
本
書
は
一
貫
し
た
方
法
意
識
に
基
づ
い
て
著
さ
れ
た
本
居
宣
長
論
で
あ
る
。

否
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
宣
長
の
思
想
を
解
釈
し
た
り
、
再
構
成

し
た
り
す
る
意
味
で
の
通
常
の
宣
長
論
で
は
な
い
。
い
わ
ば
宣
長
を
括
弧
に
く

く
っ
て
し
ま
っ
た
上
で
、
宣
長
に
よ
っ
て
言
い
出
さ
れ
た
あ
る
事
柄
が
、
括
弧

の
内
側
で
は
な
く
、
そ
の
外
側
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
分
泌
し
て
い
っ
た
か
を

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

認
識
対
象
に
ど
の
よ
う
な
視
点
で
迫
る
の
か
、
そ
の
接
近
の
方
法
を
不
断
に

自
覚
化
す
る
作
業
を
押
し
進
め
な
が
ら
、
子
安
氏
は
既
に
単
行
本
と
し
て
だ
け

で
も
『
「
事
件
」
と
し
て
の
柤
侠
学
』
（
一
九
九
○
年
）
、
次
い
で
『
鬼
神
論
』
（
一

九
九
二
年
）
を
公
刊
さ
れ
て
き
た
。
氏
の
近
年
の
意
欲
的
な
仕
事
ぶ
り
は
驚
嘆

に
価
す
る
。
本
書
が
こ
れ
ら
先
行
す
る
書
に
結
実
し
た
方
法
意
識
の
上
に
立
脚

し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

氏
の
方
法
意
識
に
関
す
る
前
提
的
な
理
解
な
く
し
て
、
本
書
に
接
し
た
場
合
、

お
そ
ら
く
読
者
は
戸
惑
い
、
あ
る
種
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
陥
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
種
の
と
い
う
の
は
、
例
え
て
み
れ
ば
、
神
殿
の
外
回
り

八
書
評
Ｖ子

安
宣
邦
著
『
本
居
宣
長
』

（
岩
波
書
店
・
平
成
四
年
）

の
拝
観
は
許
さ
れ
て
も
、
そ
の
中
に
立
ち
入
る
こ
と
を
固
く
禁
じ
ら
れ
た
時
に

抱
く
よ
う
な
あ
の
も
ど
か
し
さ
で
あ
る
。
日
本
思
想
史
上
に
聟
え
立
つ
宣
長
は

ど
の
よ
う
な
人
間
で
、
彼
の
思
想
の
本
質
や
如
何
と
期
待
し
て
読
み
進
め
て
い

っ
て
も
、
本
書
か
ら
は
そ
の
答
え
は
一
向
に
返
っ
て
こ
な
い
。
宣
長
の
生
活
の

息
づ
か
い
や
そ
の
思
想
形
成
に
至
る
内
面
の
ド
ラ
マ
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
本

書
は
こ
の
手
の
期
待
を
も
っ
て
対
象
に
立
ち
向
か
う
者
を
見
事
に
は
ぐ
ら
か

し
、
裏
切
る
。
こ
れ
は
氏
の
方
法
意
識
が
意
図
し
て
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
宣
長
の
思
想
の
本
質
や
そ
の
思
想
構
造
、
そ
れ
を
本
書
に
求

め
る
こ
と
は
無
い
物
ね
だ
り
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
氏
の
そ
の
方
法
意
識
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
こ
の
問
題
は
後
に

考
え
る
こ
と
と
し
て
、
先
ず
は
本
書
の
全
体
の
構
成
を
知
る
上
で
目
次
を
掲
げ

て
お
こ
う
。

序
章

第
一
章

第
二
章

な
ぜ
宣
長
か
、
な
ぜ
『
古
事
記
伝
』
か

「
始
ま
り
」
の
物
語
ｌ
「
古
事
記
伝
』
へ
の
道
・
一
Ｉ

「
直
毘
霊
』
と
「
皇
国
」
像
の
形
成
ｌ
『
古
事
記
伝
』
へ

の
道
・
二
１

小
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本
書
は
宣
長
断
罪
の
書
で
あ
る
、
と
私
は
見
た
。
氏
は
文
献
実
証
主
義
的
で

あ
る
と
し
て
近
代
に
お
い
て
も
学
問
的
に
高
く
評
価
さ
れ
続
け
て
き
た
『
古
事

記
伝
』
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
露
に
す
る
。
篤
胤
と
違
っ
て
、
物
腰
穏
や
か
で
、

文
芸
の
本
質
が
「
物
の
あ
は
れ
」
に
あ
る
こ
と
を
教
え
、
繊
細
な
人
情
を
重
ん

ず
る
人
間
論
を
展
開
し
、
一
生
を
古
語
の
解
明
に
費
や
し
て
き
た
学
者
宣
長
、

そ
の
宣
長
こ
そ
実
は
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
者
な
の
で
あ
る
。
実
証
的
な

註
釈
と
い
う
学
問
的
知
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
「
日
本
」
を
語
る
が
故
に
、
声

高
に
「
日
本
」
を
叫
ぶ
篤
胤
な
ど
よ
り
も
っ
と
手
が
こ
ん
で
い
て
始
末
が
悪
い
。

宣
長
が
近
代
に
お
い
て
も
、
戦
後
に
お
い
て
も
「
再
生
」
す
る
の
は
こ
の
こ
と

と
関
係
し
よ
う
。
宣
長
の
国
粋
主
義
的
な
面
は
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ

れ
て
は
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
『
古
事
記
伝
』
と
い
う
学
問
的
に
厳
密
な
輝

か
し
い
業
績
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
そ
う
い
う
面
も
な
く
は
な
い
が
、
そ
れ
は
本

質
的
な
事
で
は
な
い
と
い
う
形
で
免
罪
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の

『
古
事
記
伝
」
の
註
釈
で
語
ら
れ
た
言
説
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
を

問
題
に
し
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
宣
長
は
「
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
な
が
ら

生
き
続
け
」
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
っ
た
け
じ
め
な
き
宣
長
の
「
再
生
」
に

止
め
を
刺
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
氏
の
意
図
を
多
分
に
踏
み
越
え
た
読
象
方

第
三
章
美
し
き
「
口
調
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
ｌ
『
古
事
記
伝
』
へ

の
道
・
三
’

第
四
章
天
地
の
「
初
め
」
の
物
語
ｌ
『
古
事
記
伝
』
の
世
界
・

一
’

第
五
章
神
を
め
ぐ
る
言
説
ｌ
『
古
事
記
伝
』
の
世
界
・
二
’

第
六
章
新
た
な
「
神
代
の
再
・
語
り
」
ｌ
『
古
事
記
伝
』
以
後
Ｉ

｜
｜

以
下
目
次
の
順
に
即
し
て
、
私
の
理
解
で
き
た
限
り
に
お
い
て
（
論
理
が
錯

綜
し
、
新
書
本
に
し
て
は
読
解
す
る
の
に
努
力
を
要
す
る
）
、
要
約
紹
介
し
た

い
。

第
一
章
。
こ
こ
で
は
有
名
な
「
松
阪
の
一
夜
」
の
物
語
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

宣
長
が
『
玉
勝
間
」
で
回
顧
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
真
淵
は
古
の
心
を
得
る

た
め
に
は
先
ず
古
言
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
万
葉
の
解

明
に
歳
月
を
費
や
し
た
が
、
『
古
事
記
』
に
ま
で
手
が
ま
わ
ら
ず
、
宣
長
に
古

を
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
は
本
書
か
ら
発
せ
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て

こ
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
。

目
次
の
構
成
か
ら
一
目
瞭
然
の
よ
う
に
、
本
書
は
あ
く
ま
で
も
『
古
事
記
伝
』

に
こ
だ
わ
り
続
け
て
宣
長
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
論
者

が
宣
長
を
語
っ
て
き
た
が
、
「
「
古
事
記
伝
』
を
中
心
に
人
は
宣
長
を
論
じ
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
」
と
氏
は
疑
問
を
呈
す
る
。
な
ぜ
「
古
事
記
伝
』
が
取
り
上
げ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
宣
長
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
が
『
古
事
記
伝
』
で

あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
答
え
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
『
古
事
記
伝
』
か
。
そ

れ
は
『
古
事
記
伝
』
が
「
近
世
十
八
世
紀
後
期
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
思

想
空
間
に
、
大
き
な
『
事
件
』
と
し
て
登
場
す
る
」
（
十
一
頁
）
か
ら
で
あ
る
。

『
古
事
記
伝
』
と
い
う
註
釈
を
通
じ
て
何
が
新
た
に
語
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
の

か
、
と
同
時
に
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
何
が
隠
蔽
さ
れ
て
い

っ
た
か
、
こ
の
「
事
件
」
性
に
注
視
せ
よ
、
と
氏
は
い
う
。
で
は
『
古
事
記
伝
』

が
有
す
る
こ
の
「
事
件
」
性
と
は
何
か
。
本
書
の
全
体
が
そ
れ
へ
の
解
答
で
あ

ブ
（
）
０
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事
記
研
究
の
遺
志
を
託
し
て
励
ま
し
た
と
い
う
。
こ
の
師
弟
間
の
麗
し
い
学
問

継
承
の
物
語
が
「
古
事
記
伝
』
を
順
調
に
完
成
し
つ
つ
あ
る
時
点
の
宣
長
に
よ

っ
て
、
「
古
事
記
』
註
釈
の
始
ま
り
を
回
顧
し
て
方
法
的
に
整
序
さ
れ
て
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
よ
、
と
氏
は
言
う
。
真
淵
に
と
っ
て
万
葉
と
は

「
た
だ
古
言
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
作
業
で
は
な
く
」
、
「
み
ず

か
ら
も
そ
れ
に
習
っ
て
詠
む
こ
と
で
回
帰
す
る
こ
と
を
願
う
、
心
の
原
郷
で
あ

っ
た
」
（
二
四
頁
）
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
師
の
遺
志
を
自
分
の

意
図
す
る
方
向
へ
強
引
に
引
き
つ
け
て
語
る
宣
長
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ

う
。
師
の
遺
志
を
脚
色
す
る
宣
長
、
穏
や
か
で
学
問
的
に
誠
実
な
こ
れ
ま
で
の

宣
長
像
は
揺
ら
ぎ
始
め
て
く
る
。

第
二
章
で
は
、
『
古
事
記
伝
』
が
純
粋
に
実
証
的
学
問
的
方
法
に
基
づ
く
書

と
い
う
よ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
主
張
を
う
ち
に
含
ん
だ
書
で
あ
る
こ
と
を
、

「
皇
国
御
国
」
の
自
己
神
聖
化
の
言
辞
を
綴
る
『
直
毘
霊
」
を
序
章
と
し
て
も

つ
こ
と
の
う
ち
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
『
直
毘
霊
』
で
自
国
を
神
聖
化

し
て
異
国
を
排
斥
す
る
宣
長
の
言
葉
が
「
ど
れ
ほ
ど
品
の
な
い
、
質
の
悪
い
も

の
で
あ
る
か
、
よ
く
よ
く
見
て
い
た
だ
き
た
い
」
（
四
三
頁
）
と
の
子
安
氏
の

発
言
は
、
氏
の
宣
長
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
語
っ
て
い
る
。

「
『
直
毘
霊
』
は
、
『
古
事
記
伝
』
の
仕
事
が
か
な
り
進
捗
し
て
か
ら
、
「
総
論
」

の
う
ち
に
お
さ
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
、
は
じ
め
か
ら
『
古
事
記
伝
』
の
総
論

は
こ
の
『
直
毘
霊
』
を
含
む
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
」
（
三
二
頁
）
。
こ

の
こ
と
の
意
味
は
極
め
て
重
い
、
と
氏
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
こ
と
は
、
宣

長
の
「
古
道
」
論
は
『
古
事
記
』
の
実
証
的
な
註
釈
と
い
う
地
道
な
純
学
問
的

営
為
の
帰
結
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
逆
、
「
古
道
」
論
で
主
張
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
最
初
の
前
提
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
が
『
古
事
記
』
の
註
釈
を
領
導
し
た

こ
と
を
意
味
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
「
古
言
」
↓
「
古
道
」
で
は
な
く
、
「
古

道
」
↓
「
古
言
」
と
ベ
ク
ト
ル
が
逆
さ
ま
に
な
っ
て
く
る
。
と
す
れ
ば
、
近
代

的
な
学
問
方
法
の
夜
明
け
を
告
知
す
る
も
の
と
も
言
わ
れ
る
、
「
古
言
を
し
ら

で
は
古
意
を
し
ら
れ
ず
。
古
意
を
し
ら
で
は
、
古
の
道
は
知
り
が
た
か
る
べ
し
」

（
『
初
山
踏
』
）
と
の
学
問
的
鉄
則
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
。

第
三
章
で
は
宣
長
に
お
け
る
『
古
事
記
』
発
見
の
意
味
が
追
求
さ
れ
る
。
宣

長
は
『
古
事
記
』
を
「
上
つ
代
の
清
ら
か
な
る
正
実
」
を
知
る
上
で
の
「
最
上

の
史
典
」
と
し
て
発
見
し
た
。
な
ぜ
『
古
事
記
』
を
最
上
の
史
典
と
し
た
か
。

そ
れ
は
「
上
つ
代
の
実
」
を
漢
文
で
も
っ
て
記
し
た
『
書
紀
』
と
違
っ
て
、
「
さ

か
し
ら
」
を
加
え
ず
口
調
の
ま
ま
に
記
述
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
宣
長
が
口

調
の
ま
ま
の
記
述
を
重
ん
じ
る
の
は
「
皇
国
の
声
音
の
す
ぐ
れ
て
正
し
い
こ
と
」

を
確
信
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
こ
の
国
の
声
音
言
語
が
正
し

い
の
か
、
そ
の
根
拠
を
宣
長
は
見
い
だ
し
得
な
い
。
宣
長
は
「
皇
国
は
万
国
に

す
ぐ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
こ
の
国
の
声
音
言
語
は
正
し
い
」
と
主
張
す
る
が
、

こ
れ
は
「
正
し
い
国
の
も
の
ゆ
え
、
そ
の
言
語
は
正
し
い
」
と
言
っ
て
い
る
に

す
ぎ
ず
、
全
く
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
し
か
な
い
。
宣
長
を
糾
弾
す
る
氏
の
言
葉

は
執
勘
で
激
し
い
。

そ
し
て
更
に
氏
は
皇
国
の
言
語
の
正
し
さ
を
同
じ
く
主
張
し
な
が
ら
も
、
宣

長
と
篤
胤
と
の
違
い
に
着
目
す
る
。
篤
胤
は
、
わ
が
国
の
声
音
は
天
地
自
然
に

通
う
声
音
で
あ
る
が
故
に
正
し
い
と
し
て
、
皇
国
言
語
の
正
し
さ
の
根
拠
を
「
天

地
自
然
」
に
求
め
る
。
宣
長
に
あ
っ
て
は
「
皇
大
御
国
」
と
い
う
大
文
字
の
「
自

己
」
に
そ
の
言
語
の
正
し
さ
の
根
拠
が
帰
着
し
、
篤
胤
に
あ
っ
て
は
「
天
地
と

い
う
ア
ル
ヶ
ー
と
の
連
関
で
御
国
の
言
語
の
正
し
さ
が
い
わ
れ
る
」
。
「
こ
の
二

つ
の
言
説
の
間
の
微
妙
な
差
異
は
た
だ
言
語
観
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
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い
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
宣
長
が
『
古
事
記
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
と
、
テ
ク
ス
ト
上

の
記
述
の
解
読
に
執
着
し
、
他
方
な
ぜ
篤
胤
が
『
古
事
記
』
を
も
古
伝
承
を
残

す
一
つ
の
資
料
と
み
な
す
の
か
と
い
う
差
異
に
も
連
関
し
て
い
く
。
宣
長
に
あ

っ
て
は
、
正
し
さ
が
究
極
的
に
帰
着
す
る
「
皇
大
御
国
」
の
、
こ
の
大
文
字
の

「
自
己
」
の
同
一
性
を
認
識
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
「
自
己
」
の
あ
り
方
が

も
っ
と
も
正
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
「
古
記
録
」
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ

が
篤
胤
に
あ
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
」
（
六
六
頁
）
。
こ
の
資
質
の
異
な
る
両
者

の
言
語
観
の
相
違
が
『
古
事
記
』
観
の
相
違
に
連
関
し
て
い
く
こ
と
へ
の
指
摘

は
説
得
力
が
あ
る
。
『
古
事
記
』
を
所
与
の
神
典
と
し
て
絶
対
視
す
る
宣
長
、
『
古

事
記
』
を
相
対
視
す
る
篤
胤
。
狂
信
的
国
粋
主
義
者
と
い
う
非
難
を
篤
胤
ひ
と

り
が
被
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
宣
長
は
ど
う
か
、
篤
胤
以
上
で
は
な
い
の
か
と
、

氏
は
そ
う
糾
弾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
四
、
五
章
は
本
書
の
中
心
部
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
氏
の
宣

長
批
判
は
一
層
白
熱
を
帯
び
て
く
る
。
先
ず
四
章
で
は
宣
長
の
「
天
」
（
ア
メ
）

「
命
」
（
ミ
コ
ト
）
等
の
註
釈
に
み
ら
れ
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
」
を
あ
ぶ
り

だ
し
て
い
く
。
宣
長
は
「
天
地
」
の
「
天
」
を
「
ア
メ
」
と
訓
ん
だ
。
そ
れ
は

天
帝
天
道
と
い
っ
た
熟
語
に
と
も
な
わ
れ
る
「
天
（
テ
ン
）
の
概
念
」
を
排
除

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
「
ア
メ
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
宣

長
は
「
阿
米
て
ふ
名
の
義
は
、
い
ま
だ
思
ひ
得
ず
」
と
言
う
。
こ
の
宣
長
の
言

葉
は
「
窓
意
的
な
名
義
の
追
求
を
み
ず
か
ら
抑
制
す
る
学
問
的
な
禁
欲
的
態
度

を
示
す
も
の
と
承
な
さ
れ
て
き
た
」
が
、
こ
れ
は
「
漢
意
の
断
乎
た
る
排
除
の

意
志
を
示
す
も
の
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
」
（
九
四
頁
）
、
と
氏
は
註
釈
作
業
の
前

提
に
先
だ
っ
て
あ
る
宣
長
の
「
意
志
」
を
指
摘
す
る
。

ま
た
『
古
事
記
』
は
多
く
の
神
話
伝
承
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
、
重
層
す
る

い
く
つ
も
の
創
世
神
話
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
宣
長
は
「
辻
棲
合
せ

と
見
ら
れ
る
」
よ
う
な
解
釈
を
し
て
ま
で
し
て
、
「
古
事
記
』
を
単
層
の
「
ひ

と
続
き
の
創
世
神
話
」
と
見
る
。
こ
れ
は
宣
長
に
と
っ
て
『
古
事
記
』
は
「
初

め
」
の
物
語
を
人
々
に
啓
示
す
る
「
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

か
ら
で
あ
る
。

次
に
第
五
章
で
は
、
宣
長
の
「
神
」
を
語
る
言
説
が
他
の
先
行
す
る
神
道
的

言
説
を
「
排
除
」
し
て
い
っ
た
、
そ
の
「
戦
略
的
な
意
図
」
が
露
に
さ
れ
て
い

く
。
私
の
個
人
的
な
関
心
か
ら
し
て
、
こ
の
章
を
最
も
興
味
深
く
読
ん
だ
。
宣

長
は
神
の
語
義
推
定
へ
の
学
問
的
禁
欲
の
姿
勢
を
思
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
「
カ

ミ
と
申
す
名
の
義
は
い
ま
だ
思
ひ
得
ず
」
と
言
う
が
、
こ
れ
は
「
定
義
の
形
を

と
っ
た
先
行
す
る
儒
家
、
神
道
家
に
よ
る
解
釈
的
な
言
説
の
窓
意
性
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
て
、
批
判
し
、
解
体
し
よ
う
と
す
る
」
（
一
三
四
頁
）
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
宣
長
は
神
を
語
ら
な
い
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
宣
長
は
「
註
釈
の
限

界
を
逸
脱
す
る
よ
う
に
、
饒
舌
に
語
っ
て
い
る
」
（
一
三
九
頁
）
。
宣
長
は
神
道

家
の
窓
意
性
を
批
判
し
な
が
ら
、
氏
に
よ
れ
ば
、
産
霊
の
神
を
め
ぐ
る
宣
長
の

言
説
は
そ
の
実
「
も
は
や
神
道
神
学
的
な
言
説
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
。

問
題
は
神
を
語
る
、
語
り
口
で
あ
る
。
宣
長
は
憶
説
を
排
し
て
「
神
典
（
『
古

事
記
』
）
の
ま
ま
」
に
神
を
説
く
と
い
う
が
、
こ
れ
は
神
を
め
ぐ
っ
て
の
他
の

言
説
を
抑
圧
し
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
「
神
典
の
ま
ま
」
で
あ
る
こ
と

を
い
う
言
説
は
、
こ
の
意
味
の
読
み
出
し
に
だ
け
特
権
的
な
位
置
を
与
え
、
他

の
意
味
的
解
釈
を
八
臆
説
Ｖ
と
し
て
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
言
説
で
も
あ
る
」
（
一

六
五
頁
）
。

ど
の
よ
う
な
神
の
言
説
が
排
除
さ
れ
た
か
。
例
え
ば
「
心
に
神
や
ど
る
」
と

い
っ
た
神
の
言
説
で
あ
る
。
近
世
の
初
頭
以
来
の
「
心
の
言
説
」
に
立
脚
し
て
、

四



神
は
心
に
宿
る
と
い
う
考
え
方
が
広
く
流
布
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
「
心
に

神
や
ど
る
」
の
言
説
は
宣
長
に
よ
っ
て
「
私
見
に
も
と
づ
く
神
の
言
説
」
と
し

て
「
抹
殺
」
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
『
古
事
記
』
に
も
と
づ
く
宣
長
の
神
の
言
説
の

出
現
以
来
、
「
心
に
神
や
ど
る
」
と
い
っ
た
神
道
的
な
神
の
言
説
は
、
臆
説
の

レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
一
四
九
頁
）
。
か
く
し
て
氏

は
言
う
。
宣
長
の
「
古
事
記
伝
』
の
神
の
言
説
は
「
神
典
の
ま
ま
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
正
し
さ
の
武
器
と
し
て
、
「
近
世
の
神
々
を
め
ぐ
る
言
説
空
間
に
、

差
異
の
断
層
を
穿
つ
よ
う
な
事
件
性
を
も
っ
て
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
既

成
の
教
義
を
八
臆
説
Ｖ
に
瞳
め
、
既
成
の
神
道
を
八
私
の
道
Ｖ
に
逐
い
や
る
宣

長
の
神
の
言
説
の
登
場
と
と
も
に
、
何
が
排
除
さ
れ
、
何
が
抑
圧
さ
れ
、
ま
た

近
代
に
い
た
り
神
の
言
説
が
い
か
に
変
質
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
、
私
た
ち
は
注

意
深
く
見
る
必
要
が
あ
る
」
（
一
五
四
頁
）
。
そ
し
て
「
神
典
の
ま
ま
」
な
る
神

の
言
説
は
、
近
代
的
な
装
い
を
と
り
つ
つ
、
近
代
の
学
者
や
神
道
哲
学
者
の
神

の
言
説
を
強
く
呪
縛
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

第
六
章
で
は
、
「
『
古
事
記
伝
』
以
後
」
の
問
題
と
し
て
、
宣
長
の
『
古
事
記
』

の
新
た
な
語
り
出
し
に
見
ら
れ
る
神
の
言
説
が
、
微
妙
な
差
異
を
と
も
な
い
な

が
ら
も
、
い
か
に
篤
胤
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
つ
ま
り
篤
胤
を
い

か
に
深
く
規
定
し
て
い
る
か
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
宣
長
の
『
古
事
記
』
発
見
に

導
か
れ
た
、
篤
胤
の
『
古
事
記
』
再
発
見
の
意
味
の
検
討
が
な
さ
れ
る
。
氏
は

篤
胤
の
『
古
史
成
文
』
の
仕
事
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
「
宣
長
が

『
古
事
記
』
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
し
た
一
筋
の
天
地
の
初
め
の
物
語
の
読
み
出
し

を
、
篤
胤
は
「
古
史
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
と
し
て
具
象
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
っ
て
承
れ
ば
、
宣
長
が
す
る
「
神
典
」
の
再
・
形
象
化
の
作
業
を
、
篤
胤
は

「
古
史
」
の
テ
ク
ス
ト
に
受
肉
化
さ
せ
る
の
だ
。
そ
れ
は
宣
長
の
『
古
事
記
』

’
一
一

以
上
、
私
な
り
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
べ
き
問
題
を
鮮
明
に
し
な
が
ら
要
約
し

て
き
た
。
率
直
に
言
っ
て
私
に
と
っ
て
は
難
解
で
、
曲
解
や
誤
解
の
積
み
重
ね

に
よ
っ
て
、
氏
の
意
図
を
ね
じ
曲
げ
た
り
し
て
し
ま
っ
た
の
で
な
い
か
、
と
危

倶
す
る
。
ま
た
問
題
を
ク
リ
ヤ
ー
カ
ッ
ト
し
よ
う
と
し
た
余
り
、
氏
独
特
の
文

体
に
と
も
な
う
細
か
な
思
考
過
程
の
膨
ら
ゑ
を
損
な
う
よ
う
な
紹
介
に
な
っ
た

か
と
も
思
う
。

宣
長
の
思
想
に
お
い
て
、
そ
の
歌
論
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
主
情
的
人
間
観

を
押
し
出
し
た
側
面
（
初
期
宣
長
）
と
古
道
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
国
中
心

主
義
を
標
傍
す
る
側
面
（
後
期
宣
長
）
と
が
あ
る
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
面
が
ど
う
内
的
に
結
合
し
て
い
る

の
か
、
そ
の
連
関
の
構
造
の
論
理
を
解
き
明
か
す
べ
く
、
少
な
か
ら
ざ
る
研
究

者
が
こ
の
問
題
に
挑
ん
で
き
た
。
私
も
こ
の
「
歌
か
ら
道
へ
」
と
い
う
宣
長
の

思
想
の
展
開
と
共
存
の
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
に
大
き
な
関
心
を
持

つ
。
こ
の
よ
う
な
関
心
を
も
っ
て
こ
の
本
に
接
す
る
者
に
は
い
さ
さ
か
満
ち
足

ら
ざ
る
も
の
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
氏
の
方
法
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
と
こ
ろ
で
氏
に
し
て
み
れ
ば
先
刻
承
知

済
み
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
種
の
飽
き
た
ら
な
さ
は
氏
の
方
法
論
そ

の
も
の
に
根
ざ
す
と
こ
ろ
か
ら
く
る
問
題
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
避
け
て
通
る

こ
と
が
出
来
な
い
。
本
書
を
宣
長
研
究
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

註
釈
が
神
代
の
再
・
形
象
化
、
新
た
な
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
語
り
出
し
で
あ
る
こ
と

に
、
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
も
の
が
す
る
神
代
の
「
再
・
語
り
」
創
出
で
あ
っ

た
」
（
二
○
七
頁
）
。

五



宣
長
を
素
材
と
し
て
氏
の
新
た
な
学
知
の
方
法
が
提
示
さ
れ
た
書
と
し
て
理
解

す
る
と
、
本
書
は
議
論
を
挑
発
す
る
大
変
刺
激
的
で
魅
力
的
な
も
の
と
な
る
。

氏
が
近
年
提
示
す
る
斬
新
な
方
法
意
識
は
．
事
件
」
と
し
て
の
沮
侠
学
」

の
序
論
部
に
集
約
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
氏
は
従
来
ま
で
の
思
想
史

に
お
い
て
多
く
と
ら
れ
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
と
し
て
、
二
つ
を
抽
出
し

こ
れ
ら
を
厳
し
く
排
斥
す
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
対
象
へ
の
内
在
的
理
解
と

も
い
う
べ
き
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
思
想
を
あ
る
ま
と
ま
っ
た
実

体
と
し
て
捉
え
、
思
想
を
構
成
す
る
諸
概
念
の
意
味
を
確
定
し
、
そ
れ
ら
諸
概

念
相
互
間
の
内
的
な
意
味
連
関
を
見
い
だ
し
、
解
き
明
か
す
こ
と
を
も
っ
て
、

思
想
主
体
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
「
思
想
史
的
解

説
家
」
の
立
場
を
代
表
す
る
仕
事
と
し
て
氏
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
吉
川

幸
次
郎
氏
の
「
仁
斎
学
案
」
「
祖
棟
学
案
」
で
あ
ろ
う
。

他
の
一
つ
は
「
あ
る
物
語
を
構
成
し
、
そ
の
展
開
の
筋
道
に
そ
の
言
説
を
位

置
づ
け
る
こ
と
で
、
そ
の
言
説
の
意
味
を
と
ら
え
た
と
す
る
立
場
」
（
『
「
事
件
」

と
し
て
の
祖
侠
学
』
十
三
頁
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
露
骨
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

研
究
者
が
あ
ら
か
じ
め
構
想
す
る
歴
史
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
内
に
都
合
よ
く
収
め

取
る
形
で
対
象
を
解
釈
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
例
と
し
て
丸
山
真
男
氏
の
『
日

本
政
治
思
想
史
研
究
』
が
批
判
の
俎
上
に
あ
げ
ら
れ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
丸
山

氏
の
祖
侠
解
釈
は
、
「
自
然
か
ら
作
為
へ
」
と
い
う
「
近
代
」
の
要
請
す
る
「
物

語
の
筋
道
」
に
祖
棟
の
言
説
を
絡
め
と
っ
て
再
構
成
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

丸
山
氏
が
捉
え
た
祖
侠
の
公
・
私
観
、
絶
対
者
的
聖
人
観
等
々
、
そ
れ
ら
は
テ

ク
ス
ト
の
誤
読
か
ら
帰
結
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
作
為
的
秩
序
観
の
形

成
と
い
う
「
近
代
」
へ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
演
鐸
し
て

祖
侠
を
読
承
込
ん
だ
「
窓
意
的
」
解
釈
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
厄
介
な
こ
と

に
「
こ
の
あ
ま
り
に
で
き
す
ぎ
た
物
語
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
祖
侠
像
は
、

私
た
ち
の
近
世
思
想
へ
の
視
線
を
遮
る
よ
う
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
」
（
同

右
十
四
頁
）
と
氏
は
言
う
。

吉
川
・
丸
山
両
氏
の
祖
侠
解
釈
の
不
十
分
さ
な
り
誤
謬
な
り
を
沮
侠
の
テ
キ

ス
ト
に
即
し
て
個
々
に
指
弾
す
る
こ
と
を
越
え
て
、
そ
の
よ
っ
て
き
た
る
方
法

そ
の
も
の
に
遡
っ
て
す
る
氏
の
批
判
は
苛
烈
で
あ
る
。
そ
の
批
判
が
当
を
得
た

も
の
で
あ
る
か
否
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
今
こ
の
問
題

に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。

従
来
の
思
想
史
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
異
議
を
申
し
立
て
て
、
氏
が
提
示
す
る
の

は
、
祖
採
な
ら
「
祖
侠
の
発
言
が
十
八
世
紀
の
思
想
空
間
に
お
い
て
も
つ
事
件

性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
」
（
九
頁
）
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
言
説
が
知
的

世
界
に
「
事
件
と
し
て
」
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
波
紋
を
投
げ
か
け
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
こ
と
の
意
味
を
追
求
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
氏
は
言
う
。

「
私
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
言
い
出
さ
れ
た
こ
と
が
祖
侠
と

い
う
内
部
に
お
い
て
も
つ
意
味
で
は
な
い
。
言
い
出
さ
れ
た
こ
と
が
外
部
に
お

い
て
、
た
と
え
ば
他
の
言
説
と
の
関
係
に
お
い
て
も
つ
意
味
で
あ
る
」
（
十
三

頁
）
。
こ
れ
は
主
体
と
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
を
切
り
離
し
て
、
テ
ク
ス
ト
と
テ

ク
ス
ト
と
の
関
係
性
に
の
み
意
味
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
に
等
し
い
。
思
想

主
体
の
内
実
に
立
ち
入
る
こ
と
の
明
確
な
拒
否
の
姿
勢
で
あ
る
。

従
っ
て
本
書
で
も
宣
長
の
神
概
念
の
内
実
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は

宣
長
の
思
想
の
展
開
・
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
い
っ
た
問
題
に
立
ち
入

る
こ
と
は
意
識
的
に
厳
し
く
避
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
認
識
対

象
へ
の
共
感
・
反
発
な
ど
を
含
め
た
内
在
的
な
理
解
を
括
弧
に
く
く
っ
た
形
で

思
想
史
を
構
想
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
な
ど
は
池
に

一
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投
げ
込
ま
れ
た
石
が
引
き
起
こ
す
様
々
な
波
紋
を
読
玖
解
く
に
し
て
も
、
そ
の

当
の
石
が
ど
ん
な
石
で
あ
っ
た
か
に
先
に
関
心
が
向
い
て
し
ま
う
。

思
想
の
実
体
に
踏
み
込
ま
な
い
で
、
思
想
を
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と

見
て
、
そ
れ
が
「
思
想
空
間
」
に
投
げ
か
け
た
「
事
件
」
性
に
着
目
す
る
い
う

氏
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
確
か
に
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
視
点
で
あ
り
、

充
分
に
魅
力
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
「
事
件
」
と
呼
ぶ
に
値
し
な
い

よ
う
な
思
想
的
事
象
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
か
。
「
事

件
」
足
り
得
な
い
も
の
は
、
対
象
足
り
得
な
い
の
か
。
そ
の
時
代
に
お
い
て
は

無
視
さ
れ
続
け
、
近
代
に
お
い
て
そ
の
思
想
的
事
件
性
が
発
見
さ
れ
た
安
藤
昌

益
な
ど
は
ど
う
扱
っ
た
ら
よ
い
の
か
。
一
体
「
事
件
」
と
は
何
な
の
か
、
「
事

件
」
と
認
定
し
、
「
事
件
」
性
を
見
い
だ
す
主
体
は
誰
な
の
か
。
私
な
の
か
、

私
達
な
の
か
、
そ
の
時
代
の
人
達
な
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
も
な
の
か
。
誰
に
と

っ
て
「
事
件
」
な
の
か
。
「
事
件
」
の
定
義
は
？
。
的
外
れ
の
愚
問
と
言
わ
れ

る
こ
と
を
承
知
で
尋
ね
た
い
事
ど
も
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
何
故
、
氏
は
思
想
主
体
の
内
側
に
立
ち
入
る
こ
と
を
峻
拒
し

て
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
ら
れ
る
の
か
。
思
想
主
体
の
内
実
へ
の
関
与
は
、

い
ず
れ
対
象
と
の
悪
し
き
固
着
の
関
係
を
生
ゑ
だ
し
、
対
象
と
の
ク
ー
ル
な
距

離
を
と
り
得
な
く
な
り
、
そ
の
こ
と
の
結
果
が
引
き
起
こ
す
様
々
な
陥
奔
を
警

戒
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
斯
界
の
先
頭
に
立
っ
て
こ
れ
ま
で
の
思
想
史

研
究
と
は
ス
タ
イ
ル
を
異
に
す
る
新
し
い
波
を
巻
き
起
こ
し
て
お
ら
れ
る
氏
に

そ
の
隠
れ
た
動
機
を
伺
い
た
く
思
う
。

（
国
際
基
督
教
大
学
準
教
授
）
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