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神
道󠄁
（
二
） 

（
大
和
世
界
の
建󠄁
設
） 

 
 

 
 

 

竹
葉 

秀
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古
事
記 

は
じ
め
に
（
二
） 

 
 

 
 

見
識
を
も
て 

  

天
武
天
皇
の
修
史󠄁
の
御
計
畫
は
今
一
つ
あ
つ
た
。
天
皇
の
十
年
（
皇
紀
一
三

四
一
年
）
の
三
月󠄁
十
七
日
、
御
親
ら
が
選󠄁
擇

せ
ん
た
く

せ
ら
れ
稗
田
阿
禮

ひ

え

だ

の

あ

れ

に
暗󠄁
誦
さ
せ
ら

れ
て
出
來
た
「
古
事
記
」
と
は
別
に
、
撰
史󠄁
の
事
業
を
仰
せ
出
さ
れ
た
。 

 

卽
ち
天
武
紀
に
「
十
年
三
月󠄁
丙

ひ
の
え

戌い
ぬ

の
日
、
天
皇
、
太
極
殿

お
お
や
す
み
ど
の

に
御お

わ

し
ま
し
て
、

川
島
皇
子

か
わ
し
ま
の
み
こ

、
忍󠄁
壁
皇
子

お
さ
か
べ
の
み
こ

、
廣
瀨
王

ひ
ろ
せ
の
み
こ

、
竹
田
王

た
け
た
の
み
こ

、
桑
田
王

く
わ
だ
の
み
こ

、
三
野
王

み

ぬ

の
み

こ

、
上
毛

か
み
つ
け
ぬ

野の

君き
み

三
千

み

ち

ぢ

、
忌
部
連
小
首

い
み
べ
の
む
ら
じ
こ
ひ
と

、
阿
曇
連
稻
敷

あ
づ
み
の
む
ら
じ
い
な
し
き

、
難
波
連
大
形

な
に
わ
の
む
ら
じ
お
お
か
た

、

中
臣
連
大
島

な
か
と
み
の
む
ら
じ
お
お
し
ま

、

平󠄁
群
臣
小
首

へ
ぐ
り
の
お
み
こ
ひ
と

に
詔
し
て
、
帝󠄁

紀

み
か
ど
の
ふ
み

（
す
め
ら
み
こ
と
の
ふ
み
）
及󠄁
び
上
古
の
諸
事

ど
も
を
記
し
定
め
令
め
給
ふ
。
大
島
、
子
首
、
親
ら
筆
を
執
り
て
以
て
錄
し
た
り

焉
」
と
あ
る
。
こ
の
紀
で
も
窺
は
れ
る
や
う
に
、
此
の
撰
史󠄁
は
天
皇
自
ら
太
極
殿

に
御
出
ま
し
に
な
り
、
二
皇
子
、
四
王
以
下
、
多
數
の
臣
下
に
敕
を
下
さ
れ
た
の

で
あ
つ
て
、
實
に
日
本
空
前󠄁
の
大
事
業
で
あ
り
、
天
皇
の
最
も
嚴
重

お

も

き

を
置
か
れ

た
事
業
で
あ
つ
た
。 

 

こ
れ
よ
り
以
前󠄁
三
十
三
代
推
古
天
皇
の
御
代
に
日
本
最
初
と
思
は
れ
る
修
史󠄁

の
御
事
業
が
あ
つ
た
。
推
古
紀
二
十
八
年
（
皇
紀
一
二
八
〇
年
）
に
「
是
歲
、

皇
太
子

ひ
つ
ぎ
の
み
こ

（
聖󠄁
德
太
子
）、
島

し
ま
の

大
臣

お
お
お
み

（
蘇
我
馬
子
）
共
に
議
り
て
、
天

皇

記

す
め
ら
み
こ
と
の
ふ
み

、 

 

及󠄁
び
國
記

く
に
つ
ふ
み

、
臣お

み

、
連

む
ら
じ

、
伴󠄁

造󠄁

と
も
の
み
や
つ
こ

、
國

造󠄁

百

八

十

部

く
に
の
み
や
つ
こ
も
も
あ
ま
り
や
そ
と
も

、
竝な

ら

び
に
公󠄁

民

等

お
お
み
た
か
ら
た
ち

の
本
記

も
と
つ
ふ
み

を
錄し

る

す
」

と
あ
る
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
や
う
に
聖󠄁
德
太
子
の
御
聖󠄁
慮

ご

せ

い
り

ょ

か
ら
發
せ
ら
れ
た
正
史󠄁
の
編󠄁
纂
で
、

天
皇
記
、
國
記
に
よ
つ
て
、
我
肈
國

ち
ょ
う
こ
く

以
來
の
神
聖󠄁
な
る
國
體
を
明󠄁
ら
か
に
し
、
皇
祖
皇
宗
の
大

御
心
を
奉
戴

ほ
う
た
い

し
て
、
天
下
公󠄁
民
の
本
記
に
よ
つ
て
、
國
民
に
信
念
と
自
覺
を
喚よ

び
起󠄁
さ
ん
と
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
當
時
既
に
蘇
我
一
族
の
や
う
な
豪
族
が
權
を
擅

ほ
し
い

ま
ま
に
し
て
、
民
族
の

中
心
で
あ
る
天
皇
を
凌し

の

が
ん
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
聖󠄁
德
太
子
畢
生

ひ
っ
せ
い

の
大
事
業
た
る
、
日

本
に
と
つ
て
貴
重
極
ま
り
な
い
文󠄁
獻

ぶ
ん
け
ん

は
、
其
よ
り
約󠄁
二
十
五
年
を
經
過󠄁
し
た
三
十
六
代
孝
德
天

皇
の
四
年
六
月󠄁
、
彼
の
蘇
我
蝦
夷
の
亂
の
時
に
、
其
の
大
部
分󠄁
を
燒
失
し
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と

に
千
載

せ
ん
ざ
い

の
痛
恨
事
、
惜
し
み
て
も
限
り
な
い
の
で
あ
る
。
が
、
不
幸
中
の
幸
、
王お

う

辰し
ん

爾に

の

裔
ま
つ
え
い

の

船󠄁
史󠄁
惠
尺

ふ
ね
の
ふ
ひ
と
え
さ
か

の
手
に
よ
つ
て
火
焰

か

え

ん

の
中
か
ら
救
ひ
出
さ
れ
、
こ
れ
を
中
大
兄
皇
子
に
奉
つ
た
。
其

體
裁

て
い
さ
い

內
容
な
ど
知
る
事
は
出
來
な
い
が
、
釋
日
本
紀

し
ゃ
く
に
ほ
ん
き

に
引
用
す
る
上
宮
記

じ
ょ
う
ぐ
う
き

の
體
裁
か
ら
推
考
す

る
と
、
其
の
書
風
は
古
事
記
の
如
く
、
假
名
・
漢
文󠄁
の
入
交󠄁

い
り
ま
じ

り
で
、
所󠄁
謂

い

わ

ゆ

る
宣
明󠄁
書

せ
ん
み
ょ
う
し
ょ

の
文󠄁
を
も

交󠄁
へ
記
さ
れ
た
物
で
有
つ
た
ら
う
（
通󠄁
釋
說

つ
う
し
ゃ
く
せ
つ

）
と
も
云
は
れ
て
ゐ
る
。 

 

聖󠄁
德
太
子
は
、
日
本
文󠄁
化󠄁
の
興
隆
の
爲
に
、
文󠄁
字
の
發
逹󠄁
を
期󠄁
せ
ら
れ
て
、
書
籍
の
輸󠄁
入
を
企

て
ら
れ
、
小
野
妹
子
を
支
那󠄁
に
差
遣󠄁
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
使󠄁
命
の
一
半󠄁
は
こ
れ
に
あ
つ
た
と
思

は
れ
る
。
經
籍
後
傳
記
に
は
、
妹
子
が
隋
で
書
籍
を
買
求
め
て
歸
つ
た
こ
と
が
記
せ
ら
れ
て
ゐ

る
。
太
子
は
推
古
天
皇
の
十
七
年
か
ら
同
二
十
三
年
の
七
ヶ
年
の
閒
に
自
ら
三
經
義
疏

さ
ん
ぎ
ょ
う
ぎ
し
ょ

を
著
述󠄁

な
さ
れ
、
そ
れ
が
支
那󠄁
に
渡
つ
て
感
動
を
與あ

た

へ
、
支
那󠄁
人
に
よ
つ
て
注󠄁
釋
さ
れ
て
、
弘
く
支
那󠄁
本 
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土
に
ま
で
傳
播

で
ん
ぱ
ん

し
た
こ
と
は
、
日
本
精
神
の
偉
大
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
太
子
に
よ
つ
て

文󠄁
字
の
使󠄁
用
が
發
逹󠄁
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
つ
て
國
史󠄁
の
編󠄁
纂

へ
ん
さ
ん

も
可
能
に

な
つ
た
の
で
あ
る
。 

（
舊
事
記

く

じ

き

及󠄁
び
舊く

事じ

大
成󠄁

た
い
せ
い

經
き
ょ
う

は
、
太
子
の
著
作
で
あ
る
と
の
說
も
あ
る
が
、
後
代
の
も
の

と
言
は
れ
て
ゐ
る
） 

日
本
人
が
古
來
使󠄁
用
し
た
文󠄁
字
に
は
、
聖󠄁
德
太
子
の
書
か
れ
た
と
い
ふ
「
日
文󠄁
神
言
四

十
七
文󠄁
字
」
や
、
富
士
古
文󠄁
書
、
秀
眞
傳

ほ
つ
ま
つ
た
え

な
ど
の
神
代
文󠄁
字
も
見
る
の
で
あ
る
が
、
殘
念
發

逹󠄁
を
き
た
さ
な
か
つ
た
。
漢
字
が
渡
來
し
た
の
は
十
一
代
垂
仁
天
皇
（
皇
紀
六
三
二
年
）

の
御
代
の
末
頃
か
と
言
は
れ
て
を
り
、
神
功
皇
后
以
後
、
韓󠄁
國
よ
り
奉
れ
る
表
文󠄁
等
を
讀

み
、
ま
た
朝󠄁
廷󠄁
よ
り
仰
せ
下
さ
れ
る
旨
を
文󠄁
書
に
記
さ
れ
る
や
う
に
な
り
、
十
五
代
應
神

天
皇
紀
の
十
六
年
（
皇
紀
八
七
六
年
）
に
は
「
春
二
月󠄁

は
る
き
さ
ら
ぎ

、
王
仁

わ

に

來
之

ま
い
け
り

。
太
子
菟󠄂
道󠄁
稚
郞
子

ひ
つ
ぎ
の
み
こ
う
ぢ
の
わ
き
い
ら
つ
こ

、

之
を

師

ふ
み
お
し
え
び
と

と
し
て
、
諸

も
ろ
も
ろ

の
典
籍

ふ

み

を
王
仁
に
習󠄁
ひ
給
ふ
。
通󠄁
逹󠄁

と
お
り
さ
と

り
給
は
ず
と
云
ふ
こ
と

莫な

し
。」
と
云
ふ
記
事
を
見
る
に
至
つ
た
。
次󠄁
で
十
六
代
仁
德
天
皇
紀
の
四
十
一
年
（
皇
紀

一
〇
一
三
年
）
春
三
月󠄁
の
條
に
「
紀
角
宿
禰

き
の
つ
ね
の
す
く
ね

を
百
濟

く

だ

ら

に
遣󠄁ま

た

し
て
、
始
め
て
國
、
郡
の
疆
場

さ

か

い

を

分󠄁
ち
て
、
具󠄁つ

ぶ

さ
に
鄕
土

く
に
つ
ち

の
出
づ
る
所󠄁
を
錄
さ
し
む
」
と
あ
る
の
が
、
漢
字
を
以
て
物
を
記

す
事
の
紀
に
見
え
た
初
め
で
あ
り
、
十
七
代
履
中
天
皇
紀
の
四
年
（
皇
紀
一
〇
六
三
年
）

秋
八
月󠄁
の
條
に
「
始
め
て
諸
國

く
に
ぐ
に

に
國
史󠄁

ふ
み
び
と

を
置
き
、
言
事

こ
と
わ
き

を
記し

る

し
て
四
方

よ

も

の
志ふ

み

を
逹󠄁い

た

せ
り
。
」

と
あ
る
を
見
る
か
ら
、
こ
の
御
代
の
頃
に
な
つ
て
や
う
や
く
、
上
古
よ
り
語
繼

か
た
り
つ

ぎ
言
繼

い

い

つ

ぎ

し
て
き
た
口
碑
に
よ
る
古
傳
說
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
書
き
記
し
た
「
纂
記

つ
ぎ
ぶ
み

（
書
籍
）
」
が
諸
家

に
出
來
は
じ
め
た
の
で
あ
ら
う
。
然
し
未
だ
そ
の
使󠄁
用
は
充
分󠄁
と
言
は
れ
な
か
つ
た
の
が
、

聖󠄁
德
太
子
に
よ
つ
て
一
大
發
逹󠄁
を
遂󠄂
げ
た
の
で
あ
る
。
然
し
一
方
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て

纂
記
も
色
々
に
書
か
れ
、
天
武
天
皇
の
御
代
と
な
つ
て
は
い
よ
い
よ
勝󠄁
手
な
自
家
に
都
合

の
よ
い
も
の
が
書
か
れ
る
や
う
に
な
つ
て
、
遂󠄂
に
天
武
天
皇
の
「
朕󠄂
聞
く
諸
家
の
賷も

た
る

所󠄁
の
云
云
」
の
深
憂
と
な
り
、
遂󠄂
に
修
史󠄁
の
大
事
業
を
志
ざ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

尙
、
推
古
天
皇
の
十
年
、
百
濟
の
僧
觀
勒

か
ん
ろ
く

が
來
朝󠄁
し
て
、
曆
本
、
天
文󠄁
、
地
理
書
等
を
獻け

ん

じ
た
の
で
、
聖󠄁
德
太
子
は
天
皇
に
奏
し
て
直
ち
に
こ
の
曆
を
採󠄁
用
し
硏
究
さ
れ
、
推
古
天

皇
の
卽
位
九
年
が
辛

か
の
え

酉と
り

で
あ
り
、
干
支

え

と

は
六
十
年
を
一
期󠄁
と
す
る
か
ら
、
こ
の
年
か
ら
二

十
一
回
前󠄁
の
辛
酉
（
丁
度
一
千
二
百
六
十
一
年
前󠄁
）
を
以
つ
て
、
神
武
天
皇
の
紀
元
と
定

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
實
に
偉
大
な
る
大
識
見
で
あ
り
、
此
の
御
世
の
天
皇
の
稱

號
に
「
推
古
」
の
御
名
が
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
も
宜
な
る
か
な
と
思
ふ
。 

 

此
の
、
文󠄁
字
の
發
逹󠄁
と
、
曆
の
採󠄁
用
と
、
神
武
天
皇
の
紀
元
を
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
修

史󠄁
の
事
業
に
多
大
の
貢
獻
と
な
つ
て
、
聖󠄁
德
太
子
の
修
史󠄁
の
完
成󠄁
を
見
る
に
ゐ
た
り
、
日

本
歷
史󠄁
の
上
に
計
り
知
れ
な
い
功
績
を
今
日
に
い
た
る
ま
で
及󠄁
ぼ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
以
下
次󠄁
號
） 
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第
一
章 

農
の
哲
學
的󠄁
考
察 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

菅
原 

兵
治 

～
第
一
節 

文󠄁
質
の
原
理
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
文󠄁
、
質
に
勝󠄁
て
ば
則
ち
史󠄁
な
り
。
質
、
文󠄁
に
勝󠄁
て
ば
則
ち
野
な
り
。
文󠄁
質
彬
々

ぶ
ん
し
つ
ひ
ん
ぴ
ん

と
し

て
、
然
る
後
君
子
な
り
。
」
こ
は
何
人
も
知
悉

ち

し

つ

す
る
論
語
雍
也
篇

よ

う

や
へ

ん

中
の
孔
子
の
語
で
あ
る
が
、

實
に
吾
々
の
望󠄂
ま
し
き
は
、
文󠄁
質
彬
々
た
る
中
正
社
會
の
建󠄁
設
で
あ
り
、
君
子
國
の
實
現

で
あ
る
。
そ
の
爲
に
は
先
づ
私
共
は
一
た
び
深
く
思
ひ
を
潛ひ

そ

め
て
、
文󠄁
質
の
關
係
を
究
め

ね
ば
な
ら
ぬ
。 

 

然
ら
ば
「
文󠄁
」
と
は
何
ぞ
や
、「
質
」
と
は
何
ぞ
や
。
先
づ
簡
單

か
ん
た
ん

に
之
を
解
說
す
る
こ
と
ゝ

し
よ
う
。
一
體
宇
宙
人
生—

—

從
つ
て
生
き
と
し
生
く
る
一
切
の
も
の
ゝ
生
命
力—

—

卽

ち
造󠄁
化󠄁
は
、
之
を
體
と
し
て—

—

其
の
本
體
的󠄁
方
面
よ
り
之
を
見
れ
ば
、
息や

む
こ
と
無
き

「
生
々
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
然
し
之
を
用
と
し
て—

—

其
の
作
用
的󠄁
方
面
よ
り
之
を
見

れ
ば
、
明󠄁
か
に
二
つ
の
方
途󠄁
が
あ
る
。
一
は
分󠄁
化󠄁
發
現
の
作
用
で
あ
り
、
一
は
統
一
收
藏

の
作
用
で
あ
る
。
前󠄁
者
は
「
一
」
な
る
造󠄁
化󠄁
の
本
源
よ
り
次󠄁
第
に
分󠄁
化󠄁
し
發
現
し
て
「
多
」

に
至
ら
ん
と
す
る
作
用
で
あ
り
、
後
者
は
「
多
」
を
次󠄁
第
に
統
一
し
收
藏
し
て
生
命
の
本

源
た
る
「
一
」
に
歸
せ
ん
と
す
る
作
用
で
あ
る
。 

 

而
し
て
前󠄁
者
の
分󠄁
化󠄁
發
現
の
作
用
の
所󠄁
產
が
卽
ち
「
文󠄁
」
で
あ
り
、
後
者
の
統
一
收
藏

の
作
用
の
所󠄁
產
が
卽
ち
「
質
」
で
あ
る
。 

 

今
こ
の
兩
作
用
の
如
實
の
相

す
が
た

を
私
共
は
、
い
み
じ
く
も
草
木
生
長
の
運󠄁
行
に
於
て
觀
得

か
ん
と
く

す
る
こ
と
が
出
來
る
。
私
共
が
謙󠄁
虛
に
天
地
閒
の
無
聲
無
臭

む
せ
い
む
し
ゅ
う

の
造󠄁
化󠄁
の
大
い
な
る
律
動
に

見
入
る
時
、
春
夏
秋
冬󠄀
四
季
の
う
つ
ろ
ひ
と
共
に
、
其
處

そ

こ

に
明󠄁
か
に
陰
陽
の
消󠄁
長
を
直
觀

し
得
る
で
あ
ら
う
。
生
き
と
し
生
く
る
地
上
大
方
の
草
木
の
生
育
を
見
よ
、
彼
等—

—

例

へ
ば
稻
は
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
は
、
ひ
た
す
ら
に
地
上
へ
地
上
へ
と
伸
び
行
く
發
現
の

作
用
に
よ
つ
て
、
地
中
に
埋
れ
し
一
粒
の
種
子
よ
り
次󠄁
第
に
數あ

ま

多た

の
莖
葉

け
い
よ
う

を
分󠄁
化󠄁
し
、
や

が
て
其
の
頂
き
に
「
文󠄁あ

や

」
な
る
花󠄁
を
開
く
。
然
し
そ
れ
が
秋
か
ら
冬󠄀
に
か
け
て
は
、
生
命
の

運󠄁
行
に
轉
換

て
ん
か
ん

を
來
し
て
收
藏
の
作
用
と
な
り
、
花󠄁
が
散
り
、
葉
が
枯
れ
、
莖く

き

が
萎
み
し
て
、

や
が
て
結
實
し
、
其
の
實
は
再
び
地
中
に
歸
し
て
來
る
春
を
待
つ
の
で
あ
る
。
今
此
の
閒

に
於
け
る
生
命
力
の
推
移
を
見
る
に
、
秋
に
な
つ
て
花󠄁
が
散
り
、
莖
葉
が
枯
れ
る
と
い
ふ

も
、
そ
れ
は
決
し
て
其
等
の
も
の
が
全󠄁
然
無
く
な
つ
て
し
ま
ふ
の
で
は
な
く
し
て
、
其
等

の
養󠄁
分󠄁
が
實
の
中
に
移
動
し
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
卽
ち
「
一
」
な
る
種
子

よ
り
其
の
生
命
力
が
發
現
し
て
、
數
多
の
莖
葉
に
分󠄁
化󠄁
し
、
そ
れ
が
再
び
「
一
」
な
る
種
子

に
統
一
收
藏
せ
ら
れ
て
、
再
び
來
る
春
を
待
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
用
は
自
然
薯

や

ま

の
い

も

の
如

き
多
年
生
の
も
の
に
於
て
は
、
地
中
の
根
と
地
上
の
莖
葉
と
の
關
係
に
於
て
之
を
明󠄁
か
に

見
得
る
で
あ
ら
う
。
春
夏
の
候
に
は
地
中
の
薯
の
中
の
養󠄁
分󠄁
を
悉
く
發
現
し
て
地
上
の
莖

葉
を
繁
茂
せ
し
め
る
が
、
一
た
び
秋
冬󠄀
の
候
に
な
る
と
今
度
は
全󠄁
く
反
對
に
、
地
上
の
莖

葉
が
枯
れ
盡
し
て
、
其
の
中
の
養󠄁
分󠄁
が
す
つ
か
り
地
中
の
薯
に
收
藏
せ
ら
れ
て
行
く
。
造󠄁

化󠄁
の
妙
用
は
眞
に
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
ぬ
も
の
が
あ
る
。 

 

東
洋
哲
學
の
根
柢
を
な
す
易
の
思
想
に
於
て
は
、
此
の
前󠄁
者
の
分󠄁
化󠄁
發
現
の
作
用
を
陽

と
い
ひ
、
後
者
の
統
一
收
藏
の
作
用
を
陰
と
い
ふ
が
、
此
の
易
學
の
思
想
を
以
て
文󠄁
質
關

係
を
說
明󠄁
す
れ
ば
、
生
命
そ
れ
自
體
が
太
極
。
そ
の
太
極
が
動
い
て
陰
陽
と
な
り
、
陽
の

作
用
の
極
致
が
「
文󠄁
」（
註
一
）
で
あ
り
、
陰
の
作
用
の
極
致
が
「
質
」（
註
二
）
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
眞
に
文󠄁
質
關
係
を
知
ら
う
と
思
へ
ば
、
矢
張
り
一

度
は
易
理
を
學
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
が
、
今
之
を
解
り
易
く
圖
解

ず

か

い

す
れ
ば
上
圖
の
如

く
な
る
で
あ
ら
う
か
。
（
圖
省
略
） 

 

一
陰
一
陽
之
を
道󠄁
と
謂
ふ
と
、
易
經
に
も
說
い
て
ゐ
る
が
、
植
物
に
於
て
も—

—

從
つ

て
生
き
と
し
生
く
る
一
切
の
も
の
に
於
て
、
此
の
一
陰
一
陽
の
作
用
が
順
調󠄁
に
循
環
せ
ら

れ
る
處
に
、
眞
の
健󠄁
康
が
存
す
る
の
で
あ
る
。 

「
質
」
よ
り
「
文󠄁
」
へ—

—
 

 
而
し
て
複

ふ
た
ゝ

び 

「
文󠄁
」
よ
り
「
質
」
へ—

—
 

 

其
處
に
始
め
て
文󠄁
質
彬
々
た
る
君
子—

—

永
遠󠄁
の
生
命—

—

「
天
常
立

あ
め
の
と
こ
た
ち

」
な
る
命
が
あ

る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
を
若
し
も
「
文󠄁
」
な
り
「
質
」
な
り
の
一
方
に
偏󠄁
し
て
、
生
命
の
作
用
の
進󠄁
行
を
停
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滯
せ
し
む
れ
ば
、
必
ず
狂
疾

き
ょ
う
し
つ

を
生
じ
、
遂󠄂
に
は
枯
死

こ

し

す
る
に
至
る
。（
人
生
に
於
け
る
、
國

家
社
會
に
於
け
る
、
亦
然
り
で
あ
る
。
）
か
く
て
生
命
の
健󠄁
か
な
る
進󠄁
行
の
爲
に
は
、
ど
う

し
て
も
「
文󠄁
質
彬
々
た
る
君
子
」
の
道󠄁
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。 

 
 

（
註
一
）「
文󠄁
」
の
こ
と
を
又
「
華
」
と
も
い
ひ
、「
質
」
の
こ
と
を
又
「
實
」
と
も
い

ふ
。
草
木
生
長
の
相

す
が
た

よ
り
肯
か
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
戊ぼ

申し
ん

詔
書

し
ょ
う
し
ょ

の
中
に
あ
る

「
華
を
去
り
實
に
就
き
」
の
聖󠄁
諭󠄀

せ

い

ゆ

の
深
義
を
時
勢
の
推
移
と
對
比
し
つ
つ
拜
誦
す

れ
ば
、
畏
敬
愈
々

い
よ
い
よ

切
な
る
を
覺
え
る
で
は
な
い
か
。 

 
 

（
註
二
）
本
末
關
係
よ
り
い
へ
ば
、
質
が
「
本
」
で
、
文󠄁
が
「
末
」
で
あ
る
。
後
に
詳

述󠄁
す
る
が
「
農
は
國
の
本
な
り
」
と
い
ふ
思
想
の
根
柢
は
此
處
か
ら
つ
か
ま
ね
ば

な
ら
ぬ
。 

  

か
く
い
ふ
と
文󠄁
質
の
理
な
ど
い
ふ
も
の
は
支
那󠄁
思
想
で
は
な
い
か
、
日
本
的󠄁
原
理
よ
り

見
れ
ば
如
何

ど

う

な
る
の
か
と
い
ふ
疑
問
も
無
し
と
せ
ぬ
で
あ
ら
う
。
思
ふ
に
文󠄁
質
循
環
の
理

は
宇
宙
自
然
の
大
法
則
で
あ
る
。
東
西
古
今
に
通󠄁
じ
て
の
法
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
と
處

と
に
よ
つ
て
制
約󠄁
を
受󠄁
く
る
こ
と
な
き
普
遍󠄁
的󠄁
原
理
で
あ
る
。
唯
說
明󠄁
に
便󠄁
利
な
る
が
故

に
、
儒
敎
的󠄁
言
辭
を
用
ゐ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
精
神
に
比
す
れ
ば
支
那󠄁
思
想
は

確
か
に
說
明󠄁
に
は
長
じ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
說
明󠄁
に
之
を
用
ゐ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
然

し
理
論
的󠄁
な
說
明󠄁
こ
そ
無
け
れ
、
一
度
日
本
古
典
の
隨
一
た
る
古
事
記
神
代
卷
劈
頭

へ
き
と
う

を
一

讀
す
れ
ば
、
以
上
の
法
則
を
單
な
る
理
論
に
あ
ら
ず
し
て
、
潑
剌

は
つ
ら
つ

た
る
生
け
る
神
々
の
生

命
に
於
て
う
れ
し
く
も
直
ち
に
味
識

み

し

き

し
得
る
で
あ
ら
う
。
私
は
日
本
人
と
し
て
の
自
覺
の

上
よ
り
敢
へ
て
此
處
に
敬

つ
つ
し

ん
で
之
を
抄
錄
す
る
こ
と
ゝ
す
る
。 

  

天
地
の
は
じ
め
の
時
、
高
天
原
に
成󠄁
り
ま
せ
る
神
の
名
は
、
「
天
之
御
中
主󠄁

あ

め

の

み

な

か

ぬ

し

神
」
。
次󠄁
に

「
高
御
產
巢
日

た

か

み

む

す

び

神
」
。
次󠄁
に
「
神
產
巢
日

か

み

む

す

び

神
」。
こ
の
三
柱󠄁
の
神
は
、
み
な
獨

ひ
と
り

神が
み

成󠄁
り
ま

し
て
、
身
を
隱
し
た
ま
ひ
き
。 

次󠄁
に
國
稚わ

か

く
、
浮󠄁

脂

う
き
あ
ぶ
ら

の
如
く
に
し
て
、
水
母

く
ら
げ
な
す

な
す
漂
へ
る
時
に
、
葦
芽󠄀

あ
し
か
び

の
ご
と
萌も

え
騰󠄁あ

が

る
物
に
因
り
て
成󠄁
り
ま
せ
る
神
の
名み

な

は
「
宇
麻󠄁
志
阿
斯
訶
備
比
古
遲

う

ま

し

あ

し

か

び

ひ

こ

ぢ

神
」
。
次󠄁
に

「
天
之
常
立

あ
め
の
と
こ
た
ち

神
」。
こ
の
二
柱󠄁
の
神
も
獨

ひ
と
り

神が
み

成󠄁
り
ま
し
て
身
を
隱
し
た
ま
ひ
き
。（
古

事
記 

上
卷
） 

  

先
づ
右
に
於
け
る
神
の
御
名
に
用
ゐ
ら
れ
し
語
の
意󠄁
義
を
明󠄁
か
に
す
る
。 

 

「
天
御
中
主󠄁
」
は
造󠄁
化󠄁
そ
れ
自
體
。—

—

易
の
太
極—

—

西
洋
哲
學
で
い
ふ
中
心
生
命

と
も
い
ふ
べ
き
存
在
で
あ
つ
て
、「
中
主󠄁
」
と
は
如
何
に
も
そ
れ
に
相
應
は
し
い
名
で
あ
る

と
思
ふ
。
其
の
「
中
主󠄁
」
の
分󠄁
化󠄁
發
現
的󠄁
の
は
た
ら
き
が
卽
ち
「
高
御
產
靈

た

か

み

む

す

び

」
で
あ
り
、
統

一
收
藏
的󠄁
の
は
た
ら
き
が
卽
ち
「
神か

み

產
靈

む

す

び

」
で
あ
る
。「
中
主󠄁
」
の
こ
の
陰
陽
の
兩
作
用
が

よ
く
循
環
し
て
健󠄁
行
す
る
が
故
に
、
其
處
に
生
命
の
健󠄁
全󠄁
な
る
生
長—

—

之
を
葦
に
譬た

と

へ

て
「
宇
麻󠄁
志
阿
斯
訶
備
比
古
遲

う

ま

し

あ

し

か

び

ひ

こ

ぢ

」
可
美
葦
芽󠄀
彥
遲
）
が
生
じ
、
從
つ
て
「
天
常
立

あ
め
の
と
こ
た
ち

」
天
永
久
立

と

こ

た

ち

—
—

永
久
に
倒
れ
ぬ
）
な
る
永
遠󠄁
の
生
命
が
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
之
を
逆󠄁
に
い
へ
ば
、

永
遠󠄁
に
健󠄁
全󠄁
な
る
生
命
を
保
つ
爲
に
は
、「
中
主󠄁
」
の
分󠄁
化󠄁
發
現
の
「
高
御
產
靈

た

か

み

む

す

び

」
と
、
統

一
收
藏
の
「
神か

み

產
靈

む

す

び

」
と
の
兩
作
用
の
燮
理

し
ょ
う
り

を
亂
さ
ぬ
こ
と
が
肝
要󠄁
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な

る
わ
け
で
あ
る
。 

 

以
上
は
神
の
御
名
の
意󠄁
義
を
謹
解
し
た
も
の
で
、
日
本
精
神
に
於
て
は
、
眞
理
を
理
論

的󠄁
說
得
に
よ
る
よ
り
も
、
人
格
そ
れ
自
體
の
體
驗
體
得

た
い
け
ん
た
い
と
く

に
よ
つ
て
證
悟

し
ょ
う
ご

す
る
を
尊󠄁
ぶ
が
故

に
、
古
事
記
に
於
て
は
か
ゝ
る
神
德
を
有
せ
る
別
天
五
神
に
よ
り
て
皇
國
の
創
成󠄁
が
行
は

れ
た
こ
と
を
誌し

る

し
、
從
つ
て
宇
宙
人
生
一
切
の
事
物
は
皆
こ
の
德—

—

は
た
ら
き
に
よ
つ

て
出
來
る
も
の
な
る
こ
と
を
敎
へ
た
も
の
で
あ
る
。
別
天
五
神
は
卽
ち
其
の
御
神
德
を
有

せ
る
神
々
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
誠󠄁
に
床
し
い
で
は
な
い
か
。 

 

以
上
に
よ
つ
て
陰
陽
文󠄁
質
の
關
係
は
明󠄁
か
に
な
つ
た
こ
と
と
思
ふ
。
然
し
此
處
に
猶󠄁
一

言
附
加
へ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
其
の
偏󠄁
で
あ
り
、
過󠄁
で
あ
る
。
卽
ち
文󠄁
に
も
質

に
も
其
の
度
を
越
し
て
し
ま
つ
て
造󠄁
化󠄁
の
本
質
よ
り
逸
脫
せ
る
狀
態
の
現
象
を
見
る
こ
と

で
あ
る
。
自
然
界
に
於
て
は
此
の
事
が
案
外
少
い
が
、
人
閒
の
世
界
に
は
作
爲
の
生
活
が

多
い
爲
に
、
往󠄁
々
に
し
て
此
の
遍󠄁
過󠄁
の
現
象
を
見
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
如
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何
な
る
偏󠄁
過󠄁
を
生
ず
る
か
と
い
ふ
に
、「
浮󠄁
文󠄁
」
と
「
瀆
武

と

く

ぶ

」
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
卽
ち
文󠄁

に
偏󠄁
過󠄁
す
れ
ば
「
浮󠄁
文󠄁
」（
若
し
く
は
浮󠄁
華
）
と
な
り
、
質
に
偏󠄁
過󠄁
す
れ
ば
「
瀆
武
」（
若
し

く
は
偏󠄁
武
、
或
は
野
）
と
な
る
の
が
是
れ
で
あ
る
。 

 
 

（
註
）
前󠄁
揭
論
語
の
用
語
を
以
て
す
れ
ば
、
文󠄁
の
偏󠄁
過󠄁
を
「
史󠄁
」
と
な
し
、
質
の
偏󠄁
過󠄁

を
「
野
」
と
な
す
べ
き
で
あ
る
が
、
我
が
日
本
に
於
て
は
從
來
武
士
道󠄁
に
卽
し
て
最
も
敬

肅
に
道󠄁
を
究
め
來
た
る
が
故
に
、
其
の
武
士
道󠄁
的󠄁
な
用
語
を
以
て
、
以
下
「
浮󠄁
文󠄁
」「
瀆
武
」

と
し
て
用
ふ
る
こ
と
ゝ
す
る
。 

 

今
こ
の
兩
者
を
稻
に
譬

た
と
え

を
取
つ
て
說
明󠄁
せ
ん
に
、
植
物
は
稻
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
い

が
、
花󠄁
が
咲󠄁
い
た
時
は
最
も
生
命
の
發
現
し
た
狀
態
で
あ
つ
て
最
も
美
し
い
。（
稻
の
花󠄁
は

さ
ほ
ど
綺
麗
で
も
な
い
が
、
薔
薇

ば

ら

や
牡
丹

ぼ

た

ん

に
な
る
と
此
の
事
が
よ
く
肯
け
る
。）
そ
れ
で
其

れ
を
見
た
人
閒
の
我
儘

わ
が
ま
ま

は
、
花󠄁
の
狀
態
を
永
久
に
持
續
せ
ん
と
す
る
。
そ
し
て
遂󠄂
に
は
花󠄁

の
み
を
ち
よ
ん
切
つ
て
花󠄁
甁
に
飾󠄁
り
、
更󠄁
に
稻
の
花󠄁
の
み
で
は
滿
足
出
來
ず
、
終󠄁
に
は
薔

薇
の
花󠄁
や
ら
牡
丹
の
花󠄁
ま
で
を
甁
中
に
飾󠄁
り
、
而
し
て
こ
の
生
命
の
根
源
よ
り
遊󠄁
離
せ
る

花󠄁
の
狀
態
を
永
久
に
持
續
し
て
享
樂
せ
ん
と
す
る
に
至
る
。
こ
の
狀
態
を
「
浮󠄁
文󠄁
」
と
い

ふ
の
で
あ
る
。（
次󠄁
章
の
歷
史󠄁
的󠄁
現
象
參
照
）
さ
う
す
る
と
一
面
に
於
て
は
之
が
反
動
と
し

て
、
浮󠄁
文󠄁
浮󠄁
華
の
狀
態
に
至
る
の
は
畢
竟

ひ
っ
き
ょ
う

花󠄁
を
咲󠄁
か
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
花󠄁
さ
へ
咲󠄁
か
せ

な
け
れ
ば
稻
の
生
命
は
永
久
に
存
續
す
る
の
で
あ
ら
う
と
思
ひ
一
切
の
生
命
の
暢
逹󠄁

ち
ょ
う
た
つ

生

長
を
抑
壓

よ
く
あ
つ

せ
ん
と
す
る—

—

一
切
の
發
芽󠄀
生
長
（
分󠄁
化󠄁
發
現
）
を
否
定
し
て
永
久
に
種
子

の
ま
ゝ
に
し
て
置
か
う
と
す
る
に
至
る
。
こ
れ
卽
ち
「
瀆
武
」
な
の
で
あ
る
。
此
の
浮󠄁
文󠄁

と
瀆
武
と
の
兩
者
は
、
共
に
造󠄁
化󠄁
の
自
然
な
る
運󠄁
行
循
環
に
背
く
も
の
で
あ
つ
て
、
決
し

て
永
續
し
得
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
從
つ
て
一
見
其
の
主󠄁
張
は
浮󠄁
文󠄁
の
方
面
は
如
何
に
も

華
々
し
く
、
瀆
武
の
方
面
は
如
何
に
も
壯
烈
に
は
見
ゆ
る
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
與と

も

に
決

し
て
健󠄁
か
な
る
天
行
、
自
然
な
る
造󠄁
化󠄁
の
流
行
で
は
な
い
。
遠󠄁
か
ら
ず
し
て
行
詰
り
と
破

滅
と
の
襲
ひ
來
る
は
止
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
ら
う
。 

 

斯
く
て
私
共
は
事
物
、
事
象
に
す
べ
て
四
つ
の
範
疇
が
あ
る
こ
と
を
知
り
得
た
。
卽
ち

造󠄁
化󠄁
の
收
藏
的󠄁
作
用
の
所󠄁
產
た
る
「
質
」
と
、
發
現
的󠄁
作
用
の
所󠄁
產
た
る
「
文󠄁
」
と
、
而
し

て
更󠄁
に
其
の
文󠄁
的󠄁
方
面
が
過󠄁
ぎ
て
生
命
の
本
質
よ
り
離
脫
せ
る
虛
飾󠄁
の
狀
態
た
る
「
浮󠄁
文󠄁
」

と
、
其
の
浮󠄁
文󠄁
の
反
動
的󠄁
作
用
と
も
見
る
べ
き
一
切
の
發
言
力
を
抑
壓
せ
ん
と
す
る
「
瀆

武
」
と
の
四
つ
が
是
れ
で
あ
る
。
此
の
四
範
疇
は
私
の
硏
究
の
全󠄁
般
を
通󠄁
じ
て
の
根
本
原

理
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
隨

し
た
が

つ
て
「
農
」
の
本
質
も
亦
此
の
原
理
よ
り
明󠄁
か
に
し
た
い
と

思
ふ
私
の
所󠄁
念
な
る
が
故
に
、
少
し
く
冗
長
の
嫌󠄁
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
も
、
次󠄁
節

に
於
て
更󠄁
に
具󠄁
體
的󠄁
の
事
例
を
擧
げ
て
說
述󠄁
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。 
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歸
農
の
意󠄁
義 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
浦 

夏
南 

 
 

 
 

 
 

 
 

～
家
族
の
團
結
～ 

  

前󠄁
號
に
引
き
續
き
歸
農
の
必
然
性
に
つ
い
て
項
目
別
に
詳
說
し
て
行
く
。
今
回
は
前󠄁
號

に
て
示
唆
し
た
や
う
に
農
こ
そ
が
家
族
を
結
び
合
は
せ
る
機
緣
で
あ
り
、
一
族
確
立
の
根

柢
で
あ
る
こ
と
を
確
認󠄁
し
た
い
。 

 

農
は
本
質
的󠄁
に
家
族
に
よ
つ
て
營
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
當
然
と
い
へ
ば
、

當
然
過󠄁
ぎ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
農
が
產
業
化󠄁
さ
れ
、
大
企
業
に
よ
つ
て
大
規
模
化󠄁

さ
れ
つ
つ
あ
る
現
今
の
我
が
國
に
於
て
は
改
め
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄󠄁
で
あ
る
。
一
般

に
農
を
營
む
者
を
農
家
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
考
へ
て
も
農
業
に
從
事
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
家

を
基
本
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
來
た
。
そ
れ
は
一
定
の
場
所󠄁
に
住󠄁
居
を
構󠄁
え
、
そ
こ
に
家
族

單
位
で
土
着
し
、
天
地
の
惠
み
を
頂
い
て
生
活
す
る
こ
と
が
最
も
根
源
的󠄁
且
つ
基
本
的󠄁
な

生
活
樣
式
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一
定
の
土
地
に
土
着
す
る
も
の
が
家
族

で
あ
り
、
家
族
に
衣
⻝
を
與
へ
る
も
の
が
そ
の
土
地
で
あ
れ
ば
、
必
然
的󠄁
に
土
地
に
奉
仕

し
、
働
く
も
の
は
そ
の
家
族
と
な
る
こ
と
は
人
類
の
當
然
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
書
い
て

見
れ
ば
、
當
然
過󠄁
ぎ
て
冗
長
と
な
る
こ
と
も
過󠄁
剩
な
近󠄁
代
化󠄁
を
押
し
進󠄁
め
て
來
た
我
が
國

に
於
て
は
も
は
や
當
然
と
は
言
へ
な
い
。
交󠄁
通󠄁
の
發
逹󠄁
と
都
市
化󠄁
に
よ
つ
て
土
地
、
家
族
、

住󠄁
居
、
職
場
は
分󠄁
斷
さ
れ
關
係
が
稀
薄
に
な
つ
て
ゐ
る
。
例
言
す
る
な
ら
ば
、
郊
外
に
住󠄁

居
を
構󠄁
へ
な
が
ら
、
父󠄁
母
は
都
心
で
共
働
き
の
賃
勞
働
。
息
子
は
家
か
ら
高
校󠄁
に
通󠄁
ひ
、

娘
は
縣
外
の
大
學
に
下
宿
。
こ
の
や
う
な
家
族
が
今
で
は
一
般
的󠄁
で
あ
り
、
珍
し
い
こ
と

で
は
な
い
。
こ
れ
で
は
名
は
家
族
で
あ
つ
て
も
そ
の
實
は
他
人
同
士
の
共
同
生
活
で
あ
る
。

古
來
の
家
族
相
通󠄁
の
情󠄁
愛
や
道󠄁
義
が
養󠄁
は
れ
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
農
に
歸
る
と
い
ふ

こ
と
は
人
閒
と
大
地
が
一
體
で
あ
り
、
住󠄁
居
と
職
場
が
一
致
し
、
そ
の
擔
ひ
手
が
血
緣
に

結
ば
れ
た
家
族
で
あ
る
と
い
ふ
基
本
的󠄁
な
人
閒
の
生
活
樣
式
に
歸
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

斯
く
の
如
く
家
族
が
共
に
働
き
、
共
に
休
み
、
共
に
祭
り
、
共
に
⻝
し
て
こ
そ
初
め
て
眞

の
意󠄁
味
で
家
族
生
活
と
言
へ
る
の
で
あ
る
。
近󠄁
代
化󠄁
以
前󠄁
ま
で
は
論
ず
る
ま
で
も
な
か
つ

た
こ
の
事
實
を
直
視
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
徒
に
家
族
關
係
の
稀
薄
化󠄁
、
道󠄁
德
心
の
低
迷󠄁

を
嘆
き
、
敎
育
の
重
要󠄁
性
を
論
じ
て
も
甲
斐
は
な
い
の
で
あ
る
。
日
常
的󠄁
な
生
活
こ
そ
人

格
形
成󠄁
の
根
柢
で
あ
り
、
そ
の
生
活
が
非
家
族
的󠄁
で
あ
る
以
上
當
然
の
結
果
が
出
て
ゐ
る

と
言
へ
る
。 

 

家
族
が
眞
の
意󠄁
味
で
團
結
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
生
活
の
全󠄁
面
に
於
て
一
致
協
力
す
る
こ

と
で
あ
る
。
先
づ
は
同
じ
場
所󠄁
に
住󠄁
み
、
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
何
を
當
た
り
前󠄁
の
こ
と

を
と
思
ふ
か
も
し
れ
な
い
が
、
上
述󠄁
の
や
う
に
實
は
既
に
當
り
前󠄁
で
は
な
く
な
つ
て
き
て

ゐ
る
。
假
に
一
家
が
同
じ
家
に
住󠄁
ん
で
ゐ
た
と
し
て
も
夜
、
就
寢
す
る
ま
で
の
時
閒
と
、

朝󠄁
、
出
勤
通󠄁
學
ま
で
の
時
閒
を
共
有
す
る
に
留
ま
つ
て
ゐ
た
り
、
休
日
を
趣
味
に
暮
ら
す

程󠄁
度
の
繫
が
り
で
あ
つ
て
そ
れ
以
上
で
は
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
こ
で
言
ふ
住󠄁
み
、
生
き

る
と
は
生
活
全󠄁
面
の
共
有
で
あ
る
。
朝󠄁
起󠄁
き
て
夜
寢
床
に
入
る
ま
で
の
時
閒
を
共
有
し
、

且
つ
衣
⻝
の
糧
を
頂
く
爲
に
協
働
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
全󠄁
面
的󠄁
に
協
働
す
る
と
い

ふ
こ
と
は
、
そ
の
職
を
同
じ
く
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
生
活
を
協
働
す
る

爲
に
は
ど
う
し
て
も
家
業
を
農
に
定
め
る
よ
り
他
な
い
。
農
業
で
あ
れ
ば
、
幼
い
子
供
か

ら
年
老
い
た
老
人
ま
で
皆
が
協
力
し
て
働
く
こ
と
が
出
來
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徵
に
合
は
せ

て
、
職
分󠄁
が
あ
る
。
住󠄁
居
が
そ
の
ま
ま
職
場
で
あ
り
、
働
き
手
は
家
族
で
あ
る
。
逆󠄁
に
農
業

ほ
ど
他
人
同
士
協
力
し
が
た
い
職
業
は
な
い
と
も
言
は
れ
る
。
複
數
の
農
家
が
合
同
で
法

人
を
立
ち
上
げ
た
が
結
局
そ
れ
ぞ
れ
の
農
家
に
分󠄁
裂
し
た
と
い
ふ
話
は
多
い
と
聞
く
。
そ

の
理
由
は
畑
と
人
と
が
情󠄁
愛
で
結
ば
れ
て
ゐ
る
以
上
、
畑
に
奉
仕
す
る
も
の
は
情󠄁
愛
で
結

ば
れ
て
ゐ
る
家
族
で
な
け
れ
ば
上
手
く
行
か
な
い
。
我
が
子
を
他
人
に
任
せ
る
譯
に
は
行

か
な
い
し
、
我
が
子
な
の
か
他
人
な
の
か
分󠄁
か
ら
な
い
作
物
に
は
情󠄁
が
湧
か
な
い
の
で
あ

る
。
農
が
大
地
に
對
す
る
奉
仕
で
あ
る
以
上
、
愛
の
な
い
と
こ
ろ
に
仕
事
は
生
ま
れ
な
い

の
で
あ
る
。
論
よ
り
證
據
、
こ
の
事
實
を
見
て
も
農
は
本
來
家
族
を
單
位
と
し
た
仕
事
で

あ
る
。
農
を
家
業
と
す
る
こ
と
は
家
族
が
一
致
協
力
し
、
生
活
を
全󠄁
面
的󠄁
に
共
有
す
る
こ

と
で
あ
る
。 

 
家
族
の
眞
の
團
結
に
は
生
活
の
糧
を
共
有
す
る
こ
と
が
不
可
缺
で
あ
る
。
現
在
の
社
會

で
は
お
金
を
持
つ
て
ゐ
れ
ば
、
衣
⻝
の
糧
を
誰
で
も
買
ふ
こ
と
が
出
來
る
と
い
ふ
現
實
が

あ
る
。
こ
れ
は
一
面
便󠄁
利
で
は
あ
る
が
、
家
族
を
個
人
へ
と
分󠄁
裂
さ
せ
る
要󠄁
因
と
も
な
る
。

衣
⻝
は
人
閒
生
活
の
根
本
で
あ
り
、
こ
れ
が
共
有
さ
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
、
心
ま
で
分󠄁
離
し

て
し
ま
ふ
。
家
族
の
各
々
が
別
々
の
仕
事
を
し
て
お
金
を
手
に
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
生

活
が
營
め
る
と
い
ふ
現
實
が
、
家
族
的󠄁
共
同
生
活
の
實
を
奪
ひ
、
個
人
主󠄁
義
的󠄁
傾
向
を
助

長
し
て
ゐ
る
こ
と
は
紛󠄁
れ
も
な
い
事
實
で
あ
る
。
生
活
、
經
濟
は
バ
ラ
バ
ラ
で
も
心
さ
へ
、
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血
さ
え
繫
が
つ
て
ゐ
れ
ば
と
い
ふ
考
へ
は
幻
想
に
過󠄁
ぎ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
現
代
社
會

の
諸
問
題
が
如
實
に
示
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
家
族
が
農
を
營
む
と
い
ふ
こ
と
は
天
地

に
家
族
一
體
と
な
つ
て
奉
仕
し
、
神
よ
り
直
接
衣
⻝
の
糧
を
頂
く
こ
と
で
あ
る
。
共
に
働

き
、
共
に
得
た
も
の
を
共
に
頂
く
、
こ
の
原
初
的󠄁
生
活
體
驗
が
家
族
を
結
び
合
は
せ
る
上

で
極
め
て
重
要󠄁
な
の
で
あ
る
。
住󠄁
居
は
共
有
し
て
ゐ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所󠄁
有
す
る
お
金

で
そ
れ
ぞ
れ
が
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
ふ
事
實
が
根
柢
に
あ
る
以
上
、
眞
の
團
結

は
生
ま
れ
得
な
い
。
ま
し
て
や
そ
の
糧
が
人
閒
の
作
り
上
げ
た
貨󠄁
幣󠄁
制
度
に
依
據
し
て
ゐ

て
は
天
地
に
家
族
が
結
ば
れ
て
行
く
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。 

 

家
族
の
眞
の
團
結
は
信
仰
を
共
有
す
る
こ
と
な
し
に
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
同
居
し
、
生

活
を
共
に
し
て
ゐ
て
も
心
が
一
つ
で
な
け
れ
ば
、
家
族
と
は
言
へ
な
い
。
農
を
營
む
こ
と

は
、
同
時
に
五
穀
の
豐
穰
を
神
に
祈
り
、
祭
り
を
行
ふ
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
神
に
祈

り
つ
つ
天
地
に
奉
仕
し
、
家
族
が
衣
⻝
す
る
こ
と
は
民
族
的󠄁
信
仰
を
生
活
の
中
に
行
ず
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
國
土
創
成󠄁
よ
り
續
く
我
が
國
の
神
話
の
傳
統
を
今
に
引
き
繼

ぎ
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
都
市
的󠄁
生
活
で
は
天
地
と
人
が
直
接
繫
が
り
、
生
活
す

る
こ
と
が
出
來
な
い
の
で
、
ど
う
し
て
も
信
仰
が
稀
薄
に
な
る
。
そ
れ
を
失
は
ぬ
や
う
に

と
努
力
し
て
も
、
天
地
と
の
直
接
關
係
が
失
は
れ
て
ゐ
る
爲
に
宗
敎
的󠄁
、
哲
學
的󠄁
に
陷
り

や
す
い
。
生
活
が
共
有
さ
れ
て
居
ら
ず
、
經
濟
の
基
盤
も
各
自
が
私
有
し
て
ゐ
る
と
い
ふ

事
實
が
あ
り
な
が
ら
、
無
理
に
信
仰
を
觀
念
と
し
て
强
制
す
れ
ば
反
發
を
招
き
や
す
い
こ

と
は
人
閒
の
性
情󠄁
で
あ
る
。
農
を
營
む
こ
と
は
自
然
な
家
族
生
活
の
中
に
傳
統
的󠄁
信
仰
を

行
ず
る
こ
と
な
の
で
、
無
理
が
な
く
自
づ
か
ら
に
精
神
が
共
有
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

斯
く
槪
觀
し
て
來
た
や
う
に
農
を
營
む
こ
と
は
、
內
外
物
心
兩
面
に
於
て
家
族
を
結
び
、

ま
と
め
る
所󠄁
以
で
あ
る
こ
と
が
分󠄁
か
る
と
思
ふ
。
そ
し
て
こ
れ
は
近󠄁
代
化󠄁
以
後
の
日
本
が

著
し
く
喪
失
し
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
深
く
强
く
結
び
合
は
さ
れ
た
家

族
が
擴
大
し
て
一
族
が
生
ま
れ
、
一
族
を
基
盤
と
し
て
始
め
て
天
下
國
家
を
動
か
す
厚
み

の
あ
る
人
物
を
生
む
準
備
が
整
ふ
こ
と
に
な
る
。
眞
の
家
族
の
復
活
と
一
族
再
生
の
鍵󠄀
は

紛󠄁
れ
も
な
く
歸
農
に
あ
る
と
確
信
す
る
。 

 
 

  

 

★
活
動
報
吿 

・
八
月
二
十
一
日
（
火
）
勉
强
會
『
農
士
道󠄁
』」

を
開
催
。 

・
八
月
二
十
八
日
（
火
）
勉
强
會
『
土
居
清
良
』
を
開
催
。 

 

★
今
後
の
豫よ

定
て
い 

・
九
月
十
一
日
（
火
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

『
農
士
道󠄁
』」 

 
 

松󠄁
山
市
男
女
共
同
參
畫
推
進󠄁
セ
ン
タ
ー
☆
コ
ム
ズ
三
階
會
議
室
一―

二 

（
住󠄁
所󠄁
：
愛
媛󠄁
縣
松󠄁
山
市
三
番
町
六
丁
目
四―

二
〇
） 

 

・
九
月
二
十
八
日
（
金
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

『
土
居
清
良
』 

 
 

松󠄁
山
市
男
女
共
同
參
畫
推
進󠄁
セ
ン
タ
ー
☆
コ
ム
ズ
三
階
會
議
室
一―

二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
住󠄁
所󠄁
：
愛
媛󠄁
縣
松󠄁
山
市
三
番
町
六
丁
目
四―

二
〇
） 

 
 

※ 

曜
日
が
通
常
と
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

★
一

い
っ

燈
と
う

照
し
ょ
う

隅
ぐ
う 

萬
燈
照
國

ば
ん
と
う
し
ょ
う
こ
く 

 
 

ひ
の
心
を
繼
ぐ
會
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
兩
先
生
の
精
神
を
繼
承
し
、
發

展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
會
で
す
。
一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
圍

し
ゅ
う
い

の
人
々
の
心
に
「
ひ
」
を
燈と

も

し
、
や
が
て
そ
れ
が
國
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と

を
願
ひ
、
活
動
を
行
つ
て
を
り
ま
す
。
皆
樣
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り

ま
す
や
う
、
宜
し
く
お
願
ひ
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

年
會
費 

・
一

般

會

員 

三
千
圓 

・
贊

助

會

員 

一
萬
圓 

・
特
別
贊
助
會
員 

三
萬
圓 

・
支

援

會

員 
一
萬
圓 

 

 

 


