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の
内
容
で
あ
る
。
（
天
之
御
中
主
神
は
自
慊
の
活
動
自
ら
に
し
て
自
ら
で
あ
る
普
遍
の
自
由

の
意
味
で
な
い
自
慊
の
活
動
に
よ
っ
て
万
象
と
な
っ
て
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。） 

 

恰
も
芸
術
の
鑑
賞
に
現
る
る
、
質
料
が
凡
て
形
相
化
せ
ら
れ
た
完
成
態
に
於
け
る
自
由
活

動
と
い
う
如
き
も
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
の
内
容
を
成
す
。
希
臘
人
の
芸
術
観
照
的
世
界

観
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
、
神
学
に
基
典
型
的
な
る
自
覚
を
見
出
す
と
云
っ
て
よ

い
。 こ

こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
大
方
広
仏
華
厳
経
・
巻
十
、
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偈
品
第
十

六
（
唯
心
偈
）
に
あ
る
次
の
経
で
あ
る
。 

「
爾
時
、
如
来
林
菩
薩
、
仏
の
神
力
を
承
け
、
普
く
十
方
を
観
じ
、
偈
を
以
て
頌
し
て
曰
く
、

譬
え
ば
工
み
な
る
画
師
の
諸
々
の
彩
色
を
分
布
す
る
が
如
し
。
虚
妄
に
異
色
を
取
る
も
、
四

大
に
差
別
無
し
。
四
大
は
彩
色
に
非
ら
ず
、
彩
色
は
四
大
に
非
ず
。
四
大
の
体
を
離
れ
て
、
而

も
別
に
彩
色
有
る
に
あ
ら
ず
。
心
は
彩
画
の
色
に
非
ず
、
彩
画
の
色
は
心
に
非
ず
、
心
を
離
れ

て
画
色
無
く
、
画
色
を
離
れ
て
心
無
し
。
彼
心
は
常
住
せ
ず
、
無
量
に
し
て
思
議
し
難
く
、
一

切
の
色
を
顕
現
し
て
、
各
々
相
知
ら
ず
、
猶
し
工
み
な
る
画
師
も
、
画
心
を
知
る
こ
と
能
わ
ざ

る
が
如
し
。
当
に
知
る
べ
し
、
一
切
の
法
の
、
其
性
も
亦
是
の
如
し
。
心
は
、
工
な
る
画
師
の
如

く
、
種
々
に
五
陰
を
画
く
。
一
切
世
界
の
中
、
法
と
し
て
造
ら
ざ
る
無
し
。
心
の
如
く
仏
も
亦

爾
り
、
仏
の
如
く
衆
生
も
然
り
。
心
と
仏
及
び
衆
生
。
是
三
差
別
無
し
。
諸
仏
は
悉
く
、
一
切

は
心
よ
り
転
ず
と
了
知
す
。
若
し
能
く
是
の
如
く
解
ら
ば
、
彼
人
真
の
仏
を
見
た
て
ま
つ
ら

ん
。
心
も
亦
是
身
に
非
ず
、
身
も
亦
是
心
に
非
ず
。
一
切
の
仏
事
を
作
し
、
自
在
な
る
こ
と
未

だ
嘗
て
有
ら
ず
。
若
し
人
求
め
て
、
三
世
一
切
の
仏
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
応
是
に
是
の
如
く

観
ず
べ
し
。
心
は
諸
々
の
如
来
を
造
る
と
」 

   内
容
で
あ
る
。
（
天
之
御
中
主
神
は
自
慊
の
活
動
自
ら
に
し
て
自
ら
で
あ
る
普
遍
の
自
由
の

意
味
で
な
い
自
慊
の
活
動
に
よ
っ
て
万
象
と
な
っ
て
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
） 

 

恰
も
芸
術
の
鑑
賞
に
現
る
る
、
質
料
が
凡
て
形
相
化
せ
ら
れ
た
完
成
態
に
於
け
る
自
由
活

動
と
い
う
如
き
も
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
の
内
容
を
成
す
。
希
臘
人
の
芸
術
観
照
的
世
界

観
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
、
神
学
に
基
典
型
的
な
る
自
覚
を
見
出
す
と
云
っ
て
よ

い
。 

 

こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
大
方
広
仏
華
厳
経
・巻
十
、
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偈
品
第
十
六

（
唯
心
偈
）
に
あ
る
次
の
経
で
あ
る
。 

 

「
爾
時
、
如
来
林
菩
薩
、
仏
の
神
力
を
承
け
、
普
く
十
方
を
観
じ
、
偈
を
以
て
頌
し
て
曰
く
、

譬
え
ば
工
み
な
る
画
師
の
諸
々
の
彩
色
を
分
布
す
る
が
如
し
。
虚
妄
に
異
色
を
取
る
も
、
四

大
に
差
別
無
し
。
四
大
は
彩
色
に
非
ら
ず
、
彩
色
は
四
大
に
非
ず
。
四
大
の
体
を
離
れ
て
、
而

も
別
に
彩
色
有
る
に
あ
ら
ず
。
心
は
彩
画
の
色
に
非
ず
、
彩
画
の
色
は
心
に
非
ず
、
心
を
離
れ

て
画
色
無
く
、
画
色
を
離
れ
て
心
無
し
。
彼
心
は
常
住
せ
ず
、
無
量
に
し
て
思
議
し
難
く
、
一

切
の
色
を
顕
現
し
て
、
各
々
相
知
ら
ず
、
猶
し
工
み
な
る
画
師
も
、
画
心
を
知
る
こ
と
能
わ
ざ

る
が
如
し
。
当
に
知
る
べ
し
、
一
切
の
法
の
、
其
性
も
亦
是
の
如
し
。
心
は
、
工
な
る
画
師
の
如

く
、
種
々
に
五
陰
を
画
く
。
一
切
世
界
の
中
、
法
と
し
て
造
ら
ざ
る
無
し
。
心
の
如
く
仏
も
亦

爾
り
、
仏
の
如
く
衆
生
も
然
り
。
心
と
仏
及
び
衆
生
。
是
三
差
別
無
し
。
諸
仏
は
悉
く
、
一
切

は
心
よ
り
転
ず
と
了
知
す
。
若
し
能
く
是
の
如
く
解
ら
ば
、
彼
人
真
の
仏
を
見
た
て
ま
つ
ら

ん
。
心
も
亦
是
身
に
非
ず
、
身
も
亦
是
心
に
非
ず
。
一
切
の
仏
事
を
作
し
、
自
在
な
る
こ
と
未

だ
嘗
て
有
ら
ず
。
若
し
人
求
め
て
、
三
世
一
切
の
仏
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
応
是
に
是
の
如
く

観
ず
べ
し
。
心
は
諸
々
の
如
来
を
造
る
と
」 

目
的
因
と
は
一
致
し
、質
料
の
実
現
す
べ
き
本
質
に
帰
す
る
。
と
こ
ろ
で
質
料
は
そ
れ
自
身
で

は
不
定
の
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
に
就
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
然
る
に
存
在
は
ロ
ゴ
ス
に

於
て
論
理
的
に
捉
え
ら
る
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
就
い
て
語
り
そ
れ
に
定
義
を
与
え

得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。従
っ
て
形
相
、(

本
質)

が
真
の
存
在
で
あ
る
と
す
る
。実
体
も

原
因
の
見
地
か
ら
観
る
時
、個
体
の
本
質
（
形
相
）
に
帰
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
は

質
料
と
存
在
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
。
此
二
つ
が
若
し
単
に
離
れ
存
す
る
な
ら
ば
個

物
は
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ヤ
の
離
在
を
攻
撃
し

た
こ
と
は
既
に
前
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。
彼
自
身
は
内
在
の
立
場
か
ら
形
相
と
質
料
と
を
現

勢
と
潜
勢
と
の
関
係
に
於
て
考
え
、
質
料
は
形
相
に
な
り
得
べ
く
し
て
未
だ
形
相
と
な
ら
ぬ

も
の
（
可
能
性
）
、
形
相
は
即
ち
其
実
現
（
現
実
性
）
で
あ
る
と
し
た
。
本
質
を
単
に
可
能
の
状

態
に
含
む
の
が
質
料
で
あ
り
、
そ
れ
を
形
相
に
実
現
す
る
の
が
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
ず
る
運

動
で
あ
る
。一
般
に
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
ず
る
こ
と
を
運
動
と
い
う
。運
動
は
単
に
継
起
す
る

状
態
の
み
で
成
立
す
る
も
の
で
な
い
。
運
動
に
は
変
化
す
る
状
態
の
基
底
に
不
変
な
る
も
の

（
基
体
）
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
運
動
に
先
だ
っ
て
運
動
の
実
現
す
る
本
質
が
基
体
と
し
て
存

し
（
是
即
天
之
御
中
主
神
の
世
界
）
、
そ
れ
が
潜
勢
か
ら
現
勢
に
自
己
を
実
現
す
る
の
で
あ

る
。
（
高
御
産
巣
日
、
神
産
巣
日
、
二
神
の
結
び
蒸
力
の
作
用
に
よ
っ
て
）
。
其
故
現
勢
は
潜
勢

の
後
に
現
れ
る
の
で
な
く
て
却
て
潜
勢
に
先
だ
ち
、
其
完
成
せ
る
本
質
が
運
動
に
於
て
自
己

の
姿
を
現
わ
す
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
現
勢
は
完
成
の
意
味
を
有
す
る
。
現
勢
に
は
動
く

方
面
と
共
に
動
か
ぬ
方
面
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
不
動
の
完
成
態
は
始
よ
り
潜
勢
の
中
に

あ
り
、
潜
勢
が
現
勢
に
な
る
の
は
此
完
成
態
が
目
的
と
な
る
か
ら
、
質
料
の
潜
勢
が
形
相
の
現

勢
に
転
ず
る
の
は
本
質
が
自
己
自
身
に
な
ら
ん
と
し
て
自
己
自
身
に
向
う
運
動
を
な
す
も
の

と
い
わ
れ
る
。
此
処
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
特
色
た
る
目
的
論
が
成
立
つ
。
（
成

り
い
ず
る
神
で
あ
り
、
造
ら
れ
た
も
の
で
な
く
神
・
本
質
自
ら
の
自
己
の
顕
現
で
あ
る
。

神
道
の
成
生
の
相
で
あ
る
） 

 
 

 

論
理
の
一
般
的
述
語
な
の
で
あ
る
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
は
存
在
論
に
制
約
せ
ら
れ
る
実

体
の
論
理
で
あ
り
主
語
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
実
体
は
如
何
な
る
も
の
か
。 

付
言 

私
達
同
志
は
東
洋
哲
学
と
と
も
に
西
洋
哲
学
を
学
び
、
そ
れ
を
正
・
反
と
し
、
合
な

る
日
本
哲
学
を
解
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
神
道
が
あ
る
。
「
無
の
哲
学
か
ら
光
の
哲
学

へ
」
。
故
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
は
彼
以
後
の
西
洋
哲
学
の
殆
ど
全
体
に
対
す
る
源
泉

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
其
基
本
的
な
る
概
念
や
思
想
は
哲
学
の
常
識
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
の
で
、
其
古
典
的
な
る
思
想
の
要
点
を
田
辺
氏
の
「
哲
学
通
論
」
に
依
っ
て
掲
げ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
所
々
に
私
の
神
道
観
を
覗
か
せ
て
い
る
が
、
私
が
こ
れ
を
西
洋
哲
学
的
に
構

威
完
成
す
る
に
は
年
齢
と
時
間
が
許
さ
な
い
。
後
者
を
俟
っ
て
大
成
し
て
い
た
だ
く
よ
り
無

い
。
そ
の
時
の
暗
示
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

 

古
事
記                              

竹
葉 

秀
雄 

 
    

    
 

天
地
の
初
発
の
と
き 

            —

実
在—

（
六
） 

 
    

    
    

  

反
省
的
方
法
１ 

 
    

    
  

１ 

存
在
論
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
２
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
何
を
「
実
在
」
「
神
」
と
観
た
か
。
前
述
の
如
く
潜
勢
と
現
勢
、
質
料

と
形
相
と
の
間
を
動
く
も
の
と
し
て
現
実
の
存
在
は
凡
て
中
間
的
で
あ
る
。
最
後
の
質
料

は
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
現
実
に
あ
る
質
料
は
そ
れ
に
相
当
す
る
形

相
的
な
る
も
の
に
対
し
て
は
質
料
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
更
に
そ
れ
を
形
相
と
す
る
他
の
質

料
的
な
る
も
の
に
対
し
て
却
て
形
相
的
で
あ
る
。
斯
く
て
現
実
の
中
間
的
存
在
は
即
ち
運

動
の
世
界
を
成
す
。
併
し
運
動
は
今
述
べ
た
如
く
、
そ
れ
自
ら
動
か
ず
し
て
他
の
も
の
が

凡
て
そ
れ
を
目
的
に
し
て
動
く
如
き
最
後
の
純
粋
な
る
形
相
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
（
基
体
）
純
粋
形
相
は
運
動
の
目
的
因
と
し
て
現
実
の
最
後
の
原
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
純
粋
形
相
は
純
粋
形
相
で
あ
る
限
り
質
料
を
混
入
せ
ざ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

け
れ
ど
も
、
而
も
そ
れ
が
形
相
と
し
て
存
在
す
る
以
上
は
活
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
運
動
の
原
理
と
し
て
他
を
動
か
す
形
相
た
る
も
の
自
ら
活
動
す
る
力
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
純
粋
形
相
は
質
料
を
混
入
す
る
こ
と
な
く
し
て
如
何
な
る
活
動
を
な
す

か
。
そ
れ
は
自
己
自
身
を
思
惟
す
る
所
謂
「
思
惟
の
思
惟
」
で
あ
る
外
無
い
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
此
「
思
惟
の
思
惟
」
を
「
第
一
動
因
」
と
呼
び
「
神
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。 

凡
て
の
個
物
が
自
己
自
身
と
な
れ
る
完
成
し
た
姿
に
於
け
る
自
由
活
動
の
世
界
が
神

の
内
容
で
あ
る
。
（
天
之
御
中
主
神
は
自
慊
の
活
動
自
ら
に
し
て
自
ら
で
あ
る
普
遍
の

自
由
の
意
味
で
な
い
自
慊
の
活
動
に
よ
っ
て
万
象
と
な
っ
て
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ

る
。） 

 

恰
も
芸
術
の
鑑
賞
に
現
る
る
、
質
料
が
凡
て
形
相
化
せ
ら
れ
た
完
成
態
に
於
け
る

自
由
活
動
と
い
う
如
き
も
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
の
内
容
を
成
す
。
希
臘
人
の

芸
術
観
照
的
世
界
観
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
、
神
学
に
基
典
型
的
な
る
自

覚
を
見
出
す
と
云
っ
て
よ
い
。 

 

こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
大
方
広
仏
華
厳
経
・
巻
十
、
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偈
品

第
十
六
（
唯
心
偈
）
に
あ
る
次
の
経
で
あ
る
。 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
何
を
「
実
在
」
「
神
」
と
観
た
か
。
前
述
の
如
く
潜
勢
と
現
勢
、
質
料

と
形
相
と
の
間
を
動
く
も
の
と
し
て
現
実
の
存
在
は
凡
て
中
間
的
で
あ
る
。
最
後
の
質
料

は
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
現
実
に
あ
る
質
料
は
そ
れ
に
相
当
す
る
形

相
的
な
る
も
の
に
対
し
て
は
質
料
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
更
に
そ
れ
を
形
相
と
す
る
他
の
質

料
的
な
る
も
の
に
対
し
て
却
て
形
相
的
で
あ
る
。
斯
く
て
現
実
の
中
間
的
存
在
は
即
ち
運

動
の
世
界
を
成
す
。
併
し
運
動
は
今
述
べ
た
如
く
、
そ
れ
自
ら
動
か
ず
し
て
他
の
も
の
が

凡
て
そ
れ
を
目
的
に
し
て
動
く
如
き
最
後
の
純
粋
な
る
形
相
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
（
基
体
）
純
粋
形
相
は
運
動
の
目
的
因
と
し
て
現
実
の
最
後
の
原
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
純
粋
形
相
は
純
粋
形
相
で
あ
る
限
り
質
料
を
混
入
せ
ざ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

け
れ
ど
も
、
而
も
そ
れ
が
形
相
と
し
て
存
在
す
る
以
上
は
活
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
運
動
の
原
理
と
し
て
他
を
動
か
す
形
相
た
る
も
の
自
ら
活
動
す
る
力
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
純
粋
形
相
は
質
料
を
混
入
す
る
こ
と
な
く
し
て
如
何
な
る
活
動
を
な
す

か
。
そ
れ
は
自
己
自
身
を
思
惟
す
る
所
謂
「
思
惟
の
思
惟
」
で
あ
る
外
無
い
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
此
「
思
惟
の
思
惟
」
を
「
第
一
動
因
」
と
呼
び
「
神
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。 

 

凡
て
の
個
物
が
自
己
自
身
と
な
れ
る
完
成
し
た
姿
に
於
け
る
自
由
活
動
の
世
界
が
神
の

内
容
で
あ
る
。
（
天
之
御
中
主
神
は
自
慊
の
活
動
自
ら
に
し
て
自
ら
で
あ
る
普
遍
の
自
由

の
意
味
で
な
い
自
慊
の
活
動
に
よ
っ
て
万
象
と
な
っ
て
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。） 

 

恰
も
芸
術
の
鑑
賞
に
現
る
る
、
質
料
が
凡
て
形
相
化
せ
ら
れ
た
完
成
態
に
於
け
る

自
由
活
動
と
い
う
如
き
も
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
の
内
容
を
成
す
。
希
臘
人
の

芸
術
観
照
的
世
界
観
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
、
神
学
に
基
典
型
的
な
る
自

覚
を
見
出
す
と
云
っ
て
よ
い
。 

 

こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
大
方
広
仏
華
厳
経
・
巻
十
、
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偈
品

第
十
六
（
唯
心
偈
）
に
あ
る
次
の
経
で
あ
る
。 

 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
物
を
認
識
す
る
は
其
物
の
始
源
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。

哲
学
は
存
在
の
始
源
と
し
て
の
原
理
を
知
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
始
源
は
そ
れ
か
ら
其

物
の
生
ず
る
原
因
で
あ
り
論
理
的
に
は
理
由
で
あ
る
。
論
理
的
存
在
論
の
立
場
に
於
て
は

理
由
（
原
理
）
と
原
因
と
は
一
つ
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
原
因
に
資
料
因

c
,a

u
s
a

 

m
a

te
ria

lis
 

形
相
因c

fo
rm

a
lis

動
力
因c

.e
ffic

ie
n
s
 

目
的
因c

.fin
a
lis

の
四
つ

を
区
別
し
た
。
こ
れ
は
芸
術
的
表
象
の
立
場
か
ら
存
在
を
彫
塑
的
に
観
照
す
る
希
臘
的

存
在
論
の
典
型
的
な
る
表
現
で
あ
る
。
物
の
底
に
存
在
の
隠
さ
れ
た
る
原
理
を
認
め
ず
、

凡
て
顕
わ
な
る
原
理
に
由
っ
て
生
ず
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
彫
刻
家
が
ア
ポ
ロ
の
像
を
造

る
時
に
は
、其
質
料
た
る
大
理
石
と
か
青
銅
と
か
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
質
料
因
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
造
ら
る
べ
き
ア
ポ
ロ
の
形
姿
形
相
が
予
め
彫
刻
家
の
脳
裏
に
あ
る

の
で
な
け
れ
ば
彫
像
の
制
作
は
出
来
ぬ
。
そ
れ
が
形
相
因
で
あ
る
。
而
し
て
此
形
相
を
質

料
に
於
て
実
現
す
る
芸
術
家
の
活
動
が
動
力
因
で
あ
り
、
其
制
作
の
目
的
と
す
る
所
が

目
的
因
で
あ
る
。
凡
て
の
存
在
は
此
の
四
種
の
原
因
に
由
っ
て
生
ず
る
。
併
し
人
工
物
で

は
此
の
四
種
が
夫
夫
別
の
も
の
と
し
て
区
別
せ
ら
れ
る
が
、
自
然
物
に
於
て
は
形
相
因
と

目
的
因
と
は
一
致
し
、
質
量
の
実
現
す
べ
き
本
質
に
帰
す
る
。
と
こ
ろ
で
質
料
は
そ
れ
自

身
で
は
不
定
の
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
に
就
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
然
る
に
存
在
は
ロ

ゴ
ス
に
於
て
論
理
的
に
捉
え
ら
る
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
就
い
て
語
り
そ
れ
に
定

義
を
与
え
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
形
相
、(

本
質)

が
真
の
存
在
で
あ

る
と
す
る
。
実
体
も
原
因
の
見
地
か
ら
観
る
時
、
個
体
の
本
質
（
形
相
）
に
帰
す
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
は
質
料
と
存
在
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
。
此
二
つ

が
若
し
単
に
離
れ
存
す
る
な
ら
ば
個
物
は
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ヤ
の
離
在
を
攻
撃
し
た
こ
と
は
既
に
前
に
述
べ
た
所
で
あ

る
。
彼
自
身
は
内
在
の
立
場
か
ら
形
相
と
質
料
と
を
現
勢
と
潜
勢
と
の
関
係
に
於
て

考
え
、
質
料
は
形
相
に
な
り
得
べ
く
し
て
未
だ
形
相
と
な
ら
ぬ
も
の
（
可
能
性
）
、
形

相
は
即
ち
其
実
現
（
現
実
性
）
で
あ
る
と
し
た
。
本
質
を
単
に
可
能
の
状
態
に
含
む
の

が
質
料
で
あ
り
、
そ
れ
を
形
相
に
実
現
す
る
の
が
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
ず
る
運
動
で

あ
る
。
一
般
に
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
ず
る
こ
と
を
運
動
と
い
う
。
運
動
は
単
に
継
起
す

る
状
態
の
み
で
成
立
す
る
も
の
で
な
い
。
運
動
に
は
変
化
す
る
状
態
の
基
底
に
不
変

な
る
も
の
（
基
体
）
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
運
動
に
先
だ
っ
て
運
動
の
実
現
す
る
本
質

が
気
体
と
し
て
存
し
（
是
即
天
之
御
中
主
神
の
世
界
）、
そ
れ
が
潜
勢
か
ら
現
勢
に
自

己
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。（
高
御
産
巣
日
、
神
産
巣
日
、
二
神
の
結
び
蒸
力
の
作
用

に
よ
っ
て
）
。
其
故
現
勢
は
潜
勢
の
後
に
現
れ
る
の
で
な
く
て
却
て
潜
勢
に
先
だ
ち
、

其
完
成
せ
る
本
質
が
運
動
に
於
て
自
己
の
姿
を
現
わ
す
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
即
ち

現
勢
は
完
成
の
意
味
を
有
す
る
。
現
勢
に
は
動
く
方
面
と
共
に
動
か
ぬ
方
面
が
無
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
不
動
の
完
成
態
は
始
よ
り
潜
勢
の
中
に
あ
り
、
潜
勢
が
現
勢
に
な
る

の
は
此
完
成
態
が
目
的
と
な
る
か
ら
、
質
料
の
潜
勢
が
形
相
の
現
勢
に
転
ず
る
の
は

本
質
が
自
己
自
身
に
な
ら
ん
と
し
て
自
己
自
身
に
向
う
運
動
を
な
す
も
の
と
い
わ
れ

る
。
此
処
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
特
色
た
る
目
的
論
が
成
立
つ
。（
成
り
い
ず

る
神
で
あ
り
、
造
ら
れ
た
も
の
で
な
く
神
・
本
質
自
ら
の
自
己
の
顕
現
で
あ
る
。
神
道

の
成
生
の
相
で
あ
る
） 

 
 

 

          

プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
一
者
は
た
だ
世
界
を
超
越
し
て
存
在
す
る
神
で
は
な
い
。
そ
れ
は
個

物
の
活
動
的
本
質
の
統
一
原
理
と
し
て
飽
く
ま
で
世
界
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
単

に
世
界
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
て
同
時
に
之
を
超
え
る
全
体
的
統
一
原
理
と
し
て
超

越
的
で
あ
る
。
而
も
そ
の
超
越
的
一
者
に
至
る
に
は
個
体
の
多
な
る
世
界
を
媒
介
と
す
る

の
で
な
く
て
（
こ
こ
に
問
題
が
あ
っ
て
存
在
論
を
生
み
弁
証
論
を
生
む
。
竹
葉
）
之
を
否
定

し
消
滅
せ
し
む
る
こ
と
に
由
っ
て
す
る
。
即
ち
論
理
を
否
定
し
思
惟
を
超
越
し
、
一
切
の

対
立
の
消
え
る
所
に
直
観
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
此
処
に
神
秘
的
方
法
の
特
色
が
あ

り
、
其
の
後
西
洋
哲
学
に
於
て
基
督
教
の
地
盤
に
そ
れ
が
移
植
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
愈
々

宗
教
的
色
彩
を
濃
厚
に
し
て
神
秘
神
学
の
形
を
採
る
に
至
っ
た
所
以
が
あ
る
。 

第
五
世
紀
の
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
書P

s
e
u
c
o
-
D

io
n
y
s
iu

s

が
神
を
「
名
く
べ
き
名
無

き
輝
け
る
暗
」
と
し
た
。
こ
れ
は
如
何
に
も
老
子
の
「
名
の
名
と
す
べ
き
は
常
の
名
に
非

ず
」
と
言
い
、「
玄
の
又
玄
」
と
言
え
る
と
こ
ろ
に
似
る
。 

第
九
世
紀
の
ス
コ
ト
ウ
ス
・
エ
リ
（
ウ
）
ゲ
ナ
（Se

c
tu

s
E

ri(u
)g

e
n
a

,8
1

0
-
8

7
7

）

が
、
「
造
っ
て
造
ら
れ
ざ
る
神
」
の
底
に
「
造
ら
れ
も
せ
ず
造
り
も
せ
ざ
る
神
」
を
考
え
、
斯

か
る
神
が
矛
盾
を
含
む
も
の
と
し
て
そ
れ
を
思
惟
す
べ
き
範
疇
無
き
こ
と
を
説
い
て
、
唯

不
知
に
於
て
直
接
に
神
と
冥
合
す
る
を
得
る
と
す
る
所
謂
「
否
定
神
学
」
を
大
成
し
た
の

は
、
神
秘
神
学
の
最
初
の
代
表
と
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
古
事
記
の
「
成
り
ま

せ
る
神
」
の
底
に
「
成
り
ま
さ
ぬ
神
」
が
考
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

斯

く

て

ス

コ

ラ

哲

学

の

隆

盛

期

た

る

第

十

三

世

紀

に

ト

ー

マ

ス

（T
h

o
m

a
s
A

q
u

in
a
s
,1

2
2
5
-7

4

）
の
理
性
主
義
的
な
神
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、

超
理
性
的
神
秘
的
直
観
に
依
っ
て
の
み
知
ら
る
る
超
対
立
的
の
「
神
其
者
」G

o
tth

e
t

を
、
三
位
一
体
の
神
の
前
に
考
え
て
之
を
「
無
」N

ie
h

s

と
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

（E
e
k

ch
a
rt1

2
6
0
-1

3
2
7

）
日
本
に
於
け
る
神
即
ち
天
照
大
御
神
、
君
・
民
の
三
位
一

体
の
前
の
天
之
御
中
主
神
の
世
界
で
あ
る
。 

更
に
文
芸
復
興
の
初
期
に
其
当
時
の
精
神
に
従
っ
て
個
物
の
内
に
神
の
生
命
を
認

む
る
汎
神
論
的
思
想
を
採
り
つ
つ
、
斯
か
る
個
物
の
多
を
一
に
統
一
す
る
神
が
一
に

し
て
多
な
る
以
上
、
そ
れ
は
無
限
大
に
し
て
無
限
小
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
神
は

「
反
対
の
一
致
」C

o
in

cid
e
n

tia
 O

p
p
o
sito

ru
m

で
あ
る
。
斯
か
る
矛
盾
を
含
む
神

に
就
い
て
は
肯
定
も
否
定
も
出
来
ぬ
か
ら
、
こ
れ
を
判
断
に
由
っ
て
知
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
斯
か
る
無
知
の
自
覚
（
所
謂
「
無
知
の
知
」D

o
cta

ig
n

o
ra

n
tia

）
に
於
て

の
み
神
が
現
前
す
る
と
説
い
た
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
ザ
ヌ
ス
（N

ico
la

u
s
 C

u
s
a
n

u
s
,1

4
0
1
-

6
4

）
。
天
之
御
中
主
神
の
世
界
を
玉
で
表
し
て
い
る
神
道
は
円
球
的
絶
対
界
で
あ
る
。

こ
こ
に
於
て
は
無
限
小
は
無
限
大
に
連
が
り
、
極
右
は
極
左
と
同
一
で
あ
る
。
第
六
、

第
七…

…

無
限
次
元
の
世
界
で
あ
る
。
始
め
と
す
べ
き
始
め
な
く
、
終
り
と
す
べ
き
終

り
な
き
、
肯
定
と
否
定
と
綾
な
し
て
存
在
し
つ
つ
あ
る
、
そ
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
超

え
た
「
無
知
の
知
」
の
世
界
で
あ
る
。 

 

尚
近
世
の
初
に
、
従
来
の
希
臘
哲
学
的
神
秘
主
義
に
於
て
単
に
消
極
的
意
義
を
有

す
る
に
止
ま
っ
た
質
量
に
（
前
述
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
項
参
照
）
積
極
な
る
意
義
を
与

え
、
之
を
神
の
啓
示
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
神
の
内
に
あ
っ
て
神
に
対
す
る
否
定
の
原

理
た
る
も
の
と
解
し
、
自
己
の
宗
教
的
体
験
を
基
と
し
て
一
層
基
督
教
的
な
る
神
秘

主
義
を
建
て
た
ボ
ェ
ー
メ
（B

o
h

m
e
,1

5
7
5
-1

6
2
4

）
。
日
本
神
道
に
於
て
は
建
速
素
戔

雄
尊
の
存
在
が
こ
の
意
義
を
も
つ
。 

 

右
の
如
く
、
神
秘
主
義
の
流
は
連
綿
と
し
て
い
つ
の
時
代
に
も
有
力
な
る
代
表
者

を
有
す
る
。 

 

特
に
神
秘
主
義
者
と
呼
ば
れ
て
居
な
い
ば
か
り
で
な
く
理
性
主
義
合
理
主
義
の
代

表
と
普
通
に
考
え
ら
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
如
き
が
、
所
謂
幾
何
学
的
方
法
を
標
榜
し
た

に
拘
ら
ず
、
最
高
の
認
識
を
理
性
以
上
の
直
観
知

S
cie

n
tia

 in
tu

iv
a

に
認
め
た
事

は
最
も
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。 
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農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
五
章 

農
士
論 

    
 

～
第
二
節 

帰
農
的
安
立
～ 

 附―

勤 

倹 
戒 

以
上
農
道
生
活
の
長
短
を
明
か
に
し
て
、
之
に
帰
依
安
立
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
が
、
此
の

序
に
此
処
に
附
と
し
て
勤
倹
の
戒
を
一
言
し
て
置
こ
う
。
所
論
の
体
系
か
ら
い
う
て
些
か
細
を

穿
ち
過
ぎ
る
と
も
思
っ
た
が
敢
え
て
然
か
す
る
こ
と
と
す
る
。 

勤
倹 

苟
く
も
農
に
志
す
者
は
、
前
述
の
如
く
少
な
く
と
も
其
の
労
働
量
の
大
な
る
こ
と
、

金
銭
的
収
入
の
少
い
こ
と
の
二
点
は
之
を
肯
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
已
に
之
を
肯
定
し
覚

悟
せ
る
以
上
は
、
決
然
と
し
て
こ
の
険
難
を
克
服
す
る
だ
け
の
武
器
を
準
備
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然
ら
ば
其
の
武
器
と
は
何
か
、
勤
倹
の
徳
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
古
来
農
村
指
導
者
に
し
て
、
農

民
に
此
の
徳
を
教
え
ぬ
者
は
な
い
。
然
ら
ば
勤
倹
と
は
何
ぞ
や
。
詳
し
く
い
え
ば
、
「
勤
」
と
は
積

極
的
に
収
入
の
増
加
を
図
る
勤
労
の
謂
い
で
、
労
働
量
の
大
な
る
農
業
生
活
に
耐
え
る
に
、
此

の
徳
の
必
要
な
る
は
当
然
の
事
で
あ
る
。
又
「
倹
」
と
は
、
勤
に
対
し
て
財
の
支
出
を
節
す
る
節

倹
若
し
く
は
倹
約
の
謂
い
で
、
何
れ
か
と
い
え
ば
勤
に
対
し
て
は
消
極
的
の
意
味
を
有
す
る
徳

で
、
金
銭
的
収
入
の
少
い
農
業
生
活
に
於
て
、
此
の
徳
の
必
要
な
る
こ
と
も
亦
言
う
を
俟
た
ぬ

事
で
あ
っ
て
、
古
来
農
民
に
こ
の
勤
倹
の
徳
を
教
え
来
っ
た
こ
と
は
大
い
に
意
味
深
い
こ
と
な
の

で
あ
る
。
故
に
私
は
此
処
に
幼
い
頃
か
ら
聴
か
さ
れ
て
い
た
塩
原
多
助
の
金
持
の
秘
訣
の
挿
話

を
入
れ
て
参
考
に
供
す
る
こ
と
と
す
る
。―
―
―

農
道
的
黒
暗
天
を
変
じ
て
光
明
に
至
ら
し

む
る
好
資
料
と
な
る
と
思
う
が
故
に
。 

塩
原
多
助
が
上
洲
の
山
の
中
か
ら
江
戸
に
出
て
愈
々
商
売
を
始
め
よ
う
と
す
る
時
、彼
は
其

の
師
に
金
持
に
な
る
秘
訣
を
聴
い
た
。之
に
対
す
る
師
の
教
が
次
の
物
語
で
あ
る
。 

「
金
持
に
な
る
秘
訣
を
知
り
た
く
ば
、
明
日
よ
り
三
日
間
、
朝
昼
晩
三
食
分
の
握
飯
を
持
っ

て
未
明
よ
り
吾
家
に
来
れ
。
」 

多
助
が
翌
朝
未
明
、胸
を
躍
ら
し
て
行
く
と
、師
が
い
う
に
は
、 

「
井
戸
に
行
っ
て
、側
に
在
る
桶
に
水
を
一
杯
に
汲
め
。
」 

外
は
未
だ
薄
暗
い
。多
助
が
元
気
よ
く
飛
ん
で
行
っ
て
水
を
汲
ん
だ
が
、不
思
議
な
こ
と
に
は

い
く
ら
汲
ん
で
も
汲
ん
で
も
さ
っ
ぱ
り
た
ま
ら
ぬ
。
の
ぞ
い
て
見
る
と
、
何
の
事
だ
、
桶
に
底
が

無
い
で
は
な
い
か
。
早
速
師
の
許
に
飛
ん
で
行
っ
て
怒
鳴
っ
た
。 

「
先
生
、
冗
談
も
い
い
加
減
に
な
さ
い
よ
。
底
の
無
い
桶
に
い
く
ら
汲
ん
だ
と
こ
ろ
で
水
が
た

ま
る
も
の
で
す
か
。」 

「
い
や
、そ
れ
を
辛
抱
し
て
汲
む
で
な
け
れ
ば
金
持
に
は
な
れ
な
い
の
だ
。」 

多
助
は
引
返
し
て
朝
飯
を
済
ま
し
、
昼
飯
を
食
い
夕
飯
を
食
い
、
真
暗
に
な
る
迄
丹
念
に
汲

み
続
け
た
。
然
し
桶
に
は
一
滴
の
水
も
た
ま
ら
な
か
っ
た
。 

「
先
生
、ど
う
し
て
も
水
は
た
ま
り
ま
せ
ん
わ
い
。
」 

「
そ
れ
じ
ゃ
、又
明
日
や
っ
て
来
る
が
よ
い
。
」 

翌
朝
又
未
明
に
三
食
の
握
り
飯
を
携
え
て
行
っ
た
。
す
る
と
又
水
を
汲
め
と
い
う
。
今
度
は

行
く
な
り
桶
の
底
を
た
た
い
て
見
た
。
す
る
と
今
日
は
嬉
し
い
こ
と
に
底
が
き
ち
ん
と
入
っ
て
い

る
。
さ
あ
よ
ろ
し
い
と
汲
上
げ
て
見
る
と
、何
の
事
だ
、
今
度
は
釣
瓶
の
底
が
抜
い
て
あ
る
。 

「
先
生
、今
日
は
釣
瓶
の
底
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
体
ど
う
し
た
こ
と
で
す
か
。
」 

「
そ
れ
で
汲
ま
ね
ば
金
持
に
な
れ
ぬ
わ
い
。」 

そ
の
日
は
終
日
底
の
無
い
釣
瓶
で
汲
み
続
け
た
。
然
し
今
日
は
昨
日
と
違
っ
て
、い
く
ら
底
の

無
い
釣
瓶
で
も
一
回
に
一
滴
か
二
滴
の
雫
が
落
ち
る
。
そ
れ
が
桶
の
底
が
し
っ
か
り
入
っ
て
い
る

の
で
、夕
方
ま
で
に
は
い
く
ら
か
の
水
を
た
め
る
こ
と
が
出
来
た
。 

愈
々
第
三
日
目
と
な
っ
た
。
今
日
は
ど
う
か
と
思
っ
て
、
早
朝
行
っ
て
み
る
と
、
又
水
を
汲
め
と

い
う
。
井
戸
側
に
行
っ
て
見
る
と
、
今
日
は
嬉
し
く
も
桶
に
も
釣
瓶
に
も
底
が
き
ち
ん
と
入
っ
て

い
た
。
多
助
は
文
字
通
り
朝
飯
前
に
桶
に
一
杯
汲
ん
で
し
ま
っ
て
、
小
躍
り
し
て
師
の
前
に
駆
け

て
行
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
師
は
莞
爾
と
し
て
言
っ
た
。 

「
金
持
ち
に
な
る
こ
つ
は
其
処
だ
！
」 

ま
こ
と
に
ゆ
か
し
い
教
訓
で
は
な
い
か
。 

こ
の
話
で
釣
瓶
が
勤
労
で
、
桶
が
節
倹
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
勤

労
の
釣
瓶
で
一
生
懸
命
汲
み
入
れ
る
と
共
に
、
節
倹
の
桶
の
底
に
穴
の
無
い
様
に
し
て
置
か
ね

ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
金
銭
的
収
入
と
い
う
点
よ
り
言
え
ば
、
農
業
と
い
う
仕
事
は
極
め
て
小
さ

い
釣
瓶
の
よ
う
な
も
の
で
、
其
の
少
量
ず
つ
の
収
入
を
蓄
え
て
生
活
に
常
あ
ら
し
め
て
行
く
に

は
、
ど
う
し
て
も
桶
の
底
を
き
ち
ん
と
入
れ
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
単
に
収
入
の
増
加

を
図
る
こ
と
を
経
営
の
改
善
と
考
え
、
釣
瓶
が
一
つ
で
は
足
り
ぬ
か
ら
、
経
営
の
多
角
形
化
だ
、

生
産
物
の
直
接
販
売
だ
と
い
っ
て
、
釣
瓶
に
薬
缶
も
つ
け
る
、
バ
ケ
ツ
も
つ
け
る
と
い
う
具
合
で
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水
を
多
量
に
汲
み
込
ん
で
は
み
る
も
の
の
、
一
方
支
出
の
桶
の
底
が
隙
間
だ
ら
け
で
は
幾
ら
勤

労―
―

収
入
を
増
加
し
た
所
で
水
は
た
ま
ら
ぬ
。
近
来
の
農
業
生
活
が
と
も
す
れ
ば
こ
ん
な
こ

と
に
な
り
つ
つ
あ
る
で
は
あ
る
ま
い
か
。世
間
往
々
に
し
て
、
農
民
と
雖
も
人
間
に
変
り
は
な
い
、

多
く
の
金
を
取
っ
て
多
く
使
う
所
に
人
間
文
化
生
活
の
向
上
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。
勿
論
農
民

は
金
を
費
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
然
し
農
業
の
本
質
上
俸
給
生
活
者
や
商
工
業

者
に
比
し
て
現
金
収
入
は
確
か
に
少
い
の
で
あ
る
。本
質
的
に
少
い
も
の
を
、
多
い
も
の
と
一
緒

に
な
っ
て
使
お
う
と
考
え
る
の
は
、蚿
と
夔
と
が
足
の
数
を
比
べ
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。 

                     

 

憲
法
部
会                      

三
浦 

夏
南 

 

九
月
十
六
日
大
阪
の
事
務
所
に
て
日
本
自
治
集
団
の
憲
法
部
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
憲
法

部
会
で
は
、
日
本
自
治
集
団
の
根
本
理
念
を
共
有
し
、
出
来
れ
ば
そ
れ
を
成
文
化
し
て
行
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
回
は
委
員
が
そ
れ
ぞ
れ
に
国
体
に
関
し
て
思
う
こ
と
を
、
一
人
十
五
分

程
度
で
発
表
し
共
有
し
ま
し
た
。
私
か
ら
は
「
家
族
と
道
徳
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
日
本
人
の
道

徳
性
低
下
の
真
因
が
ど
こ
に
あ
る
か
。
そ
れ
を
解
決
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
と
い
う
お

話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
自
治
社
会
に
於
い
て
、
国
民
の
基
礎
単
位
と
な
る
も
の
は
、
そ
れ
自

身
が
自
立
自
給
す
る
こ
と
の
で
き
る
共
同
体
で
あ
り
、
共
同
体
の
中
核
と
な
る
の
は
家
族
で
す
。

家
族
に
道
徳
が
な
け
れ
ば
、
日
本
の
土
台
が
定
ま
ら
ず
、
到
底
天
下
国
家
を
論
じ
る
こ
と
は
出

来
ま
せ
ん
。
国
体
を
社
会
に
具
現
化
し
て
行
く
上
で
、
そ
の
基
礎
と
な
る
家
族
の
あ
り
方
を
共

有
す
る
こ
と
は
、
自
治
集
団
の
今
後
に
と
っ
て
大
変
重
要
な
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

発
表
内
容
を
要
約
す
る
と
、
日
本
人
堕
落
の
根
本
原
因
は
「
農
を
本
と
し
て
家
族
が
生
活

す
る
」
と
い
う
人
類
の
基
礎
基
本
を
軽
視
し
、
喪
失
し
た
こ
と
で
す
。
江
戸
時
代
八
割
以
上
を

占
め
た
百
姓
が
現
在
一
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
い
な
い
と
い
う
恐
る
べ
き
数
字
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い

ま
す
。
日
本
人
の
家
族
観
、
道
徳
観
は
全
て
農
的
家
族
協
働
生
活
の
中
か
ら
生
成
し
て
来
た
も

の
で
あ
り
、
商
人
道
も
武
士
道
も
こ
の
土
台
の
上
に
咲
い
た
華
で
す
。
そ
の
根
本
土
台
が
疎
か

に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
道
徳
が
な
く
な
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
り
、
我
々
が
道
徳
を
取
り
戻
そ
う

と
思
え
ば
、
そ
の
発
生
起
点
で
あ
る
「
農
」
に
思
い
を
致
さ
な
け
れ
ば
、
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

農
が
全
て
で
は
な
い
と
の
反
論
も
あ
り
ま
す
が
、
全
て
で
な
い
に
し
て
も
、
八
割
と
い
う
の
は
農

が
根
本
土
台
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
農
が
廃
れ
た
と
言
わ
れ
た
昭
和
初
期
で
も
実
に

五
割
近
く
の
人
が
百
姓
で
生
活
し
て
お
り
、
農
こ
そ
当
時
の
最
大
の
就
職
先
で
し
た
。
農
が
衰

え
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
た
今
、
農
に
力
を
入
れ
る
こ
と
は
入
れ
す
ぎ
て
も
入
れ
す
ぎ
は
な
い
ほ

ど
緊
急
の
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
後
、
他
の
委
員
か
ら
の
発
表
も
あ
り
、
そ
の
結
果
根
本
の
部
分
で
は
全
員
の
意
見
は
合

致
し
て
い
る
の
で
、
取
り
あ
え
ず
自
治
集
団
の
理
念
を
五
か
条
の
形
に
し
て
各
々
作
っ
て
み
て

は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
詳
細
に
規
定
さ
れ
た
条
文
は
「
自
治
」
と
い
う
生
き
方

に
合
わ
な
い
の
で
、
日
常
皆
が
唱
和
で
き
る
よ
う
な
五
か
条
を
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
て
、
す
り
合
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わ
せ
て
見
れ
ば
良
い
も
の
が
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。 

 
ま
た
、
宇
宙
、
国
家
レ
ベ
ル
の
国
体
論
と
い
う
の
は
、文
献
も
残
っ
て
い
る
し
、
先
哲
の
極
め
て
整

っ
た
論
説
も
あ
る
の
で
共
有
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
の
で
す
が
、
村
落
、
家
族
と
い
う
基
本
単

位
に
な
る
と
、
文
献
も
少
な
く
、
戦
後
の
偏
向
し
た
民
俗
学
等
の
傾
向
も
あ
り
、
国
体
と
一
貫

し
た
研
究
が
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
家
族
を
整
え
、
共
同
体
を
生
成
し
て
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
我
々
に
と
っ
て
、
村
落
、
家
族
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
研
究
集
成
は
急
務
な
の
で
、
と
り
わ

け
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
研
究
調
査
も
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
家
族
と
共
同
体
の
こ
と
は
私
自
身
最
も
身
に
迫
る
問
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
来
て
い
る

の
で
、こ
の
部
分
で
も
率
先
し
て
調
査
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

                      

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  

 

例
年
よ
り
も
早
く
か
ら
農
作
業
中
に
心
地
よ
い
風
が
吹
き
、
お
彼
岸
前
か
ら
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
を

見
か
け
た
九
月
。今
月
も
自
給
自
足
に
向
け
て
大
き
く
前
進
し
ま
し
た
。 

 

ま
ず
今
月
は
、
「
衣
食
住
」
の
中
の
「
衣
」
に
取
り
組
み
ま

し
た
。
主
人
の
祖
母
か
ら
浴
衣
用
生
地
を
い
た
だ
き
、
長

い
一
枚
の
布
か
ら
浴
衣
を
製
作
し
て
い
き
ま
し
た
。
慣
れ

な
い
な
が
ら
一
つ
一
つ
寸
法
を
測
り
、
間
違
い
が
無
い
か
切

る
前
に
何
度
も
確
認
し
、
よ
う
や
く
ほ
と
ん
ど
が
完
成
し

ま
し
た
。
か
つ
て
は
糸
を
ほ
ど
い
て
繰
り
返
し
使
え
る
よ

う
に
と
、
手
で
一
針
一
針
縫
っ
て
い
た
と
聞
き
、
い
か
に
一

枚
の
布
が
貴
重
か
、ど
れ
程
の
時
間
を
か
け
て
一
枚
の
服
を
完
成
さ
せ
て
い
た
の
か
と
驚
愕
し
、

先
人
に
頭
が
上
が
り
ま
せ
ん
。
い
つ
の
完
成
に
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
毎
日
少
し
ず
つ
、
子

供
達
が
寝
て
い
る
間
に
進
め
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。 

続
い
て
「
食
」
で
す
。
大
豆
、
ソ
バ
は
随
分
と
生
長
し
、
大
豆
は
小
さ
な
さ
や
を
つ
け
て
い
ま
す
。

ソ
バ
は
可
愛
い
小
さ
な
花
を
つ
け
、
秋
風
が
吹
く
と
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
揺
れ
て
い
ま
す
。
ど
ち

ら
も
ま
だ
こ
れ
か
ら
大
き
く
な
っ
て
い
く
と
思
う
の
で
、
頻
繁
に
様
子
を
見
に
行
き
、
十
一
月
の

収
穫
予
定
ま
で
、生
長
を
楽
し
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
「
食
」
の
中
で
最
も
重
要
な
、
お
米
を
つ
い
に
初
収
穫

し
ま
し
た
。
初
め
て
自
分
達
で
お
米
を
植
え
、
育
て
、
収
穫

し
た
の
で
、
そ
の
喜
び
は
ひ
と
し
お
で
す
。
早
速
家
に
帰
っ
て

神
棚
に
稲
穂
を
お
供
え
し
、
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
ま
し
た
。

今
年
は
、
現
在
の
一
般
的
な
お
米
の
栽
培
方
法
を
地
元
の

お
米
農
家
の
方
に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
育
て
ま
し
た
。
来

年
は
一
部
を
手
で
植
え
た
り
、
古
代
米
に
挑
戦
し
た
り
、
稲

木
干
し
に
取
り
組
ん
だ
り
、
無
農
薬
無
肥
料
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
た
り
し
て
、
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま

す
。 
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そ
の
田
ん
ぼ
を
耕
す
方
法
も
模
索
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
二

十
馬
力
の
ト
ラ
ク
タ
ー
を
所
有
し
て
い
ま
す
が
、
牛
や
馬
で
代

掻
き
が
で
き
な
い
か
と
、
今
月
も
あ
ち
こ
ち
の
馬
耕
・牛
耕
に
詳

し
い
方
を
訪
問
し
ま
し
た
。
昔
親
戚
が
牛
耕
を
さ
れ
て
い
た
と

い
う
方
か
ら
は
、
牛
の
鞍
を
譲
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
牛

の
相
場
や
調
教
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
声
掛
け
の
方
法
な
ど
、
質
問
し

て
い
く
う
ち
に
少
し
ず
つ
分
か
る
こ
と
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
実
際
に
今
も
さ
れ
て
い
る
方
を
見
つ
け
る
事
は
困
難

で
、
ま
だ
ま
だ
不
明
点
も
多
い
の
が
実
情
で
す
。
今
後
も
調
査

を
続
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。 

最
後
は
「
住
」
で
す
。
私
達
の
自
給
自
足
を
す
る
場
所
を
最

近
購
入
し
ま
し
た
。
そ
こ
は
子
供
達
の
足
で
も
歩
い
て
行
け
る

ほ
ど
家
か
ら
近
く
、
周
囲
が
山
や
田
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
豊
富
に

水
が
流
れ
、
隣
に
お
寺
が
有
っ
て
峻
厳
な
気
持
ち
で
農
作
業
が

で
き
る
、
自
給
自
足
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
す
。
約
二
反
あ
る

う
ち
、
五
畝
を
お
米
、
一
反
を
野
菜
と
緑
肥
を
育
て
、残
り
の
五

畝
に
鶏
と
、
牛
か
馬
を
飼
お
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
鶏
小
屋

を
今
冬
建
設
予
定
で
、
材
木
を
集
め
て
い
ま
す
。
林
業
の
方
に

連
絡
を
し
た
り
、
鶏
小
屋
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
り
、
製
材
所
に
連

絡
を
取
っ
た
り
し
て
、冬
に
向
け
て
準
備
を
始
め
て
い
ま
す
。 

台
風
や
雨
の
多
か
っ
た
今
月
は
、
ネ
ギ
が
倒
れ
た
り
、
里
芋
を

収
穫
し
よ
う
と
す
る
と
ト
ラ
ク
タ
ー
が
空
振
り
し
た
り

と
、大
変
な
こ
と
も
多
か
っ
た
で
す
。
そ
れ
で
も
、
里
芋
に

は
援
農
に
十
二
人
も
の
方
が
参
加
し
て
く
だ
さ
り
、
お

米
の
育
て
方
や
鶏
・
牛
・
馬
の
飼
い
方
を
聞
く
と
、
多
く

の
方
が
親
切
に
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。大
勢
の
方
に

助
け
ら
れ
て
農
業
が
で
き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
資
本

主
義
の
世
の
中
で
は
、
農
業
は
厳
し
い
世
界
で
す
が
、
応

援
し
て
く
だ
さ
る
方
が
た
く
さ
ん
い
る
と
気
付
か
さ
れ

ま
す
。
も
っ
と
も
っ
と
、
と
周
囲
に
求
め
る
と
腹
を
立
て
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
今
あ
る
環
境

に
感
謝
し
、
周
囲
に
ば
か
り
求
め
る
の
で
は
な
く
、
己
の
学
問
に
励
み
、
家
族
で
協
力
し
て
自
治

を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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★
活
動
報
告 

令
和
四
年
八
月
二
十
八
日
、
愛
媛
県
松
山
市
に
て
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
の
定
期
総
会
を
開

催
い
た
し
ま
し
た
。
昨
年
ま
で
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、総
会
や
醒
庵
忌
、
勉
強
会
等
の
活
動
が

十
分
に
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
月
報
と
い
う
形
で
思
想
の
普
及
や
実
践
の

報
告
を
毎
月
行
い
、
コ
ツ
コ
ツ
と
積
み
重
ね
、
会
の
活
動
が
小
さ
く
と
も
絶
え
ぬ
よ
う
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
。 

今
年
に
入
り
、
役
員
会
を
開
き
、
今
後
の
活
動
方
針
の
相
談
を
す
る
中
で
、
「
ひ
の
心
を

継
ぐ
会
の
活
動
を
再
開
し
て
い
く
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う

し
て
、
皆
さ
ま
の
励
ま
し
の
お
声
も
あ
り
、
総
会
の
開
催
と
活
動
の
再
開
宣
言
を
行
え
た
次

第
で
す
。 

総
会
で
は
、
令
和
三
年
度
の
経
過
報
告
に
始
ま
り
、役
員
の
選
出
や
今
後
の
活
動
方
針
に

つ
い
て
の
協
議
を
執
り
行
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
月
報
の
送
付
方
法
に
つ
い
て
の
議
題
が
上
が

り
、
経
費
を
削
減
す
る
た
め
に
、
今
後
は
基
本
的
に
メ
ー
ル
で
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を
お
送
り
す
る
形
を

取
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
紙
媒
体
で
ど
う
し
て
も
必
要
な
方
は
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

「
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
」
の
名
称
に
関
し
て
の
議
題
も
上
が
り
ま
し
た
。
当
会
の
名
称
を
「
ひ

の
会
」
に
し
て
は
ど
う
か
と
の
ご
提
案
で
し
た
。
「
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
」
と
い
う
名
称
で
諸
活

動
を
し
て
き
た
経
緯
も
あ
り
、
当
会
が
結
成
さ
れ
た
経
緯
も
あ
り
、
総
会
に
参
加
さ
れ
た

方
々
の
満
場
一
致
で
、
「
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
」
と
い
う
名
称
は
継
続
し
て
い
く
と
い
う
形
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
ご
意
見
の
あ
る
方
は
、
是
非
忌
憚
の
な
い
意
見
を
事
務
局
ま
で
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

具
体
的
な
活
動
と
し
て
、
日
本
自
治
集
団
へ
の
参
加
に
つ
い
て
も
協
議
し
ま
し
た
。
当
会

の
基
本
理
念
と
し
て
、
「
竹
葉
秀
雄
先
生
・近
藤
美
佐
子
先
生
、両
先
生
の
意
思
を
継
承
し
、

発
展
さ
せ
て
い
く
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
で
も
「
三
間
村
塾
の
再
建
」
と
い
う
の
が

一
つ
の
目
標
で
も
あ
り
ま
す
。日
本
自
治
集
団
の
活
動
は
当
会
の
本
旨
と
も
一
致
し
て
い
る

部
分
も
多
く
、
参
加
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
も
活
動
に
関
し
て
は
随
時
、
月
報
で

報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

最
後
に
勉
強
会
と
講
演
会
の
開
催
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。
思
想
の
普
及
と
実
践
の
場

を
今
後
も
設
け
て
い
こ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
年
間
四
回
の
勉
強
会
と
年
間
一
回
の
講

演
会
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
開
催
日
等
も
随
時
、月
報
に
て
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。 

長
い
間
、
活
動
が
滞
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
本
年
よ
り
一
層
、
活
動
に
熱
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
い
く
所
存
で
す
。
何
卒
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

★
今
後
の
予
定 

〇
勉
強
会
：日
程
調
整
中 

 
  

〇
講
演
会
：十
一
月
二
十
七
日
（
日
）  

十
四
時
～
十
七
時 

 
    

    
  

久
保
豊 

一
番
町
ホ
ー
ル 

 
    

    
  

※
詳
細
は
別
紙
参
照 

 
  

〇
醒
庵
忌
：日
程
調
整
中 

 

★
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
っ
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 

 

★
振
込
口
座 

愛
媛
銀
行 

普
通
預
金 

本
町
支
店 

口
座
番
号 

六
一
四
二
七
三
五 

『
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
』 

 

  


