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「
英
霊
の
声
」
(
昭
和
四
十
一
年
六
月
、
「
文
芸
」
)
は
降
霊
術
で
あ
る
帰
神
の

会
で
、
審
神
者
の
吹
き
鳴
ら
す
石
笛
の
音
に
よ
り
、
神
主
の
身
に
二
・
二
六
事
件

の
将
校
と
特
攻
隊
員
ら
「
裏
切
ら
れ
た
者
た
ち
の
霊
」
が
渥
依
し
、
「
な
ど
て
す

ひ

と

め
ろ
ぎ
は
人
間
と
な
り
た
ま
ひ
し
」
と
人
間
天
皇
へ
の
呪
詑
を
諮
る
様
子
を
、
そ

の
場
に
列
席
し
た
「
私
」
な
る
記
録
者
の
手
に
よ
り
記
述
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

一
一
・
二
六
事
件
の
将
校
ら
に
よ
る
天
皇
へ
の
恋
闘
と
そ
の
挫
折
、
そ
し
て
特
攻
隊

員
ら
が
夢
見
た
死
に
お
け
る
天
皇
と
の
合
一
と
そ
の
絶
望
を
語
る
霊
た
ち
の
言
葉

は
、
江
藤
淳
が
「
露
出
さ
れ
た
観
念
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
あ
か
ら
さ
ま
で
、
作

品
全
編
を
異
様
な
熱
気
で
覆
っ
て
い
る
。
神
主
川
崎
青
年
の
肉
体
を
通
し
て
表
出

す
る
霊
た
ち
の
声
は
、
記
録
者
「
私
」
に
よ
る
語
り
と
い
う
作
品
の
枠
を
超
え
る

ほ
ど
の
高
ぶ
り
を
み
せ
て
お
り
、
三
島
作
品
と
し
て
は
、
他
と
は
色
合
い
を
異
に

し
た
緊
張
感
を
も
っ
た
作
品
と
い
え
る
。
こ
の
作
品
を
執
筆
し
て
い
た
時
の
三
島

の
様
子
に
つ
い
て
、
三
島
の
母
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

『
英
霊
の
声
』
を
書
い
た
時
に
も
、
「
昨
夜
一
気
に
書
き
上
げ
た
。
出
来
上

が
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
」

と
渡
さ
れ
た
の
だ
が
、

一
読
し
て
全
身
の
血
が
凍

る
思
い
を
し
た
。

ど
う
い
う
気
持
ち
か
ら
書
い
た
の
か
と
聞
く
と
、
ゾ
ツ
と

す
る
答
え
が
返
っ
て
来
た
。
「
手
が
自
然
に
動
き
出
し
て
ベ
ン
が
勝
手
に
紙

中

フじ

さ
お
り

の
上
を
す
べ
る
の
だ
。

止
め
よ
う
に
も
止
ま
ら
な
い
。
真
夜
中
に
部
屋
の
隅

々
か
ら
低
い
が
ぶ
つ
ぶ
つ
言
う
声
が
聞
こ
え
る
。
大
勢
の
声
ら
し
い
。
耳
を

す
ま
す
と
、
二
・
二
六
事
件
で
死
ん
だ
兵
隊
遠
の
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
が
分

か
っ
た
」
猿
霊
と
い
う
言
葉
は
知
っ
て
い
た
が
、
現
実
に
公
威
に
何
か
が
濃

い
て
い
る
様
な
気
が
し
て
、
寒
気
を
覚
え
た
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
作
者
の
三
島
が
作
中
の
神
主
で
あ
る
川
崎

青
年
と
同
じ
く
、
と
り
溶
か
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
筆
を
進
め
た
と
い
う
特
殊
な
執

筆
状
況
で
あ
る
。
あ
た
か
も
作
品
内
の
世
界
と
現
実
の
作
者
の
状
況
が
揮
然
と
し

た
異
様
な
印
象
を
も
た
ら
す
証
言
で
あ
る
。
三
島
自
身
も
「
英
霊
の
芦
」
を
書
き

上
げ
た
時
の
状
況
に
つ
い
て
「
自
分
で
云
う
の
も
お
か
し
い
が
、
非
常
に
と
り
つ

か
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
書
い
た
の
で
、
嘘
で
あ
ん
な
気
分
に
は
な
れ
ま
せ
ん
ね
」

と
林
房
一
雄
と
の
対
談
で
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
る
種
不
気
味
さ
を
帯
び
た

「
英
霊
の
声
」
と
い
う
作
品
に
、
奥
野
健
男
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
も
ら
し
て
い

る。
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こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
ぼ
く
は
肌
が
粟
立
つ
よ
う
な
怖
し
さ
と
嫌
悪
を
感
じ

た
。
こ
う
い
う
作
品
を
書
く
三
島
由
紀
夫
に
は
つ
い
て
行
け
な
い
と
い
う
異

和
を
お
ぼ
え
た
。
何
か
に
三
島
由
紀
夫
は
ケ
ト
ヴ
が
い
い
、
正
気
を
失
っ
て
し
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ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
三
島
由
紀
夫
は
こ
れ
ほ
ど

稚
拙
な
作
品
を
そ
れ
ま
で
書
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
ほ
ど
な

安
の
下
手
な
文
章
を
書
く
事
な
ど
ぼ
く
は
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

(
中
略
)
も
し
か
す
る
と
二
・
二
六
事
件
の
首
謀
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
、

あ
の
す
さ
ま
じ
い
呪
誼
と
怨
念
の
遺
書
を
獄
中
で
書
き
綴
っ
た
磯
部
浅

等
主
計
の
霊
に
と
り
つ
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ

る
。

こ
の
奥
野
の
印
象
は
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
先
に
挙
げ
た
三
島
や
母
が
語
っ
た

と
り
溶
か
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
一
晩
で
書
き
上
げ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

霊
の
声
」
が
持
つ
不
気
味
な
カ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
半
ば
伝
説
化
さ
れ
て
き

た
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
作
品
全
体
を
埋
め
尽
く
す
異
様
な
熱
っ
ぽ
さ
は
、
作
品

の
設
定
で
あ
る
態
依
と
い
う
形
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
一
二
島
ら
し
か
ら
ぬ
執
筆
状

況
が
明
か
さ
れ
た
こ
と
で
、
読
者
は
「
英
霊
の
声
」

に
漂
う
た
だ
な
ら
ぬ
雰
囲
気

に
あ
る
程
度
の
納
得
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
草
稿
と
さ
れ
る
「
悪
臣
の
歌
」

の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
今
、
伝

「
英
霊
の
声
」
を
め
ぐ
る
執
筆
の
状
況
は
再
考
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ

説
と
化
し
た

う
。
「
悪
臣
の
歌
」

は
平
成
十
一
年
七
月
に
他
の
未
定
稿
と
と
も
に
発
見
さ
れ
、

新
た
に
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
二
十
』
(
新
潮
社
、
平
成
十
四
年
七
月
)
に

収
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
原
稿
用
紙
十
四
枚
に
書
か
れ
た
全
七
連
の
詩
か
ら
な

の
草
稿
と
さ
れ
る
。
実
際
、
「
悪

り
、
描
か
れ
て
い
る
内
容
か
ら
「
英
霊
の
声
」

臣
の
歌
」

と

「
英
霊
の
声
」
を
比
較
す
る
と
、
大
筋
で
引
き
継
が
れ
た
表
現
が
あ

る
一
方
で
、
大
幅
に
削
除
さ
れ
た
描
写
や
、
霊
た
ち
の
言
葉
と
し
て
大
き
く
発
展

し
た
笛
所
な
ど
様
々
な
興
味
深
い
変
化
が
み
ら
れ
る
。
「
悪
臣
の
歌
」

か
ら
「
英

霊山の士戸」

へ
と
作
品
化
し
て
い
く
流
れ
の
な
か
で
、
特
に
大
き
な
変
化
と
し
て
指

摘
で
き
る
語
り
の
複
雑
化
と
い
う
問
題
か
ら
、
三
島
の

の
創
作
に

工
夫
一
室
の
士
戸
」

お
け
る
意
識
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、
「
悪
臣
の
歌
」
と
の
比
較

英

ま
ず
、
「
英
霊
の
芦
」
と
い
う
完
成
し
た
一
つ
の
作
品
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、

草
稿
を
視
座
に
し
て
考
察
す
る
こ
と
の
有
効
性
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
井

上
隆
史
は
草
稿
と
活
字
化
さ
れ
た
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
草
稿
に
は
、
作

品
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
作
家
の
試
行
錯
誤
の
跡
が
、
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
」
と

し
た
う
え
で
、
「
三
島
の
草
稿
に
も
、
時
に
は
矛
盾
や
葛
藤
を
苧
む
模
索
の
過
程

が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
読
解
を
通
じ
て
作
家
の
意
図
を
、
あ
る
い
は
そ
う

言
っ
て
悪
け
れ
ば
、
作
家
が
こ
だ
わ
っ
た
(
若
し
く
は
、
こ
だ
わ
る
こ
と
を
強
い

ら
れ
た
)
問
題
鴇
域
を
探
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
無
意
味
な

こ
と
で
も
な
い
」
と
、
草
稿
を
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
生
成

に
お
け
る
作
家
の
問
題
領
域
を
探
る
こ
と
の
意
義
を
認
め
て
い
る
。
「
英
霊
の
声
」

は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
作
者
が
と
り
溶
か
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
一
気
に
書
き
上

げ
た
と
い
う
、
特
殊
な
生
成
過
程
を
持
つ
作
品
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
。
し
か
し

新
た
に
発
見
さ
れ
た
「
悪
臣
の
歌
」
に
は
、
他
の
三
島
の
草
稿
と
同
様
に
「
作
家

の
試
行
錯
誤
の
跡
」
が
み
ら
れ
、
そ
の
こ
と
は
「
英
霊
の
声
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト

そ
の
も
の
を
聞
い
直
す
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
悪
臣
の
歌
」
は
些
か
纏
ま
り
を
欠
い
た
詩
で
は
あ
る
が
、
戦
後
の
日
本
社
会

-66-

ゃ
、
人
間
と
し
て
振
舞
っ
た
天
皇
へ
の
恨
み
節
を
連
ね
る
こ
と
に
よ
り
対
照
的
に

一
了
二
六
事
件
の
青
年
将
校
と
特
攻
隊
員
の
姿
を
純
化
し
た
も
の
と
し
て
対
置
さ

せ
た
分
か
り
ゃ
す
い
構
成
の
作
品
で
あ
る
。
「
す
め
ろ
ぎ
」
に
対
し
て
、
自
ら
を

と
呼
ぶ
語
り
手
か
ら
批
判
の
声
が
発
せ
ら
れ
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い

「臣」



る
が
、

呪
誼
に
満
ち
た
言
葉
は
、

そ
の
対
象
に
直
接
言
葉
を
投
げ
か
け
た
も
の
と

い
う
よ
り
は
、
「
臣
」

な
る
人
物
の
独
り
諮
り
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
、

青
年
将
校
や
特
攻
隊
員
ら
の
苦
患
の
思
い
を
語
り
手
で
あ
る
「
臣
」
が
代
弁
し
て

ひ

と

い
る
の
だ
が
、
「
今
、
陛
下
、
人
聞
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
/
神
の
た
め
に
死
に
し

も
の
の
御
霊
は
い
か
に
?
」
(
第
六
連
)
と
い
う
直
接
的
で
激
し
い
表
現
は
、
「
匡
」

な
る
人
物
が
作
者
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
「
悪
臣
の
歌
」

は
「
臣
」

た
る
作
者
三
島
の
感
情
が
か
な
り
表
出
し
た
詩
で
あ
り
、

そ
の
完
成
度

が
低
い
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
、
執
筆
時
に
三
島
を
支
配
し
た
思
い
が
筆
を
進

め
さ
せ
た
か
の
よ
う
な
勢
い
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。

「
か
け
ま
く
も
あ
や
に
か
し
こ
き
/
す
め
ら
み
こ
と
に
伏
し
て
奏
さ
く
」
で
始

ま
る
「
英
霊
の
声
」
の
歌
の
、
擬
古
的
な
文
体
と
様
式
が
も
た
ら
す
効
果
に
つ
い

て
笠
原
伸
夫
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

な
ん
と
も
奇
態
な
反
時
代
的
な
も
の
で
、
祝
詞
と
か
古
い
時
代
の
呪
的
歌
謡

な
ど
を
連
想
し
が
ち
で
あ
る
。
《
か
け
ま
く
も
あ
や
に
か
し
こ
き
》
と
い
う

成
句
は
、
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
天
皇
へ
の
葬
送
の
詩
な
ど
を
詠
ず
る
場
合

に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
も
の
で
、
あ
る
種
の
固
定
反
応
を
示
す
言
葉
と
い
っ

て
よ
い
。

か
か
る
擬
古
的
な
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、

い
や
む
し
ろ
擬
古
性
を
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逆
手
に
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
鮮
明
な
情
念
の
直
叙
と
な

り
え
て
い
る
。

「
英
霊
の
声
」
の
擬
古
性
は
笠
原
の
指
摘
す
る
と
お
り
だ
が
、
そ
も
そ
も
「
英
霊

の
声
」
に
あ
ら
わ
れ
た
擬
古
的
な
文
体
は
、
草
稿
の
「
悪
臣
の
歌
」
の
文
体
を
受

け
継
、
ぎ
な
が
ら
も
、
よ
り
徹
底
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
悪
臣
の
歌
」
の
段
階 と

で
す
で
に
英
霊
た
ち
の
語
り
は
擬
古
的
な
文
体
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
英

ト
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冒
し

霊
の
声
」
へ
と
作
品
化
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
「
悪
臣
の
歌
」
で
は
「
邪
ま
な
る

し
く
さ

戦
ひ
」
(
一
連
)
と
表
記
さ
れ
て
い
た
語
句
が
「
よ
こ
し
ま
な
る
戦
」
へ
と
変

え
ら
れ
、
ま
た
同
様
に
、
「
悪
臣
の
歌
」
で
の
「
ほ
と
ば
し
る
清
き
血
潮
は
す
で

に
な
し
」
(
一
連
)
と
い
う
表
現
が
「
英
霊
の
声
」
で
は
「
ほ
と
ば
し
る
清
き
血

潮
は
枯
れ
果
て
ぬ
」
へ
、
ま
た
「
い
つ
は
り
の
人
間
主
義
を
な
り
わ
ひ
の
糧
と
な

し
」
(
一
連
)
が
「
い
つ
は
り
の
人
間
主
義
を
た
つ
き
の
糧
と
し
」
へ
と
擬
古
調

に
整
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
一
例
で
は
あ
る
が
、
「
悪
臣
の
歌
」

か
ら
「
英
霊
の
声
」
へ
と
作
品
化
さ
れ
る
過
程
で
擬
古
性
は
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、

よ
り
徹
底
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
「
英
霊
の
芦
」
で
は
一
番
目
の
歌
で
「
車
は
繁
殖
し
、
愚
か
し
き
速
度
は

魂
を
寸
断
し
、
/
大
ビ
ル
は
建
て
ど
も
大
義
は
崩
壊
し
、
/
そ
の
窓
々
は
欲
求
不

満
の
蛍
光
燈
に
輝
き
渡
り
、
/
朝
な
朝
な
昇
る
日
は
ス
モ
ッ
グ
に
曇
り
」
と
戦
後

の
大
衆
社
会
の
様
子
が
皮
肉
を
込
め
た
調
子
で
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
悪
臣
の

歌
」
で
は
「
英
霊
の
声
」
以
上
の
言
葉
を
尽
く
し
て
、
戦
後
の
日
本
社
会
に
つ
い

て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
先
の
描
写
に
加
え
、
「
茶
の
間
」
「
人
ら
四
畳
半
を

改
造
し
て
/
そ
の
せ
ま
き
心
情
を
キ
ッ
チ
ン
に
磨
き
込
み
」
「
人
々
レ
ジ
ャ
ー
へ

い
そ
ぎ
の
が
る
れ
ど
/
そ
の
生
活
の
快
楽
に
病
菌
つ
の
り
」
(
す
べ
て
第
一
連
)

と
い
う
描
写
が
目
を
引
く
。
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
大
衆
社
会
の
様
相
は
、
ま
さ
に

昭
和
三
十
年
代
後
半
に
か
け
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
『
昭
和
生
活
文
化
年
代

記
三
十
年
代
』

(
T
O
T
O
出
版
、
平
成
三
年
三
月
)
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
十
一

年
に
は
「
日
本
住
宅
公
団
、
初
の
入
居
者
募
集
、
ス
テ
ン
レ
ス
の
流
し
台
、
水
洗

ト
イ
レ
の
設
置
が
話
題
」
と
な
り
、
昭
和
三
十
六
年
に
ス
キ
l
客
が
百
万
人
を
突

破
し
レ
ジ
ャ
ー
ブ

l
ム
が
到
来
、
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
に
は
東
京
で
ス
モ
ッ
グ

が
連
日
観
測
さ
れ
問
題
化
し
て
い
る
。
「
レ
ジ
ャ
ー
、
す
な
わ
ち
余
暇
の
時
間
を

ど
う
使
う
か
と
い
う
こ
と
が
社
会
的
話
題
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
三
十
五
年
を
す

ぎ
て
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
当
時
の
世
相
が
、
「
悪
臣
の
歌
」
の
皮
肉
を
こ
め
た

調
子
の
語
り
に
反
影
さ
れ
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
、
団
地
の
住
宅
に
は
ダ
イ
ニ
ン
グ
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-
キ
ッ
チ
ン
と
い
う
空
聞
が
新
た
に
登
場
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
家
屋
の
空
間

構
成
と
は
大
き
く
異
な
り
、
寝
起
き
す
る
湯
と
は
別
に
狭
い
な
が
ら
も
家
族
が
食

卓
を
囲
む
と
い
う
生
活
様
式
が
新
た
に
出
現
し
た
。
こ
の
よ
う
な
戦
後
の
市
民
生

活
の
変
化
に
つ
い
て
「
ダ
イ
ニ
ン
グ
・
キ
ッ
チ
ン
に
お
け
る
一
家
回
療
の
姿
は
、

戦
後
の
改
正
民
法
の
精
神
を
象
徴
す
る
も
の
」
と
指
摘
し
た
の
は
塩
田
丸
男
だ
が
、

「
悪
臣
の
歌
」
で
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
戦
後
の
大
衆
社
会
に
向
け
て
痛
烈
な
批

判
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
悪
臣
の
歌
」
に
み
ら
れ
る
先
の
箇
所
は
「
英
霊

の
声
」
で
は
削
除
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
社
会
に
つ
い
て
の
描
写
は
簡
素
化
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
「
悪
臣
の
歌
」
の
段
階
で
は
近
代
的
発
展
を

遂
げ
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
戦
後
社
会
へ
の
皮
肉
と
批
判
が
、
「
英
霊
の
声
」
よ

り
も
色
濃
く
か
っ
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
天
皇
の
描
写
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
「
悪
臣
の
歌
」
で
は
第
二
連
で
「
政

治
の
中
心
な
ら
ず
、
経
済
の
中
心
な
ら
ず
、
/
文
化
の
中
心
な
ら
ず
、
た
だ
人
ご

こ
ろ
の
、
/
静
止
せ
る
重
心
の
如
く
お
は
し
給
へ
」
る
、
「
ま
こ
と
に
人
間
の
鑑
」

と
し
て
振
舞
う
人
間
宣
言
後
の
天
皇
の
姿
が
語
ら
れ
る
。
戦
後
の
人
間
天
皇
に
対

ま
こ
と

し
て
「
淘
の
高
貴
」
「
そ
の
御
け
だ
か
さ
は
ほ
め
た
た
ふ
べ
く
」
「
人
の
徳
の
最

上
な
る
も
の
を
身
に
具
は
せ
た
ま
ふ
」
な
ど
あ
ら
ゆ
る
言
葉
を
尽
く
し
て
「
真
の

う
る
は
し
き
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
讃
え
て
い
る
。
最
後
の
「
な
ど
て
す
め
ろ
ぎ

ひ

と

は
人
間
と
な
り
た
ま
ひ
し
」
と
い
う
一
行
で
全
体
の
意
味
を
反
転
さ
せ
て
は
い
る

も
の
の
、
戦
後
を
生
き
る
人
間
天
皇
の
様
子
を
執
劫
に
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
連
は
「
英
霊
の
声
」
に
は
取
り
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
作
品
化
さ
れ
る
な
か
で

丸
ご
と
削
除
さ
れ
た
笛
所
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
「
英
霊
の
声
」
で
は
「
遠
く
、

小
さ
く
、
清
ら
か
に
光
っ
て
」
(
三
章
)
い
る
と
い
う
天
皇
像
が
、
一
つ
の
理
想

と
し
て
、
霊
た
ち
の
観
念
の
表
象
と
し
て
新
た
に
創
出
さ
れ
て
い
る
。
「
悪
臣
の

歌
」
で
も
天
皇
に
対
し
て
「
神
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
は
い
る
が
、
具
体
的

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
点
は
両
作
に
お
け
る
最
も
注
意

す
べ
き
差
異
で
あ
る
。

一
一
・
二
六
事
件
に
つ
い
て
は
「
悪
臣
の
歌
」

で
詩
と
い
う
様
式
に
則
っ
て
描
か

れ
て
い
た
も
の
が
、
「
英
霊
の
声
」
で
は
将
校
た
ち
の
霊
に
よ
る
語
り
の
文
へ
と

発
展
し
て
い
る
。
詩
と
い
う
型
か
ら
放
た
れ
散
文
に
お
け
る
語
り
へ
と
ス
タ
イ
ル

を
変
化
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
の
発
言
や
事
件
の
収
集
に
つ
い
て
の
具
体
的

な
内
容
を
語
り
き
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
英
霊
の
声
」
で
は
天

皇
と
の
関
係
が
二
つ
の
絵
図
と
し
て
新
た
に
登
場
す
る
。
彼
ら
が
思
い
描
く
二
枚

の
絵
図
は
、
雪
で
白
く
覆
わ
れ
た
丘
に
、
白
馬
に
跨
が
っ
た
天
皇
、
日
本
刀
か
ら

し
た
た
る
血
と
い
う
、
白
と
赤
の
鮮
や
か
な
色
彩
イ
メ
ー
ジ
を
と
も
な
っ
た
象
徴

的
な
シ
!
ン
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
特
攻
隊
員
ら
に
つ
い
て
の
箇
所
も
同
様
に
、

「
英
霊
の
声
」
で
は
語
り
の
部
分
と
し
て
「
悪
臣
の
歌
」
で
の
記
述
よ
り
も
か
な

り
発
展
し
て
描
き
き
っ
て
い
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
「
悪
臣
の
歌
」
に
く
ら
べ

「
英
霊
の
芦
」

で
は
、
霊

た
ち
の
側
か
ら
二
・
二
六
事
件
と
特
攻
隊
員
の
突
撃
の
状
況
が
か
な
り
発
展
し
た

か
た
ち
で
展
開
さ
れ
、
作
品
の
重
心
が
裏
切
ら
れ
た
者
た
ち
の
物
語
そ
の
も
の
へ

と
移
行
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
彼
ら
に
よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
観
念
化

-68-

さ
れ
た

小
さ
い
、
清
ら
か
な
神
」
(
六
章
)

と
し
て
の
天
皇
が
象
徴
的

「喧理い、

に
「
茸
〈
霊
の
声
」

で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
悪
臣
の
歌
」

に
お
い
て
、
「
生
物

学
の
御
研
究
に
い
そ
し
ま
れ
」
(
二
連
)
、
「
帽
を
振
り
て
全
国
を
遊
行
」
(
七
連
)

す
る
「
真
の
う
る
は
し
き
人
間
」
(
二
連
)
、

ま
さ
に
人
間
天
皇
の
名
そ
の
も
の
で

あ
る
姿
が
、
皮
肉
な
視
点
か
ら
執
劫
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
非

常
に
対
照
的
で
あ
る
。
「
英
霊
の
声
」

で
は
霊
た
ち
の
語
り
に
よ
っ
て
、

天
皇
像

は
昇
華
さ
れ
、
彼
ら
が
恋
の
至
純
の
対
象
と
し
て
求
め
た
も
の
、

つ
ま
り
観
念
的

な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

天
皇
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
る
が
、
神
と

し
て
彼
ら
と
対
峠
す
べ
き
存
在
で
も
あ
る
と
い
う
理
想
を
語
る
こ
と
に
意
識
は
収

飲
さ
れ
、
若
き
兵
士
ら
の
死
後
も
な
お
人
間
天
皇
と
し
て
生
き
て
い
く
姿
は
作
品

内
か
ら
は
消
し
去
ら
れ
て
い
る
の
だ
。



二
、
語
り
の
移
行

l
「
臣
」
か
ら
「
わ
れ
ら
」
へ
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こ
れ
ま
で
「
悪
臣
の
歌
」
と
「
英
霊
の
声
」
の
差
異
に
つ
い
て
整
理
し
て
き
た

が
、
そ
の
結
果
新
た
な
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
は
語
り
の
ス
タ
イ
ル
の
変
化

で
あ
る
。
「
悪
臣
の
歌
」
に
み
え
る
「
こ
れ
な
く
て
、
何
故
に
か
の
戦
ひ
は
/
か

く
も
一
瞬
に
平
静
に
止
ま
り
し
か
。
/
さ
れ
ど
あ
へ
て
臣
は
奏
す
。
/
ー
な
ど
て

ひ

と

す
め
ろ
ぎ
は
人
間
と
な
り
た
ま
ひ
し
。
」
(
三
連
)
「
そ
の
流
血
の
記
憶
も
癒
え
/

民
草
の
傷
も
癒
え
た
る
今
、
/
臣
今
こ
そ
あ
へ
て
奏
す
べ
き
時
と
信
ず
」
(
四
連
)

と
い
う
表
現
か
ら
は
、
「
臣
」
な
る
人
物
が
天
皇
に
向
け
て
批
判
の
声
を
発
す
る

と
い
う
語
り
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
語
り
の
人
物
は
「
臣
」

で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
青
年
将
校
や
特
攻
隊
員
ら
の
憤
懇
を
代
弁
す
る
存
在
で
も

あ
る
。し

か
し
「
英
霊
の
声
」
で
は
異
な
っ
た
語
り
の
方
法
が
採
用
さ
れ
る
。
そ
れ
は

彼
ら
の
言
葉
を
よ
り
直
接
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
「
英
霊
」
た
ち
自
身
の
「
声
」

で
直
接
語
ら
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
「
悪
庄
の
歌
」
で
「
血
ぬ
ら
れ
し
死
の

ま
ぎ
は
に
御
名
を
呼
び
た
る
者
/
そ
の
霊
は
未
だ
あ
ら
は
れ
ず
。
/
い
ま
だ
そ
の

霊
は
彼
方
此
方
に
/
む
な
し
く
見
捨
て
ら
れ
て
鬼
突
を
あ
ぐ
」
(
四
連
)
と
語
ら

れ
る
、
未
だ
現
わ
れ
て
来
な
い
霊
た
ち
が
、
「
英
霊
の
声
」
で
は
一
転
し
て
諮
り

の
主
体
と
し
て
議
場
し
て
く
る
の
だ
。
こ
の
霊
に
よ
る
諮
り
は
、
霊
媒
師
の
身
体

を
通
し
て
語
る
と
い
う
、
変
則
的
な
ス
タ
イ
ル
で
は
あ
る
が
、
天
皇
へ
の
不
満
を

ひ

と

抱
き
死
ん
で
い
っ
た
者
た
ち
自
身
の
言
葉
で
「
な
ど
て
す
め
ろ
ぎ
は
人
間
と
な
り

た
ま
ひ
し
」
と
い
う
人
間
天
皇
へ
の
呪
誼
を
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
批
判

は
よ
り
直
接
的
で
切
実
な
響
き
を
も
つ
も
の
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
二
作
に
お
け
る
語
り
の
移
行
は
、
そ
の
作
品
内
容
に
も
大
き
な
変

化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
「
悪
臣
の
歌
」
で
は
「
英
霊
の
芦
」
に
比
べ
、
戦
後
の

大
衆
社
会
の
状
況
に
多
く
言
及
し
、
発
展
を
極
め
つ
つ
あ
る
戦
後
の
日
本
社
会
へ

の
皮
肉
と
批
判
が
強
く
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
臣
」
と
い
う
人
物
に
よ

り
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
の
「
臣
」
は
戦
後

を
生
き
る
何
者
か
で
あ
り
、
作
者
の
顔
を
覗
か
せ
な
が
ら
、
同
時
代
人
と
し
て
の

立
場
か
ら
、
人
間
宣
言
に
端
を
発
し
た
戦
後
へ
の
違
和
感
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ

る。
そ
れ
に
対
し
て
「
英
霊
の
声
」
は
、
死
者
が
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
主
体
で
直
接

語
る
こ
と
に
よ
り
、
死
の
側
か
ら
の
批
判
へ
と
転
回
し
て
い
る
。
つ
ま
り
死
の
側

と
は
彼
ら
の
生
が
停
止
し
た
〈
過
去
〉
を
意
味
す
る
。
死
に
よ
っ
て
永
遠
に
時
を

止
め
ら
れ
た
〈
過
去
〉
に
属
す
る
死
者
た
ち
の
語
り
は
、
当
然
「
悪
臣
の
歌
」
に

比
べ
、
現
在
で
あ
る
、
戦
後
社
会
へ
の
批
判
は
希
薄
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し

て
〈
過
去
〉
と
い
う
世
界
に
属
す
る
者
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
補

強
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
語
り
口
は
「
悪
庄
の
歌
」
よ
り
も
さ
ら
に
擬
古
的
な

も
の
と
な
っ
て
い
く
。
永
遠
に
時
が
止
め
ら
れ
た
時
点
で
あ
る
死
の
瞬
間
に
語
り

手
で
あ
る
「
わ
れ
ら
」
の
意
識
は
集
約
さ
れ
、
そ
の
時
天
皇
が
人
と
し
て
彼
ら
を

見
捨
て
た
こ
と
へ
の
思
い
が
よ
り
は
っ
き
り
し
て
い
く
。
実
際
の
犠
牲
者
で
あ
る

若
き
兵
士
た
ち
に
直
接
語
ら
せ
る
と
い
う
諮
り
の
移
行
が
「
英
霊
の
声
」
で
な
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
が
「
人
で
あ
る
こ
と
」
に
よ
り
彼
ら
を
「
見
捨
て
た
こ

と
」
と
い
う
両
作
に
共
通
す
る
主
題
が
、
一
一
層
真
に
迫
っ
た
叫
び
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
「
英
霊
の
声
」
に
お
い
て
新
た
に
語
ら
れ
る
、
彼
ら
の
観
念
の
表

象
と
し
て
の
天
皇
と
そ
の
恋
閥
、
さ
ら
に
二
・
二
六
事
件
の
具
体
化
や
特
攻
隊
員

の
死
の
間
際
の
認
識
化
な
ど
も
、
語
り
の
主
体
が
「
わ
れ
ら
」
に
移
行
さ
れ
た
か

ら
こ
そ
可
能
と
な
っ
た
記
述
と
考
え
ら
れ
る
。

Q
d
 

p
h
u
 

、
「
英
霊
の
声
」
に
お
け
る
語
り
の
重
層
化

「
英
霊
の
声
」
の
諮
り
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
重
層
化
が
特
徴
的
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
「
わ
れ
ら
」
に
よ
る
語
り
に
加
え
、
作
品
全
体
の

記
録
者
と
し
て
「
私
」
と
い
う
も
う
一
人
の
語
り
の
人
物
が
存
在
し
て
い
る
。
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浅
春
の
あ
る
一
夕
、
私
は
木
村
先
生
の
帰
神
の
会
に
列
席
し
て
、
終
生
忘

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
感
銘
を
受
け
た
。
そ
の
夜
に
お
こ
っ
た
こ
と
に
は
、

筆
に
す
る
の
が
樺
ら
れ
る
点
が
多
い
が
、
能
ふ
か
ぎ
り
忠
実
に
そ
の
記
録
を

伝
へ
る
こ
と
が
、
私
の
っ
と
め
で
あ
る
と
思
ふ
。
(
一
)

作
品
の
冒
頭
に
お
い
て
自
ら
の
役
割
を
読
者
に
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
目
の
当

た
り
に
し
た
帰
神
の
会
で
の
出
来
事
を
「
忠
実
に
」
記
録
と
し
て
伝
え
る
こ
と
が

「
私
の
っ
と
め
」
で
あ
り
、
「
私
」
が
こ
の
作
品
に
お
け
る
視
点
人
物
で
語
り
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
が
明
言
さ
れ
る
。
「
川
崎
君
の
突
き
声
が
や
う
や
う
納
ま
っ

た
と
き
、
私
は
俄
に
総
身
の
力
が
抜
け
る
の
を
覚
え
、
今
宵
の
神
事
も
こ
れ
で
を

は
り
で
あ
ら
う
、
こ
の
深
い
感
銘
は
、
記
録
に
の
こ
し
て
後
世
に
伝
へ
る
べ
き
で

あ
る
、
と
考
え
て
ゐ
た
」
(
玉
)
と
、
作
品
中
盤
に
お
い
て
も
「
私
」
が
記
録
者

で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
英
霊
の
声
」
と
は
「
私
」
が
帰
神
の
会
に
お
い
て
、
列
席
者
の
一
人
と
し
て

客
観
的
な
視
点
で
記
録
す
る
物
語
で
あ
り
、
「
私
」
は
作
品
全
体
の
統
括
者
で
あ

る
。
霊
媒
師
で
あ
る
川
崎
青
年
を
通
し
て
語
ら
れ
る
「
わ
れ
ら
」
の
物
語
は
、
こ

の
よ
う
な
「
私
」
が
記
録
す
る
作
品
の
内
部
に
位
置
す
る
語
り
で
あ
り
、
メ
タ
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
え
る
。
そ
し
て
「
わ
れ
ら
」
か
ら
発
せ
ら
れ
る
天
皇
へ
の
呪
誼

は
、
青
年
将
校
や
特
攻
隊
員
ら
の
霊
に
よ
っ
て
直
接
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
は
極
度
に
主
観
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
主
観
的
で
あ
ま
り
に

も
露
骨
な
観
念
に
覆
わ
れ
た
語
り
を
、
「
私
」
と
い
う
人
物
が
記
録
す
る
物
語
の

枠
の
中
に
内
包
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
に
あ
る
程
度
の
客
観
性
を
付
与
さ
せ
る

た
め
、
こ
の
よ
う
な
重
層
化
し
た
語
り
の
手
法
が
と
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

ふ

μ
し
か
し
、
作
品
中
盤
あ
た
り
か
ら
霊
た
ち
の
歌
が
高
ま
っ
て
く
る
に
し
た
が
っ

て
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
の
存
在
は
希
薄
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て

存
在
感
を
増
し
て
く
る
の
は
、
川
崎
青
年
の
口
、
声
を
借
り
た
二
・
二
六
事
件
の

将
校
と
特
攻
隊
員
と
い
う
二
つ
の
「
裏
切
ら
れ
た
霊
」
た
ち
で
あ
る
。
作
品
全
体

の
記
録
者
で
あ
り
、
統
括
す
る
語
り
手
の
「
私
」
と
、
作
品
内
の
も
う
一
つ
の
語

り
手
で
あ
る
「
わ
れ
ら
」
の
関
係
に
逆
転
が
生
じ
て
お
り
、
「
私
」
に
託
さ
れ
て

い
た
、
客
観
的
な
視
点
か
ら
物
語
を
記
述
す
る
と
い
う
仕
組
み
が
十
分
に
は
機
能

し
て
い
な
い
と
思
え
る
。

「
私
」
は
作
品
の
記
録
者
で
あ
る
が
、
物
語
が
展
開
す
る
場
で
あ
る
帰
神
の
会

に
お
い
て
は
、
素
人
の
一
列
席
者
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
で
生
起
す
る
出
来
事
に
つ
い

て
意
味
や
判
断
を
下
す
能
力
は
無
い
。
川
崎
青
年
に
霊
が
彊
依
し
で
も
、
「
私
と

N
氏
は
顔
を
見
合
は
せ
た
が
、
い
か
な
る
神
が
想
っ
た
か
判
断
に
苦
し
ん
で
ゐ
る

点
で
は
、

N
氏
も
同
様
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
」
(
一
章
)
と
い
う
戸

惑
い
か
ら
も
、
目
前
に
起
こ
っ
て
い
る
事
態
に
対
し
て
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き

て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
語
り
手
で
あ
り
な
が
ら
も
、
物
語
の
認
識
者
と
し
て

の
側
面
は
無
い
の
で
あ
る
。

「
英
霊
の
声
」
に
お
い
て
、
唯
一
の
認
識
者
と
し
て
作
品
を
一

つ
の
方
向
に
位

置
づ
け
て
い
る
の
は
、
審
神
者
で
あ
る
木
村
先
生
で
あ
る
。
木
村
先
生
と
い
う
人

nu 
ヴ

t

物
に
つ
い
て
佐
藤
秀
明
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
審
級
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
二
組
の
神
霊

が
、
木
村
先
生
の
石
笛
に
よ
っ
て
神
下
り
、
川
崎
青
年
に
滋
依
し
て
神
語
り

を
す
る
。
川
崎
青
年
は
、
神
霊
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
顔
つ
き
も
声
音
も

溶
い
た
霊
の
ま
ま
に
変
る
か
ら
、
媒
介
者
と
し
て
の
介
入
の
度
合
は
ゼ
ロ
で

あ
る
。
ま
た
、
木
村
先
生
は
神
話
り
の
聞
き
手
の
代
表
者
で
あ
る
わ
け
だ
が
、

霊
能
者
と
し
て
の
能
力
以
外
に
、
語
り
手
の
言
説
を
左
右
す
る
聞
く
側
の
力

は
、
殆
ど
発
揮
さ
れ
な
い
。

佐
藤
は
木
村
先
生
に
聞
く
能
力
、

認
識
者
と
し
て
の
役
割
は
無
い
と
い
う
見
方
を

示
し
て
い
る
。

し
か
し
川
崎
青
年
に
猿
依
し
語
る
霊
た
ち
の
言
葉
を
開
い
て
、

の
よ
う
な
者
の
霊
か
判
断
し
か
ね
た

ど

「私」

は
木
村
先
生
に
「
今
神
下
り
ま
し
た



の
は
い
か
な
る
神
で
せ
う
か
」
(
二
章
)

そ
の
間
い
に
対
し
木
村
先
生

と
尋
ね
、

は
却
座
に
「
若
い
神
々
で
あ
る
ら
し
く
思
は
れ
る
が
、
高
い
神
格
は
疑
ひ
が
な
い
」

(
二
章
)
こ
と
や
、
ご
」
の
神
々
は
真
神
た
る
は
も
ち
ろ
ん
、

上
品
に
属
さ
れ
、

功
業
は
大
な
る
荒
魂
」
(
二
章
)

こ
の
時
点
で
霊
た
ち
は

と
い
う
返
答
を
す
る
。

自
分
た
ち
の
素
性
に
つ
い
て
は
一
切
語
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
審
神

者
で
あ
る
木
村
先
生
の
認
識
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
「
私
」

は
後
に
そ

の
判
断
が

「
悉
く
首
繋
に
中
っ
て
ゐ
た
の
を
知
っ
て
、
今
さ
ら
な
が
ら
先
生
に
対

す
る
敬
愛
を
新
た
に
し
た
」
(
二
章
)

と
語
っ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
帰
神
の
会
が
進
む
に
つ
れ
て
、
霊
た
ち
は

「
わ
れ
わ
れ
は
裏
切
ら

れ
た
者
た
ち
の
霊
だ
」
と
述
べ
、
二
・
二
六
事
件
の
将
校
と
特
攻
隊
員
で
あ
る
こ

と
を
明
か
す
が
、
自
ら
を
木
村
先
生
が
推
測
す
る
よ
う
な
高
い
神
格
の
者
、

つ
ま

り
英
霊
で
あ
る
と
は
一
切
語
っ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
語
り
は
戦
後
と
天
皇
へ
の
批

判
と
恨
み
に
終
始
し
、
神
主
の
身
体
を
小
突
き
ま
わ
す
荒
々
し
さ
な
ど
か
ら
す
れ

ば
、
彼
ら
を
無
念
の
思
い
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
怨
霊
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
だ

ろ"フ。

し
か
し
、
木
村
先
生
が
彼
ら
を
尊
い
霊
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
こ
と
に
よ

り
、
「
私
」
に
と
っ
て
霊
た
ち
の
歌
は
尊
く
、
悲
哀
に
満
ち
た
も
の
に
感
じ
ら
れ

て
い
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
一
柳
虞
孝
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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こ
の
物
語
の

木
村
先
生
の
み
が
、

理
論
を
一
手
に
担
う
。

し
か
し

翻
訳
」

そ
の
理
論
の
真
髄
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
「
私
」
も
ま
た
、
先
生
の

判
断
を
後
追
い
す
る
存
在
で
し
か
な
い
。
(
中
略
)

こ
の
帰
神
の
会
か
ら
意

味
を
み
い
だ
す
の
は
、
審
神
者
の
み
に
許
さ
れ
た

「
翻
訳
」

の
業
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
、
木
村
先
生
が

「
作
者
の
意
図
」
を
表
象
す
る
が
ご
と
き

相
を
呈
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
解
釈
の
可
能
性
が

作
者
の
意
図
」
に
よ
っ

て
抑
圧
さ
れ
る
世
界
と
、
こ
の
世
界
は
隣
接
し
て
い
る
。

一
柳
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
帰
神
の
会
に
お
い
て
語
り
手
で

あ
る
「
私
」
に
は
判
断
基
準
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
会
の
主
宰
者
で
あ
る
木
村

先
生
に
よ
っ
て
霊
の
言
葉
は
意
味
付
け
ら
れ
て
い
く
。
「
私
」
は
「
能
ふ
か
ぎ
り

忠
実
に
」
記
録
を
す
る
と
述
べ
な
が
ら
も
、
「
私
」
の
認
識
は
木
村
先
生
の
判
断

に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
「
私
」
の
判
断
の
軸
、
つ
ま
り
作
品
の
軸
と
な
る
判
断
は

木
村
先
生
に
よ
っ
て
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。
川
崎
青
年
は
木
村
先
生
の
鳴
ら
す

石
笛
の
音
に
反
応
し
、
神
患
っ
た
状
態
、
つ
ま
り
非
日
常
の
世
界
へ
と
移
行
す
る
。

そ
し
て
彼
の
口
か
ら
出
る
霊
の
言
葉
は
木
村
先
生
に
よ
っ
て
英
霊
と
し
て
解
釈
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
実
の
世
界
に
属
す
る
「
私
」
た
ち
に
も
霊
の
言
葉
が
汲
み

と
ら
れ
る
。
木
村
先
生
は
現
実
と
非
現
実
の
世
界
の
境
界
線
に
位
置
し
、
石
笛
に

よ
っ
て
川
崎
青
年
を
非
現
実
の
世
界
へ
と
誘
い
込
み
、
非
日
常
の
一
一
言
葉
を
自
分
の

解
釈
に
よ
り
現
実
世
界
の
者
に
伝
え
る
人
物
で
あ
る
。
審
神
者
で
あ
る
木
村
先
生

は
作
品
内
の
唯
一
の
認
識
者
、
判
断
者
と
し
て
「
私
」
の
語
る
物
語
自
体
に
大
き

く
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

可
1h-

n
i
 

お
わ
り
に

i
語
り
に
お
け
る
三
島
の
意
識

霊
た
ち
が
自
ら
語
る
直
接
的
で
主
観
的
な
語
り
を
、
観
察
者
で
あ
る
「
私
」
の

語
る
物
語
の
枠
に
組
み
込
む
と
い
う
複
雑
化
さ
れ
た
語
り
の
構
造
は
、
「
英
霊
の

声
」
と
い
う
作
品
に
客
観
性
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
作
者
の
意
識
の
表
れ
と
い
え

よ
う
。
青
年
将
校
と
特
攻
隊
員
ら
の
声
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
作
品
に
投
げ
込
め
ば
、

あ
ま
り
に
も
主
観
的
に
内
容
に
陥
り
、
小
説
と
し
て
逸
脱
し
た
も
の
に
な
り
か
ね

な
い
。
三
島
由
紀
夫
は
「
一
了
二
六
事
件
と
私
」
と
い
う
文
章
の
な
か
で
、
「
英

霊
の
芦
」
を
書
い
た
動
機
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

昭
和
の
歴
史
は
敗
戦
に
よ
っ
て
完
全
に
前
後
分
け
ら
れ
た
が
、

そ
こ
を
連
続
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し
て
生
き
て
き
た
私
に
は
、
自
分
の
連
続
性
の
根
拠
と
、
論
理
的
一
貫
性
の

根
拠
を
、
ど
う
し
て
も
探
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
欲
求
が
生
れ
て
き
て

ゐ
た
。
こ
れ
は
文
士
た
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
生
の
自
然
な
欲
求
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
と
き
、
ど
う
し
て
も
引
っ
か
か
る
の
は
、
「
象
徴
」
と
し
て
天
皇

を
規
定
し
た
新
憲
法
よ
り
も
、
天
皇
御
自
身
の
、
こ
の
「
人
間
宣
言
」
で
あ

り
、
こ
の
疑
問
は
お
の
づ
か
ら
、
二
・
二
六
事
件
ま
で
、
一
す
ぢ
の
影
を
投

げ
、
影
を
辿
っ
て
「
英
霊
の
声
」
を
書
か
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
地
点
へ
、
私

自
身
を
追
ひ
込
ん
だ
。
自
ら
「
美
学
」
と
称
す
る
の
も
滑
稽
だ
が
、
私
は
私

の
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
を
掘
り
下
げ
る
に
つ
れ
、
そ
の
底
に
天
皇
制
の
岩
盤
が

わ
だ
か
ま
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
い
つ
ま
で

も
回
避
し
て
ゐ
る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
の
で
あ
る
。

三
島
は
「
英
霊
の
声
」
で
自
ら
の
美
学
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
「
天
皇
制
の

岩
盤
」
、
つ
ま
り
天
皇
の
「
人
間
宣
言
」
の
問
題
に
対
峠
す
る
こ
と
を
試
み
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
戦
後
二
十
年
を
経
て
経
済
発
展
を
遂
げ
日
常
的
な
幸

福
の
蔓
延
し
た
昭
和
四
十
一
年
に
、
自
分
が
抱
え
て
い
る
問
題
を
そ
の
ま
ま
世
に

問
う
こ
と
に
は
、
三
島
と
言
え
ど
も
い
く
ら
か
の
時
瞬
時
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

三
島
は
瀬
戸
内
晴
美
宛
の
書
簡
で
「
半
年
ほ
ど
煮
詰
っ
て
ゐ
た
作
品
で
す
が
、
ど

う
も
『
こ
ん
な
こ
と
書
い
て
い
い
の
か
な
』
と
い
ふ
ド
キ
ド
キ
が
な
け
れ
ば
、
や

は
り
作
品
を
書
く
甲
斐
は
な
い
と
思
ひ
ま
し
た
。
と
に
か
く
『
ゃ
っ
た
れ
!
』
と

い
ふ
気
で
書
い
た
の
で
す
」
と
素
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。
「
ゃ
っ
た
れ
!
」
と
い

う
気
で
書
い
た
反
面
、
半
年
ほ
ど
煮
詰
ま
っ
て
い
た
も
の
で
、
こ
ん
な
こ
と
を
書

い
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
戸
惑
い
や
不
安
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
三
島
の
抱
い
て
い
た
戸
惑
い
が
、
「
悪
臣
の
歌
」
か
ら
「
英
霊
の
声
」
へ
と
作

品
化
し
て
い
く
段
階
で
、
客
観
的
に
作
品
全
体
を
語
る
人
物
で
あ
る
「
私
」
を
設

定
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
「
私
」
の
語
り
で
作
品
に
客
観
性
を
持

た
せ
る
目
論
み
は
失
敗
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
記
録
者
で
あ
る
「
私
」

は
木
村
先
生
の
認
識
に
影
響
さ
れ
、
そ
の
結
果
霊
た
ち
の
言
葉
は
、
「
私
」
の
語

り
と
い
う
作
品
の
枠
か
ら
は
み
出
す
ほ
ど
の
熱
っ
ぽ
さ
を
も
っ
た
も
の
と
な
っ
て

お
り
、
作
品
の
統
括
者
で
あ
る
「
私
」
の
語
り
は
、
英
霊
た
ち
の
語
り
に
全
面
的

に
寄
り
添
う
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
島
は
霊
た
ち
の
言
葉

を
利
用
し
て
白
ら
の
観
念
を
語
ら
せ
て
い
る
の
だ
。
霊
た
ち
を
三
島
自
身
の
観
念

を
諮
る
道
具
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。

な
る
程
、
こ
こ
に
は
、
現
存
し
て
い
る
天
皇
そ
の
人
へ
の
怨
嵯
が
死
霊
の

口
を
霜
り
て
生
ま
の
か
た
ち
で
露
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
相
対
性
を
信
念
と
し
て
い
る
筈
の
三
島
由
紀
夫
の
甚
し
い
自
己
矛
盾
と

人
々
の
目
に
は
映
っ
た
。
だ
が
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
こ
の
自
己
矛
盾
の
さ

ら
に
奥
処
に
は
、
い
く
重
に
か
層
を
な
す
暗
渠
の
ご
と
き
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
の
最
も
表
層
を
な
す
の
は
、
二
・
二
六
事
件
概
起
将
校
の
霊
を
し
て
、
事

が
成
っ
て
も
死
と
い
う
彼
ら
の
死
の
原
理
を
語
ら
し
め
た
よ
う
に
、
三
島
由

紀
夫
が
小
説
『
英
霊
の
声
』
に
よ
っ
て
、
生
ま
の
観
念
を
天
皇
に
向
っ
て
投

げ
つ
け
た
以
上
、
彼
自
ら
も
何
と
し
て
も
腹
を
切
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
へ

自
身
を
追
い
や
り
、
そ
し
て
事
実
、
そ
の
通
り
に
し
た
と
い
う
、
恐
る
べ
き

行
動
計
画
書
の
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
三
島
由
紀
夫
の
逆
ア
リ

(
1
3
)
 

パ
イ
工
作
の
論
理
で
あ
っ
た
。
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中
野
美
代
子
は
執
筆
後
の
三
島
の
行
動
と
の
関
係
を
右
の
よ
う
に
指
摘
し
、
三
島

の
「
行
動
計
画
書
」
で
あ
る
と
い
う
読
み
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
「
英
霊
の
声
」

は
執
筆
当
時
の
三
島
の
錯
綜
し
た
姿
を
透
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
英
霊
の
芦
」
に
お
け
る
語
り
の
重
層
化
と
そ
の
失
敗
に
は
、
三

島
が
「
回
避
し
て
ゐ
る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
」
問
題
に
対
決
し
、
松
本
健
一
が
論
じ

(
1
4
}
 

る
よ
う
に
「
恋
愛
(
恋
闘
)
の
政
治
学
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
」
て
い
こ
う
と
す

る
姿
が
み
え
て
く
る
。
三
島
が
自
ら
の
理
想
と
す
る
絶
対
的
な
る
も
の
へ
の
恋
閥

と
到
達
の
た
め
、
そ
の
行
く
先
に
死
を
確
実
に
想
定
し
た
行
動
を
本
格
的
に
意
識



し
て
い
く
こ
と
を
促
し
た
作
品
で
あ
る
。
作
家
三
島
の
転
機
と
な
り
、

決
意
が
複
雑
に
交
錯
し
た
、
重
大
か
っ
切
実
な
叫
び
が
「
英
霊
の
声
」

ら
れ
て
い
る
。

に戸
は惑
込い
めと

三島由紀夫「英霊の声」論

注

(
1
)

江
藤
淳
「
文
芸
時
評
」
(
「
朝
日
新
聞
夕
刊
」
、
昭
和
四
十
一
年
五
月
三
十
日
)

(
2
)
平
岡
倭
文
重
「
暴
流
の
ご
と
く
三
島
由
紀
夫
七
回
忌
に
」
(
「
新
潮
」
、
昭
和

五
十
一
年
十
二
月
)

(
3
)
三
島
由
紀
夫
、
林
一
房
雄
『
対
話
・
日
本
人
論
』
(
番
町
出
版
、
昭
和
四
十
一
年
十

月
)

(
4
)
奥
野
健
男
『
三
島
由
紀
夫
伝
説
』
(
新
潮
社
、
平
成
五
年
二
月
)

奥
野
は
「
稚
拙
」
で
「
な
ま
の
下
手
な
文
章
」
と
指
摘
し
た
理
由
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

そ
の
死
者
た
ち
の
言
葉
は
そ
れ
ま
で
の
三
島
由
紀
夫
で
あ
れ
ば
絶
対
に
書

く
こ
と
の
な
い
、
陳
腐
で
定
型
的
な
文
章
で
あ
る
。
激
烈
な
表
現
を
用
い

な
が
ら
、
そ
こ
に
文
学
者
と
し
て
の
三
島
由
紀
夫
の
心
が
少
し
も
入
っ
て

い
な
い
。
(
中
略
)
何
よ
り
も
文
章
に
緊
張
が
な
く
非
論
理
的
で
、
だ
ら
だ

ら
と
擬
似
詩
的
に
事
柄
を
書
き
つ
ら
ね
、
女
々
し
い
恨
み
を
綴
っ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
(
中
略
)
あ
わ
た
だ
し
い
だ
け
で
品
格
が
か
ん
じ
ら
れ
な
い
。

一
方
、
平
野
啓
一
郎
は
「
こ
こ
に
現
わ
れ
る
稚
拙
さ
は
、
三
島
本
人
の
辞
世
に

も
通
ず
る
。
三
島
の
辞
世
を
下
手
だ
と
噛
う
人
が
い
る
が
、
そ
れ
は
少
々
見
当

ち
が
い
で
、
武
人
と
し
て
死
ぬ
と
い
う
建
前
の
下
に
死
ん
だ
三
島
は
、
侍
の
下

手
な
辞
世
に
憧
れ
、
そ
れ
を
模
し
て
明
ら
か
に
わ
ざ
と
下
手
に
詠
ん
で
い
る
。

そ
れ
を
ま
ず
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
「
『
英
霊
の
声
』
論
」
、
「
文
学
界
」
、

平
成
十
二
年
十
一
月
)
と
、
一
二
島
が
作
為
的
に
文
体
の
変
更
を
し
た
と
み
て
い

る
。
平
野
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
作
品
内
で
も
霊
た
ち
は
「
わ
れ
ら
は
若
く
、

文
雅
に
染
ら
ず
、
武
骨
な
が
ら
」
と
述
べ
て
お
り
、
三
島
は
彼
ら
の
言
葉
に
美

文
を
用
い
ず
、
武
人
の
あ
る
種
定
型
的
な
文
章
で
語
ら
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
軍
人
た
ち
の
武
骨
さ
か
ら
く
る
直
情
を
表
現
す
る
に
は
、
技
巧
を
弄
し

な
い
没
個
性
的
な
文
体
が
適
す
る
と
の
三
島
の
判
断
に
よ
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

(
5
)
井
上
隆
史
「
三
島
由
紀
夫
の
草
稿
」
(
「
昭
和
文
学
研
究
」
、
平
成
十
五
年
三
月
)

(
6
)
笠
原
伸
夫
ご
二
島
由
紀
夫
『
英
霊
の
声
』
を
視
座
と
し
て
」
(
「
国
文
学
」
、

昭
和
四
十
四
年
二
月
)

(
7
)
『
昭
和
日
本
史
一

O

経
済
大
国
へ
の
道
』
(
暁
教
育
出
版
、
昭
和
五
十
二
年
十

月
)

(
8
)
塩
回
丸
男
「
取
り
残
さ
れ
た
団
地
」
(
『
住
ま
い
の
戦
後
史
』
、
サ
イ
マ
ル
出
版
、

昭
和
五
十
年
)
『
昭
和
生
活
文
化
年
代
記
三
十
年
代
』

(
T
O
T
O
出
版
、
平

成
三
年
三
月
)
に
収
録

(
9
)
佐
藤
秀
明
「
『
英
霊
の
声
』

i
合
唱
の
聞
き
書
き
」
(
「
国
文
学
」
、
平
成
五
年
五

月
)

(
刊
)
一
柳
廃
孝
「
〈
声
〉
を
翻
訳
す
る
こ
と
「
英
霊
の
声
」
と
『
霊
学
峯
蹄
』
|
」

(
『
三
島
由
紀
夫
論
集
1

三
島
由
紀
夫
の
時
代
』
、
勉
誠
出
版
、
平
成
十
三
年
三

月
)

(
日
)
三
島
由
紀
夫
「
一
了
二
六
事
件
と
私
」
(
『
英
霊
の
声
』
、
河
出
書
一
房
一
新
社
、
昭
和

四
十
一
年
六
月
)

(
は
)
瀬
戸
内
晴
美
「
奇
妙
な
友
情
」
(
「
群
像
」
、
昭
和
四
十
六
年
二
月
)

(
日
)
中
野
美
代
子
「
『
憂
国
』
及
び
『
英
霊
の
声
』
論
」
(
「
国
文
学
」
、
昭
和
五
十
一

年
十
二
月
)

(
は
)
松
本
健
一
「
恋
愛
の
政
治
学

l
『
憂
国
』
と
『
英
霊
の
声
』
」
(
「
国
文
学
」
、
昭

和
六
十
一
年
七
月
)

内

J
ヴ

t

本
論
考
に
お
け
る
三
島
由
紀
夫
「
英
霊
の
声
」
、
「
悪
臣
の
歌
」
の
引
用
は
、
『
決
定
版
三

島
由
紀
夫
全
集
二
十
』
(
新
潮
社
、
平
成
十
四
年
七
月
)
に
よ
っ
た
。
な
お
、
適
宜
間
引
用
文

は
新
字
に
改
め
、
ル
ピ
は
省
略
し
た
。

(
な
か
も
と

さ
お
り
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
)




