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論

文

要

旨

　
近
松
門
左
衛
門
の
「
曽
根
崎
心
中
」
は
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
の
四
月
七
日
に
、

大
阪
梅

田
の
曽
根
崎
天
神
で
実
際
に
お
こ
っ
た
事
件
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ

れ
以
後
、
心
中
事
件
が
多
発
す
る
よ
う
に
な
り
、
二
十
年
後
の
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
に

な
っ
て
心
中
取
締
令
が
だ
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
心
中
者
の
死
骸
は
心
中
現
場
に
近
い
墓
所
に

取
り
捨
て
る
べ
き
こ
と
が
申
し
わ
た
さ
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
道
頓
堀
墓
所
に
は
多
く
の
心

中
者
の
遺
骸
が
か
つ
ぎ
こ
ま
れ
、
そ
の
方
面
で
の
筆
頭
格
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
地
域

に
は
大
勢
の
乞
食
女
郎
非
人
た
ち
が
入
り
こ
み
、
そ
こ
で
餓
死
し
た
り
行
き
倒
れ
た
り
す
る

者
が
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
。

　
こ
の
近
世
の
道
頓
堀
墓
所
を
め
ぐ
る
死
体
処
理
・
死
者
儀
礼
の
景
観
は
、
あ
る
点
で
イ
ン

ド
・
ベ
ナ
レ
ス
に
お
け
る
そ
れ
を
想
わ
せ
る
。
死
者
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
都
市
が
ど
の
よ
う

な
変
貌
を
示
す
の
か
と
い
う
点
で
も
、
そ
の
両
老
の
あ
い
だ
に
は
不
思
議
な
照
応
が
み
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
肉
体
の
焼
尽
と
魂
の
昇
天
と
い
う
転
換
の
位
相
が
、
そ
こ
で
は
墓

地
を

仲
立
ち

と
す
る
半
ば
様
式
化
し
た
空
間
構
成
を
通
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
空
間
構
成
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
小
論
で
は
近
松
の
「
曽
根

崎
心
中
」
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
観
音
廻
り
」
の
場
面
と
、
そ
の
終
結
部
分
に
登
場

す
る
「
道
行
」
の
場
面
に
分
析
を
加
え
て
い
る
。

　
こ
の
近
松
の
「
観
音
廻
り
」
と
「
道
行
」
の
場
面
が
、
二
種
の
巡
礼
の
パ
タ
ー
ン
を
象
徴

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
第
一
の
パ
タ
ー
ン
が
、
い
わ
ゆ
る
霊
地
霊
場
廻
り

を

中
心
と
す
る
巡
礼
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
観
音
廻
り
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
に
た
い

し
て
第
二
の
パ
タ
ー
ン
が
、
永
遠
の
再
生
（
昇
天
）
を
願
う
死
出
の
旅
と
い
う
最

後
の
巡
礼
行
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
が
「
道
行
」
の
場
面
に
あ
た
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
二
種
の
巡
礼
の
パ
タ
ー
ン
が
そ
の
ま
ま
ベ
ナ
レ
ス
に
お
け
る
死
者
儀
礼
の
な
か
に
も
み
ら

れ

る
こ
と
に
私
は
着
目
し
た
の
で
あ
る
。
小
論
は
そ
の
両
者
を
結
び
合
せ
る
比
較
研
究
の
試

み

で
あ
る
。
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一　

近
松
の
「
曽
根
崎
心
中
」

　
元
禄
十
六
年

（
一
七

〇
三
）
の
四
月
七
日
の
夜
の
こ
と
、
大
阪
梅
田
の
曽
根
崎
天

神
の
森
で
心
中
が
あ
っ
た
。
男
は
、
内
本
町
橋
詰
の
醤
油
屋
平
野
屋
忠
右
衛
門
の
手

代
、
徳
兵
衛
で
、
女
は
堂
嶋
新
地
新
茶
屋
町
天
満
屋
抱
え
の
遊
女
お
は
つ
、
で
あ
っ

た
。　

事
件
の
転
末
は

こ
う
で
あ
る
。

　
徳
兵
衛
は
お

は

つ
に
通
い

つ
め
て

い

た

が
、
に
わ
か
に
主
人
の
忠
右
衛
門
の
養
女

と
縁
組
み
し
た
う
え
で
、
江
戸
の
店
を
ま
か
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
そ

う
は
い
か
じ
と
天
満
屋
に
か
け
つ
け
る
と
、
何
と
、
お
は
つ
も
豊
後
の
客
に
身
請
け

さ
れ
る
こ
と
が
き
ま
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。
同
じ
思
い
の
二
人
は
そ
の
夜
の
う
ち

に
せ
っ

ば

つ
ま
り
、
手
に
手
を
と
っ
て
脱
出
し
、
心
中
し
た
。

　
事
件
の

あ
っ
た
翌
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
な
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
心
中
大
鑑
』

に
、
大
略
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
が
、
こ
の
事
件
を
い
ち
早
く
浄
瑠

璃
芝
居
に
仕
立
て
あ
げ
た
の
が
近
松
門
左
衛
門
で
あ
っ
た
。
か
れ
の
反
応
は
き
わ
め

て

早

く
、
心
中
の
あ
っ
た
一
ヵ
月
後
の
五
月
七
日
に
、
大
阪
道
頓
堀
の
竹
本
座
で
か

れ
の

「
曽
根
崎
心
中
」
が
上
演
さ
れ
て
い
る
。
と
き
に
近
松
は
五
十
一
歳
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
近
松
の
「
曽
根
崎
心
中
」
は
、
事
件
に
は
関
係
の
な
い
九
平
次
と
い
う
敵
役

を

登
場
さ
せ
て
、
恋
人
に
殉
じ
て
死
ぬ
女
の
輪
郭
を
き
わ
立
た
せ
て
い
る
。
た
ま
た

ま
耳
に
し
た
心
中
事
件
を
題
材
に
と
り
、
死
に
よ
っ
て
現
世
の
し
が
ら
み
を
超
え
る

理
想
の
恋
愛
を
造
型
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
作
者
の
考
え
が
最
後
の
道
行
の

段
に
印
象
ぶ
か
く
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
暁
の

鐘
が

鳴
り
、
「
寂
滅
為
楽
」
と
響
く
な
か
を
二
人
は
も
つ
れ
る
よ
う
に
し
て

曽
根
崎
の
森
に
た
ど
り
つ
く
が
、
そ
こ
で
宙
を
飛
ぶ
「
人
魂
」
を
み
る
。
あ
れ
は
、

も
は
や
死
ん
だ
人
の
魂
か
、
そ
れ
と
も
わ
れ
わ
れ
二
人
の
魂
か
と
思
い
、
嘆
く
。
二

人
の

魂

な
ら
ぽ
、
ど
う
か
道
に
迷
う
な
、
と
い
っ
て
肌
を
寄
せ
合
い
、
相
生
の
木
に

か

ら
だ
を
し
っ
か
り
と
結
ぶ
。
あ
と
は
男
が
脇
差
を
と
っ
て
女
の
喉
笛
を
つ
き
、
自

分
も
剃
刀
で
喉
に
突
き
立
て
て
果
て
る
。

　
そ

の

愁
嘆

と
流
血
の
最
後
の
場
面
を
、
近
松
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
し
め
く
く

っ

て

い

る
の
で
あ
る
。

　
　
誰
が
告
ぐ
る
と
は
、
曽
根
崎
の
　
森
の
下
風
音
に
聞
え
　
取
伝
へ
、
貴
賎
群
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　

の

回

向
の
種
未
来
成
仏
、
疑
ひ
な
き
、
恋
の
　
手
本
と
な
り
に
け
り

　
死
の

道
行
の

な
か
で
き
く
鐘
の
音
が
二
人
に
は
「
寂
滅
為
楽
」
と
き
こ
え
、
喉
を

突
い
て
果
て
た
そ
の
二
人
の
む
く
ろ
に
む
か
っ
て
、
「
未
来
成
仏
疑
ひ
な
し
」
と
作

者
は
た
む
け

の

言
葉
を

寄
せ
て
い
る
。
宙
に
浮
ん
だ
二
人
の
「
人
魂
」
も
、
こ
う
し

て

「
貴
賎
群
集
の
回
向
」
に
よ
っ
て
浄
土
へ
と
鎮
ま
っ
て
い
く
。
「
曽
根
崎
心
中
」

は
、
作
者
が
い
う
よ
う
に
「
恋
の
手
本
」
を
う
た
い
あ
げ
た
作
品
で
あ
る
に
ち
が
い

は

な
い
。
だ
が
同
時
に
、
そ
こ
に
は
浄
土
に
生
ま
れ
変
る
「
寂
滅
為
楽
」
の
手
本
が

構
想

さ
れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
り
近
松
だ
け
の
ひ
そ
か
な
想
い
に

と
ど
ま
ら
ず
、
当
時
の
大
阪
町
人
に
よ
っ
て
ひ
と
し
く
抱
か
れ
て
い
た
憧
憬
に
も
似

た
感
情
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
恋
の
心
中
の
道
行
は
、
他
界
へ
の
回
路
を

手

さ
ぐ
り
す
る
浄
土
の
道
行
で
も
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
最
後
の
土

壇
場

で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
が
あ
た
か
も
地
の
底
に
く
ぐ
も
る
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つ
ぶ
や
き
の
よ
う
に
き
こ
え
て
く
る
の
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
。

他
界

（
浄

土
）
は
、
こ
の
地
上
に
恋
の
手
本
を
の
こ
し
て
死
に
ゆ
く
二
人
の
う
え
に

さ
ん
ぜ
ん
と
輝
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
心
中
者
の
遺
骸

　
そ
れ

な
ら
ぽ
、
そ
の
心
中
し
た
者
た
ち
の
、
こ
の
現
世
に
の
こ
さ
れ
た
記
念
す
べ

き
痕
跡
－
墓
や
塚
ー
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

近
松
は
徳
兵
衛

と
お
は
つ
の
心
中
死
を
、
「
恋
の
手
本
」
と
い
う
美
し
い
追
悼
の
言

葉
で
飾
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
そ
の
「
恋
の
手
本
」
に
さ
し
の
べ
ら
れ
た
、
死

後
の
始
末
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
「
恋
の
手
本
」
は
は
た
し
て
「
寂

滅
為
楽
」
の
響
き
や
「
未
来
成
仏
」
の
念
仏
に
見
合
う
だ
け
の
慎
重
さ
で
葬
ら
れ
た

の

で
あ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
い
う
具
合
に
は
運
ぽ
れ
ず
、
事
後

の

手
続
き
は
か
な
り
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
「
曽
根
崎
心
中
」
に
涙
し
、

そ
れ
に
喝
釆
を

送
っ
た
人
び
と
の
脳
中
に
宿
っ
た
他
界
の
観
念
は
、
か
れ
ら
の
亡
骸

を

収
め

る
墓
所
の
景
観
に
か
な
ら
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　
曽
根
崎
の
天
神
社
の
森
で
心
中
が
あ
っ
た
の
は
、
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
元
禄

十
六
年
四

月
七
日
の
夜
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
だ
ち
に
近
松
の
浄
瑠
璃
に
と
り
あ
げ
ら

れ
、
大
当
り
を
と
る
と
、
そ
れ
を
契
機
に
心
中
が
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
む
ろ

ん
、
そ
れ
以
前
に
も
心
中
事
件
は
あ
っ
た
。
事
件
だ
け
で
は
な
く
、
浄
瑠
璃
芝
居
に

劇
化

さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
六
）
十

二
月
六
日
、
道
頓
堀
「
墓
所
石
垣
南
根
畑
」
で
あ
っ
た
心
中
は
、
の
ち
に
「
艶
色
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

舞
衣
」
の
外
題
で
有
名
に
な
っ
て
い
る
。

　
だ

が
、
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
事
件
と
し
て
の
曽
根
崎
心
中
と
浄
瑠
璃
「
曽

根
崎
心
中
」
の
大
当
り
は
、
世
間
の
心
中
へ
の
関
心
を
一
挙
に
あ
お
り
た
て
、
現
実

の

心
中
事
件
を
連
鎖
反
応
的
に
ひ
き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
曽

根
崎
心
中
か
ら
三
カ
月
た
っ
た
元
禄
十
六
年
七
月
に
は
「
京
大
阪
堺
心
中
か
の
子
」

な
る
も
の
が
出
版
さ
れ
、
そ
こ
に
曽
根
崎
心
中
を
も
含
め
て
、
当
時
の
京
・
大
阪
・

堺
で
発
生

し
た
心
中
十
八
件
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
心
中
し
た
男

女
の

名
前
・
年
齢
・
身
分
・
心
中
の
場
所
な
ど
を
記
す
と
い
っ
た
念
を
入
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
つ
い
に
、
心
中
は
幕
府
に
よ
っ
て
取
り
締
ら
れ
き
び
し
く
処
罰
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
大
阪
で
は
そ
れ
が
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
二
月
の
こ
と
で
、
曽

根
崎
の
天
神
の
森
で
心
中
が
発
生
し
て
か
ら
二
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ

の

二
十
年
の
あ
い
だ
に
、
そ
れ
だ
け
心
中
事
件
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ

の

享
保
八
年
の
禁
令
に
よ
る
と
、
心
中
し
た
者
は
葬
儀
を
し
て
は
な
ら
ず
、
そ

の

遺
骸
は
取

り
捨
て
に
す
る
こ
と
、
片
方
が
生
き
の
こ
っ
た
場
合
は
殺
人
犯
と
し
て

死
罪
に
す

る
こ
と
、
心
中
を
仕
損
じ
て
両
方
と
も
生
き
の
こ
っ
た
場
合
は
三
日
間
晒

し
て
か
ら
「
非
人
」
の
手
下
に
す
る
こ
と
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
れ

ま
で
「
心
中
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
き
た
の
を
今
後
は
「
相
対
死
」
と
称
す
べ
き
こ
と

が

同
時
に
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
「
心
中
」
の
二
字
を
合
せ
る
と
「
忠
」
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と
な
る
か
ら
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
人
倫
上
恥
ず
べ
き
男
女
の
情
死
が
、

武
士
道
の

最
高
規
範
で
あ
る
「
忠
」
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
文
字
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る

こ
と
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
心
中
遺
骸
が
葬
儀
の
対
象
と
し
て
許
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
遺
棄

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
注
目
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
近
松
に
よ
っ
て
恋
の

手

本
と
さ
れ
、
未
来
成
仏
ま
ち
が
い
な
し
と
さ
れ
た
心
中
も
、
死
後
は
そ
の
遺
体
が

取
り
捨
て
に
な
る
と
い
う
運
命
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
禁
令
は
当
時
、
た
だ
ち
に
墓
所
の
運
営
と
そ
の
管
理
者
た
ち

の

生
活
に
直
接
か
か
わ
る
よ
う
な
問
題
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら

心
中
の
き
び
し
い
防
止
策
が
打
ち
だ
さ
れ
た
享
保
八
年
二
月
に
、
大
阪
の
六
ヵ
所
の

墓
所
聖
た
ち

が

町
奉
行
所
に
呼
び
だ

さ
れ
、
今
後
心
中
者
の
遺
骸
は
、
そ
の
心
中
が

お

こ
な
わ
れ
た
場
所
に
近
い
墓
所
（
「
其
方
角
之
墓
所
」
）
に
措
て
る
よ
う
申
し
渡
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
問
題
を
理
解
す
る
う
え
で
は
、
墓
地
形
成
に
か
ん
す
る
大
阪
の
前
史

に

つ
い
て

若
干
ふ
れ
て

お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

三
　
道
頓
堀
墓
所

　
周

知
の
よ
う
に
豊
臣
氏
は
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
大
阪
夏
の
陣
を
最
後
に
滅

ん

だ

が
、
こ
の
と
き
の
兵
火
に
よ
っ
て
大
阪
は
灰
尽
に
帰
し
た
。
そ
の
再
建
の
た
め

に
都
市
プ

ラ
ン
が
練
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
市
中
の
あ
ち
こ
ち
に
散
在
し
て
い
た
寺
院
や

墓
地
を
、
市
街
地
の
周
辺
部
に
移
転
さ
せ
て
統
合
し
た
。

　
そ

れ
に

と
も
な
っ
て
、
や
は
り
市
内
の
各
地
に
ぼ
ら
ぽ
ら
に
住
ん
で
い
た
大
勢
の

野
非
人

（
放
浪
乞
食
）
た
ち
を
道
頓
堀
（
当
時
は
難
波
村
に
あ
っ
た
荒
地
）
、
天
王

寺
（
天
王
寺
悲
田
院
町
）
、
鳶
田
（
今
宮
村
字
東
道
）
、
天
満
（
天
神
橋
筋
東
二
丁
目
）

の

四

ヵ
所
に
集
め
、
そ
こ
に
土
地
を
与
え
て
集
団
居
住
の
形
を
と
ら
せ
た
。
豊
臣
氏

の

滅
亡
か

ら
数
え
て
わ
ず
か
六
、
七
年
後
の
元
和
七
、
八
年
（
一
六
一
＝
～
二
）
の

　
　
　
（
3
）

こ
と
で
あ
る
。

　
野
非
人
た

ち
は
や
が
て
「
垣
外
」
の
組
織
に
く
み
こ
ま
れ
て
「
非
人
」
と
し
て
人

別

さ
れ
、
長
吏
の
支
配
下
に
入
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
に
つ
い
た
。
す
な
わ
ち
、
も

と
も
と
同
類
で
あ
っ
た
乞
食
や
野
非
人
た
ち
を
取
り
締
ま
る
と
と
も
に
、
奉
行
所
の

同
心
に
よ
る
指
揮
の
も
と
に
犯
罪
人
の
探
索
や
追
捕
の
仕
事
に
も
あ
た
っ
た
。
目
明

し
、
牢
番
、
芝
居
小
屋
の
木
戸
番
と
し
て
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
墓
所

の

見
張

り
や
掃
除
な
ど
の
仕
事
も
や
っ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
墓

所

と
の
関
係
が
さ
し
せ
ま
っ
た
課
題
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

さ
き
に
、
元
和
の
役
の
あ
と
、
大
阪
府
内
に
散
在
し
て
い
た
寺
院
・
墓
所
が
統
廃

合

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
の
べ
た
が
、
そ
の
一
つ
に
道
頓
堀
墓
所
が
あ
っ
た
。
こ
の

墓
所
は
元
和
年
間
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
容
と
発
展
を
と
げ
る
が
、
そ
の
東
北
部
の

一
角
に
は
東
之
坊
、
西
之
坊
な
ど
の
六
坊
が
付
設
さ
れ
、
墓
所
の
全
体
を
管
理
し
葬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
じ
り

儀
な
ど
の
一
式
を
と
り
し
き
る
聖
た
ち
が
住
ん
で
い
た
。
六
坊
は
坊
と
は
い
っ
て
も

寺
院

で
は

な
く
、
聖
た
ち
も
頭
は
剃
り
法
衣
は
着
て
い
る
け
れ
ど
も
妻
帯
し
て
い
た
。

や
が
て

こ
の
地
域
に
非
人
た
ち
の
た
め
の
菩
提
寺
（
た
と
え
ば
竹
林
寺
や
法
善
寺
）

が
建
て

ら
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
街
区
が
拡
張
さ
れ
、
季
節
を
か
ぎ
っ
て
一
時
的
な

店
舗
も
建
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
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た

と
え
ば
道
頓
堀
で
は
、
墓
所
に
通
ず
る
墓
道
に
、
非
人
た
ち
が
毎
年
お
盆
の
期

間
だ
け
西
瓜
な
ど
の
果
物
類
を
商
う
小
見
世
を
だ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
こ
の
墓

道
に

は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
以
来
、
七
軒
茶
屋
の
名
で
呼
ぼ
れ
る
七
軒
の
水
茶

屋
が
、
墓
道
を
は
さ
ん
で
竹
林
寺
の
向
い
側
に
立
ち
並
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
た
い
し

て

非
人
た

ち
の
小
見
世
は
、
こ
の
七
軒
茶
屋
の
向
い
側
、
す
な
わ
ち
法
善
寺
と
竹
林

寺
の
掛
塀
に
そ
っ
て
仮
設
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
混
っ
て
平
人
た
ち
の
小
見
世
も
つ

く
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

な
お
、
そ
の
当
時
こ
の
地
域
に
、
千
日
の
念
仏
回
向
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ

て

い

た

こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
道
頓
堀
の
法
善
寺
が
最
初
の
千
日
念
仏
回
向
を
し

た
の
が

寛
永

二
十
一
年
（
一
六
四
四
）
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
お
よ
そ
千
日
を
経
る
ご

と
に
二
千
日
回
向
、
三
千
日
回
向
と
念
仏
回
向
を
興
行
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
寛
文

六
年
ご
ろ
か
ら
竹
林
寺
で
も
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
機
に
、
こ
の

千

日
念
仏
を
も
っ
て
後
世
を
祈
る
機
縁
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
法
善
寺
や
竹
林
寺

に

た

い
す

る
一
般
町
家
か
ら
の
寄
捨
も
ふ
え
、
寺
運
が
し
だ
い
に
興
隆
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
元
禄
に
入
る
と
、
大
阪
府
内
の
者
で
竹
林
寺
に
墓
を
つ

く
る
者
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
こ
の
地
域
が
道
頓
堀
・
千
日
前
の
地
名
を
と

も
な
っ
て
、
今
日
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
く
り
返
し
て
い
え
ぽ
、
曽
根
崎
心
中
に
よ
っ
て
心
中
事
件
が
多
発
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
、
そ
し
て
そ
の
二
十
年
後
の
享
保

八
年

（
一
七

二
三
）
に
な
っ
て
心
中
取
締
り
の
令
が
だ
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
こ
の
心

中
ブ
ー
ム
は
、
実
を
い
う
と
墓
所
の
管
理
に
か
ん
し
て
も
面
倒
な
問
題
を
ひ
き
お
こ

し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
心
中
防
止
の
手
が
打
た
れ
た
享
保
八
年
の
二
月
、
当
局

に

よ
っ
て
大
阪
六
ヵ
所
の
墓
所
聖
た
ち
が
町
奉
行
所
に
呼
出
さ
れ
、
今
後
心
中
者
の

死
骸
は
心
中
現
場
に
近
い
墓
所
に
取
り
捨
て
る
べ
き
こ
と
が
申
し
渡
さ
れ
た
か
ら
で

　
（
4
）

あ
る
。

　

当
時
、
心
中
者
は
男
女
と
も
み
せ
し
め
の
た
め
全
裸
で
捨
て
ら
れ
た
た
め
、
多
く

の

見
物
人
が
墓
所
に
押

し
か
け
、
石
塔
は
倒
さ
れ
る
、
怪
我
人
が
出
る
、
あ
げ
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

は
て

に

喧
嘩
が
お
こ
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
落
着
い
て
葬
式
も

で

き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
が
、
な
か
で
も
道
頓
堀
墓
所
に
は
多
く
の
心
中
者
の
遺
骸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が

か

つ
ぎ
こ
ま
れ
、
そ
の
方
面
で
の
筆
頭
格
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

ち
な
み
に
道
頓
堀
墓
所
で
扱
っ
た
死
者
の
数
は
元
和
七
年
（
＝
ハ
ニ
一
）
か
ら
元

禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
ま
で
の
七
十
九
年
間
に
三
十
一
万
六
千
六
百
八
十
人
で
あ

　
　
　
（
7
）

っ

た

と
い
う
。
元
和
年
間
に
お
け
る
墓
や
寺
の
統
廃
合
の
と
き
か
ら
曽
根
崎
心
中
が

発
生
す
る
ま
で
の
期
間
に
、
道
頓
堀
の
墓
所
が
い
か
に
股
賑
を
き
わ
め
た
か
と
い
う

こ
と
が
そ
れ
で
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ

れ
に
た

い

し
て
曽
根
崎
心
中
以
後
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
わ
か
っ
て

い

る
デ
ー
タ
で
い
う
と
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
か
ら
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）

ま
で
の
毎
一
年
間
に
道
頓
堀
墓
所
で
処
理
さ
れ
た
死
者
の
数
は
、
天
明
四
年
（
一
七

八
四
）
の
一
万
一
千
七
百
八
十
四
人
を
最
高
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
の
五
千

四

百
二
十
六
人

を
最
低
に
し
て
、
毎
年
ほ
ぼ
六
千
人
か
ら
八
千
人
の
あ
い
だ
を
上
下

し
た
。
さ
き
の
元
和
ー
元
禄
年
間
の
死
者
数
に
く
ら
べ
て
、
同
期
間
に
ほ
ぼ
二
倍
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

く
の
死
者
が
そ
こ
で
処
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
遺
体
の
処
理
の

方
法
は
、
当
時
す
で
に
火
葬
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
野
非
人
と
か
行
倒
れ
人
、
あ

る
い
は
極
貧
の
市
民
た
ち
は
薪
代
が
な
い
た
め
土
葬
に
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。
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以

上
の

趨
勢
か

ら
み
て
も
、
道
頓
堀
墓
所
が
大
阪
で
は
死
体
の
処
理
の
た
め
こ
と

の

ほ

か
重
要

な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
こ
の
墓
所
が
地

の

利

も
よ
く
、
道
頓
堀
か
い
わ
い
の
繁
華
な
環
境
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
地
域
に
は
大
勢
の
乞
食
や
野
非
人
た
ち
が
入
り
こ
み
、
そ
こ

で
病
死

し
た
り
行
き
倒
れ
た
り
す
る
者
も
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
み
で
は

な

い
。
こ
の
墓
所
に
は
嬰
子
や
幼
児
の
死
体
が
遺
棄
さ
れ
る
こ
と
が
ま
れ
で
は
な
か

っ

た
。
そ
れ
ら
の
小
さ
な
遺
骸
は
炮
烙
や
火
消
壼
、
あ
る
い
は
桶
や
醤
油
樽
に
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

入
れ

ら
れ
、
わ
ず
か
な
回
向
料
を
そ
え
て
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

四
　
ベ
ナ
レ
ス
の
死
体
焼
却
場

　
近
世
の

道
頓
堀
墓
所
を

め
ぐ
る
歴
史
地
理
的
な
景
観
に
ふ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
の
関
連
で
私
が
思
い
だ
す
の
は
、
唐
突
に
き
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど

も
、
イ
ン
ド
は
ベ
ナ
レ
ス
に
お
け
る
特
異
な
都
市
形
成
の
あ
り
方
と
、
そ
こ
で
日
常

的
に
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
死
体
処
理
の
光
景
で
あ
る
。
ベ
ナ
レ
ス
と
い
う
都
市
は
多

彩

な
神
話
や
伝
承
に
包
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
遺
骸
の
焼
却
場
と
盛
り
場
が

近
接

し
、
数
知
れ
な
い
放
浪
者
や
巡
礼
を
今
日
な
お
吸
引
し
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う

点
で

も
、
そ
こ
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
生
死
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
、
道
頓
堀
の
街
区

の

隅
々
に
つ
み
重
ね
ら
れ
た
悲
哀
と
歓
楽
の
幾
星
霜
を
映
し
だ
す
鏡
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
聖
地
と
し
て
の
べ
ナ
レ
ス
と
か
つ
て
の
道
頓
堀
は
、
時
空
を
超
え
て
同
種
の

強
烈
な
シ
グ
ナ
ル
を
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
送
り
つ
づ
け
る
超
自
然
の
拠
点
で
あ
る
よ

う
に
、
私
に
は
み
え
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ナ
レ
ス
は
周
知
の
よ
う
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
よ
っ
て
最
大
の
聖
地
と
し
て

あ
が
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
般
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
死
ぬ
と
、
川
の

ほ

と
り
に
つ
み
あ
げ
た
薪
の
う
え
に
遺
骸
を
の
せ
て
焼
き
、
あ
と
に
の
こ
さ
れ
た
遺

灰
を

川
に
流
す
。
な
か
で
も
か
れ
ら
は
、
ベ
ナ
レ
ス
に
流
れ
入
る
ガ
ン
ジ
ス
川
の
河

畔
で
火
葬
に
さ
れ
る
の
を
無
上
の
喜
び
と
し
て
い
る
。

　
空

間
的
に
眺
め
る
と
、
聖
都
ベ
ナ
レ
ス
は
ガ
ン
ジ
ス
川
の
西
岸
に
半
円
状
に
発
展

し
た
都
市
で
あ
る
。
四
周
に
放
射
す
る
半
円
の
中
心
は
、
ガ
ン
ジ
ス
川
に
面
し
た
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ニ

カ
ル
ニ
カ
ー
・
ガ
ー
ト
で
あ
り
、
そ
こ
が
火
葬
場
に
な
っ
て
い
る
。

　
だ

が
こ

こ
で
、
死
体
を
焼
く
場
所
が
ち
ょ
う
ど
都
市
の
中
心
を
な
し
て
い
る
こ
と

に
注

目
し
よ
う
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
で
肉
体
が
焼
か
れ
た
の
ち
、

か
れ

ら
の
魂
が
そ
の
ま
ま
天
上
さ
し
て
昇
り
ゆ
く
こ
と
が
自
明
の
理
と
さ
れ
て
い
る

か

ら
で
あ
る
。
マ
ニ
カ
ル
ニ
カ
ー
・
ガ
ー
ト
は
、
こ
う
し
て
天
上
と
地
上
を
つ
な
ぐ

結
節
点
で
あ
り
、
地
上
の
人
間
が
肉
体
の
死
を
媒
介
に
し
て
魂
の
再
生
を
う
る
た
め

の
、
聖
な
る
熔
鉱
炉
な
の
で
あ
る
。

　
だ

が
、
ベ
ナ
レ
ス
と
い
う
そ
の
よ
う
な
小
宇
宙
の
独
自
の
構
造
に
た
い
し
て
、
ガ

ン

ジ

ス

川
を
は
さ
ん
だ
そ
の
反
対
側
、
す
な
わ
ち
ガ
ン
ジ
ス
東
岸
は
、
古
く
か
ら
宗

教
的

に
不
毛
の

地

と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
街
区
の
発
達
は
ま
っ
た
く
み
ら

れ
な

か
っ

た
。
聖
都
の
反
対
側
が
宗
教
的
に
不
毛
の
地
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
そ
こ

で
死

ぬ
者
は
ロ
バ
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
輪
廻
を
く
り
返
す
と
い
う
信
仰
が
生
き
つ
づ

け
て
き
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ガ
ン
ジ
ス
西
岸
の
べ
ナ
レ
ス
が
聖
都
で
あ
る
の
に

た

い

し
て
、
そ
の
東
岸
は
い
つ
か
ら
か
負
の
価
値
を
冠
せ
ら
れ
た
虚
空
間
と
さ
れ
、

人
び

と
を
輪
廻
転
生
の
無
限
軌
道
へ
と
さ
そ
う
虚
無
の
世
界
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
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で

あ
る
。
イ
ン
ド
が
、
浄
・
稜
の
観
念
に
よ
っ
て
人
間
を
差
別
す
る
カ
ー
ス
ト
社
会

を
生
み
だ
し
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
っ
て
き
た
る
所
以
を
探

る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
ベ
ナ
レ
ス
に
お
け
る
ガ
ン
ジ
ス
川
も
、
そ
れ
と
同
じ

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
こ
の
聖
地
に
刻
印
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
は
浄
と
稜
の

こ
え
が
た
い
障
壁
を
つ
く
り
だ
す
分
岐
点
と
し
て
、
昇
天
す
る
者
と
輪
廻
に
沈
論
す

る
者
と
を
同
時
に
包
摂
す
る
両
義
的
な
聖
河
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
度
、
聖
都
と
し
て
の
べ
ナ
レ
ス
の
原
点
の
位
置
を
し
め
る
「
マ

ニ

カ
ル
ニ
カ
ー
・
ガ
ー
ト
」
が
、
同
時
に
死
の
汚
れ
に
さ
ら
さ
れ
た
死
体
焼
却
場

（o力
目
①
c
o
①
口
①
）
で
も
あ
る
と
い
う
逆
説
に
み
た
さ
れ
た
事
実
に
注
目
し
よ
う
。
こ
の
場

所

は
、
過
去
世
か
ら
累
々
と
堆
積
し
つ
づ
け
て
き
た
遺
骨
の
「
塚
」
と
し
て
の
性
格

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
聖
地
と
し
て
の
「
塚
」
に
む
か
っ
て
、
毎

日
の
よ
う
に
数
知
れ
な
い
人
び
と
が
巡
礼
の
流
れ
を
つ
く
っ
て
や
っ
て
く
る
。

　
土
埃
に
ま
み
れ
た
衣
を
つ
け
た
巡
礼
が
、
強
欲
な
パ
ン
ダ
（
先
達
）
に
率
い
ら
れ
、

い

き
り
た
つ
雄
牛
と
ず
る
が
し
こ
い
猿
ど
も
の
俳
徊
す
る
街
な
か
を
歩
き
、
悪
臭
で

充
満
す

る
細
い
路
地
を
押
し
あ
い
へ
し
あ
い
し
な
が
ら
動
い
て
い
る
。
人
力
車
が
人

の

波
を

縫
い
、
黄
衣
を
つ
け
た
サ
ヌ
ヤ
ー
シ
ン
（
遊
行
者
）
と
素
裸
の
バ
ー
バ
（
お

上
人
）
が
行
き
か
い
、
屈
強
な
若
者
が
レ
ス
リ
ン
グ
を
し
て
い
た
り
す
る
。
ガ
ン
ジ

ャ

（麻
薬

タ
バ
コ
）
を
ふ
か
し
て
い
る
も
の
、
河
岸
で
沐
浴
し
て
い
る
巡
礼
や
坊
主

た
ち

も
い
る
。
そ
し
て
大
き
な
竹
で
編
ん
だ
傘
の
下
に
坐
っ
て
い
る
も
の
た
ち
。
路

地

と
街
路
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
た
む
ろ
し
て
い
る
乞
食
や
レ
プ
ラ
患
者
、
1
そ
う

い

う
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
の
う
え
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
、
土
産
物
屋
や
飲

食
を

供
す

る
店
が
く
ね
く
ね
と
建
ち
並
び
、
さ
な
が
ら
迷
路
の
よ
う
な
バ
ザ
ー
ル
が

で
き
あ
が
っ
て
い
る
。

　
そ

し
て
そ
の
盛
り
場
の
、
ま
さ
に
心
臓
部
を
抜
け
出
た
と
こ
ろ
に
河
岸
が
開
け
、

ガ

ン

ジ

ス

の

流
れ
を

前
に

し
て
火
葬
焼
却
場
の
一
画
が
あ
ら
わ
れ
る
。
死
体
処
理
の

一
切
の

業
務
に
た
ず

さ
わ
る
不
可
触
力
ー
ス
ト
の
ド
ー
マ
た
ち
の
姿
が
突
然
く
っ
き

り
と
視
野
に
入
っ
て
く
る
の
が
そ
の
と
き
だ
。
か
れ
ら
は
屍
体
を
棺
架
に
の
せ
、
そ

れ

を
か
つ
い
で
河
岸
に
降
り
る
。
遺
体
が
女
で
あ
れ
ぽ
紅
い
布
を
ま
き
、
男
で
あ
れ

ぽ

白
い
布
を
ま
く
。
薪
や
重
油
を
売
る
仕
事
に
も
た
ず
さ
わ
り
、
河
岸
で
の
葬
送
の

し
つ
ら
え
に
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
そ
の
死
体
焼
却
場
に
近
接
し
て
、
シ

ヴ
ァ
神
の
桐
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
各
地
か
ら
や
っ
て
く
る
巡
礼
た
ち
は
ま
ず
そ
こ

に
お
詣

り
し
て
か
ら
、
巡
礼
路
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。
そ
の
巡
礼
コ
ー
ス
は
マ
ニ
カ

ル

ニ

カ
ー
・
ガ
ー
ト
を
中
心
に
し
て
同
心
円
状
に
い
く
つ
も
の
弧
を
描
い
て
の
び
て

お

り
、
そ
の
沿
道
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
寺
院
、
聖
な
る
樹
木
や
井
戸
が
点
在
し
て
、

巡
礼
た
ち
の
参
詣
を
待
ち
う
け
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
敬
皮
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
い
き
り
立
つ
雄
牛
や
ず
る

が

し
こ
い
猿
ど
も
は
怖
れ
る
に
足
り
な
い
。
悪
臭
を
放
つ
わ
い
ざ
つ
な
路
地
の
つ
ら

な
り
も
何
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
。
パ
ン
ダ
の
強
欲
も
群
衆
の
喧
騒
も
か
れ
ら
の
静
穏

な
心
の
な
か
を
騒
が
す
原
因
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
聖
地
に
お
い
て
く
り
ひ
ろ
げ

ら
れ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
不
便
・
搾
取
・
汚
物
も
、
こ
の
都
市
に
お
け
る
至
福
の
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

験
を

妨
げ

る
こ
と
も
脅
か
す
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
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五
　
死
の
微
れ

　
そ
れ
で
は
、
聖
都
ベ
ナ
レ
ス
の
中
心
的
シ
ン
ボ
ル
が
い
っ
た
い
ど
う
し
て
火
葬
場

に
定
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
死
体
を
焼
却
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
汚
れ
の

凝
集
す

る
場
所
が
ど
う
し
て
シ
ヴ
ァ
神
の
鎮
座
す
る
聖
域
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
人
類
学
者
の
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
パ
リ
ー
が
興
味
あ
る
解

答

を
引
き
だ
し
て
い
る
の
が
参
考
に
な
る
。
し
ば
ら
く
同
氏
の
刺
激
的
な
議
論
を
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

き
に
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
そ

の

理
由
の
第
一
と
し
て
、
ま
ず
ベ
ナ
レ
ス
の
中
心
を
占
め
る
火
葬
の
「
ガ
ー
ト
」

は
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
主
神
の
一
つ
）
が
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て

タ
パ
ス

苦
行
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
神
話
伝
承
が
都
市
プ
ラ
ン
の

構
造
的
生
成
の

動

因
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
ベ
ナ
レ
ス
市
の
行
政
当
局

　
　
　
ガ
ド
ト

が
、
「
火
葬
場
」
を
市
の
中
心
か
ら
移
す
計
画
を
立
て
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し

た

ち
ま
ち
は
げ
し
い
反
対
運
動
が
お
こ
り
、
そ
の
計
画
は
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
第
二
の
理
由
が
、
火
葬
と
い
う
の
は
、
神
と
り
わ
け
シ
ヴ
ァ
神
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

の

主
神
の
一
つ
）
に
犠
牲
を
捧
げ
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
宇
宙
復

活
の
祭
儀
の
一
端
を
担
う
行
為
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で
火
葬
に
あ
た
る
語
ア
ン
テ
ィ
エ
シ
ュ
テ
ィ
（
①
ロ
蔓
o
瞥
）
は
、
「
最
後
の
犠
牲
」

と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
第
三
に
、
死
体
は
シ
ヴ
ァ
神
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
自
体
き
わ
め
て
清
浄
な

も
の
と
し
て
神
性
を
帯
び
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

ヅ

ト
語
の
「
シ
ヴ
ァ
神
」
（
白
カ
一
毒
）
と
「
シ
ャ
ヴ
ァ
ー
1
死
体
」
（
留
く
o
）
の
音
の
類
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
2

性
が

そ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
逆
説
的
に
き
こ
え
る
か
も
し
　
2

れ
な

い

が
、
死
体
は
汚
れ
か
ら
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
不
浄
な
も
の
が
そ

れ
に
触
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ぽ
、
会
葬
者
の
長
は
一
連
の
入
念
な
清

め

の

儀
式
を

経
た

あ
と
に
、
積
み
重
ね
ら
れ
た
薪
に
点
火
す
る
。
ま
た
出
産
時
や
月

経
期

間
中
に
死
ん
だ
女
性
の
汚
れ
た
死
体
は
、
薪
に
の
せ
る
前
に
特
別
な
清
め
の
儀

式
を

う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
か
ら
す
け
て
み
え
て
く
る
の
は
、
清

浄
な
状
態
の
も
の
し
か
火
葬
さ
れ
る
資
格
が
な
い
、
と
い
う
観
念
で
あ
る
。

　
そ

れ
で

は
、
死
体
は
火
葬
に
付
さ
れ
て
骨
灰
に
帰
す
る
ま
で
、
そ
の
清
浄
の
状
態

を

ず
っ
と
保
ち
つ
づ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
汚
れ
て
い
る
は
ず
の
死
体
が
そ
の
ま
ま

清
浄
で
あ
り
つ
づ
け
る
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
矛
盾

を
解
決
す
る
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
信
念
も
し
く
は
神
学
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
難
問
に
つ
い
て
さ
き
の
パ
リ
ー
氏
が
提
出
し
て
い
る
解
答
が
、
生
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ヲ
　
ナ

（
唱
目
①
担
①
）
と
肉
体
に
か
ん
す
る
伝
統
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
死
は
、
生
気
が
肉
体

を

離
れ

る
と
き
は
じ
ま
る
と
す
る
仮
説
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
よ
る
と
火
葬

に
お

い
て

は
、
そ
の
中
間
の
段
階
で
会
葬
者
の
長
が
黒
焦
げ
に
な
っ
た
死
体
の
頭
蓋

骨

を
棒
で
割
り
開
い
て
「
生
気
」
を
外
に
出
す
が
、
こ
の
と
き
に
真
の
「
死
」
が
訪

れ
、
「
死
の
汚
れ
」
が
は
じ
ま
る
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
死
者
の
肉
体
は
、
そ
の
生

理
的
機
能
が
停
止
し
て
も
生
気
が
の
こ
っ
て
い
る
か
ぎ
り
死
ん
で
は
い
な
い
の
で
あ

っ

て
、
神
へ
の
犠
牲
遺
体
と
し
て
な
お
清
浄
の
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
が
、
火
葬
の
過

程
で
頭
蓋

を
割
ら
れ
て
生
気
が
外
界
に
さ
ま
よ
い
出
た
と
き
、
汚
れ
た
死
体
へ
と
移

行
す
る
。
死
は
生
理
的
死
そ
れ
自
体
か
ら
発
す
る
の
で
は
な
く
、
肉
体
と
生
気
の
分
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離
の
時
点
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
。

　
換
言
す
れ

ぽ
、
死
に
よ
る
汚
れ
は
死
体
と
か
死
体
の
生
理
的
活
動
停
止
か
ら
生
ず

る
の
で
は
な
く
、
火
葬
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
死
」
の
あ
り

方

は
、
古
い
時
代
に
お
こ
な
わ
れ
た
わ
が
国
の
「
濱
」
の
慣
習
を
思
い
お
こ
さ
せ
る

で

あ
ろ
う
。
残
と
い
う
の
は
、
死
後
の
遺
体
を
一
定
期
間
地
上
に
安
置
し
て
お
く
こ

と
を
い
う
。
生
理
的
に
は
死
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
社
会
的
に
は
い
ま
だ
死
と
認
知

さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
の
状
態
の
な
か
で
霊
と
肉
の
分
離
が
徐
々
に
進
行

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
積
の
期
間
が
終
り
、
霊
肉
の
分
離
が
確

認

さ
れ
て
社
会
的
な
死
が
宣
告
さ
れ
る
。
埋
葬
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
が
そ
の
と
き
で

あ
る
。

　
そ

の

磧
儀
礼

と
は
多
少
文
脈
は
異
に
す
る
け
れ
ど
も
、
ベ
ナ
レ
ス
の
火
葬
儀
礼
に

お

い
て

も
、
生
気
が
遺
体
か
ら
離
脱
し
た
（
霊
肉
分
離
の
）
時
点
で
、
そ
の
遺
体
が

汚
れ
た
死
体
へ
と
変
化
し
移
行
す
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
共
通
の
霊
魂
観

念
が
そ

こ
に
は
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
場
合
、
火
葬

に
お

い
て

肉
を
焼
く
こ
と
で
は
じ
め
て
「
汚
れ
」
が
は
じ
ま
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
特

徴
が

あ
る
。
そ
の
汚
れ
は
、
あ
と
に
の
こ
さ
れ
た
骨
灰
を
ガ
ン
ジ
ス
川
に
流
す
こ
と

に

よ
っ
て
最
終
的
に
清
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
火
葬
が
死
体
の
汚
れ
を
発
生
さ
せ
、

ガ

ン

ジ

ス

川
が
そ
の
汚
れ
を
帳
消
し
に
す
る
、
と
い
う
浄
微
の
交
替
が
そ
こ
で
実
現

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

六
　
観
音
廻

り
と
道
行

　

以
上
み
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ベ
ナ
レ
ス
の
死
体
焼
却
場
で
あ
る
マ

ニ

カ
ル
ニ
カ
ー
・
ガ
ー
ト
は
、
イ
エ
ル
サ
レ
ム
郊
外
の
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
に
似
て
い
る
。

ゴ

ル
ゴ

タ
の
丘
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
に
か
け
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
た
場
所

で

あ
る
が
、
そ
こ
は
本
来
死
体
の
埋
葬
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
イ
エ
ス
は
そ
こ
で
処

刑

さ
れ
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
の
救
世
主
と
し
て
蘇
っ
た
。
そ
れ
だ
け

で
は

な
い
。
そ
こ
は
同
時
に
、
神
話
で
は
あ
の
ア
ダ
ム
が
創
造
さ
れ
、
そ
し
て
埋
め

ら
れ
た
場
所
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
お
こ
そ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
ゴ
ル
ゴ
タ

の

丘
は

ま
さ
に
世
界
の
中
心
で
あ
り
、
時
空
を
こ
え
た
宇
宙
の
ヘ
ソ
の
位
置
を
占
め

る
聖
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
で
流
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
血
は
、
す

で
に
そ

の

十
字
架
の
足
元
に
埋
め
ら
れ
て
い
た
ア
ダ
ム
の
頭
蓋
骨
の
う
え
に
ふ
り
か

か

り
、
か
れ
と
人
類
の
罪
を
あ
が
な
う
も
の
と
信
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
す
れ
ぽ
ひ
る
が
え
っ
て
、
わ
が
道
頓
堀
の
墓
地
生
成
に
お
い
て
、
事
情
は
ど
う

で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
た
し
か
に
、
マ
ニ
カ
ル
ニ
カ
ー
・
ガ
ー
ト
や
ゴ

ル
ゴ

タ
の
丘
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
明
瞭
な
宇
宙
創
成
の
神
話
が
息
づ
い
て
い
た
わ
け
で

は
な

い
。
浄
微
の
転
換
・
移
行
の
ド
ラ
マ
が
立
体
的
に
演
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の

で

も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
歴
史
的
聖
地
と
し
て
の
伝
統
や
厚
み
の
差
が
、
そ
こ

に

は
歴
然

と
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
同
一
の
水
準
で
比
較
し
よ

う
と
い
う
の
が
そ
も
そ
も
無
理
な
話
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
埋
葬
場
と
し
て
の
道
頓
堀
の
文
化
地
理
的
な
位
相
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は
、
何
ほ
ど
か
マ
ニ
カ
ル
ニ
カ
ー
・
ガ
ー
ト
や
ゴ
ル
ゴ
タ
の
終
末
論
的
な
再
生
思
想

を

映

し
だ
し
て
い
る
よ
う
に
私
は
思
う
。
肉
体
の
焼
尽
と
魂
の
昇
天
と
い
う
転
換
の

位
相

が
、
そ
こ
で
も
墓
地
を
仲
立
ち
と
す
る
様
式
化
し
た
空
間
構
成
を
通
し
て
描
き

こ
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
空
間
構
成
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

こ
こ
で
ふ
た
た
び
近
松
の
「
曽
根
崎
心
中
」
の
世
界
に
立
ち
も
ど
る
こ
と
に
し
よ
う
。

な

か
ん
ず
く
、
こ
の
作
品
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
観
音
廻
り
」
の
場
面
と
、

終
結
部
分
に
あ
ら
わ
れ
る
「
道
行
」
の
く
だ
り
が
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
題
材
と

な

る
だ
ろ
う
。

　
す
で
に
の

べ
た

よ
う
に
、
「
曽
根
崎
心
中
」
は
徳
兵
衛
・
お
は
つ
の
心
中
を
主
題

と
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
物
語
の
発
端
部
分
に
近
松
は
「
観
音
廻
り
」

と
い
う
華
や
か
な
場
面
を
挿
入
し
て
い
る
。
橋
づ
く
し
や
花
づ
く
し
の
例
に
な
ら
っ

て
、
観
音
づ
く
し
の
趣
向
を
も
ち
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
だ
が
、
は
じ
め

は

ま
ず
難
波
（
大
阪
）
の
都
市
景
観
を
鳥
敵
し
、
や
が
て
そ
の
レ
ン
ズ
の
焦
点
を
し

ぼ

っ

て

曽
根
崎
は
天
神
の
森
へ
と
読
者
の
眼
を
い
ざ
な
っ
て
い
く
。

　
と
も
か
く
こ
の
「
観
音
廻
り
」
が
、
巡
礼
・
遍
路
の
道
行
を
な
ぞ
っ
て
こ
こ
に
設

定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
心
中
と
い
う
、
人
間
の
執
念
か

ら
生
み
だ
さ
れ
た
血
な
ま
ぐ
さ
い
行
為
を
語
る
の
に
、
ま
ず
も
っ
て
観
世
音
菩
薩
の

霊
場
め

ぐ
り
を
冒
頭
に
掲
げ
て
話
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
さ
し
あ

た
り
こ
こ
で
の
問
題
と
な
る
。

　
「
曽
根
崎
心
中
」
冒
頭
の
「
観
音
廻
り
」
の
場
面
は
い
わ
ゆ
る
「
口
上
場
」
と
い
う

導
入
部
に

あ
た
る
。
観
客
へ
の
挨
拶
、
前
口
上
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
前

口

上
で

は
、
ま
ず
「
霊
地
霊
仏
」
を
廻
れ
ば
「
罪
」
が
消
さ
れ
る
と
う
た
い
あ
げ
、

「
難
波
津
」
に
お
け
る
霊
地
霊
仏
、
三
十
三
観
音
霊
場
が
尻
取
り
式
に
数
え
あ
げ
ら

れ
て

い

く
。
一
番
に
擬
さ
れ
る
天
満
の
大
融
寺
を
皮
切
り
に
長
福
寺
、
法
住
寺
、
法

界
寺
、
そ
し
て
揚
羽
の
超
泉
寺
、
小
橋
の
興
徳
寺
な
ど
を
へ
て
十
七
番
の
重
願
寺
、

さ
ら
に
天
王
寺
の
六
時
堂
へ
。
そ
こ
を
出
た
あ
と
は
大
覚
寺
、
金
台
寺
な
ど
を
廻
っ

て

最
終
的

に
三
十
三
番
目
の
新
御
霊
へ
と
た
ど
り
つ
き
、
「
恋
を
菩
提
の
橋
と
な
し
、

渡
し
て
救
ふ
観
世
音
、
誓
ひ
は
妙
に
有
難
し
」
と
う
た
い
お
さ
め
て
落
着
す
る
。

　
観
音
づ
く
し
の
道
行
が
、
こ
れ
か
ら
は
じ
ま
る
「
心
中
」
事
件
の
助
走
路
の
役
割

を
は
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
観
音
づ
く
し
の
趣
向
に
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
西
国
三
十
三
観
音
巡
礼
と
四
国
八
十
八
札
所
遍
路
の
道
行
の
イ
メ
ー
ジ
が
凝

縮

さ
れ
た
形
で
た
た
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
全
国
の
各
地
に
み
ら
れ
る
一
種
の
ミ
ニ
チ

ュ

ア

版
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
趣
向
が
近
松
の
浄
瑠
璃
で
は

「
心
中
」
事
件
の
発
端
を
ひ
き
だ
す
た
め
の
助
走
路
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
意

し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　

と
は
い
え
「
曽
根
崎
心
中
」
を
ま
っ
と
う
に
し
め
く
く
る
本
来
の
道
行
は
、
も
ち

ろ
ん
そ
の
助
走
路
部
分
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を

画
す
る
の
は
、
実
を
い
え
ば
こ
の
作
品
の
最
終
尾
を
飾
る
徳
兵
衛
・
お
は
つ
の
道
行

で

あ
る
か
ら
だ
。
も
つ
れ
に
も
つ
れ
た
葛
藤
を
解
く
手
だ
て
が
す
べ
て
失
な
わ
れ
た

あ
と
、
二
人
は
手
に
手
を
と
り
あ
っ
て
、
梅
田
堤
を
歩
い
て
曽
根
崎
の
天
神
の
森
に

た
ど
り
つ
く
。

　
　

こ
の
世
の
な
ご
り
、
夜
も
な
ご
り
、
死
に
に
行
く
身
を
た
と
ふ
れ
ぽ
、
あ
だ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
が
原
の

道
の
霜
、
一
足
づ
ふ
に
消
え
て
行
く
、
夢
の
夢
こ
そ
、
あ
は
れ
な
れ
。

の

出
だ
し
で
は
じ
ま
る
場
面
で
あ
る
。
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七
　
終
局
の
コ
ー
ス

　
空
に
天
の

川
が
流
れ
、
暁
の
七
つ
の
時
を
告
げ
る
鐘
が
鳴
る
。
「
七
つ
の
時
が
六

つ
な
り
て
、
残
る
一
つ
が
今
生
の
、
鐘
の
響
の
聞
納
め
、
寂
滅
為
楽
と
響
く
な
り
」

と
あ
っ
て
、
二
人
は
梅
田
の
橋
を
眺
め
、
川
沿
い
の
堤
を
つ
た
っ
て
曽
根
崎
の
森
へ

と
も
つ
れ
る
足
を
運
ん
で
い
く
。
や
が
て
名
残
り
の
愁
嘆
場
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、

徳
兵
衛
が

お

は

つ
の

喉
を

突
き
さ
し
、
み
ず
か
ら
も
喉
を
つ
い
て
死
ぬ
。
み
る
も
無

残

な
修
羅
場
を
へ
て
最
後
の
幕
へ
と
な
だ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
梅

田
橋
か
ら
天
神
の
森
ま
で
の
末
期
の
さ
す
ら
い
は
、
そ
れ
こ
そ
絵
に
描
い
た
よ
う
な

死
出
の
道
行
と
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
心
を
打
つ
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
き
、
こ
の
最
後
の
道
行
が
さ
き
に
の
べ
た
冒
頭
の
「
観

音
廻

り
」
の
道
行
と
対
応
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。
く
り
返
し
て
い
え
ぽ
「
観
音
廻
り
」
の
道
行
は
、
天
満
の
大
融
寺
か
ら
は

じ
ま
っ
て
最
後
の
新
御
霊
に
い
た
る
巡
礼
路
を
、
い
わ
ぽ
鳥
廠
的
に
見
渡
し
た
も
の

だ

っ

た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
最
後
の
道
行
は
、
梅
田
橋
か
ら
天
神
の
森
ま
で
の
ほ
ん

の

わ
ず
か

な
距
離
を
、
二
人
の
内
面
か
ら
凝
視
め
つ
づ
け
た
死
の
た
め
の
巡
礼
の
道

行
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
西
国
三
十
三
観
音
や
四
国
八
十
八
札
所
を
モ
デ
ル
に
し

た
廻
遊
の
形
式
が
生
か
ら
生
へ
の
循
環
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
七
つ
の
鐘

を

今
生
の
鐘
の
聞
き
お
さ
め
に
川
堤
を
た
ど
る
ジ
グ
ザ
グ
の
道
行
は
、
さ
し
ず
め
死

を

媒
介

と
す
る
成
仏
へ
の
回
路
を
象
徴
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ

の

よ
う
な
二
つ
の
巡
礼
の
様
式
を
、
こ
の
「
曽
根
崎
心
中
」
と
い
う
作
品
は
そ

の

前
後

（
冒
頭
と
末
尾
）
に
巧
み
に
ふ
り
分
け
て
配
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
は
じ

め

の

「
観
音
廻
り
」
で
は
「
恋
を
菩
提
の
橋
と
な
し
、
渡
し
て
救
う
観
世
音
」
と
う

た

い

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
そ
れ
が
末
尾
の
結
章
部
分
に
な
っ
て
、

「
未
来
成
仏
疑
い
な
き
、
恋
の
手
本
と
な
り
に
け
り
」
と
応
じ
て
、
死
（
成
仏
）
に

賭
け

る
恋
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
が
み
ご
と
に
す
く
い
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
後
の

コ

ン

ト
ラ
ス
ト
の
妙
、
首
尾
照
応
の
仕
掛
け
に
、
近
松
の
ひ
そ
か
な
工
夫
が
あ
っ
た

の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
私
は
、
こ
の
近
松
の
仕
掛
け
と
い
う
か
演
出
に
ふ
れ
て
、
は
か
ら
ず
も
ベ

ナ

レ

ス

に
お
け

る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
た
ち
の
巡
礼
を
思
い
お
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
近
松
の
「
曽
根
崎
心
中
」
の
前
後
に
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
二
種
の
道

行
の

パ

タ
ー
ン
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
ベ
ナ
レ
ス
の
巡
礼
路
に
も
埋
め
こ

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ベ
ナ
レ
ス
に
お
け

る
二
重
の
道
行
の
パ
タ
ー
ン
と
は
い
っ
た
い
何
か
。

　
そ

の

第
一
は
、
い
わ
ゆ
る
霊
地
霊
場
巡
り
を
中
心
と
す
る
「
道
行
」
の
パ
タ
ー
ン

で

あ
る
。
さ
き
に
も
ふ
れ
た
こ
と
だ
が
、
聖
地
ベ
ナ
レ
ス
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
巡
礼
路

が

十
重
二
十
重
に
発
達

し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
巡
礼
コ
ー
ス
も
さ
き
の
マ
ニ
カ
ル
ニ

カ
ー
・
ガ
ー
ト
（
火
葬
場
）
が
出
発
点
を
な
し
終
着
点
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
コ

ー
ス
を
巡
拝
し
て
歩
く
形
式
は
わ
が
国
の
四
国
八
十
八
の
札
所
巡
り
、
西
国
や
板
東

の

三
十
三
観
音
霊
場
巡

り
の
場
合
と
何
ら
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
パ
ン
ダ

　
巡
礼
た
ち
は
先
達
に
引
き
つ
れ
ら
れ
、
寝
具
や
炊
事
道
具
を
背
負
っ
て
、
バ
ス
や

鉄
道
に
ゆ

ら
れ
て
や
っ
て
く
る
。
マ
ニ
カ
ル
ニ
カ
ー
の
火
葬
場
に
直
行
し
て
、
そ
こ

に
杷

ら
れ
て
い
る
シ
ヴ
ァ
神
（
実
は
ペ
ニ
ス
を
象
徴
す
る
リ
ン
ガ
ム
）
に
礼
拝
し
、
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ガ
ロ
ト

す

ぐ
そ
ぽ
の
河
岸
で
沐
浴
を
す
る
。
神
々
に
祈
り
、
祖
霊
に
祈
り
、
自
分
と
一
族
の

幸
運
を

祈

る
。
川
に
花
を
献
ず
る
者
も
い
れ
ば
、
瞑
想
に
入
っ
て
微
動
だ
に
し
な
い

者

も
い
る
。
バ
ラ
モ
ン
の
遊
行
者
も
下
層
民
の
巡
礼
も
、
そ
れ
ぞ
れ
各
自
各
様
の
方

式
で
マ
ニ
カ
ル
ニ
カ
ー
原
点
の
周
辺
に
蝟
集
し
、
マ
ン
ト
ラ
を
唱
え
、
祈
り
を
捧
げ
、

そ
の

「
原
点
」
を
包
囲
す
る
小
祠
や
寺
院
や
聖
樹
を
ゆ
っ
く
り
巡
拝
し
て
廻
る
の
で

あ
る
。
「
曽
根
崎
心
中
」
で
い
え
ば
、
「
観
音
廻
り
」
の
道
行
に
あ
た
る
部
分
と
い
っ

て

よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
第
二
が
、
永
遠
の
再
生
（
昇
天
）
に
む
か
う
「
道
行
」
の
パ
タ

ー
ン
で
あ
る
。
も
は
や
生
き
て
帰
る
こ
と
の
な
い
、
死
に
む
か
う
人
び
と
の
静
か
な

流
れ
が
そ
れ

だ
。
真
実
を
い
え
ば
、
そ
れ
あ
る
が
ゆ
え
に
ベ
ナ
レ
ス
は
こ
れ
ま
で
人

び

と
に
よ
っ
て
渇
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
医
者
か

ら
見
は
な
さ
れ
、
天
命
か
ら
も
見
は
な
さ
れ
た
人
び
と
は
、
ご
く
わ
ず
か
な
家
族
と

と
も
に
人
生
最
後
の
巡
礼
路
を
た
ど
っ
て
ベ
ナ
レ
ス
へ
と
や
っ
て
く
る
。
そ
し
て
か

れ

ら
が
最
終
的
に
落
ち
着
く
さ
き
は
、
あ
の
マ
ニ
カ
ル
ニ
カ
ー
原
点
の
す
ぐ
そ
ば
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ク
テ
イ
コ
パ
ワ
ン

建
て
ら
れ
て
い
る
「
死
に
ゆ
く
者
の
た
め
の
家
」
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
人
生
最
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヤ
ン
テ
イ
コ
バ
ワ
ン

ほ
ん

の

わ
ず
か
の

時
を

す

ご
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
「
休
息
の
家
」
で
も
あ
る
。

　

こ
の
死
者
の
家
で
息
を
引
き
と
っ
た
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
担
架
に
の
せ
ら
れ
て
、

す

ぐ
そ
ば
に
あ
る
マ
ニ
カ
ル
ニ
カ
ー
・
ガ
ー
ト
へ
と
運
ば
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
薪

が

う
ず
高
く
積
ま
れ
、
そ
の
む
こ
う
に
悠
久
の
ガ
ン
ジ
ス
が
静
か
に
流
れ
て
い
る
。

そ

の

ガ

ン

ジ

ス

の

流
れ
は

や
が

て
、
死
に
ゆ
く
者
た
ち
の
最
後
の
「
巡
礼
」
す
な
わ

ち

火
葬
の
儀
礼
が
果
て
た
あ
と
、
そ
こ
に
の
こ
さ
れ
た
骨
灰
を
ゆ
っ
く
り
と
の
み
こ

む
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
べ
ナ
レ
ス
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
「
道
行
」
の
パ
タ
ー
ン
が
、
「
曽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
06

根
崎
心
中
」
で
は
最
後
の
場
面
に
姿
を
あ
ら
わ
す
「
心
中
死
」
の
道
行
に
対
応
し
て
　
2

い

る
よ
う
に
私
に
は
み
え
る
の
で
あ
る
。
徳
兵
衛
と
お
は
つ
は
、
世
間
や
近
隣
の
一

切
か

ら
見
は
な
さ
れ
、
浮
世
の
一
切
の
き
ず
な
か
ら
解
き
放
た
れ
て
一
直
線
に
死
の

淵
へ
と
さ
ま
よ
い
出
て
い
き
、
最
後
に
喉
を
え
ぐ
っ
て
浄
土
へ
と
転
入
す
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

か
れ

ら
の
終
局
の
道
行
の
コ
ー
ス
が
、
梅
田
か
ら
天
神
の
森
ま
で
の
川
堤
だ
っ
た
の

は
偶
然
の

こ
と
と
は
い
え
、
暗
示
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
道
頓
堀
も
ベ
ナ
レ
ス
も
、
人
間
の
最
期
と
そ
の
後
の
運
命
を
考
え
る
う
え
で
き
わ

め
て

興
味
あ
る
舞
台
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
み
え
る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
日
本
古
典
文
学
全
集
『
近
松
門
左
衛
門
集
』
一
・
「
曽
根
崎
心
中
」
小
学
館
、
八
三

　
　
頁
。

（
2
）
岡
本
良
一
・
内
田
九
州
男
編
『
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書
』
下
巻
、
大
阪
・
清
文
堂
、

　
　
「
解
題
」
五
三
六
－
七
頁
。

（
3
）
　
同
右
、
五
〇
三
頁
。

（
4
）
　
岡
本
良
一
・
内
田
九
州
男
編
『
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書
』
上
巻
、
大
阪
・
青
文
堂
、

　
　
五
一
九
ー
二
〇
頁
。

　
　
　
「
去
享
保
八
年
卯
二
月
廿
四
日
鳶
田
・
小
橋
・
道
頓
堀
・
梅
田
・
葭
原
・
浜
村
右
六

　
　
　
ケ
所
之
墓
守
共
、
宗
旨
御
役
所
江
被
為
御
召
出
、
男
女
相
対
死
仕
候
者
之
死
骸
、
向

　
　
　
後
者
其
方
角
之
墓
所
江
引
捨
被
為
仰
付
候
旨
被
為
仰
付
奉
畏
候
、
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
頓
堀
墓
所
聖

　
　
　
　
宝
暦
弐
壬
申
年
四
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
坊
」

（
5
）
　
同
右
、
五
二
一
頁
。

　
　
　
「
…
…
…
右
相
対
死
引
捨
御
座
候
節
者
見
物
人
群
集
仕
、
或
者
石
塔
、
塚
印
等
踏
倒

　
　
　
し
混
乱
仕
、
或
者
押
し
合
口
論
杯
仕
毎
度
難
渋
仕
候
、
勿
論
人
込
二
而
葬
礼
之
僧
俗

　
　
　
等
も
迷
惑
仕
候
、
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
頓
堀
墓
所
聖
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宝
暦
弐
壬
申
年
四
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
坊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
六
坊
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詠
賢

　
　
　
　
御
奉
行
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（
6
）
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
七
月
二
十
八
日
の
夜
、
今
宮
の
広
田
神
社
の
森
で
心
中
が
あ

　
　

り
、
二
人
の
死
骸
が
道
頓
堀
に
捨
て
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
の
状
況
は
、
『
道
頓
堀
非
人

　
　

関
係
文
書
』
上
巻
（
五
一
八
頁
）
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
1
男

　
　
は

願
慶
寺
堀
の
帆
屋
の
手
代
、
女
は
同
町
鉄
屋
の
隠
居
の
腰
元
で
あ
っ
た
。
男
に
は
国

　
　
許
に
許
婚
が
い
て

添
い
と
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
心
中
し
た
ら
し
い
。
男
は
ま

　
　
ず
女
を

縁
つ
き
の
莫
産
の
上
に
枕
を
し
て
寝
か
せ
、
脇
差
で
咽
喉
を
突
い
て
殺
し
た
う

　
　
え
、
手
拭
を
四
角
に
折
り
た
た
ん
で
そ
の
疵
あ
と
を
覆
っ
た
。
顔
は
左
の
手
に
開
い
た

　
　
扇
子
を

も
た
せ
て
隠
し
、
右
の
手
に
は
水
晶
の
数
珠
を
も
た
せ
て
、
そ
の
死
骸
を
飾
っ

　
　

た
。
そ
の
あ
と
で
男
は
そ
ぽ
の
松
の
木
に
女
の
抱
帯
を
ひ
っ
か
け
て
首
を
つ
っ
て
死
ん

　
　
だ
の

で
あ
る
が
、
そ
の
口
は
数
珠
を
く
わ
え
て
い
た
。
神
社
の
垣
根
に
は
、
「
か
ね
て

　
　

よ
り
命
の
か
ぎ
り
し
ら
ざ
れ
ば
、
今
身
の
う
へ
に
お
も
ひ
こ
そ
す
れ
」
と
い
う
辞
世
の

　
　
和
歌

が
、
紙
に
書
い
て
く
く
り
つ
け
て
あ
っ
た
と
い
う
。

（
7
）
　
同
書
上
巻
、
三
五
四
頁
。

（
8
）
　
同
書
下
巻
、
「
解
説
」
五
四
〇
頁
。

（
9
）
　
同
書
上
巻
、
五
五
五
頁
。

　
　
　

「
千

日
墓
所
之
内
死
躰
之
男
子
捨
有
之
候
事

　
　
　
一
　
十
二
月
五
日
昼
時
過
、
墓
所
六
坊
参
焼
香
堂
際
二
当
歳
之
男
子
死
候
を
葛
桶
二

　
　
　
入
捨
有
之
二
付
、
御
番
所
奥
津
能
登
守
様
へ
御
断
申
上
候
処
、
…
…
…
」
（
宝
暦
十

　
　
　
辰
年
）

　
　
こ
の
ほ
か
同
書
上
巻
、
五
六
二
、
六
三
〇
頁
、
下
巻
三
、
六
八
頁
。

（
1
0
）
　
以
下
、
拙
著
『
宗
教
民
俗
誌
』
（
人
文
書
院
）
の
う
ち
、
「
巡
礼
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
ー

　
　
イ
ン
ド
と
日
本
の
あ
い
だ
」
を
参
照
。

（
1
1
）
　
以
上
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
切
p
｛
身
§
①
穿
Q
力
曽
器
乞
巴
一
‥
民
四
゜
。
宮
－
ζ
言
プ
§
ら

　
　
カ
。
飴
一
一
蔓
。
｛
。
。
一
器
。
。
｛
6
巴
。
ロ
一
言
冨
＝
冨
合
江
。
p
む
力
ぎ
一
p
一
㊤
誤
を
参
照
。

（
1
2
）
　
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
パ
リ
ー
・
里
麻
静
夫
訳
「
犠
牲
の
死
と
再
生
」
（
『
現
代
思
想
』
一
九

　
　
八
四
年
九
月
号
）
、
青
土
社
。

（
1
3
）
　
前
掲
書
、
七
七
頁
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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D6tonbori　and　Benares

YAMAoRI　Tetsuo

　　“ぷoηθ斑為‘Sゐ切π（The　Love．Suicide　at　Sonezaki）”of　CHIKAMATsu　Monzaemon　was

modeled　after　an　affair　which　actually　happened　at　Sonezaki　Tenjin（shrine　dedicated　to

the　dei丘ed　spirit　of　SuGAwARA・no・Michizane），　in　Umeda，　Osaka，　on　April　70f　Genroku

16（1703）．Thereafter，　Iove．suicides　came　to　occur　frequently，　and　twenty　years　later，　in

Ky6h68（1723），　a　Prohibitory　Decree　on　Love．Suicide　was　issued．　Furthermore，　the

order　was　given　to　abandon　the　bodies　of　love－suicides　in　a　cemetery　near　the　site　of

the　suicide．　The　bodies　of　many　love．suicides　were　carried　into　the　Dδtonbori　Cemetery，

which　rallked　top　in　this　respect．　Because　of　this，　a　large　number　of　beggars，　prostitutes，

and　untouchables　entered　this　area，　and　there　was　no　end　to　those　who　died　of　disease

or　collapsed　on　the　street．

　　Scenes　of　the　disposal　of　the　body　and　the　services　for　the　dead　in　this　pre．modern

period　remind　us　of　the　scene　of　Benares，　India，　in　some　respects．　There　can　be　seen　a

strange　correspondence　between　them　in　the　way　the　city　underwent　a　transformation

connected　with　the　disposal　of　bodies，　because　the　phase　of　transition　between　the

destruction　of　the　flesh　by丘re，　and　the　ascension　of　the　spirit，　was　expressed　in　a　selni－

stylized　space　structure　through　the　mediation　of　the　cemetery．　To　clarify　the　outline

of　the　space　structure，　the　author，　in　this　paper，　analyzes　the　scene　of　the　‘‘Pilgrimage

to　the　Kannon”at　the　beginning　of　CHIKAMATsu’s‘‘80η■zα為i　8万η」π”，　and　the　scene　of

the“Lovers’Trip”at　the　conclusion　of　the　piece．

　　Let　us　pay　attention　to　the　fact　that　these　scenes，　the“Pilgrimage　to　the　Kannon”

and　the“Lovers’Trip”by　CHIKAMATsu，　symbolize　two　types　of　pilgrimage．　The丘rst　type

is　a　pilgrimage　centering　on　visits　to　so．called　sacred　places　or　sites；in　this　piece，　the

“Pilgrimage　to　the　Kannon”．　The　second　type，　on　the　other　hand，三s　the　final　pilgrimage，

that　is　the　suicide　trip　of　lovers　who　hope　for　eternal　resurrection（ascension　to　Heaven）；

in　this　piece，　the　scene　of　the“Lovers’Trip”．　The　author　also　notes　that　these　two

types　of　pilgrimage　appear　in　exactly　the　same　form，　in　the　services　to　the　dead　in

Benares．　This　paper　is　an　attempt　at　a　comparative　study　that　links　these　two．
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