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葬
族
の
神
話
「
梅
葛
」
と
折
口
信
夫
の
問
答
論
|
|

議
族
の
「
梅
葛
」
と
白
族
の
「
打
歌
」

雲
南
省
楚
雄
葬
族
自
治
州
、
挑
安
.
大
挑
等
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
叙
事
詩

「
梅
葛
」
の
表
現
形
態
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
人
の
ピ
モ
も
し
く
は
歌
手
に

よ
る
朗
諭
で
は
な
く
、
二
人
に
よ
る
問
答
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
る
と
い
う
報
告

が
あ
る
。

日
本
で
は
、
日
本
や
中
国
の
芸
能
、
歌
謡
文
化
研
究
者
で
あ
る
星
野
紘
が
、

「
梅
葛
」
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
梅
葛
」
が
問
答
で
う
た

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
日
本
の
歌
の
起
源
に
つ
い
て
独
自
の
原
理
論
を

展
開
し
た
折
口
信
夫
の
理
論
を
引
用
し
な
が
ら
、
古
代
日
本
の
掛
け
合
い
歌
の

発
生
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

私
も
、
白
族
大
理
自
治
州
耳
源
県
西
山
で
、
白
族
の
創
世
神
話
が
問
答
で
う

た
わ
れ
て
い
る
例
を
取
材
し
た
こ
と
が
あ
る
。
長
編
叙
事
で
あ
る
神
話
が
問
答

で
表
現
さ
れ
る
例
は
私
の
知
る
限
り
で
は
多
い
と
は
言
え
な
い
。
本
稿
で
は
、

「
梅
葛
」
の
よ
う
な
長
編
叙
事
詩
が
、
問
答
と
い
う
表
現
形
態
を
と
る
こ
と
に

注
目
し
、
問
答
と
い
う
表
現
形
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

岡

部

隆

志

「
梅
葛
」
は
星
野
紘
に
よ
れ
ば
「
天
地
問
閥
か
ら
人
類
の
誕
生
、
自
民
族
の

誕
生
、
自
民
族
の
来
歴
と
言
っ
た
、
宇
宙
観
や
歴
史
観
、
家
の
建
て
方
、
織
物

の
織
り
方
、
田
耕
の
仕
方
等
々
の
生
業
に
始
ま
り
、
さ
ら
に
は
結
婚
や
恋
愛
の

こ
と
、
あ
る
い
は
葬
式
の
こ
と
等
々
諸
事
万
端
に
わ
た
る
内
容
を
含
ん
で
い

る
」
も
の
で
あ
る
。
挑
安
県
馬
遊
山
で
は
「
梅
葛
」
全
体
を
「
老
人
梅
葛
」

「
青
年
梅
葛
」
「
子
供
梅
葛
」
と
歌
い
手
の
世
代
毎
に
分
類
し
、
「
老
人
梅
葛
」

は
主
に
天
地
開
闘
な
ど
の
神
話
的
内
容
で
祭
事
な
ど
の
場
で
う
た
わ
れ
る
が
、

問
答
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
「
青
年
梅
葛
」
は
情
歌
や
山
歌
な
ど
を
内
容
と
し

て
い
て
男
女
の
掛
け
合
い
形
式
で
う
た
わ
れ
る
。
「
子
供
梅
葛
」
は
童
歌
の
類

で
言
葉
遊
び
で
あ
り
、
や
は
り
問
答
形
式
で
あ
る
と
い
う
(
星
野
紘
『
歌
・
踊

り
・
祈
り
の
ア
ジ
ア
」
二

0
0
0年)。

こ
の
報
告
で
興
味
深
い
の
は
、
起
源
神
話
的
な
内
容
を
う
た
う
「
老
人
梅

葛
」
が
問
答
形
式
で
う
た
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
青
年
梅
葛
」
は
、
情
歌
や

山
歌
的
内
容
で
あ
る
か
ら
、
男
女
が
掛
け
合
い
で
う
た
う
こ
と
は
理
解
で
き

る
。
「
子
供
梅
葛
」
も
歌
遊
び
の
要
素
が
あ
り
問
答
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
も
理

解
で
き
る
。
が
、
神
話
的
内
容
の
「
老
人
梅
葛
」
が
問
答
で
あ
る
こ
と
は
、
そ

の
表
現
形
態
と
し
て
特
異
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
星
野
紘
は
そ
の

(1) 



一
部
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
以
下
に
引
用
す
る
。

天
は
知
何
に
し
て
造
ら
れ
た
か

天
は
如
何
に
し
て
造
ら
れ
た
も
の
か
?

九
個
の
金
の
実
が
男
子
に
変
身
し

七
個
の
銀
の
実
が
女
子
に
変
身
し
て
。

地
は
如
何
に
し
て
造
ら
れ
た
か

地
は
如
何
に
し
て
造
ら
れ
た
の
か
?

五
人
の
男
子
が
天
を
造
り

四
人
の
女
子
が
地
を
造
っ
た

こ
れ
は
、
『
民
族
文
化
」
(
雲
南
民
族
出
版
社
第
四
期
一
九
八
四
年
)
の

歌
詞
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
問
答
に
よ
っ
て
、
神
話
が
う
た
わ
れ
て
い

く
の
が
わ
か
る
。
う
た
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
星
野
紘
も
「
老
人
梅
葛
」

を
実
際
に
聞
い
て
「
振
幅
の
小
さ
い
旋
律
を
何
度
も
繰
り
返
す
歌
い
方
を
し
て

い
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
語
る
」
の
で
は
な
く
う
た
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
老
人
梅
葛
」
の
よ
う
に
神
話
的
内
容
の
物
語
を
問
答
形
式
で
う
た
う
例
は
、

白
族
大
理
自
治
州
淘
源
県
西
山
の
打
歌
に
も
あ
る
。
私
は
、
二

O
O
五
年
西
山

の
歌
手
を
取
材
し
、
そ
の
問
答
で
の
歌
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
の
部
分

を
以
下
に
紹
介
す
る
。

(
自
活
)

妃
合
改

(
双
活
)創

世
界

古
白
文
.. 
依
走
周
天
染
尼
染
尼
?

岐
!
利
再
真
。

我
弘
本
之
我
玉
戸
阿
染
，

某
初
勝
生
奴
:

某
是
勝
生
奴
。

岐
!
妃
日
昔
乃
再
之
尼
染
尼
?

岐
!
之
勝
，

妃
昼
冷
山
再
之
脂
，

妃
心
峡
奴
真
:

妃
心
侠
奴
真
。

岐
!
冷
山
炎
旺
尼
染
尼
?

岐
!
炎
旺
之
腸
奴
。

冷
者
再
之
脂
。

初
之
胎
生
生
:

我
弘
得
勝
生
生
。

再
之
摘
山
尼
染
尼
?

岐
!
再
之
膳
。

摘
山
再
之
勅
。

初
之
胎
生
生
:

我
弘
得
膳
生
生
。

体
悦
古
老
的
天
迩
在
喝
?

岐
!
也
迩
在
。

我
伯
毎
天
迩
見
着
，

官
就
是
老
祥
子
:

官
迩
是
老
祥
子
。

岐
!
古
老
的
地
迩
在
喝
?

岐
!
迩
在
。

大
地
如
今
迩
在
哩
，

大
地
世
上
有
.. 

大
地
世
上
有
。

吹
!
古
老
的
日
月
迩
在
時
?

岐
!
日
月
迩
在
哩
。

如
今
迩
存
在
。

迩
是
老
祥
子
:

我
弘
得
迭
祥
子
。

(2) 

迩
有
河
山
在
不
在
?

岐
!
都
迩
在
。

河
山
迩
在
哩
!

就
是
老
祥
子
:

我
弘
得
是
老
祥
子
。



太
古
の
天
は
い
ま
だ
あ
る
か
?

あ
あ
!
天
は
今
も
在
る

わ
れ
わ
れ
は
毎
日
見
て
い
る

そ
れ
は
ま
っ
た
く
昔
の
ま
ま
だ

そ
れ
は
ま
っ
た
く
昔
の
ま
ま
だ

歌
手
字
吉
香
(
リ
ー
ダ
ー

6
4
歳
)
・
字
立

華

(
3
8
歳
)
・
王
慶
標

(
5
1
歳
)
王
紹
民

(
4
2歳
)
白
語
・
漢
語
翻
訳
施
珍
華

本

語

訳

阿

部

日

太
古
の
大
地
は
い
ま
だ
あ
る
か
?

あ
あ
!
い
ま
だ
在
る

大
地
は
今
も
在
る

大
地
は
世
の
中
に
在
る

大
地
は
世
の
中
に
在
る

以
上
の
創
世
歌
は
、
四
人
の
歌
手
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
た
。
四
人
は
左
手
に

盃
を
持
ち
、
円
陣
を
組
み
、
ゆ
っ
く
り
と
左
回
り
に
円
を
描
い
て
歩
く
。
歩
き

な
が
ら
、
ま
ず
歌
の
リ
ー
ダ
ー
が
冒
頭
の
一
節
を
う
た
い
、
そ
の
一
節
の
最
後

の
歌
詞
が
終
わ
る
か
終
わ
ら
な
い
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
他
の
三
人
が
唱
和

し
、
一
句
を
全
員
で
う
た
っ
た
。
以
上
の
歌
の
内
容
は
創
世
記
の
序
歌
に
あ
た

る
部
分
で
、
こ
れ
以
降
創
世
神
話
が
問
答
形
式
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

『
潟
源
西
山
白
族
文
化
」
(
中
共
将
源
県
委
員
宣
伝
部
・
河
源
県
文
体
局
主
編

二
0
0
0年
)
に
よ
れ
ば
、
「
打
歌
」
と
は
古
代
の
白
族
の
人
々
が
創
り
だ

し
た
、
一
問
一
答
式
の
叙
事
体
の
古
歌
で
あ
る
。
「
打
歌
」
の
多
く
は
、
祭
り

や
結
婚
式
で
う
た
わ
れ
る
。
歌
い
手
は
質
問
側
と
回
答
側
に
別
れ
、
少
な
く
と

も
五
、
六
人
、
多
け
れ
ば
二
十
人
あ
ま
り
が
参
加
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の

「
歌
頭
」
を
出
し
て
、
歌
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
、
そ
の
他
の
歌
い
手
は
リ
ー
ダ
ー

に
従
っ
て
う
た
う
。
た
き
火
を
囲
み
、
う
た
っ
た
り
、
踊
っ
た
り
す
る
。
人
々

は
手
に
手
に
酒
や
茶
を
持
ち
、
飲
ん
で
は
う
た
う
。
二
句
を
質
問
と
し
、
二
句

を
回
答
と
す
る
形
式
を
持
つ
が
、
歌
形
に
決
ま
っ
た
形
式
や
押
韻
な
ど
の
厳
格

な
決
ま
り
は
な
く
、
簡
素
、
無
伴
奏
で
あ
る
、
と
い
う
。

私
の
取
材
し
た
打
歌
は
、
質
問
側
と
回
答
側
に
別
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、

本
来
は
別
れ
て
う
た
う
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
質
問
と
回
答
は
二
句
ず
つ
の
形

式
と
あ
る
が
、
決
ま
っ
た
形
式
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
で
、
私
の
取

太
古
の
太
陽
と
月
は
い
ま
だ
在
る
か
?

あ
あ
!
太
陽
と
月
は
今
も
在
る

今
も
在
る

い
ま
だ
昔
の
ま
ま
だ

私
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る

そ
の
他
に
山
河
は
い
ま
だ
在
る
か
?

あ
あ
!
山
河
は
皆
い
ま
だ
在
る

山
河
は
い
ま
だ
在
る

確
か
に
昔
の
ま
ま
だ

昔
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る

(3) 



材
し
た
よ
う
な
冒
頭
の
一
節
だ
け
が
質
問
に
な
っ
て
い
る
形
式
も
あ
り
得
る
の

だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
再
源
県
西
山
の
打
歌
も
神
話
的
な
内
容
で
あ
る
創

世
歌
を
問
答
で
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
に
問
答
態
と
し
て
の
神
話
は
あ
る
の
か

こ
の
よ
う
に
、
神
話
的
内
容
を
問
答
で
う
た
う
表
現
形
態
は
日
本
に
あ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
古
事
記
、
日
本
書
紀
の
神
話
は
散
文
に
よ
る
叙
述
で
あ
り
、
問

答
形
式
で
は
な
い
。
出
雲
風
土
記
の
、
次
の
よ
う
な
国
引
き
詞
章
は
神
話
を
韻

律
の
あ
る
文
章
で
表
記
し
た
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

意
字
と
な
づ
く
る
所
以
は
、
図
引
き
ま
し
し
八
束
水
臣
津
野
命
、
詔
り
た

ま
ひ
し
く
「
八
雲
立
つ
出
雲
の
国
は
、
狭
布
の
稚
園
な
る
か
も
、
初
国
小
さ

く
作
ら
せ
り
。
故
、
作
り
縫
は
な
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
「
た
く
袋
、
志
羅
紀

の
三
埼
を
、
国
の
余
り
あ
り
や
と
見
れ
ば
、
国
の
余
り
あ
り
」
と
詔
り
た
ま

ひ
て
、
童
女
の
胸
姐
取
ら
し
て
、
大
魚
の
き
だ
衝
き
別
け
て
、
は
た
す
す
き

穂
振
り
別
け
て
、
三
身
の
網
う
ち
技
け
て
、
霜
黒
葛
く
る
や
く
る
や
に
、
河

船
の
も
そ
ろ
も
そ
ろ
に
、
国
来
々
々
と
引
き
来
縫
へ
る
国
は
、
去
豆
の
折
絶

よ
り
、
八
穂
爾
支
豆
支
の
御
埼
な
り
。
此
く
て
、
堅
め
立
て
し
加
志
は
、
石

見
の
固
と
出
雲
の
国
と
の
境
な
る
、
名
は
佐
比
資
山
、
是
な
り
。
:
:
:
(
「
出

雲
国
風
土
記
意
字
郡
』
)

神
話
が
う
た
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
恩
わ
せ
る
叙
述
と
言
え
る
が
、
こ
の
詞
章

に
し
て
も
問
答
形
式
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
記

紀
、
風
土
記
の
叙
述
か
ら
は
神
話
の
よ
う
な
叙
事
が
問
答
形
式
で
記
述
さ
れ
た

例
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
記
紀
歌
謡
や
万
葉
集
な
ど
の
歌
に
つ
い
て
は
ど
う

か
。
出
雲
神
話
に
あ
る
、
八
千
矛
神
の
沼
河
比
売
求
婚
の
歌
謡
は
八
千
矛
神
と

沼
河
比
売
の
問
答
に
な
っ
て
い
る
が
、
神
話
叙
事
の
問
答
で
は
な
く
、
求
婚
の

場
面
に
お
け
る
男
女
の
や
り
と
り
を
内
容
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

古
代
の
文
献
資
料
で
神
話
叙
事
が
問
答
形
式
で
う
た
わ
れ
て
い
る
例
は
な
い

と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
脅
か
れ
た
記
録
に
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
実
際

に
口
頭
で
の
神
話
叙
事
が
問
答
で
う
た
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な

い
。
だ
が
、
声
で
う
た
わ
れ
た
歌
謡
や
歌
を
よ
り
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

記
紀
歌
謡
や
万
葉
集
に
お
け
る
問
答
形
式
が
主
に
男
女
に
よ
る
求
婚
も
し
く
は

恋
の
や
り
と
り
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
日
本
古
代
に
お
い

て
、
問
答
と
い
う
形
式
は
主
に
男
女
の
掛
け
合
い
の
よ
う
な
持
情
歌
に
お
い
て

の
も
の
で
あ
る
、
と
は
言
え
よ
う
。

が
、
日
本
の
問
答
形
式
に
お
け
る
歌
で
、
神
話
的
内
容
が
う
た
わ
れ
る
例
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
島
根
県
や
広
島
県
に
現
在
で
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
田
植

歌
の
中
に
は
、
そ
の
土
地
の
起
源
に
つ
い
て
問
答
で
う
た
う
例
が
あ
る
こ
と
を

土
橋
寛
が
報
告
し
て
い
る
(
「
古
代
歌
謡
論
」
=
二
番
房
一
九
六

O
年
)
。
例
え

ば
次
の
よ
う
に
う
た
う
。

(4) 

産
湯
の
水
は
何
処
清
水

(
田
の
神
が
産
湯
に
つ
か
っ
た
水
は
何
処
の
清
水
か
?
)

(
何
処
清
水
)
山
城
の
国
の
石
清
水(

そ
の
清
水
は
山
城
の
国
の
石
清
水
だ
)

(
島
根
県
田
植
歌
)

回
の
神
の



ま
ず
問
い
で
回
の
神
の
産
渇
の
由
来
を
た
ず
ね
、
答
え
で
は
、
問
い
の
最
後

の
詞
を
し
り
と
り
式
に
繰
り
返
し
、
答
え
て
い
く
と
い
う
形
式
で
あ
る
が
、
こ

の
形
式
は
日
本
の
古
い
神
楽
歌
に
も
見
ら
れ
る
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の

田
植
歌
の
場
合
、
神
話
そ
の
も
の
を
う
た
う
こ
と
に
目
的
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
田
植
の
神
事
儀
礼
に
際
し
て
、
短
い
問
答
形
式
で
、
神
を
讃
め
る
こ
と
に

目
的
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
田
植
歌
の
背
景
に
は
神
の
起
源
神
話
の
あ
っ
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
言
わ
ば
そ
の
神
話
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
留
め
た
短
い
こ
と
ば

が
、
こ
の
よ
う
に
問
答
で
再
現
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

土
橋
寛
は
こ
の
よ
う
な
田
植
歌
は
「
祭
歌
」
と
分
類
し
て
い
る
が
、
田
植
歌
そ

の
も
の
は
、
も
っ
と
多
様
な
内
容
を
含
ん
で
い
て
、
例
え
ば
、
「
梅
葛
」
の
情

歌
の
よ
う
に
、
男
女
の
恋
歌
を
問
答
で
掛
け
合
う
場
合
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
「
梅
葛
」
と
類
似
す
る
が
、
「
梅
葛
」
の
よ
う
に
長
編
の
叙
事
詩
と
し
て
伝

承
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
短
い
問
答
の
掛
け
合
い
歌
と
し
て
、
個
々
に

伝
承
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
問
答
形
式
の
田
植
歌
に
、
神
話
的
内
容
を
含
ん
だ
も

の
が
あ
る
こ
と
は
、
問
答
で
う
た
わ
れ
る
「
梅
葛
」
を
考
え
る
際
の
参
考
に
な

る
だ
ろ
う
が
、
た
だ
実
際
長
い
叙
事
そ
の
も
の
が
問
答
と
い
う
形
式
で
展
開
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
田
植
え
歌
の
掛
け
合
い
が
多
様
な
内
容
を
含
み
得

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
田
植
え
歌
の
事
例
で
も
っ
て
、
中

国
少
数
民
族
の
よ
う
な
、
問
答
形
式
で
神
話
叙
事
を
掛
け
合
っ
て
い
く
と
い
う

例
が
日
本
に
も
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

ま
た
、
沖
縄
で
は
神
話
的
な
叙
事
の
内
容
を
、
神
謡
と
し
て
今
で
も
儀
礼
の

際
に
う
た
っ
て
い
る
が
、
神
謡
は
問
答
形
式
で
掛
け
合
い
で
う
た
う
と
い
う
も

の
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
葬
族
の
「
梅
葛
」
や
白
族
の
「
打
歌
」
の
よ

う
に
、
神
話
的
内
容
の
叙
事
を
問
答
と
い
う
掛
け
合
い
で
展
開
し
て
い
く
表
現

形
態
は
日
本
に
は
見
ら
れ
な
い
、
と
と
り
あ
え
ず
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
老
人
梅
葛
」
と
折
口
信
夫
の
文
学
発
生
論

「
梅
葛
」
も
白
族
の
「
打
歌
」
も
多
様
な
内
容
を
抱
え
た
長
編
叙
事
詩
で
あ

る
。
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
表
現
形
態
も
ま
た
違
っ
て
く
る
と
忠
わ
れ
る
が
、
こ

こ
で
は
、
創
世
神
話
の
よ
う
な
民
族
の
起
源
を
伝
え
る
神
話
が
何
故
問
答
で
う

た
わ
れ
る
の
か
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
の
だ
が
、
そ
の
前
に
折

口
信
夫
の
問
答
論
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
梅
葛
」
の
伝
承
者
は
ピ
モ
と
か
ベ
イ
マ
と
称
さ
れ
る
宗
教
者
と
民
間
の
歌

手
で
あ
る
。
ピ
モ
な
ど
の
宗
教
者
は
一
人
で
う
た
う
が
、
問
答
の
よ
う
な
掛
け

合
い
は
民
間
の
歌
手
が
う
た
う
と
い
う
こ
と
だ
。
白
族
の
打
歌
の
場
合
は
、
勢

族
に
お
け
る
ピ
そ
の
よ
う
な
宗
教
者
は
い
な
い
の
で
、
問
答
形
式
で
う
た
わ
れ

て
い
る
。
星
野
紘
は
一
人
で
う
た
う
形
式
と
掛
け
合
い
で
う
た
う
問
答
の
形
式

の
ど
ち
ら
の
形
が
先
行
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
は
、
中
国
側
を
は
じ
め
研
究

者
の
間
で
は
明
確
に
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
研
究
課
題
に
な
っ
て
い
る
述
べ
て
い

る
(
「
歌
・
踊
り
・
祈
り
の
ア
ジ
ア
」
)
。

た
だ
、
日
本
に
も
掛
け
合
い
形
式
の
問
答
の
表
現
は
あ
る
。
日
本
の
問
答
を

含
め
て
、
何
故
問
答
と
い
う
表
現
形
態
を
と
る
の
か
と
い
う
、
よ
り
言
語
表
現

の
本
質
的
な
問
題
に
ま
で
こ
だ
わ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
考
察
は
簡
単
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

(5) 



星
野
紘
も
触
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
古
代
文
学
、
民
俗
学
の
研
究
者
で
あ
る

折
口
信
夫
は
、
神
話
の
表
現
形
態
に
つ
い
て
の
理
論
を
日
本
の
文
学
の
起
源
の

問
題
と
し
て
提
起
し
た
。
従
っ
て
、
ま
ず
問
答
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
折
口

の
問
答
論
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
折
口
は
「
国
文
学
の
発
生
」
の
第
一
稿
と
第

四
稿
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
人
称
式
に
発
想
す
る
叙
事
詩
は
、
神
の
独
り
言
で
あ
る
。
神
、
人
に
懸
っ

て
、
自
身
の
来
歴
を
述
べ
、
種
族
の
歴
史
・
土
地
の
由
緒
な
ど
を
述
べ
る
。

皆
一
品
現
の
悦
惚
時
の
空
想
に
は
過
ぎ
な
い
。
併
し
、
種
族
の
意
向
の
上
に

立
つ
て
の
空
想
で
あ
る
。
(
『
国
文
学
の
発
生
第
一
稿
』
)

私
は
日
本
文
学
の
発
生
点
を
、
神
授
(
と
信
ぜ
ら
れ
た
)
の
呪
言
に
据
え
て

い
る
。
し
か
も
そ
の
古
い
形
は
、
今
日
さ
か
の
ぼ
れ
る
限
り
で
は
、
こ
う

言
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
や
や
長
篇
の
叙
事
脈
の
詞
章
で
対
話
よ
り
は
拍

子
が
細
く
て
、
識
調
の
速
さ
が
音
数
よ
り
も
先
に
決
ま
っ
た
傾
向
の
見
え
る

も
の
で
あ
っ
た
。
左
右
相
称
・
重
畳
の
感
を
満
足
さ
せ
る
と
と
も
に
、
印
象

の
効
果
を
考
え
、
文
の
首
尾
の
照
応
に
力
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
神
懸
か
り
の
精
神
状
態
か
ら
来
る
詞
章
が
、
た
び
た
び
く
り
返
さ
れ
た
結

果
、
き
ま
っ
た
形
を
採
る
よ
う
に
な
っ
た
。
邑
落
の
生
活
が
年
代
の
重
な
る

に
従
っ
て
、
幾
種
類
か
の
詞
章
は
、
村
の
神
人
か
ら
神
人
へ
伝
承
さ
せ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
(
『
国
文
学
の
発
生
第
四
稿
』
)

日
本
の
文
学
の
始
ま
り
は
、
神
の
一
人
称
の
語
り
に
よ
る
叙
事
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
神
が
シ
ャ

l
マ
ン
の
口
を
通
し
て
自
ら
の
由
来
を
語
る
神
話
の
語
り
が

文
学
の
起
源
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
語
り
は
韻
律
を
伴
う
も
の

だ
っ
た
と
す
る
。
折
口
は
そ
の
最
初
の
叙
事
を
「
一
人
称
式
に
発
想
す
る
叙
事

詩
」
(
第
一
稿
)
と
も
「
呪
言
」
(
第
四
稿
)
と
も
一
言
ヌ
1
0

こ
の
呪
言
も
し
く
は

叙
事
詩
の
中
の
神
意
を
直
接
現
す
詞
の
部
分
、
あ
る
い
は
好
情
の
強
い
詞
の
部

分
が
、
説
明
的
な
地
の
文
か
ら
独
立
し
で
っ
た
」
に
な
っ
て
い
き
、
そ
の
で
っ

た
」
の
最
初
の
形
式
は
「
片
歌
」
と
い
い
、
問
答
で
掛
け
合
わ
れ
る
も
の
だ

と
、
折
口
は
問
答
形
式
の
発
生
を
説
い
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
問
答
は
、
自

ら
の
来
歴
を
語
る
外
来
神
で
あ
る
「
ま
れ
び
と
」
と
土
地
の
精
霊
と
の
聞
の
問

答
で
あ
る
と
す
る
。

何
故
問
答
な
の
か
、
と
は
、
こ
の
折
口
信
夫
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
叙
事
的

な
詞
章
の
中
の
、
持
情
の
強
い
部
分
、
あ
る
い
は
呪
性
の
強
い
部
分
が
、
地
の

文
か
ら
独
立
す
る
と
き
、
問
答
の
形
態
を
と
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

が
、
実
際
は
そ
う
わ
か
り
や
す
く
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
事

な
と
こ
ろ
な
の
で
丁
寧
に
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
第
一
稿
で
は
、
片
歌
の
発
生
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(6) 

神
話
即
託
宣
は
、
人
語
を
以
て
せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
任
意
の
神
託
を

待
た
ず
に
、
答
へ
を
要
望
す
る
場
合
に
、
神
の
意
思
は
多
く
、
瞥
喰
或
は
象

徴
風
に
現
は
れ
る
。
そ
こ
で
「
神
語
」
を
聞
き
知
る
審
神
者
ー
ー
さ
に
は
|

ー
と
言
ふ
者
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

中
に
は
人
間
の
問
ひ
に
対
し
て
、
一
言
を
以
て
答
へ
る
、
一
言
主
ノ
神
の
様

に
方
法
を
採
る
も
の
も
あ
っ
た
。

神
の
意
思
表
現
に
用
い
ら
れ
た
簡
単
な
「
神
語
」
の
様
式
が
、
神
に
対
し
て

の
設
問
に
も
、
利
用
せ
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
か
と
思
は
れ
る
。



私
は
「
片
歌
」
と
い
う
形
が
、
此
か
ら
進
ん
だ
も
の
と
考
へ
る
。
旋
頭
歌
の

不
具
な
る
物
故
と
思
は
れ
て
居
る
名
の
片
歌
は
、
古
く
は
必
、
問
答
態
を
採

る
。
「
神
武
天
皇
・
大
久
米
の
問
答
」
「
酒
折
宮
の
唱
和
」
な
ど
を
見
る
と
、

旋
頭
歌
発
生
の
意
義
は
知
れ
る
。
片
歌
で
問
ひ
、
片
歌
で
答
へ
る
神
事
の
言

語
が
、
一
対
で
完
成
す
る
と
の
意
識
を
深
め
て
、
一
つ
の
様
式
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
併
し
、
問
答
態
以
前
に
、
神
意
を
宣
る
だ
け
の
片
歌
の
時
代
が

あ
っ
た
事
は
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
(
『
国
文
学
の
発
生
第
一
稿
」
)

こ
の
文
章
は
比
較
的
わ
か
り
や
す
く
、
問
答
の
発
生
の
一
つ
の
形
態
を
説
明

し
て
い
る
と
言
え
る
。
「
神
話
即
託
官
こ
は
、
第
一
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な

「
一
人
称
式
に
発
想
す
る
叙
事
詩
」
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
叙
事
詩
の
中
で
の

神
の
意
思
(
託
宣
)
を
現
す
詞
の
部
分
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と

見
た
方
が
よ
い
。
大
事
な
の
は
、
こ
の
神
の
意
思
で
あ
る
神
話
が
、
一
言
の
よ

う
な
短
い
こ
と
ば
で
、
し
か
も
、
問
答
態
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
人
の
側
も
神
話
を
ま
ね
て
神
に
設
問
す
る
と
あ
る
。
問
答
態
の
前
に
神
の

託
宣
と
し
て
の
神
話
が
あ
っ
た
と
は
述
べ
て
い
る
が
、
神
話
は
問
答
態
形
式
を

取
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
は
注
目
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
呪
言
も
し
く
は
叙
事
詩
と
い
う
叙
事
的
表
現
形
態
か
ら
、
「
神
語

即
託
宣
」
と
い
っ
た
神
の
意
思
表
現
が
独
立
す
る
と
き
そ
れ
は
問
答
の
表
現
態

を
と
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
四
稿
で
は
、
問
答
と
し
て
の
で
っ
た
」
の
発
生
は
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ

る。
呪
言
・
叙
事
詩
の
詞
の
部
分
の
独
立
し
た
も
の
が
引
対
で
あ
る
と
と
も
に
、

こ
と
わ
ざ
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
傾
向
を
作
っ
た
の
は
、
呪
一
言
・
叙
事
詩

の
詞
が
、
詞
章
全
体
の
精
粋
で
あ
り
、
代
表
的
に
効
果
を
現
す
も
の
と
信
じ

て
、
抜
き
出
し
て
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
信
仰
の
変
化
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

歌
の
最
初
の
姿
は
、
神
の
真
言
(
呪
)
と
し
て
信
仰
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ

つ

づ

ま

か

け

あ

い

る
。
こ
れ
が
次
第
に
約
っ
て
行
っ
て
、
神
人
問
答
の
唱
和
相
聞
の
短
詩
形

を
固
定
さ
せ
て
来
た
。
久
し
い
年
月
は
、
歌
垣
の
場
を
中
心
に
し
て
、
そ
う

し
た
短
い
う
た
を
育
て
た
。
旋
頭
歌
を
意
識
に
上
ら
せ
、
さ
ら
に
新
し
く

は
、
長
歌
の
末
段
の
五
句
の
、
独
立
傾
向
の
あ
っ
た
の
を
併
せ
て
、
短
歌
を

成
立
さ
せ
た
。
(
「
国
文
学
の
発
生
第
四
稿
」
)

こ
こ
で
は
、
「
う
た
」
が
「
神
人
問
答
」
と
い
う
表
現
形
態
を
と
る
プ
ロ
セ

ス
が
整
理
さ
れ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
神
人
問
答
」
と
は
、
共
同
体
を

訪
れ
る
外
来
神
で
あ
る
「
ま
れ
び
と
」
と
共
同
体
の
側
の
土
地
の
精
霊
の
あ
い

だ
の
問
答
で
あ
る
。
外
来
神
で
あ
る
「
ま
れ
び
と
」
が
訪
れ
た
共
同
体
で
、
自

身
の
来
歴
・
呪
言
を
述
べ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
共
同
体
の
側
の
土
地
の
精
霊

は
「
返
奏
し
の
誓
詞
」
を
述
べ
る
、
と
い
う
よ
う
な
問
答
が
行
わ
れ
る
。
土
地

の
精
霊
の
言
葉
は
共
同
体
の
人
が
代
行
し
て
行
う
の
で
、
こ
の
問
答
は
神
人
問

答
と
な
る
が
、
実
態
と
し
て
は
、
そ
の
問
答
は
、
人
間
の
言
語
に
よ
る
祝
福
の

表
現
形
式
を
取
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
問
答
と
し
て
独
立
し
て
い
く
こ
と
ば
が
、
「
詞
章

つ
づ
ま

全
体
の
精
粋
」
「
代
表
的
に
効
果
を
現
す
も
の
」
「
次
第
に
約
っ
て
行
っ
て
」

と
、
表
現
す
る
調
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
凝
縮
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
よ
う
に
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
こ
と
ば
が
、
神
の
意
思
を
最
も
効

率
的
に
伝
え
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
呪
的
な
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
と

(7) 



い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
呪
的
と
言
え
る
力
を
帯
び
る
こ
と
が
、
問
答

と
し
て
自
立
し
て
い
く
条
件
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
折
口
の
問
答
論

に
お
け
る
こ
と
ぼ
の
と
ら
え
方
の
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

そ
し
て
、
折
口
の
問
答
論
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
問
答
を
発
生
さ
せ
る

「
呪
言
・
叙
事
詩
」
を
多
声
的
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
呪
言
・
叙
事

詩
」
は
律
文
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
神
の
一
人
称
語
り
の
叙
事
と
述
べ
る
が
、
実

は
、
こ
の
定
義
が
す
で
に
多
声
的
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
叙
事
は
普
通

三
人
称
の
位
置
か
ら
の
語
り
に
な
る
が
、
折
口
は
あ
え
て
一
人
称
の
叙
事
と
定

義
す
る
こ
と
で
、
最
初
か
ら
複
数
の
位
置
の
語
り
手
を
含
み
込
ん
だ
も
の
と
し

て
発
生
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
人
称
叙
事
で
あ
る
呪
言
・
叙
事
詩

は
、
シ
ャ
l
マ
ン
の
声
だ
と
し
て
も
、
そ
の
声
に
は
複
数
の
声
が
含
み
込
ま
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
そ
の
多
声
性
は
「
の
り
と
」
や
「
よ

ご
と
」
の
説
明
の
中
に
現
れ
て
く
る
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
呪
言
に
は
古
く
か
ら
「
地
」
の
部
分
と
「
詞
」
の
部

分
と
が
分
か
れ
る
傾
向
が
見
え
て
居
た
の
で
あ
る
。
此
が
祝
詞
の
抜
き
さ
し

自
由
な
形
に
な
っ
て
、
一
部
分
を
唱
え
る
事
も
出
来
、
伝
来
の
詞
を
中
に
、

附
加
文
が
添
は
っ
て
来
た
り
も
し
た
理
由
で
あ
る
。
そ
う
し
て
此
の
呪
言
の

神
聖
な
来
歴
を
語
る
呪
言
以
外
に
附
加
さ
せ
ら
れ
た
部
分
が
、
第
一
義
の
叫

し
ん

引
剖
で
あ
っ
た
伝
し
く
、
其
の
心
に
な
っ
て
ゐ
る
も
の
が
、
古
く
判
司
副
を

以
っ
て
総
称
せ
ら
れ
て
い
た
の
だ
(
「
国
文
学
の
発
生
第
四
稿
」
)

呪
言
に
古
く
か
ら
「
地
」
と
「
詞
」
に
別
れ
る
傾
向
が
見
え
て
い
た
と
い
う

の
は
、
神
の
一
人
称
語
り
の
こ
と
ば
が
三
人
称
の
叙
事
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
と

い
う
多
声
的
な
発
生
の
次
元
で
す
で
に
脹
胎
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
一
人
称
の
位
置
か
ら
の
神
の
意
思
が
「
詞
」
と
な
り
そ
れ
を
三
人
称
的
に

抱
え
込
む
言
葉
が
「
地
」
と
な
る
。
「
の
り
と
」
と
「
よ
ご
と
」
の
関
係
も
ま

た
同
じ
よ
う
な
多
声
性
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
る
事
が
で
き
よ
う
。

「
の
り
と
」
は
上
か
ら
下
へ
の
宣
る
言
葉
、
す
な
わ
ち
神
が
精
霊
に
宣
る
こ

と
ぼ
で
あ
る
。
「
よ
ご
と
」
は
下
か
ら
上
へ
と
発
す
る
言
葉
、
精
霊
が
神
に
服

従
を
誓
う
言
葉
で
あ
る
。
折
口
の
考
え
る
問
答
は
、
こ
の
「
の
り
と
」
と
「
よ

ご
と
」
の
問
答
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
だ
が
、
引
用
し
た
文
章
で
「
の
り
と
」

し
ん

の
心
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
古
く
「
よ
ご
と
」
と
し
て
総
称
さ
れ
て
い
た
と

は
、
人
の
側
の
「
よ
ご
と
」
の
こ
と
ば
に
、
す
で
に
神
の
こ
と
ば
で
あ
る
「
の

り
と
」
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
呪
言
と
い
う

表
現
形
態
は
こ
の
二
つ
を
含
み
込
ん
だ
も
の
だ
っ
た
と
ど
う
や
ら
折
口
は
考
え

て
い
る
。
こ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
呪
言
と
い
う
表
現
形
態
に
、
問
答
を
な

す
こ
と
が
可
能
な
二
つ
の
声
が
す
で
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
シ
ャ

l
マ
ン
が
語
る
神
の
一
人
称
語
り
の
叙
事
は
、
一
方
向
の
単
声
的
な

語
り
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
折
口
は
考
え
て
い
た
。
従
っ
て
、
問
答
の

発
生
は
、
そ
の
内
在
的
な
多
声
性
が
問
答
と
い
う
表
現
形
態
に
外
化
し
た
の
だ

と
も
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
折
口
は
そ
こ
ま
で
明
確
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
神
と
精
霊
と
の
問
答
と
い
う
、
実
体
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
論
じ
ら
れ
る

折
口
の
問
答
論
に
は
、
双
方
向
的
で
多
声
的
な
こ
と
ば
が
問
答
と
い
う
表
現
態

を
と
る
以
前
の
詞
章
の
段
階
か
ら
脹
胎
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(8) 



四

何
故
問
答
な
の
か

さ
て
、
問
答
形
式
で
う
た
わ
れ
る
「
老
人
梅
葛
」
は
、
以
上
の
折
口
の
文
学

起
源
論
と
し
て
の
問
答
論
に
、
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

折
口
の
論
か
ら
言
え
ば
、
「
呪
言
・
叙
事
詩
の
詞
の
部
分
の
独
立
し
た
も
の

が
引
却
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
も
、
掛
け
合
い
の
問
答
が
、
神
話
的
な

叙
事
の
こ
と
ば
か
ら
成
立
し
て
く
る
と
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
人
称
神
話
り

の
長
編
叙
事
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
掛
け
合
い
の
短
い
こ
と
ば
が
成
立
し

て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
文
学
の
起
源
が
、
実
際
こ
の
通
り
に
展

開
し
た
の
か
実
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
仮
定
の
理
論
で
し

か
な
い
が
、
文
字
を
持
た
な
い
世
界
の
諸
民
族
に
お
け
る
文
化
人
類
学
の
報
告

例
を
み
て
も
、
神
話
的
内
容
の
叙
事
を
持
つ
例
は
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
ま
ず
神
話
叙
事
を
文
学
発
生
の
初
期
段
階
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
に
問
題

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
起
源
の
問
題
は
別
に
し
て
単
純
に
表
現
形
態
に
お
け
る
前
後
関
係

の
問
題
と
し
て
考
え
れ
ば
、
宗
教
者
が
神
話
的
な
叙
事
を
語
る
(
あ
る
い
は
う

た
う
)
形
態
が
先
に
あ
っ
て
、
掛
け
合
い
形
式
の
表
現
形
態
は
そ
の
あ
と
か
ら

生
ま
れ
た
、
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。

ネ

ウ

定

テ

イ

大
涼
山
葬
族
の
長
編
叙
事
で
あ
る
神
話
「
勤
俄
特
依
」
に
つ
い
の
で
工
藤
隆

の
調
査
報
告
が
あ
る
が
(
工
藤
隆
「
四
川
省
大
涼
山
イ
族
神
話
調
査
記
録
」

二
O
O
三
)
、
そ
れ
は
、
宗
教
者
ピ
モ
の
一
人
に
よ
る
朗
諦
で
あ
る
。
一
方
、

「
老
人
梅
葛
」
は
、
問
答
で
う
た
う
の
は
民
間
の
歌
い
手
で
あ
り
、
ピ
モ
は
一

人
で
う
た
う
と
い
う
。
白
族
の
打
歌
も
ま
た
宗
教
者
で
は
な
い
村
の
歌
い
手
に

よ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
、
儀
礼
性
を
保
持
し
た
ピ
モ
に
よ
る
朗
諭
の
段

階
が
ま
ず
あ
り
、
儀
礼
性
が
薄
れ
、
民
間
の
歌
い
手
に
よ
っ
て
神
話
が
伝
承
さ

れ
る
段
階
で
、
問
答
形
式
に
な
っ
て
い
っ
た
と
、
と
り
あ
え
ず
は
言
え
そ
う
で

あ
る
。葬

族
の
神
話
叙
事
で
あ
る
「
梅
葛
」
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
「
老
人
梅
葛
」
は
、
本
来
ピ
モ
の
よ
う
な
宗
教
者
が
儀
礼
の
よ
う
な
場

で
一
人
で
朗
読
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
問
答
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
る
表
現

形
式
は
、
「
梅
葛
」
が
宗
教
的
な
神
秘
性
を
薄
め
た
こ
と
に
よ
り
、
広
く
民
間

に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
表
現
形
式
で
は
な

か
っ
た
か
。

問
題
は
、
民
間
の
歌
い
手
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
神
話
の
口
頭
伝
承
は
何
故
問

答
形
式
を
と
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
難
問
で
あ
る
。

折
口
は
、
呪
言
・
叙
事
詩
に
匹
胎
さ
れ
る
「
う
た
」
が
そ
こ
か
ら
析
出
さ
れ

る
と
き
に
問
答
態
を
と
る
の
だ
と
、
言
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
が
問
答
と
い
う

具
体
的
な
表
現
態
を
何
故
取
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
特
に
論
を
展
開
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
折
口
は
、
第
二
稿
、
第
三
稿
で
展
開
し
た
よ
う
に
、

問
答
の
発
生
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
外
来
神
で
あ
る
「
ま
れ
び
と
」

と
土
地
の
精
霊
と
の
問
答
を
起
源
と
し
た
神
人
問
答
論
を
展
開
し
て
い
る
。
お

そ
ら
く
は
、
そ
の
問
答
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
こ
と
が
折
口
に
と
っ

て
の
、
何
故
問
答
態
を
と
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
「
ま
れ
び
と
」
と
土
地
の
精
霊
と
の
問
答
は
、
「
ま
れ
び
と
」
に
よ
る
村
の

祝
福
の
形
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
来
神
が
村
に
や
っ
て
き
て
祝
福
の
こ
と
ば

を
述
べ
る
と
き
、
そ
こ
に
神
の
こ
と
ば
と
し
て
の
短
い
こ
と
ば
が
伍
胎
さ
れ
、

そ
れ
が
、
神
と
人
と
の
問
答
と
い
う
儀
礼
の
な
か
で
問
答
形
式
の
「
う
た
」
と

し
て
整
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
語
表
現
の
律
動
的
な
形
式
で
あ
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る
問
答
と
、
神
と
人
と
の
問
答
と
い
う
実
態
と
し
て
の
儀
礼
で
あ
る
問
答
が
一

体
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
、
折
口
の
問
答
論
の
一
つ
の
特
徴

が
あ
る
。

こ
の
折
口
の
問
答
論
は
、
問
答
と
し
て
の
「
梅
葛
」
を
考
え
る
上
で
参
考
に

な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
郵
族
に
お
い
て
異
人
来
訪
と
い
っ
た
「
ま
れ
び

と
」
の
訪
れ
が
あ
る
の
か
ど
う
か
だ
が
、
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
伊
藤
清
司

は
、
貴
州
省
西
北
部
の
威
寧
葬
族
回
族
苗
族
自
治
県
塩
倉
区
板
底
郷
で
行
わ
れ

る
、
勢
族
の
村
の
「
ツ
ォ
ト
ン
ジ
」
の
祭
り
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
が
、
こ

の
祭
り
は
来
訪
神
の
祭
り
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
祖
先
で
あ
る
仮
面
を
つ
け

た
四
人
の
男
女
が
村
を
訪
れ
、
農
耕
の
所
作
を
し
豊
穣
を
予
祝
す
る
。
そ
の

際
、
村
人
と
問
答
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
伊
藤
は
こ
の
行
事
は
、
日
本

の
各
地
で
行
わ
れ
て
き
た
正
月
の
神
事

u
ま
ろ
う
ど
神
の
来
訪
行
事
と
多
く
の

点
で
共
通
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
(
伊
藤
清
司
「
雲
貴
高
原
の
ま
ろ
う
ど

神
」
一
九
八
九
)
。

「
ツ
ォ
ト
ン
ジ
」
は
貴
州
省
の
側
の
勢
族
で
あ
っ
て
、
雲
南
省
の
「
梅
葛
」

を
伝
承
す
る
葬
族
と
は
違
う
地
域
で
は
あ
る
が
、
葬
族
に
も
折
口
の
述
べ
る

「
ま
れ
ぴ
と
」
信
仰
に
似
た
儀
礼
が
あ
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
儀
礼
の
面
か
ら
み
て
、
来
訪
神
と
の
問
答
と
い
う
形
態
が
勢
族
に
は

な
い
と
は
一
吉
守
え
な
い
の
で
あ
る
。
勢
族
は
祖
先
信
仰
の
強
い
民
族
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
祖
先
が
来
訪
神
と
し
て
訪
れ
る
観
念
は
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は

な
い
。
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
表
現
形
式
と
し
て
の
問
答
を
神
話
叙
事
が
と

る
、
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

口
頭
で
伝
承
さ
れ
る
神
話
の
あ
る
場
面
が
、
儀
礼
で
実
際
に
演
じ
ら
れ
る
時

に
問
答
の
よ
う
な
表
現
形
態
を
と
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
神
話
そ
の
も
の
の

表
現
形
式
が
問
答
態
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

工
藤
隆
が
報
告
し
て
い
る
大
涼
山
の
郵
族
の
場
合
、
確
か
に
問
答
で
客
と
家

の
側
の
主
人
が
問
答
を
す
る
歌
が
あ
る
(
工
藤
隆
『
四
川
省
大
涼
山
イ
族
神
話

調
査
記
録
』
)
。
た
だ
、
そ
の
問
答
は
、
神
と
人
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
村
人

ヰ

ウ

君

子

イ

同
士
の
問
答
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
長
篇
神
話
「
勅
俄
特
依
」
は
、
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
宗
教
者
で
あ
る
ピ
モ
が
朗
諭
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
ば

の
な
か
に
時
々
だ
が
問
い
の
こ
と
ば
が
入
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
天
地
が
生
ま

れ
て
く
る
次
第
を
語
っ
て
い
く
展
開
の
な
か
で
、
「
下
界
に
木
は
あ
っ
た
か
」

と
い
う
問
い
が
は
い
り
、
そ
れ
に
答
え
る
形
で
神
話
が
進
む
、
と
い
う
場
合
が

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
聞
い
は
、
数
と
し
て
は
多
く
な
く
、
ほ
と
ん
ど

は
問
い
に
答
え
る
と
い
う
形
式
を
取
ら
な
い
で
展
開
す
る
。
こ
の
場
合
も
「
木

は
無
か
っ
た
」
と
い
う
答
え
の
あ
と
、
木
を
め
ぐ
る
物
語
が
四
十
五
句
続
く
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
定
型
的
な
語
り
方
で
あ
っ
て
、
実
際
に
問
答
で
う

た
わ
れ
る
も
の
と
考
え
な
い
方
が
い
い
。
た
だ
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
聞
い
の

形
式
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ピ
モ
が
一
人
で
朗
謝
す
る

も
の
だ
と
し
て
も
、
表
現
の
形
式
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
す
で
に
問
答
で
展
開

す
る
萌
芽
が
、
す
な
わ
ち
多
声
的
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る

郵
族
社
会
に
折
口
の
言
、
っ
「
ま
れ
び
と
」
来
訪
儀
礼
に
似
た
儀
礼
は
確
か
に

あ
る
。
が
、
そ
の
儀
礼
が
葬
族
の
問
答
形
式
を
生
み
出
す
と
は
言
え
な
い
。
長

ネ

ウ

a
帽

子

イ

篇
神
話
「
勤
俄
特
依
」
の
中
に
聞
い
の
形
式
が
一
部
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ

は
、
問
答
形
式
と
し
て
全
体
が
展
開
す
る
可
能
性
を
、
表
現
の
中
に
内
在
的
に

抱
え
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
も
理
解
で
き
る
。
現
段
階
で
は
、
他
の
問
答
形
式

に
よ
る
神
話
叙
事
に
つ
い
て
の
参
考
例
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
こ
れ

以
上
の
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
た
だ
、
折
口
の
問
答
論
に
つ
い
て
言
え
ば
、
折

(10) 



口
は
呪
言
・
叙
事
の
こ
と
ば
の
中
に
、
「
う
た
」
を
排
出
す
る
多
声
的
な
動
き

を
想
定
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
ば
の
多
声
性
か
ら
神
人
問
答
と
い
っ
た
外
在
的

な
問
答
態
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
評
価
出
来
る
。
そ
の
方
法
は
、
問

答
に
つ
い
て
よ
り
本
質
的
に
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
だ
が
、
勢
族
の
神
話
叙
事
が

何
故
問
答
態
を
取
る
の
か
を
論
じ
る
う
え
で
充
分
に
参
考
と
な
る
の
で
は
な
い

4
H
 

五

叙
事
の
「
時
間
」
と
問
答
の
「
時
間
」

実
態
と
し
て
、
現
に
、
神
話
叙
事
が
問
答
で
う
た
わ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の

問
答
の
叙
事
と
、
そ
れ
が
宗
教
者
に
よ
っ
て
一
人
で
朗
請
さ
れ
る
場
合
と
の
追

い
と
は
何
か
。
当
面
問
題
に
し
て
い
る
、
何
故
神
話
叙
事
「
梅
葛
」
が
問
答
で

う
た
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
聞
い
に
答
え
て
行
く
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
聞

い
方
が
必
要
で
あ
る
。

折
口
の
問
答
論
で
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
叙
事
と
し
て
の
こ
と

ば
の
内
在
的
な
動
き
と
、
来
訪
神
と
土
地
の
精
霊
の
問
答
と
い
っ
た
具
体
的
な

問
答
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
例
え
ば
、
神
に
よ
る
一
人
称

叙
事
の
朗
諭
が
問
答
と
い
う
形
式
を
排
出
す
る
初
期
の
段
階
と
、
人
で
あ
る
芸

能
者
が
神
人
の
問
答
を
芸
能
と
し
て
演
じ
る
段
階
と
、
そ
の
両
者
に
は
当
然
違

い
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
折
口
は
そ
の
違
い
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
っ
て
い

な
い
。
そ
の
意
味
で
、
折
口
の
問
答
論
は
、
神
話
叙
事
が
問
答
で
う
た
わ
れ
て

い
る
場
合
と
、
宗
教
者
に
よ
っ
て
一
人
で
朗
"
謝
さ
れ
る
場
合
と
の
違
い
は
何

か
、
と
い
う
聞
い
に
対
し
て
は
あ
ま
り
参
考
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、

に
な
る
言
い
方
は
し
て
い
る
。

ヒ
ン
ト

折
口
は
、
呪
言
・
叙
事
に
お
け
る
三
人
称
で
諮
ら
れ
る
神
の
自
叙
伝
体
、
つ

ま
り
一
人
称
語
り
を
「
現
在
時
法
(
寧
、
無
時
法
)
」
と
し
て
い
る
(
「
国
文
学

の
発
生
第
四
稿
」
)
。
こ
の
無
時
法
の
文
体
を
抱
え
た
三
人
称
の
文
体
が
や
が
て

完
了
や
過
去
の
時
法
を
表
す
よ
う
に
な
っ
て
物
語
に
な
っ
て
い
く
。
従
っ
て
、

そ
の
過
程
で
無
時
法
の
詞
章
が
で
っ
た
」
と
し
て
独
立
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
時
法
の
違
い
は
一
人
で
朗
諭
す
る
場
合
と
、
問
答
態
で
掛
け
合

う
場
合
の
違
い
を
論
じ
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
こ
う
い

う
こ
と
で
あ
る
。
無
時
法
と
は
、
神
の
こ
の
世
へ
の
現
前
を
可
能
に
す
る
時
法

と
一
言
っ
て
い
い
。
こ
れ
を
こ
と
ば
の
レ
ベ
ル
で
の
表
現
形
式
と
し
た
の
が
「
う

た
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
よ
う
な
表
現
態
と
し
て

実
体
化
し
た
の
が
問
答
で
あ
る
と
言
え
な
い
か
。

た
だ
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
現
在
時
法
も
し
く
は
無
時
法
で

あ
る
こ
と
は
、
そ
の
問
答
の
演
じ
手
の
現
在
と
い
う
時
間
を
も
現
し
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芸
能
者
に
よ
る
神
人
問
答
が
、
神
人
問
答
の
起
源
の
再

現
よ
り
芸
能
者
の
そ
の
演
技
仕
草
や
技
に
観
客
を
惹
き
つ
け
て
し
ま
う
理
由
が

そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
起
源
の
再
現
と
い
う
儀
礼
性
を
失
い
、
逆
に
、

そ
の
神
人
問
答
を
芸
能
と
し
て
人
々
の
聞
に
広
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
折
口

は
、
現
在
時
法
も
し
く
は
無
時
法
の
問
題
を
こ
こ
ま
で
広
げ
て
考
え
て
い
な

い
。
が
、
問
答
態
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
そ
こ
ま
で
踏
み
込
む
必
要
が
あ
る
。

「
時
間
」
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
少
数
民
族
の
一
人
に
よ
る
朗
諭
と
問
答
で
う
た

わ
れ
る
場
合
と
の
違
い
と
い
う
当
面
の
問
題
に
答
え
る
と
す
れ
ば
、
宗
教
者
が

神
話
叙
事
を
一
人
で
う
た
う
場
合
と
、
複
数
の
歌
い
手
が
問
答
で
う
た
う
場
合

と
の
、
「
時
間
」
の
違
い
を
問
題
に
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

儀
礼
の
場
で
、
宗
教
者
が
神
の
立
場
に
立
っ
て
唱
え
る
神
話
叙
事
に
流
れ
る

(11 ) 



時
間
は
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
が
今
生
き
て
い
る
現
在
を
流
れ
る
「
現
在
的
時
間
」

で
は
な
く
、
「
神
話
的
時
間
」
で
あ
る
。
神
や
祖
先
が
活
躍
し
た
時
代
の
時
間

に
聴
き
手
を
誘
い
込
む
こ
と
で
、
儀
礼
的
な
場
を
、
神
や
祖
先
の
生
き
た
神
話

的
空
間
に
変
え
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
働
き
持
つ
時
間
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
ピ
モ
の
よ
う
な
宗
教
者
が
一
人
で
唱
え
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
っ
た

「
神
話
的
時
間
」
が
成
立
す
る
の
だ
と
言
え
る
。

一
方
、
問
答
の
よ
う
な
掛
け
合
い
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
る
時
、
そ
こ
に
流
れ

る
時
間
は
「
現
在
的
時
間
」
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
掛
け
合
い
は
、
掛
け
合

う
者
同
士
の
こ
と
ば
の
や
り
と
り
そ
れ
自
体
が
聴
き
手
の
興
味
を
引
く
。
仮

に
、
神
話
的
内
容
を
掛
け
合
う
と
し
た
場
合
で
も
、
そ
れ
を
問
答
で
掛
け
合
う

時
は
、
聴
き
手
は
、
神
話
的
世
界
の
時
間
に
誘
い
込
ま
れ
る
よ
り
も
、
現
在
の

時
間
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
問
い
と
答
え
の
当
意
即
妙
の
や
り
と
り
に
惹
き
つ

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
掛
け
合
い
は
、
こ
と
ば
遊
び
の
要
素
、
あ
る

い
は
娯
楽
的
要
素
が
そ
こ
に
加
わ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
例
え
ば
、
少
数
民
族

の
対
歌
で
は
、
掛
け
合
う
者
同
士
が
、
即
興
で
、
現
在
の
自
分
の
気
持
ち
を
会

話
の
よ
う
に
歌
に
し
て
い
く
。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
掛
け
合
い
を
流
れ
る
時

間
が
「
現
在
的
時
間
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
こ
れ
が
「
神
話
的
時
間
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歌
い
手
は
、
神
話
的
内
容
に
縛
ら
れ
て
、
現
在
の
自
分
の

気
持
ち
を
こ
と
ば
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
神
話
的
内
容
の
叙
事
を
唱
え
る
段
階
と
、
掛
け

合
い
で
短
い
こ
と
ば
を
や
り
と
り
す
る
段
階
と
で
は
、
「
時
間
」
の
違
い
と
い

う
質
的
な
差
が
あ
る
の
で
あ
り
、
両
者
の
聞
に
は
こ
の
段
差
と
も
言
う
べ
き
違

い
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
段
差
は
当
然
、
両
者
の
質
的
な
違
い
を
生
む
。
例
え
ば
神
話
叙
事
が
、

掛
け
合
い
の
問
答
形
式
で
展
開
さ
れ
た
と
想
定
す
る
。
そ
の
と
き
、
「
神
話
的

時
間
」
を
ま
と
う
宗
教
者
一
人
に
よ
る
叙
事
語
り
と
ど
う
違
う
の
か
。
そ
の
違

い
と
は
、
掛
け
合
い
と
い
う
形
式
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
立
場
に
立
つ

と
い
う
超
越
性
を
失
う
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
叙
事
の
伝
承
の
主

体
が
、
神
か
ら
人
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
承
は
、
神
の
立
場
に

立
っ
て
唱
え
る
も
の
、
と
い
う
規
範
か
ら
解
放
さ
れ
、
ど
こ
で
で
も
自
由
に
語

り
あ
る
い
は
う
た
え
る
も
の
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
神
話
叙
事
を
そ
の
社
会
の
宗

教
的
な
詞
章
と
し
て
大
事
に
す
る
社
会
か
ら
、
宗
教
性
を
薄
め
て
民
間
に
自
由

に
伝
承
さ
れ
る
段
階
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
可
能
に

し
た
表
現
形
態
が
掛
け
合
い
な
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
掛
け
合
い
形
式
で
も

「
神
話
的
時
間
」
の
流
れ
る
儀
礼
性
を
抱
え
込
ん
だ
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
す
で
に
「
神
話
的
時
間
」
を
失
い
つ
つ
あ
る
段
階
で
あ
っ
て
、
人
々

が
、
そ
の
形
式
の
中
に
、
即
興
で
様
々
な
感
情
を
込
め
て
う
た
い
出
す
の
は
す

ぐ
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
い
。

一
人
の
宗
教
者
に
よ
る
神
話
叙
事
の
朗
諭
に
流
れ
る
「
時
間
」
と
問
答
に

よ
っ
て
叙
事
が
う
た
わ
れ
る
場
合
の
流
れ
る
「
時
間
」
の
違
い
に
つ
い
て
以
上

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
折
口
は
、
問
答
と
し
て
の
表
現
態
を
、
起
源
と
し
て

「
ま
れ
ぴ
と
」
と
土
地
の
精
霊
の
問
答
と
し
な
が
ら
、
「
人
間
の
言
語
で
祝
福
し

よ
う
と
す
る
形
式
」
を
取
る
と
も
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
実
態
と
し
て
は
、
芸
能

者
と
も
言
え
る
人
間
に
よ
る
問
答
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
、
折
口
の
問
答
論
は
、
問
答
で
う
た
わ
れ

る
「
梅
葛
」
の
表
現
形
式
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

、っ。

(12) 

た
だ
、
折
口
は
、
起
源
の
問
題
と
し
て
の
、
「
ま
れ
ぴ
と
」
と
土
地
の
精
霊



と
の
問
答
と
実
際
に
人
聞
が
演
じ
る
問
答
と
は
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
い
く
の

か
、
そ
の
違
い
を
語
ら
な
い
。
「
神
話
的
時
間
」
と
「
現
在
的
時
間
」
を
区
別

す
る
以
上
の
論
理
は
、
そ
の
違
い
を
語
る
論
理
で
あ
る
。
そ
の
論
理
に
よ
れ

ば
、
起
源
を
再
現
す
る
神
人
問
答
は
、
む
し
ろ
宗
教
者
一
人
に
よ
る
朗
諭
の
方

が
ふ
さ
わ
し
く
、
実
際
の
複
数
の
歌
い
手
に
よ
る
問
答
は
、
そ
の
起
源
を
含
み

込
み
な
が
ら
も
よ
り
現
在
的
な
歌
い
手
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
強
調
す
る
も
の

と
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
折
口
の
問
答
論
を
読
み
換
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ

、q
J
O

い
ず
れ
に
し
ろ
、
神
の
一
人
称
語
り
の
叙
事
か
ら
問
答
へ
と
い
う
表
現
の
展

開
を
論
理
づ
け
た
折
口
の
関
心
は
、
何
故
問
答
な
の
か
と
問
う
こ
と
に
あ
っ

た
。
こ
の
関
心
の
向
け
方
は
そ
の
ま
ま
中
国
少
数
民
族
の
口
承
の
神
話
や
歌
の

掛
け
合
い
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
数
民
族
の
口
頭
伝
承
の
表
現

形
態
の
多
く
は
問
答
の
形
式
を
と
る
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か
。
日
本
で
は
折
口

が
す
で
に
日
本
の
文
学
の
問
題
と
し
て
同
じ
問
い
を
問
う
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
折
口
の
問
答
論
が
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
な
い
と
し
て
も
、
問
答
を
考
え
る

う
え
で
の
本
質
的
な
議
論
に
お
い
て
、
折
口
の
問
答
論
は
外
せ
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

-'-
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多
様
な
神
話
叙
事

さ
て
、
「
老
人
梅
葛
」
は
、
神
話
的
内
容
の
叙
事
で
あ
る
が
、
問
答
形
式
つ

ま
り
掛
け
合
い
で
行
わ
れ
て
い
る
。
が
、
一
方
で
、
ピ
モ
の
よ
う
な
宗
教
者
に

よ
っ
て
一
人
で
唱
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ピ
モ
が
「
梅
葛
」
を
唱
え
る
場
合

は
「
神
話
的
時
間
」
に
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
一
人
で
唱
え
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
掛
け
合
い
で
唱
え
る
と
「
神
話
的
時
間
」
が
成
立
せ
ず
、

的
権
威
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
今
ま
で
の
説
明
を
当
て
依
め
る
な
ら
ば
、
神
話
的
内
容
の
叙
事

を
そ
の
ま
ま
掛
け
合
い
で
う
た
う
「
老
人
梅
葛
」
は
、
神
の
立
場
で
う
た
う
時

の
「
神
話
的
時
間
」
を
す
で
に
失
い
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ

る
い
は
、
「
現
在
的
時
間
」
に
立
ち
な
が
ら
「
神
話
的
時
間
」
に
も
立
と
う
と

す
る
、
両
方
の
混
在
し
た
状
態
と
言
っ
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
。

「
梅
葛
」
の
伝
承
者
は
、
ピ
モ
の
よ
う
な
宗
教
者
と
民
間
の
歌
い
手
で
あ
る
。

掛
け
合
い
で
う
た
う
の
は
主
に
民
間
の
歌
い
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

折
口
信
夫
は
、
掛
け
合
い
は
神
の
こ
と
ば
を
人
の
立
場
で
繰
り
返
す
こ
と
と
い

う
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
掛
け
合
い
が
人
の
立
場
で
の
表
現
形

態
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
考
え
方
は
、
問
答
で
伝
承
す
る
「
梅
葛
」

に
つ
い
て
も
適
用
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
神
の
こ
と
ば
を
人
の
立
場
に

立
っ
て
問
答
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
娯
楽
的
要
素
が
加
わ
っ
て
親
し
ま
れ
る

も
の
に
な
り
、
多
く
の
人
々
に
愛
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る。

ピ
モ
の
宗
教

(13) 

が
、
一
方
で
、
「
梅
葛
」
で
も
白
族
の
「
打
歌
」
で
も
、
神
話
的
内
容
の
長

編
叙
事
が
、
そ
の
ま
ま
、
問
答
式
の
掛
け
合
い
で
う
た
わ
れ
る
、
そ
の
こ
と
ば

は
、
折
口
の
言
う
呪
性
の
こ
め
ら
れ
た
「
呪
言
」
と
し
て
の
こ
と
ば
で
は
な

い
。
だ
か
ら
、
「
梅
葛
」
で
も
「
打
歌
」
で
も
、
問
答
は
長
時
間
に
及
ぶ
も
の

に
な
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
日
本
の
神
話
や
歌
の
資
料
に
お
い
て
、
「
梅
葛
」

や
「
打
歌
」
の
よ
う
に
、
長
編
の
神
話
叙
事
を
問
答
で
う
た
う
例
は
見
い
だ
せ

て
い
な
い
。

「
老
人
梅
葛
」
や
「
打
歌
」
の
よ
う
な
長
編
の
神
話
叙
事
を
そ
の
ま
ま
問
答



で
う
た
う
表
現
形
態
は
、
折
口
信
夫
の
問
答
論
で
は
実
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

で
も
あ
る
。
折
口
の
問
答
論
で
は
、
問
答
は
短
い
言
葉
で
の
や
り
と
り
で
あ

り
、
そ
れ
は
神
の
こ
と
ば
の
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
「
老
人

梅
葛
」
や
「
打
歌
」
の
よ
う
な
表
現
形
態
が
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
折
口
の

よ
う
に
考
え
な
く
て
も
、
神
話
叙
事
が
問
答
態
に
移
行
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
と
て
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

神
の
立
場
か
ら
一
人
で
唱
え
る
神
話
叙
事
の
表
現
形
態
が
あ
る
段
階
を
経
て

問
答
と
い
う
表
現
形
態
に
な
る
、
と
い
う
神
話
叙
事
と
掛
け
合
い
と
を
つ
な
ご

う
と
す
る
折
口
信
夫
の
論
理
は
あ
く
ま
で
も
仮
説
で
し
か
な
い
。
神
話
叙
事
の

発
生
と
問
答
と
し
て
の
掛
け
合
い
の
発
生
を
別
々
に
捉
え
る
考
え
方
も
当
然
あ

り
得
る
だ
ろ
う
。

が
、
「
老
人
梅
葛
」
や
「
打
歌
」
の
例
は
、
逆
に
、
神
話
叙
事
と
掛
け
合
い

と
を
結
び
つ
け
る
折
口
の
理
論
を
証
明
す
る
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で
も
あ
り
得
る
。

そ
こ
に
流
れ
る
時
間
の
違
う
長
編
叙
事
と
掛
け
合
い
の
こ
と
ば
が
同
時
的
に
進

行
す
る
例
は
、
む
し
ろ
、
長
編
叙
事
と
掛
け
合
い
形
式
が
関
連
し
得
る
と
い
う

確
か
な
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
長
編
叙
事
の
物
語
を
そ
の

ま
ま
短
く
区
切
り
な
が
ら
問
答
で
う
た
う
「
老
人
梅
葛
」
や
「
打
歌
」
は
、
折

口
の
言
う
問
答
と
は
違
う
が
、
そ
の
こ
と
は
、
神
話
叙
事
も
し
く
は
長
編
叙
事

の
表
現
形
式
が
多
様
で
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
ア
ジ
ア
の

中
の
多
様
性
と
し
て
と
ら
え
か
え
す
視
点
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。

七

表
現
態
・
社
会
態

工
藤
隆
は
、
最
近
、
神
話
の
伝
承
に
於
い
て
、
「
表
現
態
・
社
会
態
」
と
い

う
見
方
を
提
起
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
少
数
民
族
が
伝
承
す
る
神
話
な
ど
に
於

い
て
、
そ
れ
が
声
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
場
合
「
立
旦
戸
に
よ
る
こ
と
ば
の
表
現
メ

ロ
デ
ィ
ー
、
韻
律
、
合
唱
か
単
独
唱
か
、
掛
け
合
い
か
単
独
唱
か
と
い
っ
た
表

現
の
具
体
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
部
分
」
を
「
表
現
態
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
「
そ

の
こ
と
ば
表
現
が
、
そ
の
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
置
か
れ
て
い

て
、
そ
の
社
会
の
維
持
に
と
っ
て
と
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、

ま
た
そ
の
社
会
の
呪
術
・
世
界
観
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
か
と

い
っ
た
こ
と
」
を
「
社
会
態
」
と
呼
ん
で
い
る
(
工
藤
隆
「
声
の
神
話
か
ら
古

事
記
を
読
む
|
話
型
・
話
素
に
表
現
態
・
社
会
態
の
視
点
を
加
え
る
」
)
。

こ
の
分
析
概
念
は
、
あ
る
伝
承
の
表
現
形
態
の
違
い
を
、
社
会
的
な
機
能
の

違
い
と
重
ね
て
論
じ
る
視
点
を
提
起
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
問
答
を
社
会

性
の
側
か
ら
見
て
行
く
に
は
と
て
も
便
利
で
あ
る
。
一
人
の
宗
教
者
に
よ
る
神

話
叙
事
の
朗
諭
と
歌
い
手
に
よ
る
問
答
で
の
歌
と
の
違
い
を
「
神
話
的
時
間
」

と
「
現
在
的
時
間
」
の
違
い
と
し
て
論
じ
て
き
た
が
、
こ
の
「
時
間
」
の
違
い

は
、
工
藤
の
述
べ
る
「
表
現
態
・
社
会
態
」
の
違
い
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ

-v 
「
梅
葛
」
が
、
ピ
モ
な
ど
の
宗
教
者
に
よ
っ
て
一
人
で
唱
え
ら
れ
る
も
の
か
、

歌
い
手
に
よ
っ
て
問
答
で
掛
け
合
わ
れ
る
も
の
か
を
、
こ
の
工
藤
の
言
う
「
表

現
態
・
社
会
態
」
と
い
う
分
析
概
念
に
よ
っ
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
者
が

一
人
で
唱
え
る
「
表
現
態
」
は
、
神
話
を
そ
の
社
会
の
中
で
唱
え
る
こ
と
が
、

呪
術
宗
教
的
世
界
観
を
背
景
に
し
た
そ
の
社
会
の
神
話
世
界
へ
の
一
体
化
を
目

指
す
儀
礼
的
(
公
的
)
な
役
割
を
持
つ
「
社
会
態
」
と
評
価
で
き
よ
う
。
一

方
、
複
数
の
歌
い
手
に
よ
る
問
答
の
掛
け
合
い
で
う
た
わ
れ
る
「
表
現
態
」

(14 ) 



は
、
こ
と
ば
の
そ
の
神
話
性
や
呪
術
性
に
で
は
な
く
、
掛
け
合
い
に
よ
る
こ
と

ば
そ
の
も
の
へ
の
興
味
や
、
問
答
す
る
歌
い
手
た
ち
の
現
在
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
に
対
す
る
興
味
な
ど
が
優
先
す
る
こ
と
で
、
儀
礼
的
で
あ
る
よ
り
は
、
娯
楽

的
あ
る
い
は
芸
能
的
な
面
の
強
い
「
社
会
態
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
梅
葛
」
は
、
「
表
現
態
・
社
会
態
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
一
人
で
唱

え
ら
れ
る
も
の
と
問
答
で
う
た
わ
れ
る
も
の
と
で
は
、
そ
の
社
会
的
な
機
能
が

明
ら
か
に
追
う
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
を
線
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
「
梅

葛
」
が
二
つ
の
「
表
現
態
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
「
梅
葛
」
を
伝
承
す
る

勢
族
の
社
会
が
、
呪
術
宗
教
的
世
界
観
を
ま
だ
維
持
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て

同
時
に
、
社
会
の
呪
術
宗
教
性
を
低
め
、
神
話
の
長
編
叙
事
を
人
々
の
楽
し
み

と
し
て
広
く
享
受
す
る
よ
う
な
社
会
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
そ
の
二
つ
の
機
能
の
社
会
態
は
、
単
純
に
、
古
い
、
新
し
い
と
い
う
時
代

の
変
遷
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一
人
で
唱
え
ら
れ
る
ほ
う
が
よ

り
古
い
と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
問
答
と
し
て
の
「
梅

葛
」
の
伝
承
は
、
よ
り
古
代
的
な
社
会
が
ま
だ
残
存
し
て
い
る
持
族
の
社
会
形

態
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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