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石
川
淳
「
八
幡
縁
起
」
論

―
偽
史
へ
の
転
換 

帆
苅 

基
生   

一 
は
じ
め
に
―
―
転
換
点
と
し
て
の
「
八
幡
縁
起
」 

  

石
川
淳
の
「
八
幡
縁
起
」
は
『
中
央
公
論
』
の
一
九
五
八
年
三
月
号
に
発
表
さ
れ
、
翌
年
の
八
月
に
、
単
行
本
『
修
羅
』
に
収
録
さ
れ
刊

行
さ
れ
て
い
る
（
１
）

。 

 

「
八
幡
縁
起
」
で
は
大
き
く
三
つ
の
時
代
が
舞
台
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
ま
ず
、
い
つ
の
時
代
と
は
定
め
ら
れ
な
い
古
代
。
木
地
師
の
祖

と
さ
れ
る
石
別
が
賊
に
里
を
追
わ
れ
て
岩
山
に
穴
を
掘
り
生
活
を
始
め
、
こ
こ
で
妻
子
を
得
て
、
山
の
木
々
を
加
工
し
て
生
き
て
い
る
。
岩

山
に
掘
っ
た
穴
は
木
地
師
た
ち
に
と
っ
て
生
活
の
場
で
あ
り
、
「
名
も
な
き
大
神
」
を
祀
る
拝
殿
で
も
あ
っ
た
。
一
方
里
を
襲
っ
た
賊
も
勢

力
を
拡
大
し
て
「
国
」
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
次
第
に
増
長
し
日
輪
を
侵
す
よ
う
に
見
え
る
岩
山
は
脅
威
で
あ
り
、
征
服

す
る
こ
と
を
考
え
始
め
る
。
里
の
者
の
手
に
よ
っ
て
岩
山
が
侵
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
、
木
地
師
一
族
は
今
ま
で
住
ん
で
い
た
岩
山
を
後
に
し

て
別
の
山
へ
と
移
っ
て
い
く
。
里
の
者
は
石
別
た
ち
山
の
者
が
祀
っ
て
い
た
「
名
も
な
き
大
神
」
を
自
分
た
ち
の
神
に
収
奪
し
て
祀
る
こ
と

を
企
む
。 

 

次
に
時
代
が
下
っ
て
平
安
中
期
。
木
地
師
の
出
で
あ
り
な
が
ら
山
を
捨
て
源
氏
一
門
に
加
わ
っ
た
碓
氷
貞
光
が
あ
る
山
中
で
、
か
つ
て
自

ら
が
と
も
に
暮
ら
し
て
い
た
一
族
の
真
冬
の
お
じ
と
再
会
す
る
。
貞
光
は
「
武
」
を
持
っ
て
我
ら
の
大
神
に
仕
え
る
と
言
い
、
そ
の
た
め
に

仲
間
と
な
る
者
を
探
し
に
来
た
と
事
情
を
話
す
。
し
か
し
真
冬
の
お
じ
は
「
武
を
も
っ
て
仕
え
る
の
は
わ
れ
ら
の
大
神
で
は
な
い
」
と
言
い

放
つ
。
二
人
の
会
話
か
ら
木
地
師
一
族
が
「
名
も
な
き
大
神
」
と
し
て
祀
っ
て
い
る
神
が
、
い
つ
の
ま
に
か
「
八
幡
」
と
い
う
名
が
つ
け
ら
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れ
て
武
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。 

 
最
後
は
南
北
朝
時
代
に
至
る
。
源
氏
の
正
当
な
継
承
者
を
自
認
す
る
高
師
直
が
登
場
す
る
。
師
直
は
側
近
に
源
氏
の
氏
神
で
あ
る
「
八
幡
」

を
崇
敬
す
べ
き
で
あ
る
と
進
言
さ
れ
る
が
一
切
耳
を
貸
さ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
神
に
頼
ら
ず
「
こ
の
世
は
お
れ
の
力
で
ひ
ら
く
わ
」
と
「
八

幡
」
を
祀
っ
た
社
に
火
を
放
つ
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。 

 

菅
野
昭
正
は
「
八
幡
縁
起
」
を
「
紫
苑
物
語
」
と
「
修
羅
」
と
併
せ
て
、
ひ
と
つ
の
「
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
に
つ
ら
ぬ
か
れ
」
た
「
三
部
作
」

で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
「
紫
苑
物
語
」
以
降
の
こ
れ
ら
の
も
の
が
、
「
物
語
が
純
化
さ
れ
た
」
「
自
律
的
な
空
間
を
獲
得
し
て
い
る
」

と
し
て
、
現
実
の
出
来
事
に
侵
さ
れ
て
い
な
い
点
を
高
く
評
価
し
て
い
る
（
２
）

。
確
か
に
そ
れ
ま
で
現
実
社
会
を
舞
台
に
し
た
小
説
を
書
い
て
い

た
石
川
が
「
紫
苑
物
語
」
以
降
、
現
代
で
は
な
い
歴
史
的
空
間
を
舞
台
に
し
た
小
説
を
書
く
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
「
紫
苑
物
語
」
と
「
八

幡
縁
起
」
の
相
違
点
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
菅
野
が
指
摘
す
る
よ
う
な
連
続
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
八
幡
縁
起
」
は
ひ
と
つ
の
転
換
点

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

石
川
が
歴
史
的
空
間
を
素
材
に
小
説
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
口
俊
雄
が
背
景
と
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
や
ハ
ン
ガ

リ
ー
事
件
な
ど
「
同
時
代
の
出
来
事
か
ら
受
け
た
衝
撃
」
に
要
因
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
以
後
現
実
で
の
革
命
を
書
く
の

を
断
念
し
て
、
「
古
代
史
や
中
世
史
に
革
命
的
契
機
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
試
み
」
に
移
行
し
た
と
論
じ
て
い
る
（
３
）

。
同
じ
く
杉
浦
晋
は
現
実

で
の
革
命
を
志
向
し
た
革
命
小
説
（
４
）

と
呼
ば
れ
る
一
群
が
書
か
れ
な
く
な
る
の
は
、
現
実
に
お
け
る
革
命
の
可
能
性
が
失
わ
れ
、
「
純
粋
な
虚

構
の
「
共
和
国
」
を
め
ざ
し
た
結
果
」
で
あ
り
。
「
紫
苑
物
語
」
以
降
は
「
現
実
に
対
す
る
プ
ロ
テ
ス
ト
」
は
見
当
た
ら
な
い
と
言
う
（
５
）

。 

 

山
口
や
杉
浦
は
石
川
の
現
実
で
の
革
命
の
夢
が
潰
え
挫
折
し
た
結
果
、
歴
史
的
空
間
に
素
材
を
求
め
た
と
捉
え
て
い
る
。
確
か
に
石
川
が

現
実
社
会
を
舞
台
に
し
な
く
な
る
こ
と
は
、
あ
る
種
の
〈
逃
避
〉
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
別
の
観
点
か
ら
「
八
幡
縁
起
」
を
改
め
て

読
み
直
し
て
み
る
と
、
一
見
現
実
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
石
川
の
関
心
が
移
っ
た
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
同
時
代
の
〈
現
実
的
〉

な
状
況
を
見
据
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
が
見
え
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
歴
史
的
空
間
を
あ
え
て
素
材
と
し
て
選
び
、
歴
史
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を
改
変
す
る
小
説
を
書
く
こ
と
に
新
し
い
活
路
を
見
い
だ
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
一
時
的
な
も
の
と
し
て
終
わ
る
こ
と
は
な
く
一

九
六
三
年
の
「
至
福
千
年
（
６
）

」
、
一
九
七
九
年
に
完
成
す
る
「
狂
風
記
（
７
）

」
な
ど
、
そ
の
後
の
石
川
淳
の
後
期
を
代
表
す
る
長
篇
小
説
も
こ
こ
に

連
な
る
歴
史
を
改
変
す
る
〈
偽
史
〉
の
小
説
で
あ
る
点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
る
と
「
八
幡
縁
起
」
は

そ
の
後
の
石
川
淳
の
文
学
活
動
の
方
向
性
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
た
重
要
な
転
換
点
と
し
て
捉
え
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
通
史
的
な
視
点
で
「
八
幡
縁
起
」
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
石
川
の
文
学
的
営
為
の
転
換
点
が
同
時
に
戦

後
の
転
換
と
重
な
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
石
川
は
同
時
代
の
状
況
を
横
目
で
見
な
が
ら
あ
え
て
〈
偽
史
〉
の
よ

う
な
方
法
を
創
作
に
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

本
論
で
は
従
来
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
八
幡
縁
起
」
の
石
川
淳
の
転
換
点
と
し
て
の
意
義
と
、
そ
の
批
評
性
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

 

二 

〈
正
史
〉
へ
の
異
議 

  

「
八
幡
縁
起
」
が
発
表
さ
れ
た
の
と
同
時
期
に
起
き
て
い
る
紀
元
節
復
活
論
議
に
つ
い
て
は
ま
ず
押
さ
え
て
お
く
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

「
八
幡
縁
起
」
が
い
か
に
そ
れ
に
反
応
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
紀
元
節
を
巡
る
社
会
の
動
向
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

 

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
に
よ
り
一
九
四
八
年
に
戦
前
か
ら
続
く
祝
祭
日
が
廃
止
さ
れ
、
紀
元
節
も
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
か
つ
て

の
紀
元
節
を
「
建
国
記
念
日
」
と
し
て
祝
祭
日
と
し
て
復
活
さ
せ
た
い
と
い
う
動
き
は
ふ
つ
ふ
つ
と
沸
き
上
が
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
機

運
を
背
景
に
一
九
五
七
年
二
月
一
三
日
、
自
由
民
主
党
の
衆
議
院
議
員
ら
が
「
建
国
記
念
日
制
定
に
関
す
る
法
案
」
を
提
出
し
た
。
結
局
こ

の
法
案
は
日
本
社
会
党
が
強
く
反
対
し
た
た
め
衆
議
院
で
は
可
決
さ
れ
た
が
、
参
議
院
で
は
審
議
未
了
で
廃
案
と
な
っ
た
。 

 

し
か
し
そ
の
後
も
「
建
国
記
念
日
」
創
設
の
動
き
は
止
む
こ
と
が
な
く
、
一
九
六
六
年
六
月
二
五
日
「
建
国
記
念
の
日
」
を
定
め
る
祝
日

法
改
正
案
が
成
立
し
た
。
一
方
で
根
強
く
あ
る
反
対
意
見
を
押
さ
え
る
た
め
〈
建
国
さ
れ
た
と
い
う
事
象
そ
の
も
の
を
記
念
す
る
日
〉
で
あ
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る
と
解
釈
で
き
る
よ
う
に
「
建
国
記
念
日
」
で
は
な
く
間
に
「
の
」
を
入
れ
「
建
国
記
念
の
日
」
に
す
る
こ
と
で
決
着
が
つ
く
。
具
体
的
な

日
付
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
各
界
の
有
識
者
か
ら
組
織
さ
れ
る
審
議
会
に
諮
問
す
る
な
ど
の
修
正
を
行
い
、
社
会
党
も
妥
協
す
る
。 

 
以
上
簡
単
に
紀
元
節
復
活
と
建
国
記
念
日
の
策
定
に
関
わ
る
も
の
を
挙
げ
た
が
、
「
八
幡
縁
起
」
が
発
表
さ
れ
る
前
年
に
は
単
な
る
〈
論

議
〉
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
法
案
と
し
て
上
程
さ
れ
政
治
問
題
化
し
て
い
る
。
政
治
の
場
だ
け
で
な
く
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
る
記
事
を

見
て
も
、
保
守
団
体
が
紀
元
節
復
活
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
運
動
し
て
き
た
こ
と
が
、
一
定
の
成
果
が
目
に
見
え
る
状
態
に
な
っ
て
き
た
様
子

が
う
か
が
え
る
（
８
）

。 

 

こ
の
よ
う
な
中
で
発
表
さ
れ
た
「
八
幡
縁
起
」
で
あ
る
が
、
『
新
潮
』
（
一
九
五
八
年
五
月
）
で
の
寺
田
透
・
花
田
清
輝
・
平
野
謙
の
「
創

作
合
評
」
の
中
で
寺
田
が
早
く
か
ら
紀
元
節
復
活
論
議
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
寺
田
は
、
「
八
幡
縁
起
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
展

開
に
お
い
て
「
名
な
し
の
大
神
」
が
い
つ
の
間
に
か
「
武
の
神
」
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
と
、
国
の
始
ま
り
に

「
紀
元
節
」
と
名
前
が
付
け
ら
れ
て
「
今
度
は
そ
れ
に
相
応
す
る
も
の
の
考
え
方
を
し
だ
し
て
、
国
に
は
じ
め
が
あ
る
と
い
う
普
遍
的
な
事

実
と
違
う
こ
と
が
信
じ
ら
れ
は
じ
め
る
」
こ
と
に
共
通
性
を
見
出
し
、
「
八
幡
縁
起
」
に
は
そ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
な

ん
と
な
く
あ
る
気
が
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

寺
田
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
点
に
着
目
し
て
、
詳
細
に
考
察
し
直
し
て
み
る
と
、
「
八
幡
縁
起
」
の
構
成
や
登
場
人
物
に
語
ら
せ
る
言
葉

か
ら
〈
正
史
〉
へ
の
批
判
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
顕
著
な
箇
所
は
木
地
師
の
一
族
の
末
裔
で
あ
る
老
人
が
語
る
言
葉
だ
ろ
う
。 

こ
の
蘇
我
氏
の
ほ
ろ
び
た
を
り
に
、
い
に
し
へ
よ
り
世
世
の
こ
と
し
る
し
た
る
書
は
み
な
焼
け
失
せ
て
、
正
史
ま
た
ほ
ろ
び
た
と
い

ふ
。
今
の
都
に
、
王
と
よ
ば
れ
権
門
と
よ
ば
れ
る
や
か
ら
は
、
す
べ
て
入
鹿
を
討
つ
た
る
謀
反
の
徒
の
裔
よ
。
そ
の
徒
が
お
の
れ
の
都

合
よ
く
、
そ
ら
ご
と
ま
じ
り
に
作
り
な
し
た
る
史
書
の
ご
と
き
は
、
も
と
よ
り
信
ず
る
に
た
ら
ぬ
。 

以
上
引
用
し
た
よ
う
に
、
〈
正
史
〉
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
史
書
は
時
の
権
力
者
に
よ
っ
て
都
合
良
く
書
き
換
え
ら
れ
、
「
そ
ら

ご
と
ま
じ
り
」
に
書
か
れ
て
い
る
と
述
べ
さ
せ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
権
力
の
歴
史
編
纂
の
企
て
が
明
ら
か
に
な
る
。 
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「
八
幡
縁
起
」
で
は
、
荒
玉
が
〈
正
統
〉
な
王
位
継
承
者
を
謀
殺
し
て
、
自
ら
の
孫
を
王
に
即
け
権
力
を
掌
握
す
る
た
め
に
陰
謀
を
実
現

さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
す
べ
て
の
出
来
事
の
契
機
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
そ
の
陰
謀
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、
た
だ
単
に
実
権
を
握
る

だ
け
で
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
権
力
を
持
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
〈
正
統
性
〉
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
。 

 

だ
か
ら
荒
玉
は
ま
ず
兄
弟
で
跡
目
争
い
を
さ
せ
、
王
位
に
弟
の
武
を
王
に
即
け
、
自
ら
の
娘
を
輿
入
れ
さ
せ
る
。
そ
し
て
史
生
に
命
じ
て

事
の
次
第
を
記
録
に
ま
と
め
さ
せ
る
。
兄
弟
の
跡
目
争
い
の
末
に
編
纂
さ
れ
た
〈
正
史
〉
で
は
、
王
位
に
即
い
た
武
の
「
徳
を
た
た
へ
」
て

〈
正
統
性
〉
を
主
張
し
た
。
し
か
し
こ
れ
が
あ
ま
り
に
良
く
出
来
て
い
た
た
め
、
か
え
っ
て
荒
玉
の
不
興
を
買
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
最
終
的
に
孫
を
王
位
に
即
け
る
時
、
前
王
の
〈
正
統
性
〉
を
主
張
す
る
論
理
が
強
固
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
越
す
〈
正
統
性
〉
を
後

に
証
明
し
に
く
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
荒
玉
は
自
ら
の
宿
願
の
た
め
こ
の
記
録
を
史
生
と
共
に
葬
っ
て
し
ま
う
。 

 

そ
の
後
、
荒
玉
が
孫
を
王
位
に
即
け
た
先
が
ど
う
な
っ
た
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
荒
玉
の
後
に
次
々
と
現
れ
た
権
力
者
た
ち
や

そ
し
て
今
の
都
で
「
王
と
よ
ば
れ
」
る
者
な
ど
次
々
に
権
力
者
が
現
れ
、
〈
正
史
〉
が
編
纂
さ
れ
、
そ
し
て
か
つ
て
〈
正
史
〉
と
さ
れ
た
も

の
も
次
々
と
葬
ら
れ
痕
跡
さ
え
も
残
ら
な
い
。
後
の
時
代
に
現
れ
る
木
地
師
の
一
族
の
真
冬
の
お
じ
は
荒
玉
の
し
た
こ
と
は
「
か
か
る
た
め

し
は
後
の
世
に
も
め
づ
ら
し
く
は
な
い
」
と
語
る
。 

 

権
力
者
に
よ
っ
て
自
ら
の
〈
正
統
性
〉
の
保
証
と
な
る
〈
正
史
〉
が
書
き
換
え
ら
れ
続
け
て
い
て
、
か
つ
て
〈
正
統
〉
と
さ
れ
た
も
の
が
、

い
ず
れ
そ
の
〈
正
統
〉
な
地
位
を
奪
わ
れ
て
い
く
様
子
が
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
。
〈
正
統
性
〉
が
次
々
に
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果

的
に
〈
正
統
性
〉
そ
の
も
の
が
無
効
化
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。 

 

「
八
幡
縁
起
」
に
お
い
て
、
古
代
よ
り
行
わ
れ
続
け
て
い
る
こ
の
自
ら
の
〈
正
統
性
〉
を
時
の
権
力
者
が
主
張
す
る
と
い
う
構
図
が
脈
々

と
続
く
の
で
あ
れ
ば
、
書
か
れ
る
こ
と
は
な
い
が
現
代
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
言
え
る
。
と
す
る
と
、
寺
田
が
「
紀
元
節
な
ど
と
い
う

名
前
が
つ
く
と
、
今
度
は
そ
れ
に
相
応
す
る
も
の
の
考
え
方
を
し
だ
」
す
、
と
評
し
た
こ
と
の
鋭
敏
さ
が
見
え
て
く
る
。 

 

も
う
一
つ
「
八
幡
縁
起
」
に
お
い
て
、
〈
正
統
性
〉
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
の
が
、
「
神
」
の
存
在
で
あ
る
。 
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ま
ず
古
代
に
お
い
て
、
木
地
師
一
族
が
崇
め
て
い
た
「
名
な
し
の
大
神
」
の
存
在
を
荒
玉
が
収
奪
し
自
分
た
ち
里
の
神
に
し
よ
う
と
す
る
。

こ
れ
か
ら
国
を
拓
い
て
い
く
中
で
各
地
に
「
古
き
神
神
」
が
存
在
し
、
そ
の
神
神
を
「
信
ず
る
や
か
ら
」
が
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
神
を
奪
っ

て
「
わ
が
神
」
と
す
る
こ
と
は
、
「
そ
の
神
を
奉
ず
る
や
か
ら
の
こ
こ
ろ
」
を
取
る
こ
と
な
の
だ
と
荒
玉
は
自
ら
の
狙
い
を
腹
心
の
部
下
の

広
虫
に
語
る
。 

 

時
代
が
下
っ
て
平
安
中
期
。
か
つ
て
「
名
な
し
の
大
神
」
と
し
て
木
地
師
一
族
に
奉
じ
ら
れ
て
い
た
神
が
い
つ
の
ま
に
か
「
八
幡
」
と
し

て
「
武
の
神
」
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
荒
玉
の
狙
い
は
見
事
成
就
し
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
木
地
師
一
族
の
老
人
の
言

葉
は
以
下
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。 

お
も
ふ
に
、
八
幡
と
や
ら
い
ふ
は
、
都
な
る
賊
ど
も
の
は
か
り
ご
と
に
て
、
み
だ
り
に
わ
れ
ら
の
大
神
の
威
を
借
り
つ
つ
、
そ
の
実
を

す
り
替
へ
て
、
来
歴
い
ぶ
か
し
き
も
の
を
神
と
祭
り
あ
げ
た
か
。
わ
れ
ら
を
た
ぶ
ら
か
し
て
、
敵
な
る
神
を
拝
さ
せ
よ
う
と
の
罠
と
み

た
ぞ
。 

「
名
付
け
る
」
こ
と
の
根
源
的
な
暴
力
性
に
つ
い
て
は
既
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
（
９
）

、
「
八
幡
縁
起
」
で
展
開
さ
れ
る
の
は
、
「
名
も
な

き
」
も
の
を
収
奪
し
、
「
名
付
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
領
有
し
よ
う
と
す
る
暴
力
で
あ
る
。
「
敵
に
は
内
輪
の
あ
ら
そ
ひ
絶
え
ず
、
国
の
王

と
称
す
る
も
の
、
兄
弟
あ
ひ
殺
し
て
位
を
う
ば
ひ
、
権
臣
す
き
に
乗
じ
て
威
福
を
誇
り
、
系
図
は
代
代
に
み
だ
れ
が
ち
と
見
え
た
」
と
、
荒

玉
は
自
ら
の
子
孫
が
支
配
者
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
叶
う
こ
と
な
く
、
次
々
と
権
力
を
掌
握
す
る
者
が
現
れ

て
い
く
。
し
か
し
誰
が
王
位
に
即
こ
う
と
も
、
こ
の
〈
シ
ス
テ
ム
〉
だ
け
は
踏
襲
さ
れ
、
〈
正
史
〉
と
共
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
く
。 

 

「
八
幡
縁
起
」
で
は
里
の
権
力
者
に
よ
っ
て
〈
正
統
性
〉
が
僭
称
さ
れ
、
い
か
に
〈
正
史
〉
が
書
き
換
え
ら
れ
て
き
た
か
を
、
そ
の
里
の

外
側
の
山
の
木
地
師
の
存
在
と
そ
の
視
線
が
暴
き
出
し
て
い
る
。 

 

再
び
〈
紀
元
節
復
活
〉
論
議
に
話
を
戻
す
が
、
反
対
派
が
一
貫
し
て
懸
念
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
神
話
的
否
実
在
の
人
物
を
ま
つ
り
あ
げ

て
紀
元
節
と
い
う
伝
統
を
つ
く
り
あ
げ
」
る
こ
と
で
、
「
国
家
主
義
的
天
皇
中
心
の
教
学
思
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
う
ち
た
て
よ
う
と
し
た
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明
治
政
府
の
政
治
的
陰
謀

（
１
０
）

」
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
る
か
ら
だ
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。 

 
単
に
〈
国
の
は
じ
ま
り
〉
を
〈
記
念
〉
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
、
そ
の
〈
国
の
は
じ
ま
り
〉
に
〈
正
統
性
〉
を
与
え
る
こ
と
で
、
戦

前
の
「
国
家
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
復
活
」
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
繋
が
り
得
る
と
い
う
危
機
感
が
こ
の
時
期
に
一
方
で
は
共
有
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。
紀
元
節
復
活
の
機
運
に
対
し
て
危
惧
す
る
人
た
ち
と
「
八
幡
縁
起
」
で
書
か
れ
る
こ
と
が
呼
応
し
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。 

 

紀
元
節
復
活
に
直
接
触
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
石
川
淳
自
身
が
〈
正
史
〉
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
使
っ
て
い
る
か
を

確
認
す
る
た
め
に
、
少
し
後
の
時
代
の
資
料
に
な
る
が
萩
原
延
寿
と
の
対
談
を
挙
げ
た
い

（
１
１
）

。
こ
こ
で
石
川
は
「
し
か
し
ま
あ
、
正
史
は
む
や

み
に
信
ず
べ
か
ら
ず
と
い
う
の
は
、
こ
の
前
の
戦
争
の
大
本
営
発
表
が
み
ん
な
ウ
ソ
ッ
パ
チ
と
い
う
こ
と
で
も
わ
か
る
ん
で
ね
」
と
語
り
、

戦
時
下
の
大
本
営
発
表
と
〈
正
史
〉
を
意
図
的
に
イ
コ
ー
ル
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
権
力
が
都
合
良
く
編
纂
す
る
〈
正

史
〉
は
何
ら
か
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
戦
時
下
の
情
報
統
制
と
同
じ
も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
点
は
面
白
い
。 

 

「
八
幡
縁
起
」
は
そ
れ
ま
で
現
代
を
舞
台
に
し
た
〈
革
命
〉
が
主
題
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
歴
史
的
空
間
へ
舞
台
を
移
し
、
そ
こ
で

権
力
者
の
作
る
〈
正
史
〉
を
問
い
直
す
転
換
点
に
な
っ
た
。
そ
の
「
八
幡
縁
起
」
が
書
か
れ
た
時
期
が
戦
後
の
転
換
期
と
重
な
っ
て
い
る
点

は
看
過
で
き
な
い
は
ず
だ
。 

 

一
九
五
六
年
に
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
石
川
は
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
た
際
、
運
転
手
が
近
頃
の
自
衛
隊
は
か
つ
て
の
軍
隊
と
比
べ
て
ビ
ン
タ

を
し
な
く
な
っ
た
の
で
タ
ガ
が
緩
ん
で
い
る
と
話
し
て
き
た
こ
と
に
不
快
感
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
石
川
は
鳩
山
一
郎
政
権
が
憲
法
の
改

正
を
狙
っ
て
自
派
が
都
合
が
良
く
当
選
で
き
る
よ
う
に
小
選
挙
区
制
に
選
挙
制
度
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か

し
政
治
家
に
限
ら
ず
、
一
般
の
人
々
に
ま
で
戦
前
を
懐
か
し
む
様
な
雰
囲
気
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
強
い
違
和
感
と
危
機
感
を
抱

い
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る

（
１
２
）

。 

 

こ
の
よ
う
に
戦
前
回
帰
の
風
潮
を
危
惧
し
て
い
る
石
川
が
、
皇
国
主
義
や
皇
国
主
義
史
観
の
戦
前
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
復
活
と
し
て
危
惧
さ
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れ
る
紀
元
節
の
復
活
問
題
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
五
〇
年
代
後
半
の
政
治
体
制
や
社
会
情
勢
が
で
き
あ
が
っ
て
い

く
中
で
、
紀
元
節
の
問
題
は
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
紀
元
節
復
活
運
動
の
一
連
の
流
れ
と
連
動
す
る
よ
う
に
岸
信
介
の
復

権
と
台
頭
が
あ
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
か
ら
出
て
来
た
岸
は
「
八
幡
縁
起
」
発
表
当
時
に
は
総
理

大
臣
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
総
理
大
臣
に
就
任
し
て
か
ら
は
念
願
だ
っ
た
安
保
改
定
と
自
主
憲
法
の
制
定
を
実
現
す
る
意
向
で
あ
る

こ
と
を
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る

（
１
３
）

。
紀
元
節
復
活
運
動
と
岸
信
介
の
復
権
が
同
時
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
戦
前
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
復
活

と
国
家
体
制
の
戦
前
回
帰
は
背
中
合
わ
せ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

い
わ
ゆ
る
〈
逆
コ
ー
ス
〉
の
中
で
書
か
れ
た
「
八
幡
縁
起
」
は
、
〈
国
家
〉
の
土
台
に
〈
正
史
〉
と
そ
の
〈
正
統
性
〉
が
保
証
す
る
、
ま

や
か
し
の
〈
紀
元
〉
の
神
話
が
構
築
さ
れ
て
い
く
中
で
、
権
力
の
外
部
か
ら
批
判
的
に
〈
国
家
〉
や
そ
の
〈
正
史
〉
を
見
つ
め
る
木
地
師
一

族
の
姿
が
置
か
れ
る
こ
と
で
、
〈
正
史
〉
や
〈
紀
元
〉
の
ま
が
い
も
の
さ
が
強
調
さ
れ
る
。 

 

こ
こ
ま
で
、
紀
元
節
に
戦
前
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
復
活
の
匂
い
を
感
じ
批
判
し
て
い
る
人
た
ち
の
主
張
と
、
「
八
幡
縁
起
」
が
鋭
く
反
応
し
て

い
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
歴
史
学
者
達
が
客
観
的
・
実
証
的
な
歴
史
学
の
成
果
に
対
し
て
、
〈
紀
元
節
〉
は
そ
れ
と
は
程
遠
い
神
話
を
由

来
に
し
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
確
固
た
る
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
お
う
と
す
る
こ
と
へ
の
異
議
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
改
め

て
問
い
返
せ
ば
、
そ
れ
で
は
「
八
幡
縁
起
」
の
中
で
示
さ
れ
る
〈
歴
史
〉
は
客
観
的
で
実
証
的
で
あ
る
の
か
。
答
え
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ

と
で
あ
る
。
〈
偽
史
〉
の
物
語
も
、
権
力
者
が
創
る
〈
正
史
〉
も
共
に
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
隘
路
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は

〈
偽
史
〉
も
〈
正
史
〉
も
共
に
創
ら
れ
た
ま
が
い
物
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
本
当
の
意
味
で
〈
正
し
い
歴
史
〉
と
は
、
客
観
的
・
実
証
的
史
学

だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
逆
の
言
い
方
を
す
れ
ば
客
観
的
・
実
証
的
で
あ
れ
ば
〈
正
し
い
歴
史
〉
と
な
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
ま

ず
問
題
提
起
を
す
る
の
み
に
し
て
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
「
八
幡
縁
起
」
が
〈
偽
史
〉
の
物
語
と
し
て
ど
の
よ
う
な
仕
掛
け
を
持

っ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。 
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三 

〈
偽
史
〉
の
試
み 

  
「
八
幡
縁
起
」
に
は
〈
正
史
〉
と
さ
れ
た
も
の
へ
の
疑
い
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
前
節
で
は
論
じ
た
が
、
本
節
で
は
石
川
が
小
説
の
中
に

お
い
て
〈
偽
史
〉
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
契
機
と
そ
の
試
み
の
様
相
を
論
じ
て
い
き
た
い
。 

 

「
八
幡
縁
起
」
が
発
表
さ
れ
る
直
前
に
、
石
川
は
『
新
釈
古
事
記
』
に
お
い
て
『
古
事
記
』
本
文
を
自
ら
の
解
釈
を
含
め
な
が
ら
現
代
語

訳
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
石
川
に
〈
偽
史
〉
を
小
説
の
中
に
取
り
入
れ
る
試
み
を
さ
せ
た
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
事
実
、
単
に

歴
史
的
空
間
を
舞
台
に
取
っ
た
だ
け
の
「
紫
苑
物
語
」
に
対
し
て
、
二
節
で
論
じ
た
よ
う
な
〈
正
史
〉
を
問
い
直
す
と
い
う
特
徴
の
あ
る
「
八

幡
縁
起
」
を
比
べ
て
み
る
と
二
つ
に
は
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
。
従
来
、
「
紫
苑
物
語
」
「
八
幡
縁
起
」
「
修
羅
」
は
連
環
性
が
論
じ
ら
れ

て
き
た
が
、
単
純
に
そ
う
言
え
な
い
。 

 

「
紫
苑
物
語
」
と
「
八
幡
縁
起
」
の
間
に
は
約
二
年
の
期
間
が
空
き
、
こ
の
間
に
石
川
は
後
に
『
新
釈
古
事
記
』
と
し
て
完
成
す
る
こ
と

に
な
る
、
「
神
神
―
古
事
記
物
語
」
を
東
洋
経
済
新
報
社
が
刊
行
し
て
い
た
『
総
合
』
一
九
五
七
年
五
月
創
刊
号
か
ら
六
回
に
わ
た
っ
て
掲

載
し
「
新
釈
古
事
記
」
の
中
巻
十
二
章
に
あ
た
る
部
分
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
死
の
あ
た
り
ま
で
書
く
が
、
『
総
合
』
は
わ
ず
か
半
年
で
休
刊

す
る
こ
と
で
一
度
中
断
し
て
し
ま
う
。 

 

先
に
触
れ
た
『
新
潮
』
「
創
作
合
評
」
で
も
す
で
に
「
石
川
さ
ん
は
「
古
事
記
」
み
た
い
な
も
の
を
書
き
か
け
て
い
た
で
し
よ
う
。
あ
れ

の
余
滴
み
た
い
な
も
の
じ
や
な
い
か
な
」
と
平
野
謙
に
言
わ
れ
て
お
り
、
「
八
幡
縁
起
」
と
『
新
釈
古
事
記
』
と
の
関
連
性
へ
の
言
及
が
全

く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
二
つ
を
詳
細
に
比
較
し
た
論
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
実
際
こ
の
二
つ
を
比
べ
て
み
る
と
似

た
よ
う
な
記
述
が
さ
れ
て
い
る
。 

 

例
え
ば
、
『
新
釈
古
事
記
』
の
中
に
「
あ
り
え
た
は
ず
の
歴
史
上
の
事
件
も
個
人
の
哀
歓
も
、
す
べ
て
空
に
帰
し
て
、
こ
の
伝
承
が
ま
つ

た
く
ほ
ろ
び
て
ゐ
る
の
は
、
の
ち
の
蘇
我
氏
の
滅
亡
と
係
る
と
こ
ろ
に
あ
る
や
う
に
い
は
れ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
先
に
引
用
し
た
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「
八
幡
縁
起
」
の
中
で
の
木
地
師
一
族
の
老
人
の
言
葉
に
重
な
る
。 

 
そ
の
他
『
新
釈
古
事
記
』
と
「
八
幡
縁
起
」
の
具
体
的
な
相
似
点
を
挙
げ
る
と
「
新
釈
古
事
記
」
で 

祭
祀
の
式
さ
だ
ま
つ
て
、
政
治
の
仕
掛
け
も
ま
た
と
と
の
ふ
。
後
世
は
こ
こ
で
大
む
か
し
の
祭
政
一
致
と
い
ふ
こ
と
の
意
味
を
お
も
ひ

出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
社
の
庫
に
納
め
た
武
器
は
、
非
常
の
と
き
、
こ
れ
を
取
つ
て
い
く
さ
に
使
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
神
威
す
な

は
ち
武
威
。
大
和
国
原
の
固
め
、
こ
こ
に
成
る
。 

と
書
か
れ
る
と
こ
ろ
は
、
「
八
幡
縁
起
」
末
尾
で
高
師
直
が 

宮
の
あ
る
と
こ
ろ
、
か
な
ら
ず
宝
庫
あ
り
。
宝
と
い
へ
ば
、
つ
る
ぎ
太
刀
と
き
は
ま
つ
た
。
す
な
は
ち
、
要
害
の
地
に
か
ね
て
武
具
を

秘
め
お
い
て
、
緩
急
に
そ
な
へ
た
ぞ
。
そ
の
を
り
に
こ
そ
、
神
も
ま
ん
ざ
ら
無
用
の
も
の
で
は
な
か
つ
た 

と
言
う
と
こ
ろ
に
重
な
り
、
神
聖
な
も
の
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
背
後
に
は
実
は
人
間
の
思
惑
が
あ
り
、
神
を
あ
が
め
て
い
る
様
で
そ
の
実
、

人
間
が
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
八
幡
縁
起
」
と
『
新
釈
古
事
記
』
に
共
通
す
る
記
述
が
他
に
も
見
つ
け
ら

れ
る
。 

 

「
紫
苑
物
語
」
に
は
具
体
的
な
舞
台
設
定
や
〈
正
史
〉
へ
の
疑
義
と
い
う
視
点
が
な
い
の
に
対
し
て
、
『
古
事
記
』
に
独
自
の
解
釈
を
加

え
る
と
い
う
作
業
を
し
た
こ
と
が
、
「
八
幡
縁
起
」
以
降
に
歴
史
や
伝
承
を
素
材
に
し
つ
つ
そ
れ
を
改
変
す
る
と
い
う
手
法
に
大
き
な
ヒ
ン

ト
を
与
え
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
「
八
幡
縁
起
」
に
先
だ
っ
て
『
新
釈
古
事
記
』
の
前
半
部
分
を
雑
誌
に
掲
載
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
「
八

幡
縁
起
」
と
平
行
し
て
、
『
新
釈
古
事
記
』
の
残
り
の
部
分
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を
考
え
る
と
、

『
新
釈
古
事
記
』
と
「
八
幡
縁
起
」
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
近
付
く
必
然
性
が
見
え
て
く
る
。
一
九
六
〇
年
に
『
新
釈
古
事
記
』
が
完
成

（
１
４
）

さ
れ

た
こ
と
を
考
え
る
と
「
八
幡
縁
起
」
と
同
時
に
残
り
の
部
分
が
執
筆
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。 

 

『
新
釈
古
事
記
』
で
神
話
や
伝
承
あ
る
い
は
歴
史
に
注
釈
を
加
え
る
と
い
う
作
業
を
経
験
し
た
石
川
は
、
今
度
は
そ
れ
を
小
説
創
作
の
中

に
持
ち
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
「
八
幡
縁
起
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
具
体
的
に
確
認
し
て
い
き
た
い
。 
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ま
ず
古
代
の
荒
玉
が
策
略
を
練
り
石
別
た
ち
の
住
む
岩
山
に
国
の
者
た
ち
が
侵
入
し
始
め
る
と
こ
ろ
に
「
空
に
は
大
ガ
ラ
ス
の
む
れ
、
く

ろ
ぐ
ろ
と
飛
び
舞
ひ
下
つ
て
、
」
と
空
に
カ
ラ
ス
が
舞
う
姿
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
石
別
た
ち
が
岩
山
に
侵
略
者
が
来
る
気
配
を
感
じ
る

場
面
で
も
、
「
に
は
か
に
羽
音
ざ
わ
ざ
わ
と
、
大
ガ
ラ
ス
の
声
が
し
き
り
に
凶
を
告
げ
た
」
と
カ
ラ
ス
が
飛
び
交
う
姿
か
ら
異
変
が
起
こ
る

こ
と
を
察
知
し
た
こ
と
が
書
か
れ
る
。
カ
ラ
ス
が
騒
ぎ
立
つ
様
子
は
岩
山
を
攻
め
る
大
軍
に
脅
え
た
か
ら
だ
と
書
か
れ
る
。 

 

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
カ
ラ
ス
が
登
場
す
る
の
か
。
そ
れ
は
『
古
事
記
』
の
記
述
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
す
で
に
記

紀
歌
謡
と
「
八
幡
縁
起
」
の
中
に
出
て
く
る
和
歌
と
の
比
較
を
通
し
て
石
別
の
モ
デ
ル
が
古
事
記
に
出
て
く
る
石
押
分
之
子
で
は
な
い
か
と

い
う
指
摘
は
さ
れ
て
い
る

（
１
５
）

。
だ
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
点
は
記
紀
歌
謡
の
引
用
だ
け
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
石
押
分
之
子
が
出
て
く
る
と
こ

ろ
に
こ
の
カ
ラ
ス
の
描
写
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

『
古
事
記
』
の
中
の
神
武
東
征
の
記
述
の
中
で
、
高
木
大
神
が
神
武
に
夢
で
お
告
げ
を
与
え
八
咫
烏
の
先
導
に
従
っ
て
進
む
こ
と
を
指
示

す
る
。
そ
う
す
る
と
神
武
の
一
行
の
前
に
次
々
と
そ
の
土
地
の
国
つ
神
が
現
れ
る
が
、
反
抗
す
る
こ
と
な
く
恭
順
の
意
を
示
す
。
石
別
の
モ

デ
ル
と
さ
れ
る
、
石
押
分
之
子
も
神
武
を
自
ら
迎
え
に
行
き
、
岩
山
に
穴
を
掘
っ
て
神
武
の
進
む
道
を
切
り
拓
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

（
１
６
）

。 

 

『
古
事
記
』
で
は
八
咫
烏
が
神
武
の
征
服
が
平
穏
に
順
調
に
進
ん
で
行
く
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
八
幡
縁
起
」
で
は
岩
山
の
平
穏
な
木
地
師
一
族
の
暮
ら
し
が
脅
か
さ
れ
る
前
触
れ
と
し
て
大
ガ
ラ
ス
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

付
け
加
え
て
言
え
ば
『
新
釈
古
事
記
』
で
は
こ
の
場
面
が
書
か
れ
る
前
に
「
死
ん
だ
あ
と
か
ら
追
ひ
か
け
て
、
別
の
名
が
つ
く
や
う
に
な

る
と
、
だ
い
ぶ
人
間
く
さ
い
。
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
、
そ
の
兄
イ
ツ
セ
と
、
も
う
二
柱
と
も
い
へ
ま
い
」
と
神
武
の
人
間
性
を
あ
え
て

強
調
す
る
よ
う
な
記
述
を
挿
入
し
て
い
る
。
天
つ
神
の
御
子
と
し
て
の
神
武
の
姿
を
描
く
『
古
事
記
』
に
対
し
て
、
人
間
の
営
み
と
し
て
の

ま
つ
り
ご
と
を
強
調
す
る
あ
た
り
も
石
川
の
意
図
が
見
え
て
く
る
。
「
八
幡
縁
起
」
で
は
さ
ら
に
神
の
御
子
が
平
定
し
た
と
さ
れ
て
い
る
部

分
を
〈
賊
〉
の
侵
略
と
書
き
改
め
て
い
る
の
だ
。 

 

以
上
は
『
古
事
記
』
の
記
述
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
改
変
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
末
尾
の
南
北
朝
時
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代
の
部
分
を
確
認
し
た
い
。 

 
高
師
直
が
八
幡
宮
に
火
を
放
と
う
と
す
る
の
を
手
下
の
者
が
「
こ
の
山
に
は
八
幡
宮
立
た
せ
た
ま
ふ
。
こ
れ
源
氏
の
氏
神
な
る
に
、
火
を

も
つ
て
宮
を
焼
く
こ
と
、
お
そ
れ
あ
る
べ
き
か
」
と
反
対
す
る
の
も
聞
か
ず
、
「
宮
は
そ
も
そ
も
神
を
祀
る
た
め
で
は
な
く
、
武
具
を
秘
め

る
た
め
」
と
い
う
人
間
の
事
情
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
そ
れ
で
も
「
さ
れ
ど
、
八
幡
は
源
氏
守
護
の
」 

と
食
い
下
が

ら
れ
る
と
、
「
源
氏
と
は
な
に
か
。
源
氏
は
お
れ
よ
。
こ
の
お
れ
が
源
氏
ぢ
や
。
源
氏
の
世
と
は
、
す
な
は
ち
お
れ
の
世
ぢ
や
。
お
れ
の
守

護
は
お
れ
の
手
で
す
る
。
こ
の
お
れ
の
世
は
お
れ
の
力
で
ひ
ら
く
わ
。
八
幡
に
は
た
の
ま
ぬ
て
」
と
応
え
、
誰
か
の
手
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た

神
に
頼
ら
ず
に
生
き
る
師
直
の
姿
が
描
か
れ
て
終
わ
る
。 

 

こ
の
場
面
は
『
太
平
記
』
巻
第
二
十
「
八
幡
宮
炎
上
の
事
」
の
「
か
の
八
幡
大
菩
薩
と
申
す
は
、
忝
く
も
王
城
鎮
守
の
宗
廟
に
て
、
こ
と

さ
ら
源
家
崇
敬
の
霊
神
な
れ
ば
、
敵
よ
も
社
壇
を
焼
く
ほ
ど
の
事
あ
ら
じ
と
官
軍
油
断
し
け
る
に
や
、
城
中
あ
わ
て
さ
わ
い
で
、
煙
の
下
に

迷
倒
す

（
１
７
）

」
の
部
分
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
『
太
平
記
』
本
文
で
は
ま
さ
か
宮
城
鎮
護
の
神
で
あ
り
、
源
氏
の
氏
神
で
も
あ
る
八
幡

宮
の
あ
る
山
に
攻
撃
を
仕
掛
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
敵
を
欺
く
、
バ
サ
ラ
大
名
と
し
て
の
師
直
の
奇
抜
な
戦
略
を
描
い
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
対
し
て
「
八
幡
縁
起
」
に
現
れ
る
師
直
は
古
代
よ
り
脈
々
と
続
け
ら
れ
て
き
た
〈
正
統
性
〉
を
担
保
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の

を
焼
き
払
い
、
自
ら
の
手
で
自
分
の
権
威
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
今
ま
で
の
権
力
者
と
は
違
う
存
在
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
。 

 

四 

〈
歴
史
〉
を
問
う
存
在 

  

前
節
で
は
、
荒
玉
に
始
ま
る
古
代
か
ら
多
く
の
権
力
者
が
〈
正
統
性
〉
確
保
の
た
め
に
築
き
上
げ
て
き
た
シ
ス
テ
ム
を
、
高
師
直
は
自
ら

が
「
源
氏
」
で
あ
り
自
ら
が
「
神
」
に
な
る
こ
と
で
崩
そ
う
と
す
る
点
で
今
ま
で
の
権
力
者
と
は
違
う
点
が
示
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
て
き
た
。

し
か
し
〈
神
〉
を
僭
称
す
る
こ
と
で
自
ら
が
〈
正
統
〉
な
権
力
の
継
承
者
で
あ
る
と
い
う
仕
組
み
そ
の
も
の
は
利
用
し
て
い
る
わ
け
で
、
古
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代
か
ら
脈
々
と
権
力
者
が
使
っ
て
き
た
手
法
か
ら
自
由
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
権
力
者
は
時
代
が
移
る
に
つ
れ
て
次
々
と
現
れ
て

は
消
え
て
と
変
化
し
て
い
く
が
、
自
ら
〈
正
統
性
〉
を
示
す
た
め
〈
神
〉
を
収
奪
し
、
僭
称
し
、
そ
し
て
〈
正
史
〉
と
し
て
ま
が
い
も
の
の

歴
史
を
編
纂
す
る
と
い
う
や
り
口
だ
け
は
継
承
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
一
時
は
権
勢
を
誇
る
権
力
者
も
栄
枯
盛
衰
し
あ
る
一
族
だ
け
が
永
続

す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
作
中
に
書
か
れ
な
い
が
高
師
直
も
こ
の
後
南
朝
と
の
戦
い
で
敗
れ
、
滅
ん
で
い
く

（
１
８
）

。 

 

「
八
幡
縁
起
」
は
古
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
至
る
世
の
人
々
が
、
〈
正
統
性
〉
を
巡
っ
て
画
策
す
る
様
子
を
『
古
事
記
』
や
『
太
平
記
』

の
記
述
を
踏
ま
え
そ
れ
を
改
変
す
る
こ
と
で
描
か
れ
て
い
く
。
だ
が
こ
こ
で
不
可
欠
な
存
在
は
、
世
の
人
々
の
暮
ら
す
里
の
外
部
に
置
か
れ
、

そ
れ
を
批
判
的
に
見
つ
め
る
木
地
師
一
族
の
眼
差
し
で
あ
る
。 

 

山
の
木
地
師
一
族
は
「
こ
の
里
の
け
し
き
と
、
岩
の
中
の
石
別
と
、
何
の
関
係
も
あ
る
は
ず
が
無
か
つ
た
」
あ
る
い
は
「
山
の
一
日
は
里

の
暦
の
ご
と
く
で
は
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
単
に
住
ん
で
い
る
場
所
が
山
と
人
里
か
の
違
い
に
留
ま
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
里
の

支
配
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
〈
正
史
〉
や
そ
の
論
理
に
絡
め
取
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
外
部
の
視
線
が
あ
る

こ
と
で
、
里
の
内
部
で
は
自
明
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
亀
裂
を
入
れ
る
働
き
を
し
て
い
る
。 

 

野
口
武
彦
は
、
石
川
淳
が
「
歴
史
小
説
の
う
ち
に
、
な
ぜ
、
あ
る
意
味
で
は
固
執
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
か
く
も
被
差
別
者
の
サ
ガ
を

歌
い
上
げ
て
き
た
か
に
思
い
を
致
す
こ
と
に
な
る
」
と
、
〈
国
家
〉
の
支
配
の
外
部
に
置
か
れ
た
者
の
視
線
が
繰
り
返
し
小
説
の
中
に
現
れ

る
と
指
摘
し
て
い
る

（
１
９
）

。 

 

そ
こ
で
「
八
幡
縁
起
」
に
関
し
て
さ
ら
に
付
け
加
え
て
論
じ
る
べ
き
こ
と
は
、
〈
正
史
〉
を
否
定
す
る
存
在
で
あ
る
、
「
木
地
師
」
た
ち

の
〈
正
史
〉
も
実
は
事
前
に
否
定
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。 

 

実
在
し
た
木
地
師
た
ち
の
伝
承
で
は
そ
の
発
祥
の
〈
神
話
〉
を
文
徳
天
皇
の
皇
子
惟
喬
親
王
を
祖
神
と
し
て
い
る
。
ま
た
木
地
師
た
ち
の

血
統
の
〈
正
統
性
〉
を
担
保
す
る
「
木
地
屋
文
書
」
を
持
ち
独
特
の
習
俗
を
残
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
本
来
「
木
地
師
」
に
つ
い
て

語
る
場
合
、
付
い
て
回
る
の
が
、
「
惟
喬
親
王
」
を
祖
と
す
る
と
い
う
伝
説
で
あ
る
。
惟
喬
親
王
は
本
来
天
皇
に
な
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
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の
に
も
関
わ
ら
ず
、
政
争
に
敗
れ
都
を
追
わ
れ
た
悲
劇
の
皇
子
と
し
て
語
ら
れ
る
「
天
皇
伝
説
」
の
説
話
を
持
っ
て
い
る
。
非
定
住
民
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
被
差
別
民
で
も
あ
っ
た
「
木
地
師
」
に
と
っ
て
、
「
惟
喬
親
王
」
が
由
来
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
貴
種
流
離
的
な
自
ら
の

〈
正
統
性
〉
を
支
え
る
根
拠
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
木
地
師
研
究
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

（
２
０
）

。 

 

し
か
し
「
八
幡
縁
起
」
で
は
そ
の
こ
と
に
一
切
触
れ
ず
、
木
地
師
の
祖
は
岩
山
の
石
別
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
本
来
は
〈
正
統
〉
で
あ

っ
た
「
惟
喬
親
王
」
の
伝
承
を
持
つ
わ
け
だ
が
、
あ
え
て
「
八
幡
縁
起
」
に
お
い
て
木
地
師
一
族
を
実
際
の
「
木
地
師
」
た
ち
の
伝
承
に
依

拠
さ
せ
な
い
。
そ
の
こ
と
が
里
で
行
わ
れ
続
け
て
い
る
〈
正
統
性
〉
の
主
張
の
連
鎖
と
〈
正
史
〉
の
編
纂
と
い
う
同
じ
落
と
し
穴
に
は
ま
ら

ず
、
一
切
の
里
の
権
威
の
伝
承
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
彼
ら
の
視
線
に
よ
っ
て
、
権
力
者
に
よ
っ
て
都
合
良
く
書
か
れ
た
〈
正
史
〉
と

い
う
も
の
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
に
も
な
る
。 

 

言
う
ま
で
も
な
く
「
八
幡
縁
起
」
に
お
け
る
〈
正
史
〉
批
判
は
、
客
観
的
な
実
証
史
学
を
も
っ
て
批
判
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
物
語

内
容
そ
の
も
の
が
〈
正
史
〉
や
、
〈
正
し
さ
〉
と
い
う
土
俵
そ
の
も
の
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
「
八
幡
縁
起
」
で
は
里
の
者
が
、
〈
正
統
〉
を
作
り
上
げ
る
シ
ス
テ
ム
だ
け
を
残
し
て
盛
衰
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、
山

に
住
む
木
地
師
一
族
は
脈
々
と
時
代
を
経
て
も
続
い
て
行
く
こ
と
に
な
る
。 

 

里
の
者
た
ち
が
〈
正
統
性
〉
を
巡
っ
て
論
理
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
山
の
木
地
師
た
ち
を
支
え
る
論
理
は
何
か
。
そ
れ
は
石

別
が
言
う
「
今
の
こ
と
は
す
な
は
ち
末
の
こ
と
ぢ
や
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。 

 

里
の
者
た
ち
が
「
今
」
と
い
う
語
を
繰
り
返
し
使
う
の
に
対
し
て
、
木
地
師
た
ち
は
〈
今
〉
と
〈
末
〉
の
連
続
性
を
意
識
し
て
い
る
。
「
八

幡
縁
起
」
の
持
つ
批
評
性
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
実
証
史
学
を
持
っ
て
〈
正
史
〉
を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
木
地
師
の
存
在
そ

の
も
の
が
、
変
わ
ら
ず
に
山
に
住
み
、
「
今
の
こ
と
を
は
す
な
わ
ち
末
の
こ
と
」
と
〈
過
去
〉
や
〈
未
来
〉
を
〈
現
在
〉
と
分
節
す
る
の
で

は
な
く
、
〈
現
在
〉
こ
そ
が
〈
過
去
〉
と
〈
未
来
〉
に
接
続
し
得
る
場
な
の
だ
と
連
続
性
を
意
識
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
都
合
の
悪

い
〈
過
去
〉
を
忘
却
し
、
都
合
の
良
い
よ
う
に
〈
正
史
〉
を
編
纂
す
る
里
の
者
た
ち
の
振
る
舞
い
に
対
し
て
、
〈
過
去
〉
と
〈
未
来
〉
を
背
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負
う
木
地
師
一
族
の
歴
史
観
・
時
間
観
念
は
対
照
的
だ
と
言
え
る
。 

 

五 

終
わ
り
に
―
―
〈
正
し
い
〉
歴
史
へ
の
問
い 

  

「
八
幡
縁
起
」
で
は
〈
正
史
〉
批
判
を
す
る
上
で
、
単
に
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
い
う
〈
偽
史
〉
の
物
語
を
描
い
て
対
抗
す
る
こ
と
で
終

わ
る
こ
と
な
く
、
先
に
論
じ
た
よ
う
に
同
じ
〈
正
統
性
〉
や
〈
正
史
〉
の
正
し
さ
を
巡
る
争
い
と
い
う
隘
路
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
「
八
幡
縁
起
」
が
問
い
か
け
る
も
の
は
〈
正
し
い
歴
史
〉
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
れ
は
客
観
的
・
実
証
的
な
史
学
と
も
土
台
を
異
に
す
る
も
の
で
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
小
説
と
い

う
虚
構
空
間
で
あ
る
か
ら
こ
そ
投
げ
か
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

デ
リ
ダ
は
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』
に
お
い
て
「
現
在
と
し
て
の
現
在
」
の
安
定
性
が
崩
壊
し
、
現
在
に
「
過
去
」
が
入
り
込
ん
で
し

ま
う
と
い
う
反
時
間
的
な
出
来
事
が
起
こ
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
、
通
時
的
な
〈
他
者
〉
へ
の
応
答
可
能
性
・
責
任
が
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る

（
２
１
）

。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
〈
過
去
〉
だ
け
で
は
な
く
〈
未
来
〉
さ
え
も
そ
の
反
時
間
的
な
空
間
の
中
に
は
現
存
し
得
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

と
す
る
と
、
石
別
か
ら
始
ま
る
こ
の
木
地
師
一
族
が
「
今
の
こ
と
は
末
の
こ
と
」
と
い
う
歴
史
観
は
、
〈
過
去
〉
〈
現
在
〉
〈
未
来
〉
へ

と
分
節
す
る
整
序
さ
れ
た
歴
史
観
そ
の
の
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
り
、
〈
正
史
〉
あ
る
い
は
〈
正
し
い
〉
歴
史
と
い
う
観
念
そ
の
も
の
を
問

い
直
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
こ
に
客
観
的
・
実
証
的
事
実
と
は
違
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
『
八
幡
縁
起
』
の
醍
醐
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
客
観
的
事

実
を
積
み
上
げ
て
検
討
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
『
八
幡
縁
起
』
で
描
か
れ
る
〈
偽
史
〉
も
ま
た
ま
が
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
。
し
か

し
〈
正
統
性
〉
の
全
く
の
外
部
に
い
る
木
地
師
一
族
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
新
た
な
問
題
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
向
に
向
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か
っ
て
一
方
的
に
流
れ
、
忘
却
を
繰
り
返
す
時
間
・
歴
史
の
感
覚
で
は
な
い
。
〈
過
去
〉
と
向
き
合
い
続
け
る
こ
と
が
〈
未
来
〉
へ
と
繋
が

る
と
い
う
連
続
性
を
意
識
す
る
も
の
で
、
言
い
換
え
れ
ば
時
間
の
流
れ
を
意
識
の
中
で
縦
横
に
往
還
し
な
が
ら
歴
史
に
向
き
合
っ
て
い
く
姿

勢
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
が
固
定
化
し
完
成
化
す
る
こ
と
へ
の
拒
絶
で
あ
る
と
も
言
え
る
。 

 

以
上
の
通
り
「
八
幡
縁
起
」
を
考
察
し
て
き
た
が
、
小
説
の
舞
台
と
し
て
歴
史
的
空
間
を
選
ん
で
は
い
る
が
、
け
し
て
現
実
を
見
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
戦
後
の
現
実
の
社
会
の
様
相
が
変
化
し
過
去
や
歴
史
を
都
合
良
く
美
化
し
、
享
受
し
よ
う
と
す
る
状
況
に
お
い

て
、
今
ま
で
の
現
代
だ
け
を
描
く
表
現
が
通
用
し
な
く
な
っ
た
中
で
新
し
い
方
法
を
模
索
し
た
。
そ
こ
に
は
〈
正
史
〉
そ
の
も
の
が
依
拠
し

よ
う
と
す
る
土
台
そ
の
も
の
を
揺
る
が
す
批
判
意
識
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

 

転
換
期
を
経
て
そ
の
後
「
修
羅
」
で
は
よ
り
伝
承
か
ら
も
実
証
史
学
の
成
果
か
ら
も
離
れ
た
偽
史
を
描
き
、
以
後
晩
年
の
長
編
小
説
ま
で

そ
の
方
法
を
継
承
し
て
い
く
。
思
え
ば
晩
年
に
書
か
れ
る
長
編
小
説
『
狂
風
記
』
や
『
六
道
遊
行

（
２
２
）

』
は
〈
過
去
〉
と
の
往
還
が
物
語
内
容
の

主
軸
に
な
っ
て
い
く
偽
史
の
物
語
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
や
は
り
「
八
幡
縁
起
」
は
石
川
淳
の
文
学
活
動
の
転

換
点
と
し
て
再
考
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

注 

（
１
）
石
川
淳
『
修
羅
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
八
年
八
月
）
（
「
八
幡
縁
起
」
「
修
羅
」
） 

（
２
）
菅
野
昭
正
は
「
石
川
淳
の
方
法
―
―
そ
の
近
作
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
批
評
』
一
九
五
九
年
春
号
）
に
お
い
て
、
発
表
当
時
い
ち

早
く
「
紫
苑
物
語
」
「
八
幡
縁
起
」
「
修
羅
」
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の

共
通
点
が
世
俗
の
入
り
こ
ま
な
い
「
物
語
が
純
化
」
さ
れ
た
世
界
に
到
達
し
て
い
る
と
い
う
抽
象
的
な
論
に
留
ま
っ
て
い
る
。 

（
３
）
山
口
俊
雄
「
石
川
淳
「
白
頭
吟
」
論
―
―
左
翼
運
動
・
一
九
二
一
年
と
一
九
五
六
年
と
」
（
『
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
国

文
科
編
』
第
五
四
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
） 
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（
４
）
〈
革
命
小
説
〉
と
は
一
九
五
〇
年
代
前
半
に
書
か
れ
た
「
鷹
」
（
一
九
五
三
年
三
月
）
、
「
珊
瑚
」
（
一
九
五
三
年
一
一
月
）

「
鳴
神
」
（
一
九
五
四
年
三
月
）
な
ど
を
指
す
。
こ
れ
ら
は
現
実
社
会
の
中
で
〈
革
命
〉
が
起
こ
る
こ
と
を
ス
ト
ー
リ
ー
の
基
軸
に
お

い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。 

（
５
）
杉
浦
晋
「
石
川
淳
『
鷹
』
試
論
―
―
二
つ
の
「
鳩
」
と
「
鷹
」
を
め
ぐ
る
試
み
―
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
二
〇
一
一
年
一
月
） 

（
６
）
「
至
福
千
年
」
は
『
世
界
』
誌
上
に
一
九
六
五
年
一
月
か
ら
一
九
六
六
年
一
〇
月
ま
で
連
載
さ
れ
、
一
九
六
七
年
二
月
に
岩
波

書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。 

（
７
）
「
狂
風
記
」
は
一
九
七
一
年
二
月
に
創
刊
さ
れ
て
ま
も
な
い
『
す
ば
る
』
で
連
載
が
始
ま
り
、
そ
の
後
一
九
八
〇
年
四
月
に
完

結
す
る
。
同
年
一
〇
月
に
『
狂
風
記
』
上
・
下
と
し
て
集
英
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。 

（
８
）
紀
元
節
復
活
運
動
が
新
聞
紙
上
で
紹
介
さ
れ
た
例
を
あ
げ
る
と
「
紀
元
節
が
第
一
位 

総
理
府
に
届
た
国
民
の
声
」
（
『
読
売

新
聞
』
一
九
四
八
年
二
月
六
日
朝
刊
）
、
「
タ
ク
シ
ー
に
日
の
丸 

復
活
決
議
で
気
勢
を
あ
げ
る
」
（
『
読
売
新
聞
』
一
九
五
七
年
二

月
一
一
日
夕
刊
）
、
「
ま
か
り
通
る
紀
元
節 

東
京
で
は
昔
通
り
の
式
典 

多
い
旧
軍
人
の
参
加
」
（
『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
七
年
二

月
一
一
日
朝
刊
）
な
ど
が
あ
り
、
二
月
一
一
日
前
後
に
各
地
で
集
会
や
デ
モ
行
進
を
繰
り
広
げ
て
い
る
様
子
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

（
９
）
デ
リ
ダ
の
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』
（
原
著
：
一
九
六
七
年
、
足
立
和
浩
訳
、
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
四
年
九
月
）

で
は
〈
名
づ
け
る
〉
こ
と
は
連
続
し
て
い
た
も
の
を
切
断
し
、
そ
れ
を
領
有
し
よ
う
と
す
る
根
源
的
な
暴
力
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
論
じ
て
い
る
。 

（
１０
）
『
読
売
新
聞
』
一
九
五
八
年
二
月
三
日
朝
刊
に
お
け
る
和
歌
森
太
郎
・
遠
山
茂
樹
・
家
永
三
郎
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る 

（
１１
）
石
川
淳
・
萩
原
延
寿 

対
談
「
歴
史
・
人
間
・
芸
術
」
（
『
間
間
録
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
七
月
二
五
日
）
。
こ
こ
で

石
川
は
「
史
料
一
般
に
つ
い
て
、
野
乗
を
ば
か
に
す
る
な
」
と
も
語
っ
て
い
る
。 

（
１２
）
石
川
淳
「
人
生
ノ
ー
ト 

狂
気
と
正
気
」
（
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
一
九
五
六
年
四
月
二
二
日
）
「
あ
た
ま
の
ワ
ク
の
せ
ま
い
代



� 1818 
 

議
士
が
小
選
挙
区
制
を
好
む
の
は
、
キ
チ
ガ
ヒ
の
縁
の
ふ
か
い
し
る
し
で
あ
る
」
と
強
烈
に
鳩
山
一
郎
政
権
を
批
判
し
て
い
る
。 

（
１３
）
岸
信
介
は
総
理
大
臣
就
任
に
す
る
と
年
頭
記
者
改
憲
な
ど
で
繰
り
返
し
自
主
独
立
の
た
め
に
「
安
保
改
定
」
と
「
自
主
憲
法
」

の
制
定
の
必
要
性
を
語
っ
て
い
る
。
岸
に
対
し
て
石
川
淳
は
「
自
由
に
つ
い
て
」
（
『
東
京
新
聞
』
一
九
六
〇
年
二
月
二
一
日
～
二
三

日
夕
刊
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
露
骨
に
嫌
悪
感
を
表
し
以
下
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
「
前
科
者
は
十
五
年
ま
へ
に
自
分
の
腹
を

切
る
す
べ
を
知
ら
な
か
つ
た
代
り
に
、
ふ
た
た
び
人
民
に
腹
を
切
ら
せ
る
と
い
ふ
旧
悪
手
口
は
わ
す
れ
な
か
つ
た
。
」 

（
１４
）
『
新
釈
古
事
記
』
は
東
洋
経
済
新
報
刊
『
総
合
』
創
刊
号
（
一
九
五
七
年
五
月
）
か
ら
一
〇
月
号
に
「
神
神
―
―
古
事
記
物

語
」
と
題
し
て
二
六
章
ま
で
連
載
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
『
総
合
』
が
休
刊
し
、
中
断
さ
れ
る
が
、
筑
摩
書
房
が
企
画
し
た
、
古
典
の
現

代
語
訳
の
全
集
の
『
古
典
日
本
文
学
全
集
』
の
『
１
巻 

古
事
記
・
日
本
霊
異
記
・
風
土
記
・
古
代
歌
謡
』
に
収
録
さ
れ
一
九
六
〇
年

五
月
四
日
に
刊
行
さ
れ
る
。 

（
１５
）
「
八
幡
縁
起
」
に
お
け
る
記
紀
歌
謡
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
青
柳
達
雄
が
『
石
川
淳
の
文
学
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
三
年

八
月
）
に
お
い
て
素
材
の
モ
チ
ー
フ
を
検
証
す
る
な
か
で
論
じ
て
い
る
。 

（
１６
）
『
古
事
記
』
中
巻
〔
四
〕
「
八
咫
烏
の
先
導
」
原
文
書
き
下
し
（
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
『
新
編
日
本
文
学
全
集
１ 

古
事
記
』
（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
六
月
）
参
照
） 

是
に
、
亦
、
高
木
大
神
の
命
以
て
、
覚
し
て
白
し
く
、
「
天
つ
神
御
子
、
此
よ
り
奥
つ
方
に
便
ち
入
り
幸
す
こ
と
莫
れ
。

荒
ぶ
る
神
、
甚
多
し
。
今
、
天
よ
り
八
咫
烏
を
遣
は
さ
む
。
」
故
、
其
の
八
咫
烏
、
引
道
き
て
む
。
其
の
立
た
む
後
よ
り

幸
行
す
べ
し
」
と
ま
を
し
き
。 

 
 

（
略
） 

即
ち
、
そ
の
山
に
入
れ
ば
、
亦
、
尾
生
ひ
た
る
人
に
遇
ひ
き
。
此
の
人
、
巌
を
押
し
分
け
て
出
で
来
た
り
。
爾
く
し
て
、

問
ひ
し
く
、
「
汝
は
、
誰
ぞ
」
と
と
ひ
し
に
、
答
へ
て
白
し
し
く
、
「
僕
は
、
国
つ
神
、
名
は
石
押
分
之
子
と
謂
ふ
。
今
、
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天
つ
神
御
子
幸
行
し
ぬ
と
聞
き
つ
る
が
故
に
、
参
ゐ
向
か
え
た
ら
く
の
み
」
と
ま
を
し
き
。
其
地
よ
り
蹈
穿
ち
て
、
宇
陀

に
越
え
幸
し
き
。
故
、
宇
陀
の
穿
と
曰
ふ
。 

（
１７
）
長
谷
川
端
校
注
『
新
編
日
本
文
学
全
集
５
５ 

太
平
記
②
』
（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
三
月
小
学
館
） 

（
１８
）
高
師
直
は
最
後
南
朝
と
の
戦
い
で
敗
れ
て
い
る
。
幸
徳
秋
水
が
大
逆
事
件
の
裁
判
で
南
朝
に
つ
な
が
る
現
在
の
皇
室
を
逆
賊

呼
ば
わ
り
す
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
南
北
朝
正
閏
問
題
が
起
き
て
い
る
。 

（
１９
）
野
口
武
彦
「
江
戸
が
か
ら
に
な
る
日
」
（
『
江
戸
が
か
ら
に
な
る
日
―
―
石
川
淳
論
第
二
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
六
月
） 

（
２０
）
日
本
木
地
師
学
会
編
『
木
地
師
・
光
と
影
―
も
う
一
つ
の
森
の
文
化
』
（
牧
野
出
版
、
一
九
九
七
年
八
月
）
に
よ
れ
ば
、
木
地

師
た
ち
は
「
御
墨
付
き
」
の
「
木
地
屋
文
書
」
と
称
す
る
偽
文
書
の
綸
旨
と
免
状
の
写
し
を
持
ち
、
山
々
を
往
来
す
る
〈
正
統
〉
な
根

拠
と
し
て
き
た
。 

（
２１
）
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』
（
原
著
：
一
九
九
三
年
、
増
田
一
夫
訳
、
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
七
年
九
月
） 

（
２２
）
「
六
道
遊
行
」
は
『
す
ば
る
』
誌
上
に
一
九
八
一
年
六
月
か
ら
翌
年
一
二
月
ま
で
連
載
さ
れ
、
一
九
八
三
年
四
月
に
集
英

社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。 

   




