
書
　
評

福
田
　
晃
著

『
神
道
集
説
話
の
成
立
』

美
濃
部
　
重
　
克

本
書
は
昭
和
三
十
七
年
か
ら
五
十
九
年
に
至
る
問
の
第
一
線
の
研
究
者
と

し
て
の
著
者
の
研
究
の
中
心
を
な
し
て
い
た
諭
稿
の
集
成
書
で
あ
る
。
そ
の

背
景
に
は
更
に
中
世
の
軍
記
、
語
り
物
、
昔
話
・
伝
説
に
つ
い
て
の
膨
大
な

業
績
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
書
物
に
対
し
て
正
当
な
批
評
を
な
す
だ
け
の
知

見
を
、
遺
憾
な
が
ら
私
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
ひ
っ
き
よ
う
自
身
の
興

味
に
ひ
き
つ
け
て
通
読
し
た
、
そ
の
感
想
を
主
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま

う
が
、
お
許
し
頂
き
た
い
。

序
の
中
で
著
者
は
「
神
道
集
」
研
究
の
意
義
と
氏
の
拠
っ
て
立
つ
学
統
と

に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
作
品
を
「
宗
教
と
歴
史
と
文

学
の
混
沌
の
な
か
に
あ
る
」
　
「
日
本
文
化
の
根
源
を
抱
か
え
こ
ん
だ
未
完
の

可
能
性
の
な
か
に
あ
る
作
品
」
と
説
く
。
そ
れ
は
「
神
道
集
」
を
非
文
学
な
い

し
文
学
以
前
と
断
ず
る
評
価
に
対
抗
し
て
の
物
言
い
で
あ
り
、
文
学
の
発
生

と
流
伝
に
対
す
る
興
味
と
志
向
に
基
づ
く
著
者
の
文
学
観
の
吐
露
で
も
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
文
学
観
は
学
問
的
に
は
序
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
「
発
生
の

面
に
本
質
が
胚
胎
す
る
」
と
考
え
る
折
口
流
の
認
識
に
裏
う
ち
さ
れ
て
も
い

四
八

る
。
そ
れ
は
個
性
の
刻
印
や
自
意
識
の
表
白
を
作
品
の
中
に
読
み
取
ろ
う
と

す
る
自
然
主
義
の
思
想
の
延
長
上
に
あ
る
文
学
観
と
は
、
異
な
っ
た
ア
ス
ペ

ク
ト
に
お
い
て
文
学
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
柳
田
、
折
口
の
学
続
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
流
行
を
追
っ
て
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
思
想
と
発
想
そ
し
て
そ
の
成
果
と
は
、
は
か

ら
す
も
専
門
的
領
域
を
越
え
て
、
現
代
の
文
学
思
潮
に
お
け
る
民
俗
的
な
も

の
と
物
語
的
な
も
の
へ
の
強
い
関
心
に
応
え
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

本
書
で
は
物
語
の
生
成
的
側
面
あ
る
い
は
混
沌
と
し
て
の
物
語
の
存
在
様

態
が
実
態
と
し
て
明
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
作
り
物
語
の
研
究
か
ら
で
は

な
し
得
な
い
、
民
俗
的
伝
承
に
根
を
持
つ
物
語
の
研
究
を
通
し
て
は
じ
め
て

も
た
ら
さ
れ
た
成
果
で
あ
る
だ
ろ
う
。

物
語
と
は
0
作
者
な
い
し
作
者
的
な
個
の
支
配
を
越
え
た
根
源
的
、
普
遍

的
な
な
に
か
に
根
ざ
し
た
も
の
で
、
自
然
律
に
従
っ
た
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
形

成
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
　
（
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
流
の
意
味
で
の
）
で
あ
る
こ

と
、
⇔
中
心
に
対
す
る
周
縁
部
の
混
沌
の
も
つ
負
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
顕
在
化

さ
せ
る
仕
か
け
で
あ
る
こ
と
、
e
固
定
さ
れ
た
意
味
の
集
積
の
世
界
と
し
て

あ
る
の
で
は
な
く
で
、
過
渡
的
な
か
つ
生
成
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
あ
る
こ

と
、
抽
象
す
れ
ば
そ
う
し
た
物
語
論
を
本
書
の
う
ち
に
読
み
取
る
こ
と
が
出

来る。H
に
つ
い
て
は
、
甲
賀
三
郎
轟
と
児
持
山
縁
起
の
原
態
に
つ
い
て
、
そ
れ

を
巫
硯
の
成
巫
過
程
の
投
影
と
さ
れ
て
い
る
双
分
的
裏
返
し
の
反
復
構
造
を

持
つ
巫
祝
祭
文
で
あ
っ
た
と
説
く
こ
と
（
と
く
に
「
児
持
山
縁
起
の
原
態
」
）
、

甲
賀
三
郎
藷
と
児
持
山
縁
起
が
小
宇
宙
の
集
約
的
表
現
と
も
認
め
ら
れ
る
神

々
の
示
現
お
よ
び
再
生
を
演
じ
る
神
事
を
投
影
し
た
り
解
釈
し
た
り
す
る
テ

キ
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
論
述
（
と
く
に
「
諏
訪
縁
起
の
成
立
と
展
開
」

「
児
蒔
山
縁
起
の
成
立
」
）
、
G
に
つ
い
て
は
、
物
語
を
生
む
周
縁
的
な
状
況

を
形
成
す
る
要
素
と
し
て
、
土
地
は
甲
賀
と
伊
賀
あ
る
い
は
焼
畑
耕
作
を
営

む
狩
猟
民
の
住
む
山
間
地
（
「
甲
賀
三
跡
評
の
管
理
者
H
e
e
L
）
、
特
殊
な

場
所
と
し
て
水
乞
い
の
場
で
あ
り
水
神
の
い
ま
す
藤
の
花
咲
く
場
所
（
「
赤

城
山
縁
起
の
生
成
」
の
一
の
⇔
）
、
氾
濫
の
多
い
河
川
の
上
、
下
流
（
「
那
波

八
郎
大
明
神
説
話
の
成
立
」
の
二
と
三
）
そ
し
て
桜
の
花
の
下
（
「
群
馬
八

ヶ
権
現
説
話
の
形
成
」
）
、
人
に
つ
い
て
は
修
験
者
、
陰
陽
師
、
唱
門
師
（
と

く
に
「
甲
賀
三
郎
藷
の
管
理
者
H
O
e
L
）
、
念
仏
聖
（
と
く
に
「
群
馬
八
ケ

権
現
説
話
の
形
成
」
）
、
鋳
物
師
（
「
那
波
八
郎
大
明
神
説
話
の
成
立
」
の
三
）

な
ど
が
詳
説
き
れ
、
負
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
顕
在
化
さ
せ
る
仕
か
け
と
し
て
、

御
霊
鎮
魂
に
繋
が
る
口
寄
せ
な
ど
の
民
俗
宗
教
的
営
為
（
と
く
に
「
諏
訪
縁

起
の
成
立
と
展
開
」
の
六
の
臼
、
「
群
馬
八
ケ
権
現
説
話
の
形
成
」
　
「
赤
城

山
縁
起
の
生
成
」
の
一
の
臼
と
告
、
「
那
波
八
郎
大
明
神
説
話
の
成
立
」
の

四
の
0
）
、
そ
れ
に
人
が
神
に
転
位
し
た
り
、
神
大
と
し
て
の
能
力
の
再
生

を
可
能
に
す
る
神
事
（
前
述
の
巫
祝
祭
文
に
物
語
の
発
生
を
見
る
諸
論
稿
）

が
詳
述
さ
れ
る
。
臼
に
つ
い
て
は
、
本
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
六
つ
の
物
語
に

つ
い
て
の
論
述
全
体
を
通
し
て
そ
の
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
著
者
の
本
意
は
物
語
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な

く
て
、
叙
上
の
こ
と
は
私
の
興
味
に
ひ
き
つ
け
て
の
整
理
に
す
ぎ
な
い
。
本

書
の
意
図
は
「
神
道
集
」
の
世
界
あ
る
い
は
そ
の
個
別
の
説
話
に
つ
い
て
、

福
田
晃
著
『
神
道
集
説
話
の
成
立
』

伝
承
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
民
間
伝
承
や
民
俗
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
多

元
的
か
つ
領
域
的
な
も
の
と
し
て
そ
れ
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

た
と
え
ば
白
川
静
氏
が
「
そ
の
原
質
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
そ

れ
ら
を
文
化
集
合
的
な
関
係
の
中
で
と
ら
え
る
こ
と
」
（
「
中
国
の
神
話
」
）

が
大
事
で
あ
る
と
提
言
さ
れ
る
神
話
研
究
の
あ
り
方
に
通
じ
て
い
る
。

存
在
の
仕
方
に
お
い
て
は
運
動
体
と
し
て
、
ま
た
表
現
の
次
元
に
お
い
て

は
可
能
体
と
し
て
物
語
を
捉
え
る
著
者
の
方
法
は
、
観
念
的
な
い
し
説
明
的

な
言
辞
を
も
っ
て
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
き
わ
め
て
稀
に
で
は
あ
る
が
、
文

献
偏
重
の
説
話
文
学
研
究
の
方
法
に
対
す
る
批
判
が
示
さ
れ
て
い
て
（
た
と

え
ば
六
〇
九
頁
）
、
そ
う
し
た
所
に
僅
か
に
自
身
の
方
法
に
つ
い
て
の
言
及

が
あ
る
。
本
書
で
は
、
生
業
、
信
仰
な
ど
の
民
俗
に
基
づ
く
観
念
や
祭
祀
、

そ
れ
に
由
来
す
る
根
本
的
メ
タ
フ
ァ
ー
（
た
と
え
ば
甲
賀
三
郎
寵
で
言
え

ば
、
舵
、
鹿
、
穴
、
児
持
山
縁
起
で
言
え
ば
、
太
陽
、
馬
、
山
な
ど
）
そ
し
て

世
界
的
に
流
布
す
る
昔
話
の
モ
チ
ー
フ
や
話
型
、
そ
う
し
た
も
の
の
離
合

集
散
の
総
体
と
し
て
物
語
を
論
じ
て
い
る
。
構
造
的
な
把
握
に
よ
っ
て
見
え

な
い
部
分
を
明
る
み
に
引
き
出
し
て
く
る
そ
の
手
ぎ
わ
、
多
種
多
様
な
資
料

や
事
例
の
博
捜
と
そ
れ
ら
が
関
連
性
を
持
っ
た
領
域
と
し
て
存
在
す
る
こ
と

を
証
明
す
る
解
釈
と
意
味
づ
げ
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
本
書
の
真
骨
頂
は
あ

る
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
を
具
体
的
に
狙
上
に
載
せ
る
の
が
書
評
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
が
、
お

断
り
し
た
よ
う
に
、
必
要
な
知
見
を
私
は
持
た
な
い
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い

て
、
四
編
か
ら
成
る
そ
の
内
容
を
順
次
紹
介
し
、
そ
の
あ
と
に
資
料
の
扱
い

に
つ
い
て
の
疑
義
を
ひ
と
つ
呈
す
る
こ
と
で
書
評
の
責
を
果
た
す
こ
と
と
し

四
九



たい。第
一
編
は
、
「
神
道
集
」
の
編
成
が
天
台
の
三
十
番
信
仰
に
由
来
す
る
こ

と
を
主
張
す
る
。
「
神
道
集
」
は
安
居
院
作
と
記
さ
れ
て
あ
る
の
だ
が
、
そ

れ
を
証
明
す
る
外
部
資
料
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
内
部
に
そ
の
証
拠
が
求
め

ら
れ
て
き
た
。
筑
土
鈴
寛
氏
は
天
台
教
学
の
上
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
を

通
し
て
、
ま
た
近
藤
喜
博
氏
は
山
王
神
道
の
書
物
で
あ
る
「
神
道
雑
々
集
」

と
の
比
較
を
通
し
て
、
安
居
院
作
の
可
能
性
を
支
持
き
れ
る
。
そ
し
て
本
編

の
指
摘
は
そ
の
上
に
新
た
な
論
拠
を
加
え
る
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ま

た
そ
の
指
摘
は
三
十
番
神
の
構
成
と
「
神
道
集
」
の
神
々
の
そ
れ
と
の
異
同

を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
が
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
東
国

そ
れ
も
上
州
の
唱
導
活
動
の
必
要
に
応
え
て
成
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
、
い
っ

そ
う
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
。
著
者
は
安
居
院
の
僧
の
京
都
と
関
東
と
を
往

返
し
て
の
唱
導
活
動
の
資
料
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
居
院
作
の
状
況

証
拠
を
得
よ
う
と
も
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
の
事
例
は
あ
く
ま
で
断

片
的
で
あ
り
、
ま
だ
よ
く
は
知
ら
れ
て
い
な
い
関
東
天
台
の
研
究
に
よ
っ
て

補
わ
れ
ね
は
な
ら
ぬ
面
が
多
い
。
浄
土
宗
鎮
西
派
、
時
衆
、
日
蓮
宗
の
三
十

番
信
仰
、
臨
済
宗
に
属
す
る
長
楽
寺
、
そ
う
し
た
世
界
と
南
北
朝
期
の
関
東

天
台
と
の
関
わ
り
は
、
関
東
の
安
居
院
の
背
景
と
し
て
叙
述
き
れ
ね
ば
な
ら

ず
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

第
二
編
の
「
諏
訪
縁
起
の
成
立
」
は
、
0
世
界
の
昔
話
の
話
型
と
の
比
較

に
基
づ
く
原
話
の
比
定
－
A
T
三
〇
一
型
の
二
種
の
変
型
（
第
二
早
）
、
臼

甲
賀
三
郎
評
を
語
り
伝
え
た
者
達
の
実
態
の
考
察
－
甲
賀
望
月
氏
と
信
州
滋

野
氏
の
巫
祝
と
し
て
の
生
活
（
第
二
、
三
、
四
章
）
、
e
甲
賀
三
郎
欝
の
原

五
〇

態
－
巫
祝
祭
文
と
し
て
の
神
話
的
機
能
と
性
質
（
第
五
、
六
章
）
、
⑮
甲
賀

三
郎
講
と
諏
訪
縁
起
の
成
立
と
展
開
～
甲
賀
三
郎
藷
か
ら
二
系
統
の
諏
訪
縁

起
へ
　
（
第
七
章
）
、
以
上
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

こ
の
編
に
お
い
て
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
最
も
強
く
持
つ
の
は
臼
で
あ
り
、

そ
れ
は
著
者
が
研
究
者
と
し
て
立
っ
た
最
初
の
時
期
を
記
念
す
る
も
の
で
あ

り
、
今
な
お
読
者
に
瑞
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
の
約
二
〇
年
後
に
0
日

㊥
が
ま
と
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
も
っ
て
甲
賀
三
郎
轟
の
発
生
、
流
伝
、
定
着

の
す
べ
て
の
相
を
総
合
的
に
研
究
し
た
本
編
が
誕
生
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
編
の
組
織
・
構
成
と
そ
の
実
態
論
的
論
述
態
度
と
は
本
書
に
お
け
る
基
本

の
フ
ォ
ー
ム
を
な
し
て
い
る
。

第
三
編
の
「
児
持
山
縁
起
の
成
立
」
は
、
0
児
持
山
縁
起
と
同
根
と
考
え

ら
れ
る
作
品
の
指
摘
－
「
明
石
の
物
語
」
　
「
源
蔵
人
物
語
」
　
「
浅
間
御
本
地

御
由
来
記
」
　
「
た
な
は
た
の
本
地
」
（
二
類
本
）
　
（
第
一
章
）
、
臼
源
流
と
そ

の
分
布
－
神
の
子
避
遁
型
の
日
光
感
滞
説
話
と
そ
の
分
布
（
第
二
華
）
、
日

原
態
と
そ
の
管
理
者
－
巫
祖
祭
文
で
あ
る
日
光
感
精
説
話
お
よ
び
信
州
の
牧

に
お
け
る
巫
頸
集
団
（
第
三
章
）
、
㊥
児
持
山
縁
起
の
成
立
－
児
持
山
の
信

仰
の
古
層
と
表
層
お
よ
び
巫
祖
祭
文
か
ら
児
持
山
縁
起
ま
で
（
第
四
章
）
、

以
上
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

こ
の
編
は
H
の
な
ど
の
よ
う
に
物
語
の
背
後
に
古
い
山
の
信
仰
の
存
在
を

見
て
ゆ
く
点
で
は
、
柳
田
国
男
の
「
山
と
人
生
」
や
筑
土
鈴
寛
の
「
神
・
人
・

物
語
」
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
し
、
児
持
山
縁
起
の
原
態
を
巫

祖
祭
文
に
見
よ
う
と
す
る
議
論
は
折
口
信
夫
の
物
語
の
宗
教
起
原
説
に
繋
が

る
。
そ
う
し
た
学
続
に
立
つ
本
編
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
原
態
を
論
じ
る

に
際
し
て
、
昔
話
の
話
型
研
究
の
成
果
や
構
造
的
把
握
の
仕
方
を
従
来
の
叙

述
方
法
に
媒
介
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
求
心
的
な
議
論
を
展
開
し
て
ゆ
く

点
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
で
の
原
態
諭
は
、
そ
の
後
に
執
筆
さ
れ
た
甲

賀
三
郎
の
物
語
の
原
態
論
に
も
繰
り
返
し
現
わ
れ
て
い
る
。
第
一
編
の
臼
が

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
中
心
に
据
え
た
報
告
的
ス
タ
イ
ル
と
し
て
著
者
独
自
の

ス
タ
イ
ル
を
示
す
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
類
比
に
よ
る
推
理
を
媒
介
さ
せ

た
著
者
の
新
し
い
推
論
的
ス
タ
イ
ル
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。

第
四
編
の
『
上
借
地
方
縁
起
の
生
成
」
は
四
つ
の
異
な
っ
た
物
語
を
説
く

独
立
し
た
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
二
早
は
「
諏
訪
ノ
大
明
神
ノ
五
月
会
ノ

事
」
の
中
に
見
え
る
金
剛
醜
女
薄
が
中
国
渡
来
の
原
話
に
日
本
の
山
の
神
信

仰
や
山
の
神
祭
文
が
媒
介
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
第
二

章
は
赤
城
山
縁
起
が
水
乞
い
の
水
神
信
仰
の
変
容
し
た
水
辺
で
の
御
霊
鎮
魂

の
祭
祀
に
関
わ
っ
て
誕
生
し
た
も
の
で
、
当
地
の
天
台
系
の
修
験
寺
院
の

徒
の
手
に
成
る
こ
と
を
中
心
に
、
「
神
道
集
」
の
そ
の
物
語
を
継
承
す
る

「
赤
城
山
御
本
地
」
の
成
立
に
も
説
き
及
ぶ
。
第
三
章
は
群
馬
の
八
ケ
権
現

の
物
語
が
児
物
的
要
素
を
持
ち
、
花
の
下
の
念
仏
会
で
鎮
魂
の
業
を
行
う
念

仏
聖
に
よ
っ
て
語
り
出
さ
れ
、
そ
れ
に
天
台
系
の
修
験
僧
の
手
が
加
わ
っ
て

成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
第
四
章
は
那
波
八
郎
大
明
神
の
物
語
が

本
来
、
烏
川
中
流
域
の
尾
幡
に
定
着
し
た
鋳
物
師
の
伝
承
す
る
「
竜
神
と
祭

祀
」
型
の
物
語
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
烏
川
と
利
根
川
の
合
流
す
る
氾
濫
地

帯
に
も
た
ら
さ
れ
て
後
に
、
主
人
公
が
御
霊
神
と
観
念
さ
れ
、
鎮
魂
に
携
わ

る
修
験
系
山
伏
や
念
仏
聖
の
祭
祀
を
通
し
て
那
波
八
郎
大
明
神
の
物
語
と
し

て
形
成
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
上
州
の
安
居
院
系
の
唱
導
僧
の
手
を
経

福
田
晃
薯
『
神
道
集
説
話
の
成
立
』

て
「
神
道
集
」
の
編
者
の
も
と
に
伝
わ
っ
た
こ
と
な
ど
を
説
く
。

第
四
編
は
、
豊
鏡
を
祈
る
水
神
信
仰
に
繋
が
る
御
霊
信
仰
と
御
霊
を
鎮
め

る
職
能
を
持
つ
念
仏
聖
や
修
験
系
の
聖
の
鎮
魂
活
動
に
物
語
の
発
生
を
見
よ

う
と
す
る
主
張
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
第
一
章
だ
け
は
発
生
の
場
を
山
の

神
信
仰
に
求
め
る
も
の
で
、
そ
の
点
か
ら
は
第
二
、
三
縄
の
系
列
に
入
る
。

上
州
の
神
々
の
物
語
を
中
心
に
論
じ
る
第
四
編
は
、
三
十
番
神
と
の
照
応
を

通
し
て
上
州
の
神
々
の
「
神
道
集
」
に
お
け
る
特
別
の
位
置
を
指
摘
す
る
第

一
編
と
、
本
書
の
構
成
の
上
で
呼
応
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
本
書
を
通
読
し
て
み
た
が
、
そ
の
中
で
論
旨
に
関

連
し
て
大
事
な
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
資
料
の
扱
い
に
つ
い
て
、
唯
一
つ

疑
義
を
感
じ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
通

し
て
私
の
批
判
を
示
し
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
ま
う
。

第
三
編
の
第
二
、
第
三
軍
は
、
児
持
山
縁
起
に
つ
い
て
、
そ
の
原
態
が
神
の

予
選
通
塾
の
日
光
感
滞
説
話
を
内
容
と
す
る
巫
女
祭
文
で
あ
り
、
そ
の
原
話

が
下
野
国
の
室
の
八
島
の
巫
女
祭
文
に
由
来
す
る
こ
と
を
説
く
。
そ
の
論
証

の
一
こ
ま
と
し
て
大
事
な
役
割
を
果
す
資
料
と
し
て
「
慈
元
抄
」
の
有
馬
王

子
の
物
語
が
使
わ
れ
る
。
そ
の
物
語
は
有
馬
王
子
を
主
人
公
と
す
る
和
歌
説

話
で
、
前
半
が
「
い
な
む
し
ろ
川
そ
ひ
柳
行
く
水
に
流
れ
を
れ
ふ
し
そ
の
根

は
う
せ
ず
」
の
和
歌
を
中
心
に
し
た
下
野
国
の
五
万
長
者
の
邸
を
舞
台
と
す

る
貴
種
流
離
講
、
後
半
が
「
東
路
の
室
の
や
し
ま
に
立
つ
煙
た
が
子
の
し
ろ

に
つ
な
し
焼
く
ら
ん
」
の
和
歌
と
急
死
の
擬
装
の
モ
チ
ー
フ
を
中
心
と
し
た

国
司
の
横
恋
慕
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
そ
れ
を
下
野
国
の
伝
承

で
、
簡
略
化
さ
れ
て
は
い
る
が
著
者
の
想
定
す
る
室
の
八
島
祭
文
の
原
拠
に

五
一



近
い
も
の
と
し
て
扱
う
。

こ
の
資
料
は
著
者
も
記
す
通
り
筑
土
鈴
寛
氏
も
神
子
栄
尊
の
物
語
と
と
も

に
児
持
山
縁
起
と
関
わ
り
を
持
つ
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
（
「
神
・

人
・
物
語
」
）
も
の
だ
が
、
著
者
は
更
に
一
歩
進
め
て
叙
上
の
結
論
を
導
び

か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
解
釈
は
著
者
の
文
脈
の
中
で
説
得
性
を
持

っ
て
は
い
る
。
と
こ
ろ
で
著
者
の
物
語
発
生
論
は
折
口
流
の
宗
教
起
原
説
で

あ
る
。
そ
の
立
場
が
、
資
料
と
す
る
物
語
の
解
釈
に
際
し
て
、
そ
の
宗
教
起

原
と
思
わ
れ
る
要
素
な
り
モ
チ
ー
フ
な
り
だ
け
を
対
象
に
し
て
、
そ
の
物
語

の
素
性
を
判
定
す
る
傾
向
性
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
議
論
の
中
で
多
く
の
場

合
、
時
間
軸
に
関
わ
る
あ
る
い
は
宗
教
以
外
の
起
原
の
要
素
な
ど
の
、
い
わ

ば
資
料
の
歴
史
的
側
面
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
場
合

に
よ
っ
て
は
資
料
批
判
が
不
徹
底
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
、
議
論
の
性
急

や
資
料
の
扱
い
の
妥
当
性
に
関
わ
る
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
。
私
が
有
馬
王
子

の
物
語
の
扱
い
に
関
し
て
感
じ
る
疑
義
は
そ
う
し
た
資
料
批
判
の
不
徹
底
さ

に
由
縁
す
る
も
の
で
あ
る
。

筑
土
氏
も
著
者
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
件
の
有
馬
王
子
の
物

語
は
あ
る
て
い
ど
ま
で
、
文
献
の
上
で
素
性
を
辿
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

有
馬
王
子
と
い
う
物
語
の
名
前
は
「
和
歌
色
葉
」
と
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
ら

し
い
「
八
雲
御
抄
」
に
見
え
て
い
て
、
現
在
は
散
侠
物
語
の
名
前
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
大
津
皇
子
を
主
人
公
と
す
る
悲
恋
物
語
の
存
在
し
た

ら
し
い
こ
と
が
「
狭
衣
物
語
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
上
古
の
実
在
の

貴
種
を
主
人
公
と
し
皇
貝
種
流
離
や
悲
恋
の
物
語
が
存
在
し
た
わ
け
で
、
散

伏
し
た
「
有
馬
王
子
」
も
そ
う
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た

五
二

だ
し
そ
の
内
容
は
先
述
し
た
「
慈
元
抄
」
の
そ
れ
に
当
る
か
ど
う
か
は
分
ら

な
い
。
む
し
ろ
実
在
の
有
馬
王
子
の
生
涯
と
万
葉
の
歌
と
か
ら
考
え
る
と
、

両
者
は
別
の
も
の
と
し
だ
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。

き
て
、
「
慈
元
抄
」
の
物
語
の
素
性
は
そ
の
前
半
に
関
し
て
だ
け
は
次
の

と
こ
ろ
ま
で
は
推
定
で
き
る
。
そ
れ
は
「
日
本
書
紀
」
巻
十
五
の
弘
計
皇
子

（
の
ち
の
顕
宗
天
皇
）
の
播
磨
を
舞
台
と
し
た
貴
種
流
離
韓
に
由
来
す
る
。

弘
計
皇
子
の
貴
種
流
離
醇
は
、
雄
略
天
皇
の
迫
害
を
逃
れ
て
播
磨
を
流
浪
し

た
億
計
と
弘
計
の
兄
弟
の
皇
子
が
苦
難
の
末
に
都
に
戻
り
、
次
々
に
帝
位
に

即
い
た
一
連
の
政
治
的
事
件
を
述
べ
る
記
事
の
中
に
あ
る
。
そ
の
流
離
語
の

中
心
を
な
す
の
は
、
兄
弟
が
下
人
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
縮
見
屯
倉
首
の
家

の
室
ほ
ざ
の
宴
で
、
弘
計
皇
子
が
「
い
な
む
し
ろ
」
の
歌
に
よ
っ
て
素
性
を

明
か
す
場
面
で
あ
る
。
そ
の
場
面
は
、
有
馬
王
子
の
物
語
の
よ
う
に
、
山
路

の
笛
流
の
貴
種
流
離
講
に
つ
き
も
の
の
、
長
者
の
娘
と
の
結
婚
の
モ
チ
ー
フ

は
持
た
な
い
が
、
そ
の
前
半
の
原
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

弘
計
皇
子
の
「
い
な
む
し
ろ
」
の
歌
は
、
作
者
名
を
記
さ
な
い
で
「
古
今
和

歌
六
帖
」
に
載
せ
ら
れ
、
ま
た
「
栄
花
物
語
」
の
「
た
ま
の
む
ら
き
く
」
に
引

き
歌
に
さ
れ
て
、
と
い
っ
た
形
で
後
代
に
生
き
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、

歌
学
の
世
界
に
お
い
て
さ
き
の
場
面
は
そ
の
歌
の
本
説
と
し
て
、
或
る
部
の

地
に
零
落
し
た
皇
孫
が
と
い
っ
た
形
で
、
人
と
土
地
の
名
と
が
省
略
さ
れ
て

伝
わ
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
。
「
奥
義
抄
」
　
「
俊
頼
髄
脳
」
　
「
和
歌
色
葉
」
に

よ
っ
て
そ
れ
が
知
ら
れ
る
。

で
は
、
そ
の
主
人
公
に
有
馬
王
子
の
名
前
が
冠
せ
ら
れ
た
の
は
、
ど
の
よ

う
な
事
情
に
よ
る
の
か
。
き
わ
め
て
単
純
な
答
え
な
の
だ
が
、
私
は
そ
の
鍵

を
「
俊
頼
髄
脳
」
の
中
に
見
出
し
得
る
と
思
う
。
「
俊
頼
髄
脳
」
で
は
、
「
い

な
む
し
ろ
」
の
歌
と
そ
の
本
説
が
有
馬
王
子
の
岩
代
の
松
の
歌
と
そ
れ
を
話

題
に
す
る
文
章
に
続
け
て
記
さ
れ
て
あ
る
。
「
俊
頼
髄
脳
」
の
中
で
と
言
う

つ
も
り
は
な
い
が
、
何
か
の
歌
学
書
の
中
で
、
無
知
識
な
読
み
手
な
ら
ば
誤

読
を
犯
し
て
し
ま
う
よ
う
な
体
裁
で
二
つ
の
記
事
が
並
べ
書
か
れ
て
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
有
馬
王
子
を
、
直
後
に
侠
名
で
記
さ
れ
る
「
い
な
む
し
ろ
」

の
本
説
の
主
人
公
で
あ
る
と
理
解
す
る
混
乱
を
生
じ
た
。
つ
ま
り
、
歌
学
書

の
本
文
の
誤
読
が
有
馬
王
子
を
主
人
公
と
す
る
「
い
な
む
し
ろ
」
の
歌
の
本

説
を
派
生
さ
せ
た
、
そ
の
よ
う
に
推
測
す
る
。
有
馬
王
子
の
前
半
の
物
語
は

歌
学
の
世
界
で
弘
計
皇
子
の
物
語
が
二
転
し
て
成
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
接
合
さ
せ
て
「
慈
元
抄
」
の
有
馬
王
子
の
物
語
が
作
ら
れ

た
の
も
、
お
そ
ら
く
は
歌
学
の
世
界
に
お
い
て
で
あ
る
と
思
う
。
叙
上
の
こ

と
の
他
に
、
「
慈
元
抄
」
が
他
の
箇
所
に
お
い
て
も
歌
学
の
世
界
に
材
を
得

て
い
る
こ
と
が
そ
れ
を
瞳
不
し
て
い
る
。
他
面
、
後
半
部
を
中
心
と
し
た
下

野
国
の
五
万
長
者
の
物
語
、
そ
れ
が
宗
教
的
起
源
の
民
間
伝
承
に
根
を
も
つ

こ
と
は
、
著
者
の
議
論
を
通
し
て
明
ら
か
に
き
れ
て
あ
る
。

そ
れ
故
、
資
料
と
し
て
こ
の
物
語
を
扱
う
時
に
は
そ
の
二
重
の
性
質
に
対

す
る
配
慮
が
必
要
だ
ろ
う
。
著
者
の
畑
眼
は
、
前
半
の
物
語
が
後
半
の
物
語

を
宗
教
的
起
源
の
物
語
か
ら
和
歌
物
語
へ
転
位
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
見
抜
い
て
い
る
（
五
五
四
頁
）
。
そ
し
て
資
料
と
し
て
は
後
半
部
を

中
心
と
す
る
物
語
に
対
象
を
絞
り
こ
ん
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
叙
上
の
資
料
批
判
を
欠
く
結
果
、
た
と
え
ば
有
馬
王
子
の
貴
種
流

離
轟
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
民
間
伝
承
の
レ
ベ
ル
で
据
え
る
こ
と
も
し
て
い
る

福
田
晃
著
『
神
道
集
説
話
の
成
立
』

（
四
七
八
頁
）
。
議
論
の
大
筋
に
影
響
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
緻
密
さ
の

た
め
に
は
叙
上
の
検
討
は
迂
遠
と
も
思
え
る
底
の
こ
と
だ
が
、
や
は
り
必
要

な
作
業
過
程
の
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
以
上
、
通
常
の
書
評
の
ス
タ
イ
ル

を
逸
脱
し
た
く
だ
く
だ
し
い
説
明
で
、
か
つ
吹
毛
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
か
れ
え

ぬ
い
び
つ
な
評
で
は
あ
る
が
、
気
に
な
っ
た
点
な
の
で
記
し
て
み
た
。

さ
て
、
著
者
は
本
書
の
坂
に
お
い
て
、
「
続
神
道
集
説
話
の
成
立
」
　
「
曽

我
物
語
の
成
立
」
　
「
中
世
唱
導
説
話
の
成
立
」
と
い
っ
た
書
物
の
次
々
の
刊

行
を
予
告
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
既
に
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
の
多
く
の

業
績
を
持
ち
、
そ
の
上
に
さ
ら
に
新
し
い
成
果
を
発
表
し
て
書
冊
を
成
そ
う

と
す
る
十
分
の
意
志
を
持
つ
こ
と
を
宣
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
私
は

そ
の
完
成
の
時
を
鶴
首
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
著
者
の
広
く
て
奥
行

き
の
あ
る
知
見
を
啓
蒙
的
か
つ
展
望
的
に
集
約
さ
れ
て
、
か
の
「
口
承
文
芸

史
考
」
な
ら
ぬ
「
唱
導
文
芸
史
考
」
と
い
っ
た
一
書
を
著
わ
さ
れ
る
こ
と
を

も
期
待
し
て
い
る
。

（
昭
和
五
九
年
五
月
　
三
弥
井
書
店
刊
　
菊
判
七
七
八
百

一
五
、
0
0
0
円
）

（
み
の
べ
・
し
げ
か
つ
　
南
山
大
学
助
教
授
）


