
し
た
上
、
 
 
 

我
が
本
生
の
祖
母
は
。
九
十
歳
余
に
て
終
ら
れ
た
る
が
。
己
が
十
八
九
 
 
 

歳
の
頃
。
既
に
七
十
に
近
か
り
し
が
。
捜
な
ど
。
凡
て
幼
児
を
養
ふ
婦
 
 
 

女
に
は
。
児
の
枕
上
に
。
精
米
を
忘
れ
ず
置
け
。
と
云
こ
と
常
に
言
は
 
 
 

れ
し
は
。
此
ノ
故
実
を
と
り
伝
へ
し
に
や
有
ら
む
。
（
同
）
 
 

と
、
自
己
の
体
験
を
回
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
 
 

古
道
の
学
問
は
。
か
ゝ
る
事
（
豆
つ
ま
）
ま
で
に
深
く
心
を
用
ひ
て
。
 
 
 

其
ノ
実
地
の
道
理
を
深
ね
究
め
て
。
偶
に
然
る
事
あ
り
と
も
怖
る
こ
と
 
 
 

無
く
。
惑
ふ
こ
と
な
く
。
退
散
せ
し
む
る
を
。
倭
心
の
鎮
り
と
云
ふ
。
 
 
 

然
れ
ば
常
に
謂
ゆ
る
奇
談
の
実
事
を
記
せ
る
籍
を
も
読
味
ひ
て
。
其
ノ
 
 
 

実
徴
を
明
さ
む
事
も
。
ま
た
古
学
の
肝
要
な
り
。
（
『
玉
た
す
き
』
七
巻
）
 
 

と
古
道
の
学
問
が
「
実
地
の
道
理
」
を
重
ん
ず
る
事
、
説
話
・
随
筆
類
に
 
 

載
る
「
奇
談
の
実
事
」
T
習
俗
・
民
俗
）
の
「
実
徴
」
の
如
何
を
追
求
す
る
 
 

事
が
「
古
学
の
肝
要
」
と
強
調
す
る
。
明
ら
か
に
「
篤
胤
に
と
っ
て
の
『
古
 
 

道
の
学
問
』
と
は
、
単
な
る
古
文
献
を
用
い
た
字
間
で
は
な
く
、
『
実
地
の
道
 
 

理
』
を
探
究
し
て
、
現
実
の
非
合
理
的
に
思
わ
れ
る
事
象
に
も
惑
わ
ず
、
精
 
（
6
）
 
 

神
を
安
定
化
さ
せ
る
よ
う
な
性
格
を
も
つ
」
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

四
 
幽
冥
の
道
理
 
 

「
実
地
の
道
理
」
を
重
ん
ず
る
事
が
「
現
に
見
た
る
事
実
に
試
考
へ
た
る
 
 

も
、
浮
と
不
浄
と
そ
の
差
別
の
灼
然
を
、
か
く
汚
横
を
忌
み
悪
む
魂
の
、
そ
 
 

の
横
の
本
つ
国
ま
た
汚
磯
の
行
留
る
処
な
る
、
夜
見
に
帰
く
由
の
、
い
か
で
 
 

あ
ら
め
や
。
」
（
『
霊
能
眞
柱
』
）
と
篤
胤
の
幽
冥
界
探
求
の
道
を
開
い
て
い
っ
 
 

た
。
そ
の
事
は
「
篤
胤
が
民
衆
の
基
層
信
仰
を
吸
収
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
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（
7
）
 
は
、
『
人
情
に
合
わ
ぬ
』
信
仰
の
否
定
の
問
題
に
も
係
わ
っ
て
く
る
。
」
と
い
 
 

う
指
摘
と
呼
応
す
る
。
人
情
に
合
う
事
こ
そ
、
「
実
地
の
道
理
」
が
働
い
て
い
 
 

る
証
拠
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
方
法
意
識
を
以
て
も
、
明
確
に
し
が
た
 
 

い
の
が
、
幽
冥
に
関
す
る
事
実
、
幽
冥
の
道
理
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
『
霊
の
真
 
 

柱
』
を
講
釈
す
る
時
、
霊
の
行
方
に
つ
い
て
「
拙
者
が
神
代
ノ
事
実
よ
り
及
 
 

ぼ
し
て
、
今
現
在
に
見
た
り
聞
た
り
す
る
処
の
事
実
を
合
せ
て
、
今
度
考
へ
 
 

（
8
）
 
究
め
発
明
い
た
し
た
る
説
」
（
『
霊
の
真
柱
講
本
』
平
田
家
所
蔵
。
）
 
と
語
っ
 
 

た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
 
 

抑
大
国
主
神
の
し
ろ
し
看
す
幽
冥
の
事
は
。
神
の
道
の
講
説
の
中
に
も
。
 
 

や
ご
と
無
き
事
に
て
。
此
ノ
道
理
を
よ
く
明
ら
む
る
は
。
人
の
実
徳
に
 
 
 

至
る
べ
き
根
元
な
る
故
に
。
霊
の
真
柱
を
著
ハ
せ
る
始
メ
よ
り
。
此
ノ
 
 
 

事
を
専
と
の
べ
て
。
（
略
）
世
に
知
り
が
た
き
事
は
多
く
有
れ
ど
も
。
幽
 
 
 

冥
の
道
理
ば
か
り
。
知
り
難
き
事
は
有
る
こ
と
無
き
故
に
。
此
を
考
へ
 
 

の
及
ば
む
限
り
知
り
明
し
て
。
自
ら
の
そ
の
実
徳
を
修
め
て
人
に
も
及
 
 
 

ぼ
し
。
古
に
謂
ゆ
る
物
識
人
の
数
に
も
数
へ
ら
れ
て
。
此
ノ
道
に
功
績
 
 

を
立
む
と
の
態
な
り
。
（
『
玉
た
す
き
』
四
巻
）
 
 

篤
胤
を
動
か
し
て
い
る
の
は
、
幽
冥
の
道
理
こ
そ
神
代
か
ら
現
在
に
ま
で
 
 

通
底
す
る
道
理
で
あ
り
な
が
ら
、
最
も
知
ら
れ
ざ
る
事
実
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
 
 

知
り
尽
く
し
た
い
と
い
う
衝
動
で
あ
る
。
そ
し
て
、
衝
動
の
根
源
に
、
幽
冥
 
 

の
道
理
を
明
ら
め
る
事
が
「
人
の
実
徳
に
至
る
べ
き
根
元
」
で
あ
る
と
い
う
 
 

認
識
が
あ
っ
た
。
「
霊
の
行
方
の
安
定
」
（
『
霊
能
眞
柱
』
）
を
知
る
こ
と
が
「
大
 
 

倭
心
の
鏡
」
（
同
）
と
な
る
事
を
よ
り
明
確
化
し
た
表
現
で
あ
る
。
幽
冥
の
道
 
 

理
と
実
徳
を
修
め
る
こ
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
「
妖
神
邪
鬼
ど
も
の
、
邪
な
 
 

る
態
は
憎
か
れ
ど
、
其
ノ
態
や
が
て
人
に
実
の
徳
行
を
、
磨
き
成
し
む
る
方
 
 

に
益
有
れ
ば
、
姑
く
宥
め
て
、
見
行
し
給
ふ
事
と
所
思
た
り
。
」
（
『
玉
た
す
き
』
 
 

四
巻
）
と
、
不
遇
薄
命
の
者
は
実
徳
を
修
め
る
と
い
う
。
篤
胤
は
幽
冥
の
道
 
 

理
を
、
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
。
 
 

抑
徳
行
に
苦
あ
る
者
、
幽
世
に
入
て
は
、
永
く
大
神
の
御
賞
を
賜
は
り
 
 

て
用
ヒ
ら
る
。
是
を
真
の
福
と
い
ふ
。
倣
遊
に
耽
り
し
者
、
幽
世
に
入
 
 

て
は
、
永
く
大
神
の
御
罰
を
蒙
り
て
棄
ら
る
。
是
を
真
の
殊
と
い
ふ
。
 
 

（
『
古
史
伝
』
 
二
十
三
）
 
 

で
は
、
此
世
／
幽
冥
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
世
界
な
の
か
。
 
 

抑
此
世
は
、
吾
人
の
善
悪
き
を
試
み
定
メ
賜
は
む
為
に
、
し
ば
ら
く
生
 
 
 

し
め
給
へ
る
寓
世
（
カ
リ
ノ
ヨ
）
に
て
、
幽
世
ぞ
吾
人
の
本
ツ
世
な
る
 
 

を
、
（
同
）
 
 

我
々
は
、
そ
の
行
い
を
試
さ
れ
る
為
に
、
し
ば
し
此
世
に
送
ら
れ
て
き
て
、
 
 

「
幽
世
ぞ
吾
人
の
本
ツ
世
」
と
い
う
根
拠
は
「
此
世
に
あ
る
間
は
、
大
か
た
 
 

の
人
は
、
百
年
に
は
過
ぎ
る
を
、
幽
世
に
入
て
は
無
窮
な
り
。
」
（
同
）
と
い
 
 

う
事
実
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
幽
冥
の
道
理
も
、
 
 

凡
て
神
典
古
史
を
解
こ
と
は
。
文
面
の
み
を
解
か
む
は
事
に
も
あ
ら
ず
。
 
 
 

ま
づ
其
顕
事
の
。
か
ゆ
き
か
く
行
く
事
の
由
来
を
よ
く
解
し
得
て
。
然
 
 
 

し
て
後
に
。
そ
の
顕
事
の
し
か
成
行
け
る
。
幽
事
や
如
何
な
ら
む
と
。
 
 
 

顕
幽
を
つ
ら
ぬ
き
考
ふ
る
ぞ
。
我
が
神
史
学
の
秘
訣
な
り
け
る
。
（
『
玉
 
 

た
す
き
』
 
六
巻
）
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
「
顕
幽
を
つ
ら
ぬ
き
考
」
え
る
と
い
う
「
神
史
学
の
秘
訣
」
 
 

の
実
践
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
仮
説
な
の
で
あ
る
。
そ
の
実
証
を
、
篤
胤
が
求
 
 

め
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
最
も
有
効
だ
が
、
困
難
な
実
証
方
法
は
幽
冥
に
存
 
 

在
す
る
物
の
証
言
で
あ
ろ
う
。
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も
し
然
る
間
ひ
の
答
も
な
る
べ
き
程
の
化
物
な
ら
ば
。
其
い
と
面
白
き
 
 

化
物
な
り
。
随
分
に
馳
走
し
て
。
幽
冥
世
界
の
事
を
間
ふ
べ
し
。
然
る
 
 

は
此
顕
世
よ
り
。
幽
冥
界
の
事
を
知
ら
む
と
為
る
に
は
。
古
今
の
籍
に
 
 

記
し
伝
ふ
る
事
迩
を
見
て
。
知
り
弁
ふ
る
事
な
れ
ば
迂
遠
な
る
を
。
然
 
 

る
幽
界
の
物
よ
り
。
直
に
そ
の
界
の
事
を
間
は
む
は
。
斯
ば
か
り
手
近
 
 

き
事
の
無
れ
ば
な
り
。
（
『
玉
た
す
き
』
七
巻
）
 
 

そ
の
過
去
の
実
証
例
に
つ
い
て
、
篤
胤
は
「
彼
ノ
国
 
（
中
国
）
 
の
達
人
た
 
 

ち
。
神
仙
鬼
魅
の
類
に
出
会
し
て
。
幽
冥
の
秘
説
を
聞
た
る
事
ど
も
。
今
計
 
 

ふ
る
に
遥
あ
ら
ず
。
」
 
（
同
）
と
中
国
の
例
や
、
「
其
は
後
白
河
天
皇
。
住
吉
大
 
 

神
の
真
似
し
て
。
開
発
源
太
夫
と
称
れ
る
物
よ
り
。
天
狗
界
の
事
を
閲
し
召
 
 

さ
れ
。
羽
黒
山
の
山
伏
雲
景
が
。
愛
宕
山
の
天
狗
界
に
て
。
其
世
の
治
乱
の
。
 
 

未
来
を
聞
た
る
杯
を
思
ふ
べ
し
。
斯
の
如
き
皇
国
の
事
実
。
ま
た
今
計
ふ
る
 
 

に
堪
ず
。
」
 
（
同
）
 
と
、
天
狗
が
天
狗
界
の
様
子
を
語
っ
た
日
本
の
例
を
あ
げ
 
 

る
。
そ
の
例
は
志
怪
小
説
か
ら
説
話
の
類
に
ま
で
広
が
る
。
そ
の
幽
冥
讃
に
 
 

よ
っ
て
、
「
そ
の
冥
府
と
云
ふ
は
、
此
顕
国
を
お
き
て
、
別
に
一
処
あ
る
に
も
 
 

あ
ら
ず
、
直
に
こ
の
顕
国
の
内
い
づ
こ
に
有
な
れ
ど
も
、
幽
冥
 
（
ほ
の
か
）
 
 

に
し
て
、
現
世
と
は
隔
り
見
え
ず
。
（
略
）
幽
冥
も
、
各
々
各
々
に
、
衣
食
住
 
 

の
道
も
そ
な
は
り
て
、
こ
の
顕
シ
世
の
状
ぞ
か
し
。
」
 
（
『
霊
の
真
柱
』
）
 
と
、
 
 

此
の
世
と
の
断
絶
の
な
い
他
界
の
知
識
を
得
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
は
過
去
の
 
 

傍
証
で
し
か
な
い
。
篤
胤
は
あ
く
ま
で
も
「
諸
夷
に
も
大
倭
に
も
、
た
ま
た
 
 

ま
は
現
身
な
が
ら
に
幽
冥
に
往
還
せ
る
も
の
も
あ
る
を
、
然
る
事
実
を
、
つ
 
 

ら
く
に
乱
し
考
へ
て
そ
の
状
を
暁
る
べ
し
。
」
 
（
同
）
 
と
、
近
世
の
事
実
に
よ
 
 

る
実
証
を
め
ざ
し
た
。
そ
の
成
果
が
、
幽
冥
に
往
還
せ
る
者
の
証
言
（
『
仙
境
 
 

異
聞
』
 
『
稲
生
物
怪
録
』
 
『
勝
五
郎
再
生
紀
聞
』
）
と
し
て
結
集
し
て
行
く
の
で
 
 

あ
る
。
 
 

己
レ
は
や
く
然
る
例
を
思
ひ
て
な
む
。
神
に
誘
は
れ
。
物
に
伴
は
れ
て
。
 
 

幽
冥
に
至
れ
る
者
ど
も
に
出
会
し
て
。
其
趣
を
探
ぬ
る
に
。
俗
の
愚
昧
 
 

な
る
学
者
ら
が
。
然
る
大
志
を
ば
得
知
ら
ず
て
。
余
を
し
。
徒
に
奇
談
 
 

を
好
む
と
諭
す
る
と
か
。
穴
を
か
し
。
（
『
玉
た
す
き
』
 
七
巻
）
 
 

篤
胤
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
実
例
が
身
近
に
起
き
る
こ
と
は
「
此
は
 
 

皆
神
の
御
心
に
て
。
彼
の
境
の
事
ま
で
も
聞
知
ら
る
べ
き
。
所
謂
機
運
の
め
 
 

ぐ
り
来
つ
る
に
や
な
ど
思
ひ
続
け
つ
つ
。
」
 
（
『
仙
境
異
聞
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
 
 

神
の
意
思
と
い
う
認
識
さ
え
持
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
篤
胤
は
そ
れ
ら
の
 
 

証
言
を
、
無
条
件
に
受
け
入
れ
た
の
か
。
 
 

我
が
か
ね
て
学
び
得
た
る
。
古
道
学
の
真
規
格
を
も
て
之
を
正
し
。
能
 
 

く
そ
の
信
ず
べ
き
を
信
じ
取
り
て
。
信
ず
ま
じ
き
を
択
び
捨
る
ぞ
。
鬼
 
 

神
幽
界
の
事
蹟
を
探
ぬ
る
。
対
間
の
真
訣
な
る
。
然
れ
ど
此
ノ
真
訣
は
 
 

も
。
父
ま
た
子
に
も
伝
へ
得
べ
か
ら
ぬ
。
機
変
の
心
法
に
し
有
れ
ば
。
 
 

行
F
に
等
し
き
銘
学
者
流
の
得
知
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
（
『
玉
た
す
き
』
 
 

七
巻
）
 
 

篤
胤
に
も
幽
冥
の
道
理
を
支
え
る
自
己
体
験
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
。
 
 

こ
は
篤
胤
も
、
十
一
歳
の
時
に
、
い
さ
～
か
病
た
る
に
、
一
昼
夜
あ
ま
 
 

り
気
絶
し
て
、
正
に
覚
あ
る
事
な
る
故
に
、
死
ぬ
る
道
の
、
他
よ
り
見
 
 

る
如
く
は
、
苦
か
ら
ぬ
事
を
も
知
れ
り
、
夢
の
覚
る
が
如
し
と
云
ひ
、
 
 

自
ら
は
死
を
知
ざ
り
し
と
云
も
、
誠
に
か
く
の
如
し
、
但
し
余
は
、
天
 
 

地
鬼
神
の
事
を
ば
見
ず
、
先
祖
た
ち
の
連
座
せ
る
所
に
至
り
て
、
菓
子
 
 
 

な
ど
賜
へ
る
事
、
ま
た
其
面
を
、
今
も
見
る
ご
と
覚
え
た
り
、
其
は
余
 
 

が
生
れ
ざ
る
程
に
、
世
を
去
ら
れ
た
る
人
々
な
る
に
、
蘇
生
し
て
後
に
、
 
 
 

祖
母
ま
た
父
母
な
ど
に
、
其
容
を
語
れ
ば
、
其
は
汝
が
母
方
の
祖
母
に
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坐
す
、
そ
は
汝
が
祖
父
に
坐
す
、
其
は
某
な
ら
む
、
な
ど
宣
へ
り
き
、
 
 

其
の
中
に
従
弟
な
る
者
の
み
は
、
己
が
見
知
れ
る
後
に
、
死
れ
る
人
な
 
 

り
、
（
同
）
 
 

篤
胤
の
死
後
観
を
「
死
後
の
世
界
へ
の
親
し
さ
と
い
う
民
間
信
仰
的
な
死
 
 

（
9
）
 
 

後
観
」
 
と
い
う
考
察
も
あ
る
が
、
少
年
時
代
の
幽
冥
体
験
の
回
想
に
そ
の
こ
 
 

と
が
伺
わ
れ
る
。
篤
胤
は
こ
の
臨
死
体
験
を
単
な
る
思
い
出
と
し
て
で
は
な
 
 

く
「
然
る
事
実
（
ま
こ
と
）
 
ど
も
を
、
和
漢
の
書
に
見
合
せ
て
、
死
生
の
事
 
 

を
考
へ
た
る
説
も
有
れ
ど
、
此
に
は
記
さ
ず
」
 
（
同
）
と
、
こ
の
事
実
の
意
味
 
 

を
解
明
す
る
為
に
、
和
漢
の
書
へ
と
向
か
い
、
体
験
を
確
固
の
も
の
に
し
て
 
 

い
っ
た
。
「
顕
世
よ
り
は
。
そ
の
幽
冥
を
見
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
」
 
（
『
霊
の
真
 
 

柱
』
）
、
「
何
所
も
み
な
幽
冥
の
中
」
 
（
『
玉
た
す
き
』
四
巻
）
と
い
う
幽
冥
の
道
 
 

理
も
、
文
化
十
年
四
月
の
或
る
昼
間
、
白
壁
に
向
か
っ
て
牡
に
吠
え
て
い
る
 
 

犬
を
、
篤
胤
が
往
来
の
者
と
一
緒
に
不
審
に
思
っ
て
見
た
と
い
う
体
験
の
な
 
 

か
で
、
 
 

己
は
殊
に
目
を
見
張
り
て
。
其
ノ
物
を
見
む
と
す
る
に
。
悲
き
か
な
。
 
 

此
ぞ
か
の
顕
明
と
幽
冥
の
界
な
る
故
に
。
白
壁
よ
り
外
に
少
か
の
影
だ
 
 

に
も
見
ゆ
る
事
な
し
。
犬
は
人
に
畜
る
れ
ど
も
。
幽
に
近
き
物
な
る
故
 
 

に
。
そ
を
見
答
む
る
な
り
。
（
略
）
此
は
卑
し
き
魅
物
の
類
な
る
に
論
無
 
 

れ
ど
。
幽
冥
の
物
な
る
故
に
。
顕
明
の
人
よ
り
は
見
ゆ
る
事
な
し
。
是
 
 

を
以
て
も
。
今
か
く
云
ふ
鼻
先
に
神
の
立
ま
さ
む
も
知
ざ
れ
ば
。
悪
事
 
 

は
行
ひ
難
き
事
な
り
と
は
云
ふ
な
り
。
（
『
玉
た
す
き
』
 
四
巻
）
 
 

と
い
っ
た
形
で
確
固
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 

五
 
講
説
家
篤
胤
 
 

篤
胤
は
幽
冥
の
道
理
を
講
説
す
る
対
象
と
し
て
 
「
世
に
た
ん
と
有
る
無
学
 
 

の
人
。
ま
た
真
の
こ
と
を
。
知
り
た
く
て
思
ふ
志
は
有
な
が
ら
。
書
を
読
で
 
 

居
る
隙
も
な
い
。
と
云
や
う
な
人
」
 
（
『
伊
吹
於
呂
志
』
上
）
 
を
想
定
し
た
。
 
 

事
実
、
文
化
六
年
か
ら
、
篤
胤
は
江
戸
の
民
衆
を
聴
衆
と
し
て
、
「
大
意
」
物
 
 

の
講
釈
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
「
是
は
結
句
生
心
も
著
て
居
ら
ず
。
負
惜
し
 
 

み
も
な
く
。
読
る
輩
よ
り
は
。
朴
に
道
を
聞
と
る
こ
と
故
。
」
 
（
同
）
で
あ
る
。
 
 

そ
し
て
、
講
説
の
方
法
と
し
て
は
、
 
 

と
て
も
の
励
み
に
。
英
人
に
代
っ
て
。
我
一
人
で
書
を
読
み
。
其
学
び
 
 

得
た
る
真
の
所
を
。
諭
し
聞
す
方
が
。
功
も
大
き
く
立
つ
こ
と
で
。
人
 
 

の
為
に
成
り
そ
う
な
こ
と
。
と
工
夫
致
し
て
。
左
に
右
人
の
。
聞
取
よ
 
 

い
や
う
に
と
講
説
致
し
て
。
師
の
説
教
へ
ら
れ
た
る
。
古
道
の
意
を
。
 
 

説
弘
め
る
こ
と
で
御
座
る
。
（
同
）
 
 

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
が
 
「
聞
取
よ
い
や
う
に
と
講
説
」
し
た
と
 
 

い
う
講
説
行
為
が
思
考
様
式
を
決
定
す
る
要
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 
 

篤
胤
が
事
実
を
重
視
し
た
こ
と
も
、
講
説
の
対
象
を
、
無
学
で
書
を
読
む
暇
 
 

の
無
い
人
、
言
わ
ば
、
古
代
よ
り
も
現
在
の
事
実
 
（
習
俗
）
 
に
関
心
を
抱
く
 
 

人
々
に
向
け
て
、
道
を
説
い
た
こ
と
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
、
篤
胤
の
 
 

古
道
学
に
お
い
て
起
き
て
い
た
事
は
、
恐
ら
く
「
民
俗
の
世
界
の
保
持
し
て
 
 

（
1
0
）
 
 

い
る
神
観
念
や
世
界
観
と
記
紀
神
話
の
世
界
と
の
結
合
」
 
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 
 

そ
し
て
、
そ
の
結
合
が
提
示
さ
れ
る
場
が
、
講
説
の
場
で
あ
っ
た
。
「
講
説
と
 
 

は
＜
語
り
の
受
け
手
＞
と
し
て
の
一
般
的
な
聴
衆
の
存
在
を
予
め
織
り
こ
み
 
 

へ
〓
、
 
 

ず
み
の
言
説
」
 
で
あ
り
、
講
説
の
場
と
は
「
予
想
さ
れ
る
＜
受
け
手
＞
が
持
 
 

つ
期
待
と
、
そ
の
存
在
に
感
情
移
入
的
に
同
化
し
う
る
＜
語
り
手
＞
の
期
待
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（
1
2
）
 
 

と
が
、
そ
の
言
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
あ
り
方
を
規
定
し
、
構
成
」
 
す
る
場
と
 
 

い
う
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
。
篤
胤
は
、
知
識
人
と
で
は
な
く
、
庶
民
と
の
 
 

意
識
と
の
近
似
を
「
そ
も
そ
も
こ
の
も
の
が
た
り
よ
。
大
か
た
の
世
の
人
は
 
 

疑
は
じ
を
。
も
の
し
れ
る
人
は
信
は
で
。
う
け
が
ふ
人
も
愚
な
り
と
い
は
ま
 
 

し
。
己
も
こ
を
う
け
が
ふ
大
よ
そ
人
の
徒
な
り
。
」
 
（
『
稲
生
物
怪
録
』
序
）
と
、
 
 

妖
怪
の
実
在
を
信
ず
る
感
性
の
一
致
と
し
て
表
白
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
拙
者
 
 

は
。
毛
虫
と
。
仏
と
。
死
ぬ
こ
と
は
。
き
つ
い
き
ら
ひ
ぢ
ゃ
。
」
（
『
伊
吹
於
呂
 
 

志
』
下
）
、
「
極
楽
よ
り
は
此
の
世
が
楽
し
み
だ
。
」
 
（
同
）
 
と
い
う
現
実
を
楽
 
 

し
む
意
識
も
庶
民
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
感
性
を
前
提
に
し
て
、
 
 

篤
胤
は
幽
冥
の
道
理
を
説
く
の
で
あ
る
。
聴
衆
の
納
得
い
く
講
説
が
、
 
 

学
者
の
。
道
を
学
ば
ざ
る
人
を
憐
れ
む
心
は
同
じ
き
故
に
。
か
1
る
嘆
 
 

き
は
誰
も
す
め
れ
ど
。
己
が
幽
冥
神
仏
の
考
説
に
於
て
は
。
古
今
に
人
 
 

の
明
ら
め
得
ざ
り
し
事
を
ら
明
し
得
て
。
其
を
人
に
も
開
示
せ
む
と
。
 
 

論
ふ
説
な
る
故
に
。
其
ノ
嘆
き
も
亦
。
古
今
の
学
者
の
嘆
き
と
は
甚
く
 
 

異
に
し
て
。
其
ノ
切
な
る
こ
と
。
胸
は
し
り
火
に
心
も
え
。
骨
髄
よ
り
 
 

火
出
る
ば
か
り
の
嘆
き
な
る
を
。
哀
れ
さ
る
嘆
き
と
し
も
。
想
ひ
知
な
 
 

む
人
も
が
な
。
（
『
玉
た
す
き
』
 
四
巻
）
 
 

と
い
っ
た
圧
倒
的
な
伝
道
意
識
の
も
と
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
道
と
は
 
 

「
一
体
真
の
道
と
申
候
物
は
。
実
事
の
上
に
。
備
は
り
有
る
も
の
に
て
候
」
 
 

（
『
入
学
問
答
』
）
 
と
い
っ
た
考
え
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ
の
事
実
重
 
 

視
の
考
え
は
「
実
事
が
有
れ
ば
教
は
い
ら
ず
。
道
の
実
事
が
無
き
故
に
。
教
 
 

へ
は
起
り
候
な
り
。
さ
れ
ば
教
訓
と
申
候
物
は
。
実
事
よ
り
は
甚
卑
き
も
の
 
 

に
御
座
候
。
」
 
（
同
）
 
と
教
訓
と
の
対
峠
で
考
え
ら
れ
た
。
儒
教
的
徳
目
が
生
 
 

活
倫
理
＝
教
訓
と
し
て
強
調
さ
れ
る
事
態
を
、
篤
胤
は
「
老
子
の
書
に
も
。
 
 

大
道
廃
れ
て
仁
義
あ
り
。
と
申
候
は
。
此
を
よ
く
見
ぬ
き
候
語
に
候
。
」
（
同
）
 
 

と
老
子
の
儒
教
批
判
に
与
す
る
形
で
批
判
し
て
い
る
が
、
「
論
よ
り
証
拠
」
を
 
 

重
ん
じ
る
庶
民
的
感
覚
と
の
近
似
性
を
感
ず
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
例
 
 

に
よ
っ
て
も
伺
え
る
。
 
 

か
の
。
君
の
仇
に
は
。
倶
に
天
を
戴
か
ず
。
な
ど
申
候
数
言
よ
り
は
。
 
 
 

だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
篤
胤
の
事
実
を
重
視
す
る
意
識
 
 

大
石
内
蔵
助
な
ど
が
。
千
辛
万
苦
の
難
儀
を
し
て
。
吉
良
殿
を
討
た
る
 
 
 

事
実
の
。
身
に
し
み
じ
み
と
髪
を
逆
立
ち
。
涙
も
こ
ぼ
れ
候
程
に
。
感
 
 
 

じ
入
候
に
て
察
せ
ら
る
べ
く
。
是
は
誰
も
覚
え
有
べ
き
事
と
存
じ
候
。
 
 

（
同
）
 
 

赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
と
い
う
事
実
が
、
民
衆
に
共
感
さ
れ
る
と
い
う
事
 
 

実
こ
そ
「
道
の
実
事
」
 
（
同
）
の
存
在
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
と
い
う
篤
胤
 
 

の
論
旨
は
、
実
感
で
生
き
る
民
衆
を
意
識
し
て
の
講
説
と
い
う
形
態
が
導
き
 
 
 

は
「
漢
籍
に
は
。
春
秋
ほ
ど
実
の
有
る
書
は
無
く
。
孔
子
の
心
の
よ
く
見
え
 
 

候
は
。
此
書
に
越
候
も
の
無
御
座
候
。
」
 
（
同
）
 
と
、
孔
子
が
『
春
秋
』
を
重
 
 

視
し
た
意
識
と
の
同
化
を
見
せ
て
い
た
。
篤
胤
の
思
想
形
成
に
と
っ
て
、
事
 
 

実
を
重
視
す
る
と
い
う
事
が
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
た
の
か
検
討
し
て
 
 

き
た
。
そ
の
時
「
わ
た
し
は
彼
が
歌
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
ひ
き
か
え
 
 

に
、
市
井
の
あ
ら
ゆ
る
『
事
実
』
 
に
対
す
る
好
奇
心
と
貪
埜
な
知
識
欲
を
発
 
 

、
〓
、
 
揮
で
き
る
能
力
を
身
に
つ
け
て
登
場
し
た
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
」
 
 

と
い
う
視
点
が
、
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
篤
胤
が
歌
文
の
徒
で
は
な
 
 

い
事
で
、
庶
民
の
側
に
身
を
置
く
講
説
を
可
能
に
し
た
事
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
 
 

篤
胤
の
国
学
は
、
普
遍
的
な
事
実
の
あ
く
な
き
探
究
に
よ
っ
て
、
古
道
の
ダ
 
 

イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
実
感
さ
せ
る
。
宣
長
の
国
学
に
は
有
り
得
な
い
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
 
 

ム
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
「
平
田
学
は
、
篤
胤
が
十
九
世
紀
前
半
と
い
う
 
 

特
殊
な
時
代
に
、
日
本
社
会
が
卒
ん
で
い
た
問
題
と
真
向
か
ら
格
闘
し
た
こ
 
、
〓
」
 
 

と
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
新
た
な
知
性
で
あ
る
。
」
 
と
い
う
視
点
は
魅
力
的
で
 
 

あ
る
。
篤
胤
最
後
の
目
的
は
何
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
に
迫
る
視
点
の
 
 

ー 9 －   



73  中 村 一 基  

一
端
と
し
て
の
、
篤
胤
の
事
実
重
視
の
意
識
を
め
ぐ
っ
て
の
論
考
で
あ
っ
た
 
 

が
、
そ
の
一
層
の
検
討
は
後
日
に
譲
り
た
い
。
 
 

（
1
）
 
星
山
京
子
「
新
た
な
知
性
の
誕
生
－
平
田
篤
胤
考
察
－
」
 
（
『
日
 
 

本
思
想
史
学
』
第
二
六
号
、
一
九
九
四
年
）
一
二
一
貫
。
 
 

（
2
）
 
浅
田
雅
直
「
近
世
後
期
国
学
者
と
民
俗
信
仰
－
平
田
篤
胤
の
「
幽
 
 

冥
」
の
位
置
（
下
）
」
 
（
『
日
本
学
』
一
九
八
九
年
五
月
）
二
〇
四
 
 

貢
。
 
 

（
3
）
 
高
橋
美
由
紀
「
平
田
神
道
の
庶
民
性
－
そ
の
方
法
と
構
造
を
め
 
 

ぐ
っ
て
－
」
 
（
源
了
囲
編
『
江
戸
後
期
の
比
較
文
化
研
究
』
一
九
 
 

九
〇
年
）
 
二
七
六
貢
。
 
 

（
4
）
 
高
橋
美
由
紀
、
前
掲
論
文
、
二
七
七
貢
。
 
 

（
5
）
 
飛
鳥
井
雅
道
「
思
考
の
様
式
1
世
界
像
へ
の
試
み
－
」
 
（
林
産
辰
 
 

三
郎
編
『
化
政
文
化
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
 
 

（
6
）
 
浅
田
雅
直
、
前
掲
論
文
、
二
〇
四
貢
。
 
 

（
7
）
 
井
上
順
孝
「
平
田
篤
胤
と
民
衆
基
層
信
仰
」
 
（
『
宗
教
研
究
』
 
五
 
 

一
巻
一
号
、
日
本
宗
教
学
会
、
一
九
七
七
年
）
 
三
一
頁
。
 
 

（
8
）
 
小
林
健
三
『
平
田
神
道
の
研
究
』
 
（
古
神
道
仙
法
教
本
庁
、
一
九
 
 

七
五
年
）
一
三
四
貢
。
 
 

（
9
）
 
安
蘇
谷
正
彦
「
篤
胤
の
『
死
』
 
の
問
題
」
 
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
 
 

四
巻
l
一
号
、
一
九
七
三
年
一
一
月
）
 
二
〇
五
貢
。
 
 

（
1
0
）
 
高
橋
美
由
紀
、
前
傾
論
文
。
二
七
九
頁
。
 
 

（
1
1
）
 
子
安
宣
邦
『
「
宣
長
問
題
」
と
は
何
か
』
 
（
青
土
社
、
一
九
九
五
 
 

年
一
二
月
）
一
九
二
貢
。
 
 

141312  

同
上
。
 
 

飛
鳥
井
雅
道
、
前
掲
論
文
、
四
九
一
貫
。
 
 

星
山
京
子
、
前
掲
論
文
、
一
ニ
ー
貢
。
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