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書
　
評

尾
留
川
方
孝
著

『
古
代
日
本
の
穢
れ
・
死
者
・
儀
礼
』

（
ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
一
九
年
）

佐
藤
　
文
子

　

今
の
世
を
生
き
る
私
た
ち
は
、
普
段
は
目
に
見
え
た
人
間
世
界
が
主
宰

す
る
秩
序
を
使
っ
て
〈
生
〉
を
生
き
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
秩
序
が
あ
る

こ
と
を
意
識
せ
ず
生
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
父
や
母
の
身
体
が
死
ん
で
冷

た
く
な
っ
た
夜
に
は
、
死
者
が
寂
し
く
な
い
よ
う
に
線
香
を
点
け
続
け
る

べ
き
で
あ
る
と
す
る
人
と
、
そ
れ
を
馬
鹿
げ
た
迷
信
で
あ
る
と
断
じ
る
ひ

と
が
同
じ
時
空
に
出
現
す
る
。
親
し
い
人
の
突
然
の
〈
死
〉
に
直
面
し
て

途
方
に
暮
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
全
員
が
お
の
ず
と
生
者
と
死
者
と
が
連

絡
し
う
る
ポ
ー
ト
を
開
放
し
、
か
つ
て
そ
の
行
為
を
迷
信
と
断
じ
た
そ
の

人
が
、
生
き
残
っ
て
今
在
る
自
己
の
〈
生
〉
の
意
味
を
、
異
界
の
秩
序
に

拠
っ
て
定
義
し
な
お
そ
う
と
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

　

こ
の
本
は
、
わ
た
し
た
ち
日
本
人
が
、
死
と
死
者
を
ど
の
よ
う
に
と
ら

え
て
き
た
の
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
レ
ベ
ル
で
、

深
く
広
く
具
体
的
に
切
り
込
も
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
著
者
は
、
日
本

倫
理
思
想
史
を
専
攻
す
る
研
究
者
で
、
博
士
学
位
論
文
を
中
心
に
二
〇
〇

九
年
か
ら
二
〇
一
七
年
に
か
け
て
発
表
し
た
論
考
に
序
章
と
結
章
を
付
し

て
こ
の
一
書
と
さ
れ
た
。
こ
の
本
は
タ
イ
ト
ル
を
『
古
代
日
本
の
穢
れ
・

死
者
・
儀
礼
』
と
し
て
い
る
が
、
著
者
が
取
り
組
ん
だ
の
は
穢
れ
と
は
何

か
、
死
者
と
は
何
か
、
儀
礼
と
は
何
か
と
い
う
形
式
の
問
い
に
個
々
に
答

え
を
埋
め
る
よ
う
な
作
業
で
は
な
く
、
死
と
死
者
の
扱
い
方
を
分
析
す
る

こ
と
で
、
生
者
た
ち
が
観
念
し
て
き
た
死
後
の
た
ま
し
い
の
行
方
や
状
態

を
捉
え
、
そ
れ
を
通
し
て
日
本
思
想
の
普
遍
性
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　

ま
ず
章
ご
と
の
概
要
を
紹
介
し
て
お
く
。

　

第
一
章
「
穢
れ
が
問
題
と
さ
れ
る
状
況
と
そ
の
変
容

─
神
祇
祭
祀
か

ら
朝
廷
儀
礼
へ
の
ひ
ろ
が
り
」

　

律
令
以
前
か
ら
の
由
緒
来
歴
が
あ
る
古
代
の
神
祇
祭
祀
は
、
八
世
紀
段

階
に
は
律
令
の
な
か
に
記
載
さ
れ
ず
、
朝
廷
儀
礼
と
し
て
の
位
置
づ
け
が

な
か
っ
た
。
桓
武
天
皇
の
郊
祀
導
入
を
契
機
と
し
て
こ
こ
に
再
編
が
生
じ
、

平
安
中
期
に
は
他
の
儀
礼
に
並
ん
で
年
中
行
事
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

「
穢
」
は
神
祇
的
祭
祀
に
さ
き
だ
っ
て
勤
め
る
〈
斎
戒
〉
に
お
い
て
、
も

っ
ぱ
ら
忌
避
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
再
編
に
よ
っ
て
、

こ
れ
が
節
日
儀
礼
な
ど
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

第
二
章
「
喪
葬
儀
礼
と
死
の
穢
れ
」

　
『
弘
仁
式
』
を
継
承
し
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
い
っ
た
ん
確
定
す
る
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「
穢
」
規
定
の
「
人
死
」
は
、
喪
葬
に
関
与
す
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
規

定
で
あ
る
。
特
に
神
祇
祭
祀
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
お
い
て
こ
れ
が
禁
忌
と

な
っ
た
の
は
、
神
祇
祭
祀
と
喪
葬
と
が
ど
ち
ら
か
に
し
か
関
与
で
き
な
い

事
柄
だ
と
当
時
の
人
々
に
観
念
さ
れ
、
混
淆
を
避
け
よ
う
と
い
う
吉
凶
分

離
の
意
識
が
働
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
摂
関
期
に
高
ま
り

を
み
せ
る
「
穢
」
は
、
こ
れ
と
は
異
な
り
、
祭
祀
関
与
に
と
ど
ま
ら
ず
一

般
化
し
、
遺
体
を
即
物
的
に
不
浄
と
し
て
避
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
三
章
「
穢
れ
の
ひ
ろ
が
り
と
収
束
」

　

神
祇
祭
祀
に
際
し
て
「
穢
」
と
見
な
さ
れ
る
事
柄
は
、
釈
奠
に
お
い
て

は
供
物
に
な
っ
て
お
り
、「
穢
」
に
相
当
す
る
事
柄
は
、
普
遍
的
に
「
穢
」

と
見
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
祭
祀
対
象
と
の
相
対
関
係
に
よ
っ
て
異
な
る
。

　
『
延
喜
式
』
に
み
る
貴
族
社
会
の
「
穢
」
は
、
該
当
事
案
発
生
か
ら
一

定
の
時
間
が
経
つ
こ
と
で
解
決
し
た
と
見
な
す
の
に
対
し
て
、
神
社
に
お

け
る
「
穢
」
は
、
死
体
を
捨
て
去
ら
れ
る
べ
き
汚
物
と
認
識
し
て
除
去
す

る
も
の
で
あ
る
。
後
者
に
お
い
て
は
「
穢
」
に
接
触
し
た
者
自
身
が
祭
祀

に
た
ず
さ
わ
る
の
で
あ
り
、
除
去
行
為
そ
れ
自
体
が
祭
祀
の
構
成
要
素
と

な
っ
て
い
る
。
延
喜
・
天
暦
期
に
い
た
っ
て
、
祭
祀
者
で
は
な
い
世
俗
権

力
で
あ
る
検
非
違
使
が
除
去
に
た
ず
さ
わ
る
よ
う
に
な
り
、「
穢
」
接
触

は
祭
祀
の
構
成
要
素
で
は
な
く
な
る
。
ま
た
神
社
に
お
け
る
「
穢
」
と
朝

廷
に
お
け
る
「
穢
」
に
混
淆
が
起
こ
り
、
神
社
に
お
い
て
時
効
消
滅
の
論

理
が
採
用
さ
れ
た
り
、
朝
廷
に
お
け
る
「
穢
」
が
喪
葬
参
加
を
問
題
と
す

る
も
の
か
ら
、
死
体
そ
の
物
と
の
接
触
を
問
題
と
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
た
。

　

第
四
章
「
埋
葬
後
の
儀
礼
か
ら
み
る
律
令
期
の
死
者
観
念

─
死
者
の

形
態
と
場
所
」

　

生
を
終
え
た
人
の
〈
霊
魂
〉
が
、
葬
送
後
、
生
者
た
ち
か
ら
ど
の
よ
う

に
認
識
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
中
国
の
皇
帝
の
場
合
と
日
本
の
天
皇

の
場
合
と
を
比
較
す
る
と
、
唐
で
は
身
体
性
を
排
除
し
た
〈
霊
魂
〉
こ
そ

が
死
者
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
日
本
で
は
〈
霊
魂
〉
は
埋
葬
さ
れ
た
身
体

と
一
体
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
唐
で
は
埋
葬
直
後
に
位
牌
に
依
ら
せ
た

〈
霊
魂
〉
に
つ
い
て
廟
祭
が
行
わ
れ
、
遺
体
そ
の
も
の
は
埋
葬
後
の
死
者

儀
礼
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
日
本
で
は
山
陵
が
廟
に
代
わ
る
埋
葬
後
の

死
者
儀
礼
の
対
象
で
あ
っ
た
。
官
人
の
場
合
は
〈
霊
魂
〉
の
あ
り
か
で
あ

る
死
体
が
埋
葬
さ
れ
た
墓
が
儀
礼
の
対
象
に
な
ら
な
い
ま
ま
、
生
者
の
社

会
の
外
に
置
か
れ
た
が
、〈
霊
魂
〉
が
消
失
し
た
と
は
観
念
さ
れ
て
い
な
い
。

　

第
五
章
「
仏
教
説
話
に
み
る
律
令
期
の
も
う
一
つ
の
死
の
世
界
」

　

九
世
紀
初
頭
に
中
国
の
仏
教
説
話
を
継
承
し
な
が
ら
成
立
す
る
『
日
本

霊
異
記
』
の
化
牛
説
話
で
は
、
原
話
が
過
去
現
在
未
来
の
三
世
に
ま
た

が
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
っ
た
も
の
が
、
現
世
に
押
し
込
め
て
再
構
成
さ

れ
、
死
後
が
語
ら
れ
な
い
。『
日
本
霊
異
記
』
の
地
獄
は
、
罪
に
よ
っ
て

地
獄
に
堕
ち
本
人
が
責
め
苦
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
滅
罪
が
成
立
し
て

脱
出
す
る
し
く
み
で
あ
り
、
地
獄
で
の
苦
し
み
に
解
放
を
実
現
す
る
能
動

的
意
味
が
あ
る
。
地
獄
は
永
遠
に
留
ま
る
場
所
と
は
観
念
さ
れ
て
い
な
い
。

『
日
本
霊
異
記
』
に
み
え
る
冥
界
訪
問
説
話
で
は
、〈
霊
魂
〉
に
身
体
的
感
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覚
が
結
び
つ
い
て
地
獄
が
体
験
さ
れ
て
お
り
、
身
体
性
こ
そ
が
死
者
の
存

在
と
し
て
の
根
底
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
慶
滋
保
胤
『
往
生

極
楽
記
』
に
み
る
異
相
往
生
は
、『
日
本
霊
異
記
』
上
22
の
道
昭
命
終
に

み
る
「
異
表
」
の
延
長
に
あ
る
も
の
で
、
現
世
利
益
的
性
格
を
持
ち
死
後

の
浄
土
は
具
体
的
に
は
表
現
さ
れ
な
い
。

　

第
六
章
「
浄
土
教
に
お
け
る
遺
体
の
意
義
と
死
者
の
存
在
す
る
空
間
」

　

源
信
『
往
生
要
集
』
に
描
か
れ
る
堕
地
獄
に
は
挽
回
の
方
途
が
無
く
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
を
頼
み
と
し
て
と
な
え
ら
れ
る
念
仏
に
よ
る
往
生
に

重
点
が
あ
る
。
追
善
や
遺
体
尊
重
を
引
き
だ
す
論
理
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。

『
栄
花
物
語
』
に
描
か
れ
た
藤
原
道
長
の
臨
終
場
面
で
は
、
念
仏
以
外
の

儀
礼
は
無
く
、
念
じ
る
こ
と
で
心
に
表
象
さ
れ
る
内
容
が
現
実
化
す
る
と

い
う
現
世
利
益
の
呪
術
と
し
て
念
仏
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
栄
花

物
語
』
に
み
る
浄
土
信
仰
は
『
往
生
要
集
』
の
理
論
を
変
形
さ
せ
、
浄
土

へ
行
っ
た
死
者
で
は
な
く
こ
の
世
の
死
体
（「
真
実
御
身
」
の
埋
葬
場
所
）

で
死
者
を
認
識
し
て
い
る
。
慶
滋
保
胤
ら
に
よ
る
二
十
五
三
昧
会
の
起
請

に
は
、『
往
生
要
集
』
と
は
立
場
に
違
い
が
あ
り
、
こ
の
世
に
残
る
遺
体

を
死
者
と
不
可
分
な
も
の
と
み
て
尊
重
し
て
お
り
、
む
し
ろ
『
日
本
霊
異

記
』
の
死
者
理
解
に
近
い
。

　

ま
ず
読
み
進
め
る
う
え
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
著
者

の
い
う
霊
魂
（
評
者
の
判
断
に
よ
っ
て
〈
霊
魂
〉
と
表
記
）
が
、
日
本
古
代

や
中
国
の
「
霊
」
や
「
魂
」
の
語
義
に
対
応
し
な
い
翻
訳
的
術
語
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
著
者
の
立
論
に
お
い
て
は
霊
肉
二
元
論
が
前
提
に
な
っ
て

お
り
、
人
間
存
在
に
お
け
る
自
己
の
本
質
は
身
体
で
は
な
く
〈
霊
魂
〉
で

あ
る
と
し
、
そ
の
理
性
は
死
後
存
続
す
る
と
考
え
る
西
欧
モ
デ
ル
の
〈
霊

魂
〉
を
分
析
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
著
者
の
〈
霊
魂
〉
に

は
、
死
後
継
続
す
る
自
己
に
基
づ
く
人
格
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
日
本
と
中
国
と
に
つ
い
て
、
中
国
で
は
死
者
の
〈
霊

魂
〉
を
〈
身
体
〉
と
分
離
し
て
捉
え
た
う
え
で
〈
霊
魂
〉
を
死
者
の
本
体

と
し
、
遺
体
を
死
者
と
見
な
す
観
念
は
な
い
と
す
る
。
日
本
は
中
国
と
は

は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
、
儒
教
や
仏
教
を
導
入
す
る
以
前
か
ら
も
と
よ
り

あ
る
観
念
と
し
て
、
死
者
の
〈
霊
魂
〉
と
〈
身
体
〉
と
が
不
可
分
な
も
の

と
捉
え
、
遺
体
こ
そ
を
死
者
と
し
て
対
象
化
し
て
い
た
と
す
る
の
が
、
全

体
を
通
し
て
の
著
者
の
立
場
で
あ
る
。

　

著
者
の
立
論
に
は
、
直
接
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
か
つ
て
日
本

や
中
国
の
信
仰
の
す
が
た
を
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
に
取
り
込
ん
で
理
解
し

よ
う
と
し
た
人
々
の
議
論
の
影
響
が
色
濃
く
感
じ
ら
れ
る
。
著
者
は
中
国

社
会
の
死
者
観
を
霊
肉
二
元
に
落
と
し
込
み
「
魄
」
を
あ
ら
か
じ
め
視
野

か
ら
は
ず
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ノ
エ
ル
に
代
表

さ
れ
る
イ
エ
ズ
ス
会
関
係
者
の
議
論
を
淵
源
と
し
て
展
開
し
た
シ
ノ
ロ

ジ
ー
の
立
場
に
近
似
す
る
。
し
か
し
二
元
論
か
ら
は
み
出
る
「
魄
」
や

「
鬼
」
の
観
念
の
具
体
相
は
、
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
の
〈
霊
魂
〉
観
を
比
較

相
対
し
特
質
を
論
じ
る
際
の
最
重
要
点
で
あ
り
、
は
ず
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

著
者
は
第
四
章
に
お
い
て
、
皇
帝
の
喪
葬
を
説
明
す
る
な
か
で
、
霊
肉

二
元
の
文
脈
に
引
き
ず
ら
れ
て
重
要
史
料
を
誤
読
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
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は
本
書
全
体
に
関
係
す
る
の
で
、
す
こ
し
踏
み
込
ん
で
言
う
。
著
者
は
初

亡
時
に
行
わ
れ
る
「
復
」（
招
魂
）
に
つ
い
て
の
『
礼
記
』
鄭
玄
注
「
復

者
、
招
魂
復
魄
也
」
を
魂
魄
を
呼
び
戻
す
と
い
う
意
味
に
取
り
、「
復
」

に
よ
っ
て
遺
体
近
く
に
も
ど
っ
て
き
た
魂
魄
に
対
し
て
喪
葬
儀
礼
が
行
わ

れ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
招
魂
復
魄
」
と
は
息
絶
え
た
瞬

間
に
「
魄
」
か
ら
分
離
し
て
し
ま
っ
た
「
魂
」
を
呼
び
戻
し
て
「
魄
」
に

復
帰
さ
せ
る
（「
招
取
魂
来
復
帰
於
魄
」）
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
こ
の
解

釈
に
は
幅
が
な
い
。

　

こ
れ
は
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
社
会
全
体
を
比
較
分
析
す
る
と
き
の
根
本

に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
古
代
の
日
本
で
は
、
生
者
た
ち
は
死
者

に
つ
い
て
廟
に
編
入
す
る
べ
き
「
魄
」
を
と
ら
え
て
お
ら
ず
、
制
度
上
は

遺
体
を
埋
葬
し
た
山
陵
を
廟
に
な
ぞ
ら
え
る
儀
礼
を
も
う
け
る
も
、
実
態

と
し
て
陵
墓
に
は
穢
れ
や
災
気
を
感
じ
取
り
終
始
忌
避
観
を
持
ち
つ
づ
け

て
い
る
。
か
つ
て
ノ
エ
ル
ら
が
儒
教
を
キ
リ
ス
ト
教
に
引
き
寄
せ
て
説
明

し
よ
う
と
し
て
、
霊
肉
二
元
的
に
解
釈
し
、「
魄
」
の
働
き
を
説
明
か
ら

除
外
し
た
こ
と
が
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
著
者
の
行
論
に
影
響
し
た
の
で

は
な
い
か
と
推
量
す
る
。

　

当
該
テ
ー
マ
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
に
重
要
な
こ
と
は
、
他
の
文
化

背
景
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
抽
象
概
念
を
安
易
に
あ
て
は
め
ず
、
研
究
対
象

の
史
料
の
原
語
が
持
つ
内
包
に
立
脚
し
て
基
礎
的
な
分
析
を
進
め
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
こ
の
本
が
抱
え
る
最
大
の
難
点
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
で
、
著
者
の
視
座
は
、
こ
れ
ま
で
政
治
・
仏
教
・
神
道
・
儒

教
・
宗
教
の
専
門
家
た
ち
が
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
て
、

日
本
の
〈
霊
魂
〉
観
の
議
論
を
総
合
化
し
、
世
界
史
的
に
位
置
づ
け
る
可

能
性
を
持
っ
て
い
る
。
天
皇
を
含
め
日
本
人
の
〈
死
〉
の
様
式
と
し
て
圧

倒
的
に
仏
教
的
回
路
が
択
び
と
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
著
者
の
指
摘
の
通
り

で
あ
る
が
、
仏
教
史
研
究
者
に
お
い
て
こ
の
問
題
は
し
ば
し
ば
淵
源
論
と

な
り
、
学
問
的
な
射
程
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

著
者
が
取
り
上
げ
て
い
る
宇
多
・
醍
醐
天
皇
時
代
の
転
換
や
二
十
五
三
昧

会
は
、
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
前
時
代
か
ら
の
推
移

を
俯
瞰
す
る
視
野
は
な
か
っ
た
。
今
後
こ
れ
を
さ
ら
に
有
効
な
議
論
と
し

て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
、
日
本
の
〈
霊
魂
〉
観
に
お
け
る
人
格
性
の
曖
昧

さ
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
八
世
紀
に
は
生
者
を
悩
ま
す
災
異

は
、
死
や
た
ま
し
い
に
関
連
し
て
発
生
す
る
ら
し
い
と
見
な
さ
れ
な
が
ら
、

自
然
と
区
別
さ
れ
る
人
間
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
自
然
現
象
に
含
ま
れ

る
力
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
九
世
紀
に
な
っ
て
よ
う
や
く
誰
々
の
意
思
を

持
っ
た
祟
り
と
判
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
に
も
地
域
差
が
あ
り
、

列
島
と
い
う
条
件
に
お
い
て
文
化
が
断
続
的
に
船
載
さ
れ
て
到
来
す
る
た

め
に
、
一
概
に
い
つ
か
ら
と
も
い
え
な
い
。
こ
の
過
程
を
慎
重
に
分
析
し

て
行
く
こ
と
が
、
今
後
の
議
論
の
進
展
に
役
に
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

著
者
の
史
料
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
出
身
の
評
者
と
し
て
は
、

意
見
を
言
い
た
い
と
こ
ろ
が
多
く
あ
る
。
解
釈
に
つ
い
て
も
同
意
で
き
な

い
点
が
多
く
あ
る
。
し
か
し
読
者
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
史
料
を
掲
出
し
解

釈
し
て
示
す
と
い
う
著
者
の
学
問
姿
勢
は
、
現
在
の
思
想
史
分
野
に
は
必

要
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
後
さ
ら
に
重
要
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
。
思
想
史
分
野
に
お
い
て
古
代
の
問
題
に
取
り
組
も
う
と
す
る
と
、
史
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料
原
文
の
検
討
時
や
そ
こ
か
ら
プ
ロ
ッ
ト
を
起
こ
し
て
い
く
時
点
で
、
同

時
代
の
史
料
に
触
れ
て
い
る
研
究
者
と
議
論
す
る
機
会
が
得
ら
れ
な
い
と

い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
て
、
助
言
や
協
力
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
著
者
は

こ
こ
に
至
る
ま
で
た
い
へ
ん
な
努
力
を
か
さ
ね
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

著
者
は
序
章
に
お
い
て
、
柳
田
国
男
の
い
う
祖
霊
観
念
の
超
克
を
唱
え

て
い
る
が
、
本
書
に
お
い
て
そ
の
答
え
は
出
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

取
り
組
む
な
ら
柳
田
個
人
と
い
う
よ
り
、
近
代
日
本
の
要
請
と
し
て
の
ベ

ク
ト
ル
を
捕
ま
え
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
。
人
を
神
と
し
て
祀
る
風
習
が

続
い
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
の
近
代
的
制
御
と
し
て
、
過
去
の
そ
れ
ら
を

祖
霊
信
仰
に
回
収
し
て
説
明
づ
け
、
学
問
的
に
は
分
断
せ
ず
に
研
究
す
る

べ
き
祟
り
神
信
仰
や
祖
師
信
仰
な
ど
と
は
連
続
面
が
な
い
か
の
よ
う
に
切

り
離
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
は
孤
島
の
よ
う
に
独
立
し
て
い

る
。
本
書
に
お
い
て
こ
れ
だ
け
の
規
模
の
仕
事
を
し
た
著
者
に
は
、
是
非

い
つ
か
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
既
成
概
念
を
排
し
史
料
に
基
づ
き
事
実
を

見
極
め
、
実
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。

　

こ
の
著
書
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
多
く
の
人
々
が
、
当

該
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
史
料
に
基
づ
い
て
思
考
し
、
立
論
の
当
否
を
見
極

め
、
専
門
の
枠
を
超
え
て
ゆ
た
か
な
議
論
を
交
わ
し
て
い
く
足
が
か
り
が

築
か
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
こ
と
を
読
者
の
一
人
と

し
て
ま
た
人
文
学
に
携
わ
る
一
人
と
し
て
慶
び
た
い
。

 

（
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
）

齋
藤
公
太
著

『「
神
国
」の
正
統
論

─
『
神
皇
正
統
記
』
受
容
の
近
世
・
近
代
』

（
ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
一
九
年
）

大
　
川
　
　
真

一

　

皇
室
の
神
話
・
歴
史
を
中
心
軸
と
し
た
日
本
主
義
的
な
古
典
と
言
え

ば
、
お
そ
ら
く
『
古
事
記
』
と
『
神
皇
正
統
記
』
を
挙
げ
る
人
は
多
い
と

思
う
。
し
か
し
両
書
と
も
に
、
そ
の
読
ま
れ
方
や
受
容
の
歴
史
に
相
当
な

注
意
を
必
要
と
す
る
。
本
居
宣
長
が
登
場
す
る
以
前
、『
古
事
記
』
は
ほ

と
ん
ど
注
釈
書
も
な
く
、『
日
本
書
紀
』
の
二
次
的
文
献
に
し
か
過
ぎ
な

か
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
う
し
た
中
で
も
、
宣
長
以
前
に
、『
古
事
記
』
に

真
摯
に
向
き
合
っ
た
思
想
家
た
ち
の
希
有
な
営
み
は
存
在
す
る
。
そ
の
詳

細
は
斎
藤
英
喜
『
古
事
記
は
い
か
に
読
ま
れ
て
き
た
か
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
二
年
）
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
話
を
『
神
皇
正
統
記
』
に
戻
そ
う
。

『
古
事
記
』
は
変
体
文
体
で
書
か
れ
読
み
に
く
い
の
に
対
し
、『
神
皇
正
統

記
』
の
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
は
読
み
や
す
く
、
幼
帝
で
あ
っ
た
後
村
上
天

皇
、
ま
た
は
東
国
の
武
士
た
ち
を
対
象
に
し
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
内
容
も

理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
『
神
皇
正
統
記
』
は
、
受
容
の
さ
れ
方
を
問
題

に
し
た
途
端
、
た
い
へ
ん
厄
介
な
書
物
と
な
る
。
後
村
上
天
皇
を
擁
す
る
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