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松

崎

仁

 
菅
丞
相
菅
原
道
真
は
死
後
に
雷
神
と
な
っ
て
亘
り
を
な
し
、
の
ち
に
鎮
魂
せ

ら
れ
て
永
く
学
問
文
芸
の
神
と
な
る
な
ど
、
御
霊
神
と
し
て
最
大
級
の
神
威
を

示
し
た
か
ら
、
天
神
信
仰
は
日
本
人
の
精
神
史
に
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
多
く

の
天
神
伝
説
を
生
ん
だ
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
天
神
伝
説
を
素
材
と
す
る
演
劇
の

う
ち
、
能
四
曲
と
人
形
浄
瑠
璃
二
編
と
を
採
り
上
げ
て
、
伝
説
戯
曲
化
の
諸
相

を
見
て
行
こ
う
と
思
う
。

 
 
 
天
神
の
能

 
天
神
伝
説
を
素
材
と
し
た
能
は
少
な
く
は
な
い
。
太
宰
府
天
満
宮
の
末
社
と

し
て
祀
ら
れ
て
い
る
老
松
の
精
が
老
体
の
童
姿
で
出
現
し
、
古
く
は
紅
梅
殿
と

呼
ば
れ
る
梅
の
精
も
後
ヅ
レ
と
し
て
登
場
し
た
と
思
わ
れ
る
「
老
松
」
、
菅
原

氏
の
氏
寺
で
あ
る
河
内
国
道
明
寺
に
白
太
夫
の
神
と
天
女
が
出
現
す
る
「
道
明

 
 
 
ふ
だ
い
じ

寺
」
、
傅
大
士
と
火
天
が
出
現
し
て
北
野
天
満
宮
の
輪
蔵
を
回
転
さ
せ
、
経
文

転
読
の
行
事
を
演
出
す
る
「
墨
客
」
、
太
宰
府
を
流
れ
る
藍
染
肌
に
入
水
し
た

女
を
天
神
が
出
現
し
て
蘇
生
さ
せ
る
「
藍
染
川
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
菅

丞
相
を
主
人
公
と
し
て
一
曲
を
構
成
す
る
能
と
し
て
は
「
菅
丞
相
」
「
雷
電
」

お
よ
び
＝
夜
天
神
」
と
呼
ば
れ
る
散
侠
曲
と
、
同
名
の
曲
で
現
在
で
は
廃
曲

と
な
っ
て
い
る
曲
の
四
曲
が
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
四
曲
に
つ
い
て
は
近
年
小
田
幸
子
・
天
野
文
雄
・
村
上
学
の
重
氏
に

よ
っ
て
興
味
あ
る
研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
こ
の
研
究
は
小
田
氏

に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
る
の
で
、
主
と
し
て
同
氏
の
「
『
一
夜
天
神
』
考
」

と
「
天
神
の
能
」
の
二
論
文
（
注
1
）
に
導
か
れ
つ
つ
、
わ
た
く
し
の
視
点
か

ら
、
近
世
の
人
形
浄
瑠
璃
に
継
承
・
展
開
さ
れ
た
要
素
と
、
継
承
さ
れ
な
か
っ

た
要
素
と
を
採
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

 
ま
ず
廃
曲
＝
夜
天
神
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
諸
国
一
見
の
僧
が
筑
前
の
あ

る
山
中
の
神
社
に
宿
る
と
、
老
翁
（
前
シ
テ
）
が
現
わ
れ
て
、
こ
の
社
は
菅
丞

相
の
神
霊
を
祀
る
星
天
神
で
、
神
霊
を
う
つ
し
た
池
を
明
星
が
池
と
い
う
と
説

き
、
丞
相
の
徳
を
語
っ
て
消
え
、
中
入
後
は
天
神
（
後
ジ
テ
）
，
が
出
現
し
て
舞

を
舞
い
、
末
世
の
民
の
願
い
を
叶
え
国
土
を
安
穏
な
ら
し
め
よ
う
と
告
げ
る
と

い
う
内
容
で
あ
る
。
天
神
を
明
星
と
し
、
丞
相
を
明
神
の
本
地
と
す
る
が
、
神

が
池
水
に
姿
を
う
つ
し
て
影
向
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
「
水
鏡
天
神
伝
説
」

の
面
影
が
あ
る
。
そ
し
て
、
今
宵
は
あ
た
か
も
丞
相
の
命
日
で
あ
る
二
月
二
十

五
日
に
当
た
る
と
い
う
設
定
で
、
神
霊
が
影
向
す
る
構
想
に
な
っ
て
い
る
。
二

月
二
十
五
日
の
一
夜
に
影
向
す
る
と
い
う
意
味
で
＝
夜
天
神
」
の
名
が
あ
る
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の
で
あ
ろ
う
。

 
前
シ
テ
の
老
翁
は
、
丞
相
が
か
つ
て
菅
家
の
南
庭
に
小
童
と
し
て
出
現
し
た

こ
と
か
ら
始
め
て
ハ
丞
相
の
生
涯
を
極
め
て
簡
略
に
語
り
、
没
後
に
雷
と
な
っ

て
「
帝
闘
」
に
迫
っ
た
が
、
法
性
坊
尊
意
に
慰
撫
さ
れ
て
怒
り
が
静
ま
っ
た
と

物
語
る
。
こ
の
物
語
に
は
「
内
裏
落
雷
伝
説
」
と
「
法
性
坊
雷
神
調
伏
伝
説
」

が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
怨
霊
神
の
面
影
ぱ
な
ぐ
、
穏
や
か
に
「
衆
生
を
導

く
」
神
と
な
っ
た
天
神
の
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
散
侠
曲
コ
夜
天
神
」

と
は
全
く
違
う
能
で
あ
る
。

 
そ
こ
で
散
侠
曲
コ
夜
天
神
」
で
あ
る
が
、
そ
の
原
型
の
推
定
・
構
築
を
小

田
氏
の
論
に
拠
り
つ
つ
要
約
し
て
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

 
現
在
コ
夜
天
神
」
と
い
う
謡
物
の
断
片
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
都
か

ら
筑
紫
安
楽
寺
に
至
る
丞
相
の
道
行
で
、
道
真
の
詠
と
伝
え
る
和
歌
を
組
み
入

れ
、
「
友
綱
（
績
）
を
御
座
と
し
き
」
と
「
綱
敷
天
神
伝
説
」
を
も
利
用
し
て

い
る
。
次
に
「
白
髪
」
と
題
す
る
謡
物
を
見
る
と
、
丞
相
が
配
所
に
お
い
て
「
家

を
は
な
れ
て
三
四
月
、
落
る
泪
は
百
千
行
」
と
思
い
暮
ら
し
た
こ
と
、
そ
の
月

日
の
中
で
一
夜
に
し
て
白
髪
と
な
り
、
そ
れ
を
「
水
か
“
み
」
に
う
つ
し
（
こ

こ
に
も
「
水
鏡
天
神
伝
説
」
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
）
、
「
こ
と
は
り
や
一
夜

に
は
、
八
高
四
千
の
お
も
ひ
あ
れ
ば
、
し
ら
が
と
成
も
道
理
也
」
と
嘆
い
た
こ

と
が
謡
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
前
記
の
道
行
に
続
く
内
容
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
馳

 
こ
の
一
連
の
謡
物
を
「
一
夜
天
神
」
と
題
す
る
完
曲
の
一
部
と
考
え
る
と
、

そ
の
完
曲
は
『
舞
芸
六
輪
之
次
第
』
（
室
町
後
期
下
掛
り
系
装
束
付
）
の
記
事

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

に
よ
っ
て
、
鬼
の
能
と
推
定
さ
れ
、
天
文
十
一
年
以
前
、
恐
ら
く
永
正
年
間
ご

ろ
（
十
六
世
紀
初
頭
）
に
は
成
立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う

な
比
較
的
古
作
に
属
す
る
鬼
能
「
一
夜
天
神
」
の
後
場
で
は
、
シ
テ
は
怨
霊
の

姿
で
登
場
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
前
場
が
本
影
の
シ
テ
の
よ
う
に
現
在

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
け
ぶ
ん

身
で
後
場
が
怨
霊
の
形
を
取
る
能
「
綾
鼓
」
「
恋
重
荷
」
「
武
文
」
が
、
前
場

で
怨
霊
と
な
る
原
因
や
過
程
を
描
き
、
後
場
で
変
身
後
の
報
復
を
描
く
「
復
讐

型
」
の
鬼
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、
鬼
能
「
一
．
夜
天
神
」
も
こ
の
類
型

．
に
属
し
、
そ
の
後
場
は
丞
相
の
怨
霊
の
復
讐
を
描
く
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
小
田
氏
は
鬼
能
＝
夜
天
神
」
の
原
型
を
推
定
・
構
築
さ
れ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

が
、
こ
の
曲
の
い
わ
ば
眼
目
を
な
す
の
は
コ
夜
白
髪
天
神
伝
説
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
室
町
時
代
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
お
ぼ
し
く
、
小
田
氏
に
よ
れ
ば
「
渡

唐
天
神
伝
説
」
と
同
じ
よ
う
に
禅
僧
の
詩
材
と
な
り
、
画
像
も
作
ら
れ
た
ら
し

く
、
「
室
町
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
一
部
の
知
識
人
の
問
に
は
よ
く

知
ら
れ
た
伝
承
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
な
お
、
管
見
に
よ
れ
ば
こ
の
伝
説
は
お

伽
草
子
「
天
神
の
本
地
」
に
は
採
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
近
世
の
浄
瑠
璃
に
は
継

承
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
次
に
「
菅
丞
相
」
で
あ
る
が
、
そ
の
梗
概
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
丞
相
の

霊
（
前
シ
デ
）
が
比
叡
山
の
法
性
坊
尊
意
を
訪
れ
、
辱
な
き
身
を
配
所
に
追
い

や
ら
れ
、
一
夜
に
し
て
白
髪
と
な
っ
た
苦
し
み
を
語
り
、
「
帝
を
悩
ま
し
申
す

べ
し
」
と
醍
醐
帝
へ
の
報
復
の
意
志
が
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
帝
の
御
悩
を
祈

る
た
め
に
招
か
れ
て
も
参
内
し
な
い
で
ほ
し
い
と
頼
む
。
し
か
し
法
性
坊
が
勅

使
三
度
に
及
ぶ
時
は
参
内
す
る
と
答
え
る
の
で
、
丞
相
は
怒
り
、
柘
榴
を
口
に

噛
み
砕
い
て
妻
戸
に
吐
き
か
け
る
と
火
焔
と
な
り
、
丞
相
は
そ
の
焔
に
ま
ぎ
れ

て
姿
を
消
す
。

 
こ
れ
が
前
場
で
あ
る
が
、
＝
夜
白
髪
伝
説
」
は
こ
こ
に
も
見
ら
れ
、
「
柘
榴
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天
神
伝
説
」
も
重
要
な
一
場
面
を
形
成
す
る
。
ま
た
「
こ
ち
吹
か
ば
に
ほ
ひ
お

こ
せ
よ
梅
の
花
」
の
歌
の
ほ
か
に
「
鳴
け
ば
こ
そ
別
れ
も
憂
け
れ
鳥
の
音
の
聞

こ
え
ぬ
里
の
暁
も
が
な
」
の
歌
が
、
伏
見
の
旅
宿
で
護
送
の
官
人
ら
に
配
所
へ

と
せ
き
立
て
ら
れ
る
辛
さ
を
詠
じ
た
歌
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
（
こ
の
歌
に
つ

い
て
は
後
に
ま
た
触
れ
る
）
。

 
し
か
し
、
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
丞
相
の
帝
へ
の
報
復
の
意
志
が
語
ら

れ
る
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
本
曲
は
法
性
坊
が
・
帝
の
夜
な
夜
な
の
「
御
悩
」
平

癒
の
祈
禧
を
行
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
シ
テ
の
言
葉
で

そ
れ
が
丞
相
の
怨
念
に
よ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
北

野
天
神
縁
起
」
に
も
見
ら
れ
る
「
醍
醐
天
皇
堕
地
獄
伝
説
」
を
生
ん
だ
天
神
信

仰
と
、
そ
の
基
盤
を
ひ
と
し
く
す
る
思
想
と
し
て
注
意
を
引
く
。
丞
相
配
流
に

対
す
る
天
皇
の
責
任
を
認
め
る
思
想
が
、
本
曲
成
立
時
に
は
ま
だ
生
き
て
い
た

の
で
あ
る
。

 
さ
て
本
曲
の
後
場
で
あ
る
が
、
法
性
坊
が
勅
に
応
じ
て
参
内
し
よ
う
と
車
を

走
ら
せ
る
と
、
俄
に
鴨
川
白
川
の
水
が
み
な
ぎ
り
、
丞
相
の
「
あ
ら
み
さ
き
（
荒

御
前
）
」
た
る
火
雷
神
（
後
ヅ
レ
）
が
法
性
坊
の
行
く
手
を
さ
え
ぎ
る
が
、
法

性
坊
が
「
か
り
そ
め
な
が
ら
師
匠
の
を
そ
（
畏
）
れ
。
又
は
王
法
の
宣
旨
は
い

か
に
。
は
や
の
（
退
）
き
給
へ
」
と
説
く
の
で
、
丞
相
は
「
さ
ら
ば
御
車
を
内

裏
に
付
け
ん
」
と
「
手
つ
か
ら
韓
に
す
が
り
」
川
を
渡
し
、
内
裏
の
東
門
に
車

を
引
き
つ
け
る
。
こ
う
し
て
法
性
坊
は
参
内
し
て
祈
疇
し
、
帝
の
「
御
悩
」
も

平
癒
す
る
。
丞
相
は
「
今
の
世
ま
で
も
天
満
天
神
と
現
は
れ
給
ふ
」
こ
と
と
な
っ

た
と
結
ぶ
（
注
2
）
。

 
こ
の
後
場
に
は
ツ
レ
と
し
て
火
雷
神
が
登
場
す
る
が
、
内
裏
に
落
雷
す
る
な

ど
の
こ
と
は
な
く
、
劇
的
葛
藤
は
渡
河
参
内
の
場
に
お
け
る
法
性
坊
と
丞
相
と

天
神
伝
説
と
演
劇

の
対
決
に
集
中
す
る
。
し
か
し
結
局
法
性
坊
に
説
得
さ
れ
て
丞
相
は
み
ず
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

車
を
内
裏
へ
導
く
の
で
あ
る
か
ら
、
師
た
る
法
性
坊
へ
の
畏
れ
と
「
王
法
の
宣

旨
」
に
丞
相
は
伏
し
て
し
ま
う
わ
け
で
、
帝
へ
の
報
復
の
モ
チ
ー
フ
は
甚
だ
弱

い
も
の
に
な
っ
て
終
る
。
と
は
い
え
、
一
曲
の
構
成
と
し
て
は
や
は
り
「
復
讐

型
」
の
鬼
能
で
、
後
場
の
復
讐
行
動
は
ツ
レ
の
火
雷
神
i
「
悪
魔
外
道
の
荒

御
前
」
と
し
て
描
か
れ
る
一
が
担
う
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
恐
る
べ
き
春

属
土
を
駆
使
す
る
丞
相
の
神
霊
は
や
は
り
威
力
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
性
坊

の
祈
り
の
法
力
も
、
最
後
は
丞
相
の
霊
の
力
に
助
け
ら
れ
て
発
揮
さ
れ
る
と
い

う
お
も
む
き
が
あ
る
の
は
面
白
い
。
前
場
の
末
段
で
柘
榴
の
火
焔
を
法
性
坊
が

法
力
を
以
て
消
さ
な
い
の
も
、
丞
相
の
霊
の
力
を
減
殺
し
な
い
配
慮
で
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
の
点
で
「
菅
丞
相
」
と
い
う
能
は
法
性
坊
霊
験
諺
と

は
な
ら
ず
、
丞
相
の
霊
威
の
強
大
ざ
を
示
す
と
い
う
小
田
氏
の
指
摘
は
当
っ
て

い
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
前
場
の
報
復
の
モ
チ
ー
フ
は
貫
徹
さ
れ
な

い
構
成
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
で
は
丞
相
の
霊
威
は
絶
対
で
は
な
く
、

師
の
威
と
「
王
法
」
に
伏
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

 
最
後
に
「
雷
電
」
で
あ
る
が
、
前
場
で
は
法
性
坊
の
も
と
に
丞
相
の
霊
が
訪

れ
て
参
内
し
な
い
で
ほ
し
い
と
願
い
、
法
性
坊
が
勅
使
三
度
に
及
ぶ
時
は
参
内

す
る
と
答
え
、
丞
相
は
怒
っ
て
柘
榴
を
噛
み
砕
き
妻
戸
に
吐
き
か
け
る
と
火
焔

と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
柘
榴
天
神
伝
説
」
に
よ
る
場
面
が
展
開
す
る
の
は
「
菅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
か
つ
ち

丞
相
」
と
似
て
い
る
が
、
相
違
す
る
の
は
、
シ
テ
の
丞
相
が
「
鳴
る
雷
と

な
り
内
裏
に
飛
び
入
り
、
わ
れ
に
憂
か
り
し
雲
客
を
蹴
殺
す
べ
し
」
と
言
い
、

内
裏
落
雷
を
予
告
し
、
報
復
を
宣
言
す
る
も
の
の
、
帝
へ
の
報
復
は
全
く
言
っ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
柘
榴
の
火
焔
は
法
性
坊
の
法
力
に
よ
っ
て
消

さ
れ
、
丞
相
は
「
煙
の
内
に
」
立
ち
隠
れ
て
退
場
す
る
の
も
注
意
を
引
く
。
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次
に
後
場
で
は
、
法
性
坊
が
参
内
の
途
中
を
さ
え
ぎ
ら
れ
る
場
面
は
な
く
、

 
い
き
な
り
内
裏
の
場
と
な
り
、
法
性
坊
が
祈
る
と
こ
ろ
へ
後
ジ
テ
が
雷
神
の
姿

 
で
現
わ
れ
、
「
わ
れ
に
憂
か
り
し
雲
客
に
思
ひ
知
ら
せ
ん
」
ど
「
内
裏
の
四
方

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
か
つ
ち

 
を
鳴
り
廻
」
る
。
し
か
し
「
僧
正
の
お
は
す
る
所
を
雷
恐
れ
て
鳴
ら
」
ず
、

 
法
性
坊
の
祈
り
と
雷
神
の
報
復
行
動
と
の
闘
争
は
法
性
坊
の
法
力
の
勝
利
に
終

 
り
」
「
こ
れ
ま
で
な
れ
や
赦
し
給
へ
」
と
祈
り
伏
せ
ら
れ
、
帝
よ
り
天
満
大
自

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
ろ
こ
び

 
在
天
神
と
「
贈
官
」
を
受
け
、
「
嬉
し
や
生
き
て
の
怨
み
死
し
て
の
悦
こ
れ

 
ま
で
な
り
や
」
と
虚
空
に
上
っ
て
行
く
こ
と
で
本
曲
は
終
る
。

 
 
こ
の
場
で
は
怒
れ
る
天
神
の
鬼
能
と
し
て
の
迫
力
は
強
い
印
象
を
与
え
、
一

 
畳
台
を
二
つ
置
い
て
「
紫
震
殿
に
僧
正
あ
れ
ば
、
弘
金
殿
に
神
鳴
す
る
。
弘
徽

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
か
つ
ち

、
殿
に
移
り
給
へ
ば
、
清
涼
殿
に
雷
鳴
る
」
と
、
シ
テ
・
ワ
キ
が
一
畳
台
上

 
を
入
れ
替
っ
て
「
行
き
違
ひ
め
ぐ
り
あ
」
う
さ
ま
を
示
す
演
出
も
面
白
い
。
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
の
詞
章
の
中
に
は
「
電
光
し
き
り
に
ひ
ら
め
き
渡
り
、
玉
体
危
く
見
え
さ
せ
給

 
ふ
が
」
と
い
う
部
分
も
あ
る
が
、
丞
相
の
報
復
が
帝
に
．
向
か
う
も
の
と
し
て
描

 
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
局
は
丞
相
を
調
伏
す
る
法
力
を
発
揮
す
る
法
性
坊

 
の
霊
験
潭
の
色
彩
が
濃
い
曲
と
な
っ
て
い
る
。
「
王
法
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
法
力
」

 
の
勝
利
に
終
る
の
で
あ
る
。
天
皇
の
権
威
は
尊
重
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
自
体

 
の
威
力
が
シ
テ
を
帰
伏
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
王
法
は
仏
法
に
よ
っ
て
支
え
ら

 
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
「
菅
丞
相
」
と
「
雷
電
」
の
先
後
は
、
小
田
幸
子
・
天
野
文
雄
・
村
上
学
の

 
諸
氏
の
説
く
と
こ
ろ
（
注
3
）
に
よ
る
と
「
菅
丞
相
」
が
先
行
し
、
「
雷
電
」

 
は
そ
の
改
作
乃
至
翻
案
作
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
小
田
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る

 
の
は
首
肯
す
べ
き
で
あ
る
。

 
 
 
〈
菅
丞
相
〉
が
作
ら
れ
た
時
代
に
は
、
受
難
に
対
す
る
同
情
と
報
復
の
激

し
さ
に
対
す
る
畏
怖
の
念
を
以
て
道
真
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
も
〔
コ
ノ

能
バ
ー
引
用
者
補
〕
物
語
る
。
と
こ
ろ
が
〈
雷
電
〉
に
は
、
そ
れ
よ
り

も
、
鬼
・
は
調
伏
す
べ
き
だ
と
の
意
識
の
方
が
先
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
帝
に
御
悩
を
企
て
る
如
き
存
在
を
縦
横
に
活
躍

さ
せ
て
そ
の
威
力
を
称
賛
す
る
よ
う
な
作
品
を
許
容
し
難
く
な
っ
て
い
る

時
代
意
識
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
神
の
能
）

 
 
 
近
松
の
「
天
神
記
」

 
近
松
の
浄
瑠
璃
「
天
神
記
」
は
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
大
坂
竹
本
座
で
上

演
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
も
す
で
に
百
余
年
を
経
過
し
た
十
八
世
紀
初
頭
の
作
で

あ
る
。

 
生
作
以
前
に
天
神
伝
説
を
語
り
伝
え
る
諸
本
が
中
世
以
来
多
数
あ
っ
た
こ
と

は
言
う
を
侯
た
な
い
。
伝
説
よ
り
も
客
観
的
な
史
伝
を
述
べ
よ
う
と
す
る
「
北

野
天
神
御
伝
」
の
系
統
を
別
と
す
る
と
、
古
く
は
「
北
野
天
神
縁
起
」
に
は
い

わ
ゆ
る
安
楽
寺
本
系
「
北
野
天
神
縁
起
」
（
丞
相
の
受
難
と
報
復
を
強
調
・
増

補
す
る
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
能
「
菅
丞
相
」
に
影
響
を
与
え
、
神
道
集
「
北
野

天
神
事
」
に
継
承
・
増
補
さ
れ
た
。
お
伽
草
子
「
天
神
本
地
」
諸
本
は
さ
ら
に

さ
ま
ざ
ま
の
伝
説
・
説
話
を
付
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
帝
へ
の
報
復
の
意
志
が

示
さ
れ
て
い
る
康
暦
二
年
（
＝
二
八
○
）
写
本
「
天
満
天
神
縁
起
」
も
あ
れ
ば
、

室
町
末
絵
巻
「
天
神
絵
巻
」
、
慶
安
元
年
（
＝
ハ
四
八
）
刊
本
「
天
神
本
地
」
、

も
あ
り
、
さ
ら
に
近
世
の
古
浄
瑠
璃
に
は
加
賀
橡
の
「
虎
之
巻
菅
丞
相
乱
曲
」

（
延
宝
九
年
刊
『
大
竹
集
』
所
収
）
、
角
太
夫
の
「
天
神
御
出
生
記
」
（
貞
享
一

元
禄
初
年
）
な
ど
が
あ
っ
た
。

 
こ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
、
近
松
の
「
天
神
記
」
の
大
き
な
相
違
一
新
し
さ
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1
は
、
『
菅
家
嘉
応
録
』
に
結
集
さ
れ
た
神
道
講
釈
の
諸
伝
説
か
ら
、
重
要

な
題
材
を
採
り
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
最
も
顕
著
な
事
が
ら
は

 
「
白
太
夫
伝
説
」
を
軸
と
す
る
プ
ロ
ッ
ト
の
構
成
で
あ
る
。

 
 
『
菅
家
無
量
録
』
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
神
信
仰
へ
と

人
々
を
い
ざ
な
い
教
化
す
る
た
め
の
唱
導
の
種
本
で
あ
り
、
ま
た
読
物
で
も

噛
あ
っ
た
。
成
立
は
室
町
時
代
か
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
天
神
伝
説
の
集

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
た
ら
い

大
成
と
も
い
う
べ
き
面
も
あ
る
が
、
最
大
の
特
色
は
、
伊
勢
の
人
渡
会
春
彦

な
る
人
物
を
創
造
し
、
こ
の
人
物
が
丞
相
の
生
涯
を
親
し
く
見
守
り
、
ま
た
よ

く
仕
え
、
丞
相
死
後
は
遺
命
に
よ
り
丞
相
遺
作
の
観
世
音
像
を
護
持
し
つ
つ
四

国
・
九
州
を
め
ぐ
り
、
丞
相
の
事
蹟
を
物
語
る
語
り
部
の
役
を
も
勤
め
る
と
い

う
設
定
で
、
丞
相
の
一
代
と
そ
の
死
後
を
語
り
広
め
る
構
想
と
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
人
物
が
す
な
わ
ち
白
太
夫
で
、
天
満
宮
の
末
社
に
祀
ら
れ
て

お
り
、
能
「
道
明
寺
」
に
も
登
場
し
て
い
る
が
、
近
松
は
こ
の
白
太
夫
に
大
き

な
役
割
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

 
 
「
天
神
記
」
は
こ
の
ほ
か
に
も
非
常
に
多
く
の
天
神
伝
説
を
素
材
と
し
て
い

て
、
天
神
伝
説
を
最
も
多
量
豊
富
に
取
り
込
ん
だ
戯
曲
で
あ
る
か
ら
、
全
編
を

概
観
し
つ
つ
そ
れ
ら
に
触
れ
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

 
初
段
。
藤
原
時
平
は
折
し
も
来
朝
し
て
瀞
売
唐
使
要
文
籍
（
丞
相
と
詩
の
贈

答
を
し
た
史
実
の
あ
る
渤
海
国
使
を
唐
使
と
し
て
登
場
さ
せ
た
も
の
）
を
買
収

し
、
丞
相
は
唐
門
に
内
通
し
て
日
本
国
を
く
つ
が
え
そ
う
と
す
る
反
逆
者
な
り

と
言
わ
せ
る
。
こ
の
筋
の
中
に
は
、
か
つ
て
丞
相
が
夢
の
中
で
唐
に
渡
り
、
斐

文
話
と
詩
の
贈
答
を
し
た
と
い
う
過
去
が
語
ら
れ
、
「
渡
唐
天
神
伝
説
」
が
巧

み
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
丞
相
の
一
子
菅
秀
才
淳
茂
が
時
平
と
楊

・
弓
の
勝
負
を
争
い
、
十
二
歳
の
淳
茂
の
射
る
矢
は
ず
べ
て
的
に
当
た
り
、
時
平

天
神
伝
説
と
演
劇

は
全
く
的
中
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
恥
を
か
く
場
面
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

古
浄
瑠
璃
「
天
神
御
出
生
記
」
に
、
丞
相
十
三
歳
の
時
、
小
弓
の
勝
負
で
時
平

を
負
か
す
と
こ
ろ
が
あ
る
の
に
拠
る
。
t
か
し
こ
れ
は
、
丞
相
二
十
六
歳
の
時

に
都
良
香
邸
に
於
て
射
芸
で
人
々
を
驚
か
せ
た
と
い
う
、
「
北
野
天
神
縁
起
」

等
に
見
え
る
「
丞
相
射
芸
伝
説
」
に
基
づ
く
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

 
こ
の
よ
う
に
天
神
伝
説
の
吸
収
・
再
生
が
あ
る
一
方
で
、
初
段
に
は
大
内
の

 
 
い
ざ
よ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
だ
の
か
ね
た
け

舞
姫
十
六
夜
が
、
時
平
の
随
身
秦
兼
竹
と
の
忍
び
あ
い
に
儲
け
た
赤
児
を
菅

家
の
花
園
に
捨
て
、
そ
れ
が
丞
相
の
御
台
所
に
拾
い
取
ら
れ
る
場
面
が
さ
し
は

さ
ま
れ
る
。
恋
の
結
果
で
あ
る
赤
児
を
め
ぐ
る
一
場
を
設
け
る
の
は
、
初
段
に

は
恋
慕
に
か
か
わ
る
場
面
を
描
く
時
代
浄
瑠
璃
の
慣
例
（
「
初
段
艶
事
付
り
恋
」

貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
序
）
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
実
は
丞
相
自

身
が
捨
子
を
拾
っ
て
家
臣
に
養
育
さ
せ
た
と
い
う
『
菅
家
嘉
応
録
』
（
以
下
『
随

応
録
』
と
略
称
）
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
段
目

に
至
る
と
十
六
夜
が
実
は
白
太
夫
の
娘
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
捨
子
の

筋
は
よ
り
深
く
『
瑞
応
接
』
の
伝
承
と
結
び
つ
く
こ
と
と
な
る
。

 
二
段
目
。
時
平
の
た
く
ら
み
は
成
功
し
、
丞
相
に
逆
心
あ
り
と
の
読
奏
は
帝

を
動
か
し
、
筑
紫
へ
の
配
流
が
決
定
す
る
。
時
平
は
北
龍
ら
に
命
じ
て
丞
相
を

配
所
に
送
る
海
上
で
暗
殺
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
叢
竹
は
わ
が
子
が
御
台
所
に
養

わ
れ
て
い
る
恩
義
を
思
い
、
刺
客
の
役
を
辞
す
る
が
、
無
電
蔵
人
は
そ
の
任
を

果
た
す
べ
く
大
物
の
浦
の
海
上
で
丞
相
の
乗
る
流
人
船
を
追
う
。
兼
竹
と
十
六

夜
の
子
は
こ
の
浦
の
船
着
場
で
御
台
所
か
ぢ
十
六
夜
の
手
に
渡
る
が
、
十
六
夜

は
丞
相
を
守
ら
ん
と
し
て
、
そ
の
子
を
背
に
負
っ
た
ま
ま
泳
い
で
笠
見
蔵
人
の

船
を
追
い
、
蔵
人
の
矢
先
に
か
か
っ
て
子
と
と
も
に
海
上
で
絶
命
す
る
。
し
か

し
兼
竹
は
蔵
人
を
討
っ
て
妻
子
の
復
讐
を
遂
げ
、
丞
相
の
あ
と
を
追
っ
て
筑
紫
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に
向
か
う
。
二
段
目
に
は
闘
争
の
場
（
修
羅
場
）
を
設
け
る
と
い
う
時
代
浄
瑠

璃
の
慣
例
（
「
二
段
目
の
事
付
り
修
羅
」
貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
序
）
に
よ

る
展
開
で
あ
る
。

 
三
段
目
。
筑
紫
の
配
所
で
丞
相
に
仕
え
る
老
父
白
太
夫
は
、
折
か
ら
こ
の
土

地
に
到
着
し
た
兼
摂
を
娘
小
梅
の
知
耳
に
し
、
御
し
難
い
乱
暴
者
の
息
子
荒
藤
太

を
抑
さ
え
て
も
ら
お
う
と
し
て
い
る
。
祝
言
の
夜
、
十
六
夜
の
幽
霊
が
現
わ
れ

て
父
白
太
夫
・
妹
小
梅
と
再
会
す
る
。
兼
竹
は
、
十
六
夜
が
元
の
名
を
小
松
と

言
っ
て
白
太
夫
の
姉
娘
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
そ
こ
に
担
ぎ
こ
ま
れ
る
十
六

夜
と
赤
児
の
死
骸
。
海
上
を
漂
っ
て
筑
紫
の
海
岸
に
打
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

兼
竹
は
白
太
夫
に
頼
ま
れ
て
死
骸
を
貫
い
て
い
る
矢
を
引
抜
く
が
、
あ
ま
り
の

い
た
ま
し
さ
に
悲
し
み
に
堪
え
ず
、
こ
れ
は
わ
が
妻
わ
が
子
な
り
と
言
い
、
十

六
夜
が
丞
相
の
命
を
護
ら
ん
と
し
て
殺
さ
れ
た
事
情
を
物
語
る
。
初
め
て
十
六

夜
の
死
を
知
っ
た
白
太
夫
の
嘆
き
。

 
こ
の
場
の
亡
霊
の
演
出
に
は
面
白
い
工
夫
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

死
ん
だ
十
六
夜
を
軸
と
す
る
親
子
夫
婦
の
愁
嘆
が
高
潮
に
達
し
て
、
こ
の
段
の

眼
目
の
場
面
を
形
成
す
る
。
愁
嘆
の
場
を
三
段
目
の
中
心
に
置
く
の
は
、
こ
れ

ま
た
時
代
浄
瑠
璃
の
慣
例
（
コ
ニ
段
目
の
事
凝
り
愁
歎
（
中
略
）
愁
歎
の
事
。

真
実
を
忘
れ
ず
。
一
番
の
浄
瑠
璃
を
胸
に
こ
め
て
語
る
事
也
」
貞
享
四
年
義
太

夫
段
物
集
序
）
で
あ
る
。

 
そ
こ
に
丞
相
が
来
て
十
六
夜
の
た
め
に
涙
を
流
す
。
白
太
夫
は
死
稼
に
け
が

れ
た
こ
の
家
に
丞
相
の
座
を
設
け
よ
う
と
し
て
、
船
の
大
綱
を
「
た
ぐ
り
ま
う

め
」
て
円
座
と
す
る
。
「
綱
敷
天
神
伝
説
」
を
採
り
入
れ
た
趣
向
で
あ
る
。

 
そ
う
し
て
い
る
所
へ
荒
藤
太
が
来
て
、
鎌
を
ふ
る
っ
て
丞
相
に
打
ち
か
か
る

が
、
丞
相
が
「
こ
ち
吹
か
ば
に
ほ
ひ
お
こ
せ
よ
梅
の
花
」
の
歌
を
詠
ず
る
と
、

枯
れ
た
梅
の
木
の
枝
々
に
花
が
咲
き
満
ち
て
、
丞
相
の
姿
を
梅
花
の
中
に
包
み

隠
す
。
都
の
梅
の
花
が
飛
び
来
っ
て
こ
こ
に
咲
い
た
と
い
う
わ
け
で
、
「
飛
梅

伝
説
」
に
よ
る
趣
向
で
あ
る
。
次
に
十
六
夜
幽
霊
は
父
の
背
後
か
ら
力
を
添
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と
ど
り

て
荒
藤
太
を
打
ち
倒
さ
せ
、
そ
の
讐
を
つ
か
み
宙
に
吊
り
上
げ
る
。
駆
け

つ
け
て
来
た
早
智
は
荒
藤
太
を
斬
り
殺
す
。
十
六
夜
の
行
動
は
歌
舞
伎
の
若
女

方
の
怨
霊
事
を
人
形
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
四
段
目
は
都
か
ら
太
宰
府
に
至
る
御
台
所
と
菅
秀
才
淳
茂
の
道
行
に
始
ま

る
。
四
段
目
冒
頭
に
道
行
を
置
く
の
も
時
代
浄
瑠
璃
に
よ
く
あ
る
型
（
「
四
段

目
の
重
池
り
道
行
」
貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
序
）
で
あ
る
。
太
宰
府
で
は
丞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
ぶ
ん

相
が
天
拝
山
の
頂
上
で
天
帝
に
告
文
を
捧
げ
、
雷
神
と
な
っ
て
読
者
時
平
や

「
我
に
憂
か
り
し
卿
相
雲
客
」
に
復
讐
せ
ん
と
祈
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
は
天
神
伝
説
中
の
重
要
な
一
飯
「
天
拝
山
祈
願
伝
説
」
の
舞
台
化
で
あ
っ

て
、
「
天
づ
く
し
」
と
題
す
る
節
事
に
な
っ
て
い
る
。

 
さ
て
白
太
夫
・
小
梅
・
兼
竹
が
御
台
所
・
菅
秀
才
を
案
内
し
て
天
拝
山
に

登
っ
て
み
る
と
、
丞
相
は
す
で
に
こ
と
切
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
駆
け
つ
け
て
来

た
丞
相
の
忠
臣
倶
利
伽
羅
太
郎
一
1
今
焚
噌
と
呼
ば
れ
る
豪
勇
の
士
で
、
初
段

に
登
場
し
て
い
た
一
は
、
み
ず
か
ら
岩
角
に
頭
を
打
ち
つ
け
て
壮
絶
な
最
期

を
遂
げ
、
丞
相
の
あ
と
を
追
っ
て
春
属
の
雷
と
な
る
。
な
お
丞
相
の
死
を
延
喜

三
年
二
月
二
十
五
日
「
御
年
五
十
九
歳
」
と
す
る
の
は
史
実
の
通
り
で
あ
る
。

 
次
は
京
都
北
郊
西
坂
本
に
あ
る
天
台
座
主
法
性
坊
僧
正
の
別
業
で
あ
る
。
こ

こ
に
十
六
夜
の
亡
霊
が
現
わ
れ
、
雷
神
の
春
属
と
な
る
た
め
変
成
男
子
の
法
に

よ
り
男
と
な
ら
ん
こ
と
を
願
う
が
、
法
性
坊
に
拒
ま
れ
て
姿
を
消
す
。
続
い
て

丞
相
の
霊
が
現
わ
れ
、
我
は
こ
れ
よ
り
時
平
そ
の
他
の
月
卿
雲
客
に
復
讐
す
る

が
、
僧
正
に
は
内
裏
に
召
さ
れ
る
と
も
参
内
し
給
う
な
と
言
う
。
法
性
坊
が
勅

（90］



使
三
度
に
及
ぶ
時
は
参
内
す
る
と
答
え
る
の
で
、
丞
相
は
怒
っ
て
柘
榴
を
噛
み

砕
き
妻
戸
に
吐
き
か
け
る
と
、
柘
榴
は
火
焔
と
な
る
。
こ
こ
は
例
の
「
柘
榴
天

神
伝
説
」
で
、
ほ
ぼ
謡
曲
「
雷
電
」
や
そ
れ
を
浄
瑠
璃
化
し
た
加
賀
橡
の
「
虎

之
二
藍
丞
相
乱
曲
」
の
内
容
に
沿
っ
て
い
る
。
法
性
坊
が
、
法
力
を
以
て
火
を

消
す
の
も
同
様
で
あ
る
。

 
し
か
し
近
松
は
こ
こ
で
も
う
一
度
十
六
夜
を
登
場
さ
せ
、
「
我
は
〔
丞
相
ト

違
ッ
テ
〕
師
弟
に
あ
ら
ざ
れ
ば
」
僧
正
に
対
し
て
遠
慮
は
な
い
と
言
っ
て
、
法

性
坊
を
苦
し
め
る
。
白
太
夫
の
娘
が
死
後
も
丞
相
に
力
を
添
え
る
重
要
な
働
き

を
す
る
わ
け
で
、
天
神
伝
説
に
よ
る
演
劇
と
し
て
は
新
し
い
展
開
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
に
白
太
夫
親
子
の
役
割
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
は
、
近
松
に
よ
る
『
瑞

．
応
録
』
の
吸
収
摂
取
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
な
お
近
松
は
こ
こ
か
ら
次
の
段
に
か
け
て
謡
曲
で
は
「
雷
電
」
を
大
幅
に
採

り
入
れ
て
い
る
が
、
「
菅
丞
相
」
「
一
夜
天
神
」
は
採
り
入
れ
て
い
な
い
。

 
五
段
目
。
内
裏
落
雷
の
場
面
で
あ
る
。
雷
神
は
時
平
側
の
人
物
右
中
弁
希
世
・

大
納
言
細
紐
に
落
ち
か
か
っ
て
こ
れ
を
殺
す
。
法
性
坊
が
参
内
し
て
祈
る
（
法

性
坊
が
参
内
の
途
中
で
増
水
し
た
川
水
に
妨
げ
ら
れ
る
な
ど
の
伝
説
は
全
く
採

ら
れ
て
い
な
い
）
。
祈
り
の
場
面
で
は
、
雷
神
が
法
性
坊
の
い
る
所
を
避
け
て

鳴
る
な
ど
謡
曲
「
雷
電
」
に
拠
っ
て
い
る
が
、
物
か
は
の
宰
相
定
国
・
藤
原
菅

根
 
 
こ
れ
も
時
平
側
の
人
物
 
 
の
上
に
「
二
つ
の
神
鳴
」
が
落
ち
か
か
っ

て
こ
れ
を
「
掴
み
裂
」
く
場
面
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
春
属
の
雷
神
は
倶
利
伽

羅
太
郎
と
十
六
夜
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

 
さ
て
丞
相
の
雷
神
は
時
平
を
捕
え
て
雲
中
に
引
上
げ
「
両
足
掴
ん
で
、
二
つ

に
さ
っ
と
掴
み
裂
」
く
。
こ
う
し
て
復
讐
を
な
し
と
げ
た
雷
神
は
「
今
は
す
べ

か
ら
く
皇
基
を
守
る
べ
し
」
と
宣
言
し
、
そ
の
息
は
空
中
で
「
南
無
天
満
大
自

天
神
伝
説
と
演
劇

在
天
神
」
と
金
色
の
九
文
字
と
な
り
、
つ
い
で
そ
の
文
字
は
衣
冠
束
帯
の
神
像

と
変
じ
、
二
つ
の
春
属
の
雷
神
は
そ
の
左
右
に
燈
籠
と
な
っ
て
出
現
す
る
。
こ

こ
で
は
か
ら
く
り
の
技
術
を
駆
使
し
た
演
出
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
内

裏
の
建
物
は
北
野
天
満
宮
の
社
殿
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
絵
尽
し
参
照
）

が
、
上
述
の
ご
と
き
一
連
の
舞
台
上
の
展
開
は
人
形
浄
瑠
璃
な
ら
で
は
の
も
の

で
あ
る
。
「
天
神
御
出
生
記
」
の
結
末
で
も
、
時
平
の
耳
か
ら
出
た
蛇
が
時
平

を
殺
し
た
の
ち
「
天
神
と
成
給
ふ
大
か
ら
く
り
」
を
見
せ
る
が
、
「
天
神
記
」

は
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
複
雑
な
変
化
を
か
ら
く
り
で
見
せ
る
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
は
と
も
か
く
、
工
作
で
は
法
性
坊
の
法
力
が
雷
神
を
祈
り
伏
せ
る
「
雷

電
」
と
は
大
い
に
異
な
り
、
丞
相
は
復
讐
を
な
し
と
げ
る
（
そ
の
点
は
「
天
神

御
出
生
記
」
も
同
様
で
あ
る
）
。
し
か
し
帝
の
権
威
に
対
し
て
は
一
指
も
触
れ

よ
う
と
せ
ず
、
反
対
に
「
皇
基
を
守
る
べ
し
」
と
言
う
。
こ
の
言
葉
は
伝
管
公

 
 
 
 
 
キ
ノ
フ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
ベ
カ
ラ

神
託
の
詩
「
昨
ハ
北
閾
二
悲
シ
ミ
ヲ
被
ル
士
云
々
」
の
第
四
句
「
茜
雲
ク

望
ミ
足
り
テ
皇
基
ヲ
護
ル
ベ
シ
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
か
つ
て

は
「
北
野
天
神
縁
起
」
に
醍
醐
帝
が
地
獄
の
責
苦
を
受
け
る
さ
ま
が
描
か
れ
て

い
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
丞
相
の
帝
に
対
す
る
怨
念
を
敢
て
語
ろ
う
と

し
な
い
時
代
へ
と
、
時
代
の
精
神
が
推
移
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
瑞
応
録
』

も
醍
醐
帝
の
死
が
丞
相
の
昇
り
に
よ
る
こ
と
を
極
め
て
白
墨
に
し
か
述
べ
て
い

な
い
。
謡
曲
「
菅
丞
相
」
が
「
雷
電
」
へ
と
改
作
さ
れ
る
中
で
、
前
者
に
僅
か

に
残
っ
て
い
た
帝
へ
の
報
復
の
モ
チ
ー
フ
が
除
去
さ
れ
て
行
っ
た
こ
と
も
、
そ

う
い
う
推
移
の
一
勧
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
（
注
4
）
。

 
し
か
し
「
天
神
記
」
に
お
い
て
は
も
う
一
つ
の
条
件
が
加
わ
る
。
そ
れ
は
時

代
浄
瑠
璃
の
構
想
の
論
理
で
あ
る
。
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
時

代
浄
瑠
璃
は
初
段
大
序
冒
頭
に
．
理
想
的
な
あ
る
治
世
一
そ
の
戯
曲
世
界
の
秩

C91）



序
1
の
存
在
を
提
示
し
、
そ
れ
が
逆
臣
等
の
悪
の
側
の
策
動
に
よ
っ
て
崩
壊

し
、
多
く
の
善
の
側
の
人
々
の
苦
難
犠
牲
に
よ
っ
て
悪
が
滅
び
、
望
ま
し
い
秩

序
が
回
復
す
る
と
い
う
構
想
に
よ
っ
て
全
曲
が
組
み
立
て
ら
れ
る
。
転
作
で
も

大
序
冒
頭
に
は
「
延
喜
の
帝
の
御
代
の
春
雲
居
の
。
庭
ぞ
豊
か
な
る
」
と
あ
っ

た
。
そ
れ
に
対
応
す
る
結
末
は
、
天
神
が
「
皇
基
を
守
」
り
太
平
の
世
の

く
に
た
み

国
民
を
守
る
と
い
う
「
秩
序
の
回
復
」
を
こ
と
ほ
ぐ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 
た
だ
し
丞
相
の
雷
神
と
し
て
の
行
動
が
、
あ
く
ま
で
も
時
平
そ
の
他
「
我
に

憂
か
り
し
」
者
ど
も
へ
の
報
復
と
い
う
「
私
的
動
機
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
次
に
述
べ
る
「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」
と
の

比
較
の
上
で
重
要
な
一
点
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

 
 
 
「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」

 
「
天
神
記
」
は
上
述
の
ご
と
く
眼
目
の
三
段
目
を
白
太
夫
一
家
の
ド
ラ
マ
と

し
、
白
太
夫
の
娘
小
松
す
な
わ
ち
十
六
夜
を
大
い
に
活
動
さ
せ
て
い
た
が
、
そ

も
そ
も
近
松
が
白
太
夫
の
二
人
の
娘
を
小
松
・
小
梅
と
名
づ
け
た
の
は
、
松
と

梅
が
丞
相
の
愛
樹
で
あ
っ
て
、
や
が
て
そ
れ
が
丞
相
の
あ
と
を
追
っ
て
太
宰
府

に
飛
ぶ
と
い
う
追
書
・
飛
梅
の
伝
説
-
L
謡
曲
「
老
松
」
に
も
見
え
る
一
に

拠
る
だ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
直
接
の
典
拠
は
『
瑞
応
録
』
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
丞
相
が
筑
紫
に
下
る
時
愛
樹
の
松
と
梅
を
白
太
夫
に
預
け
、
「
我
が
魂
ハ

両
々
也
、
汝
必
ズ
此
ノ
腕
木
ヲ
道
真
ト
心
得
、
朝
暮
見
テ
心
ヲ
慰
ム
ベ
シ
」
と

言
い
、
白
太
夫
は
こ
れ
を
「
我
が
館
二
植
工
」
て
育
て
た
と
い
う
一
条
で
あ
る

（
注
5
）
。

 
ま
た
「
天
神
記
」
二
段
目
に
、
筑
紫
の
配
所
に
引
か
れ
行
く
丞
相
を
、
「
京

中
の
わ
ら
ん
べ
」
た
ち
が
手
に
手
に
「
梅
が
枝
小
松
を
捧
げ
」
て
、
≒
な
ふ
悲

し
や
お
師
匠
様
」
と
泣
き
叫
ん
で
別
れ
を
惜
し
む
一
炬
が
あ
る
の
は
、
近
世
の

寺
子
屋
で
丞
相
を
手
習
学
問
の
神
と
敬
っ
た
習
俗
に
よ
る
趣
向
と
い
え
る
が
、

こ
れ
も
『
高
津
録
』
が
、
「
菅
公
ノ
御
手
跡
ヲ
習
ヘ
ル
少
年
等
ハ
、
ロ
ハ
日
月
ノ

光
モ
失
心
ヌ
ル
事
二
才
ヒ
」
嘆
き
悲
し
ん
で
丞
相
を
見
送
っ
た
と
伝
え
る
こ
と

に
、
、
よ
り
直
接
の
典
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
こ
の
よ
う
に
『
瑞
応
録
』
は
白
太
夫
を
め
ぐ
る
伝
説
を
始
め
と
し
て
、
新
し

い
典
拠
を
「
天
神
記
」
に
提
供
し
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
三
十
年
後
の
延
享
三

年
（
一
七
四
六
）
に
や
は
り
竹
本
座
で
上
演
さ
れ
た
「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」

（
以
下
「
手
習
鑑
」
と
略
称
）
に
お
い
て
も
『
瑞
応
録
』
の
影
響
は
大
き
い
。

た
と
え
ば
「
手
習
鑑
」
全
編
を
通
し
て
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
三
つ
子
の
兄

弟
梅
王
・
松
王
・
桜
丸
は
や
は
り
白
太
夫
の
子
で
、
こ
の
一
家
が
丞
相
と
御
台

所
・
菅
秀
才
の
た
め
に
献
身
す
る
三
段
目
・
四
段
目
の
中
心
的
プ
ロ
ッ
ト
の
奥

に
は
『
瑞
応
録
』
の
面
影
が
揺
曳
し
て
い
る
。
梅
松
桜
の
三
兄
弟
は
「
天
神
記
」

の
小
梅
・
小
松
を
男
に
し
、
「
枯
桜
伝
説
」
に
よ
っ
て
若
く
し
て
死
ぬ
桜
丸
を

加
え
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
三
段
目
の
白
太
夫
の
家
に
丞
相
の
愛

樹
と
し
て
梅
松
桜
の
三
本
の
木
が
大
切
に
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
考
え
合

わ
せ
る
と
、
「
手
習
鑑
」
の
構
想
の
典
拠
に
は
「
天
神
記
」
が
あ
る
に
し
て
も
、

そ
の
奥
に
は
『
響
応
録
』
の
存
在
が
透
け
て
見
え
る
（
注
6
）
。
四
段
目
「
寺

子
屋
」
の
場
の
着
想
も
「
天
神
記
」
の
「
京
中
の
わ
ら
ん
べ
」
が
見
送
る
場
面

か
ら
得
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
典
拠
を
求
め
れ
ば
『
瑞
忠
良
』
が
あ
る

こ
と
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

 
そ
れ
よ
り
も
『
瑞
応
録
』
の
直
接
の
影
響
を
認
め
う
る
の
は
二
段
目
の
切
で

あ
ろ
う
。
丞
相
が
筑
紫
へ
配
流
の
途
中
、
河
内
国
道
明
寺
に
立
寄
っ
て
伯
母
覚
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寿
や
養
女
刈
屋
姫
と
の
別
れ
を
惜
し
む
、
い
わ
ゆ
る
「
道
明
寺
」
の
場
で
あ
る
。

丞
相
が
こ
こ
に
立
寄
っ
た
こ
と
、
「
鳴
け
ば
こ
そ
別
れ
を
い
そ
げ
鳥
の
音
の
聞

こ
え
ぬ
里
の
暁
も
が
な
」
の
歌
を
詠
じ
た
こ
と
な
ど
は
、
『
河
内
鑑
名
所
記
』

（
延
宝
七
年
刊
）
・
『
国
花
万
葉
記
』
（
元
禄
十
年
刊
）
に
も
見
え
て
、
竹
本

座
の
作
者
た
ち
に
は
熟
知
の
伝
説
だ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
に
は
見
ら

れ
ぬ
伝
説
が
『
瑞
応
録
』
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
丞
相
が
自
身
の
姿
を
鏡
に
う
つ

し
て
肖
像
を
描
き
、
こ
れ
を
覚
寿
に
贈
っ
て
慰
め
た
と
い
う
一
条
で
、
こ
れ
が

ヒ
ン
ト
と
な
っ
て
丞
相
自
作
の
木
像
が
奇
瑞
を
現
わ
す
「
手
習
鑑
」
の
プ
ロ
ッ

ト
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
鳴
け
ば
こ
そ
」
の
歌
が
詠
じ
ら
れ
る
状

況
に
つ
い
て
は
、
『
河
内
鑑
名
所
記
』
で
は
「
其
夜
盲
か
し
ま
し
く
や
お
ぼ
し

け
ん
」
と
あ
る
の
み
で
、
『
国
花
万
葉
記
』
も
同
様
で
あ
る
が
、
『
瑞
弓
懸
』
で

は
、
鶏
が
し
き
り
に
鳴
く
の
で
警
固
の
武
士
が
丞
相
の
出
発
を
う
な
が
し
た
時
、

丞
相
が
「
御
涙
ナ
ガ
ラ
」
詠
じ
た
と
伝
え
る
。
だ
か
ら
、
「
手
習
鑑
」
に
は
刈

屋
姫
の
泣
く
声
を
丞
相
が
鶏
の
鳴
く
音
に
と
り
な
し
、
父
親
と
し
て
の
嘆
き
を

「
隠
し
歌
」
と
し
て
「
鳴
け
ば
こ
そ
」
の
歌
を
詠
ず
る
場
面
が
あ
る
が
、
こ
れ

も
『
瑞
止
血
』
を
典
拠
と
す
る
も
の
に
違
い
な
い
。

 
と
は
い
え
、
「
手
習
鑑
」
は
近
世
中
期
の
作
で
あ
る
だ
け
に
、
旧
来
の
天
神

伝
説
は
勿
論
の
こ
と
、
「
天
神
記
」
の
構
想
か
ら
も
大
き
く
踏
み
出
し
て
、
新

し
い
構
想
を
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
初
段
の
筆
法
伝
授
、
四
段
目
の
寺

子
屋
に
お
け
る
身
替
り
悲
劇
な
ど
、
特
に
著
し
い
。
五
段
目
に
な
る
と
内
裏
落

雷
、
法
性
坊
の
祈
り
、
時
平
の
耳
か
ら
二
疋
の
小
蛇
が
現
れ
る
こ
と
な
ど
、
伝

統
的
な
天
神
伝
説
の
世
界
が
復
活
す
る
が
、
実
は
こ
こ
に
も
新
し
い
劇
的
要
素

が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
大
な
も
の
は
桜
丸
夫
婦
の
怨
霊
が
時
平
を
苦
し

め
る
こ
と
で
あ
る
。
法
性
坊
が
祈
り
伏
せ
よ
う
と
す
る
直
接
の
相
手
も
丞
相
で

天
神
伝
説
と
演
劇

は
な
く
墨
黒
夫
婦
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
面
は
謡
曲
「
雷
電
」
の
本
文
を
採
り
つ

つ
、
次
の
よ
う
に
変
え
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
壁
書
殿
に
僧
正
あ
れ
ば
。
貫
穿
殿
に
夫
婦
の
姿
。
此
式
殿
に
移
り
給
へ
ば
。

 
 
清
涼
殿
に
必
釜
二
形
ヂ
。
清
涼
殿
に
移
り
給
へ
ば
。
二
二
。
梅
壺
。
（
中
略
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
祈
る
は
僧
正
。
去
ら
ぬ
は
怨
霊

こ
こ
は
太
夫
掛
合
い
で
演
出
さ
れ
、
桜
丸
夫
婦
の
怨
霊
が
法
性
坊
の
法
力
と

戦
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
こ
の
夫
婦
の
怨
霊
が
時
平
を
打
ち
据
え
、
「
扱

こ
そ
恨
晴
れ
た
り
」
と
嬉
し
げ
に
消
え
去
る
。
そ
こ
へ
刈
屋
姫
と
菅
秀
才
が
走

 
 
 
 
 
 
 
 
の
が

り
出
て
「
父
上
の
敵
遁
さ
じ
」
と
時
平
を
刺
し
殺
す
。
こ
れ
は
、
三
段
目
で

、
切
腹
し
た
桜
丸
と
四
段
目
で
時
平
の
家
来
に
殺
さ
れ
た
女
房
八
重
に
怨
念
を
晴

ら
す
機
会
を
与
え
る
と
と
も
に
、
い
か
に
も
近
世
の
戯
曲
ら
し
く
親
の
敵
を
討

つ
と
い
う
結
末
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
桜
丸
夫
婦
の
怨
霊
の
登
場
は
、
あ
る
い
は
「
天
神
記
」
の
十
六
夜

の
怨
霊
に
よ
る
着
想
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
こ
れ
ら
の
展

開
に
よ
っ
て
雷
神
で
あ
る
丞
相
は
直
接
手
を
下
す
こ
と
が
な
く
、
第
一
そ
の
姿

を
現
わ
す
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
黒
雲
の
中
に
は
た
め
く
電

光
雷
鳴
だ
け
が
、
丞
相
の
巨
大
な
怒
り
を
表
わ
す
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
天

神
記
」
の
雷
神
が
み
ず
か
ら
時
平
を
掴
ん
で
二
つ
に
引
き
裂
く
の
と
、
大
き
な

違
い
で
あ
る
。
「
手
習
鑑
」
の
結
末
は
、
戯
曲
世
界
の
最
高
位
に
立
つ
人
物
が
個
々

の
劇
的
葛
藤
の
背
後
に
退
き
、
い
わ
ゆ
る
従
属
的
人
物
が
各
場
面
の
主
役
と
な

る
と
い
う
、
近
世
中
期
以
後
の
作
劇
傾
向
の
あ
ら
わ
れ
と
い
っ
て
も
よ
い
。

 
さ
て
そ
の
丞
相
の
怒
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
完
全
に
時
平
一
人
に
向
け
ら
れ

て
い
る
め
し
か
も
そ
れ
は
華
言
に
対
す
る
報
復
で
は
な
い
。
四
段
目
の
一
場
面

を
見
よ
う
。
こ
こ
は
白
太
夫
が
配
所
の
丞
相
を
牛
に
乗
せ
て
春
の
野
を
行
く
の
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ど
か
な
場
面
一
「
天
神
記
」
三
段
目
冒
頭
の
翻
案
1
に
始
ま
り
、
飛
梅
の

奇
瑞
が
丞
相
を
喜
ば
せ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
平
身
が
都
か
ら
下
っ
て
来
て
、
時

平
が
派
遣
し
た
刺
客
を
捕
え
る
。
こ
の
刺
客
の
白
状
で
、
都
で
は
時
平
が
皇
位

を
奪
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
丞
相
の
柔
和
の
相
貌
が
忽
ち
憤
怒
の

形
相
と
変
る
の
は
こ
の
時
で
、
わ
れ
は
こ
れ
よ
り
天
帝
に
祈
っ
て
雷
神
の
首
領

と
な
り
、
十
六
万
八
千
の
春
曇
を
引
き
つ
れ
て
「
謀
叛
の
奴
原
引
キ
裂
安
ん
」

 
ヘ
 
 
へ

と
荒
れ
の
姿
と
な
る
。
そ
の
時
、
丞
相
は
「
霊
魂
帝
都
に
立
チ
帰
り
帝
を
守
護

し
奉
ら
ん
」
と
言
う
。
雷
神
と
な
る
の
は
「
我
に
憂
か
り
し
」
人
々
へ
の
報
復

の
た
め
で
は
な
く
、
叛
逆
者
時
平
を
諌
識
し
て
帝
を
守
護
す
る
た
め
な
の
で
あ

る
。

 
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
無
論
五
段
目
で
も
貫
か
れ
る
。
桜
丸
の
亡
霊
が
法
性
坊
に
、

「
帝
位
を
奪
ふ
時
平
を
助
ヶ
給
ふ
は
心
得
ず
。
扱
は
貴
僧
も
朝
敵
キ
に
力
を
添

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
た

給
ふ
か
」
と
な
じ
る
と
、
法
性
坊
は
「
か
・
る
天
下
の
怨
共
し
ら
で
。
珠
数

を
け
が
せ
し
勿
体
な
や
」
と
言
っ
て
、
祈
り
を
や
め
て
立
去
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
「
朝
敵
」
で
あ
る
こ
と
が
議
論
の
余
地
な
く
絶
対
的
な
悪
で

あ
る
と
い
う
、
近
世
戯
曲
の
特
に
浄
瑠
璃
に
お
い
て
い
ち
ぢ
る
し
い
理
念
-

作
劇
思
想
1
が
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
る
。

 
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
時
平
は
滅
び
、
丞
相
は
天
満
大
自
在
天
神
と
あ
が

め
ら
れ
、
「
皇
居
の
守
護
神
た
る
べ
し
」
と
の
帝
の
宣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
、
天

神
の
神
徳
が
た
た
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
天
神
記
」
の
項
で
述
べ
た
時
代
物
構

想
の
論
理
に
合
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
冒
頭
の
秩
序
あ
る
治
世
の
崩
壊
、

そ
こ
に
展
開
す
る
忠
臣
の
苦
難
・
犠
牲
、
秩
序
回
復
の
大
団
円
と
い
う
構
想
で

あ
る
。
最
終
場
面
で
舞
台
の
内
裏
が
北
野
天
満
宮
の
社
殿
と
変
ず
る
と
思
わ
れ

る
（
絵
尽
し
参
照
）
の
は
「
天
神
記
」
と
同
様
で
あ
る
が
、
最
後
の
神
徳
を
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ら
び
 
 
 
 
 
さ
か
へ

た
え
る
文
言
に
「
京
に
北
野
難
波
に
天
満
 
神
ン
徳
奇
瑞
並
な
く
。
栄
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

し
ま
す
準
準
神
」
と
あ
っ
て
、
本
身
上
演
の
御
当
地
大
坂
の
観
客
に
対
す
る
挨

へ拶
を
語
り
添
え
て
い
る
の
は
、
同
じ
竹
本
座
上
演
の
「
天
神
記
」
に
は
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。

 
「
手
習
鑑
」
に
は
ま
だ
記
す
べ
さ
こ
と
も
あ
り
、
き
ら
に
こ
の
作
の
系
列
に

は
歌
舞
伎
狂
言
「
天
満
宮
菜
種
御
供
」
（
安
永
六
年
大
坂
角
の
芝
居
上
演
、
並

木
五
瓶
等
作
）
が
あ
る
が
、
既
に
紙
面
が
尽
き
た
。
た
だ
、
こ
う
し
て
見
渡
し

て
み
る
と
、
「
天
神
記
」
が
最
も
豊
富
に
天
神
伝
説
を
戯
曲
化
し
つ
つ
、
伝
説

本
来
の
興
趣
を
よ
く
活
か
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
、
言
い
か
え

れ
ば
、
中
世
以
来
の
天
神
伝
説
の
活
力
と
近
世
の
作
劇
技
法
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
、

冬
作
に
お
い
て
最
も
よ
く
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
筆
を
響
く
。

【
注
】

（
1
）
 
「
『
一
夜
天
神
』
考
」
能
研
究
と
評
論
9
号
、
一
九
八
○
年
。
「
天
神
の
能
」

 
 
芸
能
史
研
究
7
3
号
、
一
九
八
一
年
。

（
2
）
 
「
菅
丞
相
」
の
本
文
は
元
禄
二
年
正
月
林
和
泉
縁
刊
の
番
外
謡
本
に
よ

 
一
る
。

（
3
）
小
田
幸
子
氏
「
天
神
の
能
」
（
注
1
参
照
）
、
天
野
文
雄
氏
「
能
の
童
子
・

 
 
上
」
観
世
昭
和
五
十
五
年
三
月
号
、
村
上
学
氏
「
雷
電
」
観
世
昭
和
五

 
 
十
九
年
七
月
号
。

（
4
）
宮
本
瑞
夫
氏
「
『
天
神
記
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
近
松
論
集
第
五
集
、
一
九

 
 
六
九
年
）
は
、
能
「
菅
丞
相
」
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
「
北
野
天
神
縁
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起
」
か
ら
「
神
道
集
」
、
お
伽
草
子
「
天
神
本
地
」
、
さ
ら
に
「
天
神
記
」

 
 
に
至
る
変
化
を
た
ど
っ
て
、
帝
の
責
任
を
解
除
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と

 
 
を
述
べ
て
い
る
こ
と
と
、
次
に
述
べ
る
「
天
神
記
」
に
お
け
る
「
世
界

 
 
構
造
の
論
理
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
注
意
す
べ
き
論
文

 
 
で
あ
る
。

（
5
）
 
『
菅
家
瑞
応
録
』
の
引
用
は
『
神
道
大
系
（
北
野
）
』
の
翻
刻
に
よ
る
。

（
6
）
三
人
兄
弟
が
重
要
人
物
で
、
そ
の
一
人
が
敵
側
に
所
属
す
る
と
い
う
本

 
 
作
の
構
想
に
は
、
「
鬼
一
法
眼
三
略
巻
」
（
享
保
十
六
年
、
大
坂
竹
本
座

 
 
初
演
）
に
お
け
る
鬼
一
・
鬼
次
郎
・
鬼
三
太
兄
弟
か
ら
の
影
響
も
考
え

 
 
ら
れ
る
。
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天
神
伝
説
と
演
劇


