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〔
本
の
紹
介
〕

折

口

信

夫

著

a 

「
神
道
の
友
人
よ
」
(
昭
和
二
十
二
年
一
月
)

b 

「
民
族
教
よ
り
人
類
数
へ
」
(
昭
和
二
十
二
年
二
月
)

C 

「
紳
道
宗
教
化
の
意
義
」
(
昭
和
二
十
一
年
八
月
講
演
、
二
十
二
年
十
月
印
刷
)

d 

「
神
道
の
新
し
い
方
向
」
(
昭
和
二
十
四
年
六
月
)

以
上
、
い
ず
れ
も
折
口
信
夫
全
集
第
二
十
巻
「
神
道
宗
教
篇
」
(
中
央
公
論
社
、
文
庫
版
も
あ
る
)
所
収
。
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折
口
信
夫
は
、
国
学
者
・
神
道
学
者
・
民
俗
学
者
、
ま
た
歌
人
「
緯
超
空
」
と
し
て
著
名
な
人
物
で
あ
る
。
そ
の
他
、
詩
や
小
説
・
随

想
な
ど
の
創
作
で
も
質
の
高
い
業
績
を
挙
げ
た
人
物
で
あ
る
。
園
周
子
院
大
学
や
慶
応
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
教
育
者
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
折
口
信
夫
が
第
二
次
世
界
大
戦
リ
日
本
敗
戦
直
後
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
発
表
し
た
の
が
以
上
の
四
篇
で
あ
る
。
こ
の
四
篇
は
皆
、

共
通
し
た
一
つ
の
主
張
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
称
し
て
折
口
の
「
戦
後
神
道
論
」
と
言
う
。
戦
後
日
本
を
迎
え
て
、
神
道
の
根
本
改
革

を
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。



こ
の
神
道
改
革
の
大
テ
l
マ
は
二
つ
で
あ
る
。

一
つ
は
「
神
道
の
宗
教
化
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
神
道
の
国
際
化
」
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
両
者
は
そ
の
根
本
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
改
革
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
本
誌
に
御
紹

介
す
る
所
以
で
あ
る
。

日
本
神
道
は
自
ら
「
宗
教
」
と
な
る
こ
と
を
極
力
警
戒
し
て
き
た
。
今
も
そ
う
で
あ
る
。
地
鎮
祭
違
憲
訴
訟
な
ど
に
そ
の
性
格
が
よ
く

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
折
口
の
説
明
に
よ
る
と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。

神
道
で
は
、
こ
れ
ま
で
宗
教
化
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
ば
、
大
嬰
い
け
な
い
こ
と
の
や
う
に
考
へ
る
癖
が
つ
い
て
を
り
ま
し
た
。

ーコ

ま
り
宗
教
と
し
て
取
り
扱
ふ
こ
と
は
、
神
道
の
道
徳
的
な
要
素
を
失
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
神
道
を
あ
ま
り
道
徳
化
し
て
考
へ

て
を
り
ま
す
震
に
、
其
か
ら
一
歩
で
も
出
る
こ
と
は
道
徳
外
れ
し
た
も
の
〉
よ
う
に
し
て
し
ま
ふ
。
神
道
は
宗
教
ぢ
ゃ
な
い
。
宗

教
的
に
考
へ
る
の
は
、
あ
の
数
派
神
道
と
い
は
れ
る
も
の
同
様
に
な
る
の
と
同
じ
だ
と
い
ふ
、
不
思
議
な
潔
癖
か
ら
紳
道
の
道
徳

(102) 

観
を
立
て
、
、
宗
教
に
赴
く
こ
と
を
、
極
力
防
ぎ
拒
み
し
て
来
て
ゐ
ま
し
た
。
(
四
六
三
頁
。

d
、
所
収
)

日
本
神
道
は
今
な
お
、
自
ら
を
日
本
国
の
国
民
精
神
も
し
く
は
国
民
道
徳
と
位
置
づ
け
て
い
て
決
し
て
声
高
に
「
宗
教
」
と
言
う
こ
と
は

な
い
。
法
律
上
や
む
な
く
「
宗
教
法
人
」
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

折
口
は
日
本
敗
戦
の
根
本
に
、
こ
の
日
本
神
道
の
自
覚
に
起
因
す
る
「
宗
教
的
情
熱
の
不
足
」
を
見
、
そ
れ
で
神
道
の
宗
教
化
を
言
い

出
し
た
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

私
は
終
戦
前
に
、
牧
師
の
圏
樫
に
古
典
の
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
時
に
牧
師
達
は
、
記
紀
に
現
れ
て
ゐ
る
物
語
の
或
も

の
が
、
我
々
の
き
り
す
と
数
の
奮
約
聖
書
の
神
話
と
、
殆
同
じ
だ
と
い
ふ
こ
と
を
言
ひ
出
し
た
。
そ
れ
は
、
神
道
に
も
、
き
り
す

と
教
に
も
比
較
研
究
に
値
す
る
も
の
を
、
持
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
其
人
達
の
お
話
の
中
の
、
「
或
は
あ
め
り
か
の
青
年

達
は
、
我
々
と
違
っ
て
、
こ
の
戦
争
に
刻
刻
剖
利
引
を
回
復
す
る
篤
に
起
さ
れ
た
十
字
軍
の
や
う
な
、
非
常
な
情
熱
を
持
ち
初
め



τ 

て
ゐ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
ふ
詞
を
聴
い
た
時
に
、
私
は
惇
然
と
し
た
。
何
故
な
ら
、

日
本
人
は
そ
の
時
、

日
本
人
の
常
に
持

っ
て
ゐ
る
露
悪
主
義
が
世
間
に
露
骨
に
出
て
、
戦
争
に
疲
れ
切
っ
て
ゐ
た
時
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
し
て
日
本
人
は
そ
の
時
、

神
様
に
封
し
て
、
宗
教
的
な
情
熱
を
持
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
我
々
に
も
、
十
字
軍
を
起
す
や
う
な
情
熱
は
な
い
の
だ
。
今
度
の
戦

争
に
、
伊
勢
神
宮
や
熱
田
神
宮
等
の
如
く
、
多
く
の
戦
災
神
社
が
あ
っ
た
時
に
、
誰
が
、
十
字
軍
の
時
に
ょ
う
ろ
つ
ぱ
人
の
持
つ

て
ゐ
た
や
う
な
、
情
熱
を
持
っ
て
ゐ
た
ら
う
か
。
信
仰
の
前
途
を
憂
ふ
る
気
持
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
ど
う
し
よ
う
と
い
ふ
気
持

ち
は
現
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
世
の
中
の
さ
う
し
た
事
々
に
も
、
個
人
の
生
活
を
考
へ
る
方
へ
傾
い
て
ゐ
て
、
戦
災
に
よ
っ
て
、

特
に
宗
教
情
熱
を
よ
び
起
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
(
四
四
五
頁
。

c、
所
収
)

戦
後
日
本
の
再
建
の
た
め
に
も
「
神
道
宗
教
化
」
は
必
須
と
折
口
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
続
く
次
の
文
章
に
も
折
口
の
気
持
ち
は
よ
く
表

わ
れ
て
い
る
。

戦
争
中
の
我
々
の
信
仰
を
省
み
る
と
神
に
射
し
て
悔
い
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
我
々
は
様
々
祈
願
を
し
た
け
れ
ど
、
我
々
の
動
機

(103) 

に
は
、
利
己
的
な
こ
と
が
多
か
っ
た
。
さ
う
し
て
紳
々
の
敗
北
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
な
か
っ
た
。
我
々
は
紳
々
が
何
故
敗
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
と
言
ふ
理
論
を
考
へ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
園
民
生
活
は
、
め
ち
ゃ
/
¥
に
な
る
。
私
共
は
今

で
も
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
敗
け
た
か
と
言
ふ
こ
と
を
考
へ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
長
い
幸
一
繭
な
生
活
の
歴
史

か
ら
離
れ
た
、
悲
痛
な
現
賓
が
考
へ
ら
れ
る
の
だ
。
現
在
の
境
遇
が
現
賓
と
信
じ
ら
れ
な
く
思
ふ
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
我
々

は
奇
蹟
を
信
じ
て
ゐ
た
。
紳
を
宗
教
情
熱
的
に
信
じ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
に
、
奇
蹟
を
信
じ
て
ゐ
た
。
し
か
し
、
我
々
側
に
は
一
つ

も
現
れ
ず
、
向
う
ば
か
り
に
現
れ
た
。
そ
れ
は
、
古
代
過
去
の
信
仰
の
形
骸
の
み
を
持
っ
て
ゐ
て
、
現
に
紳
を
信
じ
な
か
っ
た
の

だ
。
だ
か
ら
過
去
の
信
仰
の
形
骸
の
み
に
た
よ
っ
て
、
心
の
中
に
現
賓
に
神
の
信
仰
を
持
っ
て
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
、
敗
け
る
の
は

信
仰
的
に
必
然
だ
と
考
へ
ら
れ
た
。

つ
ま
り
紳
の
存
在
を
信
じ
な
い
人
ば
か
り
に
な
っ
た
園
で
あ
る
。
若
い
時
代
を
背
負
ふ
人
々



の
心
は
荒
れ
て
、
世
の
中
に
趨
譲
が
な
く
な
っ
て
来
た
。
昔
は
日
本
で
は
、
長
い
間
躍
譲
が
行
は
れ
て
、
道
徳
を
愛
好
す
る
人
が
、

津
山
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
た
ほ
ど
、
正
義
の
生
活
が
績
い
た
。
我
々
の
生
活
か
ら
、
す
っ
か
り
宗
教
的
な
様
式
が
な
く
な
っ
て
ゐ
る

こ
と
が
訣
っ
た
今
度
の
戟
争
で
あ
る
。
(
四
四
六
頁
。

c、
所
収
)

「
神
道
の
国
際
化
」
は
、
神
道
宗
教
化
の
目
的
で
あ
る
。
戦
後
日
本
が
国
際
社
会
に
対
し
て
有
益
な
貢
献
を
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て

も
神
道
を
国
際
化
し
、
宗
教
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

神
道
は
普
遍
化
に
大
い
に
努
力
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ぺ
い
す
ら
え
る
・
え
ち
ぷ
と
地
方
に
起
っ
た
信
仰
が
だ
ん
/
¥
擦
っ
て
、

遂
に
今
日
の
き
り
す
と
教
に
ま
で
な
っ
た
や
う
に
、
神
道
の
中
に
あ
る
普
遍
化
す
べ
き
要
素
を
出
来
る
だ
け
贋
め
て
ゆ
く
こ
と
は

大
切
で
あ
る
。
我
々
が
幸
一
帽
で
あ
る
や
う
に
人
類
全
髄
も
亦
幸
一
帽
に
す
る
こ
と
は
、
我
々
の
持
つ
よ
き
素
材
を
人
類
に
寄
興
す
る
、

せ
め
て
も
の
貢
献
で
あ
る
。
其
震
に
も
紳
道
の
よ
き
精
神
を
普
遍
化
し
た
、
神
々
の
宗
教
化
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

(
四
三
八

1
四
三
九
頁
。

b
、
所
収
)

(104) 

さ
て
神
道
の
宗
教
化
・
国
際
化
の
細
目
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
提
言
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
順
不
同
で
そ
れ
ら
を
紹
介
し
て
い
く
。

①
教
主
の
出
現

教
主
と
は
教
祖
の
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
に
は
ど
う
し
て
も
教
祖
が
要
る
。
折
口
の
文
章
は
こ
う
で
あ
る
。

私
ど
も
の
情
熱
が
、
何
時
に
な
っ
た
ら
、
そ
の
私
ど
も
の
情
熱
を
綜
合
し
て
、
宗
教
紳
道
を
、
私
ど
も
に
輿
へ
て
く
れ
る
教
主
の

出
現
を
、
賓
現
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
か
。
そ
の
時
こ
そ
、
私
ど
も
紳
道
宗
教
儀
穫
停
承
者
の
生
活
を
、

一
翠
に
光
明
化
し
て
く

れ
る
i
|
|
世
の
曙
の
将
来
者
の
来
訪
で
あ
る
。
(
四
三
四
頁
。

a
、
所
収
)

こ
れ
は
「
宗
教
の
正
し
い
自
覚
者
」
(
四
三
五
頁
。

a
、
)
と
か
「
正
し
い
教
養
を
持
っ
て
、
正
し
い
立
場
を
持
っ
た
祖
述
者
」
(
四
六
四

頁。

d
、
所
収
)
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
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宗
教
は
自
費
者
が
出
て
来
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
さ
う
註
文
通
り
に
は
行
か
ぬ
。

で
あ
る
か
ら
其
教
組
が
現
れ
て
来
な
け
れ
ば
、

我
々
の
望
む
や
う
な
宗
教
が
現
れ
て
来
な
い
の
は
嘗
然
だ
。
本
道
に
古
来
の
神
道
的
信
仰
を
知
り
蚕
し
て
く
れ
た
人
が
自
費
者
と

し
て
、
神
道
に
其
を
具
現
し
て
く
れ
た
ら
よ
い
。
本
流
神
道
を
ば
、
如
何
に
宗
教
化
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
ふ
こ
と
を
考

へ
る
と
、
従
来
の
神
道
の
神
話
侍
説
の
信
仰
を
、

つ
ら
ぬ
い
た
信
仰
を
も
っ
た
宗
教
と
い
ふ
も
の
を
出
し
て
来
る
教
祖
が
出
て
来

る
筈
だ
。
我
々
は
教
組
で
は
な
い
。
従
来
の
神
道
の
痕
跡
に
封
し
て
、
そ
れ
を
正
し
、
整
理
し
た
形
を
輿
へ
て
行
く
撃
者
に
す
ぎ

戸
a
h

、，。

ふん
v
L
W

つ
ま
り
我
々
の
過
去
の
研
究
ば
か
り
で
は
、
賓
際
家
の
局
に
提
供
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
過
去
の
も
の
を
研
究
し
て
、
そ
れ

を
未
来
の
用
意
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
将
来
の
紳
道
護
達
の
矯
に
、
貢
献
す
る
宗
教
的
自
費
者
が
出
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
寂
し
い
。

つ
ま
り
、
我
々
は
神
道
の
間
子
者
で
あ
る
が
、
お
互
に
、
本
道
の
神
道
を
解
決
す
る
自
費
者
の
出
現
を
望
ま
な
い
の
は
間
違
ひ
だ
。

そ
こ
か
ら
本
道
の
紳
道
の
出
禁
が
、
始
ま
る
と
も
言
へ
る
の
で
あ
る
。
(
四
五
六
頁
。

c
、
所
収
)

(105) 

②
教
典
の
決
定

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
「
正
典
リ
聖
書
」
の
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
性
格
と
質
を
決
定
す
る
の
に
正
典
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

折
口
の
言
葉
は
こ
う
で
あ
る
。

古
事
記
・
日
本
紀
乃
至
は
古
語
拾
遺
か
ら
奮
事
記
の
末
に
到
る
ま
で
、

そ
の
ま
〉
聖
書
と
は
な
る
も
の
で
は
な
い
。
此
問
題
は
、

ど
う
考
へ
て
行
く
べ
き
か
、
私
ど
も
は
考
へ
貫
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
又
聖
典
と
い
へ
ば
、
同
時
に
其
等
の
紳
書
類
を
思
ひ

浮
か
べ
た
、
私
ど
も
の
此
ま
で
の
感
じ
方
は
十
分
考
へ
更
め
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
少
く
と
も
私
ど
も
紳
道
の
宗
教
家
は
、
大
い
に
結

集
を
催
し
て
、
教
典
を
決
定
す
る
方
に
向
っ
た
ら
ど
う
だ
ら
う
。
さ
う
言
ふ
欲
望
を
ま
だ
持
っ
て
来
な
い
の
だ
ら
う
か
。

(
四
三
六
頁
。

a
、
所
収
)

「
い
づ
こ
に
、
私
ど
も
は
、
宗
教
生
活
の
知
識
の
泉
た
る
教
典
を
求
め
れ
ば
よ
い
か
」
(
四
三
四
頁
。

a
、
所
収
)
、
こ
れ
が
折
口
の
問
題
意



識
で
あ
る
。

③
教
会
の
形
成

日
本
神
道
は
国
民
精
神
で
あ
り
国
民
道
徳
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
さ
ら
一
党
一
派
を
作
る
必
然
は
全
く
無
い
。
し
か
し
折
口
は
そ
こ
に
宗

教
的
情
熱
の
不
足
の
因
を
見
た
の
で
あ
る
か
ら
、
神
道
の
宗
教
化
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
信
仰
者
の
集
団
を
形
成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

如
何
に
し
て
、
神
社
が
l
l
l
神
道
の
定
義
に
お
い
て
、
正
し
い
教
舎
と
な
り
得
る
か
。
(
四
三
四
頁
。

a
、
所
収
)

私
ど
も
に
は
切
っ
て
も
切
れ
ぬ
、
久
し
い
関
係
を
結
ん
で
い
る
氏
子
が
あ
っ
た
、
信
徒
が
あ
っ
た
。
こ
の
人
々
と
の
関
係
は
ど
う

あ
っ
て
も
、
官
吏
と
人
民
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
(
四
三
三
頁
。

a
、
所
収
)

こ
の
線
を
押
し
進
め
て
い
け
ば
確
か
に
本
流
神
道
は
形
を
変
え
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。
相
当
な
改
革
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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④
教
義
の
確
立

宗
教
、
と
言
っ
て
も
宗
教
学
で
分
類
す
る
創
唱
宗
教
だ
が
、
宗
教
に
は
教
義
が
ど
う
し
て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
宗
教
で

あ
る
こ
と
を
自
ら
否
定
し
て
い
る
神
道
本
流
は
教
義
を
立
て
る
こ
と
に
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
折
口
は
こ
こ
に
果
敢
に
改
革
の

ナ
タ
を
ふ
る
い
始
め
た
の
で
あ
る
。

其
と
も
一
つ
。
其
よ
り
も
も
っ
と
重
大
な
こ
と
か
と
も
思
ふ
が
|
|
教
義
を
持
た
な
い
こ
と
に
、
不
満
を
感
じ
る
宗
教
家
が
神
道

に
は
居
な
い
の
だ
ら
う
か
。
尤
、
今
日
ま
で
の
有
様
で
は
、
神
社
の
神
々
は
あ
っ
て
も
、
宗
教
と
し
て
の
紳
或
は
、
紳
々
は
な
か

っ
た
と
同
じ
な
の
だ
か
ら
、
ど
の
神
を
信
じ
る
人
々
、
ど
の
神
々
の
啓
示
に
よ
っ
て
成
立
し
た
宗
教
と
言
ふ
こ
と
も
出
来
ぬ
の
だ

か
ら
、
落
漠
と
し
た
神
道
の
す
べ
て
の
神
々
に
よ
る
教
義
と
言
ふ
や
う
な
も
の
は
、
立
て
や
う
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
四
三
六

i
四
三
七
頁
。

a
、
所
収
)



そ
し
て
神
道
本
流
に
と
っ
て
は
そ
の
根
幹
か
ら
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
よ
う
な
三
つ
の
教
義
内
容
の
改
変
を
折
口
は
提
起
す
る
。
そ
の
第
一

は
、
天
皇
と
神
と
を
分
離
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
神
道
を
世
界
宗
教
に
す
る
た
め
に
も
ど
う
し
て
も
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
案
件
と
折
口
は
考
え
た
。

今
ま
で
紳
道
が
員
の
宗
教
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
多
く
の
障
碍
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
は
先
第
一
に
、
我
々
自
身
が
紳
道
を

宗
教
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
は
幸
、
此
心
配
は
な
く
な
っ
た
。
第
二
に
は
、
神
道
と
宮
廷
と
の
闘
係
が
非

常
に
深
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
障
碍
だ
っ
た
。
神
道
と
宮
廷
と
が
特
に
結
ぼ
れ
て
考
へ
ら
れ
て
来
た
矯
に
、
神
道
は
園
民
道
徳
の

源
泉
だ
と
考
へ
ら
れ
、
鈴
り
に
も
道
徳
的
に
理
舎
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
園
民
道
徳
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
神
道
が
、
世

界
の
宗
教
に
な
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
そ
れ
は
だ
ん
/
¥
人
類
と
は
遠
の
い
た
道
徳
と
な
り
、
世
界
の
人
に
関
係
の
少
い
も
の

に
な
っ
て
し
ま
ふ
。
そ
ん
な
神
道
が
世
界
的
な
宗
教
と
な
る
べ
き
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
宮
廷
と
結
び
つ
い
て
ゐ
た
神
道
は
、
こ

(107) 

ん
な
不
都
合
な
貼
を
も
っ
て
ゐ
た
。
併
し
な
が
ら
天
皇
は
先
に
御
自
ら
「
神
」
を
否
定
し
給
う
た
。
そ
れ
に
よ
り
我
々
は
、
こ
れ

ま
で
の
紳
道
と
宮
廷
と
の
特
殊
な
闘
係
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
解
し
て
よ
い
。
(
四
四

O
頁。

b
、
所
収
)

こ
の
問
題
は
祖
先
神
と
宗
教
の
神
と
を
区
別
す
る
と
い
う
内
容
を
も
含
ん
で
い
る
。
天
皇
は
何
よ
り
も
万
世
一
系
の
神
と
し
て
祖
先
神

の
代
表
で
あ
る
か
ら
だ
。

本
当
の
こ
と
を
言
ふ
と
、
日
本
人
は
組
先
紳
と
神
様
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
ふ
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
は
な
い
か
と
思

ふ
。
(
中
略
)
高
御
産
巣
日
紳
・
神
産
巣
日
神
も
組
先
紳
と
し
て
記
録
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
紳
は
ど
う
考
え
て
も
祖
先
紳
で
は
な

い
。
昔
か
ら
日
本
人
は
、
偉
い
紳
々
を
組
先
紳
と
考
え
や
す
か
っ
た
の
だ
。
(
四
五
八
頁
。

c
、
所
収
)

先
我
々
が
、
神
様
と
人
間
と
の
系
図
を
分
離
す
る
こ
と
か
ら
考
え
ね
ば
ら
な
ぬ
。

つ
ま
り
、
系
図
に
つ
な
が
っ
て
い
る
神
と
、
そ

れ
に
つ
な
が
れ
ぬ
神
と
を
区
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
系
図
に
つ
な
が
る
神
と
、
宗
教
上
の
神
と
が
岐
れ
て
来



る
。
(
四
六

O
頁。

c
、
所
収
)

第
二
は
、
日
本
の
神
々
を
一
神
的
に
整
理
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
種
、
日
本
の
神
々
の
性
質
か
ら
申
し
ま
す
と
、
多
神
教
的
な
も
の
だ
と
い
ふ
風
に
考
え
ら
れ
て
来
て
お
り
ま
す
が
、
事
実
に
お

い
て
は
日
本
の
神
を
考
え
ま
す
時
に
は
、
み
な
一
神
的
な
考
え
方
に
な
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
津
山
神
々
が
あ
っ
て
も
、
日
本

の
神
を
考
え
る
時
に
は
、
天
照
大
神
を
感
じ
る
、
或
は
高
皇
産
霊
神
を
感
じ
る
、
或
は
天
御
中
主
神
を
感
じ
る
と
い
ふ
よ
う
に
、

一
個
の
神
だ
け
を
ば
感
じ
る
考
え
癖
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
(
四
六
五
頁
。

d
、
所
収
)

こ
れ
以
外
に
も
数
回
、

日
本
神
を
一
神
的
に
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
を
折
口
は
主
張
し
て
い
る
。

第
三
は
、
日
本
神
に
創
造
神
の
性
格
を
持
た
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
古
事
記
そ
の
他
を
読
ん
で
も
、
日
本
神
は
す
べ
て
自
然
に

あ生
れ
ま
し
た
神
々
ば
か
り
で
、
創
造
神
ら
し
き
も
の
は
ど
こ
に
も
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
を
折
口
は
こ
の
よ
う
に
新
説
を
展
開
し
て
い
く
。

そ
れ
は
、
高
皇
産
霊
神
・
神
皇
産
霊
神
と
言
っ
て
ゐ
る
|
|
、
あ
の
産
霊
紳
の
信
仰
で
す
。
字
は
、
産
む
の
「
産
」
、
た
ま
し
ひ
の
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「
霊
」
で
、
魂
を
産
む
と
い
う
風
に
宛
て
ら
れ
て
ゐ
ま
す
が
|
|
、
神
自
身
の
信
仰
は
さ
う
で
な
く
、
生
き
る
力
を
持
っ
た
韓
中
へ
、

魂
を
ば
植
ゑ
つ
け
る
、
或
は
生
命
の
な
い
物
質
の
中
へ
魂
を
ば
入
れ
る
、
さ
う
す
る
と
魂
が
養
育
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
容
れ

て
ゐ
る
物
質
が
、
だ
ん
/
¥
育
っ
て
来
る
。
物
質
も
膨
れ
て
来
る
。
魂
も
護
育
し
て
来
る
と
い
ふ
風
に
、
雨
方
と
も
成
長
し
て
参

り
ま
す
。
其
一
番
完
全
な
も
の
が
、
紳
、
そ
れ
か
ら
人
間
と
な
っ
た
。
そ
れ
の
不
完
全
な
、
物
質
的
な
現
れ
の
、
最
著
し
く
、
強

力
に
示
し
た
も
の
が
、
園
土
或
は
島
だ
、
と
古
代
人
は
考
へ
ま
し
た
。
そ
れ
が
日
本
の
大
昔
の
神
話
に
現
れ
て
ゐ
る
、
大
八
洲
園

の
出
来
た
と
い
ふ
物
語
り
、
或
は
紳
々
が
生
ま
れ
た
と
い
ふ
物
語
り
で
す
。

た
同
時
に
成
長
し
て
来
る
、
そ
の
聖
な
る
技
術
を
行
ふ
紳
が
、

つ
ま
り
神
に
よ
っ
て
曜
の
中
に
結
合
せ
ら
れ
た
魂
が
、
だ
ん
/
¥
愛
育
し
て
来
る
、
そ
れ
と
と
も
に
物
質
な
り
肉
韓
な
り
が
、
ま

つ
ま
り
高
皇
産
霊
神
・
紳
皇
産
霊
神
、
即
む
す
び
の
神
で
あ
り
ま



す
。
つ
ま
り
霊
魂
を
輿
へ
る
と
と
も
に
、
肉
瞳
と
霊
魂
と
の
聞
に
、
生
命
を
生
じ
さ
せ
る
、
さ
う
い
ふ
力
を
持
っ
た
紳
の
信
仰
を
、

一
紳
道
教
の
出
護
貼
に
持
っ
て
を
り
ま
す
。
そ
れ
で
考
へ
易
い
誤
り
が
あ
っ
て
、
日
本
に
は
昔
か
ら
、
そ
の
産
霊
紳
を
ば
組
先
と
し

て
考
へ
て
ゐ
る
家
々
も
あ
り
ま
し
た
。

お
な
じ
考
へ
方
か
ら
し
て
、
古
代
の
書
物
に
、
こ
れ
を
宮
廷
の
組
先
と
い
ふ
風
に
も
考
へ
て
ゐ
る
の
で
す
。
皇
祖
と
か
祖
宗
と
か

書
い
て
あ
り
ま
す
神
の
中
に
は
、
こ
の
高
皇
産
霊
神
・
神
皇
産
霊
神
た
ち
を
申
し
て
ゐ
る
例
も
多
い
の
で
す
。
併
し
よ
く
考
へ
ま

す
と
、
魂
を
植
ゑ
つ
け
た
紳
で
、
人
間
紳
で
は
な
い
の
で
す
。
(
四
六
九

i
四
七

O
頁。

d
、
所
収
)

こ
れ
も
一
ヶ
所
し
か
引
用
で
き
な
か
っ
た
が
、
数
ヶ
所
で
こ
の
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。

以
上
で
、
本
書
の
紹
介
を
終
わ
る
が
、
本
書
が
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
を
考
え
る
上
で
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
書
物
で
あ
る
と
確
信
す
る
。
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そ
し
て
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
が
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
遺
産
が
い
か
に
大
い
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
自
覚
す
る
よ
す
が
に
な
る
と
思
う
。
日

本
が
国
際
社
会
で
有
益
な
貢
献
を
な
し
得
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
構
造
の
宗
教
が
必
要
な
の
だ
。


