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神
道󠄁(

三)   

（
大
和
世
界
の
建󠄁
設
） 

 
 

 
 

 

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記 

は
じ
め
に (
三) 

た
だ
純
粹
に―

直な
お

日ひ

も
ち
て―

   

小
雨
降
る
霧
島 

 

 
 

あ
れ
は
い
つ
の
頃
だ
つ
た
か
。
今
明󠄁
ら
か
で
な
い
が
、
三
十
歲
前󠄁
後
で
あ

つ
た
と
思
ふ
。
當
時
、
古
事
記
に
つ
い
て
「
日
本
道󠄁
」
に
書
い
て
ゐ
た
私
は
、

日
向
の
地
を
探
ね
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
先
づ
宮
崎
神
宮
に
參
り
、
鵜
戶
神
社

に
詣
で
、
鹿
兒
島
に
西
鄕
隆
盛󠄁
な
ど
の
遺󠄁
跡
を
尋󠄁
ね
、
照
國
神
社
に
お
參
り

し
て
か
ら
、
再
び
日
向
に
か
へ
っ
て
西
都
原
に
、
邇
邇
藝
能
命
と
木
花󠄁
之
佐

久
夜
卑
賣
の
物
語
を
偲
ん
で
、
霧
島
神
宮
に
詣
で
た
の
で
あ
つ
た
。
小
雨
が

降
つ
て
ゐ
た
。
若
葉
の
頃
で
あ
つ
た
。
直
ち
に
高
千
穗
の
峰
に
登
ら
う
と
し

て
ゐ
た
と
こ
ろ
へ
、
紫
の
衣
を
ま
と
は
れ
た
宮
司
が
降
り
て
見
え
ら
れ
た
の

で
御
辭
儀
を
す
る
と
、
そ
の
宮
司
は
近󠄁
寄
つ
て
言
は
れ
た
。「
今
、
神
前󠄁
に
額

づ
く
と
、
神
の
お
吿
が
あ
り
ま
し
た
。
今
日
話
す
人
が
見
え
る
と
の
こ
と
で

し
た
。
そ
の
人
が
貴
方
の
や
う
で
す
。」
私
が
高
千
穗
に
登
る
考
へ
で
あ
る
こ

と
を
言
ふ
と
、
そ
れ
は
後
に
し
て
、
是
非
今
日
は
私
の
話
を
聞
い
て
下
さ
い
。

と
强
く
言
は
れ
る
の
で
、
私
も
神
の
お
吿
と
の
事
で
は
あ
る
し
、
心
動
か
さ

れ
て
、
宮
司
さ
ん
の
後
に
隨
ひ
、
す
す
め
ら
れ
る
ま
ま
に
客
閒
に
坐
し
た
の

で
あ
つ
た
。
更󠄁
め
て
名
を
名
乘
っ
て
挨
拶
を
す
る
と
、
宮
司
も
名
刺
を
出
さ

れ
た
。
見
る
と
〝
卜
部
眞
一
〟
と
書
か
れ
て
あ
つ
た
。 

 
 

「
貴
方
は
、
古
事
記
を
讀
ん
で
ゐ
ら
れ
る
ら
し
い
が
、
古
事
記
を
、
支
那󠄁
の 

思
想
で
み
た
り
、
西
洋
の
哲
學
で
考
へ
た
り
す
る
の
で
は
本
當
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
貴
方
に
お

觀
せ
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。」 

 

と
言
つ
て
持
つ
て
來
ら
れ
た
も
の
は
、
靈
魂
寫
眞
で
あ
つ
た
。 

 
 

「
私
が
、
照
國
神
社
の
宮
司
を
し
て
ゐ
た
時
、
鹿
兒
島
の
有
志
と
相
談
し
、
東
京
か
ら
靈
能

者
（
今
名
を
忘󠄁
れ
て
ゐ
る
。）
を
呼
び
、
名
士
の
方
々
に
集
つ
て
い
た
だ
き
撮
つ
た
も
の
で
す
。

寫
眞
の
種
版
を
十
枚
重
ね
て
、
集
つ
た
人
々
に
何
枚
目
か
の
種
版
を
定
め
て
、
そ
れ
に
自
分󠄁
の

思
ふ
人
を
念
じ
て
下
さ
い
と
の
事
で
、
皆
が
各
々
念
じ
た
の
で
し
た
。
暫
く
し
て
、
も
う
よ
ろ

し
い
で
せ
う
と
、
そ
れ
を
、
市
內
か
ら
呼
ん
で
ゐ
た
寫
眞
屋
に
現
像
さ
し
た
の
で
し
た
が
、
や

が
て
、
そ
の
寫
眞
屋
が
暗󠄁
室
か
ら
聲
を
あ
げ
て
、「
出
て
ゐ
ま
す
。
出
て
ゐ
ま
す
。
」
と
言
ふ
の

で
す
。
持
つ
て
來
た
も
の
を
見
る
と
、
西
鄕
隆
盛󠄁
、
島
津
齊
彬
、
な
ど
の
、
こ
れ
が
そ
の
寫
眞

で
す
。
」 

 

見
る
と
、
西
鄕
隆
盛󠄁
な
ど
、
想
像
畫
な
ど
に
似
て
ゐ
ら
れ
る
。 

 
 

「
こ
れ
が
零
界
に
い
ら
れ
る
お
姿󠄁
で
す
。
靈
魂
の
世
界
に
も
色
々
の
段
階
が
あ
つ
て
、
高
級󠄁

の
靈
は
白
色
か
ら
金
色
に
輝
い
て
ゐ
ら
れ
て
な
か
な
か
逢󠄁
う
こ
と
が
出
來
ま
せ
ん
。
普
通󠄁
幽

靈
が
出
る
と
言
は
れ
る
そ
の
樣
な
靈
は
、
こ
の
世
に
執
念
を
も
つ
て
ゐ
る
靈
で
撮
り
易
い
の

で
す
。
こ
れ
は
乃
木
將
軍
が
福
井
か
ど
こ
か
あ
た
ら
の
方
の
聯
隊󠄁
に
赴
任
せ
ら
れ
た
時
、
幽
靈

が
出
る
と
言
つ
て
皆
逃󠄂
げ
出
す
屋
敷
が
あ
つ
た
の
で
す
が
、
今
度
來
た
靑
年
將
校󠄁
を
そ
の
屋

敷
に
入
れ
て
み
や
う
で
は
な
い
か
と
た
く
ま
は
れ
て
入
ら
れ
た
屋
敷
に
出
た
幽
靈
で
す
。
」 

 
 

「
そ
の
靈
能
者
は
、
自
分󠄁
の
魂
を
遊󠄁
離
し
て
、
皆
の
指
定
さ
れ
る
所󠄁
に
行
つ
て
、
そ
こ
の
樣

子
を
見
て
き
ま
す
。
と
言
ふ
の
で
、
中
の
一
人
が
何
町
の
何
丁
目
に
あ
る
私
の
家
の
二
階
の
樣

子
を
見
て
き
て
く
だ
さ
い
と
言
ふ
と
、
靈
魂
の
遊󠄁
離
狀
態
に
な
つ
て
、
や
が
て
も
と
に
か
へ
つ 
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て
言
ふ
の
に
、
す
ぐ
そ
の
家
の
隣
の
病
院
に
人
を
や
つ
て
見
て
下
さ
い
。
言
は
れ
た
家
の

二
階
を
上
つ
て
い
く
と
、
そ
の
階
段
の
窓
か
ら
見
え
た
病
室
の
人
の
體
か
ら
同
じ
姿󠄁
の

靈
體
や
遊󠄁
離
し
て
ゐ
た
か
ら
、
死
な
れ
た
も
の
と
思
ふ
。
確
か
め
て
下
さ
い
。
二
階
の

部
屋
の
戶
は
締
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
中
の
樣
子
は
見
な
い
で
、
病
室
の
人
の
こ
と
が
あ
つ

た
の
で
す
ぐ
引
返󠄁
し
て
き
ま
し
た
。
と
言
ふ
の
で
連
絡
し
て
み
る
と
、
話
の
通󠄁
り
死
ん

で
ゐ
ま
し
た
。
こ
の
鉢
の
寫
眞
は
、
密
閉
し
た
室
か
ら
靈
力
に
よ
つ
て
取
り
出
し
た
も

の
で
す
。
机
を
空
中
に
持
ち
上
げ
る
こ
と
も
出
來
る
の
で
す
。
」 

 

と
、
い
ろ
い
ろ
語
ら
れ
、
多
く
の
寫
眞
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
私
は
、
父󠄁
が
戰
死
し
た

時
、
父󠄁
の
靈
が
母
に
現
は
れ
た
と
い
ふ
母
の
話
や
、
家
に
ゐ
た
女
中
が
、
父󠄁
の
死
ん
だ

時
お
き
た
事
象
や
、
英
國
の
詩
人
で
畫
家
の
ブ
レ
ー
ク
の
畫
集
に
出
て
ゐ
た
、
彼
が
實

際
に
見
る
と
い
ふ
庭󠄁
の
樹
木
に
來
る
天
女
の
畫
や
、
死
者
か
ら
遊󠄁
離
し
て
ゐ
る
靈
體
の

畫
と
彼
の
詩
な
ど
を
思
ひ
浮󠄁
べ
な
が
ら
、
そ
の
寫
眞
を
見
、
話
を
聞
い
た
。
宮
司
は
言

葉
を
更󠄁
め
て
、 

 
 

「
古
事
記
は
神
靈
の
書
で
す
。
他
の
國
の
思
想
や
哲
學
を
主󠄁
に
し
て
讀
む
べ
き
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
書
い
て
あ
る
こ
と
は
事
實
で
す
。
事
實
と
し
て
讀
ま
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。
貴
方
は
そ
れ
の
出
來
る
人
で
す
。
ど
う
か
、
こ
の
道󠄁
に
す
す
ん
で
下
さ
い
。
」 

 

と
、
說
か
れ
る
の
で
あ
つ
た
。
私
が
、
古
事
記
と
取
り
組
ん
で
ゐ
る
の
を
知
つ
て
ゐ
ら

れ
、
神
の
お
吿
が
あ
つ
た
と
言
は
れ
、
初
め
て
お
會
い
し
た
の
に
、
若
い
私
に
、
諄
諄
と

時
閒
も
惜
ま
づ
話
し
て
下
さ
る
至
情󠄁
に
私
も
胸
が
熱
く
な
り
、「
出
來
る
だ
け
勉
强
し
ま

す
。」
と
深
い
決
意󠄁
を
も
つ
て
辭
去
し
た
の
で
あ
つ
た
。 

 
 

其
後
、
私
は
神
靈
の
問
題
に
全󠄁
力
を
も
つ
て
入
つ
た
と
は
謂
へ
な
い
。
常
に
心
に
存

り
、
そ
れ
に
關
す
る
書
物
や
記
事
な
ど
に
注󠄁
意󠄁
は
拂
ゐ
な
が
ら
も
、
格
別
に
、
そ
れ
ら

の
權
威
者
に
つ
い
て
學
ぶ
に
は
ゐ
た
つ
て
ゐ
な
い
。
然
し
、
數
は
少
な
い
け
れ
ど
も
私

は
、
否
定
出
來
な
い
靈
魂
の
體
驗
を
し
て
き
て
ゐ
る
。
卜
部
眞
一
大
人
は
、
若
い
時
代

の
私
の
前󠄁
に
忽
然
と
現
は
れ
た
お
方
で
あ
つ
た
が
、
私
に
大
き
な
敎
示
を
與
え
て
下
さ

つ
た
。
私
は
、
今
も
そ
の
御
指
示
通󠄁
り
に
古
事
記
を
觀
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
卜
部
眞
一

大
人
は
、
そ
の
後
、
淡
路
の
伊
弉
諾
神
宮
に
奉
仕
せ
ら
れ
、
後
、
宮
內
省
に
入
ら
れ
た
と

も
聞
い
て
ゐ
る
が
、
最
近󠄁
の
御
樣
子
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
ゐ
る
。
（
以
下
次󠄁
號
） 

 

第
一
章 

農
の
哲
學
的󠄁
考
察 

 
 

 

菅
原 

兵
治 

～
第
三
節 

農
本
生
活 

第
一
項 

農
本
の
意󠄁
義
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

農
は
實
に
歸
質
の
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
へ
ば
、「
農
」
そ
れ

自
體
が
、「
質
」
を
其
の
本
性
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
質
の
こ
と
を
、
ま
た
「
本
」

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
事
は
第
一
節
の
陰
陽
文󠄁
質
の
原
理
が
解
さ
る
れ
ば
容
易
に
肯
か

れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
卽
ち
「
質
」
は
地
中
に
潛
む
根
で
あ
り
、
若
し
く
は
種
子
で

あ
り
、
之
に
對
し
て
「
文󠄁
」
は
地
上
に
茂
る
枝
葉
で
あ
り
、
其
の
最
も
尖
端
的󠄁
な
の
が
花󠄁
で

あ
る
。 

か
く
て
質
は
本
で
あ
り
、
文󠄁
は
末
で
あ
り
、
隨
つ
て
東
洋
古
來
の
「
農
は
國
の
本
な
り
」

と
い
ふ
思
想
は
、「
農
は
質
な
り
」
と
い
ふ
意󠄁
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
し
得
ら

れ
る
で
あ
ら
う
。「
農
本
」
と
い
ふ
思
想
に
對
す
る
從
來
の
解
釋
が
、
と
も
す
れ
ば
明󠄁
瞭
を

缺
い
て
ゐ
た
が
、
私
は
「
農
は
質
の
本
姓
を
有
し
、
從
つ
て
歸
質
の
力
を
有
す
。
」
と
い
ふ

意󠄁
味
に
取
る
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。
か
う
い
ふ
見
地
よ
り
左
に
農
本
生
活
に
就
い
て
述󠄁
べ

る
こ
と
ゝ
す
る
。 

自
然
に
春
秋
の
陰
陽
文󠄁
質
循
環
の
大
法
則
が
行
は
れ
る
が
如
く
、
人
の
世
に
も
亦
此
の

大
法
則
の
運󠄁
行
が
あ
る
。 

人
閒
の
世
界
に
於
て
は
地
上
に
絢
爛

け
ん
ら
ん

と
し
て
咲󠄁
誇
る
花󠄁
に
該
當
す
る
も
の
が
、
卽
ち
都

市
商
工
文󠄁
明󠄁
で
あ
り
、
地
中
に
深
く
潛
む
根
に
該
當
す
る
も
の
が
、
卽
ち
農
本
文󠄁
明󠄁
で
あ

る
。
天
地
自
然
に
春
夏
秋
冬󠄀
の
陰
陽
の
大
い
な
る
律
動
が
存
す
る
が
如
く
、
人
の
世
に
も

亦
こ
の
都
市
商
工
文󠄁
明󠄁
と
農
本
文󠄁
明󠄁
と
の
大
い
な
る
交󠄁
替
律
動
の
波
が
う
ね
つ
て
居
る
。

斯
う
い
ふ
見
地
か
ら
過󠄁
去
三
千
年
の
人
類
の
歷
史󠄁
の
跡
を
大
觀
す
れ
ば
極
め
て
興
味
豐
か

な
も
の
が
あ
る
が
、
之
を
枚
擧
す
る
の
煩
を
避󠄁
け
て
、
最
も
手
近󠄁
か
な
明󠄁
治
以
後
の
我
が

日
本
の
歷
史󠄁
的󠄁
過󠄁
程󠄁
に
於
て
之
を
見
る
こ
と
ゝ
し
よ
う
。
大
體
明󠄁
治
の
初
期󠄁
か
ら
明󠄁
治
の

末
期󠄁
大
正
の
初
期󠄁
に
か
け
て
は
、
都
市
商
工
文󠄁
明󠄁
の
建󠄁
設
に
國
を
擧
げ
て
沒
頭
し
た
時
代

で
あ
る
。
而
し
て
又
そ
の
こ
と
が
國
家
全󠄁
體
か
ら
觀
て
必
要󠄁
で
も
あ
つ
た
。
あ
の
時
代
に
、

然
か
す
る
こ
と
を
阻
む
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
た
な
ら
ば
、
日
本
の
今
日
の
强
大
は
見
な
か
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つ
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
さ
う
い
ふ
時
期󠄁
に
於
て
は
日
本
農
村
、
日
本
農
民
は
、
こ
の
地

上
の
花󠄁
た
る
都
市
商
工
文󠄁
明󠄁
の
建󠄁
設
に
、
根
た
る
農
村
の
貯
へ
て
居
つ
た
過󠄁
去
の
養󠄁
分󠄁
を
、

殆
ど
使󠄁
ひ
果
す
迄
提
供
し
て
其
の
大
成󠄁
に
奉
仕
し
て
來
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は

農
村
が
疲
弊󠄁
し
て
困
る
か
ら
と
か
、
又
は
農
民
だ
け
が
困
窮
に
陷
る
か
ら
と
か
い
ふ
利
己

主󠄁
義
的󠄁
心
情󠄁
か
ら
拒󠄁
否
す
る
や
う
な
卑
怯
な
農
民
で
は
な
か
つ
た
。 

天
皇
の
大
御
田
族
た
る
自
覺
を
高
く
有
つ
我
が
日
本
農
民
は
、
か
ゝ
る
時
に
「
か
く
す

れ
ば
か
く
な
る
も
の
と
知
り
な
が
ら
、
已
む
に
已
ま
れ
ぬ
大
和
魂
」
の
一
徹
か
ら
、
喜
ん

で
己
れ
を
空
し
う
し
て
も
、
こ
の
必
要󠄁
の
爲
に
奉
仕
し
て
來
た
の
で
あ
る
。
斯
く
て
都
市

商
工
文󠄁
明󠄁
が
明󠄁
治
を
經
、
大
正
の
初
期󠄁
ま
で
順
調󠄁
に
發
展
向
上
し
て
來
た
。
然
る
に
、
時

に
春
あ
れ
ば
秋
あ
る
が
如
く
に
、
又
、
時
代
に
も
大
き
く
一
葉
落
ち
て
天
下
の
秋
を
知
る

べ
き
時
が
來
た
。
大
正
八
九
年
か
の
經
濟
界
の
病
的󠄁
昂
奮
時
代
と
も
い
ふ
べ
き
好
況
時
代

を
堺
と
し
て
、
日
本
の
政
敎
の
全󠄁
體
的󠄁
動
向
に
轉
向
を
來
た
し
た
の
で
あ
る
。
言
換
ふ
れ

ば
都
市
商
工
文󠄁
明󠄁
的󠄁
な
る
花󠄁
が
散
り
葉
が
枯
れ
て
、
是
等
の
地
上
部
の
養󠄁
分󠄁
が
、
次󠄁
第
に

地
中
の
根
で
あ
る
農
村
に
還󠄁
元
さ
る
べ
き
時
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。「
末
」
た
る
商
工
文󠄁
明󠄁

か
ら
國
の
「
本
」
た
る
農
本
文󠄁
明󠄁
に
還󠄁
る
べ
き
時
が
來
た
の
で
あ
る
。
近󠄁
來
農
村
問
題
と

い
ふ
聲
が
俄
か
に
大
き
く
な
つ
た
。
政
治
家
も
官
吏󠄁
も
軍
人
も
、
新
聞
も
雜
誌
も
、
農
村

問
題
農
村
問
題
と
喧
し
く
絕
叫
す
る
や
う
に
な
つ
た
が
、
此
の
現
象
は
決
し
て
一
時
的󠄁
な

る
勃
發
現
象
で
は
な
い
。
造󠄁
化󠄁
の
法
則
か
ら
觀
れ
ば
、
今
述󠄁
べ
た
や
う
な
大
き
い
陰
陽
の

化󠄁
に
乘
じ
て
生
じ
て
來
た
本
質
的󠄁
の
現
象
な
の
で
あ
る
。
然
し
時
代
の
潮󠄀
流
に
乘
る
流
行

的󠄁
現
象
と
い
ふ
も
の
は
、
と
も
す
れ
ば
人
閒
の
行
爲
に
よ
つ
て
必
要󠄁
以
上
に
修
飾󠄁
せ
ら
れ
、

必
要󠄁
以
上
に
力
說
せ
ら
れ
、
必
要󠄁
以
上
に
宣
傳
せ
ら
れ
て
、
と
も
す
れ
ば
輕
薄
性
を
帶
び

勝󠄁
ち
な
も
の
で
あ
る
。
農
村
問
題
に
於
て
も
亦
其
の
傾
向
が
極
め
て
大
で
あ
つ
て
、
最
近󠄁

の
農
村
對
策
は
、
餘
り
に
も
農
村
を
浮󠄁
煽

ふ

せ

ん

し
過󠄁
ぎ
る
憾う

ら

み
が
な
か
つ
た
か
。
是
で
は
、
折

角
地
中
に
潛
む
質
實
な
る
根—

—

本
で
あ
る
べ
き
農
村
を
、
何
時
し
か
又
地
上
に
一
時
の

美
を
衒
ふ
花󠄁
の
や
う
な
も
の
に
し
て
行
く
憾
み
が
多
分󠄁
に
あ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。
茲こ

こ

に
私

共
は
農
は
「
國
の
本
」
で
あ
る—

—

「
本
」
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
「
末
」
で
は
な
い
。—

—

枝
葉
で
は
な
い
。—

—

一
時
の
美
を
誇
る
所󠄁
の
花󠄁
で
は
な
い
。—

—

深
く
地
中
に
潛
ん

で
「
質
」（
實
）
と
し
て
永
遠󠄁
な
る
生
命
を
胎
藏
す
る
根
本
で
あ
る
と
い
ふ
意󠄁
味
で
あ
る
が
。

—
—

此
の
意󠄁
味
に
於
て
「
國
の
本
」
で
あ
る
べ
き
農
村
生
活
、
農
道󠄁
生
活
と
い
ふ
も
の
に

就
い
て
、
改
め
て
眞
劍
に
反
省
を
す
る
こ
と
が
必
要󠄁
に
な
つ
て
來
た
の
で
あ
る
。 

猶󠄁
此
處
で
私
は
農
本
思
想
と
重
農
主󠄁
義
思
想
と
に
就
い
て
一
言
し
て
置
き
た
い
と
思
ふ
。

東
洋
に
於
け
る
農
本
思
想
と
西
洋
に
於
け
る
重
農
主󠄁
義
思
想
と
は
、
必
ず
し
も
其
の
軌
を

一
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
重
農
主󠄁
義
は
、
重
商
工
主󠄁
義
に
對
す
る
主󠄁
張
で
あ
る
。
或
る

國
の
或
る
時
代
を
取
つ
て
見
れ
ば
、
或
は
重
農
政
策
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
時
も
あ
る
で
あ

ら
う
し
、
或
は
重
商
工
政
策
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
時
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
吾
國
に
就
い
て

之
を
見
る
も
明󠄁
治
維
新
以
後
大
正
時
代
ま
で
は
大
體
重
商
工
時
代
と
謂
ひ
得
べ
き
時
代
で

あ
つ
た
。
其
の
行
き
過󠄁
ぎ
が
昭
和
時
代
に
な
つ
て
俄
然
と
し
て
農
村
問
題
の
擡
頭

た
い
と
う

と
な
り
、

重
農
時
代
の
曙󠄁
光

し
ょ
こ
う

を
見
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
重
農
と
か
重
商
と
か

い
ふ
主󠄁
張
は
政
敎
の
重
點
の
時
代
的󠄁
推
移
變
遷󠄁
を
意󠄁
味
す
る
語
で
あ
る
。 

之
に
對
し
て
「
農
本
」
と
い
ふ
語
は
「
商
末
」
に
對
す
る
語
で
あ
る
。「
農
は
本
な
り
、

商
は
末
な
り
」
と
い
ふ
の
は
、
決
し
て
農
の
み
を
重
ん
じ
て
、
商
を
輕
ん
ず
る
と
い
ふ
輕

重
關
係
と
は
全󠄁
然
其
の
思
想
の
根
柢
を
異
に
す
る
。
時
代
的󠄁
に
見
れ
ば
農
を
重
ん
ず
る
時

代
も
あ
ら
う
。
又
、
農
を
輕
ん
ず
る
時
代
も
あ
ら
う
。
然
し
農
を
重
ん
ず
る
と
輕
ん
ず
る

と
の
別
無
く
、
常
に
農
は
「
本
」
の
原
理
に
立
つ
べ
き
も
の
、
商
は
「
末
」
の
原
理
に
立
つ

べ
き
も
の
と
い
ふ
職
業
の
本
質
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
要󠄁
言
す
れ
ば
、
重
農
と
か

重
商
と
か
い
ふ
考
へ
方
は
政
敎
の
重
點
推
移
の
時
代
的󠄁
考
察
の
問
題
で
あ
り
、
農
本
と
か

商
末
と
か
い
ふ
考
へ
方
は
、
其
の
本
質
的󠄁
考
察
の
問
題
で
あ
る
。
農
は
時
に
重
ん
ぜ
ら
る
ゝ

と
重
ん
ぜ
ら
れ
ざ
る
と
の
時
代
的󠄁
差
異
あ
る
も
、
常
に
「
本
」
の
原
理
に
立
つ
べ
き
も
の

で
あ
る
と
い
ふ
の
が
「
農
本
」
の
本
義
で
あ
る
。
か
ゝ
る
意󠄁
味
よ
り
東
洋
に
於
て
は
古
來

農
を
本
業
と
い
ひ
、
商
を
末
業
と
い
ふ
て
ゐ
る
。（
後
出
呂
氏
春
秋
上
農
篇
等
參
照
） 

 

    

 



  
 

~ 4 ~ 
 

月󠄁報「ひ」               平󠄁成󠄁 30 年 10 月󠄁 25 日發行 第 7 號 

 

古
人
の
金
言
を
靜
思
す
➁ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
浦 

夏
南 

 

～
學
び
て
時
に
之
を
習󠄁
ふ
～ 

 

 
子
曰
、
學
而
時
習󠄁
之
、
不
亦
說
乎
。 

有
朋󠄁
自
遠󠄁
方
來
、
不
亦
樂
乎
。 

人
不
知
而
不
慍
。
不
亦
君
子
乎
。
（
學
而
第
一
第
一
章
） 

 

子
曰
く
、
學
び
て
時
に
之
を
習󠄁
ふ
、
亦
說(

よ
ろ
こ)

ば
し
か
ら
ず
や
。 

朋󠄁
有
り
遠󠄁
方
よ
り
來
る
、
亦
樂
し
か
ら
ず
や
。 

人
知
ら
ず
し
て
慍(

い
か)

ら
ず
。
亦
君
子
な
ら
ず
や
。 

  

朱
子
は
學
而
篇

が

く

じ
へ

ん

を
首
篇
と
稱
し
て
ゐ
る
。
首
篇
の
「
首
」
と
は
「
初
」
の
字
と
違󠄂
い
、
そ

の
篇
を
重
ん
ず
る
含
み
が
あ
る
と
崎
門
學

き

も

ん
が

く

の
大
家
淺あ

さ

見み

絅け
い

齋さ
い

先
生
は
論
語
講󠄁
義
の
中
で
指

摘
し
て
居
ら
れ
る
。
論
語
前󠄁
篇
全󠄁
章
一
つ
と
し
て
缺か

く
べ
か
ら
ざ
る
金
言
で
あ
る
が
、
と

り
わ
け
學
而
首
篇
は
全󠄁
篇
を
讀
ん
で
行
く
根
本
と
し
て
深
く
拜
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
重
要󠄁
な
篇

で
あ
る
。『
朱
子
語
類
』
に
も
「
今
、
論
語
を
讀
む
に
は
、
且
く
學
而
の
一
篇
を
熟
讀
せ
よ
。

若
し
一
篇
を
明󠄁
か
に
し
得
ば
、
其
の
餘
は
自
然
に
曉
り
易
し
。」
と
あ
る
を
見
て
も
明󠄁
ら
か

で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
朱
子
は
こ
の
篇
本
を
務

つ
と
む

る
の
意󠄁
多
し
と
言
ひ
、
こ
の
篇
を
「
本
を
務
る
」
の
觀

點
か
ら
見
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
示
唆
し
て
ゐ
る
。
孔
子
の
語
る
言
葉
の
ど
こ
に
本

が
あ
り
、
何
が
末
で
あ
る
か
を
確
認󠄁
し
、
そ
の
本
に
力
を
用
ゐ
て
止
む
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

自
づ
か
ら
末
も
整
つ
て
來
る
。
前󠄁
號
で
も
書
い
た
が
、
人
は
と
か
く
末
に
走
り
、
結
果
ば

か
り
を
求
め
易
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
眞
に
結
果
を
求
む
る
な
ら
ば
、
深
く
根
本
を
培
養󠄁

す
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
が
先
決
で
あ
り
、
肝
要󠄁
で
あ
る
。
ま
た
人
は
得
て
し
て
理
想
の

聖󠄁
人
像
に
憧
れ
る
ば
か
り
で
、
如
何
に
し
て
そ
こ
に
辿
り
つ
く
か
の
具󠄁
體
的󠄁
方
法
の
探
究

に
疎う

と

い
。
ど
こ
か
ら
手
を
付
け
て
、
ど
こ
へ
至
る
か
が
明󠄁
確
で
な
け
れ
ば
、
人
生
長
く
と

も
百
年
の
命
、
努
力
す
る
手
が
か
り
す
ら
摑
め
ぬ
こ
と
と
な
る
。
本
を
明󠄁
か
に
し
、
本
を

務
る
こ
と
は
今
に
努
力
す
べ
き
我
々
に
と
つ
て
、
最
も
先
に
知
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
へ
て
本
文󠄁
を
見
て
行
く
。
先
づ
學
に
つ
い
て
。
朱
子
は
學
を
「
效
」

と
「
覺
」
の
二
字
で
說
明󠄁
し
て
ゐ
る
。
效
と
は
眞
似
す
る
と
い
ふ
意󠄁
味
で
あ
り
、
覺
と
は
自

ら
の
內
に
覺
る
と
い
ふ
意󠄁
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
學
ぶ
と
は
、
天
地
の
道󠄁
を
體
得
し
た
聖󠄁
人

の
眞
似
を
し
、
自
ら
の
內
に
聖󠄁
人
と
同
じ
明󠄁
德
が
存
す
る
こ
と
を
悟
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
朱
子
は
學
の
說
明󠄁
に
つ
い
て
も
先
述󠄁
の
「
本
」
の
視
點
か
ら
說
い
て
ゐ
る
こ
と
が
分󠄁

か
る
。
人
が
神
よ
り
授󠄁
か
り
し
性
は
本
來
善
で
あ
り
、
明󠄁
德
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
現
實
具󠄁

體
に
我
が
身
に
體
現
し
て
行
く
爲
に
は
先
覺
者
に
學
ぶ
こ
と
が
先
決
で
あ
り
、
必
要󠄁
不
可

缺
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
努
力
が
積
み
重
な
れ
ば
、
明󠄁
德
を
自
ら
の
內
側
に
感
ず
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

次󠄁
に
習󠄁
ふ
の
解
說
で
あ
る
が
、「
習󠄁
ふ
」
の
字
は
幼
い
鳥
が
飛
べ
る
ま
で
繰
り
返󠄁
し
繰
り

返󠄁
し
羽
ば
た
く
樣
子
を
描
い
た
字
で
あ
る
。
鳥
は
飛
べ
な
け
れ
ば
鳥
と
し
て
生
き
て
行
く

こ
と
が
出
來
な
い
。
そ
の
鳥
の
如
く
人
も
人
と
し
て
の
道󠄁
を
步
み
、
德
を
得
な
け
れ
ば
眞

の
意󠄁
味
で
生
き
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
學
ん
で
止
ま
ざ
る
こ
と
を
鳥
に
譬
へ
た
も

の
で
あ
る
。
素
晴
ら
し
い
譬ひ

喩ゆ

で
あ
る
と
思
ふ
。
學
と
は
先
述󠄁
の
通󠄁
り
、
學
ぶ
よ
り
覺
る

に
ま
で
至
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
繰
り
返󠄁
し
學
び
續
け
る
こ
と
を
「
習󠄁
」
の

一
字
に
て
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
を
務
む
と
は
末
に
至
る
こ
と
を
豫
想
し
て
の
言
で
あ

り
、
末
に
至
る
ま
で
本
を
務
め
續
け
る
こ
と
を
含
ん
で
ゐ
る
。 

 

說
と
は
悅
の
意󠄁
で
あ
る
。
說
明󠄁
の
說
で
は
な
く
、
悅
樂

え
つ
ら
く

の
悅
で
あ
る
。
よ
ろ
こ
ぶ
と
い

ふ
意󠄁
味
で
あ
る
。
朱
子
は
「
中
心
喜
悅
」
と
言
ひ
、
人
に
分󠄁
か
ら
ぬ
內
奧
の
喜
び
で
あ
る
と

說
い
て
ゐ
る
。
自
得
の
喜
び
で
あ
り
、
古
典
を
熟
讀
す
る
も
の
が
、
生
活
の
一
場
面
に
ハ

ッ
と
內
に
芽󠄀
生
え
る
と
こ
ろ
の
あ
の
喜
び
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
き
な
喜
び
で
は
あ
る
が
、

人
に
說
明󠄁
を
以
て
は
傳
え
難
い
幽か

す

か
な
も
の
で
あ
る
。
道󠄁
を
學
び
、
學
び
得
た
こ
と
を
幾

た
び
も
考
へ
、
生
活
に
行
ひ
、
心
に
一
つ
の
悟
り
を
得
た
時
、
喜
ば
し
い
氣
持
ち
が
內
よ

り
湧
き
上
が
つ
て
は
來
な
い
か
と
孔
子
が
弟
子
に
對
し
て
親
切
に
問
ひ
か
け
て
居
る
の
が

目
に
浮󠄁
か
ぶ
。
そ
れ
を
表
さ
ん
が
た
め
の
「
說
ば
し
か
ら
ず
や
」
で
あ
る
。 

 

思
ひ
返󠄁
せ
ば
、
自
分󠄁
が
學
問
に
の
め
り
込󠄁
ん
だ
の
も
こ
の
「
說
」
が
あ
つ
た
か
ら
こ
そ

で
あ
る
。
人
に
傳
へ
た
く
て
仕
方
が
な
か
つ
た
そ
の
喜
び
。
傳
え
難
い
そ
の
嬉
し
さ
こ
そ
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學
問
の
出
發
點
で
あ
り
、
原
動
力
で
あ
る
。
論
語
を
紐
解
く
と
そ
の
卷
頭
第
一
番
に
こ
の

「
說
ば
し
か
ら
ず
や
」
の
一
言
が
あ
る
こ
と
を
衷
心

ち
ゅ
う
し
ん

よ
り
有
難
く
思
ふ
。
現
實
に
處
す
れ

ば
、
事
は
多
端
に
流
れ
、
や
や
も
す
れ
ば
多
忙󠄁
さ
に
追󠄁
わ
れ
る
こ
と
も
屢
々

し
ば
し
ば

で
あ
る
が
、

常
に
こ
の
神
聖󠄁
な
喜
悅
を
內
に
求
め
る
こ
と
を
忘󠄁
れ
ず
に
ゐ
た
い
と
、
本
章
を
拜
讀
し
つ

つ
深
く
思
ふ
の
で
あ
る
。 

 

「
說
」
は
「
樂
」
に
繫
が
り
、
最
後
に
は
「
不
慍

ふ

う

ん

」
の
境
地
に
至
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
本
章

第
二
彈
、
第
三
彈
と
續
い
て
行
く
が
、
其
は
來
月󠄁
號
に
殘
し
て
筆
を
擱お

き
た
い
。 

 
 

                    

★
活
動
報
吿 

・
九
月
十
一
日 

（
火
）
勉
强
會
『
農
士
道󠄁
』」

を
開
催
。 

・
九
月
二
十
八
日
（
金
）
勉
强
會
『
土
居
清
良
』
を
開
催
。 

 

★
今
後
の
豫よ

定
て
い 

・
十
月
十
六
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
） 

 

・
十
月
三
十
日
（
火
）
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
） 

 
 

 

★
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 

 


