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は
じ
め
に

鬼
神
の
存
在
・
有
無
を
論
じ
て
い
く
と
、
最
後
に
突
き
当
た
る
の
が
〔
知
〕

の
拡
が
り
を
何
処
ま
で
想
定
可
能
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
何
処
に
〔
知
〕

の
限
界
線
を
設
け
る
か
。
非
合
理
な
る
も
の
の
手
前
で
境
界
線
を
引
け
ば

〔
知
〕
は
傷
つ
く
こ
と
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
我
々
は
非
合
理
な
る

も
の
を
包
括
す
る
〔
知
〕
を
求
め
た
り
l
、
或
い
は
非
合
理
な
る
も
の
を
合
理

化
し
て
し
ま
う
〔
知
〕
を
求
め
た
㌢
す
る
。
い
わ
ば
信
仰
と
想
像
力
の
領
域

に
〔
知
〕
は
関
与
で
き
る
か
、
否
か
と
い
っ
た
問
題
に
突
き
当
た
る
の
だ
。

ま
た
祭
祀
と
関
連
し
て
〔
情
〕
の
問
題
も
無
視
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
鬼

神
の
存
在
を
〔
知
〕
と
し
て
否
定
し
て
も
〔
情
〕
と
し
て
否
定
で
き
な
い
と

い
う
事
が
あ
る
か
ら
だ
。
無
神
論
を
主
張
す
る
者
が
往
々
〔
情
〕
の
否
定
に

行
き
着
く
の
も
理
由
が
あ
る
の
だ
。

私
の
関
心
の
対
象
と
な
る
の
は
神
仏
を
全
面
に
押
し
出
す
宗
教
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
抑
制
す
る
宗
教
で
あ
る
儒
教
の
方
だ
。
儒
教
は
江
戸

時
代
の
文
化
・
政
治
・
思
想
の
土
台
で
あ
り
、
そ
し
て
儒
者
は
知
識
人
の
別

称
で
も
あ
っ
た
。
彼
等
は
鬼
神
を
〔
知
〕
と
〔
情
〕
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中

で
、
ど
の
よ
う
に
認
め
、
ど
の
よ
う
に
否
定
し
ょ
う
と
し
た
の
か
。
本
稿
で

は
「
子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
」
（
『
論
語
』
述
而
）
の
解
釈
を
基
点
に
こ
の

問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

ー
子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず

「
子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
」
と
い
う
一
条
は
、
孔
子
が
怪
力
乱
神
に
つ

い
て
語
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
内
容
だ
が
、
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
「
怪
力
」

と
「
乱
神
」
に
分
け
て
考
え
る
説
な
ど
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
「
怪
」
「
力
」

「
乱
」
「
神
」
と
分
け
、
「
怪
」
と
は
怪
異
、
「
力
」
と
は
異
常
な
力
、
「
乱
」

と
は
背
徳
・
試
逆
の
類
、
「
神
」
と
は
天
神
・
人
鬼
い
わ
ば
鬼
神
と
さ
れ
る
。

古
来
論
議
が
分
か
れ
る
の
は
、
孔
子
が
こ
れ
ら
の
事
を
語
ら
な
か
っ
た
と
云

う
理
由
に
つ
い
て
だ
。
現
代
の
解
釈
か
ら
入
る
。
竹
田
晃
の
言
葉
を
借
り
る

な
ら
ば
、
・
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、

＜
怪
力
乱
神
＞
の
存
在
自
体
を
孔
子
が
否
定
し
て
い
た
の
か
、
、
そ
れ
と

も
＜
怪
力
乱
神
＞
に
つ
い
て
は
つ
と
め
て
語
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
、

と
い
う
現
庚
の
社
会
に
生
き
る
知
識
人
と
し
て
の
た
て
ま
え
を
説
い
た

も
の
な
の
か
。

と
い
う
点
だ
。
こ
の
二
様
の
解
釈
は
対
立
し
た
孔
子
像
を
導
く
。
即
ち
、
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続
け
て
竹
田
の
言
葉
を
引
用
さ
せ
て
も
ら
う
な
ら
ば
、
 
 

前
者
は
鬼
神
よ
り
も
人
間
を
重
ん
じ
る
孔
子
の
信
条
を
示
す
も
の
と
し
 
 

て
、
と
く
に
無
神
論
の
立
場
を
と
る
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
強
く
主
張
さ
 
 

れ
た
。
ま
た
後
者
は
、
孔
子
と
い
え
ど
も
普
通
の
人
間
で
あ
り
、
＜
怪
力
 
 

乱
神
＞
の
存
在
を
頭
か
ら
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
こ
の
一
条
 
 
 

は
己
れ
へ
の
戒
め
の
意
味
佗
も
こ
め
て
、
弟
子
た
ち
へ
の
教
訓
と
し
て
 
 
 

述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
す
み
。
 
 

と
、
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
竹
田
自
身
は
「
何
と
な
く
後
者
の
解
釈
を
と
 
 

る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
み
」
と
述
べ
る
が
、
春
日
井
明
は
〔
知
〕
 
 

と
の
関
連
で
こ
の
孔
子
の
鬼
神
の
条
を
論
じ
て
、
 
 

鬼
神
の
世
界
、
死
後
の
世
界
を
あ
く
ま
で
も
不
可
知
な
も
の
と
す
る
。
 
 

従
っ
て
、
孔
子
の
場
合
の
 
「
知
」
が
専
ら
可
知
と
不
可
知
と
を
峻
別
す
 
 

る
所
に
重
点
が
置
か
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
可
知
な
る
 
 
 

も
の
と
崗
「
天
下
の
こ
と
」
で
あ
り
、
「
天
の
こ
と
」
は
そ
こ
に
含
ま
れ
 
 

て
こ
な
い
。
 
 

と
分
析
し
て
い
る
が
、
こ
の
分
析
だ
と
孔
子
は
＜
怪
力
乱
神
＞
を
肯
定
も
 
 

否
定
も
し
な
い
位
置
に
身
を
置
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 

〓
 
儒
者
の
解
釈
－
中
国
の
場
合
－
 
 

一
挙
に
時
代
を
遡
り
、
『
論
語
』
古
注
で
最
も
古
い
と
言
わ
れ
る
貌
の
何
畳
 
 

の
『
論
語
集
解
』
 
（
安
井
息
軒
『
論
語
集
説
』
附
載
、
漢
文
大
系
一
）
を
開
く
。
 
 

何
畳
は
＜
怪
力
乱
神
＞
の
条
に
お
い
て
、
孔
子
が
語
ら
な
か
っ
た
理
由
に
つ
 
 

い
て
は
、
貌
の
王
粛
の
 
「
或
い
は
教
化
に
益
無
く
、
或
い
は
言
う
に
忍
び
ざ
 
 

る
所
な
れ
ば
な
り
」
と
い
う
説
を
掲
げ
た
。
則
ち
孔
子
が
人
々
を
教
え
導
く
 
 

の
に
＜
怪
力
乱
神
＞
の
話
は
効
果
的
で
は
な
く
、
ま
た
話
題
と
し
て
は
微
妙
 
 

で
安
易
に
語
り
難
い
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
と
判
断
し
た
か
ら
だ
、
と
い
う
。
 
 

吉
川
幸
次
郎
は
王
粛
の
説
と
宋
代
の
儒
者
謝
良
佐
の
 
 

聖
人
は
常
を
語
り
て
怪
を
語
ら
ず
、
徳
を
語
り
て
力
を
語
ら
ず
、
治
を
 
 

語
り
て
乱
を
語
ら
ず
、
人
を
語
り
て
神
を
語
ら
ず
。
 
 

と
い
う
説
（
朱
子
『
論
語
集
注
』
附
載
、
同
大
系
一
）
 
を
も
っ
て
「
こ
の
 
 

条
の
意
味
を
正
し
く
説
い
た
も
の
」
 
（
『
論
語
』
上
、
新
訂
中
国
古
典
選
二
、
 
 

二
百
十
五
頁
）
と
す
る
。
謝
艮
佐
の
説
は
孔
子
が
徹
底
し
て
人
周
社
会
に
つ
 
 

い
て
語
っ
た
と
い
う
内
容
だ
が
、
朱
子
に
よ
っ
て
無
神
論
の
強
化
と
い
う
役
 
 

割
を
担
わ
さ
れ
る
。
朱
子
は
孔
子
が
＜
怪
力
乱
神
＞
を
語
ら
な
か
っ
た
理
由
 
 

を
「
怪
力
乱
」
と
 
「
神
」
と
に
分
け
て
考
え
、
怪
異
勇
力
、
惇
乱
の
事
は
、
 
 

理
の
正
し
き
に
非
ず
。
固
よ
り
聖
人
の
語
ら
ざ
る
所
。
（
朱
注
）
 
と
、
「
怪
力
 
 

乱
」
に
お
い
て
は
正
理
で
は
な
い
か
ら
だ
と
し
、
一
方
、
「
神
」
に
関
し
て
は
 
 

鬼
神
は
造
化
の
迩
、
不
正
に
非
ず
と
い
え
ど
も
、
然
れ
ど
も
窮
埋
の
至
 
 

に
非
ず
。
未
だ
明
に
易
え
ざ
る
者
あ
り
。
故
に
亦
軽
ん
じ
て
以
て
人
に
 
 

語
ら
ざ
る
な
り
。
（
同
）
 
 

と
い
う
理
由
を
あ
げ
る
。
「
鬼
神
は
造
化
の
迩
」
と
い
う
の
は
朱
子
の
鬼
神
 
 

説
に
お
い
て
「
鬼
神
は
二
気
の
良
能
な
り
」
 
と
と
も
に
根
本
的
な
テ
ー
ゼ
で
 
 

あ
る
。
朱
子
は
 
『
中
庸
』
第
十
六
章
の
、
 
 

子
日
く
、
「
鬼
神
の
徳
た
る
、
そ
れ
盛
ん
な
る
か
な
 
（
第
一
節
）
。
こ
れ
 
 

を
視
れ
ど
も
見
え
ず
、
こ
れ
を
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
、
物
に
体
し
て
遺
 
 

す
可
か
ら
ず
（
第
二
節
）
。
天
下
の
人
を
し
て
、
斉
明
盛
服
し
て
、
も
っ
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て
祭
祀
を
承
け
し
む
。
洋
洋
乎
と
し
て
そ
の
上
に
在
す
が
如
く
、
そ
の
 
 

左
右
に
在
す
が
如
し
 
（
第
三
節
）
。
詩
に
日
く
、
『
神
の
格
る
や
、
度
る
 
 

可
か
ら
ず
。
い
わ
ん
や
、
射
う
可
け
ん
や
。
』
 
と
 
（
第
四
節
）
。
そ
れ
微
 
 

の
顕
な
る
、
誠
の
お
お
う
可
か
ら
ざ
る
こ
と
、
か
く
の
如
き
か
な
」
と
 
 

（
第
五
節
）
。
 
 

に
対
し
て
、
「
鬼
神
」
 
の
解
釈
を
次
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
。
 
 

程
子
日
く
、
「
鬼
神
は
、
天
地
の
効
用
に
し
て
、
造
化
の
連
な
り
」
。
張
 
 

子
日
く
、
「
鬼
神
と
は
、
二
気
の
良
能
な
り
」
と
。
患
お
も
え
ら
く
、
二
 
 

気
を
も
っ
て
い
え
ば
、
す
な
わ
ち
鬼
と
は
陰
の
霊
、
神
と
は
陽
の
霊
な
 
 

り
。
一
気
を
も
っ
て
い
え
ば
、
す
な
わ
ち
至
り
て
伸
ぶ
る
も
の
は
神
た
 
 

り
、
反
り
て
帰
す
る
も
の
は
鬼
た
り
。
そ
の
実
は
一
物
の
み
。
（
『
中
庸
 
 

章
句
』
第
十
六
章
。
書
き
下
し
は
筆
者
。
）
 
 

も
と
も
と
両
句
は
朱
子
の
先
輩
格
に
あ
た
る
程
伊
川
の
 
『
程
氏
易
伝
』
乾
 
 

卦
文
言
伝
に
載
る
も
の
、
張
横
渠
の
 
『
正
蒙
』
太
和
篇
に
載
る
も
の
で
、
一
 
 

般
的
に
は
、
前
者
は
鬼
神
は
自
然
の
軌
跡
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
、
ま
た
、
 
 

後
者
は
鬼
神
は
陰
陽
二
気
の
す
ぐ
れ
た
働
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
 
 

れ
て
い
る
。
康
子
は
両
テ
ー
ゼ
を
う
け
て
、
「
鬼
と
は
陰
の
霊
、
神
と
は
陽
の
 
 

霊
な
り
。
」
と
「
至
り
て
伸
ぶ
る
も
の
は
神
た
り
、
反
り
て
帰
す
る
も
の
は
鬼
 
 

た
り
。
」
と
い
う
二
つ
の
鬼
神
解
釈
を
示
し
た
。
ま
た
、
朱
子
に
は
、
 
 

鬼
神
は
た
だ
気
な
り
。
屈
伸
往
来
す
る
も
の
は
気
な
り
。
天
地
の
間
、
 
 

気
に
有
ら
ざ
る
な
し
。
雨
風
露
雷
・
日
月
昼
夜
は
、
此
れ
鬼
神
の
連
な
 
 

り
。
こ
れ
は
こ
れ
白
日
公
平
正
直
の
鬼
神
な
り
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
三
。
 
 
 

寛
文
八
年
版
和
刻
本
『
朱
子
語
類
大
全
』
。
書
き
下
し
は
筆
者
。
）
 
 
 

と
い
っ
た
鬼
神
解
釈
も
あ
り
、
鬼
神
と
自
然
と
の
関
係
が
曖
昧
で
あ
る
。
 
 

子
安
宣
邦
は
、
こ
の
よ
う
な
「
鬼
神
は
陰
陽
二
気
の
働
き
で
あ
る
が
、
陰
陽
 
 

の
働
き
と
し
て
の
自
然
現
象
も
ま
た
鬼
神
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
自
然
と
鬼
神
 
 

と
の
曖
昧
な
関
係
を
「
自
然
と
鬼
神
と
は
、
朱
子
の
言
説
に
あ
っ
て
は
相
互
 
 

に
浸
透
し
て
い
る
。
」
と
し
た
上
で
、
「
汎
鬼
神
論
的
原
宇
宙
観
と
い
っ
た
相
 
 

貌
を
見
せ
る
の
が
朱
子
の
『
鬼
神
論
』
的
言
説
で
あ
み
」
と
朱
子
の
鬼
神
解
 
 

釈
の
特
徴
と
し
て
捉
え
た
が
、
三
浦
国
雄
の
よ
う
匿
程
伊
川
の
言
葉
を
「
鬼
 
 

神
の
自
然
化
と
い
う
よ
り
、
自
然
の
鬼
神
化
の
宣
言
ご
と
捉
え
た
り
、
吉
川
 
 

序
次
郎
の
よ
う
に
、
「
宇
宙
を
構
成
す
る
物
質
の
動
き
を
比
喩
的
に
い
っ
た
言
 
 

纂
」
と
捉
え
て
い
る
者
も
い
る
。
 
 
 

無
神
論
に
傾
斜
し
て
い
く
＜
怪
力
乱
神
＞
の
条
の
解
釈
の
中
で
異
質
な
の
 
 

は
、
六
世
紀
前
半
、
梁
の
武
帝
の
時
代
の
人
皇
侃
 
（
朱
子
以
前
の
人
）
 
が
著
 
 

し
た
 
『
論
語
義
疏
』
 
で
あ
る
。
皇
侃
は
「
語
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
を
「
答
述
 
 

を
語
と
い
う
」
と
い
っ
た
理
解
の
も
と
に
 
 

称
答
せ
ざ
る
を
謂
う
の
み
。
言
わ
ざ
る
を
云
う
に
非
ざ
る
な
り
。
（
安
井
 
 

息
軒
『
論
語
集
説
』
附
載
。
書
き
下
し
は
筆
者
。
）
 
 

と
解
釈
し
た
。
則
ち
孔
子
は
門
人
か
ら
の
聞
い
に
答
え
な
か
っ
た
だ
け
で
 
 

言
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
。
で
は
な
ぜ
答
え
な
か
っ
た
の
か
。
そ
 
 

の
こ
と
に
つ
い
て
は
皇
侃
は
何
も
記
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
皇
侃
が
孔
子
 
 

は
＜
怪
力
乱
神
＞
の
存
在
を
否
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
の
も
と
に
 
 

い
た
と
も
推
測
し
う
る
の
だ
。
 
 
 

注
釈
と
い
う
の
は
、
対
象
に
即
し
な
が
ら
も
自
己
の
人
生
体
験
に
も
と
ず
 
 

い
た
考
え
を
語
っ
て
し
ま
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
見
て
き
た
よ
う
に
鬼
 
 

神
の
条
に
関
す
る
だ
け
で
も
中
国
に
お
い
て
の
孔
子
像
は
単
一
で
は
な
い
。
 
 

、い  
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三
 
儒
者
の
解
釈
－
日
本
の
場
合
 
 

江
戸
時
代
、
民
衆
は
神
仏
を
信
仰
す
る
こ
と
篤
く
、
怪
異
を
語
る
こ
と
を
 
 

好
ん
だ
。
い
わ
ば
儒
者
は
こ
の
よ
う
な
時
代
風
潮
の
中
で
「
子
は
怪
力
乱
神
 
 

を
語
ら
ず
」
の
条
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
の
輪
廻
説
・
地
獄
説
な
ど
 
 

を
虚
妄
と
し
て
批
判
で
き
て
も
、
神
仏
の
存
在
の
是
非
に
つ
い
て
は
慎
重
に
 
 

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
等
は
神
仏
を
信
仰
す
る
こ
と
の
是
非
い
わ
ゆ
る
祭
 
 

祀
を
め
ぐ
っ
て
、
主
君
や
門
人
遠
か
ら
問
わ
れ
る
立
場
に
い
る
か
ら
だ
。
ま
 
 

た
世
の
中
の
不
思
議
な
出
来
事
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
 
 

そ
の
時
、
彼
等
は
＜
怪
力
乱
神
＞
を
語
ら
な
い
と
い
う
態
度
を
取
り
う
る
だ
 
 

ろ
う
か
。
 
 
 

鬼
神
に
つ
い
て
古
代
中
国
の
文
献
を
索
捜
し
、
そ
の
正
体
を
窮
め
ん
と
し
 
 

た
出
石
誠
彦
は
「
鬼
神
考
－
特
に
鬼
の
由
来
と
そ
の
展
開
に
就
い
て
－
」
 
の
 
 

結
論
に
お
い
て
 
 

鬼
及
び
鬼
神
と
称
せ
ら
れ
た
も
の
は
最
も
古
く
は
死
者
と
そ
の
霊
を
云
 
 

ふ
の
が
そ
の
原
義
で
あ
っ
た
そ
し
て
、
鬼
が
最
初
死
者
を
指
し
た
と
こ
 
 
 

ろ
か
ら
転
ぶ
て
、
一
般
的
な
故
人
を
も
、
又
祖
先
を
も
意
味
す
る
や
う
 
 

に
な
り
云
布
。
 
 

と
書
き
始
め
る
が
、
ま
ず
「
死
者
」
か
ら
「
故
人
」
、
そ
し
て
「
祖
先
」
の
 
 

段
階
に
限
定
し
て
も
、
我
々
日
本
人
は
そ
の
〔
霊
魂
〕
の
非
在
を
信
じ
難
い
。
 
 

そ
れ
は
〔
知
〕
と
し
て
で
な
く
、
〔
情
〕
と
し
て
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
も
 
 

事
情
は
同
じ
で
は
な
い
の
か
。
儒
教
の
重
ん
じ
る
〔
孝
〕
は
右
の
如
き
〔
情
〕
 
 

の
理
念
化
で
は
な
い
の
か
。
 
 
 

門
人
の
鬼
神
へ
の
興
味
・
関
心
に
対
し
て
孔
子
の
言
っ
た
言
葉
は
、
 
 

其
の
鬼
に
非
ず
し
て
之
れ
を
祭
る
は
、
諮
ひ
な
り
。
（
『
論
語
』
為
政
第
 
 

二
）
 
 

民
の
義
を
務
め
、
鬼
神
を
敬
し
て
之
れ
を
遠
ざ
く
。
知
と
謂
ふ
可
し
。
 
 

（
同
、
薙
也
第
六
）
 
 

未
だ
人
に
事
ふ
る
こ
と
能
は
ず
。
焉
く
ん
ぞ
能
く
鬼
に
事
へ
ん
。
（
同
、
 
 

先
進
第
十
こ
 
 

の
三
条
に
ほ
ぼ
尽
き
よ
う
。
こ
の
三
条
か
ら
は
、
孔
子
が
最
小
限
度
の
祭
 
 

祀
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
、
鬼
・
鬼
神
の
否
定
は
伺
え
な
い
。
 
 

否
定
も
し
な
い
が
、
ま
た
そ
れ
に
安
易
に
近
ず
く
こ
と
も
勧
め
な
い
と
い
っ
 
 

た
一
見
煮
え
切
ら
な
い
な
い
よ
う
な
態
度
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
佐
中
 
 

壮
は
、
 
 

祭
る
べ
き
、
祖
先
で
も
族
類
で
も
な
い
鬼
神
を
祭
る
こ
と
を
、
「
諮
也
」
 
 

と
極
言
し
て
、
強
く
こ
れ
を
即
け
て
居
る
の
は
、
功
利
的
意
図
で
こ
れ
 
 
 

凍
祭
る
風
潮
が
、
愈
々
盛
ん
に
な
っ
て
居
た
為
め
と
考
へ
ね
ば
な
る
ま
 
 

、
J
 
O
 
 

－
V
 
 

と
解
釈
す
る
。
功
利
的
意
図
と
は
何
か
。
佐
中
は
求
福
・
擾
災
が
そ
れ
に
 
 

当
た
る
と
言
う
。
福
・
録
・
寿
を
人
間
の
願
望
と
し
て
認
め
る
な
ら
ば
、
孔
 
 

子
は
そ
の
願
望
に
異
を
唱
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
〔
知
〕
 
に
よ
っ
て
 
〔
情
〕
 
 

の
領
域
を
最
小
限
度
に
停
め
よ
う
と
す
る
の
か
。
 
 

一
方
、
守
本
願
一
郎
は
歴
史
的
視
点
か
ら
、
孔
子
の
煮
え
切
ら
な
さ
を
次
 
 

の
よ
う
に
分
析
す
る
。
 
 

原
始
儒
教
の
現
世
順
応
的
な
合
理
的
態
度
と
は
、
実
は
血
縁
的
な
紐
帯
 
 

（
ジ
ツ
ペ
共
同
体
）
 
を
基
礎
と
す
る
家
父
長
制
的
、
あ
る
い
は
家
産
制
 
 

的
支
配
社
会
を
無
条
件
的
に
是
認
す
る
と
い
う
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
 
 

所
与
の
血
縁
＝
支
配
関
係
を
無
条
件
的
に
是
認
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
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い
て
、
本
来
非
合
理
的
な
態
度
で
あ
る
か
ら
、
非
合
理
的
諸
霊
＝
呪
術
 
 
 

と
は
対
立
・
緊
張
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
鬼
神
＝
呪
術
を
 
 
 

放
置
す
る
こ
と
と
な
る
。
儒
教
の
現
世
的
合
理
主
義
は
、
こ
う
し
て
個
 
 
 

別
的
な
鬼
神
を
遠
ざ
け
な
が
ら
も
、
直
接
的
な
血
縁
的
秩
序
を
与
え
る
 
 

天
地
山
川
 
（
神
）
 
を
祭
祀
の
対
象
と
し
、
租
霊
を
祀
る
の
で
あ
る
。
儒
 
 
 

教
が
、
鬼
＝
呪
術
を
遠
ざ
け
る
と
車
わ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
こ
れ
（
神
）
 
 
 

を
敬
す
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
専
 
 

長
い
引
用
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
儒
教
の
構
造
的
な
分
析
か
ら
孔
子
の
鬼
 
 

神
観
を
と
ら
え
た
点
に
お
い
て
傾
聴
に
値
す
る
と
思
う
。
 
 

①
仁
斎
と
狙
彿
 
 

朱
子
学
が
徳
川
幕
府
の
官
学
と
し
て
公
認
さ
れ
た
以
上
、
儒
者
と
し
て
身
 
 

を
立
て
よ
う
と
す
る
者
が
朱
子
学
を
学
ぶ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
 
 

だ
け
で
な
く
江
戸
時
代
初
期
、
ま
さ
に
啓
蒙
の
時
代
、
朱
子
学
は
民
衆
の
前
 
 

に
新
し
い
字
間
と
し
て
登
場
し
、
彼
等
に
 
〔
知
〕
的
刺
激
を
与
え
た
。
 
 
 

そ
の
よ
う
な
時
代
が
ど
れ
ほ
ど
続
い
た
だ
ろ
う
か
。
啓
蒙
の
時
代
が
終
わ
 
 

り
、
朱
子
学
が
道
徳
と
い
う
形
で
定
着
し
て
行
く
中
で
、
朱
子
学
に
疑
問
を
 
 

抱
く
儒
者
が
現
れ
て
来
る
。
 
 
 

其
の
中
で
も
五
代
将
軍
綱
吉
の
時
代
（
ほ
ぼ
元
禄
時
代
に
相
当
）
 
京
都
堀
 
 

川
の
一
画
に
私
塾
古
義
堂
を
開
い
た
伊
藤
仁
斎
と
、
六
代
家
宣
・
七
代
家
継
・
 
 

八
代
将
軍
吉
宗
の
時
代
（
ほ
ぼ
正
徳
・
享
保
時
代
に
相
当
）
江
戸
で
儒
者
と
 
 

し
て
門
戸
を
開
い
た
荻
生
狙
殊
と
を
代
表
的
儒
者
と
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
 
 

い
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

仁
斎
が
 
『
論
語
』
を
「
最
上
至
極
宇
宙
第
一
の
書
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は
、
 
 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
仁
斎
が
著
し
た
『
論
語
』
 
の
注
釈
書
を
『
論
語
 
 

古
義
』
 
と
云
う
。
古
義
と
は
朱
子
の
新
注
に
対
し
て
 
『
論
語
』
 
の
古
い
原
義
 
 

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
仁
斎
の
学
問
の
姿
勢
を
如
実
に
示
 
 

す
。
仁
斎
の
門
流
を
古
義
学
派
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
 
 

一
方
狙
彿
で
あ
る
が
、
彼
は
始
め
仁
斎
の
説
に
感
銘
を
受
け
、
仁
斎
に
敬
 
 

意
を
表
す
が
感
情
的
行
き
違
い
か
ら
仁
斎
に
反
発
、
『
論
語
古
義
』
に
対
抗
し
 
 

て
『
論
語
徴
』
を
著
す
。
狙
裸
は
「
古
言
明
ら
か
に
し
て
古
義
足
ま
る
」
（
『
論
 
 

語
徴
』
自
序
）
 
と
主
張
、
学
問
の
方
法
に
お
い
て
仁
斎
よ
り
も
徹
底
す
る
。
 
 

そ
の
結
果
、
『
論
語
徴
』
で
朱
子
批
判
は
勿
論
だ
が
、
仁
斎
に
対
し
て
も
厳
し
 
 

い
批
判
を
行
っ
て
い
る
所
が
あ
る
。
徴
と
は
古
代
中
国
の
藷
の
使
用
例
に
て
 
 

ら
し
て
注
釈
を
行
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
も
狙
裸
の
学
問
的
姿
勢
を
 
 

如
実
に
示
す
。
狙
彿
の
門
流
を
古
文
辞
学
派
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
 
 
 

仁
斎
・
但
彿
と
も
に
『
論
語
』
 
の
書
か
れ
た
時
代
、
厳
密
に
言
え
ば
孔
子
 
 

の
語
る
場
面
に
立
っ
て
注
釈
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
れ
を
果
た
し
た
と
い
 
 

う
自
負
を
持
つ
。
こ
れ
は
儒
教
の
日
本
化
と
も
言
っ
て
よ
い
現
象
で
あ
っ
た
。
 
 
 

仁
斎
は
『
論
語
古
義
』
 
に
お
い
て
「
語
ら
ず
」
と
い
う
孔
子
の
沈
黙
を
軽
 
 

く
考
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
聖
人
の
一
語
一
黙
」
に
深
い
意
味
が
あ
る
と
信
 
 

ず
る
か
ら
だ
。
彼
は
孔
子
が
「
怪
力
乱
神
」
を
語
ら
な
か
っ
た
理
由
を
、
こ
 
 

れ
ら
を
語
れ
ば
「
必
ず
人
を
し
て
常
を
厭
ひ
て
徳
を
軽
し
む
る
」
か
ら
だ
と
 
 

言
う
。
「
必
ず
」
と
言
っ
て
い
る
所
に
＜
怪
力
乱
神
＞
の
誘
引
力
に
強
い
危
機
 
 

感
を
抱
い
て
い
る
仁
斎
の
姿
が
あ
る
。
仁
斎
は
謝
良
佐
の
説
を
引
用
し
た
後
 
 

に
「
此
を
以
て
民
を
防
ぐ
。
猶
怪
力
乱
神
を
好
む
者
あ
り
。
」
と
も
記
し
て
い
 
 

る
。
人
情
を
重
視
し
た
仁
斎
な
れ
ば
こ
そ
の
民
衆
の
情
の
理
解
で
あ
ろ
う
。
 
 

彼
は
＜
怪
力
乱
神
＞
に
引
か
れ
る
民
衆
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
見
た
の
だ
、
 
 

孔
子
が
見
た
よ
う
に
。
 
 
 

仁
斎
の
切
実
な
課
題
は
人
情
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
、
＜
怪
力
乱
神
＞
か
ら
 
 

民
衆
の
関
心
を
引
き
離
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
孔
子
に
と
っ
て
も
切
実
な
課
題
 
 

で
あ
っ
た
と
信
ず
る
仁
斎
は
、
「
敬
鬼
神
而
遠
之
」
「
末
能
事
人
。
焉
能
事
鬼
」
 
 

と
い
っ
た
条
を
「
人
道
」
を
修
め
ず
鬼
神
に
謡
う
事
へ
の
戒
め
と
取
り
、
「
子
 
 

不
語
怪
力
乱
神
」
の
条
こ
そ
は
「
妖
異
之
説
」
が
「
後
世
の
惑
」
を
招
く
こ
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と
を
恐
れ
て
の
沈
黙
と
取
っ
た
。
た
だ
門
人
に
ま
で
深
く
浸
透
し
て
い
る
 
 

＜
怪
力
乱
神
＞
へ
の
興
味
を
沈
黙
に
よ
っ
て
抑
え
る
事
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
 
 

師
で
あ
る
孔
子
が
＜
怪
力
乱
神
＞
に
触
れ
る
の
を
避
け
て
い
る
こ
と
は
、
勿
 
 

論
門
人
に
は
充
分
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
彼
等
の
気
持
ち
は
釈
然
と
し
 
 

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

仁
斎
は
 
『
語
孟
字
義
』
巻
下
鬼
神
に
お
い
て
も
、
上
記
の
三
条
を
合
わ
せ
 
 

て
 
 こ

れ
み
な
聖
人
深
く
人
の
力
を
人
道
に
務
め
ず
し
て
、
あ
る
い
は
鬼
神
 
 

の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
惑
わ
ん
こ
と
を
恐
れ
て
こ
れ
を
言
う
を
見
る
な
 
 

n
ソ
0
 
 

と
言
う
。
仁
斎
の
理
解
で
は
孔
子
は
有
神
論
者
で
も
無
神
論
者
で
も
な
い
。
 
 

な
ぜ
な
ら
鬼
神
は
不
可
知
な
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
だ
か
ら
自
ず
か
ら
、
彼
は
、
 
 

後
世
記
礼
の
書
、
孔
子
の
言
と
称
し
、
鬼
神
妖
異
の
事
を
説
く
は
、
皆
 
 

附
会
の
説
也
。
（
『
論
語
古
義
』
）
 
 

と
い
う
結
論
に
到
る
。
「
記
礼
の
書
」
と
は
『
易
』
 
『
中
庸
』
な
ど
を
指
す
 
 

が
、
そ
れ
ら
に
載
る
鬼
神
の
説
を
全
て
附
会
の
説
と
す
る
点
で
、
吉
川
幸
次
 
 

郎
は
「
宋
儒
よ
り
も
一
層
強
く
無
神
論
の
立
場
」
 
（
『
論
語
』
上
 
二
百
十
五
 
 

頁
）
、
で
あ
る
と
言
う
。
で
は
朱
子
学
の
無
神
論
の
延
長
線
上
に
仁
斎
の
そ
れ
 
 

も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

仁
斎
の
鬼
神
観
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
の
鬼
神
観
は
一
見
不
可
思
議
な
論
 
 

理
展
開
を
す
る
。
彼
は
 
『
語
孟
字
義
』
 
に
お
い
て
、
ま
ず
 
 

鬼
神
と
は
、
お
よ
そ
天
地
・
山
川
・
宗
廟
・
五
祀
の
神
、
お
よ
び
一
切
 
 
 

神
霊
有
っ
て
能
く
人
の
禍
福
を
な
す
者
、
み
な
こ
れ
を
鬼
神
と
謂
う
な
 
 

n
ソ
0
 
 

と
定
義
し
た
上
で
、
朱
子
の
鬼
神
論
を
、
 
 

鬼
神
の
名
有
り
と
い
え
ど
も
、
し
か
れ
ど
も
天
地
の
間
は
、
陰
陽
を
外
 
 
 

に
し
て
い
わ
ゆ
る
鬼
神
と
け
う
者
有
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
 
 

と
纏
め
「
固
の
儒
者
の
論
と
謂
い
つ
べ
し
」
と
肯
定
し
た
。
で
は
朱
子
学
 
 

の
流
れ
に
立
つ
か
と
思
え
ば
 
 

し
か
れ
ど
も
今
の
学
者
そ
の
説
に
因
っ
て
、
徒
ら
に
風
雨
霜
露
、
日
月
 
 

昼
夜
、
屈
伸
往
来
を
も
っ
て
鬼
神
と
す
る
者
は
、
誤
れ
り
。
 
 

と
反
転
す
る
。
即
ち
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
鬼
神
は
た
だ
気
な
り
。
屈
伸
 
 

往
来
す
る
も
の
は
気
な
り
。
天
地
の
間
、
気
に
有
ら
ざ
る
な
し
。
雨
風
露
雷
・
 
 

日
月
昼
夜
は
、
此
れ
鬼
神
の
連
な
り
。
」
 
（
『
朱
子
語
類
』
巻
三
）
と
述
べ
た
の
 
 

は
朱
子
そ
の
人
で
あ
る
か
ら
だ
。
子
安
は
篤
胤
の
『
新
鬼
神
論
』
 
の
問
題
を
 
 

論
じ
て
仁
斎
の
鬼
神
論
に
言
及
、
上
に
述
べ
た
如
き
「
面
倒
な
手
続
き
」
 
（
子
 
 

安
）
 
を
仁
斎
が
取
っ
た
こ
と
を
、
 
 

彼
の
思
想
の
地
平
に
影
を
落
と
す
よ
う
な
、
呪
術
性
－
宗
教
性
を
ま
と
 
 

う
鬼
神
の
概
念
を
存
在
せ
し
め
な
い
こ
と
へ
の
強
い
意
向
の
表
明
と
み
 
 

な
さ
れ
る
。
だ
か
ら
仁
斎
は
さ
き
に
朱
子
に
同
調
し
な
が
ら
も
、
し
か
 
 

し
陰
陽
二
気
の
は
た
ら
き
と
す
る
朱
子
の
鬼
神
観
に
追
随
す
る
こ
と
は
 
 
 

し
な
い
の
で
あ
る
。
朱
子
に
彼
が
同
調
す
る
の
は
伝
統
的
な
鬼
神
概
念
 
 

カ
 
 

の
否
定
に
か
か
わ
っ
て
だ
け
で
あ
る
。
 
 

と
解
く
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ト
リ
プ
ル
・
プ
レ
ー
の
よ
う
な
解
釈
で
 
 
 



「子は怪力乱神を語らず」考（上）  36  

人
々
を
納
得
さ
せ
う
る
と
仁
斎
は
考
え
滋
の
だ
ろ
う
か
。
鬼
神
の
存
在
が
不
 
 

可
知
な
ら
ば
有
無
は
窮
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
仁
斎
の
よ
う
に
 
『
論
語
』
 
 

以
外
に
載
る
鬼
神
の
説
を
附
会
と
す
る
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
そ
う
で
な
け
 
 

れ
ば
狙
殊
の
よ
う
に
「
そ
れ
鬼
神
な
る
者
は
、
聖
人
の
立
つ
る
所
な
り
。
あ
 
 

に
疑
ひ
を
容
れ
ん
や
」
 
（
『
弁
名
』
下
、
鬼
神
）
 
と
言
う
こ
と
は
可
能
だ
。
 
 
 

い
み
じ
く
も
子
安
が
仁
斎
と
狙
殊
と
を
対
比
し
て
、
 
 

仁
斎
が
人
倫
世
界
の
平
明
な
知
の
、
「
人
情
」
の
う
ち
に
あ
る
鬼
神
信
仰
 
 
 

的
要
素
へ
の
教
化
に
よ
る
拡
大
を
な
お
楽
天
的
に
信
じ
て
い
 

し
て
、
狙
彿
は
す
で
に
そ
の
こ
と
に
懐
疑
的
で
あ
慰
 
 

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
、
わ
た
し
の
疑
問
は
対
応
す
る
。
孔
子
は
民
衆
の
 
 

霊
魂
の
存
在
（
一
番
身
近
な
の
は
親
の
霊
魂
）
 
を
信
じ
た
い
と
い
う
 
〔
情
〕
 
 

を
前
に
、
鬼
神
へ
の
探
究
を
 
〔
知
〕
 
と
し
て
無
意
味
な
も
の
と
教
化
し
得
た
 
 

だ
ろ
う
か
。
 
 
 

そ
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
損
保
の
鬼
神
論
に
入
っ
て
行
き
た
い
。
 
 
 

『
論
語
徴
』
 
の
「
子
不
語
怪
力
乱
神
」
 
の
条
を
開
く
。
狙
裸
は
孔
子
が
＜
 
 

怪
力
乱
神
＞
を
語
ら
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
「
怪
力
乱
」
に
つ
い
て
は
「
先
 
 

王
の
典
の
尚
ぶ
と
こ
ろ
に
非
」
ざ
る
か
ら
だ
と
述
べ
、
「
神
」
 
に
つ
い
て
は
、
 
 

鬼
神
の
道
は
微
妙
な
り
、
人
に
喩
す
ゆ
ゑ
ん
に
あ
ら
ず
、
 
 

と
述
べ
る
。
此
の
解
釈
は
宋
儒
・
仁
斎
と
も
全
く
異
な
る
。
「
語
ら
ず
」
を
 
 

朱
子
は
語
る
必
要
性
が
な
い
と
捉
え
、
仁
斎
は
語
る
べ
き
で
は
な
い
と
捉
え
、
 
 

狙
彿
は
語
ろ
う
と
し
て
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
捉
え
た
。
も
う
一
点
宋
 
 

儒
・
仁
斎
と
異
な
る
の
は
、
「
語
」
 
の
解
釈
で
あ
る
。
狙
彿
は
経
書
の
「
語
」
 
 

の
用
例
を
踏
ま
え
、
古
来
の
注
釈
が
 
「
談
」
と
解
釈
し
た
こ
と
を
誤
り
と
す
 
 

る
。
彼
は
「
語
は
詩
へ
言
ふ
な
り
」
と
教
訓
の
意
味
に
と
る
。
則
ち
狙
殊
に
 
 

と
っ
て
「
語
」
と
は
門
人
を
「
喩
す
」
時
の
言
わ
ば
公
の
場
に
お
け
る
孔
子
 
 

の
発
言
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
に
近
い
解
釈
を
し
て
い
た
中
国
の
儒
 
 

者
は
皇
侃
で
あ
る
が
、
吉
川
幸
次
郎
に
よ
れ
ば
長
く
埋
も
れ
て
い
た
皇
侃
の
 
 

義
疏
を
発
見
・
紹
介
し
た
の
が
狙
彿
な
の
で
皇
侃
の
示
唆
も
考
え
得
る
と
い
 
 

う
 
（
『
論
語
』
 
上
、
二
百
十
六
貢
）
。
 
 
 

か
く
て
狙
彿
は
皇
侃
の
義
疏
も
語
ら
な
か
っ
た
事
を
断
言
す
る
。
 
 

聖
人
何
ぞ
常
人
に
殊
な
ら
ん
、
平
日
の
閑
談
に
、
何
ぞ
嘗
て
一
た
び
之
 
 

に
及
ば
ざ
ら
ん
乎
。
 
 

こ
こ
に
は
門
人
と
同
じ
よ
う
に
＜
怪
力
乱
神
＞
に
関
心
を
持
っ
た
孔
子
の
 
 

姿
、
朱
子
や
仁
斎
が
予
想
も
し
な
か
っ
た
孔
子
の
姿
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
 
 
 

そ
れ
で
は
談
じ
な
が
ら
も
語
ら
な
い
と
い
う
孔
子
の
 
〔
知
〕
 
を
、
狙
彿
は
 
 

ど
の
よ
う
に
捉
え
よ
う
と
す
る
の
か
。
彼
は
 
『
弁
名
』
上
「
智
」
 
の
条
に
お
 
 

い
て
、
 
 

凡
そ
人
の
力
は
、
及
ぶ
こ
と
あ
り
、
及
ば
ざ
る
こ
と
あ
り
。
強
ひ
て
そ
 
 

の
力
の
及
ば
ざ
る
所
を
求
む
る
者
は
、
不
智
の
大
な
る
者
な
り
。
 
 

と
言
う
。
則
ち
孔
子
は
＜
怪
力
乱
神
＞
を
談
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
事
物
の
 
 

非
合
理
・
超
自
然
の
理
由
を
解
明
す
る
こ
と
は
決
し
て
無
か
っ
た
と
い
う
の
 
 

が
、
狙
殊
の
理
解
だ
。
孔
子
は
鬼
神
を
人
知
・
人
力
の
限
界
外
の
物
と
い
う
 
 

こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
鬼
神
を
「
造
化
の
迩
」
と
 
 

言
っ
た
り
「
窮
理
の
至
り
に
あ
ら
ず
」
と
言
う
よ
う
な
、
宋
儒
の
 
〔
知
〕
 
は
 
 

宋
儒
の
い
は
ゆ
る
格
物
窮
理
、
是
を
是
と
し
非
を
非
と
す
る
の
類
は
、
 
 

み
な
世
俗
の
智
を
以
て
こ
れ
を
言
ふ
者
な
り
。
（
同
上
）
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と
し
て
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 
 
 

祖
殊
の
鬼
神
論
で
面
白
い
の
は
 
「
先
王
の
道
は
天
を
敬
し
鬼
神
を
敬
す
る
 
 

に
本
づ
か
ざ
る
者
な
し
」
 
（
『
弁
道
』
 
二
十
一
）
 
と
不
可
知
な
る
鬼
神
を
仁
斎
 
 

の
よ
う
に
不
可
知
ゆ
え
に
排
す
る
の
で
は
な
く
、
天
と
と
も
に
先
王
の
道
に
 
 

と
っ
て
最
も
畏
敬
す
べ
き
物
と
し
て
掲
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
宋
儒
・
仁
斎
は
 
 

「
鬼
神
を
敬
し
て
之
れ
を
遠
ざ
く
」
 
の
 
「
遠
ざ
く
」
 
に
力
点
を
置
き
、
狙
彿
 
 

は
「
敬
し
て
」
 
の
方
に
力
点
を
置
い
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
が
可
能
と
な
 
 

っ
た
の
か
。
宋
儒
・
仁
斎
と
狙
彿
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
 
 

そ
れ
鬼
神
な
る
者
は
、
聖
人
の
立
つ
る
所
な
り
。
あ
に
疑
ひ
を
容
れ
ん
 
 

や
。
故
に
、
鬼
な
し
と
謂
ふ
者
は
、
聖
人
を
信
ぜ
さ
る
者
な
り
。
（
『
弁
 
 

名
』
 
下
、
鬼
神
）
 
 

と
か
、
 
 

聖
人
の
経
書
之
趣
は
、
成
程
鬼
神
は
あ
る
物
と
相
見
え
申
候
。
（
『
狙
彿
 
 

先
生
答
間
書
』
上
）
 
 

と
い
っ
た
文
に
見
え
る
聖
人
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
頼
の
有
無
で
あ
ろ
 
 

う
。
そ
れ
は
狙
裸
自
身
「
愚
老
は
釈
迦
を
ば
信
仰
不
仕
候
。
聖
人
を
信
仰
仕
 
 

候
。
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
信
仰
と
呼
ぶ
ほ
ど
の
強
い
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
 
 

に
よ
っ
て
鬼
神
は
不
動
の
位
置
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
其
だ
け
で
な
く
、
 
 

愚
か
な
る
人
は
た
ま
た
ま
一
つ
二
つ
い
た
し
あ
て
候
事
候
へ
ば
己
が
智
 
 
 

力
に
て
な
し
得
候
と
存
候
へ
共
、
左
に
て
は
無
御
座
候
。
皆
天
地
鬼
神
 
 

の
助
け
に
て
成
就
い
た
し
申
候
事
に
候
。
（
『
狙
彿
先
生
答
間
書
』
下
）
 
 
 

と
あ
る
よ
う
に
鬼
神
は
損
保
に
と
っ
て
象
徴
的
存
在
と
い
う
よ
り
は
、
も
 
 

っ
と
実
感
を
持
っ
た
存
在
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
狙
裸
の
鬼
神
論
 
 

は
儒
教
の
伝
統
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

吉
川
幸
次
郎
は
狙
殊
の
哲
学
を
「
『
天
』
『
鬼
神
』
 
へ
の
敬
虞
を
仲
心
と
す
 
 

る
不
可
知
論
、
お
よ
び
そ
れ
と
連
鎖
の
関
係
に
あ
る
信
頼
の
哲
学
」
（
と
纏
め
 
 

た
上
で
、
前
者
に
関
し
て
は
日
本
の
神
道
か
ら
の
示
唆
を
、
後
者
に
関
し
て
 
 

は
日
本
仏
教
か
ら
の
示
唆
を
指
摘
し
た
。
前
者
に
関
し
て
は
「
聖
人
神
道
を
 
 

以
て
教
を
設
く
る
」
 
（
『
易
経
』
観
卦
）
 
の
神
道
を
日
本
の
神
道
と
同
じ
も
の
 
 

と
考
え
、
古
代
の
日
本
・
中
国
に
共
通
し
て
の
＜
祭
政
一
致
＞
の
状
態
を
想
 
 

定
し
た
こ
と
を
、
後
者
に
関
し
て
は
親
鸞
の
『
歎
異
紗
』
 
と
酷
似
す
る
信
の
 
 

構
造
を
指
摘
し
た
。
い
わ
ば
吉
川
幸
次
郎
が
こ
の
よ
う
な
示
唆
を
考
え
ね
ば
 
 

な
ら
な
い
ほ
ど
、
狙
裸
の
哲
学
は
儒
教
で
あ
り
な
が
ら
中
国
的
思
考
と
は
ほ
 
 

ど
遠
い
特
殊
な
物
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
 
 
 

狙
疎
は
仁
斎
が
あ
れ
ほ
ど
恐
れ
た
民
衆
の
＜
怪
力
乱
神
＞
、
と
り
わ
け
鬼
 
 

神
へ
の
接
近
を
問
題
に
し
な
い
。
敬
天
・
敬
鬼
神
は
前
述
し
た
如
く
先
王
の
 
 

道
を
行
う
た
め
の
、
則
ち
政
治
を
行
う
た
め
の
最
も
重
要
な
要
件
だ
か
ら
で
 
 

あ
る
。
そ
れ
で
は
民
衆
が
 
〔
淫
祀
）
 
に
赴
く
よ
う
な
事
態
は
な
ん
ら
恐
れ
る
 
 

こ
と
は
無
い
の
だ
ろ
う
か
。
狙
彿
は
孔
子
に
た
ち
か
え
っ
て
、
 
 

先
王
の
教
へ
は
礼
の
み
。
い
ま
先
王
の
礼
に
遵
は
ず
し
て
、
言
語
を
以
 
 

て
そ
の
理
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
す
な
は
ち
民
に
し
て
戸
ご
と
 
 

に
こ
れ
を
説
き
、
そ
の
理
を
喩
り
て
鬼
神
に
惑
は
ぎ
ら
し
む
る
は
、
こ
 
 

れ
百
孔
子
と
い
へ
ど
も
ま
た
能
く
せ
ざ
る
所
な
り
。
（
『
弁
名
』
鬼
神
）
 
 

と
言
う
。
狙
裸
は
一
人
一
人
の
民
衆
の
教
化
な
ど
不
可
能
だ
し
、
そ
の
必
 
 

要
も
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
街
裸
に
は
「
先
王
の
礼
」
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
 
 

そ
れ
に
よ
っ
て
民
衆
の
鬼
神
へ
の
興
味
・
関
心
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
と
孔
子
が
考
え
て
い
た
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
こ
の
立
場
だ
と
民
衆
の
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〔
情
〕
 
の
内
部
に
触
れ
る
こ
と
も
な
い
。
子
安
は
祖
裸
の
民
衆
へ
の
視
線
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∧
W
r
 
 

n
u
r
 
 

「
人
々
の
性
情
に
注
が
れ
る
客
観
的
な
、
あ
る
い
は
外
在
的
な
視
線
」
と
捉
 
 

え
、
ま
た
そ
の
 
〔
知
〕
 
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
「
人
々
の
性
情
の
内
面
的
な
 
 

批
判
よ
り
も
、
そ
の
客
観
的
な
観
察
の
深
さ
こ
そ
、
狙
殊
の
重
視
す
る
知
の
 
 

一
日
岬
 
 

血
u
 
あ
り
方
」
と
捉
え
た
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
外
在
的
な
視
線
、
知
の
あ
り
方
 
 

が
な
ぜ
狙
殊
に
は
可
能
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
彼
が
経
世
重
視
の
態
度
に
 
 

徹
し
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
田
原
嗣
郎
が
街
彿
鬼
神
説
の
特
色
に
関
し
て
、
 
 

禰
記
の
形
で
、
 
 

狙
殊
の
鬼
神
の
扱
い
方
は
常
に
効
果
の
側
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
。
本
 
 

文
に
も
書
い
た
が
、
祖
先
祭
祀
に
関
わ
っ
て
も
、
現
実
に
存
在
す
る
子
 
 

孫
の
側
の
心
情
が
満
足
す
る
か
否
か
が
そ
の
鬼
神
＝
祖
先
の
祭
祀
の
仕
 
 

方
を
決
め
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
の
思
想
の
理
論
構
成
に
お
け
る
鬼
 
 

神
の
重
要
な
位
置
づ
け
も
、
そ
の
点
か
ら
な
さ
れ
た
と
解
釈
す
べ
き
で
 
 

あ
ろ
う
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
治
の
場
面
で
の
効
果
は
な
く
な
る
か
ら
で
 
 

あ
る
。
 
 

と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
狙
彿
鬼
神
説
を
考
え
る
上
で
重
要
な
指
摘
で
あ
 
 

る
。
狙
殊
の
冷
徹
と
も
思
え
る
経
世
重
視
の
態
度
が
、
民
心
把
握
の
た
め
の
 
 

鬼
神
の
効
用
を
思
い
つ
か
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
同
じ
経
世
重
視
 
 

の
態
度
が
、
〔
乱
〕
＝
赤
穂
浪
士
事
件
に
対
す
る
民
衆
の
〔
情
〕
を
、
〔
礼
〕
＝
 
 

制
度
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
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『
中
国
の
幽
霊
－
怪
異
を
語
る
伝
統
－
』
 
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
 
 

年
一
二
月
）
 
三
貢
。
 
 

同
書
、
三
賞
～
四
貢
。
 
 
 

同
書
、
四
頁
。
 
 
 

「
人
道
と
鬼
神
と
天
道
－
儒
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
変
質
に
於
け
る
鬼
神
 
 

の
役
割
－
」
 
（
『
西
嶋
定
生
博
士
還
暦
記
念
東
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
国
家
と
農
 
 

民
』
、
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
年
二
月
）
一
六
二
頁
。
 
 
 

『
鬼
神
論
－
儒
家
知
識
人
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
ー
』
 
（
福
武
書
店
、
一
九
九
二
 
 

年
四
月
）
一
八
貢
。
 
 
 

『
朱
子
集
』
 
（
中
国
文
明
選
三
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
一
二
月
）
二
 
 

八
六
貢
。
 
 
 

吉
川
幸
次
郎
「
神
様
の
い
な
い
文
明
と
い
る
文
明
」
 
（
『
吉
川
幸
次
郎
講
演
 
 

集
』
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
四
年
二
月
）
七
十
一
貫
。
 
 
 

『
支
那
神
話
伝
説
の
研
究
』
 
（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
三
年
一
一
月
）
四
三
 
 

四
頁
。
 
 
 

『
戦
国
・
宋
初
間
の
信
仰
と
技
術
の
関
係
』
 
（
皇
学
館
大
学
出
版
部
、
一
九
 
 

七
五
年
七
月
）
 
十
一
頁
。
 
 
 

『
山
鹿
素
行
』
 
（
日
本
思
想
大
系
三
二
補
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
八
 
 

月
）
 
四
三
〇
頁
。
 
 
 

『
宣
長
と
篤
胤
の
世
界
』
 
（
中
公
叢
書
、
一
九
七
七
年
六
月
）
一
五
七
頁
。
 
 
 

同
書
、
一
五
九
頁
。
 
 
 

「
日
本
的
思
想
家
と
し
て
の
狙
彿
」
 
（
『
仁
斎
・
狙
裸
・
宣
長
』
、
岩
波
書
店
、
 
 

一
九
七
五
年
六
月
）
 
二
七
三
頁
。
 
 

『
宣
長
と
篤
胤
の
世
界
』
一
五
三
貢
。
 
 

同
上
。
 
 

『
狙
殊
学
の
世
界
』
 
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
）
二
七
貢
。
 
 




