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神
道
（
五
）（
大
和
世
界
の
建
設
） 

 
 
 
 
 
 

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記 

 

北
と
一

は
じ
め 

(

４) 

 
 
 
 
 
 
 

  —
—

光
の
発
生
と
素
粒
子 

 
 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

原
子
の
週
期
率
と
八
価
元
素—

—
 

 

こ
の
号
か
ら
「
始
め
な
き
始
」
に
入
る
つ
も
り
で
い
た
が
、
こ
こ
で
一
筆
加
え
て
お
き
た
い
の
で

予
定
を
変
え
た
。 

  

冬
至
、
北
に
陰
極
ま
り
て
一
陽
兆
す
と
言
う
こ
と
は
、
虚
空
真
空
の
中
に
光
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
生

ず
と
言
う
こ
と
で
も
あ
る
。
静
極
ま
っ
て
動
に
移
る
こ
と
で
あ
り
、収
縮
終
っ
て
膨
張
に
転
ず
る

こ
と
で
あ
り
、
宇
宙
の
大
生
命
の
「
呼
」
か
ら
「
吸
」
へ
の
息
（
生
気
）
の
波
動
で
あ
る
。 

 

宇
宙
は
生
命
な
る
が
故
に
波
動
を
も
つ
。
波
動
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
漸
次
高
め
ら
れ
て
、
高
エ
ネ

ル
ギ
ー
光
子
と
な
る
。
か
く
し
て
人
間
の
認
識
の
対
象
と
な
る
。
一
つ
は
、
光
輝
状
の
放
射
体
と

し
て
、
光
、
熱
、霊
波
、
エ
キ
ス
光
線
等
で
あ
り
、
一
つ
は
、
物
質
そ
の
も
の
と
し
て
。 

 
光
輝
状
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
光
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
と
物
質
と
は
別
物
で
は
な
く
、
同
一
体
の
二
側
面

で
あ
る
。
物
質
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
量
が
マ
ス
と
し
て
計
算
さ
れ
、
光
輝
状
の
放
射
体
は
、
一

秒
間
の
波
動
数
が
マ
ス
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。
陰
電
子
一
個
の
マ
ス
に
匹
敵
す
る
波
動
数
は
、

一
の
下
に
二
十
の
〇
を
付
け
た
数
字
で
あ
る
。
こ
れ
が
ガ
ン
マ
ー
線
と
い
う
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
光
子

で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
単
位
量
が
一
対
な
い
し
数
対
の
電
子
及
び
陰
電
子
と
い
う
形
態
で
物
質

に
転
化
し
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
充
分
な
る
波
動
を
発
揮
し
た
ガ
ン
マ
ー
線
は
、
之
を
陰
電
子
と
陽
電
子

と
に
転
化
し
（
之
を
対
創
性
と
い
う
）、
又
、
陰
電
子
と
陽
電
子
が
結
合
す
れ
ば
、
物
質
は

姿
を
消
し
て
、
ガ
ン
マ
ー
線
と
な
る
（
之
を
対
消
滅
と
い
う
）
。 

 

宇
宙
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
波
動
を
も
ち
、
そ
れ
が
高
め
ら
れ
て
光
を
生
ず
（
こ
の
こ
と
は
、

宇
麻
斯
阿
志
訶
備
比
古
遅
神
の
作
用
、
天
照
大
御
神
の
出
生
と
相
関
関
係
に
あ
る
。
）
こ
れ

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
物
に
転
化
し
、
宇
宙
が
創
造
さ
れ
て
い
く
「
一
」
で
あ
る
。 

 

現
代
幾
多
の
素
粒
子
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
宇
宙
の
深
淵
は
究
め
難
い
の
で
あ

る
。
主
な
る
素
粒
子
と
そ
の
質
量
を
記
し
て
お
く
。 

質
量 

 
 

1
.008 

陽
子 

1
.008

9 

中
性
子 

0
.000

6 

陽
電
子 

0
.000

6 

陰
電
子 

0
.2 

中
間
子 

0
.11 

 

0

に
近
い 

中
性
微
子 

0 

光
子 

    
 

注
、
こ
れ
ら
の
素
粒
子
に
つ
い
て
は
、「
ひ
」
の
六
〇
号
頃
に
掲
載
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

そ
し
て
、
ま
た
、
こ
こ
に
見
る
の
は
、
波
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
、
数
霊
の
定
則
に
於
て
、

一
の
下
に
二
十
の
〇
を
付
け
た
波
動
数
に
よ
っ
て
ガ
ン
マ
ー
線
と
し
て
、
光
、
熱
を
発
し
、

物
質
と
し
て
生
じ
る
の
で
あ
り
、
素
粒
子
達
も
そ
れ
ぞ
れ
質
量
の
数
霊
が
与
え
ら
れ
て
存

在
が
許
さ
れ
、
そ
の
性
を
も
っ
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
―

八
卦
と
洪
範
九
疇

こ
う
は
ん
き
ゅ
う
ち
ゅ
う―

 

来
卍
（
ひ
だ
り
ま
ん
じ
）
は
誤
り
な
り
と
し
て
い
る
。 

 

平
凡
社
の
百
科
事
典
に
よ
る
と
、
卍
は 

と
も
書
く
。前
者
は
中
心
か
ら
周
囲
に
左
旋
し
た
も
の
、

後
者
は
右
旋
し
た
も
の
。こ
れ
は
太
陽
が
光
を
放
っ
て
い
る
状
態
を
象
形
化
し
た
も
の
ら
し
い
。
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
で
は
太
陽
神
ヴ
ィ
シ
ヌ
の
胸
部
の
旋
毛
を
示
す
も
の
と
さ
れ
、仏
教
で
も
仏
陀
の
胸
や
足

う
ら
に
現
わ
れ
る
瑞
相
と
さ
れ
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
も
使
用
さ
れ
る
。
ヒ
ン
ド
ウ
教
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は

右
旋
と
左
旋
と
に
意
義
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、中
国
や
日
本
で
は
区
別
が
な
く
、
仏
教
の
標

識
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

卍
と
卐
、
い
ず
れ
が
右
旋
か
。
色
々
論
議
が
あ
る
が
卍
は 

の
形
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば 

は
白
毫
の
右
旋
だ
か
ら
卍
が
「
み
ぎ
ま
ん
じ
」
と
す
る
が
よ
い
と
思
う
。 

 

瑞
祥
は
右
ま
ん
じ
で
よ
い
が
、
仏
の
世
相
、
宇
宙
の
作
用
に
は
、
前
か
ら
述
べ
て
き
た
っ
た
よ
う

に
陰
陽
奇
遇
右
旋
左
旋
も
あ
る
。
従
っ
て
卍
卐
い
ず
れ
も
あ
っ
て
よ
い
。
伊
邪
那
岐
神
の
神
言
は

天
地
神
仏
の
実
相
を
明
か
に
示
し
給
う
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

北
極
上
空
に
お
け
る
霊
感
か
ら
、地
球
の
地
軸
磁
場
に
及
び
、
北
極
紫
微
宮
か
ら
、
天
之
御
柱
、陰

陽
奇
遇
右
旋
左
旋
に
及
び
、
河
図
洛
書
の
「
北
を
一

は
じ
め

」
と
す
る
神
理
を
観
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
に
至
っ
て
私
は
、こ
の
神
理
は
神
理
と
し
な
が
ら
も
、
更
に
根
元
初
始
の
と
こ
ろ
を
見
極
め
ね
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
。
「
本
来
無
東
西
、何
処
有
南
北
、迷
故
三
界
城
、悟
故
十
方
空
」
の
空
な
る
世
界

で
あ
る
。地
上
の
限
定
さ
れ
た
場
所
に
於
て
は
、
北
に
一
を
見
た
て
て
東
西
南
北
を
定
め
る
こ
と
は

決
し
て
迷
う
が
故
で
は
な
い
。
陰
陽
二
神
の
神
言
と
行
為
は
天
之
御
柱
を
見
立
て
て
こ
れ
を
教
示

し
給
い
、
日
本
は
こ
の
道
に
よ
っ
て
国
生
み
神
生
み
を
し
て
神
道
に
よ
る
日
本
道
を
成
し
き
た
っ
て

居
り
、中
国
に
道
を
垂
れ
て
河
図
洛
書
八
卦
九
疇
洪
範
を
生
み
な
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
北
極

に
高
天
原
を
思
い
、
そ
こ
に
紫
微
宮
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
及
び
天
津
神
々
在
ま
す
と
見
る
も
よ

い
。
世
界
紅
卍
字
会
の
よ
う
に
太
乙
北
極
真
経
を
説
く
も
よ
い
。
尊
敬
す
る
先
達
の
神
仙
達
は
、
明

か
に
そ
れ
を
観
て
い
よ
う
。が
、
私
は
更
に
究
極
を
探
ね
た
い
の
で
あ
る
。古
事
記
の
「
あ
め
つ
ち
の
は

じ
め
の
と
き
」
の
「
は
じ
め
」
、
「
一
」
よ
り
以
前
の
「
は
じ
め
」
則
ち
「
０
」
零
を
「
は
じ
め
」
と
す
る

「
は
じ
め
」
で
あ
る
。
初
め
な
き
初
め
と
初
め
と
す
る
初
め
で
あ
る
。
「
天
地
」
は
無
限
の
広
が
り
空

間
で
あ
り
、
無
窮
の
流
れ
の
時
間
で
あ
る
。広
が
り
な
き
広
が
り
、
流
れ
な
き
流
れ
、
そ
の
初
め
な
き

初
め
、
名
も
無
く
業
も
無
き
唯
一
絶
対
の
世
界
、
そ
の
天
地
で
あ
り
、
そ
の
初
め
で
あ
る
。
そ
こ
が

高
天
原
で
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
は
そ
こ
に
「
な
り
ま
せ
る
」
の
で
あ
る
。 

粋
な
生
命
は
自
ら
神
理
に
協
う
の
で
あ
る
。
美
斗
能
麻
具
波
比
は
最
も
神
意
に
協
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
一
体
と
な
っ
た
境
地
は
小
さ
い
自
己
を
忘
却
し
て
天
に
い
た
る
感
動
無
我
の
世

界
、
そ
こ
は
中
央
の
五
の
世
界
、
そ
こ
は
天
之
御
柱
の
世
界
で
天
之
御
中
主
神
の
世
界
に
い
た

る
位
で
あ
る
。
偉
大
な
る
生
命
の
須
佐
男
命
の
感
動
か
ら
生
れ
た
響
、
和
歌
は
自
ら
伊
邪
那

岐
伊
邪
那
美
の
神
言
に
協
い
、
神
々
も
弥
栄
へ
を
祝
し
た
ま
う
て
、
い
よ
い
よ
に
白
雲
を
四
方
八

方
に
立
ち
騰
ら
し
め
給
う
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
男
女
の
道
の
み
で
は
な
い
こ
の
陰
陽
奇
遇
の
道

に
協
っ
た
と
き
、
天
之
御
中
主
神
の
神
霊
に
触
れ
て
一
大
感
動
が
全
身
心
に
み
ち
る
の
で
あ

る
。伊
邪
那
岐
神
の
神
言
は
最
極
の
教
示
で
あ
る
。 

 

美
斗
能
麻
具
波
比
は
最
も
神
聖
神
妙
な
る
が
故
に
隠
所
に
お
こ
す
も
の
、
八
雲
八
重
垣
の
奥

深
く
「
つ
ま
ご
み
」
す
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
が
人
間
の
性
で
あ
る
。
慎
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ず

ん
ば
、
そ
の
子
孫
に
純
粋
な
る
人
の
子
は
生
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

 

明
け
ま
し
て 

お
芽
出
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

           

 

令
和
二
年
庚
子 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会 

会
長 

三
浦 

夏
南 

                          
          

    

事
務
局
一
同 
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こ
の
よ
う
に
、
充
分
な
る
波
動
を
発
揮
し
た
ガ
ン
マ
ー
線
は
、
之
を
陰
電
子
と
陽
電
子
と
に
転

化
し
（
之
を
対
創
性
と
い
う
）
、又
、陰
電
子
と
陽
電
子
が
結
合
す
れ
ば
、
物
質
は
姿
を
消
し
て
、

ガ
ン
マ
ー
線
と
な
る
（
之
を
対
消
滅
と
い
う
）
。 

 

宇
宙
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
波
動
を
も
ち
、
そ
れ
が
高
め
ら
れ
て
光
を
生
ず
（
こ
の
こ
と
は
、

宇
麻
斯
阿
志
訶
備
比
古
遅
神

う

ま

し

あ

し

か

び

ひ

こ

じ

の

か

み

の
作
用
、
天
照
大
御
神
の
出
生
と
相
関
関
係
に
あ
る
。
）
こ
れ
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
物
に
転
化
し
、宇
宙
が
創
造
さ
れ
て
い
く
「
一

は
じ
め

」
で
あ
る
。 

 

現
代
幾
多
の
素
粒
子
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
宇
宙
の
深
淵
は
究
め
難
い
の
で
あ
る
。
主

な
る
素
粒
子
と
そ
の
質
量
を
記
し
て
お
く
。 

    
  

 

注
、
こ
れ
ら
の
素
粒
子
に
つ
い
て
は
、
「
ひ
」
の
六
〇
号
頃
に
掲
載
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

そ
し
て
、
ま
た
、
こ
こ
に
見
る
の
は
、波
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
、
数
霊
の
定
則
に
於
て
、
一
の
下
に
二

十
の
〇
を
付
け
た
波
動
数
に
よ
っ
て
ガ
ン
マ
ー
線
と
し
て
、
光
、
熱
を
発
し
、
物
質
と
し
て
生
じ

る
の
で
あ
り
、
素
粒
子
達
も
そ
れ
ぞ
れ
質
量
の
数
霊
が
与
え
ら
れ
て
存
在
が
許
さ
れ
、
そ
の
性

を
も
っ
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

             

第
二
章 

農
の
史
学
的
考
察 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

菅
原 

兵
治 

～
第
三
節 

時
勢
と
農
～ 

 
   

 
    

天
運
循
環 

 

か
く
観
じ
来
れ
ば
、
世
態
の
推
移
は
誠
に
往
い
て
復
ら
ざ
る
な
き
天
運
の
循
環
で
あ
る
。
（
此

の
点
吾
々
は
易
に
於
け
る
陰
陽
循
環
の
理
と
合
せ
考
え
て
、深
き
証
悟
と
而
し
て
一
種
の
予
見

的
安
心
と
を
覚
え
る
。
）
而
し
て
か
か
る
史
眼
を
以
て
現
代
を
直
視
す
る
時
、
ど
う
し
て
も
茲

に
時
勢
を
翻
然
と
し
て
再
び
正
し
き
質
に
帰
ら
し
む
べ
き
「
野
人
」
「
東
夷
」
「
田
舎
武
士
」
の

素
樸
に
し
て
強
剛
な
る
活
力
の
注
射
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
現
代

に
於
て
こ
の
帰
質
の
強
き
活
力
の
所
有
者
は
果
し
て
誰
ぞ
。
私
は
此
処
に
農
村
、
農
民
の
歴
史

的
使
命
の
最
も
重
大
な
る
所
以
を
覚
知
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
時
勢
挽
回
の
原
動
力
た

る
べ
き
使
命
に
覚
醒
せ
る
農
民―

―

農
士
は
、
徒
ら
に
時
流
に
よ
っ
て
動
か
さ
る
る
こ
と
な
く
、

毅
然
と
し
て
猶
興
の
心
を
抱
き
、独
醒
の
志
を
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

 
  

 
    

来
る
べ
き
改
新 

 

近
来
頻
り
に
「
昭
和
維
新
」
と
い
う
声
を
聴
く
。
而
し
て
多
く
の
人
々
は
其
の
指
導
規
範
と
し

て
明
治
維
新
に
之
を
求
め
ん
と
し
て
い
る
様
で
あ
る
が
、
私
は
明
治
維
新
と
来
る
べ
き
第
二
維

新
と
は
、
其
の
重
要
な
る
諸
点
に
於
て
相
異
る
処
が
存
す
る
と
思
う
。
現
代
の
世
相
は
幕
府
当

時
に
於
け
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
藤
原
氏
末
期
に
於
け
る
中
央
の
燗
熟
と
、
地
方
の
武
士
勃
興
と

の
時
相
、
若
し
く
は
足
利
末
期
に
於
け
る
中
央
の
暴
力
革
命
的
闘
争
状
態
（
応
仁
の
乱
）
と
、

地
方
に
お
け
る
群
雄
割
拠
の
時
相
等
に
類
似
し
、
現
下
の
時
弊
改
新
の
新
勢
力
は
地
方
山
澤

の
間
に
深
く
培
わ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。
此
の
点
に
関
し
農
村
人
の
使
命
を
明
か
な
ら
し
む
べ

く
、日
本
農
士
学
校
趣
旨
の
一
節
と
、
山
澤
健
児
の
歌
と
を
左
に
載
録
す
る
こ
と
と
す
る
。 

  
    

    
 

日
本
農
士
学
校
趣
旨 

 

人
間
に
取
っ
て
教
育
ほ
ど
大
切
な
も
の
の
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
国
家
の
運
命
も
国

民
の
教
育
の
裡
に
存
す
る
と
古
人
も
説
い
て
い
る
。
真
に
人
を
救
い
世
を
正
す
に
は
、
結
局
教

育
に
須
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
教
育
も
常
に
深
省
し
な
い
と
風
俗
と
共
に
頽
廃
の
危
険
が
多

質
量
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子

 

1
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9
 

中
性
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0
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0
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6
 

陽
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子

 0
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0
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6
 

陰
電
子

 

0
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中
間
子

 

0
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0
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近
い

 

中
性
微
子
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光
子
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い
。
由
来
な
ま
な
か
文
化
が
燗
熟
し
て
、
人
間
に
燃
え
る
様
な
理
想
と
之
に
伴
う
奮
闘
努
力
と

が
消
滅
し
、
低
級
な
享
楽
と
卑
怯
な
苟
安
と
を
貪
っ
て
、
四
の
五
の
言
う
様
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、

か
か
る
階
級
は
救
済
不
可
能
な
る
を
常
と
す
る
。
平
安
の
公
卿
達
も
江
戸
の
旗
本
御
家
人
共

も
か
く
し
て
滅
ん
だ
。
匡
房
も
嘆
じ
、
吉
宗
も
定
信
も
焦
っ
た
が
、
終
に
如
何
と
も
出
来
な
か
っ

た
。
か
か
る
時
国
家
の
新
生
命
を
発
揚
し
た
者
は
必
ず
頽
廃
文
化
の
中
毒
を
受
け
ず
に
純
潔

な
生
活
と
確
乎
た
る
信
念
と
を
持
っ
た
質
樸
剛
健
な
田
舎
武
士
で
あ
る
。
今
日
も
真
底
の
道

理
に
は
変
化
は
な
い
。こ
の
都
会
に
群
る
学
生
が
軽
薄
な
学
問
を
し
て
い
て
何
に
な
ろ
う
か
。国

家
の
明
日
、
人
民
の
永
福
を
考
え
る
人
々
は
、是
非
と
も
活
眼
を
地
方
農
村
に
放
っ
て
、此
処
に

信
仰
あ
り
、
哲
学
あ
り
、
詩
情
あ
っ
て
、
而
し
て
鋤
鍬
を
手
に
し
つ
つ
毅
然
と
し
て
中
央
を
睥
睨

し
、
周
章
て
ず
、
騒
が
ず
、
身
を
修
め
、
家
を
斉
え
、
余
力
あ
ら
ば
先
ず
そ
の
町
村
か
ら
し
て
小

独
立
国
家
に
し
た
て
あ
げ
て
ゆ
こ
う
と
い
う
士
豪
や
篤
農
や
郷
先
生
を
造
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら

ぬ
。
是
れ
真
自
治
（
面
白
く
言
え
ば
新
封
建
）
主
義
と
も
謂
う
べ
き
真
の
日
本
振
興
策
で
あ
る
。 

  
    

    
 

山
澤
健
児
の
歌 

 

一
、渾
沌
死
し
て
幾
年

い
く
と
せ

か 
   

世
は
軽
薄
の
都
ぶ
り 

 
    

  

日
々
に
あ
ま
ね
く
蔓
り
て  

わ
が
国
民

く
に
た
み

を
み
だ
る
と
き 

 
    

  

や
ま
と
心
の
や
み
が
た
く  

起
て
り
山
野

さ

ん

や

の
益
荒
雄
ら 

二
、わ
が
世
を
永
久

と

わ

に
望
月
の  

円ま
ど

け
き
も
の
と
ひ
た
す
ら
に 

 
    

  

思
い
上
が
れ
る
公
卿
輩ば

ら

を 
 

鎧
の
袖
の
一
ゆ
り
に 

 
    

  

う
ち
亡
ぼ
せ
し
鎌
倉
の  

 

武
士
こ
そ
わ
れ
等
の
相

す
が
た

な
れ 

三
、
す
め
ら
ぎ
の
代
の
安
け
く
ば 

身
は
花
も
り
と
な
り
け
む
を 

 
    

  

み
こ
と
か
し
こ
み
大
君
の  

へ
に
こ
そ
死
な
め
と
争
い
て 

 
    

  

死
せ
し
維
新
の
志
士
の
後あ

と 
 

進
む
ぞ
わ
れ
等
の
覚
悟
な
る 

四
、い
ざ
な
ぎ
の
神
い
ざ
な
み
の 

神
の
末
な
る
我
等
い
ざ 

 
    

  

天
の
瓊
矛

ぬ

ぼ

こ

を
ふ
り
か
ざ
し  

国
の
礎
い
や
か
た
め 

 
    

  

世
界
の
民
を
さ
し
ま
ね
く 

 

わ
が
皇
運
を
翼た

す

け
な
ん 

 
    

  

農
村
の
使
命
と
矜
恃 

 

か
く
て
茲
に
私
共
は
、
内
展
的

In
v
o
lu

tio
n
a

l

に
造
化
の
本
質
よ
り
考
察
す
る
も
、は
た
又

外
展
的

E
v
o
lu

tio
n
a

l

に
世
運
推
移
の
歴
史
よ
り
考
察
す
る
も
、
「
農
」
の
深
き
意
義
と
、高

き
価
値
と
、
而
し
て
重
き
使
命
と
を
痛
感
深
悟
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
農
村
生
活
の
事
を
論

ず
る
者
に
し
て
、
多
く
は
泣
寝
入
り
的
「
あ
き
ら
め
」
の
程
度
に
止
る
も
の
が
多
い
。
曰
く
現
代

は
文
明
の
お
か
げ
で
、
仮
令
農
村
に
居
っ
て
も
書
物
も
読
め
る
、
新
聞
や
雑
誌
も
読
め
る
、
講
演

も
聴
け
る
、
ラ
ジ
オ
も
聴
け
る
、
活
動
写
真
も
見
れ
る―

―

農
村
に
い
て
も
文
明
文
化
の
恩
澤

に
浴
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
は
な
い
か
、
都
会
生
活
に
な
ど
憧
れ
ず
に
農
村
の
生
活
に
満
足
せ

よ
と
。
農
村
に
居
て
、
都
会
の
真
似
が
出
来
る―

―

こ
れ
で
は
畢
竟
「
泣
寝
入
り
」
的
諦
め
た
る

に
過
ぎ
な
い
。何
処
に
農
村
生
活
の
高
ら
か
な
誇
り
と
、
深
き
悦
楽
と
が
存
し
得
る
か
。
新
興
日

本
農
村
の
猶
興
の
士
は
農
村
に
居
る
こ
と
が
吾
等
の
「
誇
り
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
り
、
吾

等
農
村
に
居
る
こ
と
が
、
吾
等
の
新
し
き
理
想
よ
り
、
吾
等
の
真
理
よ
り
、
最
も
誇
ら
し
き
歓

喜
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
農
村
に
居
て
も
」
と
い
う
泣
寝
入
り
的
諦
め
は
、
断
固
と
し
て
之
を

退
け
よ
。
そ
し
て
「
農
村
に
居
る
こ
と
が
」
と
い
う
誇
り
の
上
に
屹
然
と
し
て
立
て
！
新
興
日
本

の
源
泉
た
る
「
山
澤
之
雄
」
た
る
士
風
は
此
の
間
よ
り
始
め
て
生
れ
出
ず
る
も
の
で
あ
る
。 

 

農
村
の
士
よ
、女
々
し
き
あ
き
ら
め
を
捨
て
て
雄
々
し
き
誇
り
の
上
に
立
て
！
而
し
て
今
こ
そ

雄
々
し
き
悟
り
と
、
雄
々
し
き
力
と
、雄
々
し
き
風
懐
と
を
有
つ
べ
き
秋
で
は
な
い
か
。 

 
 

〔
参
考
〕 

こ
の
文
質
交
替
的
歴
史
観
に
就
い
て
思
起
す
の
は
宋
の
邵
康
節
が
天
津
橋
上
に
杜
鵑
の
声
を
聞

い
て
王
安
石
の
改
革
が
天
下
を
多
事
な
ら
し
め
ん
事
を
予
言
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
単
に
右
の
興
味
か
ら

の
み
に
止
ま
ら
ず
、
現
代
支
那
の
状
態
を
考
察
す
る
の
一
助
と
も
な
る
と
思
う
の
で
十
八
史
略
の
中
か
ら

抄
録
し
て
記
す
こ
と
と
す
る
。 

 
 
 

「
邵
雍
（
康
節
）
客
と
天
津
橋
上
を
散
歩
し
、
杜
鵑
の
声
を
聞
き
て
愁
然
楽
し
ま
ず
。
客
其
の
故
を
問
う
。

雍
曰
く
、
洛
陽
も
と
杜
鵑
な
し
、
今
は
じ
め
て
至
る
。
天
下
将
に
治
ま
ら
ん
と
す
れ
ば
地
気
北
よ
り
南
し
、
将

に
乱
れ
ん
と
す
れ
ば
南
よ
り
北
す
。
今
南
方
の
地
気
至
る
。
禽
獣
飛
類
は
気
の
先
を
得
る
も
の
な
り
。
二
年

な
ら
ず
し
て
、
上
南
士
を
用
い
て
相
と
な
し
、
多
く
南
人
を
引
い
て
専
ら
更
変
を
務
め
天
下
こ
れ
よ
り
多
事

な
ら
ん
と
。
」 

 
 
 

こ
の
中
で
私
共
の
興
味
を
有
つ
の
は
「
天
下
将
に
治
ま
ら
ん
と
す
れ
ば
地
気
北
よ
り
南
し
、
将
に
乱
れ
ん
と

す
れ
ば
南
よ
り
北
す
」
の
語
で
あ
る
。
一
体
支
那
を
南
北
に
分
っ
て
見
れ
ば
、
南
方
は
「
文
」
の
地
で
あ
り
、
北

方
は
「
質
」
の
地
で
あ
る
。
故
に
右
の
邵
康
節
の
語
は
、
換
言
す
れ
ば
「
質
」
が
「
文
」
を
制
す
れ
ば
天
下
は
治



  
 

~ 4 ~ 
 

月報「ひ」               令和 2年 1月 28日発行 第 22号 

 

ま
り
、
「
文
」
が
「
質
」
を
圧
倒
す
れ
ば
天
下
が
乱
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
地
を
以
て
見
れ
ば
、
現

下
の
支
那
の
時
局
に
於
て
亦
一
見
解
が
立
つ
で
あ
ろ
う
。 

     

暗
黒
よ
り
光
明
へ                 

 

三
浦 

夏
南 

  

今
月
の
古
事
記
勉
強
会
で
は
「
黄
泉
の
国
の
段
」
を
勉
強
し
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
面
白
い
質
問

を
頂
い
た
。
神
話
、
古
代
伝
承
に
よ
く
あ
る
話
で
、
見
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
た
も
の
を
我
慢

す
る
こ
と
が
出
来
ず
見
て
し
ま
う
と
そ
こ
か
ら
不
運
が
湧
出
す
る
と
い
う
展
開
が
あ
る
。
「
黄

泉
の
国
の
段
で
は
」
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
黄
泉
の
国
へ
と
向
か
わ
れ
た
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
を

追
っ
て
行
く
と
、
黄
泉
の
国
か
ら
現
世
へ
と
帰
れ
る
か
ど
う
か
黄
泉
の
国
の
神
々
に
相
談
し
て
み

る
の
で
、
し
ば
ら
く
待
っ
て
ほ
し
い
。
そ
の
間
決
し
て
の
ぞ
か
な
い
で
下
さ
い
と
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ

ト
に
言
わ
れ
る
。
し
か
し
待
ち
か
ね
た
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
そ
の
約
束
を
破
り
灯
り
を
と
も

し
て
照
ら
し
て
み
る
と
そ
こ
に
は
恐
ろ
し
い
姿
に
変
わ
り
果
て
た
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
の
姿
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
展
開
は
「
鶴
の
恩
返
し
」
で
も
お
馴
染
み
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
こ
の
後

の
古
事
記
神
話
に
も
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
質
問
が
出
た
の
か
と
い
う

と
、
仮
に
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
約
束
通
り
待
つ
こ
と
が
出
来
て
い
た
と
し
た
ら
、
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ

ザ
ナ
ミ
二
柱
の
大
神
は
再
び
葦
原
の
中
つ
国
に
帰
還
し
、
修
理
個
成
の
神
勅
を
継
続
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

勉
強
会
を
進
め
る
上
で
解
説
書
と
し
て
い
る
影
山
正
治
先
生
の
『
古
事
記
精
講
』
を
紐
解
く

と
、我
が
国
の
ツ
ミ
、
ケ
ガ
レ
と
い
う
概
念
は
他
国
の
如
く
清
浄
に
相
対
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、

消
極
的
の
も
の
で
も
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
光
明
を
さ
ら
に
輝
か
し
め
ん
が
為
の
暗

黒
で
あ
り
、
生
を
進
展
さ
せ
ん
が
た
め
の
死
で
あ
る
。さ
ら
に
言
え
ば
、
光
明
、
暗
黒
協
力
一
致

し
て
万
物
を
修
理
個
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
天
国
と
地
獄
を
相
対
分
離
し
、

天
国
を
切
望
し
、
地
獄
を
忌
避
す
る
こ
と
を
以
て
現
実
を
生
き
る
意
味
と
す
る
異
国
の
世
界

観
と
異
な
り
、
高
天
原
、
黄
泉
の
国
の
光
明
と
暗
黒
は
陰
陽
相
補
い
つ
つ
豊
葦
原
の
中
つ
国
を

創
造
進
化
さ
せ
行
く
の
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
黄
泉
の
国
に
て
受
け
ら
れ
た
ケ
ガ
レ
は
、

ミ
コ
ト
の
使
命
の
再
確
認
を
強
く
促
し
、
天
照
大
御
神
の
降
臨
へ
と
つ
な
が
る
禊
の
神
業
が
現

出
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
約
束
を
守
り
、
黄
泉
の
国
に
て
ケ
ガ
レ
を
受

け
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
天
照
大
御
神
の
生
誕
も
な
く
宇
宙
の
創
造
は
進
展
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
の
で
あ
る
。 

 

斯
く
の
如
く
神
話
を
考
え
て
み
る
と
、
我
が
国
の
敗
戦
以
来
の
国
家
的
低
迷
と
泥
沼
的
現
状

も
意
味
あ
る
成
り
行
き
に
見
え
て
来
る
。
明
治
の
近
代
化
以
来
西
洋
列
強
と
渡
り
合
っ
て
来

た
我
が
国
は
発
展
の
た
め
に
置
き
去
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
伝
統
文
化
の
価
値
か
ら

目
を
背
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
或
は
現
象
的
な
発
展
が
根
本
本
質
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
へ

の
言
い
訳
と
も
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
日
清
日
露
に
続
き
、
大
東
亜
の
戦
い
に
も
東
亜
の

共
栄
を
勝
ち
取
る
と
い
う
大
義
を
以
て
勝
利
を
収
め
て
い
た
な
ら
ば
、
世
界
随
一
の
国
家
と
な

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
時
忘
却
す
べ
か
ら
ざ
る
我
が
国
の
伝
統
、
古
道
を
以
て
世

界
に
臨
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
草
莽
有
志
の
叫
び
は
政
府
中
枢
に
届
き
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
表

層
的
な
国
体
論
を
背
景
と
し
た
近
代
国
家
日
本
は
真
の
意
味
で
世
界
の
盟
主
と
は
な
り
得
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
黄
泉
の
国
で
受
け
た
ツ
ミ
、
ケ
ガ
レ
を
自
覚
し
て
禊
の
神
業
に
赴
か
れ

た
よ
う
に
、
我
々
令
和
の
民
も
明
治
に
始
ま
り
、
戦
後
に
爆
発
し
た
近
代
的
諸
問
題
を
骨
身
に

し
み
て
自
覚
反
省
す
る
こ
と
に
よ
り
再
出
発
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
明
治
以
来
の
自
治
体
の
崩

壊
は
、
時
代
が
変
わ
っ
た
の
だ
と
無
視
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
が
、
核
家
族
さ
え
も
成
立
せ
ず

都
市
の
孤
独
な
る
個
人
と
な
っ
て
、
親
の
温
か
み
も
知
ら
ず
、
兄
弟
の
ぬ
く
も
り
も
感
じ
ら
れ

ず
育
っ
た
不
幸
な
人
々
が
猟
奇
的
事
件
を
起
こ
す
に
至
っ
て
初
め
て
事
の
重
大
さ
に
震
撼
す
る

の
で
あ
る
。
西
洋
技
術
の
利
便
性
に
魅
惑
さ
れ
、
我
が
国
伝
統
の
職
人
技
術
が
忘
却
さ
れ
る
こ

と
に
は
大
し
た
罪
悪
を
感
じ
な
か
っ
た
人
々
も
機
械
と
Ａ
Ｉ
が
人
間
を
管
理
す
る
時
代
を
目
の

前
に
し
て
は
深
省
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
べ
て
が
極
限
ま
で
行
き
詰
ま
っ
た
今
だ
か
ら
こ
そ
、
そ

の
始
ま
り
に
帰
り
根
底
か
ら
我
が
国
を
禊
祓
う
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
必
要

と
さ
れ
る
こ
と
は
現
状
の
改
善
で
も
戦
前
へ
の
憧
憬
で
も
な
い
、
一
切
を
捨
て
て
原
点
に
回
帰

し
、新
生
の
道
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。 
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と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵  

 
 
 

 

皆
様
、
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
の
と
よ
く
も
農
園
は
、借
り
て
い
た
畑
の

片
付
け
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
三
浦
家
が
勤
皇
村
構
想
の
実
現
に
向
け
て
松
山
を
発
っ
た
の
が

二
年
前
。
右
も
左
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
勧
め
ら
れ
て
最
初
に
借
り
た
農
地
は
、
車
を
横
づ
け
す

る
こ
と
が
難
し
く
、
水
も
入
ら
ず
、
い
び
つ
な
形
で
耕
耘
す
る
の
が
不
便
な
段
々
畑
で
し
た
。
勿

論
鍬
や
牛
で
耕
し
て
い
た
頃
は
、
畑
の
形
は
関
係
な
く
、
山
か
ら
の
豊
富
な
清
水
も
流
れ
て
い

た
は
ず
で
、
さ
ぞ
お
い
し
い
お
米
や
野
菜
が
育
っ
て
い
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
広
大
な
面

積
を
管
理
し
て
い
く
上
で
は
そ
れ
が
仇
と
な
り
、
最
近
は
あ
ま
り
手
入
れ
が
で
き
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
夏
の
自
然
の
力
は
想
像
以
上
に

恐
ろ
し
く
、
一
、
二
カ
月
草
刈
り
や
耕
耘

を
放
棄
す
る
と
、
自
分
達
の
背
丈
ほ
ど
の

雑
草
が
畑
を
蔽
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
し
っ
か

り
と
管
理
が
で
き
る
と
判
断
し
た
一
部
の

畑
を
除
い
て
、
お
借
り
し
て
い
た
畑
を
返

す
準
備
を
し
て
き
ま
し
た
。
雑
草
が
生
え

て
い
た
畑
は
何
度
か
ト
ラ
ク
タ
ー
で
耕
耘

し
、イ
ノ
シ
シ
や
鹿
除
け
に
張
り
巡
ら
し
て

い
た
ワ
イ
ヤ
ー
メ
ッ
シ
ュ
を
除
け
、
畦
ま
で
丁
寧
に
草
刈
り
を

し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
片
付
け
を
し
て
い
く
と
、
少
し

ず
つ
畑
が
蘇
っ
て
い
く
よ
う
で
す
。
も
う
少
し
私
達
に
余
裕

が
あ
れ
ば
、
そ
の
土
地
の
持
主
の
御
先
祖
様
が
大
切
に
さ
れ

て
い
た
土
地
を
上
手
く
活
か
し
て
行
け
た
の
だ
と
思
う
と

残
念
で
す
が
、
こ
こ
数
年
は
管
理
が
し
や
す
い
所
か
ら
作
付

け
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

今
月
は
、
里
芋
の
収
穫
・
出
荷
も
行
い
ま
し
た
。
昨
年
内
に

大
半
は
掘
っ
て
い
た
里
芋
で
す
が
、
ま
だ
三
畝
ほ
ど
残
っ
て
い

ま
し
た
。
手
で
収
穫
し
て
い
る
と
間
に
合
わ
な
い
た
め
、
畑
が

乾
い
て
い
る
晴
れ
の
続
く
日
を
ね
ら
っ
て
、
知
り
合
い
の
方
に
機
械
で
掘
り
起
こ
し
て
も
ら
い
ま

し
た
。
親
戚
に
何
人
も
声
を
掛
け
、
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
で
暖

を
と
り
な
が
ら
、
倉
庫
に
高
く
積
ま
れ
た
里
芋
の
根
切
り

を
行
っ
て
い
き
ま
し
た
。
少
し
ず
つ
小
さ
く
な
る
里
芋
の
山

を
背
に
し
て
、
今
年
の
三
浦
家
の
抱
負
や
方
針
を
語
ら
い

ま
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
こ
の
秋
収
穫
予
定
の
里
芋
の
畑
準
備
も
行
い
ま

し
た
。
土
壌
分
析
を
し
て
も
ら
い
、
堆
肥
や
ミ
ネ
ラ
ル
を
施

肥
し
て
い
き
ま
す
。
昨
年
は
準
備
が
遅
れ
た
た
め
、
土
が
湿

っ
た
ま
ま
畝
立
て
・マ
ル
チ
張
り
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
里
芋

の
育
ち
や
収
穫
に
影
響
が
出
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
年
は
本

格
的
に
里
芋
を
育
て
て
行
く
た
め
、
早
め
早
め
の
準
備
を

心
が
け
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
他
に
、
ネ
ギ
の
収
穫
・
出
荷
や
、
ア
ス
パ
ラ
の
手
入
れ
、

人
参
・
ジ
ャ
ガ
イ
モ
・
大
根
・
キ
ャ
ベ
ツ
・
カ
ブ
・
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー

等
の
有
機
で
育
て
て
い
る
冬
野
菜
の
収
穫
も
行
い
ま
し
た
。

就
農
し
た
当
初
に
描
い
て
い
た
理
想
と
は
違
い
ま
す
が
、
少

し
ず
つ
や
り
方
や
方
針
が
定
ま
っ
て
来
て
、
畑
も
落
ち
着
い

て
き
て
い
ま
す
。
今
年
は
時
間
に
追
わ
れ
る
農
業
で
は
な

く
、
家
族
団
欒
の
時
間
を
増
や
し
て
余
裕
を
持
っ
た
農
業

を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
昨
年
同
様
、
本
年
も

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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★
活
動
報
告 

 
・
一
月
八
日
（
水
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

相
談
会
「
三
間
村
塾
再
建
に
向
け
て
」 

 
 
 

寺
川
正
一
さ
ん
旧
宅
（
愛
媛
県
松
山
市
高
井
町
六-

三
一
） 

 

 

・
一
月
二
十
二
日
（
水
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

勉
強
会
『
古
事
記
』 

 
 
 

寺
川
正
一
さ
ん
旧
宅
（
愛
媛
県
松
山
市
高
井
町
六-

三
一
） 

 

★
今
後
の
予
定 

 

・
二
月
十
二
日
（
水
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

相
談
会
「
三
間
村
塾
再
建
に
向
け
て
」 

 
 
 

寺
川
正
一
さ
ん
旧
宅
（
愛
媛
県
松
山
市
高
井
町
六-

三
一
） 

 
 

 

・
二
月
二
十
六
日
（
水
）
十
九
時
～
二
十
一
時
勉
強
会
『
古
事
記
』 

 
 
 

寺
川
正
一
さ
ん
旧
宅
（
愛
媛
県
松
山
市
高
井
町
六-

三
一
） 

 

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発

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

囲
の
人
々
の
心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ

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

り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

年
会
費 

・
一
般
会
員 

 
 
 
 
 

三
千
円 

・
賛
助
会
員 

 
 

 
 
 

一
万
円 

・
特
別
賛
助
会
員 

 
 
 

三
万
円 

・
支
援
会
員 

 
 
 
 
 

一
万
円 


