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天
津
罪
と
國
津
罪
を
中
心
に

千

葉

公

慈

駒
沢
女
子
大
学

一

は

じ

め

に

日
本
文
化
の
底
流
に
あ
る
も
の

釈
尊
以
来
の
長
い
歴
史
を
経
て
、
現
代
の
日
本
社
会
に
様
々
に
受
容
さ
れ
て
き
た
仏
教
は
、
世
界
で
も
特
筆
す
べ
き
教
学
的
形
成
と
文

化
的
発
展
を
遂
げ
て
き
た
と
言
え
る
。
と
り
わ
け
我
々
に
と
っ
て
、
そ
の
思
想
的
根
拠
を
な
し
て
き
た
も
の
の
一
つ
に
、
因
果
応
報
の
思

想
に
基
づ
く
善
悪
観
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は

神
祇
祭
祀

に
か
か
わ
る

穢
れ

の
概
念
と
と
も
に
、
相
互
に
強
い
影
響
を
及
ぼ

し
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
宗
教
文
化
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
思
想
で
あ
り
、
人
々
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
や
行
動
を
裏
付
け
て

き
た
と
言
い

１
得
る
。
但
し
釈
尊
以
来
の
仏
教
的
善
悪
観
だ
け
が
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、

伝
統
的
に
は
必
ず
無
我
論
（a

n
a
tm
a
n
,
n
ira
tm
a
n
-d
rsti

）
を
前
提
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
即
ち
有
我
論

（a
tm
a
n
-d
rsti

）
を
前
提
と
す
る
因
果
の
思
想
や
縁
起
説
と
い
う
も
の
は
、
当
然
想
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
否
、
そ
う
し
た
有
我

論
こ
そ
を
否
定
せ
ん
が
た
め
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
筆
者
自
身
の
日
常
を
含
め
、
通
常
は
必
ず
し
も
無
我
論
だ
け
を

前
提
と
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
却
っ
て
無
我
論
を
意
識
し
た
文
化
は
希
有
（a

sca
ry
a

）
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

日
本
文
化
と
罪
（
千
葉
公
慈
）

一



は
歴
史
的
に
も
同
様
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
果
た
し
て
有
我
論
を
前
提
と
す
る
縁
起
説
と
は
、
ど
の
よ
う
な
善
悪
観
の

文
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も

有
我
縁
起

な
る
も
の
は
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
一
方
、
神
道
に
お
い
て
も

穢
れ

の
概
念
は
、
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
そ
の
意
味
は
隔
た
っ
て
い
る
。
果
た
し
て

穢
れ

の

概
念
と
罪
意
識
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
り
、
そ
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
特
に
日
本
人
の
抱

く
罪
悪
の
観
念
を
起
源
的
に
求
め
、
そ
の
問
題
点
を
提
起
す
る
こ
と
に
目
標
を
置
く
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
古
代
の
諸
文
献
を
眺
め
て
、

そ
れ
を
以
て
直
接
現
代
人
の
文
化
の
そ
れ
を
語
る
こ
と
は
不
適
切
と
思
わ
れ
る
の
で
、
小
論
は
あ
く
ま
で
も
異
国
思
想
と
し
て
の
仏
教
と

の
接
点
と
い
う
視
点
か
ら

察
を
試
み
た
い
。

二

罪
の
前
提
と
し
て
の

穢
れ

そ
こ
で
日
本
上
世
の
固
有
的
な
る
罪
の
概
念
、
即
ち

天
津
罪

と

國
津
罪

の
資
料
を
用
い
て
、

穢
れ

と

祓
え

と
い
う

概
念
に
対
比
し
て
確
認
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
典
と
し
て
我
々
が
現
在
知
り
得
る
の
は
、

古
事
記

・

日
本
書
紀

・

古
語
拾
遺

等
の
史
記
に
表
現
さ
れ
て
い
る
数
々
の
神
話
や
史
実
、
及
び

延
喜
祝
詞
式
（
大
祓
詞
）

等
で
あ
る
。
但
し
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
前

に
、
記
紀
の
所
伝
に
随
順
し
て
罪
概
念
の
前
提
と
し
て
の

穢
れ

の
祖

形
が
先
ん
じ
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
充
分
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
ス
サ
ノ
オ
の
高
天
が
原
に
お
け
る
悪
業
と
追
放
の
神
話
の
中
に
見
出
さ
れ
る
罪
概
念
を
探
る
と
、
ス
サ
ノ
オ
暴
挙

の
モ
チ
ー
フ
は
、
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
国
訪
問
譚
に
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
必
然
的
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
岩
戸
隠
れ
ま
で
が
一
連
の
も
の
と

し
て
思
想
的
に
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
読
み
込
み
た
い
と

え
る
か
ら
で

２
あ
る
。
そ
こ
で
あ
ら
す
じ
を
辿
れ
ば
、
周
知
の
通
り
ス
サ
ノ
オ

の
父
イ
ザ
ナ
キ
は
、
妻
イ
ザ
ナ
ミ
を
連
れ
戻
す
た
め
に
黄
泉
の
国
を
訪
ね
、
そ
こ
で
膿
沸
き
蛆
た
か
る
妻
の
屍
体
を
見
て
、
驚
い
て

吾
、
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意
は
ず
、
不
須
也
凶
目
き
汚
穢
き
國
に
到
れ
り

（
一
書
第
六
）
と
言
い
、
逃
げ

３
帰
る
。
そ
し
て
逃
げ
出
し
た
イ
ザ
ナ
キ
を
泉
津
醜
女
や

泉
津
日
狭
女
ら
が
追
跡
し
、
泉
津
平
坂
に
到
る
と
イ
ザ
ナ
キ
は
、
千
人
所
引
の
磐
石
で
坂
道
を
塞
ぎ
、
イ
ザ
ナ
ミ
と
相
向
か
い
あ
っ
て

絶
妻
之
誓
を
渡
す
。
国
民
の
誕
生
と
死
に
纏
わ
る
対
話
を
交
わ
し
た
後
、
イ
ザ
ナ
キ
が
杖
・
衣
・
褌
・
履
を
投
げ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
化

成
し
て
神
と
な
る
。
そ
の
後
イ
ザ
ナ
キ
は

親
ら
泉

國
を
見
た
り
。
此
既
に
不
祥
し
。
故
、
其
の
穢

悪
を
濯
ぎ
除
は
む

（
一
書
第

十
）
と
言
っ
て
、
水
辺
に
て

死＝

穢
れ

を
祓
う
た
め
の
ミ
ソ
ギ
を
行
う
こ
と
に

４
な
る
。
す
な
わ
ち
海
底
・
潮
の
中
・
潮
の
上
な
ど
で

身
を
す
す
ぐ
と
、
次
々
に
諸
神
が
生
ま
れ
、
最
後
に
左
右
の
眼
と
鼻
を
洗
っ
た
と
こ
ろ
で
誕
生
す
る
の
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ツ
ク
ヨ
ミ
・

ス
サ
ノ
オ
の
三
神
で
あ
る
。

古
事
記

の
同
じ
箇
所
に
も
イ
ザ
ナ
キ
の
言
葉
に

吾
は
伊
那
志
許
米
志
許
米
岐
穢
き
國
に
到
り
て
在
り

け
り
。
故
、
吾
は
御
身
の
禊
為
む

と
あ
り
、
ミ
ソ
ギ
の
化
成
神
に
つ
い
て
、

穢

繁

國
に
到
り
し
時
の
汚
垢
に
因
り
て
成
れ
る
神
な

り

と
説
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
一
貫
し
て
読
み
取
れ
る
の
は
、
黄
泉
の
国
及
び
死
に
対
す
る
感
情
的
な
穢
れ
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、

生
理
的
嫌
悪
感
で

５
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
特
筆
す
べ
き
は
、
内
面
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
つ
つ
も
、
こ
こ
で
表
現
さ
れ
る
穢
れ
は
、
水
に
よ
っ

て
簡
単
に
浄
化
さ
れ
る
よ
う
な
、
あ
く
ま
で
も
身
体
の
表
層
に
附
着
す
る
存
在
で
あ
っ
て
、
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
で

６
あ
る
。
更

に
こ
の
後
に
罪
行
為
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
悪
神
ス
サ
ノ
オ
と
、
そ
れ
に
対
す
る
善
神
ア
マ
テ
ラ
ス
と
、
及
び
無
記
（a

v
y
a
k
rta

）
的

な
神
ツ
ク
ヨ
ミ
が
並
列
の
立
場
で
あ
っ
て
、
同
一
の
親
と
い
う
根
拠
を
持
ち
、
特
に
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
は
姉
弟
と
い
う
関
係
に
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
後
頁
の
図
式
化
に
も
見
る
よ
う
に
、
神
話
の
示
す
ス
サ
ノ
オ
の
悪
業
は
デ
ー
モ
ニ
ッ
シ
ュ
を
基
盤
と
す
る
も
の

で
も
な
く
、
善
業
に
対
峙
す
る
罪
概
念
で
も
な
い
こ
と
が
、
予
め
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
後
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
訪
れ

た
ス
サ
ノ
オ
は
、

僕
は
邪
き
心
な
し
。
た
だ
大
御
神
の
命
も
ち
て
、
僕
が
哭
き
い
さ
ち
る
事
を
問
ひ
た
ま
ひ
し
故
に
白
し
つ
ら
く
、

僕

は
母
の
國
に
往
か
む
と
欲
ひ
て
哭
く

と
白
し
き
。
こ
こ
に
大
御
神
詔
り
た
ま
は
く
、

汝
は
こ
の
國
に
在
る
べ
か
ら
ず

と
の
り
た
ま

日
本
文
化
と
罪
（
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葉
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ひ
て
神
や
ら
ひ
や
ら
ひ
た
ま
へ
り
。
か
れ
、
罷
り
往
か
む
状
を
請
さ
む
と
お
も
ひ
て
こ
そ
参
上
り
つ
れ
。
異
し
き
心

７
な
し
。

と
述
べ
て
、

邪
き
心

も
し
く
は

異
し
き
心

を
根
拠
と
し
な
い
神
で
あ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
、
そ
の
証
拠
と
し
て
更
に

誓
約

が
交
わ
さ

れ
て
、
生
ま
れ
る
子
の
性
別
占
い
に
よ
っ
て
神
祇
裁
判
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

農
耕
文
化
の
共
同
体
に
お
け
る
罪
悪

天
津
罪

果
た
し
て
誓
約
通
り
、
身
の
潔
白
が
証
明
さ
れ
て
ス
サ
ノ
オ
の
勝
さ
び
と
な
る
が
、
そ
の
勝
利
に
乗
じ
て
様
々
な
犯
罪
行
為
を
犯
す
の

が
天
津
罪
・
國
津
罪
で
あ
り
、
そ
れ
は

古
事
記

お
よ
び

日
本
書
紀

の
本
文
、
そ
し
て
第
一
・
第
二
・
第
三
の
一
書
、
あ
る
い
は

古
語
拾
遺

等
に
記
載
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
罪
内
容
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
統
一
性
が
な
い
。
差
し
当
た
っ
て
、
六
世
紀
頃
の
成

立
と
推
定
さ
れ
て
い
る

延
喜
式
（
八
）

大
祓
祝
詞

を
見
る
と
次
の
よ
う
に
あ
る
。

皇
御
孫
之
命
の
…
…
安
國
と
平
ら
け
く
知
食
さ
む
國
中
に
成
り
出
で
む
天
之
益
人
ら
が
、
過
ち
犯
し
け
む
雑
雑
の
罪
事
は
天
津
罪
と
、

畔
放
・
溝
埋
・
樋
放
・
頻
蒔
・
串
刺
・
生
剝
・
逆
剝
・
屎
戸
、
こ
こ
だ
く
の
罪
を
天
津
罪
と
法
り
別
け
て
、
國
津
罪
と
は
、
生
膚

断
・
死
膚
断
・
白
人
・
胡
久
美
・
己
が
子
犯
せ
る
罪
・
母
と
子
と
犯
せ
る
罪
・
子
と
母
と
犯
せ
る
罪
・
畜

犯
せ
る
罪
・
昆
虫
の

災
・
高
津
鳥
の
災
・
畜
仆
し
・

物
せ
る
罪
、
こ
こ
だ
く
の
罪
出

８
で
む
。

こ
こ
で
先
ず

天
津
罪

に
つ
い
て
解
釈
を
述
べ
た
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
過
去
に
幾
多
の
研
究
と
論
説
が
存
在
す
る
が
、
未
だ
定

説
が
確
立
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
筆
者
な
り
に
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず

天
津
罪

は
以
下
の
十
項
目
で
あ
る
。

①
畔
放：

田
の
あ
ぜ
を
崩
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
田
の
水
の
氾
濫
や
渇
水
を
招
く
こ
と
。

②
溝
埋：

田
に
水
を
引
く
溝
を
埋
め
て
、
引
き
水
を
妨
げ
る
こ
と
。

日
本
文
化
と
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（
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葉
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③
樋
放：

田
の
樋
（
せ
き
と
め
た
水
の
出
口
の
戸
）
を
取
り
放
つ
、
す
な
わ
ち

漑
用
水
路
を
破
壊
す
る
こ
と
。
ひ
は
が
ち
。

④
頻
蒔：

穀
物
の
種
子
を
い
っ
た
ん
ま
い
た
上
に
再
度
ま
い
て
、
そ
の
生
長
を
妨
げ
る
こ
と
。＝

重
播
、
頻
播
。

⑤
串
刺：

串
を
他
人
の
田
に
勝
手
に
刺
し
て
横
領
し
て
し
ま
う
こ
と
。

⑥
生
剝：
生
き
て
い
る
獣
の
皮
を
剝
ぐ
こ
と
。
い
き
は
ぎ
。

⑦
逆
剝：

獣
な
ど
を
殺
し
、
皮
を
尻
の
方
か
ら
剝
ぐ
こ
と
。

⑧
屎
戸：

汚
い
も
の
を
ま
き
ち
ら
す
こ
と
。＝

糞
戸
。

⑨
馬
伏
せ：

収
穫
期
に
ま
だ
ら
毛
の
馬
を
放
ち
、
田
を
荒
ら
す
こ
と
。

⑩
絡
縄：

収
穫
期
に
縄
を
引
き
渡
し
て
、
田
の
所
有
権
と
収
穫
権
を
主
張
す
る
こ
と
。

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
が
単
な
る
共
同
体
へ
の
妨
害
行
為
と
い
う
解
釈
に
す
べ
き
と
い
う
説
の
多
い
中
で
、
そ
の
意
味
に
と

ど
ま
ら
な
い
と
す
る
神
聖
冒
瀆
説
で

９
あ
る
。
つ
ま
り

日
本
書
紀

本
文
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
御
田
の
名
を

天
狭
田

、

長
田

と
し
て

い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
の

営
田

は
、
神
祭
り
に
用
い
る
た
め
の
稲
を
栽
培
す
る
神
聖
な
田
で
あ
っ
た
が
故
に
、
こ
れ
を

侵
略
す
る
こ
と
は
重
大
な
宗
教
的
犯
罪
で
も
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
、
筆
者
は
こ
の
説
の
方
を
妥
当
と

え
る
。

続
く
⑥
と
⑦
は
、
狩
猟
行
為
に
お
け
る
鳥
獣
へ
の
特
別
な
感
情
の
表
れ
を
罪
と
し
て
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
筆
者
に
は
実
に
こ

の
部
分
が
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
前
の
五
者
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
特
質
を
有
す
る
罪
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
ら
よ
り
も

起
源
的
に
は
更
に
古
く
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
①
か
ら
⑤
ま
で
の
、
農
耕
を
中
心
と
し
た
共

同
体
の
禁
忌
と
は
対
照
的
な
、
狩
猟
採
集
社
会
に
お
け
る
掟
で
あ
る
。
実
は
人
類
最
古
の
神
概
念
と
は
、
採
集
狩
猟
生
活
と
も
直
結
し
た

至
高
神
信
仰
で
あ
る
と
す
る
、
Ａ
・
ラ
ン
グ
や
、
Ｐ
・
Ｗ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

U
rm
o
n
o
th
eism

u
s

の

10
主
張
、
つ
ま
り

神
性
の
最
古
の

日
本
文
化
と
罪
（
千
葉
公
慈
）

五



表
現
は
動
物
的
だ
っ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
大
陸
か
ら
の
移
入
の
民
よ
り
も
更
に
古
く
、
農
耕
文
化
以
前
に
お
け
る
宗
教
意
識
構
造
の
最

深
の
基
盤
が
、
こ
の
⑥
と
⑦
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
但
し
動
物
神
の
プ
ロ
ト
・
タ
イ
プ
の
問
題
は
別
途
に

慮
し

て
、
こ
こ
で
ス
サ
ノ
オ
が

日
ノ
神
、
神
織
殿
に
居
し
ま
す
時
に
、
す
な
わ
ち
斑
駒
を
生
剝
に
し
て
そ
の
殿
の
内
に
投
げ
入
る

と
い
う

暴
挙
に
出
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
神
聖
な
る
場
所
に
対
す
る
破
壊
・
侵
入
と
清
浄
な
る
機
屋
に
対
す
る
汚
辱
で
あ
り
、
服
織
女
の

陰
部
を
傷
つ
け
て
殺
害
す
る
に
至
っ
て
は
、
⑥
⑦
は
農
村
共
同
体
の
神
に
対
す
る
暴
虐
行
為
と
解
釈
す
る
以
外
に
は

え
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
⑧
に
つ
い
て
推
測
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
宗
教
的
犯
罪
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
対
農
耕
社
会
に
対
す
る
嫌
が
ら
せ
と

し
て
は
、
最
終
手
段
と

え
ら
れ
る
。
従
っ
て
①
か
ら
⑤
ま
で
と
⑨
⑩
と
は
、
ス
サ
ノ
オ
お
よ
び
そ
の
系
統
（
反
弥
生
人
系
）
の
農
耕
中

心
共
同
体
に
対
す
る
秩
序
背
反
の
罪
と
し
て
、
⑥
か
ら
⑧
は
、
農
耕
中
心
共
同
体
の
奉
る
神
に
対
す
る
彼
ら
の
宗
教
冒
瀆
の
罪
と
し
て
、

別
個
に
解
釈
も
可
能
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
一
連
が
共
同
体
の
神
に
対
す
る

人
為
的
な
宗
教
的
犯
罪

と
見
る
方
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

す
る
と
そ
の
結
果
、
先
述
の

諸
神
、
罪
過
を
素

鳴
尊
に
よ
せ
、
科
す
る
に
千
座
置
戸
を
以
て
し
、
つ
ひ
に
促
め
懲
る
。
髪
を
抜
か

し
む
る
に
至
り
、
以
て
そ
の
罪
を
贖
は
し
む
。

と
し
て
、
ス
サ
ノ
オ
に
対
し
て
日
本
人
の
原
罪
の
起
源
を
す
べ
て
託
し
て
い
る
こ
の

天
津
罪

の
意
味
が
、
梅
原
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
農
耕
文
化
を
是
と
す
る
か
非
と
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
自
ず
と
読
み
と

れ
る
の
で

11
あ
る
が
、
実
は
重
大
な
問
題
は
別
に
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、（
１
）
前
段
の
黄
泉
の
国
訪
問
譚
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
死
や

出
産
を
根
拠
と
す
る
穢
れ
が
罪
の
範

と
し
て
見
当
た
ら
な
い
と
言
う
こ
と
、（
２
）
罪＝

穢
れ
に
対
し
て
は
、
祓
い
と
贖
い
、
及
び
神

や
ら
ひ
（
追
放
刑
）
と
に
よ
っ
て
浄
化
が
可
能
で
あ
り
、
本
質
的
な
穢
れ
に
は
未
だ
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、（
３
）
本
来
は
罪＝

悪
業
に
対
し
て
、
克
服
す
る
べ
き
立
場
の
善
神
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
そ
れ
ら
を
黙
認
・
容
認
し
て
い
る
と
い
う
三
点
で
あ
る
。
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（
１
）
の
特
徴
に
は
既
に
青
木
紀
元
氏
の
指
摘
が

12
あ
り
、
ミ
ソ
ギ
／
ハ
ラ
ヘ
は
厳
密
に
区
別
す
べ
き
だ
と
す
る
が
、
記
紀
の
文
献
上

御
祓
ぎ
除
へ

（
一
書
第
六
）・

濯
ぎ
除
は
む

払
い
濯
ぎ

（
一
書
第
十
）、

禊
ぎ
祓
い

（
仲
哀
天
皇
）
と
い
う
よ
う
に
、
ミ
ソ
ギ
／

ハ
ラ
ヘ
が
混
同
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
の
立
場
か
ら
同
義
と
み
て
こ
れ
を
否
定
し
て

13
い
る
。
し
か
し
筆
者
に
は
、
神
話
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
か
ら
も
、
あ
る
い
は
思
想
的
に
も
前
者
の
見
解
が
妥
当
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

（
２
）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ス
サ
ノ
オ
へ
の
髪
・
手
足
の
爪
・
唾
・
洟
と
い
う
極
め
て
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
形
で
贖
い
と
し
て
差
し
出
さ

れ
る
で
あ
る
が
、
Ｍ
・
ダ
グ
ラ
ス
や
Ｅ
・
リ
ー
チ
に
よ
る
穢
れ
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
と
い
う
一
般

14
理
論
と
は
別
途
に

慮
し
た
と
し
て
も
、

身
体
と
い
う
基
盤
か
ら
あ
ふ
れ
出
た
も
の
が
祓
わ
れ
る
べ
き
穢
れ
と
し
て
扱
わ
れ
、
問
題
意
識
の
対
象
が
、
基
盤
と
し
て
の
身
体
に
は
置

か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
は
、
黄
泉
の
国
訪
問
譚
と
同
様
に
祓
わ
れ
る
べ
き
点
で
内
在
化
し
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

た
だ
し
身
体
の
一
部
を
以
て
、
そ
の
内
に
穢
れ
在
り
と
す
る
点
に
お
い
て
、
す
で
に
穢
れ
の
内
在
化
の
萌
芽
が
あ
り
、
こ
の
微
妙
な
意
識

の
変
化
は
看
過
出
来
な
い
。

更
に
（
３
）
の
特
徴
は
、
善
の
象
徴
は
、
そ
の
自
ら
の
意
志
を
積
極
的
に
は
持
ち
得
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
だ

け
の
悪
逆
非
道
な
行
為
に
対
し
て
も
、
唯
だ
ひ
た
す
ら
良
い
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
納
得
さ
せ
る
に
止
ま
る
の
は
、
驚
く

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
更
に
ス
サ
ノ
オ
の
勝
さ
び
に
続
く
天
の
岩
戸
の
段
に
至
っ
て
は
、
彼
の
邪
悪
を
ま
っ
た
く
抑
え
る
こ
と
が
出
来
ず
に
、

結
局
岩
戸
の
中
に
隠
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
悪
に
対
す
る
善
の
意
志
は
、
極
め
て
消
極
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
何
を

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

推
測
す
る
に
、
善
神
が
悪
神
に
対
し
て
積
極
的
な
除
去
能
力
を
持
た
ず
、
そ
の
上
双
方
が
自
覚
的
意
志
も
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う

こ
と
は
、
善
神
と
悪
神
は
相
対
的
な
横
の
関
係
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
意
識
の
源
流
と
し
て
の
判
断
根
拠
を
有
さ
な
い
と
い
う
こ
と
、
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否
、
無
根
拠
（
無
意
識
）
と
い
う
根
拠
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
図
式
化
す
れ
ば
次
の
通
り
と

な
る
。

も
し
こ
の
よ
う
な
図
式
化
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
に
は
既
に
こ
れ
に
近
似
し
た
本
来
清
浄
説
と
い
う
ア
ー
ガ
ン
ツ
カ

（a
g
a
n
tu
k
a

）
構
造
を
即
座
に
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
時
点
で
は
、
無
意
識
の
基
盤
は
空
虚
で
無
実
体
な
も

の
で
あ
り
、
時
間
的
因
果
関
係
の
中
核
、
即
ち
輪
廻
の
主
体
と
も
言
う
べ
き
存
在
は
、
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
の
救

済
の
保
証
が
な
い
極
め
て
危
う
い
ア
ー
ガ
ン
ツ
カ
で
あ
る
一
方
、
ミ
ソ
ギ
／
ハ
ラ
ヘ
さ
え
行
え
ば
、
罪
過
は
一
過
性
で
も
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
基
盤
が
無
意
識
で
あ
る
故
に
安
定
や
救
済
を
求
め
、
そ
れ
が
そ
の
後
、
何
ら
か
の
常
住
の
基
盤
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
も

充
分
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
議
論
に
つ
い
て
は
小
論
の
範

で
は
な
い
と

え
る
。
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四

個
人
に
向
け
ら
れ
た
罪
悪

國
津
罪

続
く

國
津
罪

に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
生
膚
断：
生
き
た
人
の
皮
膚
に
傷
を
つ
け
、
血
を
流
し
て
け
が
れ
さ
せ
る
罪
。

死
膚
断
15

：

死
人
の
膚
を
斬
り
裂
く
罪
。
↓
人
身
傷
害

②
白
人
・
胡
久
美：
皮
膚
病
や
こ
ぶ
な
ど
の
病
気
。

③
己
が
子
犯
せ
る
罪
・
母
と
子
と
犯
せ
る
罪
・
子
と
母
と
犯
せ
る
罪
・
畜
犯
せ
る
罪
。

：

馬
・
牛
・
鶏
・
犬
を
犯
せ
る
罪
↓
反
倫
理
的
情
交

④
昆
虫
の
災：

害
虫
に
よ
る
災
害
。

高
津
鳥：

高
津
神
。
高
空
を
飛
行
し
て
人
に
わ
ざ
わ
い
を
与
え
る
と
い
う
神
で
、
雷
神
の
類
の
災
害
↓
自
然
災
害

⑤
畜
仆
し：

呪
術
に
よ
る
と
い
う
家
畜
殺
し
。

物
せ
る
罪：

災
厄
が
人
に
及
ぶ
よ
う
に
神
霊
に
祈
禱
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
法
術
。
↓
反
倫
理
的
呪
術
の
行
使

①
に
関
し
て
言
え
ば
、
多
く
が
反
社
会
的
行
為
と
し
て
当
然
の
掟
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
採

16
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
は
、
ま
だ
疑
問
の

余
地
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
生
き
て
い
る
人
間
同
士
の
モ
ラ
ル
だ
け
で
は
、
例
え
ば

死
膚
断

の
よ
う
に
、
死
者
に
対
面
す
る
者
の
ル

ー
ル
と
い
う
観
点
を
説
明
し
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
者
に
対
す
る
強
い
畏
怖
の
念
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
た
原
始
来
の
禁

忌
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
部
分
こ
そ
が
、
神
話
に
お
け
る

死
の
穢
れ

と
も
関
係
し
て
、
仏
教
受
容
の
際
に
は
極

め
て
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
り
、
仏
教
僧
侶
が
通
過
儀
礼
と
し
て
担
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
も
ま
た
疑
い
え
な
い
の
で
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あ
る
。

続
く
②
は
悪
疾
・
疫
病
が
罪
の
概
念
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
現
在
の
結
果
の
み
に
よ
っ
て
善
悪
の
判
定
を
下
し
て
い

る
の
は
、
あ
る
種
の
因
果
論
の
影
響
と
も
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
信
仰
と
し
て
の
因
果
論
と
は
、
主
体
的
に
自
覚
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
他
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
未
来
に
お
い
て
可
能
性
を
否
定
す
る
実
体
を
含
む
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
ま
っ
た
く

誤
っ
た
業
報
思
想
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
仏
教
や
儒
教
と
い
う
思
想
が
様
々
な
形
で
伝
播
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
当
時
、

む
し
ろ
外
来
的
で
影
響
力
の
あ
る
因
果
論
に
よ
っ
て
、
逆
に
罪
悪
の
観
念
が
、
神
話
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
す
れ
ば
、
仏

教
思
想
も
こ
う
し
た
悪
因
悪
果
の
誤
っ
た
因
果
論
に
荷
担
し
て
き
た
と
も
充
分

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

③
に
お
け
る
罪
概
念
の
発
生
は
、
そ
の
ま
ま
倫
理
の
問
題
と
し
て
初
め
て
意
識
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
が
、
こ
う
し
た
禁
忌
の
起

源
は
極
め
て
古
く
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
な
ど
と
と
も
に
立
証
不
能
で
あ
る
。
し
か
し
反
社
会
的
行
為
と
し
て
禁
忌
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
の
事
実

は
、
残
さ
れ
て
い
た
縄
文
系
氏
族
社
会
に
お
け
る
神
話
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
終
焉
を
意
味
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

更
に
④
も
何
ら
か
の
神
意
に
か
な
わ
な
い
行
為
が
も
た
ら
し
た
結
果
と
し
て
の
罪
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
然
災
害
と
い
う
実
際
に
は

人
智
も
及
ば
ぬ
現
前
の
結
果
だ
け
を
と
ら
え
て
、
他
者
に
罪
悪
観
を
当
て
は
め
て
し
ま
う
と
い
う
誤
っ
た
因
果
論
が
、
こ
こ
で
も
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
我
々
は
、
こ
こ
で
新
た
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
も
し
も
我
々
に
こ
の
よ
う
な
人
智
も
及
ば
な
い

穢
れ

が
本

質
的
に
存
在
し
、
そ
れ
が
未
来
へ
受
け
継
が
れ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
先
述
の
体
外
的
な
ミ
ソ
ギ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は

浄
化
は
不
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
体
外
的
で
あ
っ
た
善
悪
の
因
子
が
体
内
に
取
り
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
間

の
体
内
に
て
あ
ら
た
め
て
善
悪
の
因
子
が
附
着
す
る
べ
き
新
し
い
基
盤
が
想
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
我
々
に
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残
さ
れ
た
方
法
は
た
だ
ひ
と
つ
、
も
の
ご
と
の
表
面
を
通
過
し
、
そ
の
背
後
に
あ
る
本
質
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
手
が
届
き
、
そ
し
て
根
源
的
実

体
を
清
潔
に
払
拭
し
得
る
神
秘
的
な
呪
術
力
に
頼
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
故
に
神
仏
に
祈
っ
て
悪
疾
や
自
然
災
害
を
除
こ
う

と
い
う
祈
禱
の
歴
史
は
、
ご
く
自
然
な
宗
教
行
為
と
な
る
が
、
こ
う
し
て
み
る
と

穢
れ

を
は
じ
め
と
す
る

非

無
我
思
想

と
呪

術
行
為
は
、
論
理
的
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ

17
ろ
う
。

続
い
て
⑤
で
は
人
畜
を
呪
詛
す
るM

a
g
ic

を
罪
と
し
て
斥
け
て
い
る
。
こ
れ
は
反
倫
理
的
行
為
と
い
う
意
味
で
も
あ
ろ
う
が
、
同
時
に

そ
う
い
う
意
識
が
働
く
と
す
る
な
ら
ば
、
反
倫
理
的
行
為
に
よ
る
罪
悪
感
か
ら
、
悪
因
悪
果
の
因
果
律
を
恐
れ
て
の
禁
忌
と
も
解
釈
さ
れ

る
。
あ
る
い
は
先
述
と
同
様
、
呪
術
に
よ
っ
て
政
を
行
っ
て
き
た
歴
史
か
ら
見
れ
ば
、B

la
ck M

a
g
ic

の
禁
忌
は
、
か
な
り
古
い
氏
族

社
会
の
系
統
を
受
け
継
い
だ
者
た
ち
の
最
後
の
伝
統
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

五

仮
の
ま
と
め
と
し
て

以
上
、
極
め
て
概
略
的
に
、
日
本
の
古
代
に
お
け
る
罪
悪
の
観
念
に
つ
い
て
、
特
に

天
津
罪

と

國
津
罪

の
内
容
を
確
認
す
る

こ
と
に
よ
り
述
べ
て
き
た
。
つ
ま
り
社
会
形
態
の
異
な
る
種
族
同
士
の

ぎ
合
い
の
中
で
、

天
津
罪

は
農
耕
社
会
と
い
う
共

18
同
体
に

と
っ
て
秩
序
を
乱
す
不
利
益
な
行
為
が
そ
の
ま
ま
罪
悪
の
根
拠
と
な
っ
て
お
り
、

國
津
罪

は
原
始
的
な
氏
族
社
会
に
見
る
各
個
人
に

向
け
ら
れ
た
禁
忌
の
内
容
が
罪
悪
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
前
者
は
、
一
連
が
宗
教
上
の
人
為
的
な
犯
罪
で
あ
り
、
後
者
は
あ
る
種
の

因
果
論
の
影
響
を
受
け
た
、（
自
然
的
）
災
害
と
い
う
結
果
が
罪
悪
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
古
代
の
記
紀
に

お
け
る
神
話
の
世
界
で
は
、
善
悪
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
次
の
通
り
仮
説
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

（
一
）
古
代
に
お
い
て
善
悪
は
主
体
的
な
意
志
を
も
た
な
い
、
受
動
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
善
神
ア
マ
テ
ラ
ス
と
悪
神
ス
サ
ノ
オ

日
本
文
化
と
罪
（
千
葉
公
慈
）

一
一



と
は
互
い
に
抑
止
力
を
持
っ
て
は
い
な
い
。

（
二
）
黄
泉
の
国
訪
問
譚
に
お
け
る

死＝

穢
れ

と
、
ス
サ
ノ
オ
勝
ち
さ
び
に
お
け
る

罪＝

穢
れ

と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
範

で

あ
り
、
前
者
は
無
意
識
を
根
拠
と
す
る
ア
ー
ガ
ン
ツ
カ
な
る
体
外
的
汚
れ
で
あ
り
、
祓
い
に
よ
っ
て
払
拭
が
可
能
で
あ
っ
て
、
本
人
が
そ

の
ま
ま
本
質
的
に
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
ス
サ
ノ
オ
の
贖
い
に
よ
っ
て
体
内
化
の
兆
し
が
読
み
取

れ
た
。

（
三
）

罪＝

穢
れ

が
一
貫
し
て
宗
教
的
犯
罪
を
共
通
項
と
し
た
上
で
、
何
ら
か
の
因
果
律
に
関
す
る
思
想
的
影
響
を
受
け
た
た
め
か
、

主
体
的
に
未
来
果
を
自
覚
す
る
因
果
論
で
は
な
く
、
客
体
的
に
現
在
果
（
ワ
ザ
ハ
イ
）
の
み
を
重
視
す
る
因
果
論
が
現
れ
た
。

但
し
（
二
）
に
関
し
て
は
、
仮
に

輪
廻
の
主
体

と
い
う

え
方
が
影
響
を
与
え
た
と
す
れ
ば
、
穢
れ
の
内
在
化
と
実
体
化
と
い
う

誤
謬
に
、
当
時
の
仏
教
が
そ
の
役
目
を
果
た
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
記
紀
の
段
階
で
は
そ
れ

を
文
献
的
に
論
証
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
擱
筆
に
あ
た
り
ご
教
示
を
乞
い
願
う
次
第
で
あ
る
。（

一
九
九
九
年
十
二
月
十
日
脱
稿
）

注１

気
多
雅
子

罪
と
報
い

・
岩
波
講
座

日
本
文
学
と
仏
教

第
二
巻

因
果

二
五
三
〜
二
五
四
頁
。

２

倉
野
憲
司

国
文
学
解
釈
と
鑑
賞

第
二
二
巻
第
十
一
号
所
載

須
佐
之
男
命
の
勝
さ
び

及
び
次
田
真
幸

日
本
神
話
の
構
成

明
倫

館
（
八
六
頁
）
は
関
連
を
否
定
す
る
が
、
湯
浅
泰
雄

日
本
人
の
宗
教
意
識

講
談
社
（
九
〇
〜
九
三
頁
）
は
関
連
づ
け
て
い
る
。

３

新
訂
増
補
・
國
史
大
系
｜
日
本
書
紀
前
篇

吉
川
弘
文
館
。
一
四
頁
八
行
目
〜
一
五
頁
一
四
行
目
。

４

紀：

前
掲
書
一
六
頁
八
行
目
〜
一
七
頁
二
行
目
。

日
本
文
化
と
罪
（
千
葉
公
慈
）

一
二



５

高
取
正
男

神
道
の
成
立

凡
社
、
一
八
六
〜
一
八
七
頁
参
照
。

６

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
赤
坂
憲
雄
氏
に
よ
っ
て

外
な
る
穢
れ

と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
岩
波
講
座
、
東
洋
思
想
第
16
巻

日
本
思

想
２

所
収
、

穢
れ
の
精
神
史

（
一
〇
二
頁
以
下
）
参
照
。

７

新
訂
増
補
・
國
史
大
系
七
｜
古
事
記

吉
川
弘
文
館
。
一
七
頁
六
行
目
〜
八
行
目
。

８

新
訂
増
補
・
國
史
大
系
｜
交
替
式
・
弘
仁
式
・
延
喜
式
前
篇

吉
川
弘
文
館
。
一
六
九
頁
九
〜
一
三
行
目
。
紀：

前
掲
書
三
一
頁
七
行
目

〜
三
八
頁
一
行
目
。
記：

前
掲
書
一
九
頁
七
行
目
〜
二
二
頁
三
行
目
参
照
。

９

次
田
真
幸

日
本
神
話
の
構
成

明
治
書
院
、
九
三
頁
参
照
。

10

竹
内
芳
郎

意
味
へ
の
渇
き
｜
宗
教
表
象
の
記
号
学
的

察

筑
摩
書
房
、
三
一
頁
。

J.
S
.
M
b
iti
:
C
on
cepts of G

od
 
in
 
A
frica

,

1968.
L
ev
i-S
tra
u
ss,

C
la
u
d
e
:
A
n
th
ropologie S

tru
ctu
res,

1958.

11

吉
本
隆
明

罪
責
論

共
同
幻
想
論

河
出
書
房
、
昭
和
四
三
年
、
一
九
六
頁
。

12

青
木
紀
元

日
本
神
話
の
基
礎
的
研
究

風
間
書
房
、
二
八
二
頁
参
照
。

13

赤
坂
前
掲
書
、
九
九
頁
参
照
。

14

メ
ア
リ
・
ダ
グ
ラ
ス
、
塚
本
利
明
訳

汚
穢
と
禁
忌

思
潮
社
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
ー
チ
、
諏
訪
部
仁
訳

言
語
の
人
類
学
的
側
面

現
代
思
想

四
巻
三
号
参
照
。

15

梅
原
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、

死
ん
だ
妊
婦
の
腹
を
割
い
て
胎
児
を
妊
婦
に
抱
か
せ
る
こ
と

と
推
測
し
て
い
る
。（
吉
本
隆
明
・
梅
原

猛
・
中
沢
新
一

日
本
人
は
思
想
し
た
か

新
潮
社

七
九
頁
）

16

梅
田
義
彦

天
津
罪
と
國
津
罪
｜
罪
と
穢
｜

等
。

17

速
見
侑

平
安
貴
族
社
会
と
仏
教

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
。
同

呪
術
宗
教
の
世
界

塙
書
房
、
一
九
八
七
年
。
あ
る
い
は
佐
藤

正
伸

祈
禱

日
本
の
仏
教
６
・
論
点
・
日
本
仏
教

参
照
。

18

共
同
体
の

生
活
意
志
の
神
格
化

に
つ
い
て
は
、
石
田
一
良

日
本
文
化
史

東
海
大
学
出
版
会
、
二
七
頁
参
照
。
更
に
釈
尊
や
初
期

の
仏
教
教
団
を
支
え
た
信
者
た
ち
が
、
お
も
に
商
業
階
級
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
商
業
階
級
と
は
、
つ
ま
り
ム
ラ

（
共
同
体
）
と
ム
ラ
（
共
同
体
）
の
間
に
あ
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
或
い
は
釈
尊
も
故
郷
（
ム
ラ
）
を
目
前
に
ク
シ
ナ
ガ
ラ
で
入
滅
さ
れ

た
こ
と
に
も
何
や
ら
深
い
因
縁
を
感
じ
る
。

日
本
文
化
と
罪
（
千
葉
公
慈
）

一
三



追
記本

文
脱
稿
後
、
因
果
論
の
背
景
に
あ
る
感
情
的
な
部
分
と
、
罪
概
念
の
体
内
化
に
つ
い
て
若
干
の
再

を
試
み
た
。
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
こ
に

紹
介
出
来
な
か
っ
た
資
料
と
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
論

ス
サ
ノ
オ
の
勝
さ
び
を
読
む

駒
沢
女
子
大
学
日
本
文
化
研
究
所
所
報
・
日

本
文
化
研
究

第
二
号
、
道
元
禅
師
生
誕
八
百
年
記
念
号
（
平
成
十
二
年
、
三
月
）
所
収
。

二
〇
〇
〇
年
、
四
月
二
十
五
日
記

日
本
文
化
と
罪
（
千
葉
公
慈
）

一
四
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