
1

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
代
表
的
な
武
士
道
書
『
葉
隠
』
の
、
主
に
聞
書
三
か
ら
六
を
解
釈

す
る
こ
と
を
通
し
て
、『
葉
隠
』
に
お
け
る
武
士
の
超
越
者
と
の
関
わ
り
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
超
越
者
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や

イ
ス
ラ
ー
ム
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
唯
一
絶
対
の
創
造
神
の
こ
と
で
は
な
く
、
日
本

で
一
般
的
に
通
用
し
て
い
る
「
通
常
を
越
え
た
力
あ
る
も
の
」
の
意
味
で
使
用
す

る
こ
と
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
神
社
に
祀
ら
れ
る
神
々
、
仏
、
あ
る
い
は
先
祖

の
霊
魂
、
死
者
の
幽
霊
な
ど
で
あ
る
。

　

さ
て
、『
葉
隠
』
思
想
の
研
究
に
お
い
て
、
従
来
の
説
の
多
く
は
、
主
に
あ
る

べ
き
奉
公
人
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
聞
書
一
、
二
、
お
よ
び
冒
頭
に

付
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
夜
陰
の
閑
談
」
と
呼
ば
れ
る
「
序
文（

（
（

」
に
そ
の
思
想
の
中

心
が
あ
る
と
み
な
し
、
そ
こ
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で

は
、
武
士
と
超
越
者
と
の
関
係
は
、
比
較
的
優
先
順
位
の
低
い
も
の
と
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、「
序
文
」
の
冒
頭
か
ら
少
し
あ
と
の
箇
所
に
は
、
概
ね
次
の

よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
迦
の
説
く
仏
教
も
、
孔
子
の
説
く
儒
教

も
、
武
田
信
玄
の
家
法
も
、
龍
造
寺
・
鍋
島
藩
の
家
の
被
官
で
は
な
い
の
で
、
当

家
の
家
風
と
は
合
わ
な
い
。
平
時
の
奉
公
に
お
い
て
も
武
事
に
お
い
て
も
、
ご
先

祖
様
を
崇
め
、
御
指
南
を
学
べ
ば
、
上
下
と
も
に
済
む
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

道
に
お
い
て
は
、
そ
の
家
々
で
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を
学
び
さ
え
す
れ
ば
よ
い

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、『
葉
隠
』
の
思
想
に
、
神
仏
へ
の
信
仰
な
ど
入

る
余
地
は
な
い
よ
う
に
見
え
る（

（
（

。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
管
見
の
限
り
、
従
来
の

研
究
に
お
い
て
『
葉
隠
』
に
お
け
る
武
士
の
超
越
者
と
の
関
わ
り
が
主
題
的
に
論

じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
例
外
的
に
聞
書
一
、
二
で
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
仏
教

と
の
関
係
を
別
と
す
れ
ば（

（
（

、
ほ
と
ん
ど
な
い（

（
（

。

　

し
か
し
、
聞
書
一
、
二
の
限
定
を
取
り
払
い
、『
葉
隠
』
全
体
の
思
想
を
改
め

て
見
直
し
て
み
る
と
、
佐
賀
鍋
島
の
歴
代
の
主
君
が
、
超
越
者
と
の
関
係
を
極
め

て
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る（

（
（

。
と
り
わ
け
、
聞
書
三
か
ら
六
に
か
け

て
は
、
佐
賀
鍋
島
の
歴
代
の
主
君
の
事
跡
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ

う
に
、
そ
の
な
か
の
い
く
つ
か
の
説
話
に
は
、
歴
代
の
主
君
と
超
越
者
と
の
関
係

が
か
な
り
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
「
序
文
」

を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
冒
頭
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ

る
。

『
葉
隠
』
に
お
け
る
武
士
の
超
越
者
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
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御
家
来
と
し
て
は
国
学
心
掛
く
べ
き
事
也
。
今
時
国
学
目め
お
と
し落
に
相あ
い
な
り
そ
う
ろ
う

成
候
。

大
意
は
御
家
の
根
元
を
落お

ち
つ
け着
、
御
先
祖
様
方
の
御
苦
労
・
御
慈
悲
を
以
て
御

長
久
の
事
を
本も

と
づ
け付
申
す
為
に
候
。
剛ご
う

忠ち
ゅ
う

様
御
仁
心
・
御
武
勇
、
利り
そ
う叟
様
の

御
善
根
・
御
信
心
に
て
、
隆た

か
の
ぶ信
様
・
日に
っ

峯ぽ
う

様
御
出
現
、
其そ
の

御
威
力
に
て
、
御

家
御
長
久
、
今
の
世
ま
で
無
双
の
御
家
に
て
候
。（
太
字
は
論
者
が
強
調
の

た
め
に
し
た
（

　

ま
ず
、
佐
賀
鍋
島
藩
の
家
来
は
、
国
学
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ

で
い
う
国
学
と
は
、
日
本
全
体
を
対
象
と
し
て
日
本
の
古
典
か
ら
学
ぶ
い
わ
ゆ
る

国
学
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
佐
賀
鍋
島
藩
と
い
う
限
定
さ
れ
た
地
域
の
歴
史
を

学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
続
け
て
、
そ
の
国
学
の
大
意
が
、
御
家
の
根
本
を
落
ち
着

け
、
ご
先
祖
様
方
の
「
御
苦
労
・
御
慈
悲
」
に
よ
っ
て
、
御
家
の
長
久
を
基
礎
付

け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ご
先
祖
様
達
の
御
苦
労
や
お

慈
悲
に
よ
っ
て
御
家
が
永
く
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
御
家
の
根
本
を
確
か

な
も
の
と
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
国
学
の
概
要
が
続
け
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
剛
忠
（
龍
造
寺
家
兼
。
隆
信
と
直
茂
の
曾
祖
父
（
の
「
御
仁

心
・
御
武
勇
」、
利り

そ
う叟
（
鍋
島
清
久
。
直
茂
の
曾
祖
父
（
の
「
御
善
根
・
御
信
心
」

に
よ
っ
て
龍
造
寺
隆
信
や
鍋
島
直
茂
が
生
ま
れ
、
そ
の
御
威
力
に
よ
っ
て
御
家
が

長
久
で
あ
り
、
今
の
世
ま
で
も
無
双
の
御
家
で
あ
る
と
い
う
。

　

や
や
分
か
り
に
く
い
の
で
同
じ
序
文
の
あ
と
の
部
分
か
ら
少
し
前
提
を
補
っ
て

ま
と
め
る
と
、
佐
賀
鍋
島
藩
の
歴
史
（
国
学
（
を
学
ぶ
こ
と
で
、
龍
造
寺
や
鍋
島

の
ご
先
祖
様
方
の
ご
苦
労
や
お
慈
悲
、
ご
武
勇
、
ご
善
根
、
ご
信
心
な
ど
に
よ
っ

て
御
家
が
永
く
続
い
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
お
か
げ
で
い
ま
主
従
の
契
り
が

深
い
佐
賀
鍋
島
藩
の
奉
公
人
と
し
て
充
実
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
御
家
の
長
久
を
基
礎
付
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る

内
容
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
稿
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
利
叟
の
「
御
信
心
」
で
あ
る
。
こ
こ

に
、
鍋
島
家
の
先
祖
・
利
叟
清
久
の
信
心
が
、
龍
造
寺
隆
信
や
鍋
島
直
茂
を
生
ま

れ
さ
せ
、
御
家
の
永
き
に
わ
た
る
存
続
を
成
立
さ
せ
た
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
信
心
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
お
お
む
ね
鍋
島
家

が
崇
拝
す
る
寺
社
に
祭
ら
れ
る
神
仏
に
対
す
る
信
心
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は

以
後
、
鍋
島
家
の
当
主
に
踏
襲
さ
れ
て
行
く
。
こ
こ
に
我
々
は
、
少
し
後
の
部
分

に
釈
迦
も
孔
子
も
関
係
な
い
と
語
っ
て
い
た
の
と
は
矛
盾
す
る
か
よ
う
に
、
鍋
島

家
の
先
祖
・
利
叟
（
清
久
（
が
神
仏
を
篤
く
信
仰
し
た
こ
と
が
、
佐
賀
鍋
島
藩
の

永
き
に
わ
た
る
存
続
と
繁
栄
を
成
り
立
た
せ
る
原
因
と
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
稿
で
は
、
主
に
聞
書
三
か
ら
六
ま
で
に
描
か
れ
た
、
清
久
か
ら
光
茂
に
至
る

ま
で
の
、
代
々
の
鍋
島
家
の
主
君
に
受
け
継
が
れ
た
信
心
の
内
容
を
、
詳
し
く
跡

づ
け
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
従
来
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
『
葉
隠
』
に
お
け
る
武
士
の
超
越
者
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

清　

久

　

ま
ず
、
鍋
島
家
の
先
祖
と
し
て
「
序
文
」
に
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
清
久
の

信
心
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。
鍋
島
清
久
は
、
佐
賀
藩
祖
と
仰
が
れ
る
直
茂
の
祖

父
で
、
利
叟
は
そ
の
法
名
で
あ
る
。
延
徳
二
（
一
四
九
〇
（
年
に
祖
父
経
直
の
代

か
ら
領
有
す
る
本
庄
（
現
佐
賀
県
佐
賀
市
本
庄
町
本
庄
（
に
生
ま
れ
た
。
そ
し

て
、
郷
士
と
し
て
龍
造
寺
家
兼
（
剛
忠
（
を
支
え
、
田た

で
な
わ
て

手
畷
の
戦
い
で
の
活
躍
を

は
じ
め
、
多
く
の
戦
功
を
立
て
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
彼
は
慈
悲
深
い
こ
と
で
知

ら
れ
、
祭
礼
の
前
に
、
終
夜
堀
を
棹
で
叩
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
わ
る
。
こ
れ

は
、
祭
礼
の
際
、
人
々
が
堀
を
干
し
て
鮒
を
と
る
の
で
、
鮒
を
助
け
よ
う
と
思
っ

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う（

（
（

。
こ
れ
が
、
序
文
の
「
利
叟
様
の
御
善
根
」
の
一
例

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
は
序
文
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
神
仏
へ
の
信
仰
が
篤
く（

（
（

、

様
々
な
霊
験
を
得
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
深
く
信
仰
し
て
い
た
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の
は
、
第
一
に
、
徳
善
院
の
彦
山
権
現
、
第
二
に
、
本
庄
神
社
、
第
三
に
、
高
伝

寺
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
寺
社
に
対
す
る
清
久
と
そ
の
後
の
子
孫
達
の
信
心

に
つ
い
て
、
順
番
に
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。

一　

徳
善
院

　

徳
善
院
は
、
清
久
の
父
・
経
直
（
道
寿
（
が
応
永
年
中
に
現
佐
賀
県
佐
賀
市
嘉

瀬
町
中
村
に
創
建
し
た
寺
院
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
清
久
は
彦ひ

こ
さ
ん山
権
現
の
分
霊
を
勧

請
し
た
。
こ
れ
が
、
徳
善
院
の
彦
山
権
現
で
あ
る
。
勧
請
も
と
の
彦
山
権
現
は
、

現
在
、
福
岡
県
田
川
郡
添
田
町
の
英ひ

こ
さ
ん

彦
山
（
一
一
九
九
メ
ー
ト
ル
（
上
に
あ
る
英

彦
山
神
社
の
旧
称
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
祭
神
を
指
す
。
彦
山
は
、
も
と
も
と
は
彦

山
と
い
っ
た
が
、
の
ち
に
英
彦
山（

（
（

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
英
彦
山
に
は
、
北

岳
・
中
岳
・
南
岳
の
三
峰
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
頂
に
神
社
が
あ
っ
て
、
神
が

祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
神
は
、
北
岳
が
正ま

さ
か
つ勝
吾あ
か
つ勝
勝か
ち

速は
や

日ひ

天あ
め

之の

忍お
し

穂ほ

耳み
み

命の
み
こ
と

（
主
祭
神
（・
中
岳
が
伊い

耶ざ

那な

美み

命
の
み
こ
と

（
配
神
（・
南
岳
が
伊い

ざ

な
耶
那
岐ぎ

命
の
み
こ
と

（
配
神
（
で
あ
る
。
主
祭
神
の
正
勝
吾
勝
勝
速
日
天
之
忍
穂
耳
命
は
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
記
紀
神
話
に
お
い
て
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お
み
か
み

御
神
と
素す
さ
の
お

戔
嗚
命
の
み
こ
と

の
う
け

い
の
際
に
、
素
戔
嗚
命
が
勝
ち
誇
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
神
で
あ
り
、
勝
運

の
神
と
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
清
久
は
勧
請
も
と
の
彦
山
権
現
に
、
毎
年
年
越
し
に
参
籠
し
た
。
清
久

が
あ
る
年
に
参
籠
し
た
際
、
大
雪
が
降
っ
て
道
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
崖
か
ら
谷

に
落
ち
た
。
周
囲
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
弥
陀
三
尊
、
即
ち
、
阿
弥
陀
仏
、
観
音
菩

薩
、
勢
至
菩
薩
の
三
尊
の
像
を
拾
っ
た
。
そ
れ
を
持
ち
帰
り
、
徳
善
院
に
彦
山
権

現
を
勧
請
す
る
際
の
本
尊
に
し
た
。
そ
の
後
、
御
家
が
繁
昌
し
た
、
と
い
う（

（
（

。
こ

の
よ
う
に
、
清
久
は
彦
山
権
現
を
篤
く
信
仰
し
、
不
思
議
な
霊
験
ま
で
受
け
た
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
概
ね
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
代
々
鍋
島
家
に
語
り
継
が
れ
て
い
た

よ
う
で
、『
葉
隠
』
に
も
、
二
代
藩
主
光
茂
が
徳
善
院
に
参
籠
し
て
自
筆
の
願
文

を
収
め
た
際
、
清
久
が
十
八
年
歳
ご
も
り
し
て
祈
念
し
た
と
き
霊
夢
を
授
か
り
釈

迦
像
を
授
か
っ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
記
述
が
あ
る
（
五
の
一
三
八
（。
歳
ご
も
り

が
毎
年
と
い
う
よ
り
は
十
八
年
と
限
定
さ
れ
て
い
る
点
や
、
授
か
っ
た
像
が
弥
陀

三
尊
像
で
は
な
く
釈
迦
像
で
あ
る
点
で
前
の
伝
承
と
は
や
や
内
容
が
異
な
る
が
、

概
ね
同
趣
旨
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、『
葉
隠
』
に
は
、
徳
善
院
の
本
尊
に
は
超
越
的
な
力
に
よ
る
不
思
議
な

守
り
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
徳
善
権
現
の
本
尊
の
写
し

は
、
英
彦
山
の
修
験
僧
坊
の
一
つ
・
増
了
坊
の
本
尊
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
焼
失
し

た
際
、
本
尊
は
井
戸
に
沈
め
た
の
で
、
無
事
で
あ
っ
た
と
い
う
（
六
の
一
二
（。

　

さ
て
、
清
久
の
熱
心
な
彦
山
信
仰
は
、
代
々
の
鍋
島
の
藩
主
に
引
き
継
が
れ

た
。
初
代
藩
主
勝
茂
の
代
に
は
、
徳
善
院
の
住
職
が
勝
茂
の
代
わ
り
に
彦
山
に
使

わ
さ
れ
、
願
書
を
込
め
た
と
さ
れ
る
（
四
の
三
七
（。
清
久
の
例
に
ち
な
み
、
年

ご
と
の
参
籠
を
継
続
し
た
い
が
、
危
機
管
理
上
大
名
本
人
が
行
く
わ
け
に
も
い
か

な
い
の
で
、
代
理
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
じ
勝
茂
の
代
に
は
、
徳
善

院
に
十
二
の
僧
坊
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
際
に
必
要
な
も
の
は
、
す
べ
て

清
い
銀
や
清
い
米
で
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
家
臣
に
指
示
し
て
い
た
と
さ
れ

る
（
四
の
六
八
（。
さ
ら
に
、
二
代
藩
主
光
茂
に
も
、
参
籠
し
て
自
筆
の
願
文
を

収
め
た
記
録
が
あ
る
（
五
の
一
三
八
（。
ち
な
み
に
、
徳
善
院
の
ご
神
体
は
、
佐

賀
の
藩
主
が
代
替
わ
り
の
際
に
見
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
六
の
一
二
（。
こ
の

よ
う
に
、
子
孫
が
一
国
を
領
す
る
大
名
と
な
っ
て
か
ら
も
、
彦
山
へ
の
信
仰
は
、

大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

そ
し
て
、
清
久
の
徳
善
院
へ
の
信
仰
は
、
歴
代
の
鍋
島
藩
主
だ
け
で
は
な
く
、

祭
り
を
通
し
て
僧
や
領
民
に
も
共
有
さ
れ
た
。
清
久
の
代
よ
り
、
本
庄
の
千
本
松

に
て
、
三
年
に
一
度
、
彦
山
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
も
、

代
々
の
鍋
島
の
主
に
引
き
継
が
れ
た
。
そ
の
様
子
が
、
聞
書
六
の
一
〇
六
に
は
、

次
の
よ
う
に
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
神
へ
の
お
供
え
が
た
だ
ち

に
お
城
に
上
げ
ら
れ
る
。
続
け
て
、
未
明
に
徳
善
院
の
住
職
が
参
り
、
三
汁
十
菜

の
料
理
を
頂
く
と
、
そ
の
席
か
ら
直
ち
に
彦
山
に
参
詣
す
る
。
次
に
、
鍋
島
家
の

菩
提
寺
で
あ
る
高
伝
寺
の
僧
た
ち
に
残
ら
ず
振
る
舞
い
が
あ
る
。
ま
た
、
本
庄
郡
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に
住
ん
で
い
た
僧
俗
男
女
に
も
振
る
舞
い
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

こ
こ
ま
で
で
、
清
久
よ
り
始
ま
っ
た
鍋
島
家
の
代
々
の
、
徳
善
院
の
彦
山
信
仰

に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。『
葉
隠
』
に
お
い
て
、「
序
文
」
に
鍋
島
家
の
先
祖

と
し
て
最
初
に
名
前
が
挙
が
る
清
久
は
、
神
仏
へ
の
信
仰
が
篤
く
、
そ
の
お
か
げ

で
直
茂
が
生
ま
れ
、
今
の
鍋
島
藩
の
繁
栄
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
信
仰
の

対
象
の
最
も
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
が
、
徳
善
院
の
彦
山
権
現
で
あ
る
。
清
久

は
、
勧
請
も
と
の
彦
山
権
現
に
例
年
通
り
年
越
し
の
参
籠
を
し
て
崖
か
ら
落
ち
た

際
、
釈
迦
の
像
（
あ
る
い
は
弥
陀
三
尊
像
（
を
授
か
り
、
以
降
、
鍋
島
家
が
栄
え

た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
彦
山
信
仰
は
、
参
籠
や
願
文
の
納
入
、
保
護
と
い
う

形
で
、
勝
茂
や
光
茂
と
い
っ
た
後
世
の
佐
賀
鍋
島
藩
主
に
も
引
き
継
が
れ
る
。
さ

ら
に
、
三
年
に
一
度
の
彦
山
祭
り
で
は
、
お
祭
り
そ
の
も
の
や
、
振
る
舞
い
を
通

し
て
、
僧
や
領
民
に
ま
で
、
そ
れ
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、

鍋
島
家
の
代
々
の
彦
山
信
仰
は
、
鍋
島
家
の
先
祖
か
ら
子
孫
へ
の
縦
の
つ
な
が
り

を
太
く
し
、
さ
ら
に
は
、
領
民
と
の
横
の
つ
な
が
り
を
深
く
す
る
極
め
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

二　

本
庄
社

　

本
庄
社
は
、
現
在
の
本
庄
神
社
に
当
た
る
。
祭
神
は
本ほ

ん
じ
ょ
う庄
妙み
ょ
う
け
ん
ざ
ん

見
山
淀よ
ど

姫ひ
め

大だ
い
み
ょ
う
じ
ん

明
神
（
神
功
皇
后
の
妹
（
と
も
豊と
よ
た
ま玉
姫び
め

命
の
み
こ
と

い
う
。
本
地
は
十
一
面
観
世
音

で
あ
る
。
現
在
の
佐
賀
県
佐
賀
市
本
庄
町
本
庄
に
あ
る
。
欽
明
天
皇
の
頃
創
始
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
清
久
の
頃
、
廃
れ
て
い
た
の
を
再
興
し
、
清
房
が
建
立
し
、
直

茂
が
新
た
に
神
殿
を
建
て
た
と
い
う
。
以
降
、
歴
代
の
佐
賀
鍋
島
藩
主
に
信
仰
さ

れ
た
。

　

こ
の
本
庄
社
に
関
し
て
、『
葉
隠
』
に
は
、
鍋
島
家
の
代
々
の
主
君
と
超
越
的

な
も
の
と
の
関
わ
り
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
以
下
の
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
清
久
が
本
庄
社
に
年
越
し
の
参
籠
を
し
て
い
た
と
き
、
尼
一
人

が
参
籠
し
て
い
た
。
尋
ね
た
と
こ
ろ
一
生
行
脚
し
て
い
て
、
故
郷
も
親
も
知
ら
な

い
と
い
う
。
清
久
が
元
旦
の
お
祝
い
を
振
る
舞
っ
て
尼
の
世
話
を
し
た
と
こ
ろ
、

万
事
心
が
け
て
働
く
の
で
約
束
し
て
妻
に
し
た
。
程
な
く
、
直
茂
の
父
・
清
房
が

生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
清
房
が
三
歳
の
と
き
、
母
は
暇
乞
い
し
て
出
発
し
た
た

め
、
追
い
か
け
て
い
っ
た
が
、
追
い
付
か
な
か
っ
た
。
尼
は
筑
後
川
を
越
え
て
高

良
山
の
方
に
行
き
、
行
方
は
知
れ
な
か
っ
た
と
い
う
（
六
の
一
六
七
（。

　

こ
の
説
話
は
、
清
久
や
清
房
、
直
茂
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
歴
代
藩
主
の
、
神

や
仏
と
い
っ
た
超
越
的
な
者
と
の
深
い
関
係
を
根
拠
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
参
籠
の
際
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
現
れ
、
故
郷
も
親

も
知
ら
ず
、
や
が
て
山
の
方
へ
と
去
っ
て
行
っ
た
不
思
議
な
尼
は
、
清
久
の
信
仰

の
深
さ
に
応
じ
て
現
れ
た
異
界
か
ら
の
使
い
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
、

神
仏
の
超
越
性
を
帯
び
た
尼
は
、
清
久
と
契
り
、
子
を
産
む
。
そ
の
生
ま
れ
た
子

で
あ
る
清
房
は
、
半
分
は
神
仏
の
使
い
の
血
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
超
越

性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、『
葉
隠
』
に
お
い
て
、
そ
の
超
越
性
は
、
鍋
島
家
の
子
孫
へ
と
受
け

継
が
れ
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
孫
の
直
茂
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、『
葉
隠
』

に
お
い
て
、
夢
で
与
賀
社
の
前
を
通
っ
た
際
、「
暗
く
て
し
か
た
が
な
い
」
と
い

う
神
の
声
を
聞
き
、
白
張
り
装
束
の
神
の
姿
を
見
た
と
さ
れ
る
（
三
の
二
八
（。

こ
れ
は
、
夢
と
い
う
超
越
者
と
出
会
う
と
さ
れ
る
典
型
的
な
場
所
で
、
神
の
声
が

聞
こ
え
、
神
の
姿
が
見
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
直
茂
の
超
越
性
を
示
し
て
い

る
。
そ
の
理
由
の
説
明
と
し
て
、
超
越
的
な
も
の
の
血
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
の

は
、
当
時
に
お
い
て
は
一
つ
の
説
明
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
、
直
茂
の
息
子
で
初
代
鍋
島
藩
主
の
勝
茂
に
つ
い
て
は
、
入
水
入
定
し
た

と
さ
れ
る
勝
茂
上
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
の
説
話
が
残
さ
れ
て
い
る
（
四

の
二
六
（。
こ
こ
に
、『
葉
隠
』
の
編
者
が
、
勝
茂
も
ま
た
超
越
性
を
持
つ
こ
と
を

表
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
明
ら
か
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

続
け
て
、
勝
茂
の
孫
で
二
代
藩
主
光
茂
も
、
食
事
に
関
し
て
常
人
離
れ
し
た
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
食
分
も
沢
山
食
べ
た
か
と
思
う
と
、

何
食
も
抜
く
こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ
で
平
気
だ
っ
た
と
い
う
（
五
の
五
八
、
一
一

八
（。
あ
る
い
は
馬
に
乗
り
続
け
て
い
て
も
疲
れ
た
様
子
が
見
え
な
か
っ
た
と
さ
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れ
る
（
五
の
一
一
六
（。
こ
の
よ
う
な
光
茂
の
常
人
離
れ
し
た
様
も
ま
た
、『
葉

隠
』
の
著
者
が
、
直
茂
や
勝
茂
と
同
じ
超
越
性
を
光
茂
が
引
き
継
い
で
い
る
こ
と

を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
葉
隠
』
に
お
い
て
、
清
久
、
直
茂
、
勝
茂
、
光
茂
の
す
べ
て

に
超
越
性
を
帯
び
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
説
話
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

『
葉
隠
』
の
編
者
が
こ
の
連
続
性
を
明
確
に
意
識
し
て
編
集
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。『
葉
隠
』
に
お
い
て
、
清
久
に
始
ま
る
超
越
者
と
の
深
く
親
し
い

関
係
は
、
佐
賀
鍋
島
藩
の
歴
代
の
主
君
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
話
を
本
庄
社
へ
の
信
仰
に
戻
す
と
、『
葉
隠
』
に
お
い
て
、
そ
の
信
仰

も
ま
た
、
代
々
の
鍋
島
藩
主
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

直
茂
の
代
に
は
、
与
賀
社
、
大
堂
社
と
合
わ
せ
て
、
三
社
に
常
夜
灯
を
差
し
上
げ

た
と
い
う
。
直
茂
は
隠
居
後
も
そ
れ
を
続
け
た
の
で
、
そ
の
後
、
小
城
支
藩
が
引

き
継
ぎ
、
常
夜
灯
料
を
上
げ
て
い
た
と
い
う
（
三
の
五
六
（。
そ
し
て
勝
茂
も
ま

た
、
元
旦
ご
と
に
、
与
賀
、
本
庄
、
白
山
八
幡
の
三
社
に
願
文
を
収
め
た
と
い
う

（
四
の
二
〇
（。

三　

高
伝
寺

　

高
伝
寺
は
鍋
島
家
の
代
々
の
菩
提
寺
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
高
伝
庵
と
い
う
わ

ず
か
な
庵
跡
が
あ
っ
た
が
、
清
久
が
本
庄
を
領
有
し
た
際
、
高
伝
寺
を
菩
提
寺
に

し
た
（
六
の
二
（。
直
茂
の
代
に
な
る
と
、
父
・
清
房
を
開
基
に
し
て
建
物
を
建

て
た
（
六
の
一
五
六
（。
そ
の
後
、
勝
茂
、
光
茂
の
代
で
も
そ
れ
ぞ
れ
加
増
し
、

四
代
藩
主
吉
茂
も
御
霊
屋
を
ご
免
地
（
租
税
を
免
除
さ
れ
た
土
地
（
に
し
た
（
六

の
二
（
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
明
治
四
（
一
八
七
一
（
年
に
最
後
の
佐
賀
藩
主
・

鍋
島
直な

お
ひ
ろ大
が
、
そ
れ
ま
で
各
地
に
散
在
し
て
い
た
歴
代
鍋
島
藩
主
の
墓
と
龍
造
寺

隆
信
の
墓
を
集
め
て
整
備
し
た
た
め
、
現
在
で
は
そ
れ
ら
の
墓
が
整
然
と
並
ん
で

い
る
。

　

ま
ず
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
三
社
と
同
様
、

高
伝
寺
も
ま
た
、
清
久
以
来
、
歴
代
の
主
君
に
大
切
に
信
仰
さ
れ
て
き
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
清
久
が
高
伝
寺
を
菩
提
寺
に
す
る
。
続
け
て
、
孫
の
直
茂
が

建
物
を
建
て
て
供
養
を
篤
く
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
開
基
を
父
・
清
房
に
す
る
こ

と
で
、
そ
こ
に
清
房
を
組
み
入
れ
る
。
さ
ら
に
、
直
茂
の
子
の
勝
茂
や
、
曽
孫
の

光
茂
の
代
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
加
増
す
る
な
ど
、
代
を
経
る
ご
と
に
先
祖
へ
の
供
養

を
篤
く
し
て
い
る
。

　

次
に
注
目
し
た
い
の
が
、
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
二
社
が
神
仏
を
信

仰
し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
大
切
に
す
る
対
象
が
先
祖
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
高
伝
寺
は
菩
提
寺
な
の
で
、
歴
代
主
君
の
位
牌
や
墓
が
あ
る
。
そ
し
て
そ

こ
に
は
、
先
祖
の
霊
魂
が
、
い
る
、
あ
る
い
は
、
お
盆
な
ど
に
そ
こ
に
来
る
と
観

念
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
彦
山
権
現
や
淀
姫
、
豊
玉
姫
と
い
っ

た
神
社
で
祭
ら
れ
る
神
々
で
は
な
く
、
先
祖
の
霊
魂
が
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
先
祖
の
霊
魂
を
崇
拝
す
る
際
に
は
、
先
祖
の
功
績
が
様
々
に
称
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
代
々
続
け
て
い
く
こ
と
は
、
先
祖

の
恩
を
知
り
大
切
に
す
る
思
い
が
積
み
重
な
り
、
御
家
と
い
う
観
念
を
太
く
確
か

な
も
の
と
す
る
は
た
ら
き
を
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
高
伝
寺
に
お
い
て
先
祖
を
崇
拝
す
る
こ
と
は
、
先
祖
の
お
か
げ
で
今
の
御

家
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
生
き
る
一
人
一
人
の
主
君
と
奉
公
人
の
充
実
し
た
生
が
あ

る
こ
と
を
確
認
し
、
御
家
の
観
念
を
確
か
な
も
の
と
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

ま
と
め

　

こ
れ
ま
で
で
、『
葉
隠
』
聞
書
三
か
ら
六
ま
で
に
記
さ
れ
た
、
お
お
む
ね
清
久

か
ら
は
じ
ま
り
、
以
後
、
代
々
の
主
君
に
連
続
し
て
信
仰
さ
れ
た
重
要
な
寺
社
仏

閣
に
焦
点
を
当
て
、
歴
代
の
鍋
島
家
の
主
君
と
超
越
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
確
認
し
て
き
た
。
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
『
葉
隠
』
の
序
文
の
ほ
ぼ
冒
頭
に
お
い
て
、
佐
賀
鍋
島
藩
の
繁
栄
の
原
点
と

な
っ
た
と
さ
れ
る
鍋
島
清
久
の
信
心
と
は
、
第
一
に
、
勝
運
の
神
で
あ
る
彦
山
権
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現
へ
参
籠
し
て
弥
陀
三
尊
を
授
か
り
、
そ
の
後
、
徳
善
院
の
本
尊
と
し
て
信
仰
し

た
と
こ
ろ
、
運
が
開
け
た
こ
と
、
第
二
に
、
本
庄
社
へ
参
籠
し
て
神
仏
の
使
い
と

思
わ
れ
る
不
思
議
な
尼
と
出
会
い
、
そ
の
後
、
超
越
性
を
帯
び
た
子
孫
を
授
か
っ

た
こ
と
、
第
三
に
、
先
祖
の
霊
魂
が
宿
る
高
伝
寺
を
手
厚
く
保
護
し
、
先
祖
の
霊

魂
を
供
養
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
信
仰
は
、
以
後
、
鍋
島
家
の
繁
栄
を
支

え
る
原
点
と
し
て
、
代
々
の
鍋
島
藩
主
に
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

直　

茂

　

こ
こ
か
ら
は
、
清
久
以
降
の
歴
代
の
代
表
的
な
佐
賀
鍋
島
の
主
君
か
ら
始
ま
っ

た
超
越
者
と
の
関
係
と
、
歴
代
の
主
君
に
特
徴
的
な
神
仏
と
の
関
係
に
つ
い
て
確

認
し
て
い
く
。
ま
ず
は
直
茂
か
ら
見
て
い
こ
う
。

　

鍋
島
直
茂
は
、
天
文
七
（
一
五
三
八
（
年
に
生
ま
れ
、
元
和
四
（
一
六
一
八
（

年
に
亡
く
な
っ
た
。
龍
造
寺
隆
信
に
仕
え
、
有
名
な
今
山
の
夜
討
ち
を
は
じ
め
、

幾
多
の
戦
で
先
陣
を
務
め
る
な
ど
、
龍
造
寺
家
臣
団
に
お
け
る
有
力
な
武
将
と
し

て
活
躍
し
た
。
そ
し
て
沖
田
畷
の
戦
い
で
主
君
龍
造
寺
隆
信
が
死
ん
だ
後
、
生
き

残
っ
た
家
臣
た
ち
の
な
か
で
最
も
実
力
の
あ
っ
た
直
茂
は
、
主
家
で
あ
っ
た
龍
造

寺
家
を
立
て
続
け
主
君
の
座
に
就
く
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
龍
造
寺
家
の
血

筋
の
も
の
の
多
か
っ
た
家
臣
達
に
担
が
れ
る
よ
う
に
し
て
佐
賀
鍋
島
藩
の
実
質
上

の
ト
ッ
プ
に
立
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
当
時
天
下
人
で
あ
っ
た
豊
臣
秀
吉
に

も
そ
の
能
力
を
高
く
買
わ
れ
、
豊
臣
性
を
与
え
ら
れ
た
り
（
三
の
一
八
（、
朝
鮮

の
役
で
は
、
軍
奉
行
の
一
人
と
さ
れ
た
り
（
三
の
三
四
（、
加
藤
清
正
と
並
ん
で

先
陣
を
務
め
た
り
（
同
前
（
し
た
と
さ
れ
る
。
生
涯
に
わ
た
っ
て
主
家
で
あ
る
龍

造
寺
家
を
立
て
続
け
た
直
茂
は
、
佐
賀
鍋
島
藩
に
お
い
て
形
式
的
に
は
藩
主
と

な
っ
て
い
な
い
が
、
の
ち
に
藩
祖
と
仰
が
れ
る
存
在
で
あ
る
。
佐
賀
鍋
島
藩
の
歴

代
の
主
君
な
か
で
も
、
戦
国
乱
世
を
生
き
抜
き
、
そ
の
繁
栄
の
基
礎
を
作
っ
た
、

最
も
重
要
な
人
物
で
あ
る
。『
葉
隠
』
で
は
、
歴
代
主
君
の
事
跡
に
つ
い
て
語
ら

れ
る
聞
書
三
か
ら
六
ま
で
の
う
ち
、
は
じ
め
の
聞
書
三
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
直
茂
に

つ
い
て
の
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
直
茂
の
超
越
者
と
の
関
係
の
特
徴

は
、
第
一
に
、
与
賀
社
へ
の
信
仰
と
超
越
性
、
第
二
に
、
龍
造
寺
隆
信
の
霊
魂
へ

の
信
仰
と
供
養
、
第
三
に
、
戦
勝
祈
願
、
第
四
に
、
安
易
に
騙
さ
れ
な
い
こ
と
、

の
四
点
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
確
認
し
て
い
こ
う
。

一　

与
賀
社
へ
の
信
仰
と
超
越
性

　

与
賀
社
は
、
現
在
の
与
賀
神
社
の
こ
と
で
、
河
上
與よ

止ど

日ひ

女め

大
明
神
（
神
功
皇

后
の
妹
（
と
も
豊
玉
姫
命
と
も
い
わ
れ
る
。
肥
前
国
の
一
宮
で
、
現
在
の
佐
賀
市

大
和
町
川
上
に
あ
る
。
本
庄
社
と
は
場
所
も
近
く
、
同
じ
淀
姫
や
豊
玉
姫
命
を
祭

神
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
体
で
あ
る
と
の
言
い
伝
え
も
あ
る
。

　

こ
の
与
賀
社
に
つ
い
て
は
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、『
葉
隠
』
に
、
直
茂
と
超

越
者
と
の
関
係
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い

る
。

　

あ
る
日
、
直
茂
が
夢
で
、
与
賀
神
社
の
前
を
通
る
と
、
後
ろ
か
ら
「
加
賀
守
、

加
賀
守
」
と
呼
ぶ
声
が
し
た
た
め
、
見
返
っ
た
と
こ
ろ
、
白
張
装
束
の
人
が
石
橋

の
上
に
立
ち
「
闇
く
て
し
か
た
が
な
い
」
と
い
う
。
夢
の
心
で
「
さ
て
は
常
灯
を

揚
げ
よ
と
の
こ
と
に
違
い
な
い
」
と
思
い
、
そ
れ
よ
り
常
灯
を
差
し
上
げ
る
と
い

う
。
こ
れ
は
、
直
茂
が
隠
居
し
た
後
も
差
し
上
げ
ら
れ
続
け
た
の
で
、
今
で
は
小

城
藩
よ
り
上
が
る
と
の
こ
と
で
あ
る
（
三
の
二
八
（。

　

既
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
聞
書
は
、
直
茂
が
夢
で
超
越
者
と
会
い
、
そ
の
声
を

聞
き
、
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
直
茂

が
超
越
的
な
も
の
と
関
わ
る
資
質
を
持
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
直
茂
自
身
も
ま
た

超
越
性
を
帯
び
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

な
お
、
直
茂
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
集
め
ら
れ
た
聞
書
三
は
、
直
茂
が
、
与

賀
、
本
庄
、
大
堂
社
の
三
社
に
常
灯
を
差
し
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
聞

書
で
結
ば
れ
て
い
る
（
五
の
五
六
（。
こ
の
こ
と
は
、
直
茂
が
神
仏
を
篤
く
信
仰

し
た
こ
と
が
、
い
か
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
次
の
勝
茂
の
代
に
は
、
こ
の
与
賀
社
を
は
じ
め
、
本
庄
社
、
白
山
八

幡
に
元
旦
ご
と
に
参
詣
し
、
願
文
を
収
め
て
い
た
と
さ
れ
る
（
四
の
二
〇
、
三

六
（。
こ
こ
に
与
賀
社
へ
の
信
仰
も
、
本
庄
社
と
同
様
、
歴
代
藩
主
に
引
き
継
が

れ
て
い
る
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ち
な
み
に
、
与
賀
神
社
は
、
も
う
少
し
時
代
を
遡
る
と
、
も
と
も
と
は
、
山
口

の
大
内
氏
と
争
っ
て
落
ち
延
び
て
き
た
少
弐
政
資
が
、
与
賀
城
を
修
復
し
て
居
城

と
し
、
与
賀
神
社
を
鬼
門
の
鎮
守
と
崇
め
て
社
殿
を
修
復
し
た
と
こ
ろ
か
ら
栄
え

た
と
さ
れ
る
。
龍
造
寺
、
鍋
島
氏
が
栄
え
る
前
に
、
肥
前
の
国
の
守
護
職
と
し
て

力
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
少
弐
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
少
弐
氏
は
、
鍋
島
家
や
龍
造

寺
家
と
は
因
縁
が
深
く
、
は
じ
め
直
茂
は
、
少
弐
氏
の
養
子
に
な
っ
て
い
た
が
、

や
が
て
少
弐
氏
の
ひ
ど
い
裏
切
り
が
あ
っ
て
、
主
家
の
龍
造
寺
氏
と
対
立
す
る
よ

う
に
な
る
と
、
縁
組
み
を
解
消
し
、
む
し
ろ
龍
造
寺
氏
の
家
臣
と
し
て
率
先
し
て

少
弐
氏
と
戦
い
、
滅
ぼ
す
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、

少
弐
氏
が
大
切
に
し
て
い
た
与
賀
神
社
を
信
仰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
亡
き
少
弐

氏
の
死
者
の
霊
魂
を
鎮
め
て
祟
り
を
押
さ
え
つ
つ
、
そ
の
力
を
守
り
神
と
し
て
そ

の
権
威
と
も
ど
も
取
り
込
む
意
図
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二　

龍
造
寺
隆
信
の
霊
魂
へ
の
供
養
と
信
仰　

宗
龍
寺

　

直
茂
は
、
深
い
忠
義
を
も
っ
て
隆
信
に
仕
え
て
い
た
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
あ

る
冬
の
酒
宴
の
際
、
庭
で
密
か
に
隆
信
の
護
衛
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
際
、
持
っ

て
い
た
鑓
が
凍
え
て
手
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
と
い
う
（
三
の
三
五
（。
ま
た
、
沖

田
畷
の
戦
い
で
隆
信
が
島
津
と
の
戦
い
に
敗
れ
無
念
の
最
期
を
遂
げ
た
際
に
は
、

自
分
も
お
供
を
し
て
死
の
う
と
言
い
出
し
た
と
い
う
（
三
の
二
四
（。
こ
の
よ
う

な
直
茂
で
あ
る
だ
け
に
、
隆
信
の
死
後
、
そ
の
霊
魂
を
供
養
し
た
い
と
い
う
思
い

は
強
く
、
ま
た
、
そ
の
霊
魂
を
守
護
神
と
し
て
信
仰
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、『
葉
隠
』
に
は
以
下
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
わ
る
。

　

隆
信
が
戦
死
し
た
後
、
直
茂
は
、「
そ
れ
が
し
は
島
原
で
お
供
を
い
た
す
は
ず

で
し
た
が
、
一
度
薩
摩
に
敵
を
討
ち
申
す
た
め
に
、
命
永
ら
え
、
必
ず
取
り
か
か

ろ
う
と
存
じ
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
歴
戦
の
勇
士
た
ち
は
島
原
で
討
ち
死
に
致

し
、
生
き
残
り
ま
し
た
者
は
老
人
や
若
輩
者
ど
も
で
し
た
の
で
、
思
う
に
任
せ
ず

時
が
移
り
ま
し
た
。
こ
の
事
が
か
な
わ
ぬ
前
に
お
弔
い
申
し
ま
し
て
も
、
お
受
け

に
な
り
ま
す
ま
い
と
存
じ
ま
し
た
の
で
、
お
弔
い
も
致
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
度

念
願
が
叶
い
ま
す
よ
う
に
ご
守
護
く
だ
さ
い
」
と
祈
念
し
た
。
す
る
と
、
秀
吉
が

薩
摩
攻
め
の
た
め
下
向
し
た
の
で
、
直
茂
か
ら
「
旧
敵
で
す
の
で
、
先
陣
を
仰
せ

付
け
ら
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
願
い
、
叶
い
ま
し
た
。
直
茂
は
、「
今
度
先
陣
を
致

す
念
願
が
叶
い
、
帰
り
ま
し
て
か
ら
当
城
の
鬼
門
に
一
寺
を
建
立
い
た
し
、
お
弔

い
を
は
じ
め
、
永
く
当
家
の
弓
箭
の
守
護
神
と
崇
め
申
し
ま
し
ょ
う
。
一
層
ご
加

護
を
お
加
え
く
だ
さ
い
」
と
隆
信
の
霊
に
祈
誓
し
て
出
立
し
た
と
い
う
。
そ
の

後
、
島
津
が
降
参
し
た
た
め
、
龍
造
寺
政
家
に
羽
柴
の
名
字
、
鍋
島
直
茂
に
豊
臣

の
名
字
と
小
袖
二
つ
を
拝
領
し
た
。
帰
国
す
る
と
、
金
剛
山
に
宗
龍
寺
を
建
立

し
、
七
回
忌
の
法
事
か
ら
は
じ
め
て
弔
っ
た
。
合
わ
せ
て
戦
死
の
人
々
も
弔
っ
た

と
い
う
（
三
の
二
四　

論
者
訳
（

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
直
茂
が
無
念
の
最
期
を
遂
げ
た
旧
主
の
霊
魂
と
、
以

下
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
非
業
の
最

期
を
遂
げ
た
無
念
を
晴
ら
す
た
め
敵
討
ち
を
誓
い
、
そ
の
加
護
を
仰
ぐ
。
続
け

て
、
実
際
に
敵
を
討
ち
、
隆
信
の
霊
魂
の
無
念
を
晴
ら
す
。
以
降
、
寺
を
建
て
て

永
く
そ
の
魂
を
供
養
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
力
を
戦
勝
の
神
、
守
護
の
神
と
し
て

取
り
込
ん
で
い
る
。

三　

戦
勝
祈
願
と
愛
宕
山
の
威
徳
院
へ
の
護
摩
堂
建
立

　

直
茂
は
、
戦
国
時
代
の
只
中
に
あ
っ
て
、
実
際
に
多
く
の
実
戦
を
経
験
し
、
そ

れ
ら
の
戦
場
を
生
き
抜
い
た
歴
戦
の
武
士
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
以
後
の
戦

が
徐
々
に
無
く
な
っ
て
い
っ
た
時
代
を
生
き
た
佐
賀
鍋
島
藩
主
と
比
べ
る
と
、
と

り
わ
け
戦
勝
祈
願
に
熱
心
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、
直
茂
は
朝
鮮
の
役
の
際
、
武
運
を
祈
る
た
め
に
京
都
の
愛
宕
山
の
威

徳
院
に
護
摩
堂
を
立
て
て
い
る
。
こ
れ
が
、
愛
宕
護
摩
堂
の
は
じ
め
で
あ
る
と
い
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う
。
そ
の
後
、
細
川
家
が
護
摩
堂
を
建
立
し
、
徳
川
将
軍
家
も
護
摩
堂
を
建
て
て

い
る
。
護
摩
堂
は
あ
る
年
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
を
ま
た
勝
茂
が
再
興
し

た
。
そ
の
後
ま
た
破
壊
さ
れ
た
の
を
、
四
代
藩
主
吉
茂
が
訴
え
出
て
再
興
し
た
と

さ
れ
る
（
三
の
一
〇
（。

　

ち
な
み
に
、
愛
宕
山
の
愛
宕
神
社
の
祭
神
は
伊
邪
那
美
命
だ
が
、
本
地
は
勝
軍

地
蔵
と
い
わ
れ
る
戦
勝
の
神
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
古
来
多
く
の
武
士
の
信
仰

を
集
め
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
武
士
た
る
以
上
戦
勝
祈
願
は
後
の
藩
主
に
と
っ
て
も
大
切
で
あ
っ

た
。
実
際
、
与
賀
社
や
本
庄
社
な
ど
様
々
な
と
こ
ろ
で
、
勝
茂
や
光
茂
な
ど
後
世

の
藩
主
も
戦
勝
祈
願
し
て
い
る
。
し
か
し
、
朝
鮮
の
役
に
出
陣
す
る
際
と
い
う
極

め
て
現
実
的
に
切
迫
し
た
機
会
に
、
他
の
大
名
に
先
立
っ
て
始
め
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
そ
の
切
実
さ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
直
茂
は
、
戦
場
に
お
い
て
運
を

強
く
す
る
た
め
に
、
諸
藩
に
先
立
っ
て
護
摩
堂
を
建
立
す
る
ほ
ど
に
、
勝
運
の
神

で
あ
る
愛
宕
の
神
を
熱
心
に
信
仰
し
て
い
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

四　

安
易
に
騙
さ
れ
な
い
こ
と

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
直
茂
は
神
仏
や
先
祖
の
霊
魂
を
篤
く
信
仰

し
、
そ
れ
を
具
体
的
な
行
動
で
示
し
て
お
り
、
か
な
り
信
心
深
か
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
し
か
し
、
で
は
迷
信
深
く
、
安
易
に
騙
さ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で

は
な
か
っ
た
。
直
茂
は
、
神
仏
へ
の
信
仰
に
つ
け
込
ん
だ
騙
し
や
た
か
り
、
お
ど

し
の
類
い
に
安
易
に
乗
せ
ら
れ
ず
、
事
実
を
透
徹
し
た
目
で
見
抜
き
、
常
に
相
手

の
一
枚
上
手
を
取
る
洞
察
力
と
実
力
と
を
兼
ね
備
え
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

『
葉
隠
』
に
は
以
下
の
三
つ
の
説
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

①　

本
庄
院
の
ご
神
体
が
落
下

　

直
茂
の
家
臣
・
藤
島
生
益
の
家
に
、
あ
る
日
、
本
庄
院
の
住
職
が
参
り
「
今

朝
、
ご
神
体
の
お
身
体
を
拭
う
た
め
に
宝
殿
を
開
い
た
と
こ
ろ
、
お
首
が
落
ち
て

お
り
ま
し
た
。
早
々
に
申
し
上
げ
る
た
め
に
お
首
も
持
参
い
た
し
ま
し
た
」
と
袈

裟
に
包
ん
で
差
し
出
し
た
。
生
益
は
「
お
首
は
直
茂
公
が
ご
覧
に
な
る
も
の
で
も

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
持
ち
帰
り
な
さ
れ
。
こ
の
こ
と
は
申
し
上
げ
て
お
こ
う
」

と
い
っ
て
、
出
仕
し
て
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
直
茂
は
も
っ
て
の
ほ
か
立
腹
し
て

「
さ
て
も
さ
て
も
憎
い
坊
主
で
あ
る
な
。
こ
の
加
賀
守
（
直
茂
（
を
騙
そ
う
と
致

す
の
か
。
す
ぐ
に
穢
多
ど
も
を
召
し
連
れ
、
拷
問
し
て
あ
り
の
ま
ま
を
言
わ
せ
ま

す
よ
う
に
」
と
い
う
。（
中
略
（
そ
の
後
、
生
益
は
腑
に
落
ち
ぬ
ま
ま
そ
の
通
り

に
し
よ
う
と
す
る
と
、
僧
侶
は
「
ご
神
体
を
拭
っ
て
い
た
と
こ
ろ
ご
神
体
が
動
き

首
が
落
ち
ま
し
た
の
で
、
ふ
と
思
い
つ
き
、
先
の
よ
う
に
申
し
上
げ
れ
ば
御
造
営

も
な
さ
れ
、
寺
も
栄
え
申
す
に
違
い
な
い
と
存
じ
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
に
申
し
ま

し
た
」
と
あ
り
の
ま
ま
を
白
状
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
生
益
が
そ
の
旨
報
告
し

た
と
こ
ろ
、
今
度
は
笑
い
出
し
た
と
い
う
。
続
け
て
直
茂
は
、
な
ぜ
見
抜
け
た
の

か
を
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
住
職
は
、
直
茂
が
か
つ
て
寺
に
立
ち
寄
っ
た

際
、
頭
を
地
に
つ
け
、
有
難
い
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
出
て
き
た
吸
い
物
の
底

に
土
が
付
い
て
い
た
。
そ
れ
を
見
て
、
心
遣
い
の
な
さ
を
見
抜
い
て
い
た
と
い

う
。
な
お
、
そ
の
後
直
茂
は
、
祈
願
す
る
所
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
住
職
を
殺

し
は
せ
ず
、
代
え
る
だ
け
に
留
め
た
と
い
う
。（
三
の
三
一
（。

　

こ
こ
で
、
直
茂
は
僧
侶
だ
か
ら
と
い
っ
て
安
易
に
信
じ
る
の
で
は
な
く
、
優
れ

た
洞
察
力
で
相
手
が
自
分
に
心
を
遣
っ
て
い
な
い
こ
と
を
見
抜
き
、
神
仏
の
権
威

を
も
っ
て
た
か
ろ
う
と
し
て
き
た
相
手
の
意
図
を
正
確
に
見
抜
い
て
い
る
。
そ
こ

で
、
ま
ず
は
拷
問
し
よ
う
と
し
て
相
手
に
嘘
を
白
状
さ
せ
て
懲
ら
し
め
た
上
で
、

今
度
は
祈
願
す
る
所
に
ち
な
む
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
軽
め
の
罪
で
済
ま
せ
て
い

る
。
こ
こ
で
直
茂
は
、
神
仏
の
権
威
に
安
易
に
騙
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
事
実
を
見

抜
い
て
相
手
の
上
手
を
取
り
、
懲
ら
し
め
た
上
で
、
さ
ら
に
、
軽
め
の
罪
で
済
ま

せ
て
神
仏
も
立
て
る
と
い
う
、
余
裕
あ
る
鮮
や
か
な
さ
ば
き
を
見
せ
て
い
る
。

②　

山
伏
の
夢
の
お
告
げ
に
あ
え
て
布
施

　

あ
る
山
伏
が
黒
田
長
政
の
と
こ
ろ
へ
来
て
「
昨
夜
の
夢
に
長
政
公
が
五
カ
国
の

太
守
に
な
ら
れ
ま
す
と
見
ま
し
た
」
と
い
う
。
長
政
の
返
答
は
「
さ
て
も
さ
て
も
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よ
い
夢
を
早
々
に
知
ら
せ
て
く
れ
有
難
い
こ
と
だ
。
や
が
て
五
カ
国
の
太
守
に

な
っ
た
と
き
に
は
祝
儀
を
遣
わ
そ
う
」
と
い
っ
て
返
し
た
。（
都
合
の
良
い
こ
と

を
い
っ
て
祝
儀
を
取
ろ
う
と
す
る
の
を
見
抜
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
論
者
補

足
（
山
伏
は
思
案
に
反
し
、
今
度
は
佐
賀
の
国
に
来
て
、「
直
茂
公
が
五
カ
国
の

太
守
に
な
ら
れ
る
と
霊
夢
を
見
ま
し
た
」
と
言
っ
た
の
で
、
直
茂
は
「
さ
て
も
さ

て
も
良
い
夢
を
早
々
に
知
ら
せ
て
く
れ
て
有
難
い
こ
と
」
と
言
い
、
金
子
百
疋
を

与
え
た
。
あ
る
と
き
、
お
話
の
衆
が
「
筑
前
の
黒
田
長
政
は
こ
の
よ
う
だ
っ
た
と

伺
い
ま
す
。
金
子
を
下
さ
れ
た
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
下
々
の
も
の
ど
も
が
取

り
沙
汰
し
て
い
ま
す
」
と
申
し
上
げ
た
。
直
茂
は
、「
総
じ
て
道
の
も
の
は
そ
の

道
で
立
ち
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
山
伏
な
ど
は
こ
の
よ
う
な
事
な
ど
を

行
っ
て
人
の
施
し
を
受
け
る
も
の
な
の
で
、
金
子
を
く
れ
て
や
っ
た
の
だ
」
と

言
っ
た
と
の
こ
と
（
三
の
四
四
（。

　

さ
て
、
こ
の
説
話
は
、
一
見
す
る
と
た
か
り
に
来
た
山
伏
に
騙
さ
れ
て
ま
ん
ま

と
金
子
を
せ
し
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
話
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
直
茂
は
意

図
を
正
確
に
見
抜
い
た
上
で
、
相
手
の
生
活
の
た
め
に
布
施
を
し
て
や
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
山
伏
が
神
仏
に
関
わ
る
存
在
だ
か
ら
と
い
っ
て
安
易
に
騙

さ
れ
ず
、
事
実
を
見
抜
い
て
相
手
の
上
手
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
前
の
説

話
と
共
通
す
る
。

　

③　

密
通
し
た
も
の
達
の
幽
霊
を
出
な
く
す
る

　

お
城
の
三
の
丸
で
密
通
し
た
も
の
を
詮
議
の
上
、
男
女
と
も
に
殺
し
た
。
そ
の

後
幽
霊
が
夜
ご
と
に
城
の
中
に
現
れ
た
。
女
中
た
ち
が
恐
ろ
し
が
り
、
夜
に
な
る

と
外
へ
も
出
な
か
っ
た
。
久
し
く
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
た
め
、
御
前
様
に
知
ら
せ

た
と
こ
ろ
、
祈
祷
や
施
餓
鬼
な
ど
を
お
命
じ
に
な
ら
れ
た
が
止
ま
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
直
茂
公
に
仰
せ
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
直
茂
公
は
お
聞
き
に
な
り
、「
さ

て
も
さ
て
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
な
。
か
の
も
の
ど
も
は
、
首
を
切
っ
て
も
飽
き
足

ら
な
い
憎
い
も
の
ど
も
で
す
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
死
ん
で
も
行
く
べ
き
と
こ
ろ

に
は
行
か
ず
、
迷
い
巡
り
ま
し
て
幽
霊
に
な
り
苦
を
受
け
、
浮
か
び
申
さ
な
い
の

は
う
れ
し
い
こ
と
だ
。
な
る
ほ
ど
久
し
く
幽
霊
に
な
っ
て
お
り
な
さ
い
」
と
仰
せ

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
夜
か
ら
幽
霊
は
で
な
か
っ
た
と
の
こ
と
（
三
の
二
一
（。

　

さ
て
、
こ
こ
で
密
通
し
た
も
の
の
幽
霊
に
対
し
て
、
女
中
達
は
た
だ
恐
れ
て
い

る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
他
方
、
直
茂
の
妻
は
祈
祷
や
施
餓
鬼
に
よ
っ
て
幽
霊
を
出

な
く
し
よ
う
と
試
み
る
。
妻
の
対
応
は
、
幽
霊
の
こ
と
は
そ
の
道
プ
ロ
に
任
せ
る

と
い
う
も
の
で
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
ご
く
常
識
的
で
合
理
的
な
対
応
で
あ
る
。

ま
た
、
祈
祷
や
施
餓
鬼
は
、
相
手
の
幽
霊
の
魂
の
安
楽
を
願
っ
て
な
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
相
手
に
同
情
し
た
優
し
い
対
応
で
も
あ
る
。
し
か
し
直
茂
は
、
こ
こ
で

い
か
に
も
武
士
ら
し
く
幽
霊
相
手
に
勝
負
の
構
え
を
取
り
、
勝
つ
た
め
の
対
応
を

し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
切
弱
み
も
同
情
も
見
せ
ず
、
む
し
ろ
幽
霊
が
苦
し
ん
で
い

る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
喜
び
、
そ
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
も
し

幽
霊
が
実
在
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
面
白
く
な
い
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
相
手
を
恐
れ
さ
せ
、
苦
し
め
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
幽
霊
に

な
っ
て
出
て
い
る
の
に
、
む
し
ろ
相
手
を
喜
ば
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
、
幽
霊
に
な
っ
て
い
る
こ
と
自
体
は
、
死
後
安
定
し
た
世
界
に
行
か

ず
に
迷
い
の
世
界
に
居
続
け
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
苦
し
み
の
継
続
で
あ
る
。
こ

れ
で
は
割
に
合
わ
な
い
の
で
、
出
な
く
な
る
の
も
道
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
直
茂
は

武
士
ら
し
く
、
相
手
に
勝
負
の
構
え
を
取
っ
て
一
切
弱
み
を
み
せ
ず
、
上
手
を

取
っ
て
相
手
に
勝
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

　

直
茂
の
超
越
者
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
直
茂
は
、
与
賀
神

社
の
前
を
通
っ
た
際
、
暗
く
て
叶
わ
ぬ
と
い
う
不
思
議
な
声
を
聞
き
、
以
来
、
常

夜
灯
を
供
養
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
仏
の
声
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
直
茂

の
超
越
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
直
茂
は
、
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
主
君

隆
信
の
死
後
、
そ
の
敵
討
ち
を
し
、
宗
龍
寺
を
建
て
て
そ
の
無
念
の
霊
魂
を
供
養

し
、
守
護
神
と
あ
が
め
、
そ
の
力
を
取
り
込
ん
で
い
る
。
ま
た
、
常
に
実
戦
の
最

中
に
あ
っ
た
だ
け
に
、
戦
勝
祈
願
に
熱
心
で
、
京
都
の
戦
勝
の
神
・
愛
宕
神
社
に



10『葉隠』における武士の超越者との関わりについて

他
の
大
名
に
先
駆
け
て
護
摩
堂
を
建
立
し
て
い
る
。
他
方
、
神
仏
へ
の
信
仰
に
つ

け
込
ん
だ
た
か
り
の
類
い
に
は
、
安
易
に
騙
さ
れ
ず
、
事
実
を
見
抜
い
て
上
手
を

取
っ
た
上
で
、
罪
を
軽
く
し
た
り
布
施
を
与
え
た
り
す
る
余
裕
あ
る
さ
ば
き
を
見

せ
た
。
ま
た
、
幽
霊
の
類
い
に
は
、
い
た
ず
ら
に
恐
れ
る
の
で
は
な
く
、
武
士
ら

し
く
一
切
弱
み
も
同
情
も
見
せ
ず
相
手
の
上
手
を
取
っ
て
勝
つ
と
い
う
対
応
を
し

て
い
る
。勝　

茂

　

次
に
、
鍋
島
勝
茂
の
超
越
者
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
勝
茂
は
、

直
茂
の
長
男
で
あ
る
。
彼
は
、
形
式
的
に
は
藩
主
の
座
に
就
か
な
か
っ
た
直
茂
の

代
わ
り
に
、
初
代
藩
主
と
な
る
。
歴
史
上
、
慶
長
の
役
や
関
ヶ
原
の
戦
い
、
柳
川

城
攻
め
な
ど
、
実
戦
経
験
は
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、『
葉
隠
』
で
も
、
直
茂
と
と

も
に
切
腹
す
る
か
否
か
の
ぎ
り
ぎ
り
の
実
戦
経
験
が
あ
る
こ
と
が
称
揚
さ
れ
て
い

る
（「
序
文
」（。
し
か
し
、『
葉
隠
』
で
は
武
事
に
お
け
る
活
躍
以
上
に
、
直
茂
の

死
後
、
藩
政
の
仕
組
み
を
詳
細
に
整
え
た
点
が
称
え
ら
れ
て
い
る
（「
序
文
」（。

　

さ
て
、
勝
茂
の
超
越
者
と
の
関
わ
り
の
特
徴
は
、
以
下
の
四
点
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
第
一
に
、
直
茂
を
崇
拝
、
第
二
に
、
直
茂
の
信
仰
の
継
承
、
第
三
に
、
願

文
で
家
臣
へ
の
願
い
が
多
い
、
第
四
に
、
合
理
的
で
醒
め
た
視
点
、
で
あ
る
。
以

下
順
番
に
見
て
い
こ
う
。

一　

直
茂
を
崇
拝

　

初
代
藩
主
勝
茂
に
つ
い
て
の
説
話
を
中
心
に
集
め
ら
れ
た
聞
書
四
は
、
勝
茂
が

直
茂
を
崇
拝
す
る
以
下
の
内
容
か
ら
始
ま
る
。

　

あ
る
時
、
勝
茂
公
の
お
話
に
「
大
切
な
判
断
に
行
き
当
た
り
、
な
ん
と
も
分
か

り
が
た
い
と
き
、
し
ば
ら
く
眼
を
塞
ぎ
、「
こ
の
事
を
日
峯
様
は
ど
の
よ
う
に
な

さ
る
だ
ろ
う
か
」
と
思
案
し
ま
す
と
、
そ
の
ま
ま
道
理
が
分
か
る
」
と
仰
せ
ら
れ

ま
し
た
と
の
こ
と
（
四
の
一
（。

　

日
峯
と
は
、
死
後
の
直
茂
の
法
名
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
勝
茂
は
、
直
茂
の
死

後
、
何
か
判
断
に
迷
っ
た
際
、
直
茂
な
ら
ば
ど
う
す
る
か
と
考
え
る
と
道
理
が
分

か
る
、
と
い
う
。
勝
茂
は
、
生
前
か
ら
佐
賀
鍋
島
の
人
々
に
神
の
よ
う
に
崇
め
ら

れ
て
い
た
直
茂
（
三
の
三
〇
（
を
、
自
ら
も
、
そ
の
死
後
ま
で
も
神
の
よ
う
に
信

じ
、
判
断
の
基
準
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
勝
茂
が
死
後
ま
で
も
直
茂
を
い
か
に
大
切
に
し
て
い
た
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
次
の
聞
書
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
勝
茂
が
西
目
筋
に
お
い
て

鷹
狩
り
で
鶴
を
生
け
捕
り
に
し
た
と
き
、
そ
の
場
か
ら
侍
一
人
を
お
使
い
に
命

じ
、
高
伝
寺
に
遣
わ
さ
れ
た
。
和
尚
は
承
っ
て
取
り
継
ぎ
、
日
峯
様
の
ご
位
牌
に

披
露
し
た
と
い
う
（
四
の
四
九（

（1
（

（。

　

こ
こ
で
勝
茂
は
、
狩
で
生
け
捕
り
に
し
た
鶴
を
、
た
だ
ち
に
菩
提
寺
の
高
伝
寺

の
日
峯
直
茂
の
位
牌
に
差
し
上
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
鷹
狩
り
で
得
た
鶴
を
捧

げ
る
行
為
は
、
江
戸
時
代
、
将
軍
が
鷹
狩
り
で
得
た
鶴
を
朝
廷
に
捧
げ
て
い
た
こ

と
な
ど
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
大
切
な
相
手
に
最
高
の
敬
意
を
示
す
行
為
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
勝
茂
は
、
直
茂
を
、
鷹
狩
り
の
鶴
を
た
だ

ち
に
捧
げ
る
ほ
ど
の
、
最
も
大
切
な
存
在
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
勝
茂
が
直
茂
を
判
断
の
基
準
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

説
話
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
勝
茂
が
光
茂
に
代
替
わ
り
す
る
前
に
、
二
十

箇
条
ほ
ど
の
訓
戒
を
書
い
た
も
の
を
渡
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
直
茂
の
言
葉

で
あ
っ
た
と
い
う
（
四
の
五
五
（。
勝
茂
は
、
次
の
代
に
引
き
継
ぐ
べ
き
国
主
と

し
て
の
大
切
な
心
構
え
は
す
べ
て
直
茂
か
ら
学
ん
だ
言
葉
の
な
か
に
あ
る
と
し
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
光
茂
へ
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
勝
茂
は
死
後
の
直
茂
を
神
の
よ
う
に
崇
め
、
直
茂
の
言
動
を
国

主
と
し
て
の
判
断
や
行
動
の
指
針
と
し
、
ま
た
そ
れ
を
後
代
に
そ
の
ま
ま
伝
え
よ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

二　

直
茂
の
信
仰
の
継
承

　

ま
た
、
勝
茂
は
神
仏
へ
の
信
仰
に
お
い
て
も
基
本
的
に
直
茂
の
や
り
方
を
踏
襲
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し
た
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
彦
山
や
与
賀
社
、
本
庄
社
、
高
伝
寺
、
愛
宕
神

社
な
ど
、
直
茂
が
大
切
に
信
仰
し
て
い
た
寺
社
を
、
直
茂
と
同
様
に
信
仰
し
、
手

厚
く
保
護
し
て
い
る
。

三　

願
文
に
家
臣
へ
の
願
い
が
多
い

　
『
葉
隠
』
に
は
、
勝
茂
が
神
社
に
願
文
を
収
め
て
い
る
説
話
が
二
つ
収
め
ら
れ

て
い
る
。
と
り
わ
け
そ
の
う
ち
の
一
つ
か
ら
、
勝
茂
の
信
仰
の
目
的
と
特
徴
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
旦
ご
と
に
与
賀
社
、
本
庄
社
、
八
幡
（
現
在
の
龍
造

寺
八
幡
宮
（
に
納
め
、
大
晦
日
の
夜
に
願
ほ
ど
き
し
た
と
い
う
願
文
で
あ
る
。

　
　

一
、
家
中
に
良
い
も
の
が
出
て
き
ま
す
よ
う
に

　
　

一
、
家
中
の
も
の
が
武
士
と
し
て
の
ふ
さ
わ
し
さ
を
取
り
失
わ
な
い
よ
う
に

　
　

一
、
家
中
に
病
人
が
出
て
き
ま
せ
ん
よ
う
に
（
四
の
二
五
（

　

後
述
す
る
光
茂
の
願
文
が
、
我
が
子
へ
の
愛
情
が
全
面
的
に
出
て
い
て
子
孫
繁

昌
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
の
と
比
べ
る
と
、
す
べ
て
家
中
の
者
に
関
す
る
願
い

で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
勝
茂
は
家
中
の
者
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え

ば
、
直
茂
に
国
の
統
治
を
託
さ
れ
、
そ
れ
を
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
と
考
え
て
お

り
、
そ
の
た
め
に
は
、
家
中
に
良
い
も
の
が
い
る
こ
と
が
大
切
と
の
教
え
を
受

け
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
実
践
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
関
連
す
る
二
つ
の
説
話
を
挙
げ
て
お

く
。
ま
ず
、
国
の
統
治
を
託
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
直
茂
二
十
五
回
忌
の
法

事
の
際
、
勝
茂
が
光
茂
に
、
直
茂
か
ら
聞
い
た
言
葉
と
し
て
「
私
の
十
三
回
忌
ま

で
国
を
治
め
て
み
な
さ
い
ま
せ
」
と
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一

言
を
大
事
に
思
い
、
こ
れ
が
大
き
な
荷
と
な
り
、
昼
夜
心
を
尽
く
し
国
を
治
め
る

こ
と
の
み
に
苦
労
し
た
と
こ
ろ
、
十
三
年
も
過
ぎ
、
い
ま
二
十
五
年
ま
で
別
状
な

く
、
め
で
た
い
こ
と
の
こ
の
上
な
い
と
述
懐
し
て
い
る
（
四
の
七
三
（。
こ
の
よ

う
に
、
勝
茂
は
尊
崇
す
る
直
茂
の
言
葉
を
大
切
な
も
の
と
し
て
担
い
、
た
だ
ひ
た

す
ら
、
国
を
治
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
国
を
治
め
る
に
は
家
中
に
良
い
も
の
が
い
る
こ
と
が
大
切
と
の
教
え
を

受
け
、
実
践
し
よ
う
と
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
説
話
が
裏
付
け
と
な

る
。
す
な
わ
ち
、
直
茂
が
死
ぬ
直
前
に
病
気
が
切
迫
し
た
際
、
勝
茂
が
面
談
し
た

と
き
に
「
国
家
を
治
め
ま
す
の
は
、
良
い
人
を
持
つ
に
極
ま
る
」
と
の
言
葉
を
聞

い
た
と
い
う
（
四
の
五
五
（。
実
質
上
の
遺
言
で
あ
る
。
勝
茂
は
、
直
茂
よ
り
国

を
治
お
さ
め
る
際
の
要
点
は
良
い
人
を
持
つ
こ
と
に
極
ま
る
と
の
教
え
を
受
け
、

そ
れ
を
そ
の
通
り
実
践
す
る
よ
う
心
が
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

四　

合
理
的
で
醒
め
た
視
点

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
初
代
藩
主
勝
茂
も
ま
た
、
直
茂
を
踏
襲
し
て
仏

神
を
篤
く
信
仰
し
、
保
護
し
て
き
た
。
と
は
い
え
、
で
は
勝
茂
が
単
純
に
迷
信
深

か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
他
方
勝
茂
は
、
合
理
的
で
醒
め
た
視

点
を
併
せ
持
っ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
説
話
が
注
目
さ
れ
る
。

　

あ
る
年
の
元
旦
、
息
子
の
直
澄
（
初
代
蓮
池
藩
主
（
が
、
勝
茂
の
も
と
に
遅
く

挨
拶
に
来
た
。
遅
参
の
理
由
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
勝
茂
が
い
つ
も
三
社
に
お
参
り

す
る
た
め
、
自
分
も
後
か
ら
参
詣
し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
対
し
て
勝
茂
は
、

「
そ
な
た
は
三
社
に
参
詣
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
自
分
は
両
親
も
お
ら
ず
、
在
国

で
は
将
軍
へ
の
お
目
見
え
も
な
く
、
自
分
よ
り
上
へ
の
礼
儀
が
年
の
始
め
に
な
い

の
で
、
三
社
に
参
詣
す
る
。
そ
の
方
な
ど
は
、
自
分
に
祝
儀
を
申
せ
ば
済
む
こ
と

だ
」
と
言
っ
た
と
い
う
（
四
の
三
八
（。

　

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
勝
茂
が
単
純
に
神
仏
を
信
仰
し
て
参
詣
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
よ
り
上
位
の
も
の
に
挨
拶
す
る
た
め
と
い
う
、
合
理
的

な
理
由
で
参
詣
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
も
う
少
し
前

提
を
補
う
と
、『
葉
隠
』
に
お
い
て
、
武
士
は
自
ら
の
非
を
知
り
続
け
、
絶
え
ず

向
上
し
続
け
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
一
の
四
七
、
二
の
三
二
（。
こ
の

よ
う
な
前
提
を
補
う
と
、
こ
こ
で
勝
茂
は
、
自
ら
が
向
上
の
道
を
歩
み
つ
づ
け
る
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た
め
に
は
、
自
分
よ
り
上
位
の
も
の
が
必
要
だ
か
ら
と
い
う
合
理
的
な
理
由
で
、

神
社
に
参
詣
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
勝
茂
が
我
が
子
の
参
詣
を
止
め
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

勝
茂
か
ら
見
て
、
我
が
子
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
神
よ
り
主
君
で
あ
る
と
こ
ろ

の
自
分
な
の
で
あ
る
。『
葉
隠
』
に
お
い
て
、
神
仏
へ
の
信
仰
も
大
切
と
さ
れ
て

い
る
と
は
い
え
、
主
君
よ
り
優
先
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
改
め
て
確
認

し
て
お
こ
う
。

ま
と
め

　

勝
茂
の
信
仰
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
勝
茂
は
、
直
茂
を
崇
拝
し
、
直
茂

か
ら
託
さ
れ
た
国
の
統
治
を
何
よ
り
も
大
切
に
考
え
、
直
茂
の
言
葉
を
忠
実
に
守

ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
神
仏
の
信
仰
に
お
い
て
も
同
様
で
、
直
茂
が
大
切

に
し
た
信
仰
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
。
そ
の
上
で
、
神
仏
へ
の
願
い
は
、
家
臣
へ

の
願
い
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
も
、
直
茂
の
遺
訓
に
従
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
他

方
、
単
に
迷
信
深
い
の
で
は
な
く
、
一
面
に
お
い
て
合
理
的
で
醒
め
た
視
点
を
併

せ
持
っ
て
い
た
。
勝
茂
は
、
自
分
よ
り
上
位
の
も
の
に
挨
拶
す
る
た
め
に
、
新
年

に
神
社
に
参
詣
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、『
葉
隠
』
の
思
想
を
踏
ま
え
る
と
、
常

に
上
位
の
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
我
が
非
を
知
り
、
無
限
に
向
上
の
道
を
歩

み
続
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
神
仏
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
盲
信
す
る
の
と
は
別
の
仕
方
で
、
合
理
的
に
神
仏
を
信
じ
る
生
き

方
を
選
び
と
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

光　

茂

　

二
代
藩
主
光
茂
は
、
初
代
藩
主
勝
茂
の
孫
に
当
た
る
。
光
茂
は
、
勝
茂
の
四
男

で
継
嗣
だ
っ
た
忠
直
の
長
男
で
あ
っ
た
。
忠
直
は
、
母
が
徳
川
家
康
の
養
女
だ
っ

た
た
め
、
三
人
の
異
母
兄
を
差
し
置
い
て
継
嗣
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
十
三
歳

で
疱
瘡
に
か
か
り
夭
逝
す
る
。
そ
の
跡
を
継
い
だ
の
が
、
光
茂
で
あ
っ
た
。
と
は

い
え
、
家
督
を
継
ぐ
ま
で
の
道
の
り
は
平
坦
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
光

茂
が
当
時
四
歳
（
満
二
歳
八
ヶ
月
（
と
ま
だ
幼
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
勝
茂
が
、
忠

直
の
弟
で
五
男
の
直
澄
に
継
が
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
家
臣
団

や
忠
直
の
兄
・
元
茂
の
意
見
、
そ
し
て
乳
母
で
あ
っ
た
小
倉
殿
の
活
躍
に
よ
り
、

光
茂
は
老
中
に
お
目
見
え
し
て
盃
を
も
ら
い
、
家
督
を
継
ぐ
こ
と
が
確
定
す
る

（
五
の
一
〇
五
（。
そ
し
て
二
十
六
歳
の
時
、
勝
茂
の
隠
居
に
伴
い
、
家
督
を
継
ぐ

に
至
る（

（1
（

。
ま
た
、
光
茂
に
特
徴
的
な
こ
と
は
歴
代
藩
主
の
中
で
も
最
も
子
供
が
多

く
四
十
人
の
実
子
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
早
世
し
た
子
供
も
多

く
、
そ
の
数
は
十
人
以
上
に
及
ん
だ
と
い
う（

（1
（

。

　

さ
て
、
光
茂
の
超
越
者
と
の
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
清
久
以

来
の
伝
統
を
引
き
継
ぎ
、
歴
代
藩
主
が
大
切
に
し
て
き
た
与
賀
社
や
本
庄
社
、
高

伝
寺
な
ど
を
手
厚
く
保
護
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
来

歴
か
ら
、
そ
れ
ら
と
は
別
に
特
徴
的
な
点
が
六
点
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、

徳
川
将
軍
家
へ
の
尊
崇
と
家
康
へ
の
信
仰
、
第
二
に
、
夭
逝
し
た
父
・
忠
直
の
供

養
、
第
三
に
、
小
倉
殿
の
供
養
、
第
四
に
、
早
世
し
た
子
供
の
供
養
、
第
五
に
、

願
文
に
子
供
へ
の
愛
情
、
第
六
に
、
多
種
多
様
な
神
社
へ
の
目
配
せ
、
の
六
点
で

あ
る
。
以
下
、
順
に
詳
し
く
確
認
し
て
い
こ
う
。

一　

徳
川
将
軍
家
へ
の
尊
崇
と
家
康
へ
の
信
仰

　

主
に
光
茂
の
事
跡
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
聞
書
五
を
一
読
し
て
印
象
的
な
の
は
、

光
茂
の
、
徳
川
将
軍
家
へ
の
尊
崇
の
思
い
が
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
老
中
た
ち
へ
挨
拶
回
り
す
る
と
き
、
省
力
の
た
め
道
順
を
変

え
る
よ
う
な
こ
と
を
一
切
し
な
か
っ
た
り
（
五
の
五
六
（、
旗
本
や
幕
府
直
属
の

侍
に
は
、
た
と
え
小
身
の
も
の
で
あ
っ
て
も
陰
で
も
疎
略
に
言
わ
な
か
っ
た
り

（
五
の
五
七
（、
ど
こ
に
い
て
も
、
常
に
江
戸
の
方
角
を
意
識
し
て
江
戸
の
方
を
枕

に
し
て
寝
る
よ
う
に
し
た
り
（
五
の
六
〇
（、
江
戸
城
の
櫓
に
烏
が
つ
い
て
い
た

の
で
「
鉄
砲
で
当
て
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
」
と
大
名
達
が
議
論
を
し
て
い
て
、
光
茂

に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
の
不
忠
を
咎
め
て
議
論
の
相
手
に
な
っ
た
り
（
五
の
七
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四
（、
五
代
将
軍
綱
吉
の
嫡
子
徳
松
が
病
気
の
際
に
は
、
佐
賀
で
裃
を
着
て
数
日

す
ご
し
た
り
（
五
の
七
四
（、
日
光
東
照
宮
に
参
詣
し
た
り
す
る
（
五
の
九
四
（

な
ど
、
光
茂
の
徳
川
将
軍
家
へ
の
忠
義
が
至
る
と
こ
ろ
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
主
に
勝
茂
に
つ
い
て
書
か
れ
た
聞
書
四
に
お
い
て
は
、
佐
賀
鍋
島
藩
と

徳
川
将
軍
家
と
は
む
し
ろ
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
島
原
の
乱
で
の
佐
賀
鍋
島
藩
の
軍
令
違
反
が
咎
め
ら
れ
、
危
う
く
御
家
取
り

潰
し
の
危
機
と
な
っ
た
こ
と
が
複
数
の
説
話
で
描
か
れ
て
い
る
（
四
の
五
、
二

三
、
二
四
（。
そ
の
際
、
勝
茂
と
そ
の
家
臣
達
は
、
い
ざ
と
な
れ
ば
、
た
と
え
勝

ち
目
が
な
く
家
が
滅
ぶ
可
能
性
が
高
く
と
も
、
徳
川
将
軍
家
を
相
手
に
一
戦
す
る

覚
悟
と
準
備
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
独
立
心
と
幕
府
と
の
緊
張
関
係
の
あ
っ
た

前
代
と
比
べ
る
と
、
聞
書
五
で
は
光
茂
が
徳
川
将
軍
家
に
心
か
ら
忠
義
を
尽
く
し

て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
超
越
者
と
の
関
係
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
東
照
宮
へ
の
参
詣
が
注
目

さ
れ
る
。
天
下
を
統
一
し
た
徳
川
家
が
強
大
な
力
を
持
っ
て
い
た
当
時
、
家
康
の

養
女
を
母
に
持
ち
、
幼
い
頃
に
お
目
見
え
を
許
さ
れ
る
な
ど
将
軍
家
と
の
つ
な
が

り
も
強
か
っ
た
光
茂
に
と
っ
て
は
、
藩
祖
直
茂
を
は
じ
め
と
す
る
佐
賀
鍋
島
藩
の

先
祖
だ
け
で
は
な
く
、
家
康
も
ま
た
先
祖
で
あ
り
、
神
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

夭
折
し
た
父
・
忠
直
の
供
養　

長
安
寺

　

他
方
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
光
茂
の
父
・
忠
直
は
夭
折
し
て
お
り
、『
葉
隠
』

聞
書
五
に
は
、
光
茂
が
そ
の
忠
直
へ
孝
行
と
供
養
を
し
た
い
と
い
う
極
め
て
強
い

思
い
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
忠
直
の
五
十
年
忌
の
際

に
、
恵
峯
和
尚
に
弔
い
の
仕
方
を
尋
ね
た
と
い
う
（
五
の
七
一
（。
ま
た
、
同
じ

五
十
年
忌
の
際
、
自
分
は
父
が
死
ん
だ
と
き
ま
だ
四
歳
で
何
の
孝
行
も
で
き
な

か
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
幕
府
に
亡
き
父
の
侍
従
へ
の
増
官
を
願
い
出
て
い

る
。
こ
れ
は
、
前
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
一
度
は
断
ら
れ
て
い
る
が
、
光
茂

が
、
そ
れ
で
は
自
分
の
官
位
を
返
上
し
て
亡
き
父
に
差
し
上
げ
た
い
と
申
し
出
る

と
、
そ
こ
ま
で
の
思
い
な
ら
ば
と
い
う
こ
と
で
許
さ
れ
て
い
る
（
五
の
一
一
〇
（。

そ
の
際
に
、
位
牌
も
新
し
く
作
り
直
し
て
い
る
（
同
前
（。
ま
た
、
万
治
元
（
一

六
五
八
（
年
に
は
、
忠
直
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
興
国
山
長
安
寺
を
建
立
し
、

位
牌
の
安
置
を
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
賢
崇
寺
の
前
住
職
・
万
休
和
尚
を
住
ま

せ
、
切
米
十
二
石
の
俸
禄
と
、
敷
地
、
田
畑
を
与
え
る
な
ど
、
手
厚
く
保
護
し
て

い
る
（
五
の
一
三
五
（。

三　

小
倉
殿
の
供
養　

誓
宗
寺

　

ま
た
、
光
茂
は
と
り
わ
け
、
自
分
を
子
供
の
頃
か
ら
熱
心
に
養
育
し
、
跡
継
ぎ

を
決
め
る
際
に
は
命
が
け
で
自
分
に
家
督
を
継
が
せ
る
よ
う
働
き
か
け
て
く
れ
た

小
倉
殿
に
、
感
謝
の
思
い
が
強
か
っ
た
（
五
の
一
〇
五
（。
そ
こ
で
光
茂
は
、
そ

の
死
後
、
十
三
回
忌
の
菩
提
の
た
め
、
誓
宗
寺
と
い
う
一
向
宗
（
浄
土
真
宗
（
の

寺
を
建
て
て
い
る
（
五
の
一
三
六
（。

四　

早
世
し
た
子
供
の
供
養　

善
応
庵

　

光
茂
は
、
そ
の
性
格
を
「
子
供
だ
い
じ（

（1
（

」
と
も
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
子
供

へ
の
愛
情
が
極
め
て
深
か
っ
た
。

　

光
茂
は
歴
代
藩
主
の
な
か
で
最
も
子
供
が
多
か
っ
た
が
、
早
世
し
た
子
供
も
少

な
く
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
光
茂
は
、
早
世
し
た
子
供
の
供
養
の
た
め
に
寺
を
建

て
た
。
そ
の
寺
が
善
応
庵
で
あ
る
。
善
応
庵
は
曹
洞
宗
の
寺
院
で
あ
る
。
与
賀
社

や
本
庄
社
な
ど
と
同
様
、
現
在
の
佐
賀
市
本
庄
町
本
庄
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
六
歳

で
早
世
し
た
光
茂
の
子
・
左
内
の
部
屋
を
遣
わ
し
、
早
世
し
た
子
供
達
の
菩
提
の

た
め
に
光
茂
が
建
立
し
、
寺
号
を
移
し
た
も
の
で
あ
る
（
六
の
一
九
六
（。
す
な

わ
ち
、
ま
ず
延
宝
七
（
一
六
七
九
（
年
寺
号
の
移
転
を
し
て
、
左
内
の
部
屋
を
客

殿
（
持
仏
堂
と
し
て
で
は
な
く
接
客
の
間
（
に
し
て
建
立
し
た
。
そ
の
後
、
元
禄

二
（
一
六
八
九
（
年
光
茂
は
寺
領
十
二
石
を
寄
付
し
た
。
さ
ら
に
、
本
丸
だ
っ
た

持
仏
堂
を
善
応
庵
に
移
し
、
早
世
し
た
子
供
た
ち
の
位
牌
を
立
て
た
。
さ
ら
に
、

天
和
二
（
一
六
八
二
（
年
よ
り
、
早
世
し
た
子
供
た
ち
を
追
善
供
養
す
る
た
め

に
、
法
華
経
一
万
部
の
書
写
を
命
じ
、
そ
の
通
り
行
っ
た
と
い
う
（
六
の
一
九
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八
（。
ま
た
、
元
禄
十
三
（
一
七
〇
〇
（
年
に
は
、
光
茂
が
江
副
彦
次
郎
に
命
じ

て
、
善
応
庵
に
早
世
し
た
子
供
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
品
を
納
め
て
い
る
。
様
々
な

品
と
は
、
へ
そ
の
緒
、
産
着
、
生
ま
れ
た
と
き
の
髪
、
前
髪
、
数
珠
一
連
な
ど
で

あ
る
。
ま
た
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
身
に
つ
け
て
い
た
お
守
り
を
灰
に
し
て
、
善

応
庵
の
万
部
塔
の
下
に
納
め
さ
せ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
五
の
一
四
六
（。

　

こ
の
よ
う
に
、
光
茂
は
早
世
し
た
子
供
へ
の
思
い
が
深
く
、
そ
の
死
後
の
霊
魂

を
手
厚
く
供
養
し
て
い
る
。

五　

願
文
に
子
供
へ
の
愛
情

　

と
こ
ろ
で
、
光
茂
の
子
供
へ
の
愛
情
が
強
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
し

て
、
早
世
し
た
子
供
へ
の
供
養
の
他
、
神
社
に
納
め
た
い
く
つ
か
の
願
文
の
内
容

に
、
子
供
へ
の
愛
情
を
表
し
た
も
の
が
多
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
万
治

元
年
に
仁
比
山
山
王
に
参
詣
し
た
際
の
願
書
に
は
、
ま
ず
将
軍
の
長
久
と
天
下
の

平
安
を
願
っ
た
上
で
、
自
分
の
息
災
よ
り
も
、
親
で
あ
る
の
で
と
い
う
こ
と
で
、

と
り
わ
け
子
供
達
の
武
運
長
久
、
息
災
延
命
を
祈
っ
て
い
る
（
五
の
一
三

三
（（

（（
（。
ま
た
、
万
治
二
年
に
仁
比
山
山
王
に
寄
付
し
た
と
き
に
治
め
た
願
文

に
も
、
四
人
の
子
供
ら
の
武
運
長
久
、
息
災
延
命
を
祈
っ
て
い
る
（
五
の
一
三

五
（。
こ
の
よ
う
に
一
貫
し
て
子
供
た
ち
の
武
運
長
久
と
息
災
延
命
を
祈
っ
て
い

る
の
は
、
先
代
の
勝
茂
が
神
社
に
納
め
て
い
た
願
文
の
内
容
が
、
国
を
治
め
る
た

め
に
必
要
な
家
臣
に
つ
い
て
の
願
い
が
強
調
さ
れ
て
い
た
の
と
比
べ
る
と
対
照
的

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
光
茂
の
性
向
は
、
つ
き
つ
め
て
考
え
る
と
、
常
朝
が
理

想
と
し
た
佐
賀
鍋
島
藩
の
武
士
道
に
お
け
る
深
い
主
従
関
係
と
は
矛
盾
す
る
も
の

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
子
供
へ
の
愛
情
は
生
ま
れ
つ
き
本

能
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
義
理
を
重
視
し
た
直
茂
（
三
の
一
（
や
、

勝
茂
の
家
臣
へ
の
思
い
、
そ
し
て
常
朝
が
重
視
し
た
忍
ぶ
恋
に
も
喩
え
ら
れ
る
よ

う
な
主
君
へ
の
想
い
は
、
た
と
え
そ
れ
が
儒
教
的
士
道
の
い
う
よ
う
な
道
理
に
基

づ
く
義
務
と
は
異
な
る
情
誼
的
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
主
君
と
臣
下
が
相
互
に

努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
や
は
り
、
義
理
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

六　

向
陽
軒

　

そ
の
他
、
光
茂
は
勝
茂
が
立
て
た
別
邸
・
向
陽
軒
に
、
武
運
長
久
と
子
孫
繁
昌

の
た
め
、
多
く
の
神
社
を
勧
請
し
て
い
る
（
五
の
一
三
七
（。
そ
の
神
社
と
は
、

天
照
大
御
神
の
内
宮
と
外
宮
、
住
吉
、
天
満
宮
（
菅
原
道
真
（、
玉
津
島
、
人
丸

（
柿
本
人
麻
呂
（、
賀
茂
、
素
戔
嗚
尊
命
、
東
照
宮
（
徳
川
家
康
（、
彦
山
、
山
王
、

八
幡
、
水
無
瀬
、
春
日
、
稲
荷
の
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
彦
山
権
現
へ
の
願
文
も
そ
う
だ
が
、
こ
こ
で
光
茂
は
当
時
の
日
本
や
佐

賀
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
代
表
的
な
神
社
の
多
く
に
目
配
せ
し
、
そ
れ
ら
の
神
々
を

勧
請
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
光
茂
の
信
仰
の
特
徴
と
し
て
、

広
範
囲
へ
の
目
配
せ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
徳
川
家
へ
の
忠
義
や
、
皇
室

尊
崇
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
光
茂
は
、
神
や
仏
、
死
者
の
霊
魂
と
い
っ
た
超

越
的
な
も
の
を
含
め
、
多
方
面
に
同
時
に
気
配
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
配
慮
の

人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め

　

以
上
、
光
茂
の
信
仰
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
光
茂
も
、
歴
代
藩
主
が
大

切
に
し
て
き
た
寺
社
を
手
厚
く
保
護
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
徳
川
将
軍
家
を
尊

崇
し
、
東
照
宮
に
祭
ら
れ
る
家
康
を
神
と
し
て
信
仰
し
た
。
ま
た
、
夭
逝
し
た

父
・
忠
直
や
、
育
て
の
親
の
小
倉
殿
に
対
す
る
供
養
の
想
い
が
深
く
、
実
際
に
そ

れ
を
実
行
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
子
供
を
授
か
り
、
早
世
し
た
子
供
も
多
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
子
供
の
供
養
を
篤
く
し
た
。
さ
ら
に
、
寺
社
に
込
め
た
願

文
に
は
、
子
供
へ
の
愛
情
を
表
し
た
も
の
が
多
く
、
子
供
を
強
く
愛
す
る
性
格
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
総
じ
て
光
茂
は
、
恩
人
や
親
、
子
へ
の
情
愛
を
重
視
す

る
傾
向
が
あ
り
、
神
仏
へ
の
信
仰
も
、
そ
れ
が
元
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
当
時

広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
多
く
の
神
社
を
勧
請
し
て
お
り
、
信
仰
に
お
い
て
も
、
広
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範
囲
へ
の
配
慮
と
い
う
特
徴
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

注

（
（
（　

本
稿
で
の
『
葉
隠
』
か
ら
の
参
照
や
引
用
は
、『
定
本　

葉
隠
［
全
訳
注
］』（
佐

藤
正
英
校
訂
、
吉
田
真
樹
監
訳
注
、
上
・
中
・
下
巻
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
成
二

九
年
（
に
よ
る
。
な
お
、『
葉
隠
』
は
「
序
文
」
と
十
一
の
聞
書
か
ら
な
り
、
各
聞

書
は
長
短
の
説
話
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
参
照
す
る
際
に
は
、「
序
文
」
以

外
の
箇
所
は
、
上
段
に
聞
書
、
下
段
各
に
説
話
の
番
号
を
記
し
、（
一
の
二
（
な
ど

と
略
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
引
用
の
際
に
は
、
読
み
や
す
さ
に
配
慮
し
、
一

部
、
論
者
が
書
き
下
し
や
ル
ビ
を
施
し
た
。
ま
た
、『
葉
隠
』
現
代
語
訳
は
、
前
掲

書
を
参
考
に
し
な
が
ら
論
者
が
施
し
た
。

（
（
（　

あ
る
い
は
、
神
仏
へ
の
信
仰
を
排
除
す
る
と
ま
で
は
い
わ
な
い
も
の
の
、
主
君
や

親
の
後
回
し
に
す
べ
き
で
あ
る
と
も
い
う
。
こ
の
点
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
毎

朝
の
拝
み
の
方
法
は
、
主
君
、
親
、
そ
の
あ
と
氏
神
、
守
仏
で
あ
る
と
し
た
聞
書
一

の
三
一
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
種
村
完
司
『『
葉
隠
』
の
研
究　

思
想
の
分
析
、

評
価
と
批
判
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
平
成
三
〇
年
（
第
四
章
参
照
。

（
（
（　
『
葉
隠
』
に
お
け
る
武
士
の
奉
公
人
と
仏
教
や
慈
悲
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
聞

書
一
、
二
に
関
連
す
る
記
述
も
有
り
、
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
大
き
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
将
来
の
課
題
と
し
、

本
稿
で
は
扱
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。

（
（
（　

例
外
的
に
、
種
村
完
司
前
掲
書
、
お
よ
び
、『
葉
隠
研
究
』（
葉
隠
研
究
会
（
所
収

の
い
く
つ
か
の
記
事
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
本
稿
で
も
適
宜

参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
（
（　

本
稿
同
様
、
聞
書
一
、
二
へ
の
焦
点
を
取
り
払
い
、
広
く
『
葉
隠
』
全
体
の
思
想

の
研
究
を
志
向
し
た
代
表
的
な
先
行
研
究
に
、
小
池
喜
明
『
葉
隠　

武
士
と
「
奉

公
」』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
一
一
年
（
が
あ
る
。
し
か
し
、
同
書
に
は
仏
教
や

慈
悲
に
つ
い
て
は
一
章
を
割
い
て
の
詳
し
い
論
述
が
あ
る
も
の
の
、
本
稿
で
取
り
上

げ
る
よ
う
な
神
仏
へ
の
信
心
に
つ
い
て
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（
（　

こ
の
節
は
、
栗
原
荒
野
『
校
註
葉
隠
』（
内
外
書
房
、
昭
和
一
五
年
（
で
は
聞
書

六
の
一
節
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
四
六
〇
頁
（
が
、
最
も
信
頼
性
が
高
い
と
さ

れ
る
小
山
本
に
は
な
い
。

（
（
（　

こ
の
点
、
栗
原
前
掲
書
が
注
目
し
て
い
る
。
本
稿
の
着
想
は
、
そ
の
指
摘
を
承
け

て
の
も
の
で
あ
る
。

（
（
（　

彦
山
は
、
享
保
一
四
（
一
七
二
九
（
年
に
、
霊
元
法
皇
が
、
非
常
に
優
れ
て
い
る

か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
英
の
字
を
付
け
て
よ
り
、
英
彦
山
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
詳
し
く
は
、
金
子
信
二
「
―
葉
隠
の
な
か
の
民
俗
―
英
彦
山
信
仰
」

（『
葉
隠
研
究
』
第
一
八
号
、
平
成
四
年
（
参
照
。
な
お
、
同
論
文
に
は
、
英
彦
山
信

仰
の
肥
前
と
は
旧
く
か
ら
関
係
が
深
く
、
龍
造
寺
隆
信
は
自
分
に
従
わ
な
い
彦
山
の

山
伏
達
を
攻
め
た
が
、
鍋
島
氏
は
代
々
深
く
信
仰
し
、
良
好
な
関
係
を
保
っ
て
い
た

さ
れ
る
。

（
（
（　

栗
原
前
掲
書
四
六
〇
頁
参
照
。

（
（0
（　

ち
な
み
に
、
藩
祖
直
茂
は
、
幼
名
を
彦
法
師
と
称
し
た
。
こ
れ
は
彦
山
を
意
識
し

て
の
こ
と
だ
と
言
わ
れ
る
。
金
子
前
掲
論
文
参
照
。

（
（（
（　

た
だ
し
、
こ
れ
と
一
見
す
る
と
内
容
上
矛
盾
す
る
説
話
が
八
の
五
九
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
と
き
鍋
島
茂
里
が
、
戦
勝
祈
願
の
た
め
愛
宕
神
社
に
参

り
た
い
と
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
父
茂
賢
が
立
腹
し
て
、
祈
る
必
要
は
な
い
、
鍋
島
の

先
手
は
、
愛
宕
権
現
が
敵
方
か
ら
現
れ
た
ら
、
真
っ
二
つ
に
叩
き
切
っ
て
先
手
を
務

め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
と
い
う
（
八
の
五
九
（。
あ
る
い
は
、
主
君
で
あ
っ
た

直
茂
と
先
陣
を
務
め
る
武
将
と
で
は
、
役
割
が
異
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

本
稿
で
後
述
す
る
よ
う
な
武
士
の
合
理
主
義
が
、
こ
こ
で
も
現
れ
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
種
村
前
掲
書
で
も
こ
の
説
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
直
茂
の
神
仏
の
相
対
化
に
通
じ
る
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
場
合
、
一
方
で
他
な
ら
ぬ
直
茂
本
人
が
熱
心
に
愛
宕
神
社
を
信
仰
し
て
い

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
こ
と
を
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
（（
（　
『
定
本　

葉
隠
［
全
訳
注
］』
に
お
け
る
佐
藤
正
英
の
「
上
巻
解
説
」
は
『
葉
隠
』

に
つ
い
て
の
短
い
解
説
文
だ
が
、
そ
の
中
で
佐
藤
は
勝
茂
の
説
明
と
し
て
、
数
あ
る

説
話
の
な
か
か
ら
こ
の
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
い
る
。

（
（（
（　

詳
し
く
は
、
松
永
義
弘
「
光
茂
公
と
そ
の
時
代
」（『
葉
隠
研
究
』
第
三
三
号
、
平

成
九
年
（
参
照
。

（
（（
（　

栗
原
荒
野
「
葉
隠
挿
話
集
（
そ
の
（
（」（『
葉
隠
研
究
』
第
一
一
号
、
平
成
元
年
（

参
照
。

（
（（
（　

同
前
。

（
（（
（　

種
村
完
司
は
前
掲
書
第
四
章
に
お
い
て
、
戦
国
期
の
武
士
達
が
戦
で
の
勝
利
や
戦

果
、
生
存
が
神
仏
祈
願
の
目
的
で
あ
っ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
泰
平
期
の
武
士
は
御

家
存
続
と
子
孫
の
繁
栄
の
た
め
の
神
仏
信
仰
や
寺
社
崇
敬
の
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
す

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
一
例
と
し
て
、
こ
の
子
供
達
の
武
運
長
久
、
息
災

延
命
を
祈
る
光
茂
の
願
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
の
考
察
を
踏
ま
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え
る
と
、
戦
国
期
の
直
茂
の
願
文
に
は
概
ね
種
村
説
が
当
て
は
ま
る
と
し
て
も
、
さ

ら
に
、
御
家
存
続
の
た
め
に
家
臣
と
の
関
係
を
重
視
し
た
勝
茂
の
願
文
と
対
比
す
る

な
ら
ば
、
光
茂
の
願
文
は
、
同
じ
く
御
家
存
続
の
た
め
と
は
い
っ
て
も
、
家
臣
と
の

関
係
よ
り
も
子
供
へ
の
本
能
的
な
愛
情
を
重
視
し
て
い
る
も
の
と
い
う
よ
う
に
、
そ

の
特
徴
を
よ
り
詳
細
に
理
解
で
き
よ
う
。


