
日
本
神
道
の
本
当
の
姿
―
―
国
家
神
道
の
虚
偽

は
じ
め
に

神
道
と
聞
け
ば
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
何
か
が
思

い
う
か
ぶ
だ
ろ
う
。
歴
史
的
に
も
紆
余
曲
折
を
経

て
き
た
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
そ
れ
を
措
い
て
、

私
の
経
験
と
日
本
語
そ
の
も
の
か
ら
改
め
て
神
と

神
道
を
と
り
だ
し
た
い
。
結
論
を
言
え
ば
、
日
本

神
道
と
は
、
日
本
語
を
と
お
し
て
古
来
よ
り
い
ま

に
伝
わ
る
人
と
神
が
語
ら
い
生
き
る
道
で
あ
る
。

拡
大
を
旨
と
す
る
資
本
主
義
が
終
焉
に
向
か
う

段
階
に
な
っ
て
、
世
界
各
地
に
排
外
主
義
的
極
右

民
族
主
義
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て

は
、
そ
れ
を
主
導
し
て
い
る
の
が
、
か
つ
て
の
国

家
神
道
の
時
代
へ
の
回
帰
を
掲
げ
る
潮
流
で
あ
る
。

そ
の
国
家
神
道
は
、
後
に
示
す
よ
う
に
、
日
本
神

道
に
背
き
そ
れ
と
は
真
逆
の
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
日
本
神
道
は
、
資
本
主
義
の
次
の
時

代
を
き
り
拓
き
耕
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
の
深

い
智
慧
で
も
あ
る
。
こ
の
智
慧
を
、
日
本
語
の
う

ち
に
読
み
と
り
神
の
こ
と
を
聴
き
と
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。

社
寺
叢
林
に
坐
る

私
は
、
も
う
四
半
世
紀
以
上
、
西
宮
に
あ
る
甑

（
こ
し
き
）
岩
（
写
真
）
と
い
わ
れ
る
巨
岩
の
磐

座
（
い
わ
く
ら
）
を
ご
神
体
と
す
る
越
木
岩
神
社

の
地
元
に
住
ん
で
い
る
。
初
参
り
も
ど
ん
ど
焼
き

に
参
る
の
も
、
毎
年
欠
か
さ
ず
続
け
て
い
る
。

越
木
岩
神
社
を
取
り
ま
く
雑
木
林
は
、
原
生
林

で
あ
る
。
冬
も
葉
を
落
と
さ
な
い
常
緑
の
林
で
あ

る
。
巨
岩
を
囲
む
雑
木
林
の
な
か
に
社
を
置
き
、

そ
れ
を
と
り
ま
く
自
然
の
環
境
を
守
り
、
そ
の
力

へ
の
畏
怖
を
い
だ
き
、
身
近
な
も
の
の
安
寧
、
世

の
平
安
を
願
っ
て
手
を
あ
わ
せ
る
。
こ
の
地
で
、

営
々
と
人
は
祈
り
、
生
活
し
、
命
を
つ
な
い
で
き

た
。

こ
の
よ
う
に
、
磐
座
や
川
や
山
な
ど
そ
の
地
に

あ
る
固
有
の
も
の
を
ご
神
体
と
し
、
そ
れ
を
か
こ

む
鎮
守
の
森
と
と
も
に
、
そ
の
地
の
協
働
体
の
中

心
に
す
え
て
、
人
々
は
力
を
あ
わ
せ
て
生
き
て
き

た
。
森
の
な
か
の
空
間
に
人
が
来
て
坐
り
、
心
を

放
っ
て
自
然
と
そ
れ
を
超
え
た
も
の
を
感
じ
と
り
、

ま
た
そ
の
こ
と
を
聴
く
。
人
が
人
と
し
て
生
き
る

う
え
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
で
あ
っ
た
。

私
に
と
っ
て
、
そ
し
て
神
社
に
参
る
多
く
の
人

に
と
っ
て
、
神
道
は
、
神
と
そ
の
教
え
を
信
じ
る

と
い
う
よ
り
は
、
神
社
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た

風
土
と
そ
れ
に
根
ざ
し
た
生
活
を
受
け
と
め
、
わ

れ
わ
れ
の
生
の
根
拠
を
感
じ
と
り
、
そ
し
て
祈
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
個
人
の
こ
と
で
は
な

く
、
こ
の
よ
う
な
経
験
は
人
々
の
深
い
無
意
識
の

記
憶
と
し
て
蓄
え
ら
れ
、
言
葉
の
基
層
で
伝
え
ら

れ
て
き
た
。

そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
日
本
列
島
に
住
む
も
の
は

神
と
神
道
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
き
た
の
か
を
、

日
本
語
に
お
い
て
確
認
す
る
。
そ
し
て
そ
の
う
え

で
、
こ
の
よ
う
な
人
の
行
い
の
意
味
を
考
え
、
自

己
の
経
験
に
照
ら
し
て
、
神
と
神
道
を
再
定
義
す

る
。
そ
し
て
、
い
ま
神
道
が
語
る
こ
と
を
聴
き
と

り
た
い
。



日
本
語
の
語
る
神

日
本
語
の
語
る
神
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
文
字

の
使
い
方
を
一
つ
決
め
て
お
く
。
「
こ
の
コ
ト
」

を
「
こ
の
『
こ
と
』
と
い
う
言
葉
」
の
意
味
で
用

い
る
。
カ
タ
カ
ナ
を
、
明
ら
か
に
他
言
語
の
固
有

名
の
翻
訳
と
わ
か
る
と
き
以
外
に
、
「
そ
の
音
が

示
す
言
葉
」
を
指
示
す
る
も
と
す
る
。
た
だ
し
、

二
語
以
上
の
こ
と
ば
や
、
漢
字
語
、
そ
し
て
文
章

は
、
か
ぎ
括
弧
を
用
い
る
。

ま
た
「
言
葉
」
と
は
「
こ
と
の
は
」
で
あ
り
、

こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
言
葉
」
は
具
体

的
な
単
語
や
文
章
を
指
す
だ
け
で
な
く
、
「
彼
の

話
す
言
葉
は
日
本
語
で
あ
る
」
の
よ
う
に
そ
の
人

の
語
る
言
葉
そ
れ
自
体
の
意
味
で
も
用
い
る
。

さ
て
、
「
神
」
を
日
本
語
で
は
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
て
き
た
の
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
言
葉

の
も
と
に
生
き
て
き
た
人
々
は
、
何
を
「
神
」
と

言
い
あ
ら
わ
し
て
き
た
の
か
。

言
葉
と
し
て
の
カ
ミ
は
、
大
野
晋
先
生
が
あ
き

ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
タ
ミ
ル
語
に
由
来
す
る
。

そ
の
意
味
は
「
大
き
な
力
を
も
つ
恐
ろ
し
い
存

在
」
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
が
多
く
の
関
連
す
る
言

葉
を
と
も
な
っ
て
、
三
千
年
の
昔
、
水
田
耕
作
と

と
も
に
日
本
列
島
に
伝
わ
っ
た
。

そ
し
て
、
カ
ミ
な
ど
の
言
葉
が
縄
文
時
代
か
ら

の
言
葉
と
混
じ
り
合
い
、
混
成
語
と
し
て
熟
成
す

る
中
で
、
カ
ミ
の
カ
は
ア
リ
カ
や
ス
ミ
カ
の
カ
と

同
じ
く
人
の
生
き
る
場
を
意
味
し
、
ミ
は
ム
の
名

詞
化
で
あ
り
、
ム
は
そ
の
場
を
む
す
ぶ
、
つ
ま
り

そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
を
意
味
し
す
る
よ
う

に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
言
葉
の
混
成
と
熟
成
が
、
三
千
年

前
か
ら
二
千
五
百
年
前
の
日
本
列
島
で
お
こ
な
わ

れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
カ
ミ
は
、
人
の
生
き
る

場
を
む
す
ぶ
も
の
、
つ
ま
り
そ
れ
を
成
り
立
た
せ

て
い
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
カ
ミ
の
基
層
の
意

味
で
あ
る
。

一
方
、
本
居
宣
長
は
カ
ミ
を
、

尋
常
（
よ
の
つ
ね
）
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る

徳
（
こ
と
）
の
あ
り
て
、
可
畏
き
物
を
迦

微
と
は
い
う
な
り
（
『
古
事
記
伝
』
一
の

巻
）

と
定
義
し
て
い
る
。
「
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
」
の
あ

る
「
か
し
こ
き
も
の
」
を
カ
ミ
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
か
し
こ
き
も
の
」
の
モ
ノ
と
は
何
か
。
こ
の

宣
長
の
言
葉
に
お
い
て
大
切
な
こ
と
は
、
モ
ノ
と

コ
ト
と
い
う
言
葉
が
日
本
語
の
構
造
の
う
ち
に
ど

の
よ
う
な
位
置
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

世
界
の
す
べ
て
は
も
の
で
あ
る
。
も
の
ほ
ど
深

く
大
き
い
も
の
は
な
い
。
こ
の
世
界
は
も
の
か
ら

で
き
て
い
る
。
森
羅
万
象
、
す
べ
て
は
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
世
界
で
あ
る
。
も
の
は
存
在
し
、
た

が
い
に
響
き
あ
っ
て
い
る
。
本
居
宣
長
は
「
す
ぐ

れ
た
る
こ
と
」
の
あ
る
も
の
と
し
て
神
を
定
義
し

た
。
こ
の
宣
長
の
定
義
で
は
、
「
す
ぐ
れ
た
る
こ

と
の
あ
る
も
の
」
と
し
て
、
天
皇
も
ま
た
神
た
り

得
る
。
実
際
、
宣
長
は
「
天
皇
は
神
で
あ
る
」
か

ら
さ
ら
に
「
神
は
天
皇
で
あ
る
」
に
至
っ
た
。

で
は
ほ
ん
と
う
に
人
は
神
た
り
得
る
の
か
。
そ

れ
を
考
え
る
た
め
に
、
「
生
き
る
場
を
む
す
ぶ
」

の
意
味
を
い
ま
少
し
深
め
よ
う
。
そ
の
た
め
に
コ

ト
を
深
め
る
。

コ
ト
は
モ
ノ
と
対
に
な
る
言
葉
で
あ
る
。
も
の

は
こ
と
を
内
容
と
し
て
生
成
変
転
す
る
。
人
は
も

の
の
意
味
を
聞
き
と
り
こ
と
と
し
て
つ
か
む
。
人

が
、
も
の
を
、
相
互
に
関
連
す
る
意
味
あ
る
も
の

の
あ
つ
ま
り
と
し
て
つ
か
む
と
き
、
そ
の
つ
か
ん

だ
内
容
が
こ
と
で
あ
る
。

無
秩
序
で
あ
っ
た
も
の
が
意
味
を
も
っ
て
一
つ

に
ま
と
ま
る
こ
と
、
こ
れ
が
コ
ト
の
原
義
で
あ
る
。

言
い
か
え
れ
ば
、
言
葉
に
で
き
る
根
拠
が
こ
と
で

あ
る
。
い
わ
れ
た
こ
と
（
言
）
と
い
わ
れ
る
こ
と

（
事
）
の
さ
ら
に
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
成

り
立
た
せ
て
い
る
、
つ
ま
り
世
界
を
意
味
あ
る
も

の
に
し
て
い
る
働
き
を
い
う
言
葉
で
あ
る
。
コ
ト

は
モ
ノ
と
対
に
な
っ
て
、
日
本
語
で
も
っ
と
も
基

本
に
な
る
言
葉
を
な
し
、
そ
の
意
味
は
深
く
大
き

い
。人

に
と
っ
て
こ
の
世
界
は
、
動
き
、
生
き
、
響

き
あ
い
、
輝
き
、
生
ま
れ
死
に
、
興
り
滅
び
し
て

い
る
。
そ
れ
を
人
は
こ
と
と
し
て
つ
か
む
。
コ
ト



は
、
人
が
自
ら
の
諸
活
動
と
自
ら
が
生
き
る
場
所

に
生
起
す
る
内
容
を
つ
か
も
う
と
す
る
と
き
、
の

べ
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

で
は
、
「
こ
と
と
し
て
つ
か
む
」
の
は
い
か
な

る
働
き
で
あ
る
の
か
。
人
は
こ
の
世
界
の
な
か
で

い
っ
と
き
輝
き
、
そ
し
て
生
を
終
え
て
も
の
に
か

え
る
。
そ
の
い
っ
と
き
を
「
い
の
ち
あ
る
と
き
」

と
い
う
。
い
の
ち
あ
る
と
き
、
そ
れ
を
生
き
る
と

い
う
。

い
の
ち
の
根
源
を
イ
キ
と
表
す
。
こ
れ
が
「
生

き
」
と
「
息
」
に
分
か
れ
た
。
「
生
き
る
」
は
い

き
が
は
た
ら
く
状
態
に
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
の

ち
と
は
、
も
の
と
も
の
の
こ
と
と
、
さ
ら
に
も
の

が
こ
と
に
し
た
が
っ
て
は
た
ら
く
い
き
が
一
つ
に

な
る
場
で
あ
る
。
い
の
ち
を
い
の
ち
と
す
る
こ
の

根
元
的
な
働
き
が
い
き
で
あ
る
。

い
の
ち
の
イ
は
食
べ
物
の
こ
と
で
、
ノ
の
動
作

形
は
ヌ
で
ナ
（
大
地
）
か
ら
も
の
を
得
る
こ
と
。

つ
ま
り
イ
ヌ
は
生
き
る
う
え
で
の
糧
を
得
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
イ
ノ
チ
は
い
き
る
こ
と

の
根
拠
と
し
て
の
は
た
ら
き
を
表
す
。
そ
れ
が
い

の
ち
で
あ
る
。
い
の
ち
は
も
の
の
一
つ
の
存
在
形

式
で
あ
る
。
も
の
が
い
き
の
は
た
ら
き
に
よ
り

「
こ
と
と
し
て
つ
か
ま
れ
る
」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
語
を
読
ん
だ
う
え
で
、
私
自

身
の
来
し
方
を
ふ
ま
え
て
「
神
」
を
定
義
す
る
。

人
の
生
き
る
場
を
む
す
ぶ
も
の
と
は
、
も
の
が

い
き
を
根
幹
に
し
て
「
も
の
、
こ
と
、
い
き
」
の

構
造
に
お
い
て
存
在
す
る
と
き
、
こ
の
存
在
を
成

り
立
た
せ
る
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ

る
。
生
き
も
の
を
生
き
も
の
た
ら
し
め
る
根
源
的

な
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
、
こ
れ
が
「
神
」
の
定

義
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
の
い
の
ち
を
成
り
立
た
せ
る
の
も

の
と
し
て
の
神
で
あ
り
、
そ
の
故
に
人
そ
の
も
の

は
神
で
は
な
い
。

私
た
ち
は
、
こ
の
「
い
の
ち
の
不
思
議
」
に
出

会
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
な
り
た
た
せ
る
も
の
と
し

て
の
神
の
は
た
ら
き
を
「
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
」
と

し
て
、
実
感
す
る
。
神
は
か
し
こ
き
も
の
、
恐
ろ

し
い
も
の
で
あ
る
。
雷
（
カ
ミ
ナ
リ
）
は
ま
さ
に

神
の
鳴
り
で
あ
り
、
成
り
で
あ
り
、
怒
れ
る
神
で

あ
っ
た
。
人
は
心
に
願
う
こ
と
が
か
な
う
よ
う
に

神
に
祈
る
。
心
か
ら
祈
る
と
き
「
す
ぐ
れ
た
る
こ

と
」
の
あ
る
神
は
、
そ
の
願
い
を
か
な
え
る
。

い
の
ち
あ
る
も
の
と
し
て
の
人
は
、
世
界
か
ら

も
の
を
受
け
と
り
生
き
る
。
そ
れ
が
は
た
ら
く
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
場
は
い
の
ち
が
響
き
あ

い
輝
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
と
人
は
こ
と
を
わ
り

あ
い
力
を
あ
わ
せ
て
は
た
ら
く
。
人
は
心
か
ら
語

ら
い
協
働
す
る
こ
と
で
人
に
な
る
。

神
道

神
道
と
は
こ
の
よ
う
な
、
神
と
の
語
ら
い
と
そ

の
人
の
行
い
で
あ
る
。
こ
れ
が
神
道
の
定
義
で
あ

る
。
行
い
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
道
」
な
の
で
あ
る
。

生
産
の
不
思
議
を
聴
き
と
り
、
語
ら
い
、
い
の
ち

あ
る
も
の
の
安
寧
と
五
穀
の
豊
穣
を
、
畏
怖
を
も

っ
て
祈
る
こ
と
、
こ
れ
が
神
道
で
あ
る
。

人
は
、
言
葉
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
こ
の
智

慧
を
受
け
継
ぎ
人
間
と
し
て
の
考
え
る
力
を
獲
得

し
、
そ
し
て
成
長
す
る
。
成
長
の
過
程
で
身
に
つ

け
た
言
葉
は
、
そ
の
人
の
考
え
る
力
の
土
台
で
あ

る
。
神
道
と
は
、
言
葉
に
蓄
え
ら
れ
て
き
た
智
慧

を
時
代
の
求
め
に
応
じ
て
と
り
だ
し
、
明
ら
か
に

す
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
な
ら
ば
、
日
本
神
道
と
は
日
本
語
が
そ
の
言
葉

の
仕
組
み
を
と
お
し
て
伝
え
る
神
の
道
で
あ
る
。

神
道
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古

い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
こ
こ
で
改
め
て

定
義
す
る
こ
と
の
意
味
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

う
し
て
、
神
道
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。

七
世
紀
に
な
っ
て
統
一
国
家
が
で
き
た
こ
ろ
、

国
家
統
一
の
た
め
に
い
わ
ゆ
る
記
紀
神
話
と
い
う

物
語
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
神
の
よ
り
し
ろ

と
し
て
の
神
社
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
に
再
編
さ
れ
、

古
来
よ
り
の
御
神
体
に
あ
わ
せ
て
、
物
語
に
由
来

す
る
新
た
な
神
が
ま
つ
ら
れ
て
ゆ
く
。
神
社
を
支

配
体
系
に
組
み
込
も
う
と
す
る
力
と
、
そ
の
土
地

の
神
を
ま
つ
る
神
社
と
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
の
矛
盾

も
お
こ
り
、
そ
の
関
係
も
世
の
変
化
に
あ
わ
せ
て

さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
基
底
に

は
や
は
り
今
に
続
く
日
本
神
道
が
あ
る
。



あ
の
す
な
お
な
心

日
本
列
島
に
お
い
て
は
、
律
令
制
の
時
代
よ
り
、

現
実
の
宗
教
は
つ
ね
に
国
家
の
支
配
制
度
の
一
部

で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
神
道
と
佛
道
は
互
い

に
位
置
づ
け
あ
い
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
を
も
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
神
仏
習
合
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
幕
末
の
討
幕
運
動
は
神
仏
分
離
を
掲

げ
る
。
そ
れ
も
ま
た
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
の
幕
藩
体
制
の
も
と
で
、
寺
は
宗
門
改

め
や
宗
門
人
別
帳
な
ど
に
よ
っ
て
、
民
百
姓
の
管

理
を
行
い
、
封
建
支
配
体
制
の
末
端
を
担
っ
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
討
幕
運
動
が
、
幕
藩
体
制
の

も
と
に
あ
る
寺
か
ら
神
道
を
切
り
離
す
こ
と
を
掲

げ
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
徳
川
家
康
に
は
じ
ま
る
江
戸
幕
府
は
、

天
皇
を
擁
し
て
自
ら
の
権
力
と
政
治
支
配
を
確
立

し
た
。
幕
府
は
朝
廷
に
小
大
名
な
み
の
御
料
（
領

地
）
と
公
家
領
を
あ
た
え
、
幕
府
の
援
助
で
祭
司

的
行
事
と
、
天
皇
制
は
残
し
た
。
し
か
し
幕
府
は

天
皇
が
政
治
上
の
実
権
を
も
つ
こ
と
は
許
さ
ず
、

朝
廷
を
厳
し
い
統
制
下
に
置
い
た
。
天
皇
は
名
目

的
な
作
暦
、
改
元
、
叙
位
任
官
の
祭
司
的
役
割
を

保
持
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
封
建
幕
府
の
時
代
に
、
歴
史
の
要

求
に
こ
た
え
て
出
て
き
た
新
し
い
思
想
こ
そ
、
一

君
万
民
の
古
代
へ
立
ち
返
れ
、
と
い
う
皇
国
思
想

で
あ
っ
た
。
一
七
〇
〇
年
代
に
本
居
宣
長
が
説
い

た
の
は
、
日
本
国
は
神
の
国
で
あ
り
、
神
は
天
皇

で
あ
る
。
故
に
神
た
る
天
皇
こ
そ
唯
一
の
統
治
者

で
あ
り
、
そ
の
神
の
前
で
は
万
民
は
平
等
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
天
皇
を
実
権
の
な
い
も

の
に
祭
り
あ
げ
て
き
た
徳
川
封
建
制
に
対
す
る
批

判
で
あ
り
、
反
逆
で
あ
っ
た
。
一
君
万
民
思
想
は

徳
川
時
代
の
封
建
身
分
制
度
を
内
部
か
ら
破
砕
す

る
。人

が
神
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
わ
れ
わ
れ
が

定
義
し
た
神
道
の
も
の
で
は
な
い
。
人
は
神
の
言

葉
を
聴
く
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
神
が
人

に
憑
い
て
言
葉
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
は

神
で
は
あ
り
え
な
い
。
本
居
宣
長
の
言
説
に
は
、

深
い
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
。
同
時
に
、
彼
を
し

て
こ
の
よ
う
に
言
わ
し
め
た
、
封
建
体
制
の
閉
塞

を
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
情
念
も
ま
た
、
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
平
田
篤
胤
は
、
天
皇
の
も
と
に
お
け

る
人
民
の
平
等
を
「
御
国
の
御
民
」
と
し
て
の
べ

て
ゆ
く
。
一
君
万
民
思
想
の
さ
ら
な
る
展
開
で
あ

っ
た
。
篤
胤
自
身
は
幕
藩
体
制
そ
れ
自
体
を
否
定

し
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
古
の
人
間
に
託
し
て

人
間
の
生
き
方
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

江
戸
幕
府
を
支
え
て
き
た
儒
教
的
、
朱
子
学
的
世

界
観
を
一
掃
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

一
君
の
も
と
に
お
け
る
万
民
の
平
等
と
い
う
思
想

は
、
必
然
的
に
そ
れ
を
抑
圧
す
る
幕
藩
体
制
へ
の

批
判
を
内
包
し
た
。

平
田
国
学
は
一
つ
の
大
き
な
政
治
的
社
会
的
力

と
な
っ
た
。
篤
胤
は
全
国
に
四
千
人
を
越
え
る
弟

子(

死
後
の
弟
子
を
含
め)

を
も
ち
、
そ
の
膨
大
な

つ
な
が
り
は
、
幕
藩
体
制
に
か
わ
る
世
を
求
め
る

運
動
の
基
盤
と
な
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
幕
府
は

倒
れ
、
明
治
時
代
と
な
る
。

倒
幕
に
総
て
を
託
し
た
志
士
た
ち
が
願
っ
た
こ

と
を
、
島
崎
藤
村
は
そ
の
著
『
夜
明
け
前
』
で
、

主
人
公
青
山
半
蔵
の
青
年
時
代
の
言
葉
と
し
て
次

の
よ
う
に
言
う
。

古
代
の
人
に
見
る
よ
う
な
あ
の
直
ぐ
な
心

は
、
も
う
一
度
こ
の
世
に
求
め
ら
れ
な
い

も
の
か
。
ど
う
か
し
て
自
分
ら
は
あ
の
出

発
点
に
帰
り
た
い
。
そ
こ
か
ら
も
う
一
度

こ
の
世
を
見
直
し
た
い
。

ま
た
藤
村
は
、
晩
年
の
半
蔵
に
は
「
古
代
の
人

に
見
る
よ
う
な
あ
の
素
直
な
心
」
と
言
わ
せ
て
い

る
。
「
あ
の
す
な
お
な
心
」
こ
そ
、
島
崎
藤
村
が

い
ま
に
残
し
た
貴
い
言
葉
で
あ
る
。
封
建
体
制
を

打
ち
破
り
、
そ
の
も
と
で
押
し
込
め
ら
れ
て
き
た

人
の
心
を
解
き
放
ち
た
い
、
こ
れ
が
倒
幕
に
生
涯

を
捧
げ
た
志
士
た
ち
の
心
で
あ
り
、
そ
の
彼
ら
が

願
っ
た
こ
と
こ
そ
、
「
あ
の
す
な
お
な
心
」
で
あ

る
。
神
社
を
寺
か
ら
切
り
離
し
、
「
あ
の
す
な
お



な
心
」
を
世
に
と
り
も
ど
し
た
い
。
こ
う
考
え
た

も
の
た
ち
が
、
倒
幕
に
立
ち
あ
が
っ
た
。

だ
が
、
明
治
維
新
の
現
実
は
国
学
の
徒
の
夢
を

裏
切
っ
て
い
く
。
明
治
維
新
か
ら
百
五
十
年
、
実

に
世
は
ま
だ
夜
明
け
前
の
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
雑
誌
『
日
本
主
義
』

（
第
三
六
号
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
）
に
寄
稿
し

た
「
い
ま
『
夜
明
け
前
』
を
読
む
」
を
見
ら
れ
た

い
。
こ
の
一
文
は
、
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
の
青
空
学
園

日
本
語
科
（
検
索
）
に
も
収
納
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
改
め
て
こ
の

「
す
な
お
な
心
」
定
義
し
よ
う
。

人
は
、
い
の
ち
の
不
思
議
に
出
会
っ
た
と
き
に
、

身
を
た
だ
し
心
を
た
だ
し
て
、
深
く
祈
る
。
そ
の

神
の
前
で
の
す
な
お
さ
、
こ
れ
が
「
古
代
の
人
に

見
る
よ
う
な
あ
の
す
な
お
な
心
」
の
基
本
の
意
味

で
あ
る
。
人
と
人
は
こ
と
を
わ
り
あ
い
力
を
あ
わ

せ
て
は
た
ら
く
。
人
は
語
ら
い
協
働
す
る
こ
と
で

人
に
な
る
。
そ
の
人
と
人
の
素
直
な
語
ら
い
の
心

こ
そ
「
あ
の
す
な
お
な
心
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
意

味
で
あ
る
。

神
の
言
葉
を
聴
け

日
本
が
国
家
と
し
て
統
一
さ
れ
た
天
平
の
頃
か

ら
平
安
初
期
に
は
じ
ま
り
、
今
日
ま
で
、
神
社
は

国
家
の
支
配
を
受
け
て
き
た
。
延
喜
式
神
名
帳
は
、

当
時
官
社
に
指
定
さ
れ
て
い
た
全
国
の
神
社
一
覧

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
官
社
と
、
官
社
で
な
い

地
域
の
神
社
が
、
江
戸
時
代
ま
で
は
併
存
し
て
き

た
。明

治
維
新
は
、
青
山
半
蔵
と
国
学
の
徒
の
夢
を

裏
切
っ
て
成
立
し
た
。
明
治
維
新
は
、
幕
府
体
制

の
末
端
を
に
な
っ
て
い
た
寺
を
明
治
元
年
の
神
仏

分
離
令
で
廃
仏
毀
釈
の
も
と
に
国
家
か
ら
切
り
離

し
た
。
ま
た
、
明
治
五
年
に
は
修
験
禁
止
令
が
出

さ
れ
、
神
仏
習
合
の
修
験
道
も
禁
止
さ
れ
た
。

そ
し
て
今
度
は
神
社
が
国
家
に
組
み
こ
ま
れ
、

国
家
神
道
と
な
る
。
大
き
な
神
社
に
は
国
家
神
道

の
も
と
に
入
る
必
然
性
が
あ
っ
た
。
国
家
神
道
は
、

日
本
神
道
本
来
の
「
場
を
む
す
ぶ
神
」
を
「
国
家

を
む
す
ぶ
天
皇
」
に
置
き
か
え
る
こ
と
で
成
立
し

た
。
む
す
ぶ
も
の
は
神
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、

「
神
と
し
て
の
天
皇
」
と
い
う
虚
構
を
立
て
た
。

こ
れ
は
ま
さ
に
虚
構
で
あ
り
、
日
本
神
道
本
来
の

教
え
に
根
底
か
ら
背
く
も
の
で
あ
る
。

明
治
政
府
は
神
社
の
国
家
統
制
を
強
め
、
神
社

合
祀
令
に
よ
り
地
域
の
神
社
を
国
家
の
下
に
整
理

し
よ
う
と
し
た
。
南
方
熊
楠
ら
の
民
俗
学
者
が
こ

れ
に
反
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
も
反
対
の
運

動
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
大
正
九
年
、
貴
族

院
は
合
祀
令
の
廃
止
を
議
決
す
る
。
そ
れ
ま
で
の

十
数
年
間
、
全
国
二
〇
万
社
の
中
の
七
万
社
が
破

壊
さ
れ
、
多
く
の
鎮
守
の
森
が
失
わ
れ
た
。
こ
こ

で
失
わ
れ
た
も
の
は
ほ
ん
と
う
に
大
き
く
、
取
り

か
え
し
は
つ
か
な
い
。

こ
う
し
て
全
国
の
神
社
が
国
家
神
道
の
も
と
に

お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
国
家
神
道
は
、
国
家

を
第
一
に
し
て
人
を
第
二
と
し
、
実
際
に
は
、
国

家
の
戦
争
に
人
々
を
動
員
す
る
た
め
の
役
割
を
は

た
し
た
。
そ
し
て
つ
い
に
あ
の
十
五
年
戦
争
に
至

る
。
南
太
平
洋
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
、
東
北
ア
ジ
ア
、

中
国
大
陸
と
朝
鮮
半
島
、
い
わ
ば
日
本
列
島
に
住

む
も
の
の
祖
先
の
地
の
す
べ
て
に
兵
を
進
め
、
そ

し
て
敗
北
し
た
。

戦
後
体
制
は
、
天
皇
を
「
象
徴
」
と
位
置
づ
け

て
き
た
。
こ
れ
は
「
国
家
を
む
す
ぶ
天
皇
」
を
さ

ら
に
「
国
民
を
む
す
ぶ
天
皇
」
に
置
き
か
え
た
も

の
に
他
な
ら
な
い
。
天
皇
は
、
神
の
言
葉
を
聴
き
、

そ
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
、
人
々
を
む
す
ぶ
た
め

に
は
た
ら
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

神
道
に
お
い
て
は
、
天
皇
も
ま
た
日
本
語
と
日
本

神
道
の
下
に
あ
り
、
神
の
前
で
す
べ
て
の
人
は
同

じ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
あ
る
血
脈
の
も
の
が
そ
の

ゆ
え
に
「
国
民
を
む
す
ぶ
」
は
た
ら
き
を
す
る
と

い
う
考
え
は
神
道
の
も
の
で
は
な
い
。
「
む
す

ぶ
」
こ
と
と
「
人
間
天
皇
が
そ
れ
を
す
る
」
こ
と

の
間
に
も
深
い
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
。

戦
後
政
治
は
国
家
神
道
を
根
底
か
ら
見
直
す
こ

と
が
な
い
ま
ま
に
は
じ
ま
っ
た
。
そ
れ
に
対
応
し

て
、
戦
争
責
任
も
ま
た
内
部
か
ら
問
わ
れ
る
こ
と

な
く
、
明
治
維
新
の
の
ち
に
成
立
し
た
官
僚
制
な

ど
の
基
礎
組
織
は
そ
の
ま
ま
残
っ
た
。
そ
し
て
、

あ
れ
だ
け
「
鬼
畜
米
英
を
撃
て
」
と
国
民
を
動
員



し
て
お
き
な
が
ら
、
戦
後
は
一
転
、
対
米
隷
属
の

政
治
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
の
核
戦
略
の
一
環
と
し

て
地
震
列
島
に
原
発
を
い
く
つ
も
作
り
、
つ
い
に

福
島
の
核
惨
事
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
列
島
弧
に
く
ら
す
も
の
は
、
福
島
原
発
核

惨
事
に
、
日
本
神
道
の
原
点
に
立
ち
か
え
れ
と
い

う
神
の
言
葉
を
聴
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
今

の
世
の
有
り
様
を
顧
み
よ
。
こ
の
と
き
、
今
日
の

問
題
に
即
し
て
日
本
神
道
の
教
え
る
こ
と
は
、
次

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

第
一
に
、
人
は
、
た
が
い
に
人
と
し
て
の
尊
厳

を
認
め
あ
い
、
敬
い
、
い
た
わ
り
あ
え
。
人
の
さ

ま
ざ
ま
な
力
は
、
け
っ
し
て
私
の
も
の
で
は
な
い
。

世
に
還
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
を
育
て
、

人
に
支
え
ら
れ
る
世
を
生
み
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

今
日
の
日
本
は
、
人
を
金
儲
け
の
資
源
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
神
道
に
背
く
。

第
二
に
、
言
葉
を
慈
し
め
。
人
は
言
葉
に
よ
っ

て
力
を
あ
わ
せ
て
生
き
て
き
た
。
言
葉
は
仕
組
み

を
も
つ
。
新
た
な
言
葉
は
、
そ
の
仕
組
に
根
ざ
し

て
定
義
さ
れ
ね
ば
意
味
が
定
ま
ら
な
い
。
近
代
日

本
の
言
葉
の
多
く
は
こ
の
根
を
も
た
な
い
。
こ
れ

で
は
若
者
の
考
え
る
力
が
育
た
ず
、
学
問
の
根
は

浅
く
、
人
を
動
か
す
力
も
弱
い
。
も
う
い
ち
ど
近

代
日
本
語
を
見
直
せ
。

第
三
に
、
も
の
は
み
な
共
生
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
い
の
ち
あ
る
も
の
は
、
互
い
を
敬
い
大
切

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
里
山
と
社
寺
叢
林
と

そ
し
て
そ
こ
に
生
き
る
も
の
た
ち
を
大
切
に
せ
よ
。

無
言
で
立
つ
木
々
の
こ
と
を
聴
け
。
金
儲
け
を
第

一
に
動
か
す
か
ぎ
り
原
発
は
か
な
ら
ず
い
の
ち
を

侵
す
。
す
べ
か
ら
く
運
転
を
停
止
し
、
後
の
処
理

に
知
恵
を
絞
れ
。

第
四
に
、
も
の
を
み
な
循
環
さ
せ
よ
。
使
い
捨

て
拡
大
し
な
け
れ
ば
存
続
し
得
な
い
現
代
の
資
本

主
義
は
終
焉
す
る
。
人
に
と
っ
て
経
済
は
、
人
と

し
て
生
き
る
た
め
の
方
法
で
あ
っ
て
、
目
的
で
は

な
い
。
人
が
人
と
し
て
互
い
に
敬
い
協
働
す
る
。

人
と
い
の
ち
の
共
生
の
た
め
に
こ
そ
、
経
済
は
あ

る
。
経
済
が
第
一
の
い
ま
の
世
を
、
人
が
第
一
の

世
に
転
換
せ
よ
。

第
五
に
、
た
が
い
の
神
道
を
尊
重
し
、
認
め
あ

っ
て
共
生
せ
よ
。
神
の
こ
と
を
聴
き
、
そ
し
て
話

し
あ
え
ば
途
は
ひ
ら
け
る
。
国
家
は
方
法
で
あ
っ

て
目
的
で
は
な
い
。
戦
争
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

戦
争
は
い
の
ち
と
日
々
の
暮
ら
し
を
破
壊
す
る
。

ま
し
て
戦
争
で
儲
け
て
は
な
ら
な
い
。
専
守
防
衛
、

戦
争
放
棄
、
こ
れ
を
か
た
く
守
れ
。

以
上
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
家
神
道
に

回
帰
し
よ
う
と
す
る
神
社
本
庁
と
日
本
会
議
、
そ

れ
に
操
ら
れ
る
も
の
た
ち
は
、
こ
の
日
本
神
道
の

教
え
と
真
逆
の
政
治
を
お
こ
な
い
、
排
外
主
義
と

軍
事
主
義
を
あ
お
り
、
そ
れ
が
二
〇
一
七
年
の
日

本
政
治
を
主
導
し
て
い
る
。

か
つ
て
人
々
は
、
日
本
神
道
の
も
と
に
、
循
環

す
る
共
生
の
世
を
生
き
て
き
た
。
こ
れ
を
現
代
に

お
い
て
見
直
し
取
り
も
ど
そ
う
。
こ
う
し
て
、
閉

塞
し
た
現
代
日
本
の
旧
体
制
を
う
ち
破
ろ
う
。
そ

し
て
、
国
家
を
超
え
て
た
が
い
の
固
有
性
を
尊
重

し
あ
う
普
遍
の
場
が
、
こ
の
未
曾
有
の
困
難
の
な

か
か
ら
生
ま
れ
る
。

今
の
日
本
の
為
政
者
や
東
電
幹
部
に
は
、
福
島

原
発
核
惨
事
で
、
周
り
の
環
境
や
多
く
の
生
き
物
、

そ
し
て
人
々
を
損
ね
大
き
な
傷
手
を
負
わ
せ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
、
畏
れ
の
気
持
ち
が
ま
っ
た
く
な

い
。
神
を
恐
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
政
治
で
あ
る
。

福
島
原
発
核
惨
事
に
神
の
言
葉
を
聴
き
と
り
、
そ

れ
を
ふ
ま
え
て
こ
の
地
点
か
ら
、
大
き
な
も
の
へ

の
畏
怖
を
失
わ
な
い
政
治
へ
と
、
転
換
し
て
ゆ
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

日
本
神
道
の
教
え
を
す
な
お
な
心
で
聴
き
と
り
、

も
の
み
な
共
生
し
循
環
す
る
新
し
い
世
を
ひ
ら
け
。


