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一
　
は
じ
め
に

　
本
書
は
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
１
）

が
基
に
な
っ
た
論
集
で
あ
る
。「
偽
史
」
と
い
う
、普
通
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
世
界
か
ら
は
顧
み
ら
れ
な
い
も
の
を
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
オ
ー

ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
言
説
が
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
紡
が
れ
る
の
か
、
な

ぜ
今
も
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
分
野
に
お
い
て
は
隠
然
た
る
力
を
持
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
共
通
基
盤
と
し
、
そ
の
生
成
過
程

や
受
容
を
近
現
代
の
日
本
社
会
の
問
題
と
捉
え
返
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

実
例
を
併
置
し
て
比
較
検
討
し
た
、
史
学
史
の
一
つ
の
成
果
と
言
え

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
各
論
考
の
要
点
を
掻
い
摘
ん
で
紹

介
し
、
こ
の
論
集
の
成
果
や
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
申
し
述
べ
た
い

と
思
う
。

二
　
本
書
の
内
容

　
馬
部
隆
弘
「
偽
文
書
「
椿
井
文
書
」
が
受
容
さ
れ
る
理
由
」
は
、

山
城
国
相
楽
郡
椿
井
村
出
身
の
椿
井
政
隆
な
る
江
戸
時
代
の
人
物
が

中
世
の
文
書
を
江
戸
時
代
に
写
し
た
と
い
う
体
裁
で
次
々
と
「
椿
井

文
書
」
と
い
う
偽
文
書
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
受
容
さ
れ
た
歴
史
的
背

景
を
探
っ
て
い
る
。
既
に
刊
行
さ
れ
た
確
か
な
史
書
を
補
う
よ
う
な

形
の
も
の
を
偽
作
し
、
相
互
に
信
憑
性
を
補
完
す
る
よ
う
な
関
係
に

持
ち
込
む
と
い
う
の
が
椿
井
の
よ
く
行
っ
た
手
法
で
あ
り
（
自
ら
の

文
書
相
互
を
関
連
づ
け
る
こ
と
も
し
た
）、
各
地
域
で
描
い
た
歴
史

を
興
福
寺
の
末
寺
帳
「
興
福
寺
官
務
牒
疏
」
で
総
合
し
、
そ
れ
ら
し

い
体
裁
を
整
え
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
「
古
い
来
歴
へ
の
欲
望
」
に

応
じ
た
が
ゆ
え
に
、
椿
井
文
書
は
流
通
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
近
代

に
な
っ
て
も
流
布
し
、
疑
わ
れ
つ
つ
も
実
際
に
地
域
に
利
益
を
も
た

ら
す
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
は
、
近
代

に
な
っ
て
一
旦
活
字
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
古
文
書
学
の
経
験
を
持

つ
も
の
な
ら
容
易
に
見
破
れ
る
椿
井
文
書
の
偽
書
性
が
後
景
に
退

き
、
自
治
体
史
に
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
弊
害
さ
え
生
ま
れ
た
。
こ

れ
は
蛸
壺
型
の
歴
史
学
お
よ
び
研
究
者
自
体
に
も
問
題
が
あ
る
と
馬

部
は
指
摘
す
る
。

書
　
評

小
澤
実 
編

『
近
代
日
本
の
偽
史
言
説
―
歴
史
語
り
の
イ
ン
テ

レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー 

』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）

川
瀬
　
貴
也
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三
ツ
松
誠
「
神
代
文
字
と
平
田
国
学
」
で
は
、タ
イ
ト
ル
の
通
り
、

「
偽
史
」「
偽
書
」
に
は
欠
か
せ
な
い
「
神
代
文
字
」
が
扱
わ
れ
て
い

る
。
平
田
篤
胤
が
数
種
類
の
「
神
代
文
字
」
を
信
奉
し
た
こ
と
は
つ

と
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
師
で
あ
る
本
居
宣
長
と
は
正
反
対

の
学
的
態
度
で
あ
る
。
篤
胤
は
異
国
風
の
科
学
知
の
内
容
を
肯
定
し

た
上
で
、
こ
ち
ら
が
似
て
い
る
の
で
は
な
く
あ
ち
ら
が
日
本
に
似
て

い
る
の
だ
と
主
客
を
逆
転
さ
せ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
偽
史
的
想
像

力
」
か
ら
、
優
れ
た
も
の
は
全
て
日
本
由
来
で
、
そ
れ
が
外
国
に
伝

播
し
た
の
だ
と
い
う
説
を
構
築
し
た
。
こ
の
よ
う
な
心
性
は
そ
の
後

継
者
た
ち
に
継
承
さ
れ
、
近
代
的
偽
史
の
祖
型
と
な
っ
た
と
三
ツ
松

は
指
摘
す
る
。

　
永
岡
崇
「
近
代
竹
内
文
献
と
い
う
出
来
事
―
“
偽
史
”
の
成
生
と

制
度
へ
の
問
い
」
で
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
最
大
の
偽
書
の
一
つ

「
竹
内
文
献
（
天
津
教
文
献
）」
を
め
ぐ
る
人
び
と
の
動
き
を
活
写
す

る
。
こ
の
偽
書
は
天
津
教
と
い
う
宗
教
の
信
者
の
み
な
ら
ず
、
目
的

や
関
心
を
異
に
す
る
個
人
や
団
体
の
活
動
の
動
機
付
け
、
根
拠
を
与

え
た
。
つ
ま
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
宗
教
文
化
運
動
を
惹
起
し
た
の

が
こ
の
偽
書
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
書
を
否
定
す
る
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
世
界
と
は
別
の
流
通
圏
を
構
築
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
天
津
教
教
祖
の
竹
内
巨
麿
は
昭
和
初
期
か
ら
、
自
身
の
家
に
伝

承
し
た
と
称
す
る
文
書
類
を
公
開
し
始
め
、
そ
れ
を
目
当
て
に
日
猶

同
祖
論
者
酒
井
勝か
つ
と
き軍
ら
、
外
部
の
「
シ
ン
パ
」
が
訪
問
し
た
。
こ
の

文
書
の
「
研
究
家
」
た
ち
は
活
動
を
続
行
さ
せ
、
一
九
三
五
年
に
は

青
森
県
戸
来
村
で
、
い
わ
ゆ
る
「
キ
リ
ス
ト
の
墓
」
を
発
見
す
る
に

い
た
る
。
こ
の
よ
う
な
荒
唐
無
稽
な
文
書
が
珍
重
さ
れ
た
原
因
と
し

て
、
記
紀
神
話
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
当
時
の
国
際
情
勢
へ
の
対
応

（
日
本
の
対
外
進
出
）
や
そ
の
正
統
性
を
補
う
も
の
と
し
て
受
容
さ

れ
た
側
面
が
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
も
そ
も
竹
内
文
献
の
性
格
も
、
竹

内
が
「
客
人
の
求
め
る
も
の
」
を
差
し
出
す
と
い
う
構
造
に
な
っ
て

い
た
と
永
岡
は
指
摘
す
る
。
ま
た
永
岡
は
、
竹
内
文
献
の
信
奉
者
た

ち
が
、「
竹
内
は
た
だ
の
伝
承
者
」
と
し
て
彼
の
主
体
性
を
あ
る
意

味
否
定
し
た
の
に
比
し
て
、
取
り
締
ま
っ
た
り
竹
内
文
献
を
否
定
す

る
側
が
「
竹
内
は
偽
造
者
で
あ
る
」
と
い
う
主
体
性
を
回
復
さ
せ
る

皮
肉
な
構
図
が
あ
っ
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

　
長
谷
川
亮
一
「「
日
本
古
代
史
」
を
語
る
と
い
う
こ
と
―
「
肇
国
」

を
め
ぐ
る
「
皇
国
史
観
」
と
「
偽
史
」
の
相
剋
」
で
は
、
一
九
二
〇

年
代
以
降
の
「
皇
国
史
観
」
と
「
偽
史
」
の
緊
張
関
係
を
題
材
に
、「
偽

史
」
と
い
う
言
葉
の
来
歴
自
体
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
ず
戦
前
の
議

論
を
顧
み
る
と
、
神
代
文
字
に
代
表
さ
れ
る
「
偽
史
」
に
対
し
て
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
か
ら
厳
し
い
反
発
が
生
じ
た
が
、
こ
れ
は
学
問
的
な
正

確
さ
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
偽
史
自
体
が
皇
室
の
尊
厳
を
冒

す
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
「
正
統
」
を
自

認
す
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
「
歴
史
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た

歴
史
観
に
基
づ
い
て
歴
史
事
実
そ
の
も
の
を
取
捨
選
択
す
る
「
皇
国
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史
観
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
神
武
天

皇
の
即
位
の
「
肇
国
」
を
説
く
際
に
は
「
上
代
史
は
合
理
主
義
を
以

て
研
究
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
非
ず
（
西
田
直
二
郎
）」
と
述
べ
ね

ば
な
ら
ぬ
窮
地
に
陥
り
、
こ
の
よ
う
な
脆
弱
さ
が
偽
史
の
は
び
こ
る

一
因
と
も
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
に
な
っ
て
か
ら

の
「
古
代
史
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
動
き
も
、「
日
本
」

と
い
う
国
家
の
枠
組
み
が
連
綿
と
続
い
て
き
た
前
提
を
持
ち
続
け
る

限
り
、
皇
国
史
観
に
似
た
性
格
の
も
の
を
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
は
、
と
長
谷
川
は
危
惧
を
述
べ
て
い
る
。

　
石
川
巧
「
戦
時
下
の
英
雄
伝
説
―
小
谷
部
全
一
郎
『
成
吉
思
汗
は

義
経
な
り
』（
興
亜
国
民
版
）
を
読
む
」
は
、「
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
＝
源

義
経
」
と
い
う
説
を
流
布
し
た
小
谷
部
全
一
郎
を
取
り
上
げ
、
戦
時

期
に
こ
の
本
が
復
刊
さ
れ
た
こ
と
や
、
満
州
国
建
国
の
前
後
に
類
書

を
立
て
続
け
に
上
梓
し
た
こ
と
な
ど
、
彼
の
言
説
が
当
時
の
日
本
帝

国
の
欲
望
と
接
続
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
当
時
の

民
俗
学
の
方
法
に
平
仄
を
合
わ
せ
た
彼
の
「
現
地
調
査
」
は
、
口
伝

を
軽
視
し
、
文
献
史
料
を
偏
重
す
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
へ
の
対
抗
で
も

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
高
尾
千
津
子
「
ユ
ダ
ヤ
陰
謀
説
―
日
本
に
お
け
る
「
シ
オ
ン
議
定

書
」
の
伝
播
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ユ
ダ
ヤ
陰
謀
論
」
の
元
ネ
タ
と
し

て
世
界
中
に
流
布
し
た
「
シ
オ
ン
長
老
の
議
定
書
（
２
）
」
が
日
本
に
ど
の

よ
う
な
ル
ー
ト
で
入
り
受
容
さ
れ
た
（
３
）
か
を
探
っ
て
い
る
。
日
本
に
は

ほ
と
ん
ど
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
民
が
存
在
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
何
故
か
日
本
に
お
い
て
は
ユ
ダ
ヤ
陰
謀
論
が
猖
獗
を
極
め
て
い

る
。
こ
の
不
可
解
な
事
態
は
、
そ
の
淵
源
を
ロ
シ
ア
革
命
と
シ
ベ
リ

ア
出
兵
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ベ
リ
ア
出
兵
を
契
機
に
、
反
ボ

ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
「
反
過
激
派
」
宣
伝
と
と
も
に
ユ
ダ
ヤ
陰
謀
説
が

派
遣
軍
を
通
じ
て
日
本
に
流
入
し
た
が
、
日
本
に
お
い
て
は
外
来
思

想
の
脅
威
を
説
明
す
る
た
め
に
、
日
本
を
脅
か
す
外
来
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
導
入
さ
れ
た
と
高
尾
は
見
る
。

　
山
本
伸
一
「
酒
井
勝
軍
の
歴
史
記
述
と
日
猶
同
祖
論
」
は
、
戦
前

の
日
猶
同
祖
論
且
つ
一
見
反
ユ
ダ
ヤ
的
な
言
論
も
述
べ
て
い
た
「
矛

盾
」
の
人
、
酒
井
勝
軍
に
焦
点
を
当
て
た
論
考
で
あ
る
。
酒
井
は
ア

メ
リ
カ
に
留
学
し
牧
師
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
が
（
当
時
の
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
や
イ
ス
ラ
エ
ル
の
問
題
は
特
別
な
地

位
を
占
め
て
い
た
（
４
）
）、山
本
は
彼
の
対
ユ
ダ
ヤ
言
論
が「
信
仰
の
産
物
」

で
あ
る
点
を
強
調
す
る
。
酒
井
の
著
作
に
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
陰
謀
論
」

「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
は
距
離
を
置
く
立
場
」「
ユ
ダ
ヤ
教
や
ユ
ダ
ヤ
人

の
歴
史
に
関
す
る
研
究
」
と
い
う
一
九
二
〇
、三
〇
年
代
の
日
本
に

お
け
る
ユ
ダ
ヤ
を
め
ぐ
る
言
説
が
全
て
同
居
し
て
い
る
。
先
程
「
矛

盾
」
と
述
べ
た
が
、
酒
井
は
い
わ
ゆ
る
「
世
界
を
支
配
す
る
ユ
ダ
ヤ

人
の
陰
謀
」
と
い
う
も
の
は
い
わ
ば
「
神
の
介
在
」
を
反
映
し
た
も

の
で
あ
り
（
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
神
意
の
顕
現
を
見
出
し
て
い
る
）、
ユ

ダ
ヤ
人
は
そ
の
よ
う
な
役
目
を
負
っ
た
神
の
選
民
で
あ
る
と
酒
井
は
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考
え
、
そ
こ
に
も
う
一
つ
の
「
選
民
」
で
あ
る
日
本
人
を
接
続
さ
せ

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
酒
井
が
学
問
的
な
ユ
ダ
ヤ
民
族
史

か
ら
日
猶
同
祖
論
へ
傾
い
た
の
は
、
竹
内
文
書
と
の
出
会
い
で
あ
っ

た
。
自
閉
し
、現
実
味
を
喪
失
し
て
い
っ
た
酒
井
の
論
調
は
「
現
実
」

に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
彼
の

「
偽
史
」が
日
本
人
の
ユ
ダ
ヤ
観
に
与
え
た（
今
も
与
え
続
け
て
い
る
）

影
響
は
無
害
な
も
の
と
無
視
し
て
良
い
も
の
で
は
な
い
と
山
本
は
結

論
づ
け
て
い
る
。

　
津
城
寛
文
「
日
猶
同
祖
論
の
射
程
―
旧
約
預
言
か
ら
『
ダ
・
ヴ
ィ

ン
チ
・
コ
ー
ド
』
ま
で
」
は
ま
ず
、
日
猶
同
祖
論
の
最
初
の
「
種
本
」

と
目
さ
れ
る
Ｎ
・
マ
ク
レ
オ
ド
『
古
代
日
本
の
縮
図
』（
一
八
七
五

年
初
版
）を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
書
に
は
日
本
人
の
風
貌
や
風
習
、

神
社
の
建
築
や
作
法
の
中
に
古
代
ユ
ダ
ヤ
の
痕
跡
が
あ
る
と
主
張

し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
今
も
脈
々
と
受
け
嗣
が
れ
て
い
る
（
５
）
。
津
城

は
日
猶
同
祖
論
が
西
洋
文
化
へ
の
劣
等
感
を
覆
し
そ
れ
を
心
理
的
に

補
償
す
る
と
い
う
「
機
能
」
が
あ
る
こ
と
を
一
般
論
で
認
め
な
が
ら
、

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
部
分
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教

と
い
う
世
界
宗
教
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
日
猶
同
祖
論

と
い
う
人
類
史
的
な
役
割
を
引
き
受
け
、「
世
界
平
和
」
を
め
ざ
し

た
日
猶
同
祖
論
者
を
、
近
代
に
お
け
る
思
想
史
的
な
事
件
と
し
て
取

り
扱
っ
て
い
る
。ま
た
聖
書
世
界
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
、『
ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
・
コ
ー
ド
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
歴
史
考
古
学
的
サ
ス

ペ
ン
ス
を
紹
介
し
、
こ
れ
も
日
本
に
お
い
て
日
猶
同
祖
論
に
動
員
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
中

で
生
成
さ
れ
る
上
記
の
よ
う
な
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
な
即
興
的
終
末

論
を
黙
殺
せ
ず
に
考
察
す
べ
き
で
は
な
い
か
、と
津
城
は
提
案
す
る
。

　
齋
藤
桂
「「
日
本
の
」
芸
能
・
音
楽
と
は
何
か
―
白
柳
秀
湖
の
傀

儡
子
＝
ジ
プ
シ
ー
説
か
ら
の
考
察
」
は
、
大
江
匡
房
『
傀
儡
子
記
』

に
あ
る
「
傀
儡
子
」
と
い
う
漂
泊
の
一
族
が
実
は
ジ
プ
シ
ー
な
の
で

は
な
い
か
と
い
う
説
を
唱
え
た
一
連
の
人
々
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
の

中
で
も
在
野
の
歴
史
家
白
柳
秀
湖
は
『
傀
儡
子
記
』
の
描
写
か
ら
「
日

本
人
で
は
な
い
芸
能
集
団
で
あ
っ
た
証
拠
」
を
読
み
取
り
、
日
本
の

芸
能
に
「
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
」
を
与
え
た
の
は
ジ
プ
シ
ー

で
あ
っ
た
と
の
説
を
開
陳
し
た
。
彼
の
説
は
異
民
族
の
芸
能
（
特
に

音
楽
）
を
語
る
こ
と
に
よ
り
、
翻
っ
て
「
日
本
ら
し
い
」
芸
能
・
音

楽
を
構
築
す
る
作
業
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
前
島
礼
子
「
原
田
敬
吾
の
“
日
本
人
＝
バ
ビ
ロ
ン
起
源
説
”
と
バ

ビ
ロ
ン
学
会
」
は
、
タ
イ
ト
ル
通
り
日
本
人
の
起
源
が
バ
ビ
ロ
ン
に

あ
る
と
い
う
偽
史
が
近
代
日
本
の
「
バ
ビ
ロ
ン
学
会
」
と
い
う
場
所

で
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
を
継
承
発
展
さ
せ
た
「
日

本
人
シ
ュ
メ
ー
ル
（
ス
メ
ル
）
起
源
説
」
の
来
歴
を
追
っ
て
い
る
。

弁
護
士
で
あ
っ
た
原
田
敬
吾
は
一
九
一
七
年
に
「
バ
ビ
ロ
ン
学
会
」

を
発
足
さ
せ
る
が
、
こ
の
学
会
設
立
自
体
は
、
日
本
の
オ
リ
エ
ン
ト

学
の
「
正
史
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
機
関
誌
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『
バ
ビ
ロ
ン
』
第
一
号
に
お
い
て
既
に
「
日
本
人
＝
バ
ビ
ロ
ン
起
源

説
」
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
も
原
田
は
一
九
世
紀
以
降
の
欧
米
の

ア
ッ
シ
リ
ア
学
研
究
を
正
確
に
追
い
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
説
を
主
張

し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
「
偽
史
」
は
、
バ
ビ
ロ
ン
法
（
ハ
ン
ム
ラ
ビ

法
典
）
と
い
う
世
界
最
古
の
法
に
基
づ
き
、
日
本
に
そ
れ
を
接
続
さ

せ
て
西
洋
の
法
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
ま
と
め

ら
れ
る
。そ
の
原
田
の
説
を
受
け
嗣
ぎ
、「
日
本
人
＝
ス
メ
ル
起
源
説
」

を
唱
え
た
三
島
敦
雄
な
る
人
物
は
愛
媛
県
大
三
島
の
大
山
祇
神
社
の

宮
司
で
あ
っ
た
が
、
彼
も
ま
た
西
洋
を
越
え
る
原
理
と
し
て
、
西
洋

よ
り
古
い
時
代
の
シ
ュ
メ
ー
ル
に
日
本
と
己
の
思
い
を
託
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　
庄
子
大
亮
「“
失
わ
れ
た
大
陸
”
言
説
の
系
譜
―
日
本
に
と
っ
て

の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
と
ム
ー
大
陸
」
は
、
日
本
の
オ
カ
ル
ト
に
お
い

て
よ
く
取
り
ざ
た
さ
れ
る
二
つ
の
伝
説
の
大
陸
に
関
す
る
物
語
が
ど

の
よ
う
な
経
路
で
日
本
に
伝
わ
り
、
日
本
人
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を

受
容
し
た
か
を
追
求
し
て
い
る
。
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
が
古
代
ギ
リ
シ

ア
の
プ
ラ
ト
ン
の
『
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
近
代
に
お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
人
の
ド
ネ

リ
ー
が
大
西
洋
を
挟
ん
で
遠
く
隔
て
ら
れ
た
地
域
に
共
通
の
文
化
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
伝
え
た
「
母
大
陸
」
た
る
ア
ト
ラ
ン

テ
ィ
ス
の
実
在
を
主
張
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
な
お
、
近
代
オ

カ
ル
ト
の
大
き
な
源
流
で
あ
る
神
智
学
に
お
い
て
も
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ

ス
の
存
在
は
重
視
さ
れ
て
い
た
。
一
方
の
ム
ー
大
陸
は
、
ア
メ
リ
カ

の
作
家
チ
ャ
ー
チ
ワ
ー
ド
が
『
失
わ
れ
た
ム
ー
大
陸
』（
一
九
二
六

年
、
三
一
年
）
な
ど
の
著
作
で
そ
の
存
在
を
主
張
し
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
あ
り
、
日
本
に
は
一
九
三
二
年
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ア
ジ

ア
、
太
平
洋
に
「
進
出
」
し
よ
う
と
し
て
い
た
当
時
の
日
本
に
と
っ

て
は
、
日
本
の
起
源
を
解
く
鍵
と
し
て
の
ム
ー
大
陸
伝
説
に
飛
び
つ

く
動
機
が
あ
り
、
ま
た
『
竹
内
文
献
』
に
も
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
や

ム
ー
と
思
し
き
国
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
り
（
一
九
四
〇
年
頃
に
取

り
入
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
）、
戦
後
も
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
い
て

繰
り
返
し
こ
の
二
つ
の
大
陸
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
以
上
が
本
書
の
内
容
の
要
約
で
あ
る
。

三
　
本
書
の
意
義

　
こ
の
よ
う
な
多
様
な
論
考
を
収
録
し
た
本
書
だ
が
、
ま
ず
大
き
な

意
義
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
ト
ン
デ
モ
本
」
な
ど
と
称
さ
れ
、
好

事
家
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
「
偽
史
」
や
「
陰
謀
論
」
を
思
想
史
、

も
し
く
は
史
学
史
的
な
俎
上
に
載
せ
、
単
に
そ
の
荒
唐
無
稽
さ
を
あ

げ
つ
ら
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
持
っ
て
い
た
（
未
だ
に
持
っ
て
い

る
）
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
そ
の
（
悪
）
影
響

に
つ
い
て
問
題
提
起
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
特
に
馬
部
、
長
谷

川
、
山
本
の
各
氏
の
論
考
に
は
、
偽
史
を
放
置
し
て
い
る
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
側
の
問
題
を
強
く
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
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小
澤
実 

編
『
近
代
日
本
の
偽
史
言
説
―
歴
史
語
り
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
川
瀬
）

も
そ
も
我
々
は
「
ユ
ダ
ヤ
陰
謀
論
」
と
い
う
偽
史
や
、「
人
種
主
義
」

と
い
う
疑
似
科
学
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
差
別
、
そ
し

て
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う
人
類
史
上
最
悪
の
「
シ
ョ
ア
ー
（
厄
災
）」

を
既
に
知
っ
て
い
る
。
今
の
時
点
で
は
憫
笑
で
き
る
対
象
も
、
そ
の

後
ど
う
な
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
近
年
の
歴
史
修
正
主
義
的
な
動
き

を
思
う
と
き
、
本
書
の
よ
う
な
試
み
は
貴
重
で
あ
ろ
う
。
偽
史
が
、

い
わ
ゆ
る
「
歴
史
修
正
主
義
」
と
相
性
が
よ
い
、
と
い
う
よ
り
、
歴

史
修
正
主
義
の
一
部
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
歴
史
学
と
い

う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
再
考
す
る
上
で
、
重
要
な
問
題
と
な
る
は
ず
で

あ
る
。
な
お
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
歴
史
修
正
主
義
は
、
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
で
の
「
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
語
り
の
復
権
（
例
え
ば
女
性

史
や
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
な
ど
）」
に
便
乗
す
る
形
で
台

頭
し
て
き
た
こ
と
も
改
め
て
銘
記
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（
６
）

。
偽
史

や
陰
謀
論
は
決
し
て
「
向
こ
う
岸
」
の
話
で
は
な
く
、
我
々
と
地
続

き
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
諸
論
考
は

気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　
近
代
日
本
の
偽
史
を
テ
ー
マ
に
し
た
本
書
だ
が
、
こ
の
テ
ー
マ
は

実
は
日
本
一
国
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
同
時
代
の
欧
米
に
も

広
が
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
７
）

。編
者
の
小
澤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

近
代
日
本
の
偽
史
言
説
の
背
後
に
は
「
信
仰
世
界
」「
軍
部
と
の
親

和
性
」「
地
域
社
会
と
の
密
接
な
関
係
」
が
存
在
す
る
（
本
書
一
〇

－
一
三
頁
）
が
、
敢
え
て
望
蜀
の
要
求
を
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
信

仰
世
界
」
と
い
う
一
点
を
も
っ
て
、
諸
外
国
と
の
比
較
の
視
座
を
そ

れ
ぞ
れ
の
論
者
が
持
っ
て
い
れ
ば
、
本
書
は
よ
り
多
く
の
実
り
と
展

望
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、こ
の
よ
う
な
過
大
な
要
求
は
、

こ
の
書
を
読
ん
だ
我
々
が
分
担
し
て
引
き
受
け
る
べ
き
課
題
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
、
擱
筆
す
る
。
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註（
１
）  
二
〇
一
五
年
一
一
月
七
日
、
八
日
に
立
教
大
学
で
行
わ
れ
た
も
の
。

当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
レ
ジ
ュ
メ
は
以
下
の
ブ
ロ
グ
を
参
照
の
こ
と
。

本
書
は
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
発
表
し
て
い
な
い
論
者
も
加
え
ら

れ
て
い
る
。「
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
近
代
日
本
の
偽
史
言
説
　
そ
の

生
成
・
機
能
・
受
容
」（http://historiographyinglobalhistory.

hateblo.jp/entry/2015/09/25/054912

）

（
２
）
こ
の
偽
書
が
ど
の
よ
う
に
捏
造
さ
れ
て
広
め
ら
れ
、
反
ユ
ダ
ヤ
主

義
を
惹
起
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
ノ
ー
マ
ン
・
コ
ー
ン
（
内
田
樹
訳
）

『
ユ
ダ
ヤ
人
世
界
征
服
陰
謀
の
神
話
』（
Ｋ
Ｋ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
セ
ラ
ー

ズ
、一
九
八
六
年
）
を
参
照
。
た
だ
し
こ
の
日
本
語
版
は
抄
訳
で
あ
る
。

（
３
）
日
本
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
論
の
総
覧
と
し
て
、
宮
澤
正
典
『
近
代
日

本
の
ユ
ダ
ヤ
論
議
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
４
）
内
村
鑑
三
や
矢
内
原
忠
夫
、
そ
し
て
酒
井
と
同
じ
く
ム
ー
デ
ィ
ー

聖
書
学
院
出
身
の
中
田
重
治
（
ホ
ー
リ
ネ
ス
指
導
者
）
ら
の
「
信
仰

ゆ
え
」
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
（
異
教
徒
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
）

に
つ
い
て
は
、
役
重
善
洋
『
近
代
日
本
の
植
民
地
主
義
と
ジ
ェ
ン
タ

イ
ル
・
シ
オ
ニ
ズ
ム
』（
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
参
照
。

な
お
、
内
村
と
中
田
は
「
再
臨
運
動
」
に
お
い
て
も
接
近
し
て
い
る
。

原
島
正
「
内
村
鑑
三
と
再
臨
運
動
」、
キ
リ
ス
ト
教
史
学
会
編
『
植
民

地
化
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
再
臨
運
動
―
大
正
期
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
相
』

（
教
文
館
、
二
〇
一
四
年
）
所
収
、
参
照
。

（
５
）
一
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
と
、
三
笠
宮
崇
仁
も
「
日
猶
同
祖

論
者
」
と
誤
解
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
の
ヘ
ブ
ラ
イ

語
の
教
師
が
熱
烈
な
日
猶
同
祖
論
者
で
あ
り
、
授
業
の
あ
と
に
彼
の

議
論
を
受
け
流
し
て
い
た
ら
、
そ
れ
に
同
意
し
た
と
誤
解
さ
れ
吹
聴

さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
月

本
昭
男
「
三
笠
宮
崇
仁
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
む
」、『
東
京
大
学
宗
教

学
年
報
34
号
（
別
冊
）』（
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
、
二
〇
一
六
年
）

所
収
、
二
頁
。

（
６
）
倉
橋
耕
平
『
歴
史
修
正
主
義
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
』（
青
弓
社
、

二
〇
一
八
年
）
に
お
い
て
、
社
会
学
の
「
構
築
主
義
」
や
歴
史
学
に

お
け
る
複
数
の
歴
史
的
語
り
を
尊
重
す
る
よ
う
な
動
向
と
連
動
す
る

形
で
、
歴
史
修
正
主
義
が
九
〇
年
代
以
降
に
台
頭
し
て
い
っ
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
特
に
第
一
章
、
二
章
を
参
照
）。

（
７
）
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
や
「
異
端
的
」
な
民
族
主
義
運

動
の
概
要
に
関
し
て
は
、
竹
中
亨
『
帰
依
す
る
世
紀
末
―
ド
イ
ツ
近

代
の
原
理
主
義
者
群
像
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
京
都
府
立
大
学
文
学
部
准
教
授
）
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