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Ⅰ
　
問
題
設
定
と
研
究
史
の
整
理
　

　

本
論
の
目
的
は
、
一
九
四
六
年
四
月
に
筑
摩
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
た
、
柳
田
國

男
『
先
祖
の
話
』
が
も
つ
表
現
機
構
の
特
質
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
か
ら
、
こ
の
テ

キ
ス
ト
が
も
つ
性
格
と
意
義
を
改
め
て
見
直
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
本
論

で
は
、
全
八
一
節
に
わ
た
る
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
各
節
ご
と
に
要
約
し
、
テ
キ

ス
ト
が
も
つ
い
く
つ
か
の
文
脈
と
そ
れ
ら
の
関
わ
り
方
を
抽
出
す
る
。
そ
し
て
そ

こ
か
ら
浮
上
す
る
構
成
面
に
お
け
る
特
色
と
呼
応
す
る
表
現
面
の
特
質
を
検
討
す

る
。
そ
の
う
え
で
、
右
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
形
式
と
不
可
分
に
提
示
さ
れ
る
テ

キ
ス
ト
の
内
容
を
同
時
代
状
況
と
の
関
わ
り
方
と
い
う
点
か
ら
検
証
す
る
。
こ
の

よ
う
な
検
討
を
す
る
理
由
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
発
表
当
時
か
ら
集
め
て
き
た
注

目
や
、
そ
の
後
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
の
一
方
で
、
テ
キ
ス
ト
の
表
現
機
構
の

解
析
や
そ
こ
か
ら
見
出
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
と
時
代
と
の
関
わ
り
方
等
に
関
し
て
は

い
ま
だ
検
討
の
余
地
が
十
分
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
（
一
）。

　

そ
の
よ
う
な
検
討
の
は
じ
ま
り
と
し
て
、
ま
ず
は
『
先
祖
の
話
』
に
関
わ
る
研

究
史
を
繙
き
、
そ
の
整
理
を
し
て
い
こ
う
。
本
論
で
は
、
多
岐
に
わ
た
る
論
点
が

複
雑
に
交
錯
し
た
『
先
祖
の
話
』
に
関
わ
る
研
究
や
言
及
の
蓄
積
を
、
次
の
四
点
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本
論
の
目
的
は
、
柳
田
國
男
『
先
祖
の
話
』
が
も
つ
表
現
機
構
の
特
質
を
掘
り

起
こ
し
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
も
つ
性
格
と
意
義
を
改
め
て
見
出
す
こ
と
で
あ
っ

た
。
Ⅰ
節
で
は
問
題
設
定
と
研
究
史
の
整
理
を
行
っ
た
。
そ
こ
か
ら
Ⅱ
節
で
は
、

匿
名
の
先
祖
へ
の
融
合
に
関
す
る
記
述
を
基
軸
と
し
た
テ
キ
ス
ト
の
構
成
把
握
を

行
い
、『
先
祖
の
話
』
が
も
つ
、
予
め
明
示
さ
れ
な
い
構
成
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
Ⅲ
節
で
は
、
テ
キ
ス
ト
の
行
文
が
も
つ
非
断
定
的
な
性
格
の
強
さ
を
検
証

し
た
。
一
方
Ⅳ
節
で
は
、『
先
祖
の
話
』
と
同
時
代
言
説
と
の
関
連
を
検
討
し
、

こ
の
テ
キ
ス
ト
が
「
神
」
と
「
家
」
の
問
題
に
関
し
て
時
流
と
関
わ
り
を
保
ち
つ

つ
、
し
か
し
そ
の
渦
中
か
ら
は
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
以
上
の
検

討
を
総
合
す
る
と
、
読
み
手
の
能
動
性
が
発
揮
さ
れ
る
余
地
を
保
ち
、
読
み
手
に

思
考
と
発
話
の
主
導
権
を
譲
り
つ
つ
こ
れ
か
ら
の
実
践
に
つ
な
が
る
思
考
の
当
事

者
と
な
る
よ
う
促
す
点
に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
性
格
と
意
義
を
新
た
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
た
。

目
　
次

Ⅰ　

問
題
設
定
と
研
究
史
の
整
理

Ⅱ　

構
成
の
特
色
に
つ
い
て

Ⅲ　

表
現
の
特
色
に
つ
い
て

Ⅳ　

同
時
代
状
況
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

Ⅴ　

結
論

注付
記

キ
ー
ワ
ー
ド
：
柳
田
國
男
、『
先
祖
の
話
』、
構
成
、
表
現
、
同
時
代
状
況

（
一
）
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に
分
け
、
そ
の
概
略
を
確
認
す
る
。
と
同
時
に
、
そ
こ
で
確
認
で
き
る
先
行
研
究

の
見
解
や
主
張
に
対
し
て
、本
論
は
ど
の
よ
う
に
関
与
す
る
の
か
を
述
べ
て
い
く
。

　

第
一
に
は
、
主
題
に
関
す
る
言
及
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
大
公
約

数
的
な
『
先
祖
の
話
』
に
対
す
る
理
解
を
示
す
で
あ
ろ
う
、
事
典
類
に
お
け
る
記

述
に
ま
ず
目
を
む
け
た
い
。
例
え
ば『
柳
田
國
男
事
典
』に
掲
載
さ
れ
て
い
る『
先

祖
の
話
』
に
関
す
る
説
明
を
確
認
す
る
と
、「
柳
田
民
俗
学
の
祖
霊
信
仰
研
究
の

根
幹
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
祖
霊
信
仰
論
と
し
て
の

評
価
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
二
）。
こ
こ
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て

い
る
「
祖
霊
」
に
つ
い
て
、
同
事
典
に
は
、「
先
祖
・
祖
霊
」
と
い
う
項
目
立
て

の
も
と
で
、「
自
分
自
身
が
属
す
る
親
族
組
織
の
始
祖
」
の
存
在
が
「
霊
魂
と
し

て
認
識
さ
れ
た
と
き
に
与
え
ら
れ
る
呼
び
名
」
が
「
祖
霊
」
だ
と
い
う
解
説
も
認

め
ら
れ
る
（
三
）。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
祖
霊
」
に
つ
い
て
は
、『
先
祖
の
話
』
の
文
中
に
お
い
て

直
接
定
義
さ
れ
て
い
る
概
念
で
は
な
い
（
四
）。
そ
の
一
方
で
「
祖
霊
」
が
、
柳
田

の
仮
設
し
た
概
念
で
あ
る
こ
と
や
（
五
）、
柳
田
自
身
の
造
語
で
あ
る
こ
と
が
夙
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
六
）。
そ
の
よ
う
に
『
先
祖
の
話
』
の
主
題
が
「
祖
霊
」
を
め

ぐ
る
点
に
求
め
ら
れ
、
更
に
「
祖
霊
」
じ
た
い
が
柳
田
の
造
語
で
あ
り
、
か
つ
柳

田
に
お
け
る
「
祖
霊
」
研
究
の
中
核
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
『
先
祖
の
話
』

で
あ
る
な
ら
ば
、「
祖
霊
」
に
関
す
る
事
柄
は
、
本
質
的
に
『
先
祖
の
話
』
と
い

う
テ
キ
ス
ト
の
詳
細
な
分
析
と
と
も
に
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
換
言

す
る
な
ら
ば
、
構
成
、
表
現
傾
向
、
同
時
代
言
説
と
の
関
わ
り
等
の
点
か
ら
、
こ

の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「
祖
霊
」
を
め
ぐ
る
表
象
と
主
題
は
見
直
さ
れ
る
必
然
性

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
論
が
Ⅱ
以
下
で
検
討
す
る
内
容
は
、
そ
の
よ

う
な
も
の
に
な
る
予
定
で
あ
る
。

　

続
け
て
第
二
に
は
、
右
に
と
り
あ
げ
た
祖
霊
信
仰
と
拮
抗
す
る
信
仰
や
思
想
を

と
り
あ
げ
、
そ
れ
と
対
照
す
る
こ
と
で
『
先
祖
の
話
』
が
も
つ
傾
向
を
浮
き
彫
り

に
す
る
検
討
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
三
種
に
類
別
し
て
確
認
し
て
お
く
。

　

一
つ
目
は
怨
霊
信
仰
を
と
り
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。
代
表
的
な
論
者
は
小
島
瓔

禮
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
家
を
め
ぐ
る
信
仰
の
展
開
に
お
け
る
怨
霊
信
仰
の
重

要
性
を
指
摘
し
な
が
ら
、『
先
祖
の
話
』に
お
け
る
そ
れ
の
希
薄
さ
に
注
目
す
る（
七
）。

　

二
つ
目
は
、
氏
神
信
仰
に
対
す
る
一
般
的
な
見
解
を
確
認
し
た
う
え
で
、『
先

祖
の
話
』
に
お
け
る
氏
神
信
仰
の
位
置
づ
け
を
問
題
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
代
表

的
な
論
者
と
し
て
は
、中
村
哲（
八
）、高
取
正
男
、橋
本
峰
雄（
九
）を
皮
切
り
と
し
て
、

原
田
敏
明
（
一
〇
）、
有
賀
喜
左
衛
門
（
一
一
）、
井
之
口
章
次
（
一
二
）
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
の
論
考
で
は
、
氏
神
信
仰
は
祖
先
崇
拝
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

説
か
れ
、『
先
祖
の
話
』
に
お
け
る
、
祖
先
へ
の
信
仰
か
ら
氏
神
信
仰
が
派
生
し

た
と
す
る
説
が
独
自
の
少
数
意
見
で
あ
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
氏
神

信
仰
が
祖
先
へ
の
信
仰
に
先
行
す
る
と
い
う
理
解
は
、『
先
祖
の
話
』
の
刊
行
以

前
に
も
、
津
田
左
右
吉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
（
一
三
）。
更
に
、
柳
田
が
述
べ
る

祖
霊
へ
の
信
仰
が
、
封
建
時
代
に
お
け
る
武
士
の
家
族
制
度
の
普
及
に
由
来
し
、

村
落
共
同
体
が
解
体
し
た
近
代
以
降
の
状
況
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
、
高
取
、
橋

本
が
指
摘
し
て
お
り（
一
四
）、井
之
口
は
、柳
田
に
お
け
る「
祖
霊
」の
イ
メ
ー
ジ
が
、

中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
祖
霊
信
仰
の
体
系
、
も
し

く
は
神
学
に
類
似
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
一
五
）。

　

三
つ
目
は
、『
先
祖
の
話
』
に
お
け
る
祖
霊
信
仰
を
、
家
の
中
に
お
け
る
血
縁

の
つ
な
が
り
の
延
長
上
に
国
と
の
つ
な
が
り
を
設
定
す
る
「
国
民
道
徳
論
」
あ
る

い
は
「
家
族
国
家
観
」
と
の
異
同
に
注
目
し
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
検
討
で
あ

る
。
代
表
的
な
論
者
と
し
て
は
、
森
謙
二
と
矢
野
敬
一
が
あ
げ
ら
れ
る
。
森
は
、

一
九
三
〇
〜
四
〇
年
代
に
お
い
て
氏
神
祭
祀
と
い
う
共
同
体
祭
祀
を
祖
先
祭
祀
と

の
連
続
線
上
に
お
い
て
捉
え
た
点
が
、
個
々
の
国
民
を
天
皇
制
国
家
に
組
み
込
む

国
民
道
徳
論
的
な
思
考
回
路
を
、
柳
田
の
意
図
に
関
わ
ら
ず
補
強
す
る
も
の
だ
と

指
摘
し
た
（
一
六
）。
矢
野
は
そ
の
指
摘
を
肯
い
つ
つ
も
、
柳
田
の
場
合
、
祖
先
が
顕

柳田國男『先祖の話』論

（
二
）
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彰
す
べ
き
固
有
名
を
も
た
ず
匿
名
的
な
存
在
へ
と
化
し
、
公
祖
を
認
め
な
い
点
が

異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
新
た
な
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
祖
先
観
念
の
提
示
だ
っ
た

と
述
べ
た
（
一
七
）。
本
論
で
は
、そ
れ
ら
の
知
見
を
ふ
ま
え
つ
つ
、こ
の
問
題
を
『
先

祖
の
話
』
の
同
時
代
的
位
置
づ
け
に
関
わ
る
、
テ
キ
ス
ト
の
構
成
や
表
現
面
の
特

色
と
不
可
分
な
問
題
と
し
て
Ⅱ
以
下
で
検
討
を
深
め
て
い
く
。

　

そ
し
て
第
三
に
は
、『
先
祖
の
話
』
に
お
け
る
記
述
内
容
の
事
実
性
に
関
す
る

批
判
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
二
種
に
分
け
て
確
認
す
る
。
一
つ
目
は
、
テ

キ
ス
ト
の
記
述
が
も
つ
非
論
理
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
部
分

的
な
非
論
理
性
を
指
摘
し
た
論
者
と
し
て
桜
井
徳
太
郎
が
あ
げ
ら
れ
る
。桜
井
は
、

全
体
的
な
論
証
の
手
続
き
は
認
め
る
が
、
そ
の
結
果
導
か
れ
る
匿
名
の
先
祖
へ
の

融
合
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
荒
唐
無
稽
さ
を
指
摘
し
た
（
一
八
）。
一
方
Ｂ
・
ベ
ル
ニ

エ
は
、『
先
祖
の
話
』
が
喚
起
す
る
情
緒
性
を
尊
重
す
べ
き
と
し
つ
つ
、
テ
キ
ス

ト
全
体
に
関
わ
る
方
法
論
や
理
論
、
及
び
そ
れ
に
基
づ
き
提
示
さ
れ
る
デ
ー
タ
の

信
用
性
に
懐
疑
を
示
し
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
社
会
科
学
の
モ
デ
ル
と
し
て
受
け
入

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
た
（
一
九
）。
二
つ
目
は
、『
先
祖
の
話
』
の
記
述
に

認
め
ら
れ
る
事
実
誤
認
を
個
別
に
指
摘
し
た
論
考
で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し

て
は
、
盆
に
用
い
る
「
精
霊
棚
」
を
め
ぐ
る
柳
田
の
理
解
に
疑
義
を
呈
し
た
鈴
木

満
男
（
二
〇
）
や
、「
ホ
ト
ケ
」
の
語
源
理
解
に
関
す
る
誤
り
を
論
じ
た
有
賀
喜
左
衛

門
（
二
一
）、及
び
「
両
墓
制
」
の
認
識
に
関
す
る
過
誤
を
述
べ
た
福
田
ア
ジ
オ
（
二
二
）

等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
祖
霊
の
融
合
単
一
化
が
沖
縄
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い

こ
と
を
論
証
し
た
赤
峯
政
信
の
議
論
な
ど
も
こ
こ
に
含
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
（
二
三
）。
本
論
で
は
、
事
実
誤
認
の
問
題
に
つ
い
て
は
、『
先
祖
の
話
』
以
降
の

研
究
の
進
展
と
成
果
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
。
一
方
、
非
論
理
性
に
関
す

る
指
摘
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、『
先
祖
の
話
』
と
い
う
テ
キ
ス

ト
が
も
つ
基
本
性
格
の
見
直
し
と
い
う
立
場
か
ら
、
Ⅱ
以
降
で
検
討
を
展
開
し
て

い
く
。

　

最
後
に
第
四
に
は
、
そ
の
他
の
論
点
の
う
ち
重
要
な
も
の
を
確
認
す
る
。
本
論

で
は
被
差
別
部
落
と
の
関
わ
り
と
、
戦
没
者
慰
霊
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
お
き
た

い
（
二
四
）。
有
泉
貞
夫
は
、
柳
田
の
著
作
活
動
に
お
い
て
差
別
問
題
を
と
り
あ
げ
な

く
な
る
時
期
と
、
祖
先
崇
拝
に
注
目
す
る
時
期
が
重
な
る
こ
と
に
注
目
し
、
戦
中

期
に
か
け
て
〝
祖
先
崇
拝
＝
家
永
続
の
願
い
〞
を
核
と
す
る
学
説
が
構
築
さ
れ
て

い
っ
た
と
述
べ
る
。
一
方
で
氏
神
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ず
、〝
祖
先
崇
拝
＝
家
永

続
の
願
い
〞
を
共
有
で
き
な
か
っ
た
の
が
被
差
別
部
落
で
あ
り
、
そ
の
点
の
論
究

が
看
過
さ
れ
た
こ
と
を
柳
田
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
た
（
二
五
）。
こ
の
指
摘
は

『
先
祖
の
話
』
に
対
す
る
批
判
と
し
て
も
理
解
で
き
る
。
こ
の
論
に
対
し
て
は
、

影
山
正
美
の
反
論
が
あ
る
。
影
山
は
、
被
差
別
部
落
に
氏
神
が
成
立
し
た
こ
と
を

柳
田
の
著
作
か
ら
紹
介
し
つ
つ
、柳
田
に
お
け
る
祖
霊
を
め
ぐ
る
理
論
の
性
格
を
、

祖
霊
の
認
識
を
手
段
も
し
く
は
通
過
点
と
し
た
社
会
変
革
と
い
う
点
に
求
め
て
い

る
（
二
六
）。
一
方
、『
先
祖
の
話
』
の
執
筆
動
機
を
主
に
戦
没
者
慰
霊
と
の
関
連
と

い
う
点
か
ら
捉
え
、
評
価
す
る
論
考
（
二
七
）
と
し
て
は
、
岩
田
重
則
、
林
淳
、
岡

部
隆
志
な
ど
の
検
討
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
岩
田
は
、
祖
霊
信
仰
の
解
明

じ
た
い
が
戦
争
肯
定
の
目
的
と
内
容
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
批
判
的
な
ス
タ
ン
ス

を
と
っ
て
い
る
（
二
八
）。
そ
れ
に
対
し
て
林
（
二
九
）
や
岡
部
（
三
〇
）
は
、
柳
田
に
お
け

る
戦
没
者
へ
の
配
慮
と
い
う
点
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
側
面
を
多
く
示
し
て
い
る

と
い
え
る
。
本
論
で
は
、
そ
れ
ら
の
指
摘
を
ふ
ま
え
つ
つ
、『
先
祖
の
話
』
と
い

う
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
見
解
が
生
み
出
さ
れ
る
、
い
わ
ば
解
釈
の

基
盤
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら

検
討
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

Ⅱ
　
構
成
の
特
色
に
つ
い
て

　
『
先
祖
の
話
』
は
「
自
序
」
と
全
八
一
節
に
わ
た
る
節
立
て
で
織
り
な
さ
れ
て

（
三
）
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い
る
。
そ
の
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
要
約
し
た
も
の
が
論
末
に
あ
げ
た
資
料
で
あ
る
。

ま
た
、
各
節
に
は
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
。
節
の
タ
イ
ト
ル
と
そ
こ
で
の
内

容
が
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
節
も
い
く
つ
か
あ
る
が
、
ほ
ぼ
各
節
の
内
容
的
な
主

眼
を
示
し
た
節
名
だ
と
い
え
る
。
本
論
で
は
、
資
料
と
し
て
用
意
し
た
要
約
を
も

と
に
、
内
容
面
の
傾
向
と
展
開
に
注
目
し
つ
つ
、
節
の
番
号
を
算
用
数
字
で
示
し

な
が
ら
、
１
節
か
ら
81
節
ま
で
を
、
い
く
つ
か
の
節
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
る
形

で
テ
キ
ス
ト
の
構
成
と
展
開
の
整
理
を
し
た
い
。

　

資
料
を
通
覧
す
る
と
、
多
く
の
話
題
が
入
れ
替
わ
り
で
、
と
き
に
重
複
も
伴
い

な
が
ら
登
場
す
る
こ
と
や
、
そ
の
話
題
が
数
節
ご
と
に
連
続
し
て
い
る
こ
と
が
感

受
で
き
る
。
そ
れ
は
、
話
題
の
多
様
性
と
、
そ
れ
に
対
応
し
た
部
分
的
に
継
続
す

る
検
討
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
事
態
と
し
て
も
換
言
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
全

八
一
節
に
わ
た
る
論
述
の
展
開
を
、
そ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
節
に
わ
た
る
検
討

内
容
と
い
う
観
点
か
ら
区
分
し
、
以
上
の
事
態
を
明
確
化
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め

て
い
こ
う
。
こ
の
作
業
は
、
テ
キ
ス
ト
構
成
の
「
中
区
分
」
を
抽
出
す
る
作
業
と

な
り
、そ
の
後
に
、こ
れ
ら
の
「
中
区
分
」
を
包
括
す
る
い
く
つ
か
の
「
大
区
分
」

ま
で
を
明
ら
か
に
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
区
分
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
区
分
を
な
す
節
の
番
号
を
算

用
数
字
で
は
じ
め
に
掲
げ
、
続
い
て
そ
こ
に
お
け
る
主
な
話
題
を
ま
と
め
る
形
で

記
載
す
る
。

１
〜
４　

先
祖
の
理
解
、
考
え
方

５
〜
10　

相
続
、
分
家
の
経
緯
や
沿
革

11
〜
14　

家
督
と
巻

15
〜
20　

正
月
の
習
慣
と
作
法

21
〜
23　

年
神
と
先
祖
神

24
〜
30　

先
祖
祭
の
期
日
や
祭
り
方

31
〜
34　

暮
の
魂
祭
と
み
た
ま
を
迎
え
る
習
俗

35
〜
40　

み
た
ま
に
関
す
る
思
想
、
荒
み
た
ま
と
外
精
霊
の
存
在

41
〜
48　

ホ
ト
ケ
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て

49
〜
52　

先
祖
祭
の
変
化

53
〜
55　

氏
神
の
理
解

56
〜
57　

墓
所
の
理
解

58
〜
60　

お
迎
え
の
伝
承

61
〜
64　

家
の
中
で
つ
ち
か
わ
れ
た
常
識

65
〜
69　

先
祖
祭
以
外
の
時
に
先
祖
が
い
る
場
所

70
〜
71　

亡
骸
の
扱
い
に
つ
い
て

72
〜
76　

先
祖
祭
の
日
に
限
定
さ
れ
な
い
先
祖
へ
の
は
た
ら
き
か
け

77
〜
80　

生
ま
れ
代
り
に
関
し
て

81　
　
　

今
日
の
新
し
い
課
題

　

以
上
を
確
認
す
る
と
、
改
め
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
扱
わ
れ
て
い
る
話
題
の
多
様

さ
が
理
解
で
き
、
か
つ
そ
れ
ら
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
錯
綜
も
し
く
は
「
連
環
想

起
法
」（
三
一
）
と
い
う
評
が
ふ
さ
わ
し
く
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
本
論
で
は
、

そ
こ
か
ら
先
へ
更
に
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

そ
こ
で
改
め
て
目
を
向
け
た
い
の
が
、Ⅰ
で
確
認
し
た
研
究
史
の
蓄
積
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
理
解
で
き
る
『
先
祖
の
話
』
に
お
け
る
主
題
性
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る

の
は
、『
先
祖
の
話
』
の
主
題
性
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
祖
霊
信
仰
研
究
の
側

面
で
あ
る
。
す
る
と
、
右
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
件
の
祖
霊
信
仰
研
究
と
の
関
連

性
を
明
確
に
す
べ
く
、
こ
の
段
階
で
検
証
を
終
え
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
高
所
の

立
場
か
ら
俯
瞰
的
に
、
更
に
大
枠
の
構
成
区
分
を
見
出
す
余
地
を
保
つ
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　

は
た
し
て
祖
霊
信
仰
を
め
ぐ
る
表
象
と
い
う
目
的
に
も
と
づ
く
構
成
を
把
握
す

柳田國男『先祖の話』論

（
四
）
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る
た
め
に
は
、
テ
キ
ス
ト
中
で
祖
霊
信
仰
の
あ
り
方
を
集
約
的
も
し
く
は
象
徴
的

に
示
す
、
構
成
の
基
軸
と
な
る
要
素
を
つ
か
む
こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
テ

キ
ス
ト
中
に
は
、
そ
の
候
補
と
な
る
記
述
が
三
種
確
認
で
き
る
（
三
二
）。

　

ア　

種
々
の
神
々
に
対
す
る
信
仰
と
の
連
結

　

イ
「
前
代
の
常
識
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
、
生
者
と
死
者
と
の
関
わ
り
方

　

ウ　

匿
名
の
先
祖
へ
の
融
合

　

節
の
番
号
で
い
う
と
、
ア
に
つ
い
て
は
22
、
30
、
57
節
、
イ
に
つ
い
て
は
64
節
、

ウ
に
つ
い
て
は
25
、
51
、
57
節
な
ど
に
端
的
な
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

箇
所
を
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
核
心
的
な
記
述
と
し
て
注
目
す
る
先
行
研
究
の
例
と

し
て
は
、
ア
と
イ
を
『
先
祖
の
話
』
の
中
心
的
要
素
と
し
て
指
摘
し
た
伊
藤
幹

治
（
三
三
）
や
新
谷
尚
紀
（
三
四
）
が
あ
げ
ら
れ
、
一
方
ウ
に
注
目
し
た
論
者
と
し
て
は

福
田
ア
ジ
オ
（
三
五
）
等
が
代
表
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
テ
キ
ス
ト
の
構
成

を
考
え
る
う
え
で
は
、
ウ
が
よ
り
根
本
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ア
も
イ
も
、
ウ
が
あ
っ
て
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
ア
と
イ
は
祖
霊
の

存
在
を
前
提
と
し
て
思
考
可
能
に
な
る
事
柄
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
は
祖
霊
そ
の

も
の
の
成
り
立
ち
を
示
す
問
題
と
な
る
。
ゆ
え
に
本
論
で
は
、
ウ
を
構
成
の
基
軸

に
据
え
た
テ
キ
ス
ト
の
大
区
分
を
考
え
た
い
。

　

す
る
と
今
度
は
、
先
に
整
理
し
た
中
区
分
を
更
に
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
ま

と
め
た
も
の
と
し
て
、
以
下
の
大
区
分
を
抽
出
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
（
三
六
）。

そ
の
よ
う
な
第
一
の
大
区
分
と
な
る
の
は
、
１
〜
14
節
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、

祖
霊
信
仰
を
考
え
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
事
柄
に
つ
い
て
の
知
識
を
、
特
に
個
々

の
家
の
存
続
に
関
わ
る
経
済
史
的
な
観
点
か
ら
述
べ
る
も
の
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

ま
ず
１
〜
４
に
お
い
て
先
祖
に
関
す
る
二
種
の
理
解
を
あ
げ
た
う
え
で
、「
民
間
」

に
お
け
る
そ
れ
の
理
解
を
本
書
の
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
れ
に
続
く

５
〜
14
で
は
家
の
継
続
や
展
開
を
支
え
て
き
た
社
会
的
習
慣
や
機
構
に
言
及
す

る
。
５
〜
10
で
は
家
の
興
隆
を
も
た
ら
す
相
続
や
分
家
の
問
題
を
扱
い
、
11
〜
14

で
は
家
の
存
続
を
支
え
る
家
督
や
巻ま
き

（
本
家
、
分
家
や
近
親
者
の
集
合
）
を
と
り

あ
げ
る
。
以
降
の
展
開
を
ふ
ま
え
る
と
き
、
こ
の
部
分
は
祖
霊
信
仰
の
動
機
を
、

信
仰
が
も
た
ら
す
広
義
の
利
益
と
い
う
点
か
ら
と
ら
え
た
も
の
と
理
解
で
き
、
そ

の
よ
う
な
角
度
か
ら
祖
霊
信
仰
の
基
盤
を
述
べ
た
部
分
と
理
解
す
る
の
が
ふ
さ
わ

し
い
だ
ろ
う
。

　

続
け
て
第
二
の
大
区
分
は
、
15
〜
52
節
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
匿
名
の
先
祖

へ
の
融
合
を
到
達
点
と
し
、
そ
こ
ま
で
を
先
祖
を
め
ぐ
る
祭
や
風
習
の
検
討
を
通

じ
て
系
統
的
に
掘
り
下
げ
て
い
く
も
の
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
15
以
降
、
祖

先
の
祭
祀
に
関
す
る
習
慣
や
行
事
が
具
体
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

15
〜
20
で
は
新
年
行
事
に
関
す
る
検
討
が
皮
切
り
と
し
て
な
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら

21
〜
23
に
お
い
て
、
新
年
に
迎
え
る
神
が
先
祖
で
あ
る
旨
を
説
く
。
続
け
て
24
〜

30
で
は
、
新
年
に
限
定
さ
れ
な
い
先
祖
祭
の
期
日
や
そ
の
作
法
を
広
く
検
証
し
、

田
の
神
や
山
の
神
の
祭
も
、
先
祖
を
迎
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
た
ど
り
着
く
。

更
に
31
以
降
で
は
、
先
祖
祭
を
魂
祭
と
い
う
枠
組
み
で
拡
大
的
に
捉
え
な
お
す
。

31
〜
34
で
は
、
歳
末
の
魂
祭
に
着
目
し
、
み
た
ま
を
迎
え
る
行
事
を
検
討
す
る
。

更
に
35
〜
40
で
は
、
み
た
ま
に
関
す
る
思
想
の
変
化
を
辿
り
つ
つ
、
荒
み
た
ま
と

外
精
霊
の
存
在
、
お
よ
び
そ
の
祭
り
方
へ
と
検
討
を
展
開
す
る
。
そ
の
う
え
で
41

〜
48
で
は
死
者
供
養
の
対
象
と
し
て
の
ホ
ト
ケ
に
注
目
し
、
そ
の
祭
に
お
け
る
器

物
の
語
源
解
釈
等
か
ら
そ
の
起
源
に
せ
ま
る
。
そ
し
て
49
〜
52
に
お
い
て
、
魂
祭

に
お
け
る
先
祖
と
、
荒
み
た
ま
や
外
精
霊
と
の
関
係
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
の
関
係

の
理
解
が
近
世
以
降
に
変
化
し
た
こ
と
を
説
く
と
と
も
に
、
没
後
三
三
年
を
期
限

と
し
て
個
々
の
先
祖
が
匿
名
の
先
祖
に
融
合
統
一
化
す
る
旨
を
論
証
す
る
。
こ
の

部
分
を
、
前
に
述
べ
た
構
成
の
基
軸
と
し
て
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上

は
、
新
年
行
事
の
検
討
か
ら
は
じ
め
て
、
近
世
以
前
に
は
形
を
残
し
て
い
た
祖
霊

（
五
）
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信
仰
の
姿
を
掘
り
当
て
る
と
と
も
に
、
祖
霊
信
仰
の
核
心
に
せ
ま
っ
た
部
分
と
い

え
る
。

　

そ
し
て
第
三
の
大
区
分
は
、
53
〜
80
節
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
第
二
の
区
分

で
示
さ
れ
た
核
心
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
祖
霊
信
仰
に
関
連
す
る
諸
要
素
の
理

解
や
意
味
づ
け
を
果
た
し
て
い
く
部
分
と
い
え
る
。
53
〜
55
で
は
氏
神
信
仰
と
祖

霊
信
仰
の
関
係
に
つ
い
て
後
者
が
前
者
よ
り
も
根
源
的
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
、

56
〜
57
で
は
墓
所
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
58
〜

64
で
は
、
仏
教
伝
来
以
前
か
ら
共
有
さ
れ
て
き
た
先
祖
に
関
す
る
理
解
が
述
べ
ら

れ
、特
に
64
で
は
そ
れ
を
個
々
の
家
で
培
っ
て
き
た
「
前
代
の
常
識
」
と
し
つ
つ
、

第
三
の
区
分
に
お
け
る
そ
れ
以
降
の
検
討
内
容
が
予
め
集
約
さ
れ
て
記
さ
れ
る
。

そ
こ
で
は
、
生
ま
れ
代
り
の
問
題
へ
の
視
座
も
先
取
り
的
に
提
示
さ
れ
る
。
続
け

て
65
〜
69
で
は
先
祖
祭
以
外
の
時
に
先
祖
が
い
る
場
所
に
つ
い
て
、
70
〜
71
で
は

亡
骸
の
扱
い
方
に
関
し
て
、と
も
に
祖
霊
信
仰
の
立
場
か
ら
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
。

更
に
72
〜
76
で
は
先
祖
祭
の
日
に
限
定
さ
れ
な
い
種
々
の
先
祖
へ
の
は
た
ら
き
か

け
が
例
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
祖
霊
信
仰
を
基
礎
と
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ

し
て
77
〜
80
で
は
、
没
後
三
三
年
を
期
限
と
す
る
匿
名
の
先
祖
へ
の
融
合
単
一
化

の
例
外
と
な
る
、
生
ま
れ
代
り
の
問
題
が
本
書
の
立
場
か
ら
説
か
れ
る
。
そ
れ
ら

は
52
節
ま
で
に
確
認
し
た
祖
霊
信
仰
の
核
心
理
解
を
多
方
面
に
わ
た
り
適
用
し
て

い
く
、
応
用
的
な
部
分
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

な
お
、そ
の
後
に
つ
づ
く
81
節
に
つ
い
て
は
、「
二
つ
の
実
際
問
題
」と
題
し
て
、

祖
霊
信
仰
が
解
決
す
べ
き
応
用
的
な
新
し
い
課
題
が
示
さ
れ
て
い
る
と
整
理
で
き

る
。
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
の
冒
頭
に
用
意
さ
れ
た
「
自
序
」
で
は
、
テ
キ
ス
ト
全
体

に
関
わ
る
問
題
意
識
や
検
討
の
方
向
付
け
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
大
区
分
ま
で
を
抽
出
し
た
形
で
構
成
を
把
握
し
直
す
と
、
そ
こ
か

ら
は
「
連
環
想
起
法
」
的
な
錯
綜
と
名
付
け
る
よ
り
も
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
四

章
構
成
の
展
開
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
、「
祖
霊
信
仰
の
基
盤
に
関

す
る
基
礎
知
識
」
を
皮
切
り
と
し
て
、続
け
て
「
そ
の
核
心
の
発
掘
」、更
に
は
「
そ

の
応
用
的
な
関
連
諸
要
素
の
意
味
づ
け
」
が
述
べ
ら
れ
、最
後
に
「
新
し
い
課
題
」

に
ま
で
ふ
れ
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
も
し
『
先
祖
の
話
』
が
一
般
的
な
学
術
書

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
目
次
と
し
て
、
右
に
鈎
括
弧
を
付
し
た
よ
う
な
文
言
を
各

章
の
タ
イ
ト
ル
と
し
た
四
章
構
成
が
記
さ
れ
て
然
る
べ
き
と
す
ら
い
え
よ
う
。
し

か
し
実
際
の
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
重
要
な
の
は
、
本
論
の
分
類
で
い
う
中
区

分
だ
け
で
は
そ
の
よ
う
な
構
成
が
見
出
し
難
く
、
更
に
俯
瞰
的
な
大
区
分
と
い
う

視
座
に
立
つ
こ
と
で
そ
れ
が
認
識
可
能
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
見
逃

せ
な
い
の
は
、
そ
の
俯
瞰
に
際
し
て
は
、
大
区
分
の
基
準
と
な
る
テ
キ
ス
ト
の
主

題
に
関
す
る
理
解
（
三
七
）
が
前
提
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
角
は
、

読
み
手
の
側
の
能
動
的
な
主
題
理
解
と
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
と
し
た
テ
キ
ス
ト
の
全

体
像
把
握
を
ま
っ
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
テ
キ
ス

ト
の
構
成
は
、
俯
瞰
す
る
と
き
に
明
ら
か
と
な
る
、
換
言
す
る
な
ら
ば
予
め
明
示

さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
整
理
は
、
テ
キ
ス
ト
の
記
述
の
順
序
に
添
っ
た
構
成
把
握
で
あ
る
。
そ

の
一
方
で
『
先
祖
の
話
』
に
は
、そ
の
よ
う
な
構
成
に
別
の
角
度
か
ら
関
与
す
る
、

表
現
面
に
関
わ
る
要
素
が
更
に
存
在
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
Ⅲ
で
検
討
し
、
そ

の
う
え
で
Ⅱ
の
検
討
結
果
と
総
合
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅲ
　
表
現
の
特
色
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
、
本
文
中
に
登
場
す
る
、
次
の
よ
う
な
行
文
に
目
を
向
け
る
。
そ
れ

は
、
書
き
手
が
自
ら
の
意
見
、
考
察
や
主
張
を
述
べ
つ
つ
も
、
た
だ
し
そ
れ
を
断

定
に
は
至
ら
な
い
形
で
記
す
表
現
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
〜
か
も
し
れ
な
い
」

の
よ
う
に
推
測
を
述
べ
る
も
の
。
お
よ
び
「
〜
と
思
わ
れ
る
」
の
よ
う
に
思
考
の

自
然
さ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ま
せ
た
も
の
。
更
に
は
、「
〜
と
思
う
」
や
「
〜

柳田國男『先祖の話』論

（
六
）
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と
考
え
る
」
の
よ
う
に
記
述
内
容
の
主
観
性
を
担
保
す
る
も
の
等
が
典
型
的
と
な

る
。
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
頻
繁
に
登
場

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
登
場
頻
度
に
つ
い
て
は
、
論
末
の
資
料
の
中
に
、「
本

論
が
注
目
す
る
表
現
を
含
む
文
の
数
」
と
し
て
、
節
ご
と
に
区
分
し
つ
つ
、
節
全

体
の
文
の
数
と
も
併
せ
て
記
し
た
。

　

カ
ウ
ン
ト
に
際
し
て
は
、
一
つ
の
文
の
中
に
こ
れ
ら
の
表
現
が
複
数
現
れ
る
場

合
も
一
例
と
し
た
。
な
お
、
対
象
と
し
た
の
は
書
き
手
の
意
見
等
が
断
定
に
は
至

ら
な
い
形
で
記
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
場
合
の
み
で
あ
り
、
書
き
手
以
外
の

意
見
等
と
判
断
で
き
る
場
合
や
、
引
用
文
等
に
認
め
ら
れ
る
件
の
表
現
に
つ
い
て

は
除
外
し
た
。
ま
た
、
対
等
な
文
ど
う
し
が
接
続
さ
れ
た
「
重
文
」
や
、
複
数
の

文
が
主
節
と
従
属
節
等
の
形
で
機
能
分
化
し
て
い
る
「
複
文
」
の
中
に
件
の
表
現

が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
（
三
八
）。
な
お
、
初
版
本
に
お
い
て
誤

植
と
理
解
し
得
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
全
集
本
文
を
も
確
認
し
、
そ
ち
ら

に
依
拠
し
て
カ
ウ
ン
ト
を
行
っ
た
。

　

結
果
と
し
て
は
、
件
の
表
現
が
皆
無
の
節
は
三
つ
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
節

全
体
の
文
の
数
に
対
し
て
件
の
表
現
の
登
場
割
合
が
三
分
の
一
以
上
を
占
め
る
節

は
合
計
で
二
〇
節
認
め
ら
れ
、
特
に
29
節
、
38
節
、
64
節
、
67
節
、
73
節
で
は
そ

の
割
合
が
半
数
を
超
え
て
い
る
。
総
合
的
に
は
、
多
少
の
頻
度
の
偏
り
は
あ
る
も

の
の
、
テ
キ
ス
ト
全
体
を
通
じ
て
件
の
表
現
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る

だ
ろ
う
。

　

続
け
て
は
、テ
キ
ス
ト
の
文
脈
に
即
し
た
用
例
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
、

件
の
表
現
を
含
む
典
型
的
な
文
例
で
あ
る
。
以
下
は
、
22
節
に
あ
る
、
田
の
神
や

山
の
神
な
ど
が
祖
霊
に
由
来
す
る
旨
の
見
解
を
述
べ
る
行
文
で
あ
る
。こ
こ
で
は
、

さ
き
に
述
べ
た
推
測
表
現
や
、「
〜
と
思
う
」
等
の
文
末
表
現
で
記
述
内
容
の
主

観
性
を
担
保
す
る
箇
所
が
四
つ
の
文
に
わ
た
り
連
続
し
て
登
場
す
る
。
な
お
、
注

目
す
べ
き
箇
所
に
は
傍
線
を
付
し
た
。

　

春
毎
に
来
る
我
々
の
年
の
神
を
、
商
家
で
は
福
の
神
、
農
家
で
は
又
御
田

の
神
だ
と
思
つ
て
居
る
人
の
多
い
の
は
、
書
物
の
知
識
か
ら
は
解
釈
の
出
来

ぬ
こ
と
だ
が
、
た
と
へ
間
違
ひ
に
し
て
も
何
か
隠
れ
た
原
因
の
あ
る
こ
と
で

あ
ら
う
。
一
つ
の
想
像
は
此
神
を
ね
ん
ご
ろ
に
祭
れ
ば
、
家
が
安
泰
に
富
み

栄
え
、
殊
に
家
督
の
田
や
畠
が
十
分
に
そ
の
生
産
力
を
発
揮
す
る
も
の
と
信

じ
ら
れ
、
且
つ
そ
の
感
応
を
各
家
が
実
験
し
て
居
た
ら
し
い
こ
と
で
、
是
ほ

ど
数
多
く
又
利
害
の
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
家
々
の
為
に
、
一
つ
〳
〵
の
庇

護
支
援
を
与
え
得
る
神
と
い
へ
ば
、
先
祖
の
霊
を
外
に
し
て
は
、
そ
う
た
く

さ
ん
は
あ
り
得
な
か
っ
た
ら
う
と
思
ふ
。
新
た
な
死
者
に
対
す
る
追
慕
の
情

が
濃
か
に
な
り
、
回
向
追
慕
の
作
法
が
繁
く
な
る
と
共
に
、
祖
霊
を
神
と
祭

る
こ
と
が
段
々
に
不
可
能
に
な
つ
て
来
た
結
果
と
し
て
、
別
に
我
国
で
は
神

代
巻
研
究
者
の
力
で
は
、
奈
何
と
も
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
色
々
の
神
が
、

出
現
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
神
様
を
そ
れ
〴
〵

の
御
機
能
に
拠
て
別
立
し
た
ま
ふ
も
の
と
見
、
且
つ
同
時
に
地
域
の
管
轄
を

徹
し
て
、
全
国
普
遍
の
存
在
の
ご
と
く
認
め
る
こ
と
は
、
古
代
の
国
魂
郡
魂

の
思
想
と
も
合
は
ず
、
更
に
又
近
世
の
守
護
信
仰
と
も
一
致
せ
ぬ
か
ら
、
是

こ
そ
は
仏
教
か
ら
の
新
た
な
る
影
響
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
、
件
の
表
現
が
、
Ⅱ
ま
で
の
検
討
で
確
認
し
た
『
先

祖
の
話
』
の
要
点
を
な
す
記
述
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
右
に

引
用
し
た
22
節
の
一
部
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
以
下
三
つ
の
文
例
を
確
認
し
て

お
こ
う
。
そ
こ
で
も
、
注
目
す
べ
き
箇
所
に
は
傍
線
を
付
し
て
い
る
。

　

ま
ず
は
、
Ⅱ
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
構
成
の
基
軸
と
し
て
抽
出
し
た
、
匿
名
の
先

祖
へ
の
融
合
と
、
そ
れ
が
祖
霊
と
な
る
こ
と
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
以
下
の
引

用
例
の
う
ち
は
じ
め
の
も
の
は
、
51
節
に
あ
る
、
霊
が
鳥
に
な
り
昇
天
す
る
思
想

の
新
し
さ
や
、
死
後
一
定
期
間
を
経
た
霊
が
家
を
守
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
関
す

（
七
）
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る
書
き
手
の
推
測
が
述
べ
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
次
の
57
節
か
ら
の
引
用
例

で
は
、
古
い
昔
に
お
け
る
と
ぶ
ら
い
あ
げ
ま
で
の
期
間
や
、
そ
の
期
間
後
に
匿
名

の
先
祖
と
な
る
こ
と
を
、
と
も
に
書
き
手
が
自
ら
の
推
測
と
し
て
記
し
て
い
る
。

　

信
州
の
上
伊
那
郡
に
は
、
霊
が
鳥
に
な
つ
て
此
木
か
ら
天
に
昇
る
の
だ
と

い
ふ
人
も
有
る
さ
う
だ
が
、是
な
ど
は
或
は
新
ら
し
い
空
想
か
も
知
れ
な
い
。

神
に
な
る
と
い
ふ
の
と
、
生
れ
替
る
と
い
ふ
の
と
は
、
必
ず
し
も
両
立
せ
ぬ

考
へ
方
で
は
無
い
。
死
後
或
期
間
に
再
び
人
間
に
出
現
し
な
か
つ
た
霊
が
、

永
く
祖
神
と
な
つ
て
家
を
護
り
、
又
こ
の
国
土
を
守
ら
う
と
す
る
も
の
と
、

昔
の
人
た
ち
は
考
へ
て
居
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

三
十
三
回
忌
の
と
ぶ
ら
ひ
上
げ
と
い
ふ
こ
と
は
、
或
は
双
方
か
ら
の
譲
歩

で
あ
つ
て
、
其
前
は
今
少
し
短
か
か
つ
た
の
か
と
も
思
ふ
が
、
と
も
か
く
も

是
が
大
よ
そ
好
い
頃
合
ひ
の
区
切
り
と
認
め
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
後
は
人
間
の

私
多
き
個
身
を
棄
て
去
つ
て
、
先
祖
と
い
ふ
一
つ
の
力
強
い
霊
体
に
融
け
込

み
、
自
由
に
家
の
為
ま
た
国
の
公
け
の
為
に
、
活
躍
し
得
る
も
の
と
も
と
は

考
へ
て
居
た
。
そ
れ
が
氏
神
信
仰
の
基
底
で
あ
っ
た
や
う
に
、
自
分
の
み
は

推
測
し
て
居
た
の
で
あ
る
。

　

更
に
、
生
ま
れ
代
り
に
関
す
る
記
載
部
分
に
も
件
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
以
下
の
78
節
か
ら
の
引
用
例
で
は
、
魂
の
再
生
や
、

若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
魂
の
ゆ
く
え
に
関
し
て
記
さ
れ
、
更
に
は
老
い
た
魂
が
休

息
の
の
ち
に
新
し
い
自
ら
の
体
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
や
、
そ
の
期
間
が

三
三
年
と
想
像
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
を
め
ぐ
る
書
き
手
の
思
考
が
、
本
節
が
注
目

す
る
表
現
を
連
続
的
に
活
用
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
再
生
が
遠
い
昔
か
ら
、
く
り
返
さ
れ
て
居
た
も
の
と
す
れ
ば
、
若
い

魂
と
い
ふ
も
の
は
有
り
得
な
い
道
理
で
あ
る
が
、
是
は
一
旦
の
宿
り
処
に
よ

っ
て
、
魂
自
ら
の
生
活
力
が
若
や
ぎ
健
や
か
に
な
る
も
の
と
、
考
へ
て
居
た

結
果
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
七
十
八
十
の
長
い
生
涯
を
、
働
き
通
し
て
疲
れ
切

つ
た
魂
よ
り
も
、
若
い
盛
り
の
肉
体
に
宿
つ
た
も
の
ゝ
方
が
、
こ
の
世
に
於

て
も
大
き
な
艱
苦
に
堪
へ
、
又
強
烈
な
意
志
を
貫
き
透
す
こ
と
が
出
来
る
。

そ
れ
が
ま
だ
十
分
に
そ
の
力
を
発
揮
せ
ぬ
う
ち
に
、
俄
か
に
身
を
去
れ
ば
残

り
の
物
は
何
処
へ
行
く
か
。
斯
う
い
ふ
こ
と
も
き
つ
と
考
へ
ら
れ
た
も
の
と

思
ふ
。
時
代
が
若
返
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
若
い
人
々
の
多
く
出
て
働
く
こ
と

で
あ
つ
た
。
若
さ
を
美
徳
と
し
ま
た
美
称
と
し
た
理
由
は
、
日
本
の
古
い
歴

史
で
は
可
な
り
は
つ
き
り
と
し
て
居
る
。
恐
ら
く
は
長
老
の
老
い
て
く
た
び

れ
た
魂
も
、
出
来
る
だ
け
長
く
休
ん
で
再
び
又
、
溌
剌
た
る
肉
体
に
宿
ら
う

と
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
其
の
期
限
と
い
ふ
も
の
が
と
ぶ
ら
ひ
上
げ
、
即
ち

三
十
三
年
の
梢
附
塔
婆
が
立
て
ら
れ
る
時
と
、
昔
の
人
た
ち
は
想
像
し
て
居

た
の
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
ふ
。

　

以
上
の
よ
う
な
表
現
は
、
テ
キ
ス
ト
の
要
点
に
お
い
て
自
ら
の
主
張
を
述
べ
つ

つ
、
た
だ
し
断
定
を
留
保
す
る
筆
致
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
表
現
が
テ
キ
ス
ト
の
重
要
箇
所
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
テ
キ
ス

ト
の
要
所
に
関
す
る
主
張
に
つ
い
て
留
保
を
伴
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ

う
。
加
え
て
、
先
に
確
認
し
た
、
テ
キ
ス
ト
全
体
に
わ
た
り
件
の
表
現
が
登
場
す

る
頻
度
と
範
囲
を
併
せ
み
る
と
き
、『
先
祖
の
話
』
で
は
テ
キ
ス
ト
の
論
理
構
成

に
関
わ
る
様
々
な
階
層
も
し
く
は
水
準
に
お
い
て
、
断
定
の
留
保
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
ま
で
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、『
先
祖
の
話
』
の
特
質

の
ひ
と
つ
を
、
断
定
の
留
保
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
論
述
を
行
う
点
に
求
め
る
こ

と
も
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

柳田國男『先祖の話』論

（
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そ
こ
で
更
に
注
目
し
た
い
の
が
、
さ
き
に
51
節
か
ら
引
用
し
た
行
文
の
前
後
に

認
め
ら
れ
る
文
章
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
右
に
確
認
し
た
三
つ
の
引
用
例
文
に
共

通
し
て
関
わ
る
没
後
三
三
年
目
の
と
ぶ
ら
い
あ
げ
に
つ
い
て
、
今
度
は
推
測
等
の

表
現
を
用
い
ず
に
断
定
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
さ
き
ほ
ど
の
引
用
例
で
は

「
死
後
或
期
間
に
再
び
人
間
に
出
現
し
な
か
つ
た
霊
が
、
永
く
祖
神
と
な
つ
て
家

を
護
り
、
又
こ
の
国
土
を
守
ら
う
と
す
る
も
の
と
、
昔
の
人
た
ち
は
考
へ
て
居
た

の
か
も
知
れ
な
い
」
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
に
つ
い

て
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
論
者
注
―
東
北
や
沖
縄
に
お
け
る
死
後
三
十
三
年
目
の
と
ぶ
ら
い
あ
げ
の

行
事
に
ふ
れ
た
あ
と
で
）
つ
ま
り
は
一
定
の
年
月
を
過
ぎ
る
と
、
祖
霊
は
個

性
を
棄
て
ゝ
融
合
し
て
一
体
に
な
る
も
の
と
認
め
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。

　

と
も
か
く
も
そ
れ
ほ
ど
久
し
い
後
ま
で
行
く
処
も
無
し
に
、
た
ゞ
年
忌
の

と
ぶ
ら
ひ
げ
を
当
て
に
す
る
や
う
な
霊
は
、我
民
族
の
固
有
信
仰
に
於
て
も
、

想
像
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
引
用
例
を
含
む
51
節
の
行
文
か
ら
は
、
本
節
が
主
に
と
り

あ
げ
て
き
た
断
定
を
留
保
す
る
表
現
と
、
そ
の
よ
う
な
表
現
を
含
ま
な
い
断
定
的

な
表
現
が
隣
接
し
つ
つ
連
続
的
に
記
さ
れ
、
か
つ
そ
こ
で
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
を
扱

っ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
注
目
し
て
い
る
と
ぶ
ら
い
あ
げ

へ
の
理
解
は
、
や
は
り
前
に
引
用
し
た
57
節
、
78
節
か
ら
の
文
例
を
み
て
も
ほ
ぼ

同
様
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
表
現
傾
向
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ

き
な
の
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
断
定
表
現
と
断
定
を
留
保
す
る
表
現
と
が
同
一
の
内
容
に
関

し
て
併
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
事
態
が
想
定
で
き
よ
う
。
例

え
ば
、
本
来
断
定
で
き
な
い
こ
と
が
断
定
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
本

来
断
定
的
に
記
す
こ
と
が
で
き
る
事
柄
が
非
断
定
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
も
し
く

は
、
そ
の
双
方
が
並
列
さ
れ
て
い
る
等
の
事
態
で
あ
る
。
そ
し
て
事
態
が
そ
れ
ら

の
何
れ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
指
摘
可
能
な
の
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
断
定
と

断
定
の
留
保
（
＝
非
断
定
）
と
が
、
質
的
な
差
異
を
明
確
に
さ
れ
ず
に
曖
昧
に
共

存
し
て
お
り
、
そ
れ
は
論
理
的
に
は
的
確
な
整
理
が
難
し
い
状
態
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
視
点
を
変
え
て
そ
の
よ
う
な
事
態
を
『
先
祖
の
話
』
の
実
態
だ
と
し

て
受
け
入
れ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
選
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
成
り
立

た
せ
る
条
件
へ
と
目
を
向
け
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
条
件
と
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
結
論
を
提
示
す
る
よ
り
は
、
思
考
段
階

を
示
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、
こ
の
テ
キ
ス

ト
の
記
述
内
容
が
あ
る
事
柄
に
関
す
る
確
定
的
な
結
論
で
あ
る
な
ら
ば
、
件
の
事

態
は
、
論
理
的
に
曖
昧
も
し
く
は
二
義
的
で
矛
盾
と
よ
ぶ
べ
き
状
況
を
も
た
ら
す

要
素
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
結
論
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に

至
る
過
程
の
思
考
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
自
ら
の
思
考

を
示
し
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
を
断
定
し
な
い
余
地
を
も
保
つ
と
い
う
点
で
、
む
し

ろ
継
続
的
に
議
論
を
活
性
化
し
得
る
要
素
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ

し
て
そ
の
議
論
の
相
手
と
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
読
み
手
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
本
節
が
注
目
す
る
、
断
定
の
留
保
と
い
う
表
現
傾
向
の
方
に
改
め
て

立
ち
返
り
た
い
（
三
九
）。
論
説
に
お
い
て
書
き
手
が
断
定
の
留
保
を
繰
り
返
し
行
う

こ
と
は
、
論
説
の
内
容
を
確
定
的
な
事
実
と
し
て
読
み
手
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
客

観
性
や
説
得
力
、
あ
る
い
は
圧
力
と
い
う
点
で
は
そ
れ
ら
を
相
対
化
し
、
減
少
さ

せ
る
要
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
反
面
、
そ
の
よ
う
な
営
み

は
、
論
説
の
内
容
に
関
し
て
、
読
み
手
の
側
に
お
け
る
そ
れ
に
対
す
る
主
体
的
考

（
九
）
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察
の
余
地
を
保
持
し
、
思
考
の
主
導
権
を
手
渡
す
余
地
を
も
生
み
出
す
の
で
は
な

い
か
。

　

そ
こ
で
Ⅱ
節
ま
で
の
検
討
成
果
を
ふ
り
か
え
る
と
、次
の
二
点
が
注
目
さ
れ
る
。

第
一
に
は
俯
瞰
す
る
と
き
に
明
ら
か
と
な
る
構
成
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
構

成
は
、
大
ま
か
な
論
旨
の
流
れ
は
確
保
し
つ
つ
、
た
だ
し
構
成
の
全
体
像
に
つ
い

て
は
予
め
明
示
し
て
お
ら
ず
、
読
み
手
の
能
動
的
な
読
解
を
通
じ
て
認
識
可
能
に

な
る
と
い
う
点
で
、
や
は
り
テ
キ
ス
ト
の
内
容
に
関
し
て
、
読
み
手
が
主
体
的
な

思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
歩
む
余
地
を
確
保
す
る
趣
向
と
し
て
理
解
で
き
る
。
そ
の
点

に
お
い
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
構
成
は
、
本
節
で
論
じ
た
断
定
の
留
保
と
い
う
表

現
傾
向
と
相
反
す
る
こ
と
な
く
合
流
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
第
二
に
は
、

そ
の
よ
う
な
構
成
と
表
現
に
立
脚
し
つ
つ
読
者
に
主
導
権
を
手
渡
し
得
る
思
考
の

中
心
が
、
こ
れ
も
Ⅱ
で
確
認
し
た
よ
う
な
匿
名
の
先
祖
へ
の
融
合
を
め
ぐ
る
イ
メ

ー
ジ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
先
祖
の
話
』
に
お
い
て
は
「
家
」

の
あ
り
方
と
「
神
」
の
理
解
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、こ
の
「
神
」

と
「
家
」
が
、
ま
さ
に
『
先
祖
の
話
』
が
刊
行
さ
れ
た
時
期
に
、
新
し
い
国
の
あ

り
方
と
不
可
分
な
法
制
度
面
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
社
会
的
に
議
論
さ
れ
て
い
た

点
で
あ
る
。
そ
こ
で
Ⅳ
で
は
、
テ
キ
ス
ト
と
接
点
を
も
ち
得
た
同
時
代
状
況
と
し

て
こ
の
点
に
注
目
し
、
テ
キ
ス
ト
と
時
代
状
況
の
関
わ
り
方
へ
と
検
討
を
展
開
し

て
い
き
た
い
。

Ⅳ
　
同
時
代
状
況
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
　

　

こ
こ
で
は
、「
神
」
と
「
家
」
の
問
題
に
関
し
て
『
先
祖
の
話
』
が
も
ち
得
た
、

同
時
代
に
お
け
る
位
置
を
考
え
た
い
。『
先
祖
の
話
』
の
発
刊
は
一
九
四
六
年
四

月
で
あ
る
が
、
終
戦
後
の
社
会
動
向
の
う
ち
、
本
論
の
検
討
に
お
け
る
基
盤
と
な

る
の
は
、
四
五
年
八
月
二
二
日
に
占
領
軍
が
発
表
し
た
初
期
の
対
日
方
針
、
及
び

同
一
〇
月
四
日
に
公
表
し
た
人
権
指
令
（
政
治
的
民
事
的
及
宗
教
的
自
由
に
対
す

る
制
限
の
撤
廃
に
関
す
る
覚
書
）、
そ
し
て
同
一
〇
月
一
一
日
に
発
出
し
た
五
大

改
革
の
指
示
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
戦
後
民
主
改
革
の
端
緒
を
な
し
た
政
策
方
針
で

あ
り
、
こ
れ
ら
を
基
準
と
し
て
、
改
革
さ
れ
る
べ
き
日
本
の
旧
制
度
や
慣
習
の
特

定
も
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
に
、
以
下
に
検
討
す
る
「
神
」
と
「
家
」
の
問

題
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
は
じ
め
に
、「
神
」
に
関
す
る
よ
り
具
体
的
な
確
認
と
検
討
を
し
て
い

こ
う
。
注
目
し
た
い
の
は
、
四
五
年
一
二
月
一
五
日
に
出
さ
れ
た
「
国
家
神
道
、

神
社
神
道
ニ
対
ス
ル
政
府
ノ
保
証
、
支
援
、
保
全
、
監
督
並
ニ
弘
布
ノ
廃
止
ニ
関

ス
ル
件
」（
通
称
「
神
道
指
令
」。
以
下
こ
の
名
称
を
用
い
る
）
と
、
そ
れ
を
う
け

た
神
社
側
の
動
向
と
な
る
。

　

こ
の
「
神
道
指
令
」
は
、「
国
家
神
道
」（
四
〇
）
に
対
す
る
政
府
の
保
証
、
支
援

な
ど
の
廃
止
を
命
じ
、
政
教
分
離
を
明
確
に
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
指

令
の
全
文
は
四
項
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
本
論
の
検
討
に
直
接
関

連
す
る
「
二
」
の
（
ハ
）、
及
び
同
（
ホ
）
の
（
２
）
と
い
う
条
文
の
一
部
を
抜

き
出
し
て
お
こ
う
（
四
一
）。

　
（
ハ
）
本
指
令
ノ
中
ニ
テ
意
味
ス
ル
国
家
神
道
ナ
ル
用
語
ハ
、
日
本
政
府

ノ
法
令
ニ
依
テ
宗
派
神
道
或
ハ
教
派
神
道
ト
区
別
セ
ラ
レ
タ
ル
神
道
ノ
一
派

即
チ
国
家
神
道
乃
至
神
社
神
道
ト
シ
テ
一
般
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
非
宗
教
的
ナ
ル

国
家
的
祭
祀
ト
シ
テ
類
別
セ
ラ
レ
タ
ル
神
道
ノ
一
派
（
国
家
神
道
或
ハ
神
社

神
道
）
ヲ
指
ス
モ
ノ
デ
ア
ル
。

　
（
ホ
）（
２
）
神
社
神
道
ハ
国
家
カ
ラ
分
離
セ
ラ
レ
、
ソ
ノ
軍
国
主
義
的
及

至
過
激
ナ
ル
国
家
主
義
的
要
素
ヲ
剥
奪
セ
ラ
レ
タ
ル
後
ハ
若
シ
ソ
ノ
信
奉
者

ガ
望
ム
場
合
ニ
ハ
一
宗
教
ト
シ
テ
認
メ
ラ
レ
ル
デ
ア
ラ
ウ
、（
後
略
）

　

柳田國男『先祖の話』論
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大
原
康
男
は
、
そ
の
よ
う
な
条
項
を
含
む
「
神
道
指
令
」
に
関
し
て
、
国
家
神

道
が
「
日
本
政
府
ノ
法
令
ニ
依
テ
宗
派
神
道
或
ハ
教
派
神
道
ト
区
別
セ
ラ
レ
タ
ル

神
道
ノ
一
派
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
家
神
道
に
対
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
立
場

に
つ
い
て
、
神
社
の
国
家
管
理
と
い
う
制
度
面
を
改
革
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
（
四
二
）。
そ
し
て
右
の
条
文
か
ら
は
、
国
家
か
ら
分
離
さ
れ
た
後

に
は
神
道
の
存
続
を
認
め
る
と
い
う
主
旨
も
確
認
で
き
よ
う
。

　

ま
た
山
口
輝
臣
は
、「
神
道
指
令
」
に
お
い
て
は
じ
め
て
「
国
家
神
道
」
と
い

う
語
が
公
的
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、「
神
道
指
令
」
の
目
的

が
、「
国
家
神
道
」
を
廃
す
る
こ
と
か
ら
恒
久
平
和
と
民
主
主
義
に
基
づ
い
た
新

日
本
を
建
設
す
る
点
に
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
「
国
家
神
道
」
と
い
う
言

葉
を
、
の
ち
に
戦
後
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
時
代
を
立
ち
上
げ
る
べ
く
、
否
定
す
べ

き
日
本
の
現
状
認
識
に
被
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る（
四
三
）。本
論
も
、

上
記
二
氏
の
理
解
に
従
い
検
討
を
す
す
め
た
い
。

　

そ
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
を
も
つ
「
神
道
指
令
」
に
対
す
る
、
神
社
関
係
者
の

対
応
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
先
に
確
認
し
た
四
五
年
一
〇
月
四
日
発
表
の
人
権
指

令
以
降
、
占
領
軍
の
神
社
政
策
が
始
ま
り
、
神
社
と
そ
れ
を
中
心
と
す
る
神
道
の

改
革
に
関
す
る
声
明
が
新
聞
等
に
掲
載
さ
れ
た
。
当
時
の
神
祇
院
や
日
本
政
府
は

事
態
を
楽
観
視
し
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
民
間
の
神
道
人
と
な
る
吉
田
茂
、

宮
川
宗
徳
、
葦
津
珍う
づ

彦ひ
こ

ら
は
、
神
社
と
神
道
へ
の
占
領
軍
の
き
び
し
い
政
策
を
予

想
し
た
準
備
を
開
始
し
た
。
そ
の
成
果
が
、
四
六
年
二
月
三
日
に
お
け
る
宗
教
法

人
神
社
本
庁
の
誕
生
と
な
る
。
こ
れ
は
そ
の
前
日
に
な
さ
れ
た
宗
教
法
人
令
の
改

正
を
う
け
た
も
の
で
あ
り
、
神
社
の
新
団
体
は
宗
教
法
人
に
準
拠
す
る
組
織
と
し

て
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
「
神
道
指
令
」
が
出
さ
れ
た
後
も
、
し
ば
ら

く
は
指
令
の
行
き
す
ぎ
た
解
釈
に
よ
る
神
社
崇
敬
に
対
す
る
極
端
な
妨
害
が
、
占

領
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
た
（
四
四
）。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
と
、『
先
祖
の
話
』
の
記
述
内
容
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
り

得
た
の
だ
ろ
う
か
。
重
要
な
の
は
、
さ
き
に
紹
介
し
た
大
原
康
男
の
指
摘
（
四
五
）

に
あ
っ
た
通
り
、「
神
道
指
令
」
の
基
本
的
な
関
心
が
神
社
の
国
家
管
理
と
い
う

制
度
面
に
む
け
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
神
社
の
問
題
に

ほ
と
ん
ど
踏
み
込
ま
な
い
（
四
六
）
と
い
え
る
『
先
祖
の
話
』
は
「
神
道
指
令
」
に

代
表
さ
れ
る
諸
政
策
の
中
心
的
な
対
象
か
ら
は
外
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。『
先

祖
の
話
』
に
関
し
て
重
要
な
の
は
、
先
に
確
認
し
た
通
り
、
氏
神
信
仰
よ
り
祖
先

信
仰
が
優
先
さ
れ
て
い
る
、あ
る
い
は
根
源
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、

そ
こ
に
お
い
て
国
家
管
理
を
旨
と
す
る
「
国
家
神
道
」（
と
さ
れ
た
も
の
）
と
の

距
離
が
確
保
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。

　

す
る
と
、「
神
」
の
問
題
に
関
し
て
同
時
代
的
な
動
向
と
接
点
は
保
ち
つ
つ
、

し
か
し
そ
の
核
心
と
は
必
ず
し
も
重
な
ら
な
い
と
い
う
『
先
祖
の
話
』
が
も
つ
両

義
的
な
位
置
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
位

置
に
お
い
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
何
を
な
し
て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め

に
、
戦
後
の
柳
田
國
男
あ
る
い
は
民
俗
学
の
動
向
に
対
す
る
、
次
の
二
つ
の
評
価

を
参
照
し
て
お
こ
う
。

　

一
つ
目
は
、
葦
津
珍
彦
が
残
し
た
、
当
時
に
お
け
る
柳
田
の
動
向
に
関
す
る
評

価
で
あ
る
。
そ
こ
で
葦
津
は
、柳
田
を
「
神
道
対
米
軍
と
の
対
決
」
に
お
け
る
「
利

敵
行
為
者
」
と
し
、「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
神
道
政
策
で
は
村
の
古
俗
神
社
は
自
由
放
任
す

る
と
決
め
て
ゐ
た
。
柳
田
は
、
そ
れ
を
知
り
抜
い
て
、
村
の
古
俗
の
神
へ
の
歩
み

よ
り
を
語
っ
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
敵
目
標
と
せ
る
神
々
に
つ
い
て
は
一
語
も
し
な
い
。

敵
権
力
の
な
す
が
ま
ゝ
の
専
横
の
道
を
知
り
つ
く
し
て
、そ
の
道
を
開
く「
学
識
」

の
提
供
を
し
て
も
、
敵
に
た
い
し
て
、
わ
が
道
を
守
ら
う
と
す
る
姿
勢
は
い
さ
ゝ

か
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
四
七
）。

　

続
け
て
二
つ
目
は
、
戦
後
五
〇
年
を
経
過
し
た
時
点
に
お
い
て
、
終
戦
期
以
降

の
民
俗
学
が
神
道
に
対
し
て
果
た
し
た
役
割
を
述
べ
る
『
神
社
新
報
』
の
社
説
記

事
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
盆
と
正
月
が
「
先
祖
祭
り
、
神
祭
り
の
行
事
」
で
あ
る

（
一
一
）

北　星　論　集（文） 　第 ₅₉ 巻　第１号（通巻第 ₇₄ 号）



― 111 ―

こ
と
を
は
じ
め
と
す
る
「
民
俗
学
に
よ
る
各
種
の
行
事
の
解
釈
」
が
、「
国
家
神

道
を
脱
却
し
て
ゆ
か
う
と
す
る
神
社
と
神
道
に
と
っ
て
、
重
要
な
理
論
構
築
の
た

め
の
原
理
と
も
な
っ
た
」
と
述
べ
、「
神
社
神
道
」
の
基
層
と
な
り
、
こ
れ
を
支

え
た
の
が
「
民
俗
神
道
」
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
を
述
べ
て
い
る
（
四
八
）。

　

右
の
二
つ
の
論
説
の
う
ち
、
前
者
は
、
柳
田
が
当
時
の
神
道
政
策
に
対
抗
す
る

こ
と
を
回
避
し
た
点
を
批
判
的
に
と
ら
え
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
戦
後
の
民
俗

学
が
神
道
に
果
た
し
た
貢
献
を
、
神
社
神
道
の
基
層
を
新
た
に
形
成
し
た
と
い
う

点
に
見
出
し
て
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
賛
否
両
論
を
導

い
た
、
戦
後
の
柳
田
、
お
よ
び
民
俗
学
の
動
向
の
端
緒
と
し
て
『
先
祖
の
話
』
は

位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
論
が
注
目
す
る
の
は
、
神
社
神
道
の
動
向
に
関
し

て
同
時
代
的
に
は
そ
の
核
心
か
ら
距
離
を
保
ち
つ
つ
、
回
顧
的
に
把
握
し
た
と
き

に
は
戦
後
の
神
道
と
背
反
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
基
層
を
提
供
し
た
と
も

評
価
さ
れ
る
、
柳
田
、
あ
る
い
は
民
俗
学
に
お
け
る
「
神
」
の
問
題
へ
の
関
与
の

あ
り
方
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
与
を
な
し
た
地
点
を
『
先
祖
の
話
』
が
「
神
」

の
問
題
に
関
し
て
も
ち
え
た
同
時
代
的
な
位
置
と
し
て
、
本
論
で
は
お
さ
え
て
お

き
た
い
。

　

そ
の
う
え
で
次
に
は
、「
家
」に
関
す
る
具
体
的
な
確
認
と
検
討
を
し
て
い
こ
う
。

注
目
し
た
い
の
は
、
憲
法
改
正
議
論
か
ら
民
法
改
正
議
論
へ
の
展
開
で
あ
り
、
こ

こ
で
は
、『
先
祖
の
話
』
の
発
刊
前
後
に
わ
た
る
件
の
状
況
を
確
認
し
、
テ
キ
ス

ト
の
内
容
と
の
関
連
を
考
察
す
る
。

　

憲
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
四
五
年
一
〇
月
に
お
け
る
人
権
指
令
と
五
大
改
革
の

指
示
以
降
に
高
ま
っ
た
改
正
へ
の
世
論
を
背
景
と
し
、
新
憲
法
の
内
実
を
な
す
重

要
改
革
と
し
て
家
族
制
度
の
問
題
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
も
あ
わ
せ
て
、
民
法
改
正

に
ま
で
続
く
検
討
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
（
四
九
）。
そ
の
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
新
憲
法
案

が
提
示
さ
れ
（
四
六
年
二
月
一
三
日
）、
そ
れ
う
け
た
日
本
政
府
に
よ
る
「
憲
法

改
正
要
綱
案
」（
同
三
月
六
日
）、お
よ
び
「
憲
法
改
正
草
案
」
が
作
成
さ
れ
る
（
同

四
月
一
七
日
）。
そ
こ
に
お
い
て
「
家
族
条
項
」（
五
〇
）
が
登
場
す
る
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

の
新
憲
法
案
と
比
較
し
て
、
家
族
制
度
を
積
極
的
に
廃
止
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
姿
を
消
し
た
と
さ
れ
る
（
五
一
）。

　

民
法
改
正
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
政
府
が
提
示
し
た
右
の
「
家
族
条
項
」
に
適
合

す
る
改
正
を
目
的
と
し
て
、
四
六
年
七
月
よ
り
臨
時
法
制
調
査
会
、
司
法
法
制
審

議
会
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
（
五
二
）。
審
議
の
中
で
は
、
家
族
制
度
に
つ
い
て
、
特

に
「
家
」、
戸
主
権
、
家
督
相
続
の
廃
止
を
め
ぐ
る
問
題
が
最
も
中
心
的
に
議
論

さ
れ
た
（
五
三
）。

　

そ
こ
に
お
け
る
各
委
員
や
論
者
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
四
分
類
が

示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
Ａ
型
は
、
旧
来
の
家
族
制
度
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
維
持
し

よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
Ｂ
型
は
、
旧
来
の
家
族
制
度
か
ら
封
建
的
要
素
を
除

き
、再
構
成
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
さ
れ
る
。
続
け
て
Ｃ
型
は
、道
徳
上
の
「
家
」

と
法
律
上
の
「
家
」
を
区
別
す
る
立
場
で
あ
り
、
Ｄ
型
は
、
道
徳
上
の
「
家
」
も

法
律
上
の
「
家
」
も
す
べ
て
廃
止
す
べ
し
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
以
上
の
う
ち

Ａ
型
と
Ｄ
型
は
少
数
派
で
あ
り
、
お
お
む
ね
、
Ｂ
型
と
Ｃ
型
の
相
互
影
響
と
妥
協

で
決
着
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（
五
四
）。
こ
こ
で
の
議
論
を
も
と
に
、
四
六
年
一
〇
月

に
は
民
法
改
正
要
綱
が
決
定
さ
れ
、
い
っ
た
ん
新
民
法
が
成
立
す
る
（
四
七
年
三

月
）。
そ
の
後
四
七
年
七
月
に
は
改
正
案
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
同
月
に
改
正
民
法

が
成
立
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
と
関
わ
り
得
る
、『
先
祖
の
話
』
の
記
述
内
容
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
先
祖
の
話
』が
提
示
す
る「
家
」

の
あ
り
方
、
お
よ
び
テ
キ
ス
ト
全
体
の
要
旨
が
、
廃
止
さ
れ
る
べ
き
「
家
」
と
近

似
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
得
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、『
先
祖
の
話
』
が

お
お
む
ね
「
家
」
の
継
続
を
肯
定
的
な
価
値
と
し
て
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
と
も
深
く
関
連
す
る
。
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
前
に
と
り
あ
げ
た
森
論

文
（
五
五
）
の
よ
う
に
、『
先
祖
の
話
』
に
国
民
道
徳
論
や
家
族
国
家
観
と
類
似
す
る

柳田國男『先祖の話』論

（
一
二
）
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点
を
見
出
し
、
テ
キ
ス
ト
が
も
つ
戦
争
肯
定
の
側
面
を
指
摘
し
た
論
考
の
存
在
で

あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、『
先
祖
の
話
』
が
提
示
す
る
「
家
」
の
あ
り
か
た
が
、
国

や
国
体
へ
つ
な
が
る
思
考
経
路
を
も
つ
と
理
解
さ
れ
、
そ
の
点
が
改
革
さ
れ
る
べ

き
日
本
の
古
い
慣
習
と
さ
れ
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
そ
こ
で
同
時
に
注
目
す
べ
き
は
、
右
の
森
論
文
に
対
し
て
、
公
祖
を
認

め
な
い
点
を
『
先
祖
の
話
』
の
特
色
と
し
て
述
べ
た
矢
野
論
文
（
五
六
）
や
、
矢
野

の
指
摘
を
更
に
見
直
し
、
近
代
国
民
国
家
と
は
規
模
や
性
格
を
異
に
す
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
と
し
て
の
「
真
正
な
社
会
」
を
「
家
」
と
の
関
わ
り
で
提
示
し
た
点
で
『
先

祖
の
話
』
を
評
価
す
る
小
田
亮
の
議
論
（
五
七
）
の
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
民

道
徳
論
や
家
族
国
家
観
と
の
関
連
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
『
先
祖
の
話
』
は
両
義

的
に
時
流
に
対
応
す
る
性
格
を
も
ち
得
て
い
た
こ
と
が
見
出
せ
る
。

　

更
に
重
要
な
の
が
、『
先
祖
の
話
』
に
お
い
て
は
資
料
に
掲
載
し
た
４
節
や
８

〜
10
節
、
更
に
は
81
節
の
要
約
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
養
子
も
し
く
は
非

血
縁
者
間
で
の
相
続
や
転
地
が
、
家
の
継
続
あ
る
い
は
新
興
の
た
め
の
方
策
と
し

て
選
ば
れ
て
き
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
更
に
は
10
〜
12
節
等
か
ら

確
認
で
き
る
よ
う
に
、「
無
形
の
家
督
」
と
し
て
、
現
実
の
民
法
論
議
に
お
け
る

相
続
や
扶
養
と
は
別
次
元
の
要
素
を
も
つ
、
即
ち
精
神
的
な
側
面
を
重
視
し
た
、

先
祖
と
子
孫
の
相
互
交
感
の
問
題
と
し
て
「
家
」
の
問
題
を
扱
っ
て
も
い
る
点
な

の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、「
家
」
の
問
題
に
関
し
て
『
先
祖
の
話
』
は
同
時
代
的
な
家
族

制
度
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
ま
さ
に
改
正
さ
れ
る
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
得
る

内
容
的
側
面
を
も
ち
な
が
ら
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
は
外
れ
る
傾
向
を
も
併
せ
も
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
こ
で
改
め
て
目
を
向
け
た
い
の
は
、『
先
祖
の
話
』
で
展
開
さ
れ
る
「
家
」

に
関
す
る
議
論
が
、
憲
法
お
よ
び
民
法
改
正
に
む
け
た
議
論
に
お
け
る
法
的
理
念

や
、
法
律
実
務
に
お
け
る
、
婚
姻
、
扶
養
、
相
続
、
家
督
等
の
扱
い
と
は
明
ら
か

に
様
相
を
異
に
す
る
点
で
あ
る
。

　

ま
ず『
先
祖
の
話
』で
は
、婚
姻（
五
八
）や
扶
養
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
ふ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
相
続
に
つ
い
て
は
、
相
続
に
あ
て
る
こ
と
の
で
き
る
土
地
等
の
財
産
の
限
界

と
い
う
観
点
か
ら
、
分
家
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を
紹
介
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は

過
去
の
農
家
や
武
家
に
お
け
る
事
例
の
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、そ
の
こ
と
は
、

資
料
に
お
け
る
８
〜
10
節
の
箇
所
等
に
ま
と
め
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
家
督
に

つ
い
て
は
長
子
相
続
等
の
問
題
に
は
深
く
踏
み
込
ま
ず
、
そ
の
一
方
で
、
さ
き
に

も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
精
神
的
な
面
に
関
わ
る
「
無
形
の
家
督
」
を
強
調
し
、
そ
の

継
承
を
重
視
す
る
立
場
を
と
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
資
料
の
11
節
等
か
ら
確
認

で
き
よ
う
。

　

加
え
て
、
相
続
や
家
督
の
問
題
に
関
し
て
、『
先
祖
の
話
』
で
は
、
本
論
が
Ⅱ

で
述
べ
た
内
容
面
で
の
三
つ
の
大
区
分
の
う
ち
最
も
基
礎
的
な
部
分（
１
〜
14
節
）

に
集
中
し
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、『
先
祖
の
話
』
で
は
、

家
督
や
相
続
に
関
し
て
、
本
節
で
確
認
し
た
憲
法
、
民
法
改
正
議
論
と
は
異
な
る

視
点
、
も
し
く
は
次
元
か
ら
の
把
握
が
基
礎
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
う
え

に
祖
先
崇
拝
を
め
ぐ
る
独
自
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、『
先
祖
の
話
』
が
、
同
時
代
的
に
注
目
さ
れ
た
問
題
に
対

し
て
、特
に
家
督
や
相
続
等
の
話
題
に
つ
い
て
は
関
わ
り
を
保
ち
つ
つ
も
、憲
法
、

民
法
改
正
議
論
と
は
異
質
な
基
礎
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
ポ
ジ

シ
ョ
ン
を
同
時
代
言
説
の
中
で
と
り
得
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
ま
た
、
同
時
代
の
民
法
改
正
議
論
に
お
け
る
家
督
や
相
続
と
は
別
次
元
の
問

題
と
し
て
「
家
」
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

　

以
上
、
本
節
で
は
「
神
」
と
「
家
」
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
、『
先

祖
の
話
』
が
も
ち
得
た
同
時
代
に
お
け
る
法
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
や
動
向
と
の
関

係
を
検
討
し
た
。
そ
こ
で
見
出
さ
れ
た
共
通
性
と
し
て
、
時
流
と
関
わ
り
つ
つ
、

（
一
三
）
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た
だ
し
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
の
焦
点
や
渦
か
ら
は
距
離
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
地

点
を
確
保
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

Ⅴ
　
結
論
　

　

そ
こ
で
、
本
論
の
検
討
成
果
を
ま
と
め
た
い
。
Ⅰ
節
で
は
問
題
設
定
と
研
究
史

の
整
理
を
行
っ
た
。
そ
こ
か
ら
Ⅱ
節
で
は
、
匿
名
の
先
祖
へ
の
融
合
を
基
軸
と
し

た
テ
キ
ス
ト
の
構
成
把
握
を
行
い
、『
先
祖
の
話
』
が
も
つ
、
予
め
明
示
さ
れ
な

い
構
成
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
Ⅲ
節
で
は
、
テ
キ
ス
ト
の
行
文
が
も
つ
非
断

定
的
な
性
格
の
強
さ
を
検
証
し
た
。
そ
れ
ら
の
特
徴
は
、
書
き
手
が
テ
キ
ス
ト
の

内
容
を
確
定
し
た
事
実
と
し
て
提
示
す
る
よ
り
も
、
読
み
手
が
能
動
的
に
そ
の
内

容
理
解
に
参
加
す
る
こ
と
を
促
す
仕
組
み
と
し
て
理
解
で
き
た
。一
方
Ⅳ
節
で
は
、

『
先
祖
の
話
』
が
同
時
代
言
説
と
の
関
連
に
お
い
て
、
テ
ー
マ
に
お
い
て
は
時
流

と
明
確
な
関
わ
り
を
も
ち
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
渦
中
か
ら
は
距
離
を
お
い
た
立
ち

位
置
を
保
つ
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
よ
う
な
位
置
は
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
時

流
に
流
さ
れ
る
一
過
性
の
検
討
対
象
と
す
る
こ
と
な
く
、
継
続
的
か
つ
主
体
的
に

そ
れ
に
関
わ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
要
素
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
検
討
成
果
を
総
合
す
る
と
、『
先
祖
の
話
』
が
も
つ
テ
キ
ス
ト
と

し
て
の
特
色
は
次
の
よ
う
な
点
に
求
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
右
の
よ
う
な
構
成
と
表

現
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
時
流
の
焦
点
や
渦
か
ら
は
距
離
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る

地
点
を
読
み
手
に
用
意
し
、
そ
こ
に
お
い
て
、
読
み
手
の
能
動
性
が
発
揮
さ
れ
る

余
地
を
確
保
す
る
。
そ
の
上
で
、
思
考
と
発
話
の
主
導
権
を
譲
り
つ
つ
こ
れ
か
ら

の
実
践
に
つ
な
が
る
思
考
の
当
事
者
と
な
る
よ
う
、
こ
れ
も
あ
く
ま
で
読
み
手
の

能
動
性
を
保
っ
た
形
で
促
す
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
質
は
、
こ
の
テ

キ
ス
ト
の
題
名
が
『
先
祖
に
つ
い
て

4

4

4

』
や
『
先
祖
の
研
究
4

4

』
等
で
は
な
く
、
ま
さ

に
『
先
祖
の
話4

』
で
あ
る
こ
と
―
―
「
話
」
と
は
、
書
物
と
い
う
場
に
仮
想
的
に

用
意
さ
れ
た
そ
れ
に
お
い
て
も
、
面
前
の
相
手
と
の
関
わ
り
の
中
で
何
か
を
作
り

出
そ
う
と
す
る
側
面
を
も
つ
営
み
で
あ
る
だ
ろ
う
―
―
と
も
対
応
す
る
（
五
九
）。
そ

し
て
そ
の
営
み
の
中
軸
を
な
す
も
の
が
、
匿
名
の
先
祖
へ
の
融
合
を
要
件
と
し
て

生
み
出
さ
れ
る
「
祖
霊
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
読
み
手
の
側
に
促
さ
れ
る
思
考
、
即
ち
何
か
に
つ
い
て
読
み
、

主
体
的
に
考
え
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
自
体
が
、
検
討
対
象
を
長
い
時
間

を
か
け
て
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
と
し
、
更
に
は
継
承
を
前
提
と
し
そ
れ
を
継
続

し
よ
う
と
す
る
営
み
と
な
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
た
つ
と
き
、
小
田
亮
が

『
先
祖
の
話
』
に
関
し
て
指
摘
し
た
、「
真
正
な
社
会
」
に
お
け
る
「
伝
統
」
を

生
み
出
す
実
践
（
六
〇
）
と
は
、
テ
キ
ス
ト
が
刊
行
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
に
そ
れ
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
刊
行
後
に
テ
キ
ス
ト
を
読
み
考
え
実
践
す
る
中
で

実
現
さ
れ
て
い
く
、現
在
進
行
形
の
事
態
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（
六
一
）。

こ
の
と
き
、
本
論
が
Ⅰ
で
確
認
し
た
よ
う
な
『
先
祖
の
話
』
に
対
す
る
批
判
や
事

実
誤
認
の
指
摘
も
、
件
の
継
承
や
実
践
の
一
部
分
と
し
て
把
握
可
能
に
な
る
の
で

あ
る
。

　

更
に
、『
先
祖
の
話
』
が
、
右
の
よ
う
に
し
て
「
伝
統
」
を
発
見
し
継
承
す
る

仕
組
み
を
も
つ
と
い
う
観
点
に
立
つ
と
き
、以
下
の
理
解
も
導
か
れ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
発
刊
以
降
に
「
神
道
指
令
」
で
神
道
を
め
ぐ
る
信
仰
の
あ
り

方
が
大
き
く
姿
を
変
え
、
旧
家
族
制
度
が
民
法
改
正
で
改
廃
さ
れ
た
と
き
に
、
一

方
で
、
法
や
制
度
の
変
革
だ
け
で
は
変
わ
ら
ず
、
新
し
い
信
仰
や
家
の
あ
り
方
へ

と
単
純
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
そ
れ
ら
を
示
し
た
書
と
し
て
の
価
値
を

得
る
可
能
性
を
も
ち
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
単
な
る

回
帰
に
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
過
ぎ
去
っ
た
何
か
に
つ
い
て
、
異
な
る
時
代

背
景
の
も
と
で
新
た
に
そ
れ
を
補
い
、
結
果
と
し
て
そ
れ
ま
で
に
は
な
い
新
し
い

状
況
を
生
み
出
し
得
る
、
一
種
の
触
媒
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
視
点
を
得
た
と
き
、
件
の
戦
後
改
革
は
、『
先
祖
の
話
』
が
戦
後
に
お
い
て
読

柳田國男『先祖の話』論

（
一
四
）
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み
続
け
ら
れ
て
き
た
要
因
の
一
つ
と
い
う
意
味
ま
で
を
も
ち
だ
す
の
で
あ
る
。

　

あ
る
対
象
を
、
そ
れ
が
実
践
さ
れ
て
き
た
時
間
的
蓄
積
を
も
つ
も
の
と
し
て
検

討
す
る
こ
と
は
、
対
象
が
存
続
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
時
間
の
幅
、
も
し
く
は

直
近
の
過
去
で
は
な
い
時
点
か
ら
現
在
を
眺
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。そ
れ
は
、

そ
の
時
点
と
現
在
と
の
時
間
的
距
離
が
生
み
出
す
、
現
代
を
、
未
来
に
向
け
て
流

れ
て
い
く
時
間
の
流
れ
の
一
時
点
と
し
て
相
対
化
す
る
認
識
を
も
も
た
ら
し
得
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
時
間
の
流
れ
の
も
と
に
、
読
み
手
を
検
討
対
象

の
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
の
今
後
に
関
与
し
得
る
者
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
を
促
す

テ
キ
ス
ト
。
そ
の
よ
う
な
点
に
、『
先
祖
の
話
』
が
刊
行
当
時
か
ら
は
時
間
を
経

過
し
た
時
点
と
状
況
に
お
い
て
担
い
得
る
、
現
代
的
な
意
義
（
六
二
）
を
見
出
す
こ

と
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注（
一
）　
　
『
先
祖
の
話
』
を
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
テ
キ
ス
ト
の
読
解
を
主
眼
と
す
る
近
時

の
論
考
と
し
て
は
、
岡
部
隆
志
「
柳
田
国
男
『
先
祖
の
話
』
を
読
む
―
―
戦

死
者
の
魂
を
め
ぐ
る
日
本
人
の
葛
藤
」（『
柳
田
国
男
・
主
題
と
し
て
の
「
日

本
」』
梟
社
、二
〇
〇
九
）
や
、小
田
亮
「
出
来
事
と
し
て
の
『
先
祖
の
話
』

―
―「
祖
霊
」の
発
明
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
民
俗
学
研
究
所
紀
要
』三
五
号
、

二
〇
一
一
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
何
れ
に
お
い
て
も
、
構
成
や
表
現

面
の
特
色
と
い
う
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
検
討
は
十
分
な
さ
れ
て
い

な
い
と
い
え
る
。

（
二
）　
　

小
池
淳
一
「『
先
祖
の
話
』」（『
柳
田
國
男
事
典
』
勉
誠
出
版
、
一
九
九
八
）

五
六
六
頁
よ
り
。

（
三
）　
　

真
野
俊
和
「
先
祖
・
祖
霊
」（『
柳
田
國
男
事
典
』
勉
誠
出
版
、
一
九
九
八
）

五
六
四
頁
よ
り
。

（
四
）　
　
『
先
祖
の
話
』
刊
行
後
に
柳
田
が
執
筆
し
た
事
典
項
目
で
も
、「
祖
霊
」
に

対
す
る
端
的
な
定
義
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
解
説
の
主
眼
は
『
先
祖
の

話
』
の
内
容
の
う
ち
、
没
後
三
三
年
目
の
と
ぶ
ら
い
あ
げ
と
、「
日
本
人
の

古
い
信
仰
に
み
ら
れ
る
祖
霊
」
を
、「
個
別
化
し
た
祖
先
の
霊
で
は
な
く
、

私
的
な
性
質
を
失
っ
た
、
単
一
化
し
た
融
合
的
霊
体
」
と
す
る
記
述
だ
と

い
え
る
（「
祖
霊
」『
日
本
社
会
民
俗
辞
典　

第
二
巻
』
誠
文
堂
新
光
社
、

一
九
五
四
、八
五
一
〜
八
五
三
頁
参
照
）。

（
五
）　
　

伊
藤
幹
治
「
柳
田
国
男
と
文
明
批
評
の
論
理
」（『
現
代
の
エ
ス
プ
リ
』
五
七

号
、
一
九
七
二
）
一
四
頁
参
照
。

（
六
）　
　

影
山
正
美
「
続
・
有
泉
貞
夫
「
柳
田
国
男
考
」
に
寄
す
―
―
理
論
と
し
て
の

「
祖
霊
」と
柳
田
民
俗
学
―
―
」（『
甲
斐
』一
二
三
号
、二
〇
一
一
）の
う
ち
、

特
に
二
八
頁
参
照
。

（
七
）　
　

小
島
瓔
禮「
祖
霊
と
怨
霊
」（
田
丸
徳
善
、村
岡
空
、宮
田
登
編『
情
念
の
世
界
』

佼
成
出
版
社
、
一
九
七
二
）
の
う
ち
、
特
に
五
九
〜
六
一
頁
参
照
。

（
八
）　
　

中
村
哲『
新
版
柳
田
国
男
の
思
想
』（
法
政
大
学
出
版
局
、一
九
七
四
）の
う
ち
、

特
に
「
祖
先
崇
拝
」（
七
九
〜
一
〇
二
頁
）
参
照
。
旧
版
は
一
九
六
七
年
に

刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
九
）　
　

高
取
正
男
、橋
本
峰
雄
「
家
と
祖
先
」（『
宗
教
以
前
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

一
九
六
八
）
参
照
。

（
一
〇
）　

原
田
敏
明「
村
の
祭
祀
の
起
源
」（『
村
の
祭
祀
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
）

参
照
。

（
一
一
）　

有
賀
喜
左
衛
門
「
先
祖
と
氏
神
」（『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
Ⅶ
』
未
来
社
、

一
九
六
九
）
参
照
。

（
一
二
）　

井
之
口
章
次
「
柳
田
国
男
の
祖
霊
信
仰
論
」（『
近
畿
民
俗
』
一
〇
九
号
、

一
九
八
六
）
参
照
。

（
一
三
）　

津
田
左
右
吉
「
日
本
の
神
道
に
於
け
る
支
那
思
想
の
要
素
（
一
）」（『
東
洋

学
報
』
二
五
巻
一
号
、一
九
三
七
）
二
二
〜
四
三
頁
、お
よ
び
「
同
（
五
）」（
同

誌
二
六
巻
一
号
、
一
九
三
八
）
七
五
〜
七
九
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
論
点
に

関
し
て
は
、前
掲
中
村
書（
特
に
七
九
〜
九
〇
頁
）に
基
本
的
な
指
摘
が
あ
る
。

（
一
四
）　

前
掲
高
取
、
橋
本
書
の
う
ち
、
一
五
九
〜
一
六
〇
頁
参
照
。

（
一
五
）　

前
掲
井
之
口
論
文
の
う
ち
、
特
に
七
頁
参
照
。

（
一
六
）　

森
謙
二
「
穂
積
陳
重
と
柳
田
國
男
―
―
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
祖
先
祭
祀

―
―
」（『
黒
木
三
郎
先
生
古
希
記
念　

現
代
法
社
会
学
の
諸
問
題
（
上
）』

黒
木
三
郎
先
生
古
希
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
、
一
九
九
二
）
一
〇
四
頁

参
照
。

（
一
七
）　

矢
野
敬
一
「
祖
先
と
記
憶
を
め
ぐ
る
政
治
と
知
の
編
成
―
―
国
民
道
徳
論
と

（
一
五
）

北　星　論　集（文） 　第 ₅₉ 巻　第１号（通巻第 ₇₄ 号）
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方
史
研
究
』
二
五
三
号
、
一
九
九
五
）
参
照
。

（
二
九
）　

林
淳「
固
有
信
仰
論
の
学
史
的
意
義
に
つ
い
て
」（
脇
本
平
也
・
田
丸
徳
善『
ア

ジ
ア
の
宗
教
と
精
神
文
化
』
新
曜
社
、一
九
九
七
）
と
、「
国
民
道
徳
論
と
『
先

祖
の
話
』」（『
現
代
宗
教
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
）
参
照
。

（
三
〇
）　

前
掲
岡
部
論
文
参
照
。

（
三
一
）　

吉
本
隆
明「
無
方
法
の
方
法
」（『
定
本
柳
田
國
男
集　

月
報
１
』筑
摩
書
房
、

一
九
六
八
）
五
〜
六
頁
参
照
。

（
三
二
）　

な
お
、
特
に
77
節
以
降
に
集
中
す
る
生
ま
れ
代
り
に
関
す
る
記
述
に
関
し
て

は
、
戦
没
者
慰
霊
を
『
先
祖
の
話
』
の
モ
チ
ー
フ
と
す
る
論
考
に
お
い
て

注
目
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
本
論
で
は
、
生
ま
れ
代
り
の
問
題
が
、

祖
霊
信
仰
に
関
す
る
例
外
的
な
事
例
と
し
て
『
先
祖
の
話
』
に
お
い
て
定

着
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
あ
げ
て
い
な
い
。

（
三
三
）　

伊
藤
は
、
戦
後
の
柳
田
に
お
け
る
「
民
間
信
仰
論
」
を
氏
神
論
と
先
祖
論
と

に
類
別
す
る
。
そ
の
う
え
で
、氏
神
論
は
、『
山
宮
考
』
を
中
心
と
し
た
「
新

国
学
談
」
の
な
か
で
展
開
さ
れ
、
先
祖
論
は
『
先
祖
の
話
』
に
詳
述
さ
れ

て
い
る
と
す
る
。
氏
神
論
の
要
点
は
、
氏
神
信
仰
を
日
本
人
の
固
有
信
仰

の
中
心
と
み
な
し
、
そ
の
発
生
・
展
開
の
基
盤
を
祖
霊
信
仰
の
な
か
に
求

め
た
点
に
あ
る
。
一
方
、
先
祖
論
の
要
点
は
、
本
論
で
と
り
あ
げ
て
い
る

「
前
代
の
常
識
」
の
記
述
に
集
約
さ
れ
る
、
生
と
死
の
連
続
性
の
認
識
を

基
礎
と
し
た
日
本
人
の
来
世
観
と
再
生
観
を
述
べ
た
点
に
あ
る
と
す
る
（
前

掲
伊
藤
論
文
の
う
ち
、
特
に
一
三
〜
一
五
頁
参
照
）。

（
三
四
）　

新
谷
は
、『
先
祖
の
話
』
に
関
し
て
、「
生
と
死
の
二
つ
の
世
界
の
往
来
は
比

較
的
自
由
で
あ
り
、
季
節
を
定
め
て
去
来
す
る
正
月
の
神
や
田
の
神
な
ど

も
実
は
み
ん
な
子
や
孫
の
幸
福
を
願
う
祖
霊
で
あ
っ
た
」
と
し
、「
こ
れ
が
、

『
先
祖
の
話
』
の
中
で
柳
田
が
日
本
人
古
来
の
霊
魂
観
・
死
生
観
と
し
て
日

本
の
民
俗
伝
承
を
も
と
に
抽
出
し
た
結
論
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
神
と
霊
魂
、

そ
し
て
先
祖
と
家
と
の
み
ご
と
な
連
結
が
み
ら
れ
る
」と
述
べ
て
い
る（「
解

説
」『
柳
田
國
男
全
集
13
』
ち
く
ま
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
、七
三
四

頁
よ
り
）。

（
三
五
）　

福
田
は
、『
先
祖
の
話
』
の
具
体
的
な
記
述
に
お
け
る
「
祖
霊
」
概
念
や
そ

の
表
現
の
特
質
に
つ
い
て
「
柳
田
の
祖
霊
論
の
重
要
な
指
摘
は
、
祖
霊
は

個
別
の
存
在
で
は
な
く
、
一
つ
の
祖
霊
に
融
合
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
」

柳
田
国
男
」（『
浮
遊
す
る
「
記
憶
」』
青
弓
社
、
二
〇
〇
五
）
四
一
〜
四
二

頁
参
照
。

（
一
八
）　

桜
井
徳
太
郎
「『
先
祖
の
話
』
解
説
」（
柳
田
國
男
『
先
祖
の
話
』
筑
摩
書
房
、

一
九
七
五
）、二
三
六
〜
二
三
八
頁
参
照
。

（
一
九
）　

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ベ
ル
ニ
エ
著
、
伊
藤
由
紀
訳
「
柳
田
国
男
『
先
祖
の
話
』

―
―
日
本
固
有
の
社
会
科
学
の
モ
デ
ル
た
り
う
る
か
―
―
」（
Ｒ
・
Ａ
・
モ

ー
ス
、
赤
坂
憲
雄
編
『
世
界
の
中
の
柳
田
国
男
』
藤
原
書
店
、
二
〇
一
二
）

の
う
ち
、
特
に
二
八
一
〜
二
八
四
頁
参
照
。

（
二
〇
）　

鈴
木
満
男
「
盆
に
来
る
霊
―
―
台
湾
の
中
元
節
を
手
が
か
り
と
し
た
比
較
民

俗
学
的
試
論
―
―
」（『
マ
レ
ビ
ト
の
構
造
』
三
一
書
房
、一
九
七
四
）
参
照
。

（
二
一
）　

有
賀
喜
左
衛
門
『
一
つ
の
日
本
文
化
論
』（
未
来
社
、一
九
七
六
）
の
う
ち
、

第
一
章
と
二
章
を
参
照
。

（
二
二
）　

福
田
ア
ジ
オ『
柳
田
国
男
の
民
俗
学
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
七
）の
う
ち
、

特
に
一
三
一
〜
一
三
四
頁
参
照
。

（
二
三
）　

赤
嶺
政
信
「
南
島
か
ら
柳
田
國
男
を
読
む
―
―
祖
霊
信
仰
論
に
焦
点
を
当
て

て
―
―
」（『
日
本
民
俗
学
』
二
七
一
号
、
二
〇
一
二
）
参
照
。

（
二
四
）　

な
お
、
仏
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、「
小
特
集　

京
都
で
読
む
『
先
祖

の
話
』」（『
日
本
民
俗
学
』
二
七
六
号
、
二
〇
一
三
）
に
掲
載
さ
れ
た
諸
論

考
等
を
手
掛
か
り
と
し
つ
つ
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
二
五
）　

有
泉
貞
夫
「
柳
田
国
男
考
―
―
祖
先
崇
拝
と
差
別
―
―
」（『
展
望
』
一
六
二

号
、
一
九
七
二
）
参
照
。

（
二
六
）　

前
掲
影
山
論
文
参
照
。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る「
社
会
変
革
」に
つ
い
て
、

本
論
で
は
、『
先
祖
の
話
』
の
読
解
を
通
じ
て
生
じ
得
る
可
能
性
の
一
つ
と

し
て
と
ら
え
て
い
る
。

（
二
七
）　

そ
れ
ら
の
検
討
の
基
盤
を
な
し
た
論
考
と
し
て
、益
田
勝
実
「『
炭
焼
日
記
』

存
疑
」（『
民
話
』一
四
、一
五
、一
七
号
、一
九
五
九
〜
六
〇
）を
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
は
、『
先
祖
の
話
』
を
戦
時
中
に
執
筆
さ
れ
た
、
当
時
の
日
本
人
に

向
け
た
テ
キ
ス
ト
と
す
る
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、『
先
祖
の

話
』
を
、戦
時
中
に
書
か
れ
た
部
分
が
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、戦
後
に
発
刊
、

流
布
さ
れ
た
、
戦
後
の
読
者
に
関
与
し
て
い
く
テ
キ
ス
ト
と
し
て
理
解
し

て
い
る
。

（
二
八
）　

岩
田
重
則
「
柳
田
国
男
の
祖
霊
研
究
―
―
『
先
祖
の
話
』
再
検
討
―
―
」（『
地

柳田國男『先祖の話』論

（
一
六
）
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社
新
報
社
、
一
九
八
六
）
二
三
一
〜
二
五
〇
頁
と
、『
神
道
指
令
と
戦
後
の

神
道
』（
神
社
新
報
社
、
一
九
七
一
）
五
〇
〜
五
七
頁
を
参
照
。
特
に
後
者

で
は
、
四
六
年
初
め
か
ら
四
八
年
く
ら
い
ま
で
の
神
社
へ
の
妨
害
事
例
が

紹
介
さ
れ
て
お
り
（
五
〇
頁
）、「
神
社
に
対
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
が
国
民
の

間
に
深
く
滲
透
し
て
い
っ
た
」（
五
三
頁
）
時
期
と
も
さ
れ
て
い
る
。

（
四
五
）　

前
掲
大
原
書
の
う
ち
、
三
二
九
頁
参
照
。

（
四
六
）　
『
先
祖
の
話
』
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
「
新
国
学
談
」
三
部
作
等
に
お
け
る
、

柳
田
の
神
道
理
解
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
柳
田
に
お
け
る
大
正
期
以
降
の

神
道
に
関
す
る
論
考
ま
で
を
ふ
ま
え
た
別
の
検
討
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
四
七
）　

葦
津
珍
彦
「
柳
田
国
男
、折
口
信
夫
の
こ
と
」（『
葦
津
珍
彦
選
集　

第
一
巻
』

神
社
新
報
社
、
一
九
九
六
）
三
二
三
〜
三
二
七
頁
参
照
。 

（
四
八
）　

佐
野
和
史
「
主
張　
「
民
俗
神
道
」
と
い
ふ
概
念
」（『
神
社
新
報
』

一
九
九
六
年
八
月
一
九
日
）
二
頁
よ
り
。

（
四
九
）　

由
井
正
臣
「
一
九
四
〇
年
代
の
日
本
―
―
世
界
制
覇
の
挫
折
」（『
日
本
通
史

第
一
九
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
）
の
う
ち
、
特
に
六
四
〜
六
七
頁
と
、

七
六
〜
七
八
頁
参
照
。

（
五
〇
）　
「
憲
法
改
正
草
案
」
第
二
二
条
に
お
け
る
件
の
文
言
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。「
婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
に
基
い
て
の
み
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権

利
を
有
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
／
配
偶
者
の
選
択
、
財
産
権
、
相
続
、
住
居
の
選
定
、

離
婚
並
び
に
婚
姻
及
び
家
族
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
、
法

律
は
、
個
人
の
権
威
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、
制
定
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
引
用
は
、
国
立
国
会
図
書
館
Ｈ
Ｐ
よ
り
。

〈https://w
w
w
.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/109/109tx.

htm
l

〉2021/04/22

閲
覧
。

（
五
一
）　

利
谷
信
義
「
戦
後
の
家
族
政
策
と
家
族
法
―
形
成
過
程
と
特
質
―
―
」

（
福
島
正
夫
編
『
家
族　

政
策
と
法　

１
総
論
』、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
五
）
一
〇
二
頁
参
照
。

（
五
二
）　

中
川
善
之
助
『
新
憲
法
と
家
族
制
度
』（
国
立
書
院
、
一
九
四
八
）
一
五
〜

一
六
頁
参
照
。

（
五
三
）　

我
妻
栄
編
『
戦
後
に
お
け
る
民
法
改
正
の
経
過
』（
日
本
評
論
新
社
、

一
九
五
六
）
四
頁
参
照
。
ま
た
そ
の
間
の
経
過
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同

と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
福
田
書
、
一
三
一
頁
よ
り
）。

（
三
六
）　

前
掲
岩
田
論
文
に
も
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
の
大
区
分
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

本
論
と
は
着
眼
点
や
分
類
基
準
が
異
な
る
。

（
三
七
）　

そ
の
よ
う
な
主
題
の
理
解
は
読
み
手
ご
と
に
異
な
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
で

も
あ
ろ
う
。「
祖
霊
」
以
外
の
主
題
理
解
に
関
し
て
は
、『
先
祖
の
話
』
の

受
容
研
究
と
い
う
視
点
か
ら
今
後
検
討
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
三
八
）　

た
だ
し
、
否
定
表
現
を
伴
う
「
〜
と
は
思
は
な
い
」
の
よ
う
な
文
言
に
つ
い

て
は
、
記
述
内
容
の
否
定
を
断
定
的
に
強
調
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
、

対
象
外
と
し
て
い
る
。

（
三
九
）　

こ
の
問
題
は
一
方
で
、
全
編
を
断
定
留
保
の
文
章
と
す
る
論
点
に
も
発
展
し

得
る
。
そ
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
柳
田
の
テ
キ
ス
ト
全
般
に
お
け
る
著
述

傾
向
や
日
本
語
の
論
説
文
一
般
に
お
け
る
事
態
と
も
関
わ
る
事
柄
と
し
て
、

木
下
是
雄
「「
で
あ
ろ
う
」
の
背
景
」（『
日
本
語
の
思
考
法
』
中
公
文
庫
、

中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
九
）
等
の
指
摘
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

（
四
〇
）　

  

山
口
輝
臣
編『
戦
後
史
の
な
か
の「
国
家
神
道
」』（
山
川
出
版
社
、二
〇
一
八
）

で
は
、「
国
家
神
道
」
と
い
う
用
語
が
「
神
道
指
令
」
で
は
じ
め
て
公
式
に

用
い
ら
れ
、
以
降
、
一
般
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
本
論
で
は
、
終
戦
直
後
の
諸
議
論
に
用
い
ら
れ
る
「
国
家
神
道
」
と
い

う
語
を
、
神
社
神
道
を
指
す
も
の
と
し
て
基
本
的
に
理
解
し
用
い
て
い
る
。

（
四
一
）　

大
原
康
男
『
神
道
指
令
の
研
究
』（
原
書
房
、
一
九
九
三
）
五
七
〜
六
八

頁
よ
り
抜
粋
し
て
引
用
。「
神
道
指
令
」
の
原
文
（
英
文
）
は
、SCAPIN

‐448

と
し
て
、『
Ｇ
Ｈ
Ｑ
指
令
総
集
成
第
三
巻
』（
エ
ム
テ
ィ
出
版
、

一
九
九
三
）
七
〇
一
〜
七
〇
五
頁
等
で
確
認
で
き
る
。
そ
の
和
訳
は
、
文
部

省
が
関
係
部
署
に
通
達
し
た
際
に
付
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ひ
と
つ
は
、

文
科
省
Ｈ
Ｐ
で
も
確
認
で
き
る
。

〈https://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/hakusho/htm
l/others/

detail/1317996.htm

〉　2021/03/20

閲
覧
。

（
四
二
）　

前
掲
大
原
書
の
う
ち
、
三
二
九
頁
よ
り
。

（
四
三
）　

山
口
輝
臣
「「
国
家
神
道
」
を
ど
う
す
る
か
」（
前
掲
山
口
編
著
、一
八
〇
頁
）

参
照
。

（
四
四
）　

以
上
の
神
社
界
の
動
向
に
つ
い
て
は
、『
増
補
改
訂
近
代
神
社
神
道
史
』（
神

（
一
七
）
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書
「
第
一
部　

民
法
改
正
要
綱
の
成
立
」
を
参
照
。

（
五
四
）　

渡
辺
洋
三
「
家
族
制
度
廃
止
論
争
―
―
淳
風
美
俗
論
の
位
置
と
民
法
改
正
」

（『
日
本
社
会
と
家
族
』
労
働
旬
報
社
、一
九
九
四
）
三
九
〜
五
一
頁
参
照
。

な
お
、
こ
こ
で
Ｄ
型
の
代
表
論
者
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
川
島
武
宜
と

柳
田
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
注
六
一
で
ふ
れ
る
柳
田
の
二
面
性
と
関
わ

り
得
る
問
題
と
し
て
、
今
後
検
討
を
深
め
た
い
。

（
五
五
）　

前
掲
森
論
文
参
照
。

（
五
六
）　

前
掲
矢
野
論
文
参
照
。

（
五
七
）　

前
掲
小
田
論
文
の
う
ち
、
特
に
三
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
五
八
）　

な
お
婚
姻
の
問
題
に
関
し
て
は
、
父
母
双
系
制
に
対
す
る
柳
田
国
男
の
理
解

と
い
う
視
点
の
取
り
込
み
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、

前
掲
中
村
書
（
九
九
〜
一
〇
〇
頁
）
や
、
前
掲
高
取
、
橋
本
書
（
一
五
八

頁
以
下
）
に
お
け
る
、
柳
田
の
家
父
長
制
へ
の
傾
き
に
つ
い
て
の
指
摘
を

ふ
ま
え
た
一
方
で
、『
先
祖
の
話
』と
近
い
時
期
に
刊
行
さ
れ
た『
婚
姻
の
話
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
四
八
）
や
『
家
閑
談
』（
鎌
倉
書
房
、
一
九
四
六
）
の

分
析
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
今
後
検
討
を
深
め
た
い
。

（
五
九
）　

柳
田
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「
話
」、
即
ち
会
話
の
特
徴
を
含
む
文
章
の
ス

タ
イ
ル
に
関
し
て
は
、
前
掲
吉
本
論
文
の
指
摘
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
と

は
異
な
る
視
点
か
ら
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
六
〇
）　

前
掲
小
田
論
文
の
う
ち
、
特
に
三
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
六
一
）　

そ
れ
は
ま
た
、過
去
へ
の
保
守
的
な
回
帰
を
単
に
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。

『
先
祖
の
話
』
に
は
、
81
節
に
示
さ
れ
る
祖
霊
信
仰
の
新
た
な
課
題
の
よ
う

に
、
時
流
に
関
与
し
、
現
在
と
未
来
に
む
け
た
提
案
を
試
み
る
革
新
的
な

要
素
も
伴
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
歴
史
を
も
つ
対
象
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ

に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
観
点
か
ら
の
検
討
を
も
加
え
る
と
、
対
象
の
選

択
じ
た
い
に
保
守
的
な
要
素
が
伴
い
、
そ
れ
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
革

新
的
な
要
素
が
付
随
す
る
。
こ
の
よ
う
な
両
面
性
―
―
こ
こ
で
は
保
守
と

革
新
の
共
存
―
―
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
岩
弓
「
戦
後
に
お
け
る
柳
田
國
男

の
「
祖
先
祭
祀
」
観
」（『
文
学
部
研
究
年
報
』
四
三
号
、一
九
九
四
の
う
ち
、

特
に
一
九
〇
〜
一
九
二
頁
と
、
一
九
八
頁
）
が
指
摘
し
た
、
柳
田
及
び
『
先

祖
の
話
』
が
も
つ
二
面
性
と
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
今
後
の
更
な
る
検
討

課
題
と
し
た
い
。

﹇
付
記
﹈

　

本
論
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号 18K00285

）

の
助
成
を
う
け
た
研
究
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
引
用
に
際
し
て
は
基

本
的
に
初
版
本
に
よ
り
つ
つ
、現
行
の
全
集
本
文
（『
柳
田
國
男
全
集
第
十
五
巻
』

筑
摩
書
房
、一
九
九
八
）も
参
照
し
た
。
な
お
、適
宜
旧
字
を
新
字
に
改
め
て
い
る
。

（
六
二
）　

施
利
平「
墓
の
継
承
意
識
か
ら
み
る
祖
先
祭
祀
」（『
戦
後
日
本
の
親
族
関
係
』

勁
草
書
房
、
二
〇
一
二
）
に
は
、
祖
先
祭
祀
の
継
承
に
関
し
て
「
八
〇
年

代
以
降
で
も
祖
先
祭
祀
の
意
識
と
行
動
に
衰
退
の
傾
向
が
確
認
さ
れ
な
い
」

（
一
四
四
頁
）
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
も
、『
先
祖
の
話
』

が
も
ち
得
る
現
代
的
意
義
―
―
そ
れ
は
、
伝
承
の
母
体
と
し
て
の
地
域
社

会
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
と
こ
ろ
で
生
じ
る
「
先
祖
」
へ
の
志
向
と
い

う
側
面
を
も
つ
―
―
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

柳田國男『先祖の話』論

（
一
八
）
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₇₃ 神を負うて来
る人

馬で山から神霊を迎えることは多くの祭に伝わっており、お産が長引くと馬をひいて
山の神を迎えに行く地域もある。また、村で草分けといわれる旧家の氏神にも、初代
の主人が神霊を背負って来たという口碑がある。そこでは形のある御霊代はなく、本
人の感覚だけが確証をなしており、馬方や口寄せの歌とこのような感動の間には何か
脈絡があったかもしれない。そのような歌が哀れな節をもつのは、元々招魂の曲だっ
たからではないか。

₁₇ ₁₀

₇₄ 魂を招く日

新時代の法制では宣託を公認していないが、憑依（よりまし）業者の進出は、幾分か
霊と人との交通を滋くした。ただし口寄せが職業化していった結果、むしろ死霊は安
静に祖神となるのを待つことができなくなった。口寄せは、盆の七日や十六日に多く
行われており、その起源は魂迎え魂送りだったと推測できる。その後期日を定めず村
里を歩き要望に応じる巫女が現れ、不慮の死や死後一定の期日にほとけ降しをする風
習も広まった。

₂₇ ６

₇₅ 最後の一念
臨終の様子を知った者がいない場合に口寄せを語らせるという心情は、人の最後の一
念が永く後の世に跡を引くという考えによる。一方、一般的な幽霊とは異なり、正し
きを貫き、尊い事業を完成させるために化けて出た亡魂も多い。壮齢にして世を去る
人々の志を後代に遺す方法は色々と昔から求められており、辞世などもその一つである。

₂₁ ５

₇₆ 願ほどき

この三百年来の宗旨制度により仏教一色にされた後も、これに同化し得ない部分が死
後信仰の上に残っている。そこで新しい話題として、願もどし等に注目する。これは、
葬式のすぐ後に死者のそれまでの祈願を撤回する式であり、神様の節度統制の外に出
ようとする目的と考えられる。そしてそれらは家々の信仰現象であると同時に、民族
としての共通点をもつものであった。

₂₈ ５

₇₇ 生まれ替り

顕幽二界が日本では近く親しかったことを説くために、最後に重要なのが「生まれ代り」
の信仰である。日本には元々六道輪廻のような思想や、死後の個人格はない。大きな
霊体に融合し、神と祭られるようになると生まれ代りの機会はないらしい。また生き
ている間でも魂は遊離し、特に小児は魂が生身を離れやすく、土地の神によって魂が
入れられるとする地域もある。

₁₆ ７

₇₈ 家と小児

日本の生まれ代りの第二の特色は、魂を若くするという思想の存在である。小児の生
身玉は身を離れやすく、容易に次の生活に移行できると考えられていた。小児が亡く
なった場合、その生まれ代りを早くするための風習がある。それはまた、一旦の宿り
処により、魂自らの生活力が若やぎ健やかになると考えていた結果と推測される。一方、
長く生きた人の魂が再び新しい身体をもつ期間は没後三十三年のとぶらい上げであっ
た。

₂₁ ６

₇₉ 魂の若返り

わが邦の生まれ代りの第三の特徴は、最初は必ず同一の士族、血筋の末に現れると考
えていた点である。祖父が孫に生まれて来るという考えや、勝五郎再生談のように自
分が生まれ代りであることを覚えており、それを周囲が信じたという事もある。子を
大事にするという感覚には遠い先祖の霊が立ち返っているかもしれないという考え方
が伝わっているともいえる。

₂₆ ５

₈₀ 七生報国
七生報国という願いは、この世とあの世が往来可能で生まれ代りをできると考えるか
らこそ可能になる。そしてそれは至誠純情な多数の若者によって積み重ねられた。また、
そのような志は罪業深き悪念と見られた時代もあったが、久しい間それは仰慕されて
いる。先祖代々くりかえし、同じ一つの国に奉仕できると信じられたのは幸福である。

₁₈ ４

₈₁ 二つの実際問
題

この論考を執筆した理由は、第一に、行く先の土地に根を生やして、新たな家を創立
しようとする人が増えているため。第二には家とその家の子なくして死んだ人々との
関係を考えねばならないためである。古来日本では非血縁の者に家督を継がせる習わ
しが発達しており、国難に身を捧げた者を初祖とした家ができることも、固有の生死
観を振作させる一つの機会となり得よう。

₂₅ ₁₀

（
一
九
）
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₆₁ 自然の体験

ご先祖になるということは、年に一回は戻って来て、子孫後裔と共に暮らし得られる
ことを意味する。この信仰は、幼少期からの自然の体験として父母や祖父母とともに
感じてきたものであり、人の生涯を通じて家の中で養われた。また、件の期間、家を
平和に保つことがみたまを迎える大切な条件であることを、人々は様々な話の形にし
て言い伝えていた。

₁₅ ２

₆₂ 黄泉思想なる
もの

霊魂の行くえについては、民族ごとに様々な考えがある。我々の精霊さまは毎年確か
な約束があって来られ、決してよその家には行かない。しかし仏教はそれとは全く異
なる。そのような異質な考えが折り合った結果、盆の月の朔日を地下で地獄の門が開
く日としている地域もある。地面の下に霊がいると考えることで地獄に降る者も多く
なった。

₂₆ ８

₆₃ 魂昇魄降説

そのような内外思想の妥協説の一つとして、魂魄二体の分裂を述べる者もいた。そこ
からは、そのようにしてまでも、生きた人の社会と交通しようとするのが、日本人に
おける先祖の理解であったことが窺われる。この曠古の大時局に直面して発露した生
死を超越した殉国の至情には、年久しく培ってきた社会制度や、常民の常識が大きな
働きをしている。

₂₆ ７

₆₄ 死の親しさ

日本人の多数は、もとは死後の世界を近く親しく感じていた。その理由としては、死
してもこの国の中に霊が留まると考えていたこと。顕幽二界の交通が繁く、一方の心
ざしで招くことが容易と考えていたこと。生人のいまわの時の念願が死後には達成さ
れ、そこで子孫のための計画が立てられ再度生まれかわり同じ事業を続けられると考
えていたこと、があげられる。そのような形で亡くなってからのことに関する確実な
常識が養われていた。

₁₆ ８

₆₅ あの世とこの
世

「あの世」の場所に関して、目に見えないが招けばやってきて、自ら進んで人に近づ
くこともあるという考え方がある。これは平田篤胤や隠世の思想と同様である。また、
神社に神が常在するという考えもこのような系統の信仰の推移かもしれない。しかし
古人はそのようには考えることができず、霊を拝する日の慎みを容易ならぬものと思
っていた。

₂₇ ５

₆₆ 帰る山

無難に一生を過ごした人々の行き処は、この世のざわめきからは遠ざかり、かつ具体
的にこのあたりと望み見られるような場所でなければならぬ。霊山の崇拝も仏教がこ
の固有信仰を利用したものと思われる。春は降り冬は昇る百姓の守護者が遠い大昔の
共同の先祖であり、卯月八日の山登りという風習や、霊が死後の年数と供養により順
番に麓から頂上に登り神になるという信仰もこれと関係する。

₁₄ ４

₆₇ 卯月八日

旧暦四月八日を大祭の日とした神社は多く、背後の霊山の崇敬を負うている御社もあ
る。山宮と里宮があり、順次二所の祭を行うことはもちろん、神渡御の儀式により、
臨時の祭場に御降りを仰ぐという感激を伴うものがこの祭には多い。東国の赤城山で
もこの日に山登りが行われている。四月に先祖の祭をするという習慣は、年末のみた
まの飯よりも更に古い慣例だったと考えられる。

₁₅ ８

₆₈ さいの川原

山中にある「さいの河原」という地名は、古くからの日本の思想に由来すると考えら
れる。この地名の場所には小石を積み上げた石の塔が多くあり、そこは死や死者を考
えさせられる関門の地であっただろう。「さい」は人里の外れという意味をもつほかに、
この世とあの世の境でもあり、道祖神（さえのかみ）の「さえ」と同じである。多く
の霊山の登り路にこのような地が残っているのは、むしろ仏教を離れた現象だと考え
られる。

₂₉ ５

₆₉ あの世へ行く
路

羽後の飛島のさいの河原は、村々の埋葬地とは別に島の人たちが死んでから行く処と
なっていた。この河原と相対して海中に大きな岩があり、更に正面には鳥海山が眺め
られ、精霊がこの浜から渡っていくと考えられていた。また、人が亡くなる時に川原
の方へ歩いて行くという言い伝えも多く残っている。岩手では死者の霊の行く処をで
んでら野とよび、死者の登って行く山中の高地をさす例ともなっている。

₂₁ ４

₇₀ はふりの目的

亡骸に関して、常民の多数は保存よりも速やかに消すことを目的としていた。山の奥
や野の末に送って置いて来ればそれで済んだのである。そのような慣行は、魂が身を
去って高い峰へ行くという考え方と関係があったであろう。それはまた、卯月八日の
岳参りや山の神が春の始めに里に降り作物の成育を助けるという信仰のもとにもなっ
た。霊は国土を離れることなく、この国を愛していたのである。

₃₄ ₁₀

₇₁ 二つの世の境
目

さいの川原の石積みは、喪の穢れの終止点であり、神々の清浄地へ登り近づいていく
第一歩であった。それは古い世の信仰の痕跡であり、巷間の地獄物語のかりそめの適
用ではない。しかし次第に、あの世は遙かな地平の外にあるものだと想像する人が増え、
相互の往還ということが忘れられていった。それは死を行きて還らぬものと考えるこ
とであり、別れの悲しみは先祖たちの世に比べると何層倍にもなった。

₂₀ ６

₇₂ 神降しの歌

東北地方のイダコによる神降ろしの歌は追分節に類似している。この民謡は信濃の追
分から始まり、越後の海岸から北海の船乗り歌となった。一方、南大和の霊山に羽黒
の旧信仰を運んだ巫女の歌にも同じメロディがある。我々の祖霊が高山の頂上に常留
すると信じられた時代から、節まわしの同じ歌により霊を家に招く習慣が国の半分に
行きわたっており、それは元来、卯月八日の山登りの日にみたまとともに降りてきた
ものと考えられる。

₂₂ ６

柳田國男『先祖の話』論

（
二
〇
）
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₄₈ 祭具と祭式

仏をホトケということは元々異名、もしくは忌詞である。外で飲餞供養をする際にホ
トキという行器を用いるためそう呼んだ。更に、缶（ホトキ）という語は、忌まわし
いものに適用されるため、これ以外の意味に用いられない。加えて、仏をサラキとい
うこと、瓼（サラケ）が器物の名であること、瓫が祭の名であることもあげつつ、盆
の由来が「ウブランナ」という梵語ではなく、その行事に用いる行器の名であると説く。

₂₈ ７

₄₉ 祭られざる霊

先祖は必ず子孫が祭ると考えた人々は、不祀の霊の増加を恐れ、仏教を頼み亡霊を
十万億土へ送るようになった。そこで先祖祭が外精霊や無縁仏を重視するようになっ
た。また、ほかいの十分でなかった外精霊がこの世を害するという信仰は強く、旱魃
暴風、稲の虫、疱瘡なども亡霊のしわざとされた。それらは盆の神とよばれることも
あり、盆踊りの本来の目的もそれをはらうことにあった。

₂₆ ４

₅₀ 新式盆祭の特
徴

盆の行事における近世以降の新たな特徴は二点ある。一つは、外精霊のためにするほ
かいが盆の先祖祭の条件となり、他の祭典で行われなくなったこと。もう一つは、荒
忌の霊の祭を別にする動機が、新たに世を去った人の喪の穢れを、すでに清まわった
みたまの祭に近づけまいとするところから、無縁の遊魂と対立して、特にわが家のほ
とけを款待するというものに変化したことである。

₁₅ ５

₅₁ 三十三年目

荒忌の期間、すなわち死後どのくらいの年数で家の先祖として一様にめでたい祭がで
きるかという点について判らなくなりかけているのも、盆の魂祭の変化である。その
期間は通例三十三年であり、それを過ぎると祖霊は個性を棄てて一体になると認めら
れていた。そして最後の法要の日は、形の変わった大きな木の塔婆を立てるというの
が共通している。

₃₄ ８

₅₂ 家々のみたま
棚

更に、御先祖という民間の言葉が、人により意味を異にしているのが第四の変化である。
ほとけ様を祭るのが仏壇という考えによると、仏法を離れ仏壇を片付けた家は親を祭
らない家となる。その場合、氏神社の境内に祖霊社を作り、亡くなってすぐの魂もこ
こに移すことがある。仏壇を先祖棚とよびにくければ、みたま棚の名を復活させれば
よく、仏壇をみたま様という地域や、神棚仏棚と別にみたま様の棚をもつ地域もある。

₂₉ ８

₅₃ 霊神のこと

神とみたまは、現在別のものと考えられている。それは、氏や産土と関係のない大き
な神社に参詣して祈願をするようになった時期からの変化である。そこで人と神の間
隔は遠ざかった。人を社に祭る時には、神の一歩手前である霊神の称号が中古以来付
与された。また、祟りの烈しい霊ほど祈願をかなえる力もあるとされたり、明らかに
人を神に斎った例もあった。かつては、今よりもっと単純な信仰状態があったはずで
ある。

₂₁ ５

₅₄ 祭場点定の方
式

神棚、魂棚などは、元来、家の一区画を祭に適した清浄な場所とするものだった。か
つては先祖を祭る場所を屋外に求める必要も多かったが、祭る場所と祭られる神の地
位や段階は別問題である。氏神は本来、氏先祖を祭るものであり、地方によっては家々
の先祖が氏神となったと考える人も多い。しかし、それを総括的に受け入れられない
事情が現れており、この点が日本の固有信仰の最も解釈しがたい問題になっている。

₂₂ ４

₅₅ 村の氏神

そこで問題となるのが、氏や苗字を異にした村民が一つの氏神を祭っている点の理解
である。これは、同じ日と場所で祭をするうちに神も一つのごとく感じ、祭を合同し
た結果であろう。更に現在の氏神を氏の神ではないと考えた原因は、八幡、北野、賀茂、
春日等、国内の大神を勧請した氏神社が多いためである。それは、汎く国民一般の信
仰を背景にすることで自らの子孫を守ろうとしたためと考えられる。

₂₁ ８

₅₆ 墓所は祭場

話題を転じて、墓所が屋外の祭場であり、もとは荒忌のみたまを別に祭る隔離のため
であったことを述べたい。元々日本人の墓所は埋葬の地とは異なる両墓制であり、参
拝に都合のよいところに参り墓を用意していた。埋葬地の礼拝は外国思想の影響であ
る。死の連想から早く離脱して、清い安らかな心で故人の霊に対したいという願いを
抱く者が昔は多かったことが忘れられている。

₂₆ ５

₅₇ 祖霊を孤独に
する

仏教における生死の隔離は、日本の元来の信仰とは折り合いにくいものであり、
三十三回忌のとぶらい上げは双方からの譲歩とも考えられる。その後は先祖という一
つの霊体に融け込み、家や国や公けのために活躍できると考えられていた。それが氏
神信仰の基底でもあっただろう。また、特定の個人ばかりを拝み祭る結果は、一方で
無名の同胞の霊を深い埋没の底に置くことにもつながった。

₂₈ ７

₅₈ 無意識の伝承

盆の祭に関して仏法による変形以前のありようは、無意識の伝承として年寄や女性、
子どもに伝わる。子どもが虫取りやさわぐことを戒められ、大人が仕事を休むことは
物忌の一つであった。また、みたまの通路として、あらかじめ草を刈りおき、様々な
種類の木の小枝によって精霊を迎える風習がある。更に歳の暮の詰町に出てみたまを
迎える例もあり、これは今後の研究課題となろう。

₂₄ ５

₅₉ このあかり

盆の十三日の魂迎えの作業も、まだ仏教の圏外にあるものが多い。迎え火を焚く場所
については、各自の家の門口のほか、近くの岡の頂上や墓前の例もある。そしてその
火を見て人々は招魂の辞を唱える。その歌詞は様々であるが、「この明かりを見ていら
っしゃい」という主旨のものが目立つ。このような辞が毎年繰り返されていたとすると、
それは古来農民の考え方の上に大きく働いていたといえるだろう。

₁₈ ５

₆₀ 小児の言葉と
して

盆の訪問者である先祖の霊の呼び名について、年寄りたちは小児に親しい名前を考え
ていた。先祖を統括した単純な呼び名である、ノンジイ、ノンバアやノウノウ等には、
先祖に話しかけた名残も認められる。また盆の折に先祖を背負う真似をしたり、紋服
を着て改まった送り迎えの挨拶をすることもあった。これらは子供たちに昔を考えさ
せる機会だったといえる。

₂₇ ９
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₃₅ みたま思想の
変化

みたまやみたまの飯は本来、全く不吉なものではなかった。みたまの飯の習俗が地域
ごとに様々な違いをもつのは、もとは一つの行事が少しずつ変化したためと考えられ
る。極端な例としては、新しく喪のある年の正月に祭りを行わない所と、逆に行う所
がある。しかし飯の形状から元は一つと考えられ、祭に対する考え方が正反対になっ
たと想像できる。

₂₅ ６

₃₆ あら年とあら
御魂

喪の穢れを忌み嫌う感覚は、著しく衰退してきた。それでも正月だけは、喪のある家
のものは行事に参加はしない。ただしそのような家でもみたま祭はしている。魂祭は
もともと二種類あり、新しいみたまは「あらみたま」とよばれる。これは元々「荒」
という意味であり、和やかな先祖祭にはまだふさわしくなく、特殊な祭の習わしを必
要とするものであり、年越の日の荒年の祭は仏法以外の習わしを保存しているもので
あった。

₃₁ ６

₃₇ 精霊とみたま

祭る対象を、新年には「みたま」といい、盆には「シュウロ」「精霊さん」とよぶが、
これらは元来同じものをさした。みたまは上代からの正しい日本語だが、これに適し
た漢字がなく、時に「御霊」という文字があてられていた。しかし「御霊」は後に祟
りをなすものとされたため、この文字を先祖のみたまにあてることはできなくなり、「み
たま」には適当な漢字がなくなった。

₂₉ ４

₃₈ 幽霊と亡魂

精霊という語も、元々は新しい御霊でないもの、通常の「みたま」を表示する語であ
ったが、次第に家々の先祖と似つかわしくないものとされていった。「幽霊」や「亡霊」
という語も、はじめは「みたま」の代わりに用いられたと考えられるが、次第に浮か
ばれぬ霊を指すようになり、先祖とは関係のない「亡魂」なども「みたま」の中に包
括されるようになって、盆祭りの思想を複雑にしている。

₂₀ ₁₁

₃₉ 三種の精霊

現在の盆の精霊には、三通りのものが含まれる。一つは家の先祖であり、次に、過去
一年間に世を去ったみたまは「アラソンジュ」「新精霊」等とよばれる。更に、外精霊
というのは、家のみたま以外の例が集まってくるもので、わが国固有の先祖祭思想へ
の新しい追加といえる。この外精霊の解釈や扱いについては様々であり、常識といっ
てよいものはない。

₂₁ ２

₄₀ 柿の葉と蓮の
葉

外精霊（無縁仏）をどう考えるかが定まらず、あるいは同じ無縁仏の中にも区別があ
ること等は家々にとっても不幸であった。また、無縁さまに供する食物には柿の葉や
蓮の葉が使われており、いわゆる本仏との間に境を設けようとしていた。供え物の卸
しについても、それらは家の者で後に分けて食べることはしなかった。

₂₃ ６

₄₁ 常設の魂棚

精霊棚を毎年の盆祭のために造るという風習は多くなく、仏壇が本来常設の魂棚の役
割を果たしていた。それなのに盆だけの魂棚を用意するのは、以前新しい棚をこしら
えて祭る場合があり、そこから精霊棚が盆に限り営む行事とされたためと考えられる。
そのような地域では盆の期間中仏壇から位牌を取り出して、新しい精霊棚に安置する
習慣もある。

₁₆ ７

₄₂ 仏壇といふ名
称

人が亡くなるとホトケとよばれ、常設の魂棚が仏壇であっても、盆は仏教が日本に入
ってから後に始まった行事ではない。また、死後に戒名を仏教が与えることは、祖先
の個性を保つ点で、祖霊の融合単一化とは両立しがたい。更に問題なのは、家々の先
祖祭が仏式の作法や理解におされ、祭を春秋の皇霊祭の日に振り替える等のことから
祖霊を粗略にする傾向が見られる点である。

₁₇ ６

₄₃ 盆とほかひ

盂蘭盆会の名称の由来は梵語や漢語の音読みといわれているが、日本の両端に認めら
れる「ホカイ」がそれより以前の日本語であったと考えられる。土佐などでは盆の夜
に家の門に焚く火のことであり、その下に洗米や茄子の細切りなどを供える。また北
東北では墓前にほかい棚を作り、そこに敷物を敷いて料理を供える。祭の後は食物が
散らばり、貧民がそれを取り去ったため「ホカイ」を乞食のことと解する人もいる。

₂₈ ５

₄₄ ほかひと祭と
の差

ホガイとマツリは日本の言葉として同じものかどうかを、盆の由来を知るために検討
する。ホカイは飲食の機会、狩猟、漁業、農業等の場面で行われ、心ざす一座の神ま
たは霊に供御を進める式であり、周囲に不定数の参加者を予期している点でマツリと
異なると考えられる。また、ホカイは、無縁仏、外精霊などの思想の日本由来のベー
スだったのではないか。

₃₂ ６

₄₅ 瓫も行器
外居（ホカイ）は漢名を行器とも書き、食物を家から外に運ぶ木製の容器である。ホ
カイが木製の行器に限るようになった以前、土器によるホカイがあって、それを盆ま
たは瓫と書いていたのではないか。鎌倉時代までの瓫は形状も用途も缶（ほとき）と
いうものに近く、お盆のような扁平なものだった。

₁₇ ６

₄₆ ホトケの語源

死者を皆ホトケと呼ぶ由来は、ホトキという器物に食餞を入れて祭る霊という点にあ
り、中世民間の盆の行事から始まると考えられる。更に九州ではホトケが家や卒塔婆
である場合も認められる。また東北では一般に法事をホトケカキといい、木に戒名を
描いて納める習俗が多様に存在する。常民のホトケの多くは木の柱に文字を書いたも
のだった。

₂₃ ５

₄₇ いろいろのホ
トケ

東北のホトケ棒を如来や菩薩と同様に教理をもった信仰の当体と見るようになったの
は新しい変化である。詣りのホトケは他の地方における先祖祭や祝い神に近い。また、
十月ボトケやおしらボトケのように春秋の御縁日にホロクまたは遊ばせると称して縁
のある人が集まる例があり、更に神意の解釈として葬地をオシラ様にまかせる習俗も
ある。東北の風習は東北限りというものが少なく、近世期の移住者からの影響が大きい。

₂₇ ５
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₂₃ 先祖祭の観念

先祖に対してと同様に、先祖祭に関しても人により理解が大きく異なる。仏教のよう
な年回忌日の考えでは、人は亡くなってから長期間浄土に往生できない。しかし、大
昔の我々は、むしろ毎年時を定めて還ってくると考えていた。この論考で力説したい
のは、日本人の死後の観念が、霊は永久に国土のうちに留まり遠くへは行かないとい
う信仰であることだ。このような観念は、正月と盆のならわしに無意識に保存されて
いる。

₁₉ ６

₂₄ 先祖祭の期日

先祖祭を今後も続けるためには、先祖祭の期日と先祖の祭り方について知る必要があ
る。先祖祭の期日をいつにするかは、特に家が旧くなり、祭らねばならぬ霊が多くな
ると、次第に定めがたくなり、祭り方も簡略に粗末になる。仏教の年忌などは改悪と
いえるものであり、すでに我々の間にあった子孫が集まり一定期間過ごす風習に対し
て、特定の個人の記念に傾注したため、他の多くを粗略にする結果となった。

₂₁ ７

₂₅ 先祖正月

以前の日本人は、ある年限をすぎると先祖の霊は一つの霊体に融け込むと考えていた。
巻の本家、一門の中心で営まれる毎年の先祖祭はそのような考えにもとづく。この先
祖祭の期日については、詳しく検討する価値がある。春秋の彼岸に墓参をする風習も
先祖祭の一つだろう。正月の前後に行われる例として、薩摩から奄美にかけての七島
正月が注目される。ここでは旧暦の十二月朔日に子孫が集まり神との直会をし、親玉
祭といわれる。

₁₈ ７

₂₆ 親神の社

オヤは元来先祖のことであり、家の氏神をおや神というところも多い。月の朔日を一
月のはじめとする暦法が普及した後でなければ七島正月も起こり得なかった。朔日は
月の最も目立たぬ日である。また朔日に公けの行事が集中すると、一家の私事である
先祖祭はその後に行われ、正月が二つに分かれたと考えられる。そのような例は各地
にある。そしてその折に墓所を拝み、村の氏神社に集って群飲する例もある。

₂₃ ８

₂₇ ほとけの正月

正月十五日の晩を神の年越や仏の年越という地方も多く、それを一日ずらすところも
ある。そして十六日は今も多くの土地の祭りの日になっており、越後ではこれを「後
生はじめ」という。正月松の内を避けたのは、その式が仏教くさかったためであろう。
仏教における成仏は先祖の霊を遠くへ送り付けようとするものであり、肉体は朽ちて
も国土との縁は断たず、毎年日を定めて子孫の家と行き通い、子孫を見守るという日
本人の志には反していた。

₁₉ ５

₂₈ 御斎日

東京では古くから盆と正月の十六日を御斎日という。斎日のもとになる日本語は「と
きの日」であり、一年中の最も重要な時期を示していた。先祖祭の正月十六日を「と
き日」という地域もある。「三とき五節供」という地方もあり、そこでは一、五、九月
などの十六日を祭日とする。その場合、田植と収穫の時期に対応すると考えられる。
盆も本来は明朗な祝いの「とき」であり、離れて暮らす若者が、生きている親のみた
まに相対する日でもあった。

₂₄ ６

₂₉ 四月の先祖祭

正月と盆は春秋の彼岸と同様に、古くは一年に二度の時祭で儀式も趣旨も同じであっ
たろう。更に別の先祖祭の期日として、越後には四月十五日と九月二十三日に巻の先
祖祭を行う地域がある。祭日を四月十五日としたのにはそれだけの動機があろう。こ
の時期に先祖祭を行う地域は多く、背景には年と稲作の関連、及び初夏の満月の日を
年の始めと見ていたこととの関わりがあり、そのうえで公けの正月と分離して保存さ
れたと考えられる。

₂₁ ₁₁

₃₀ 田の神と山の
神

家の成立には土地が唯一の基礎であった時代があり、稲が君と神に捧げる特別の作物
であったことから、「御田の神」は正月の年神とともに、祭る人々の先祖の霊であった
と想像される。日本中の農村には、春に山の神が降って田の神となり、秋の終わりに
は山に還り山の神になるという伝承がある。特に、二、三月ころの祭日は、苗代の支
度にとりかかり、人心の最も動揺し、先祖の霊を待ち望む時に対応したと考えられる。

₂₄ ４

₃₁ 暮の魂祭

近世以前から、魂祭を年の瀬に行う習慣はあった。一方、古い様式として正月様が元
日の卯の時に帰る地方や、正月最初の卯の日に戻ると伝える地方もある。年の神の逗
留が短いことは、先祖祭を正月全体の儀式から切り離そうとした傾向を示し、この神
が本来は祖霊であった証拠の一つと考えらえる。新しい暦法は慣行との折り合いにま
では干渉せず、地方が自由に変更できたため、魂祭が先祖祭であることが忘れられた。

₁₅ ５

₃₂ 先祖祭と水

盆の魂祭にくらべて、暮から新年にかけての行事が単純なのは、作法の一部が一般の
新年行事へ織り込まれたからであろう。魂祭の際に米と水を供物とする風習は日本独
自のものであり、水と米が先祖の霊を故土につなぎとめる最も有力な絆であったため
と考えられる。暮れの魂祭において水のもてなしが略されてしまうのは不思議に見え
るが、若水迎えのような行事は魂祭の時刻に先立って行われていたと考えられる。

₁₉ ６

₃₃ みたまの飯

暮の魂祭だけを他の一般の正月行事から引きはなそうとするのは新しい試みのようで
あり、両者が分かれていない地域もある。しかし、魂祭に用意する「みたまの飯」は、
仏壇に上げる例が最も多い。そして供えてから仏壇の戸を閉じ、正月三日間は明けず
におくことが多い。その後は地方により異なるが、雑炊や粥に入れて正月中に食べる
ことから、新年の式の一部と考えられる。

₁₄ ２

₃₄ 箸と握飯の形

この習慣については、細部での違いが著しい。みたまの飯の形は、折敷に盛り上げる
ものや握り飯にするものがあるが、そこにも個数や形状の違いが多くある。ただし共
通するのが、それに箸を刺すことである。その理由については、特に高く盛り上げる
ことで共用の食物ではないことを示すためであり、箸を刺すのはそれを更に明示する
ためと考えられる。

₁₇ ７

（
二
三
）
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₁₁ 家督の重要性

家督を分けると分家、自分で調達したら別の本家、という考え方が本来の姿であり、
特に時世の変わり目では自力で先祖になった人が多く、今後更に増えねばならない。
先祖に対する懇ろな態度は、元々は各自の先祖になるという心を基底としていた。家
督はそもそも先祖が子孫を死後にも守りたいという思いの具現化であり、そこに生じ
る両者の交感は「無形の家督」とよぶべきものである。この論考では、その方面の隠
れた事実を示したい。

₁₉ ３

₁₂ 家の伝統

農民の間では、家督という語を不動産と同意に解する場合もあるが、更に、物以外の
無形のものを取り添えて相続するという感じも伴う。家督の基本には修得、実行し、
それを学ばせて主体的に伝えようとしていたものがある。商人の暖簾、職人の口伝、
家伝、役人の地位などにも、単なる伝授以外にこれを承け継ぎ来たった代々の意思が
添い、それに対する子孫の理解が伴っている。家門はそのような年代を超越した縦の
結合体であった。

₁₄ ３

₁₃ まきと親類と

分家には異地分家と異職分家があり、これらは別本家に独立しやすかった。同地同業
の間で家督を割き分家をするのは新しい習慣である。一方、日本の村では村身内や重
親類のように、親類でない者どうしのつきあいも多い。将来国民の海外進出が盛んに
なると、そのような連合は改良、強化される必要がある。また、家督を分け合い共同
の生活をしていたものたちの結合に関しては、その歴史を知らないと公共団体の変貌
改組にもつながる。

₂₀ ０

₁₄ まきの結合力

著者が注目する古くからの結合体は、姻戚や遠地にある先祖の出た家等をのぞくもの
であり、一家や一門、あるいは「マキ（巻）」とよばれているものである。中でも特に
小さな巻において、それを守らぬと義理を欠いたことになる約束が隣保親近の社交以
外に附加されている。それを見ることで巻や一家の存続する理由を知ることができよ
う。この論考で考えたいのは、毎年の年頭作法と先祖祭の日の集会慣習である。

₁₉ ４

₁₅ めでたい日

正月と盆は、本来異質なものではない。近時に不幸のなかった家では、盆はめでたい
日であった。「祝う」は本来「斎う」と書き、身を慎しみ心を清めて祭りを営むのに適
した状態のことを指し、それが果たされていることが「めでたい」というものであった。
正月に関しても事は同じだが、祝言が一般化したのは新しいことである。元は正月も
盆も家で先祖の霊と再会する機会であった。この論考では、その点をくわしく検討し
たい。

₁₇ １

₁₆ 門明け門開き

農村で元来、元日の早朝にしなければならないのは、氏神様への参拝と、本家への年
頭の礼であった。これがまた、巻の中で行われる礼儀であり、元日の早朝に分家の主
人が集まり本家の表の戸を開き、初春の神を迎えた。なお本来は前日の日没時が日の
境であり、元日の礼儀に参加する分家たちも前夜から来ており、夜が明け物忌みが終
わってから表の大戸を開くというものだったのだろう。

₁₈ ７

₁₇ 巻うち年始の
起源

門開き等の名称はなくても「巻うち年始」だけを元日の早朝に行う土地は多い。また、
年の暮に正月の用意を整えるために本家に人の集まる慣習もあったが、次第に別々の
用意をするようになった。そこでは「歳末の礼」は別に行うことが多い。元来本家の
祝い事には親密な共同があり、その目的は先祖を共にする者の感銘を新たにする点に
あった。

₁₃ ３

₁₈ 年の神は家の
神

そこで正月に祭る神はどういう神であったかを考えたい。伊勢や氏神社から年末に配
られるお札を神棚に納めて拝むのは、いい加減なことでよろしくない。一国の宗廟を
元日に拝むことは日本古来の慣習ではない。畏き一国の大神が、正月早々家に来たる
と信じたことは我々にはなく、正月の神は必ず祝い慎む者の家に個々に訪れると考え
られていた。

₁₆ ２

₁₉ 年棚と明きの
方

正月に家々を訪れる神は歳徳神や正月様とよばれている。日頃遠い処にいて、年越の
夕方に祭を目あてに訪れるものと考えられていた。その神がやってくる方向は毎年変
わるという特色をもち、その方向は、吉方や明きの方とされる。また正月の神棚は常
設ではなく、年神棚や恵方棚が釣られた。

₂₂ １

₂₀ 神の御やしな
ひ

正月様を迎える祭壇は、より素朴で自然に近いものも多くある。その中でも松を立て
るものが多く、白紙の幣を切りかけたり、家の大黒柱のまわりにゆわえるものや、家
の表入口に立派なものを立てることがある。門松の風俗は田舎武士によりもたらされ
たものだが、見逃せないのが、正月の松飾りに注連縄以外にオヤス、ヤスノゴキなど
いう新藁を曲げて作った皿や壺が下げられていることで、それが神の食器となる。そ
の供物をオヤシナイという。

₁₉ １

₂₁ 盆と正月の類
似

初春の松飾りを用いる松の木は「迎え申す」といわれており、松飾りにまつわる種々
の慣習がある。そこで気づくのが盆棚、盆迎えに関する行事との類似性である。更に
盆には、緑の木の利用がないかわりに盆花採りがあり、盆道づくりの例もある。加え
て煤掃きや井戸さらいも行われ、年頭礼と対応するような盆礼の訪問もある。長く不
幸のなかった家では、特に正月と盆の類似は顕著であり、そこでの辞令もほとんど同
じである。

₂₀ ３

₂₂ 歳徳神の御姿

春ごとに来る年の神を商家では福の神、農家では御田の神という人が多い。それら利
害の一致しない家々のために庇護を与える神は、先祖の霊しか考えられない。神を機
能によって特化したり、全国普遍の存在とするのは仏教からの影響であろう。また歳
徳神の姿については、弁才天女のような例外もあるが、多くは福禄寿などの老人の姿
であり、このような点から年神は我々の先祖であったと想像される。

₃₀ ₁₂

柳田國男『先祖の話』論

（
二
四
）
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【資料】『先祖の話』の各節に関して
　以下、「自序」と1～ 81節に関して「節のタイトル」ほかの項目を記す。

節番号 節のタイトル 節の要旨
節全体
の文の
数

本論が
注目す
る表現
を含む
文の数

自序

家の問題は死後の計画や霊魂の観念と関わり、国ごとの常識の歴史をもち、その今後
を考えるには予備知識を集め保存しておく必要がある。この論考の出版動機は、第一
にこの問題に新たな興味をもつ人を作り出すこと。第二は、これに関する読者の記憶
を喚起することである。故人における先祖や家の未来に対する考え方を知ることは、
未来でもそれを継続せよという勧告ではない。人が自ら考え判断できるようになる道
は学問だけである。

₅₁ ７

１ 二通りの解釈

「先祖」についてのもの。家系図のはじめの一人と考える場合と、自分たちの家での
みまつることができると考える場合があり、それは、文字で知るのと耳で知るとの違
いでもある。前者は新しく単純である。一方、後者は国民の多数の考え方であり、は
っきりと表示せず知らずに誤ってしまうかもしれず、それゆえこちらをこの著作では
重視していく。

₁₅ １

２ 小さな一つの
実例

上記の後者の例として、藤原鎌足の孫の代に男子四人が家を四分し、どれをも本家と
しなかった藤原北家の場合や、著者（柳田家）の場合をとりあげる。系図をさかのぼ
ると初代は藤原魚名や秀郷になるが、実際に先祖としてまつるのはもっと下流の、歴
史に名をとどめない柳田監物や代々の主人主婦であることを述べる。「先祖」という言
葉は同じでも、それに対する心持ちは先述の前者とは異なる。　　

₁₆ １

３ 家の初代

柳田家の場合。監物の息子であり、後に御作事奉行、旗奉行等をつとめた与兵衛が初
代となっている。監物は先祖の代数には数えないが、与兵衛の家族として先祖の一人
になっている。先祖の祭りは元々正当嫡流の主人主婦の権利であったため、本来本家
の先祖（初代以前）がわかっていても、まつろうとしない。人を神とした多くの御社
とも全く異なる。

₂₀ ６

４ 御先祖になる
新しい学問をしてきた人とは異なる民間における「先祖」の意味、用例として。やが
て一家を創立し永続させて新たに初代となる人間を「先祖になる」人間だとし、次男
三男の慰めともしてきたことを述べる。越後から東京へ出て子供六人に家をもたせた
という人が、新たな六軒の一族の先祖になるという抱負を述べた最近の例も紹介する。

₂₀ ０

５ 相続制と二種
の分家

日本の家族制度では、過去三百年以上、長子家督法と、子どもの間の公平な分割相続
法とが拮抗してきた。著者にできるのは、分家には二種類があり、次第に一つになり
つつある旨を話すことである。官符が戸数の増加を奨励しても、家自らは容易に分家
を出そうとしなかった。それは経済的理由に加えて、祭りや法事、家の格式の保持が
難しくなるからであった。

₁₇ １

６ 隠居と部屋

親が次男以下を土地とともに引き連れて移住することを隠居といい、移住する子を隠
居と言う地方もあること。それは隠居以外に家を分かつことが許されなかった名残り
である。分家のヘヤということもあるが、それは主人主婦以外のために家を区切り部
屋を作ったことの名残りである。後には家の外に小屋や長屋を作る例も生じ、本式の
分家と区別がつかなくなっていった。

₂₂ ０

７ 今と昔とのち
がい

部屋と隠居は本来分家とはいえない。年中行事や収穫の際には全員が主屋に集まり共
同の仕事や食事をした。次第に別個の家とする意識が強くなっていくと、言葉や文字
で伝えようとしなかった無形の慣例のうち、特に「先祖」の考え方などで、最近の分
家と旧い分家では大きな差ができてきた。著者の見解として、かつて我々の民族の中
にあった考えのうち、知らずにいることをできるだけ少なくしたい。

₁₈ ３

８ 先祖の心づか
い

今日の地方の旧い家は、概ね分家であり、新たに先祖になる人があった家である。旧
い豪族の衰滅等を見て家の存続に注意深くなった昔の人たちは、分家には慎重であっ
た。そして分家をする場合も、その多くは非常に遠い土地に創立された。耕地は原則
的に最も安全な財産であったが、子孫に分けると減ってしまう。そこで高齢になって
も次男以下に与える耕地を得ようとして空き地を探す人や、事業に手を出す人も多か
った。

₁₇ ２

９ 武家繁栄の実
情

中世期には長子相続の制度が通則となっており、親は上記の苦労を始めていた。中世
の『武蔵七党系図』には、有力武士の多くが開墾をつづけ多くの分家を創建したと記
されている。だが、開発できる土地が少なくなると、不平や野心のある武家の若者は
国役などで京都へ出て、その行き帰りに諸々の地方で家を構えることもあった。特に
武士の優越を背景として東国武士は国の端々まで分散していった。

₁₈ ６

₁₀ 遠国分家

関東出身と思われる苗字の家が全国に広まった原因の一つは、上のような分家・移住
であった。荘園は諸国に分散している場合が多く、飛び飛びの所領は分家の創立に適
切であった。新たに家をたてるには物を生産する土地が、家の基礎や養分として必要
であった。家に附している根本の財産を「トク」と呼び、これは元々所得や得米の「得」
に由来すると考えられる。この用語が必要となったのは、大家族制が崩れだした時代
であろう。

₁₇ ６

（
二
五
）
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