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あじまりかん通信
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天白岩倉遺跡――静岡県磐田市井伊神社境内の裏側(直虎ゆかりの地を訪
てんぱく

ねる⑥―渭伊神社と天白磐座遺跡)より



あじまりかんの渦--円錐形はすべて神を表している(1)

図１：上賀茂神社の立砂とは一体何か?! ただならぬ気を発している。
たてずな

図２：神奈備山の代表・三輪山

美しい円錐形の山を、古代人は蛇がとぐろを

巻く姿に見立てた。

図３：日御碕神社龍蛇神
ひの み さき

出雲大社にも同様の像がある。
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■
あ
じ
ま
り
か
ん
通
信
と
は

あ
じ
ま
り
か
ん
通
信
は
、
世
界
で
唯
一
の
「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
」
の
専
門
誌
で
す
。

「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
」
は
大
和
建
国
時
よ
り
日
本
に
伝
わ
る
大
神
呪
と
呼
ば
れ
る
不
思
議
な
言
霊
で
す
。

だ
い
じ
ん
じ
ゅ

こ
と
た
ま

あ
じ
ま
り
か
ん
友
の
会
は
、
大
神
呪
「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
」
の
研
究
や
行
法
の
普
及
、「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
行
者
」
へ
の
情

報
提
供
や
会
員
ど
う
し
の
交
流
促
進
を
目
的
と
し
て
、
２
０
１
７
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
」
と
は
、
日
本
神
話
に
登
場
す
る
造
化
三
神
（
創
造
神
の
実
体
に
即
し
た
優
れ
た
概
念
で
す
）
の
波

動
が
顕
在
化
し
た
コ
ト
バ
な
の
で
す
。
山
蔭
神
道
な
ど
の
古
神
道
で
は
造
化
三
神
を
大
元
霊
、
大
元
尊
神
な
ど
と
呼
び
ま

や
ま
か
げ

だ
い
げ
ん
れ
い

だ
い
げ
ん
そ
ん
し
ん

す
が
、
も
う
一
つ
の
神
名
「
天
津
渦
々
志
八
津
奈
芸

天

祖

大
神
」
に
、「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
」
の
本
質
が
表
さ
れ
て
い
ま

あ
ま

つ

う
ず
う
ず

し

や

つ

な

ぎ

あ
め
の
み
お
や
の
お
お
か
み

す
。「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
」
は
、
造
化
三
神
が
渦
巻
き
と
な
っ
て
宇
宙
を
創
造
さ
れ
る
お
姿
が
言
霊
と
な
っ
た
も
の
で
、
純

粋
な
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
波
動
が
無
条
件
で
発
動
し
ま
す
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
」
を
唱
え
る
と
、
そ
の

響
き
の
中
に
実
神
、
す
な
わ
ち
、
神
の
実
体
が
顕
現
し
ま
す
。
ま
こ
と
の
神
が
波
動
と
し
て
降
臨
す
る
の
で
す
。

そ
の
事
実
は
、
個
人
に
と
っ
て
も
人
類
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
大
な
意
義
を
持
っ
て
い
ま
す
。
誰
も
が
「
ア
ジ
マ
リ
カ

ン
」
を
唱
え
る
こ
と
で
、
神
の
波
動
を
体
感
し
、
神
を
直
接
認
識
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
」
の
一
声
で
、
人
は
一
瞬
に
し
て
神
に
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
人
は
そ
の
時
か
ら
神
と
し
て
生
き

て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
事
実
こ
そ
、
斎
藤
が
『
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
の
降
臨
』
で
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。

あ
じ
ま
り
か
ん
友
の
会
は
「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
」
を
友
と
し
た
人
生
を
歩
む
「
あ
じ
ま
り
か
ん
行
者
」
の
た
め
の
集
い
で

す
。
あ
じ
ま
り
か
ん
通
信
は
、
世
の
光
・
あ
じ
ま
り
か
ん
行
者
に
向
け
た
情
報
発
信
を
行
い
ま
す
。
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「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
図

◎
全
体
と
し
て
宇
宙
創
造
・
国
産
み
を
表
す
。
ま
た
、
陰
陽

調
和
し
て
生
成
発
展
す
る
神
の
国
を
表
す
。

・
中
心
の
軸

…

天

御

柱

。
天
之
御
中
主
神

あ
め
の

み

は
し
ら

・
外
側
の
球
体
…
霊
的
な
宇
宙
、
三
次
元
宇
宙

・
十
六
菊
花
紋
…
日
本
国
（
地
球
）・
中
心
は
天
皇
の
座

・
人
物
（
男
女
）
…
人
間
ペ
ア
。
高
御
産
巣
日
神
、
神
産
巣

た
か

み

む

す

び
の
か
み

か
み

む

す

日
神
の
ペ
ア
。
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
ペ
ア

び
の
か
み
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あ
じ
ま
り
か
ん
の
渦

(3)斎
藤
敏
一

第
三
章

あ
じ
ま
り
か
ん
の
渦
が
働
く
仕
組

(1)

◆
「
あ
じ
ま
り
か
ん
の
渦
」
の
秘
密
は
山
蔭
神
道
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
！

第
二
章
「
『
霊
界
物
語
』
に
書
か
れ
た
一
厘
の
仕
組
と
は
？
」
で
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
は
珍
（
渦
）
の
御
宝
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
た
。
本
章
で
は
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
「
渦
」
と
い
う
性
質
に
つ
い
て
さ
ら
に
掘
り
下
げ
よ
う
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
秘
密
に
関
す
る
故
佐
藤
定
吉
博
士
の
次
の
一
節
（
再
掲
。
参
考
文
献
『
日
本
と
は
ど
ん
な
国
』
）

は
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
が
ま
さ
に
神
の
言
霊
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
。

そ
の
全
体
か
ら
来
る
霊
的
波
長
は
、
ど
う
し
て
も
「
神
と
人
」
が
一
如
に
な
り
、「
神
」
が
人
の
中
か
ら
顕
現
す
る
時

の
響
き
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
。
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故
山
蔭
基
央
師
の
『
神
道
の
神
秘
』
に
、
大
元
霊
の
別
名
と
し
て
「
天
津
渦
々
志
八
津
奈
芸

天

祖

大
神
」
と
い
う

あ
ま

つ

う
ず
う
ず

し

や

つ

な

ぎ

あ
め
の
み
お
や
の
お
お
か
み

神
名
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
以
前
よ
り
、
こ
の
名
前
こ
そ
が
大
神
呪
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
説
明
す
る
神
名
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
。

古
代
の
偉
大
な
る
霊
感
者
が
、
大
元
霊
が
働
か
れ
る
姿
（
実
際
に
は
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
波
動
で
あ
る
）
を
「
ア
チ
マ
リ

カ
ム
」
と
表
現
し
た
の
だ
。

そ
の
も
の
ズ
バ
リ
の
証
拠
が
、
山
蔭
師
の
『
神
道
の
生
き
方
』
に
図
解
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
そ

の
名
も
「
大
神
呪
『
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
』
の
図
」
で
あ
る
。

大神呪「アジマリカン」の図：

副題「天津渦々志八繋之神結 Spiral
あま つ うずうず し や つなぎ の かむむすび

energy field」左巻きは凝縮（求心力）・

右巻きは拡散（遠心力）

【解説】
山蔭師の『神道の生き方』P.125に掲載され

ているズバリの回答。左右の神代文字は「アチ

マリカム」。『神道の神秘』には、「天地初元の

時からある『言霊』」と説明されるだけで意味

不明とされていた。本図は「あじまりかん」が

大元霊の渦巻きであることを証している！

◎行者…天之御中主神に接続する。

◎螺旋…高御産巣日神(上)と神産巣日神

(下)が渦を巻いて働かれる状態を示す。
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こ
の
図
に
登
場
す
る
副
題
「
天
津
渦
々
志
八

繋

之
神

結

」
と
は
、
中
央
の
「
あ
じ
ま
り
か
ん
行
者
」
が
大
元
霊
＝
天

あ
ま

つ

う
ず
う
ず

し

や

つ
な
ぎ

の

か
む
む
す
び

あ
ま

津
渦
々
志
八

繋

之
神
の
渦
の
中
心
に
結
ば
れ
る
（
＝

結

）
と
い
う
意
味
に
な
る
。

つ

う
ず
う
ず

し

や

つ
な
ぎ

の

か
み

む
す
び

山
蔭
師
は
別
著
『
神
道
の
神
秘
』
で
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
は
「
天
地
初
発
の
時
か
ら
あ
る
言
霊
」
と
し
か
言
わ
ず
、

大
元
霊
と
関
連
付
け
て
は
い
な
い
。

だ
が
、
同
じ
本
の
中
で
「
天
津
渦
々
志
八
津
奈
芸
天
祖
大
神
」
は
大
元
霊
の
別
名
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。「
天
津
渦

々
志
八
繋
之
神
」
＝
「
天
津
渦
々
志
八
津
奈
芸
天
祖
大
神
」（
表
記
が
異
な
る
だ
け
）
で
あ
る
。
ど
う
し
て
「
大
元
霊
の
言

霊
で
あ
る
」
と
明
言
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

そ
の
こ
と
が
不
思
議
で
な
ら
な
い
。

大
神
呪
「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
」
の
図
で
は
、
渦
巻
き
＝
螺
旋
が
き
れ
い
に
製
図
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
図

が
比
較
的
新
し
い
時
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
が
故
山
蔭
師
に
は
伝
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が

推
察
さ
れ
る
。
山
蔭
師
が
前
図
の
意
味
を
ご
存
じ
で
あ
れ
ば
、
佐
藤
定
吉
博
士
に
天
皇
行
の
解
明
を
依
頼
す
る
必
要
す
ら

な
か
っ
た
と
言
え
る
か
ら
だ
。

以
上
の
考
察
よ
り
、「
大
神
呪
『
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
』
の
図
」
こ
そ
、「
山
蔭
神
道
の
最
奥
の
秘
伝
」
で
あ
り
、「
あ
じ
ま

り
か
ん
＝
大
元
霊
の
言
霊
」
の
真
義
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

故
山
蔭
師
が
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
秘
密
を
（
敢
え
て
？
）
解
明
し
な
か
っ
た
の
は
、
斎
藤
に
発
見
さ
せ
る
た
め
に
と

ぼ
け
通
し
た
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
神
様
事
と
い
う
も
の
に
は
人
そ
れ
ぞ
れ
の
お
役
目
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

故
山
蔭
師
は
と
ぼ
け
る
お
役
目
で
、
筆
者
は
突
っ
込
み
を
入
れ
る
役
目
だ
っ
た
と
い
う
見
方
も
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
風
に
勘
ぐ
る
の
は
、
前
掲
図
が
「

“
瞬

の
間
”
の
谷
間
に
入
る
秘
術
と
は
」
と
い
う
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
と

し
ゅ
ん

ま

は
無
関
係
の
記
事
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
見
事
な
お
と
ぼ
け
な
の
で
あ
る
。
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故
山
蔭
師
晩
年
の
著
作
で
あ
る
『
神
道
の
神
秘
』
と
『
神
道
の
生
き
方
』
の
二
冊
を
注
意
深
く
読
め
ば
、「
あ
じ
ま
り

か
ん
と
は
何
か
」
が
自
然
に
理
解
で
き
る
。
や
は
り
山
蔭
神
道
は
「
あ
じ
ま
り
か
ん
の
秘
密
」
を
正
し
く
伝
承
し
て
い
た

と
言
え
る
の
だ
。

◆
他
に
も
あ
っ
た
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
渦
・
渦
・
渦

前
項
の
「
大
神
呪
『
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
』
の
図
」
に
は
、
螺
旋
状
に
放
射
さ
れ
る
大
元
霊
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
波
動
が
描
か
れ

て
い
る
。
上
下
の
螺
旋
を
よ
く
見
る
と
円
錐
形
を
し
て
お
り
、
上
下
で
一
対
に
な
っ
て
い
る
。

円
錐
形
で
思
い
出
す
の
は
、
京
都
の
上
賀
茂
神
社
（
口
絵
・
図
１
）
の
「
立
砂
」
と
呼
ば
れ
る
一
対
の
円
錐
で
あ
る
。

た
て
ず
な

ど
う
し
て
思
い
出
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
筆
者
は
学
生
時
代
に
度
々
京
都
の
上
賀
茂
神
社
に
参
拝
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら

だ
。上

賀
茂
神
社
の
背
後
に
あ
る
神
体
山
の
「
神
山
」
を
模
し
た
も
の
だ
と
か
、
ご
祭
神
の
賀
茂
別

雷

神
が
降
臨
さ
れ

こ
う
や
ま

か

も

わ
け
い
か
づ
ち
の
か
み

る
場
所
だ
と
か
言
わ
れ
て
お
り
、
た
だ
な
ら
ぬ
パ
ワ
ー
を
放
射
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

立
砂
の
円
錐
形
は
左
右
で
一
対
、
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
の
図
の
螺
旋
形
は
上
下
で
一
対
と
な
っ
て
い
る
。
左
右
と
上
下
の
違

い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
神
聖
な
陽
・
陰
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

立
砂
以
外
に
も
円
錐
形
で
思
い
浮
か
ぶ
も
の
が
幾
つ
か
あ
る
。
三
輪
山
な
ど
の
神
奈
備
山
（
口
絵
・
図
２
）
と
か
、
出

雲
の
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
龍
蛇
神
（
口
絵
・
図
３
。
吉
野
裕
子
『
蛇
』
講
談
社
学
術
文
庫
が
詳
し
い
）、
巻
き
貝
（
背
表
紙

裏
・
図
４
）
の
形
は
い
ず
れ
も
円
錐
形
で
あ
る
。
鏡
餅
（
背
表
紙
裏
・
図
５
）
の
形
も
元
々
は
「
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
蛇
」

の
造
形
で
あ
る
と
い
う
説
（
吉
野
裕
子
『
蛇
』
を
参
照
）
が
あ
り
、
円
錐
形
に
見
え
な
く
も
な
い
。
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三
輪
山
に
は
原
初
の
蛇
信
仰
が
根
強
く
残
っ
て
お
り
、
三
輪
山
自
体
を
「
蛇
神
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
が
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
姿

に
見
立
て
る
」
こ
と
も
多
い
。

こ
れ
ら
の
円
錐
は
す
べ
て
神
を
意
味
し
て
お
り
、
縄
文
時
代
か
ら
日
本
人
は
円
錐
形
を
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
螺
旋
状
に

渦
巻
い
て
い
る
姿
で
あ
る
と
感
得
し
て
い
た
よ
う
だ
。

縄
文
人
は
神
を
「
渦
巻
く
神
聖
な
創
造
（
＝
産
霊
）
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
」
と
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
を
表
現
す
る
手

む

す

び

段
と
し
て
の
幾
何
学
が
存
在
し
て
い
た
（
大
谷
幸
市
『
縄
文
人
の
偉
大
な
発
見
』
彩
流
社
）
と
い
う
説
が
あ
る
。
縄
文
の

幾
何
学
は
曲
線
図
形
が
基
本
と
な
っ
た
位
相
幾
何
学
（
ト
ポ
ロ
ジ
ー
）
で
あ
り
、
森
羅
万
象
を
生
み
だ
す
異
形
同
質
を
結

ぶ
方
法
だ
っ
た
と
い
う
（
大
谷
理
論
は
か
な
り
抽
象
的
で
分
か
り
づ
ら
い
の
で
、
詳
細
は
割
愛
す
る
）。

大
谷
氏
の
発
想
「
森
羅
万
象
を
生
み
だ
す
異
形
同
質
を
結
ぶ
方
法
」
は
「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
の
図
」
に
も
適
用
可
能
だ
。

遮光器土偶の腹部には渦巻き

がデザインされている

円錐螺旋：立砂とそっくり
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同
図
の
「
左
巻
き
は
凝
縮
（
求
心
力
）・
右
巻
き
は
拡
散
（
遠
心
力
）
」
と
い
う
概
念
は
「
異
形
同
質
の
二
種
類
の
渦
を
結

ぶ
」
に
通
じ
る
も
の
で
、
縄
文
時
代
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

本
書
の
「
あ
じ
ま
り
か
ん
の
渦
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
縄
文
起
源
の
幾
何
学
思
想
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
る

と
言
え
る
の
だ
。
形
あ
る
も
の
に
は
相
当
の
名
前
が
存
在
す
る
。
縄
文
人
は
、
右
巻
き
の
渦
と
左
巻
き
の
渦
が
接
続
し
た

形
を
「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
」（
古
形
は
「
ア
チ
マ
リ
カ
ム
」
）
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
か
？

そ
の
意
味
は
「
渦
巻
く
陽
・
陰

の
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
結
び
（
産
霊
）」
で
あ
る
。

む

す

び

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
ア
ジ
、
マ
リ
、
カ
ン
と
三
要
素
に
分
解
し
て
、
語
感
や
音
感
を
頼
り
に
意
味
を
探
っ
て
み
よ
う
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
三
つ
の
要
素
に
区
切
る
と
い
う
着
想
は
、
実
際
に
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
繰
り
返
し
唱
え
た
際
の

リ
ズ
ム
に
由
来
す
る
。「
ア
ジ
／
マ
リ
／
カ
ン
」
の
三
拍
子
か
ら
、
三
つ
に
区
切
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

筆
者
は
言
語
学
的
な
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
も
（
古
代
）
日
本
語
と
し
て
の
意
味
を
直
観
的
に
推

察
す
る
だ
け
で
あ
る
。
言
語
学
的
な
解
釈
を
行
う
に
は
筆
者
の
勉
強
が
不
足
し
て
お
り
、
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
。

・
ア
ジ
―
―
「
ア
ジ
マ
サ
（
蒲
葵
）
」
の
「
ア
ジ
」（
古
形
は
「
ア
チ
」
）
。
蒲
葵
樹
は
そ
の
形
態
よ
り
男
根
の
象
徴
で
蛇
、

び

ろ
う

太
陽
神
の
意
味
を
持
つ
（
吉
野
裕
子
『
扇
―
性
と
古
代
信
仰
』
人
文
書
院
）。
ズ
バ
リ
「
神
」
を
表
す
言

霊
で
あ
る
と
直
観
す
る
。
縄
文
人
の
蛇
神
信
仰
が
ベ
ー
ス
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
今
の
と
こ
ろ
、

そ
れ
以
外
の
解
釈
は
思
い
つ
か
な
い
。
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補
足
：
山
蔭
流
創
生
神
楽
第
八
十
世
・
山
蔭
員
英
氏
よ
り
、
阿
知
使
主
の
「
阿
知
」
に
由
来
す
る
と
い
う
説
を
聞
い
た
こ

か
ず
ふ
さ

あ

ち
の

お

み

と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
原
因
と
結
果
が
逆
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
正
し
く
は
、

東

漢

氏
の
先
祖
が
天

や
ま
と
の
あ
や
う
じ

皇
行
法
の
司
と
な
っ
た
結
果
と
し
て
「
ア
チ
マ
リ
カ
ム
」
の
「
ア
チ
」
を
名
前
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
山
蔭

員
英
氏
か
ら
は
、「

思

金

神
」
に
関
係
が
あ
る
と
い
う
お
話
も
あ
っ
た
が
、
関
連
す
る
情
報
が
少
な
い
の
で
判

お
も
い
か
ね
の
か
み

断
保
留
中
で
あ
る
。

・
マ
リ
―
―
「
鞠
」、「
丸
い
」、「
回
り
」
等
の
字
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。「
回
転
」、「
螺
旋
」、「
渦
巻
き
」
を
表

現
す
る
言
霊
で
あ
る
。

・
カ
ン
―
―
「
噛
む
」、「
神
（
カ
ム
）」
、「
完
」
等
の
字
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。「
噛
む
」
に
は
「
酒
を
造
る
」
の

意
味
が
あ
る
。「
産
霊
」
の
意
味
を
持
つ
言
霊
で
あ
る
。

む

す

び

蒲葵樹(ウィキペディアより)。古

代人は蒲葵樹の形態から男性の

シンボルを連想したらしい(参考

資料：吉野裕子『扇―性と古代信

仰』)。
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以
上
の
よ
う
な
考
察
よ
り
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
は
古
代
日
本
語
で
あ
り
、
縄
文
語
起
源
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
高

ま
る
の
で
あ
る
。
三
年
前
に
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
意
味
を
調
べ
始
め
た
時
、「
阿
字
真
理
観
」
な
ど
の
漢
字
を
当
て
は

め
て
い
る
ケ
ー
ス
を
散
見
し
た
が
、
み
な
さ
ん
意
味
が
分
か
ら
な
い
の
で
四
苦
八
苦
し
て
い
る
よ
う
だ
。「
あ
じ
ま
り
か

ん
」
を
実
際
に
唱
え
て
、
言
霊
と
し
て
身
体
的
に
科
学
し
な
け
れ
ば
意
味
な
ど
分
か
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

本
書
の
「
は
じ
め
に
」
で
、
大
神
呪
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
意
味
は
「
神
は
渦
巻
き
と
な
っ
て
働
か
れ
る
」
で
あ
る
と

述
べ
た
。
今
回
の
山
蔭
神
道
の
「
大
神
呪
『
あ
じ
ま
り
か
ん
』
の
図
」
の
発
見
や
古
代
日
本
の
円
錐
形
の
造
形
の
意
味
等

の
解
析
結
果
よ
り
、
こ
の
解
釈
は
素
人
の
当
て
推
量
に
し
て
は
「
い
い
線
行
っ
て
い
る
」
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
筆
者
の
解
釈
を
読
者
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
？

◆
常
時
「
大
元
霊
」
が
渦
巻
く
真
名
井
神
社
の
磐
座
に
つ
い
て

去
る
三
月
三
日
に
神
戸
で
「
あ
じ
ま
り
か
ん
講
座
」
を
開
催
し
た
の
で
あ
る
が
、
参
加
さ
れ
た
Ｙ
さ
ん
よ
り
次
の
よ
う

な
興
味
深
い
報
告
が
あ
っ
た
。

「
元
伊
勢

籠
神
社
（
京
都
府
丹
後
半
島
）」
の
奥
宮
「
真
名
井
神
社
」
に
は
古
代
の
磐
座
（
背
表
紙
裏
・
図
６
）

が
あ
っ
て
、
す
ご
い
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
で
す
。

私
は
時
々
霊
的
な
も
の
が
見
え
た
り
感
じ
た
り
す
る
体
質
な
の
で
す
が
、
初
め
て
そ
の
磐
座
に
行
っ
た
時
、（
肉

眼
で
は
見
え
な
い
）
巨
大
な
竜
巻
の
よ
う
な
渦
が
あ
っ
て
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
勢
い
で
渦
巻
い
て
い
ま
し
た
。
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近
寄
り
が
た
い
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
、
驚
き
を
通
り
越
し
て
畏
怖
心
抱
く
ほ
ど
の
も
の
で
し
た
。
あ
ま
り

に
も
激
し
い
渦
だ
っ
た
の
で
、
恐
ろ
し
く
て
金
縛
り
に
遭
っ
た
よ
う
な
状
態
に
な
り
、
腰
を
抜
か
す
ほ
ど
で
し
た
。

ま
た
そ
の
渦
を
見
ら
れ
る
か
と
思
っ
て
、
二
度
、
三
度
と
例
の
磐
座
を
訪
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
渦
巻
き
を
見
た

の
は
最
初
の
一
回
目
だ
け
で
し
た
。
あ
の
時
だ
け
渦
巻
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
ど
う
し
て
だ
っ
た
の
か
、
不

思
議
で
な
り
ま
せ
ん
。

以
上
の
お
話
は
、
講
座
が
終
わ
っ
た
後
で
喫
茶
店
に
有
志
が
集
ま
っ
て
歓
談
し
た
際
に
伺
っ
た
も
の
だ
。
残
念
な
が
ら
、

筆
者
に
は
Ｙ
さ
ん
の
よ
う
な
体
験
が
な
い
の
で
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
磐
座
が

存
在
す
る
こ
と
自
体
が
驚
異
で
あ
る
。
実
際
に
磐
座
に
は
高
級
神
霊
や
宇
宙
の
神
が
降
臨
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
好
例
と
な

る
、
貴
重
な
体
験
談
で
あ
っ
た
。

磐
座
に
は
本
当
に
神
が
降
臨
す
る
の
で
あ
り
、
見
る
人
が
見
れ
ば
如
実
に
「
今
降
臨
中
の
神
＝
大
元
霊
」
を
見
る
こ
と

が
で
き
た
り
肌
に
感
じ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
Ｙ
さ
ん
の
体
験
は
、
特
別
な
神
事
の
最
中

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
磐
座
に
常
時
神
さ
ま
（
大
元
霊
）
が
降
臨
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
姿
を
渦
巻
き
と
し
て
Ｙ
さ

ん
に
お
見
せ
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

真
名
井
神
社
の
磐
座
主
座
の
神
様
は
「
豊
受
大
神
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、「
天
之
御
中
主
大
神
霊
畤
」（「
霊

し
ゅ

ざ

れ
い

じ

畤
」
と
は
「
ま
つ
り
の
に
わ
」
と
い
う
意
味
）
の
柱
が
立
っ
て
い
る
の
で
、
大
元
霊
を
お
祀
り
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
霊
的
本
体
で
あ
る
宇
宙
の
大
神
さ
ま
が
降
臨
さ
れ
る
磐
座
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
宇
宙
創
造
神
と
し
て
の
天
之
御
中
主
神
を
お
祀
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
珍
し
い
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
、
籠
神
社
は
極
め
て
古
い
歴
史
の
あ
る
聖
地
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
磐
座
祭
祀
の
起
源
は
縄
文
時
代
で
あ
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る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

参
考
ま
で
に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
京
都
府Travel.jp

旅
行
ガ
イ
ド
「
京
都
・
天
橋
立
『
真
名
井
神
社
』、
こ
こ
は
パ
ワ

ー
ス
ポ
ッ
ト
を
超
え
た
『
聖
地
』
だ
！
」
よ
り
、
真
名
井
神
社
の
磐
座
に
関
す
る
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

ち
ょ
う
ど
本
殿
の
真
後
ろ
に
あ
る
の
が
大
き
な
磐
座
。
画
像
の
手
前
の
磐
座
は
天
照
大
御
神
、
そ
し
て
イ
ザ
ナ
ギ

・
イ
ザ
ナ
ミ
を
祀
り
、
奥
の
磐
座
に
は
豊
受
大
御
神
を
祀
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
の
で
す
、
こ
こ
は
日
本
を
作
っ
た

イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
と
共
に
伊
勢
神
宮
・
内
宮
外
宮
の
主
祭
神
を
祀
っ
て
い
る
と
い
う
、
よ
く
考
え
る
と
と
ん
で

も
な
い
場
所
な
の
で
す
。
実
に
２
５
０
０
年
前
か
ら
そ
の
ま
ま
の
形
で
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
古
代
の
祭
祀
場
だ

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
磐
座
か
ら
発
せ
ら
れ
る
パ
ワ
ー
と
い
う
か
オ
ー
ラ
と
い
う
か
、
少
し
恐
怖
感
を
覚
え
る
よ
う
な
”
気
”
に
満

ち
て
い
ま
す
。
何
も
感
じ
な
い
人
で
も
「
何
だ
か
こ
こ
、
す
ご
い
な
」
と
感
じ
ら
れ
、
軽
々
し
く
踏
み
込
ん
で
は
い

け
な
い
場
所
な
の
か
も
と
思
わ
せ
る
雰
囲
気
で
す
。
実
際
に
地
元
の
天
橋
立
観
光
協
会
で
は
「
不
純
な
気
持
ち
で
の

参
拝
は
お
控
え
く
だ
さ
い
」
と
の
注
意
も
し
て
い
て
、
私
も
確
か
に
そ
の
通
り
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

神
社
が
で
き
る
遥
か
昔
か
ら
、
ず
っ
と
人
々
は
こ
こ
で
祈
り
を
捧
げ
て
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
京
都
で
は
こ
の

よ
う
な
磐
座
の
あ
る
神
社
は
他
に
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
威
圧
感
、
パ
ワ
ー
を
感
じ
る

の
が
、
こ
こ
真
名
井
神
社
の
磐
座
で
す
。

境
内
に
は
他
に
も
大
小
の
磐
座
が
点
在
し
て
い
て
、
そ
の
磐
座
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
々
も
錚
々
た
る
名
前
が
揃
っ

て
お
り
、
真
名
井
神
社
の
格
式
の
高
さ
が
わ
か
り
ま
す
。
背
後
の
山
は
禁
足
地
と
さ
れ
て
い
て
、
ま
さ
に
聖
地
の
よ

う
な
扱
い
で
す
。
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創
建
の
古
い
神
社
に
は
社
殿
の
な
い
神
社
も
日
本
に
は
存
在
し
ま
す
が
、
こ
こ
真
名
井
神
社
も
神
社
の
起
源
と
も

言
う
べ
き
磐
座
信
仰
を
現
代
に
伝
え
る
貴
重
な
場
所
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
こ
ま
で
”
何
か
”
の
存
在

を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
場
所
は
京
都
、
い
や
日
本
で
も
本
当
に
珍
し
い
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
故
に
日
本
屈
指

の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
も
称
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

心
を
整
え
て
、
参
拝
し
ま
し
ょ
う

天
橋
立
と
い
う
屈
指
の
観
光
地
エ
リ
ア
に
あ
る
為
、
つ
い
つ
い
観
光
気
分
で
足
を
運
び
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
が
、
こ
の
真
名
井
神
社
へ
の
参
拝
は
十
分
に
心
を
整
え
て
か
ら
の
方
が
良
い
と
い
う
こ
と
は
お
伝
え
し
た
通
り
で

す
。
な
お
、
鎌
倉
時
代
に
作
ら
れ
た
御
成
敗
式
目
に
は
こ
う
あ
り
ま
す
。

「
神
は
人
の
敬
に
よ
り
威
を
増
し

人
は
神
の
徳
に
よ
り
て
運
を
添
ふ
」

近
年
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
ブ
ー
ム
に
水
を
差
す
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
あ
ま
り
こ
う
い
う
神
社
が
観
光
地
化

す
る
の
は
如
何
な
も
の
か
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
神
社
と
い
う
も
の
は
神
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
神
聖
な
領
域
。
そ

れ
を
再
度
認
識
し
た
上
で
私
た
ち
は
参
拝
す
る
べ
き
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

素
晴
ら
し
い
紹
介
内
容
だ
っ
た
の
で
、
引
用
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
旅
行
ガ
イ
ド
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
心

し
て
参
拝
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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真
名
井
神
社
の
磐
座
に
参
拝
す
れ
ば
、
誰
で
も
圧
倒
的
な
神
気
に
打
た
れ
た
り
感
じ
た
り
す
る
と
の
こ
と
だ
。
筆
者
も

籠
神
社
に
は
参
拝
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
真
名
井
神
社
に
は
ま
だ
お
参
り
し
て
い
な
い
。
是
非
と
も
行
っ
て
み
た
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。

「
日
頃
『
あ
じ
ま
り
か
ん
』
を
唱
え
て
い
て
も
な
か
な
か
実
感
が
得
ら
れ
な
い
」
と
い
う
方
に
は
朗
報
で
あ
る
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
ず
と
も
、
参
拝
す
る
だ
け
で
神
さ
ま
の
気
を
浴
び
て
神
さ
ま
（
大
元
霊
）
を
肌
身
に
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
聖
地
が
存
在
す
る
。
日
本
に
は
、
こ
の
よ
う
な
貴
い
場
所
が
今
で
も
存
在
す
る
の
だ
。
神
さ
ま
を
肌
身

で
感
じ
た
い
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
、
何
を
お
い
て
も
参
拝
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

◆
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
で
「
と
ど
め
の
神
」
を
地
上
に
留
め
る
！

近
日
中
（
２
０
１
８
年
５
月
）
に
私
の
新
書
『
す
べ
て
が
ひ
っ
く
り
返
る
』
が
ヒ
カ
ル
ラ
ン
ド
よ
り
出
版
さ
れ
る
予
定

だ
が
、
新
著
か
ら
、
と
っ
て
お
き
の
「
あ
じ
ま
り
か
ん
の
秘
密
」
を
抜
き
出
し
て
内
緒
で
紹
介
し
よ
う
。
以
下
は
、
ご
く

最
近
、
ふ
と
し
た
瞬
間
に
ひ
ら
め
い
た
こ
と
を
書
き
留
め
た
も
の
だ
。

何
が
ひ
ら
め
い
た
の
か
？

そ
れ
は
「
と
ど
め
の
神
」
の
意
味
で
あ
る
。「
と
ど
め
の
神
」
の
普
通
の
意
味
は
「
最
後
に
お
出
ま
し
に
な
る
大
神
さ

ま
」
で
あ
る
。
実
は
「
と
ど
め
の
神
」
と
い
う
表
現
に
は
、
も
う
一
つ
の
重
大
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
付
い

た
の
だ
。

も
う
一
つ
の
重
大
な
意
味
と
は
、「
大
神
さ
ま
を
地
上
に
留
め
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
な
る
ほ
ど
！
」

の
解
釈
な
の
だ
。
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一
人
で
喜
ん
で
い
て
も
し
よ
う
が
な
い
の
で
、
そ
の
意
味
を
解
説
し
よ
う
。

（
新
著
の
）
冒
頭
で
、「
大
神
さ
ま
」
と
は
「
大
元
霊
」
で
あ
り
、
人
間
が
「
実
体
と
し
て
認
識
可
能
な
最
高
神
」
で

あ
る
と
述
べ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。

次
に
「
と
ど
め
」
＝
「
留
め
る
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

重
要
な
の
は
、「
確
実
に
大
神
さ
ま
に
地
上
に
留
ま
っ
て
い
た
だ
く
」
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
単
に
最
高
神
を

認
識
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
大
元
霊
を
感
得
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
れ
ば
、
過
去
の
多
く
の
古
神
道

系
修
行
者
が
や
っ
て
き
た
は
ず
だ
（
そ
れ
だ
け
で
も
大
変
な
こ
と
な
の
だ
が
…
…
）。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
駄
目
な
の

だ
。
大
神
さ
ま
＝
大
元
霊
が
こ
の
地
上
に
臨
在
し
続
け
る
こ
と
、
大
元
霊
が
地
上
に
留
ま
る
こ
と
が
絶
対
条
件
な
の
だ
。

「
と
ど
め
＝
留
め
る
」
と
い
う
着
想
は
語
呂
合
わ
せ
で
あ
り
、
悪
く
言
え
ば
「
親
父
ギ
ャ
グ
」
み
た
い
な
ノ
リ
だ
が
、

親
父
ギ
ャ
グ
結
構
な
の
だ
。
神
の
経
綸
は
、
霊
界
物
語
に
登
場
す
る
「
珍
の
御
宝
＝
渦
の
御
宝
」
も
そ
う
だ
が
、
語
呂
合

わ
せ
で
解
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

日
本
語
を
使
う
人
間
で
な
け
れ
ば
、
神
さ
ま
の
み
心
は
分
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
仕
組
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
仕
方

が
な
い
。
だ
か
ら
、「
と
ど
め
の
神
」
は
先
ず
日
本
に
降
臨
す
る
（
既
に
降
臨
し
て
い
る
）
の
で
あ
る
。

「
確
実
に
大
神
さ
ま
＝
大
元
霊
に
地
上
に
留
ま
っ
て
い
た
だ
く
」
方
法
が
あ
る
の
か
？

嬉
し
い
こ
と
に
そ
の
方
法
が
見
つ
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
な
の
で
あ
る
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
る
と
、
大
神
さ
ま
が
唱
え
た
人
の
中
に
留
ま
る
（
記
事
「
あ
じ
ま
り
か
ん
Ｑ
＆
Ａ
」
参
照
）

の
だ
。
だ
か
ら
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
は
す
ご
い
の
で
あ
る
。
私
は
（
新
著
）
第
二
章
の
、
「
『
あ
じ
ま
り
か
ん
』
と
神
＝
大

元
霊
の
関
係
」
と
い
う
節
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
た
。
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私
の
中
に
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
と
い
う
実
体
（
波
動
的
な
実
体
で
あ
る
！
）
が
入
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
自
分
が

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
が
自
分
な
の
か
区
別
で
き
な
く
な
っ
た
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
て
続
け
る
だ
け
で
、
誰
も
が
私
と
同
じ
よ
う
な
状
態
に
な
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
誰
で
も
す

ぐ
に
実
感
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
実
感
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
時
間
の
問
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
常

々
「
『
あ
じ
ま
り
か
ん
』
を
百
万
回
唱
え
て
ご
ら
ん
」（
回
数
は
単
な
る
目
安
）
と
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
＝
大
元
霊
と
人
間
が
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
。
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
悟
り
＝
自
己
実
現
で
あ

る
。「

あ
じ
ま
り
か
ん
」
は
願
い
を
叶
え
る
た
め
の
不
思
議
な
呪
文
と
い
う
枠
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
。「
あ
じ
ま
り
か

ん
」
は
唱
え
た
人
を
神
化
＝
神
に
変
え
て
し
ま
う
言
霊
な
の
で
あ
る
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
で
神
化
し
た
人
が
大
勢
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
と
ど
め
の
神
の
経
綸
」
が
大
き
く
回
り
始

め
る
の
で
あ
り
、
文
字
通
り
の
地
上
天
国
が
創
ら
れ
て
ゆ
く
の
だ
。
地
上
天
国
実
現
の
絶
対
条
件
が
「
大
神
さ
ま
＝
大
元

霊
が
地
上
に
留
ま
り
続
け
る
こ
と
」
な
の
だ
。

ち
な
み
に
筆
者
は
、
毎
晩
９
時
に
数
分
間
「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
の
降
臨
放
送
」
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
あ
じ
ま
り

か
ん
で
大
元
霊
が
降
臨
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
拙
著
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
霊
的
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
と
す
る
試
み
で
あ

る
。
霊
的
な
世
界
の
こ
と
は
、
心
に
思
う
だ
け
で
瞬
時
に
実
行
さ
れ
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
筆
者
の

「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
の
降
臨
放
送
」
に
心
を
向
け
る
だ
け
で
、
大
元
霊
の
波
動
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
。

要
す
る
に
ス
マ
ホ
で
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
よ
う
な
感
覚
で
、
神
さ
ま
の
世
界
の
霊
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
『
ア
ジ

マ
リ
カ
ン
の
降
臨
』
を
受
信
で
き
て
し
ま
う
の
だ
。
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も
ち
ろ
ん
受
信
料
は
い
た
だ
か
な
い
。
夜
の
９
時
に
な
っ
た
ら
、
是
非
、
筆
者
に
心
を
同
調
さ
せ
て
み
て
ほ
し
い
。
そ

し
て
、
何
か
受
信
で
き
た
ら
、
ご
報
告
い
た
だ
き
た
い
。
受
信
し
に
く
い
場
合
も
、
ご
報
告
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
の
降
臨
放
送
」
は
、
単
な
る
斎
藤
の
思
い
付
き
で
は
な
い
。「
み
ろ
く
の
世
な
ら
で
は
の
実
験
」
で

あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
既
に
こ
の
日

本

に
と
ど
め
の
神
＝
大
元
霊
が
降
臨
さ
れ
て
お
り
、
み
ろ
く
の
世
に
な
っ
て
い
る

ち

き
ゅ
う

か
ら
こ
そ
の
実
験
な
の
だ
。

と
ど
め
の
神
＝
大
元
霊
が
降
臨
し
た
み
ろ
く
の
世
で
は
、
霊
的
な
内
容
を
簡
単
に
や
り
取
り
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら

だ
。
み
ろ
く
の
世
＝
大
元
霊
の
世
界
で
は
、
あ
じ
ま
り
か
ん
行
者
ど
う
し
で
心
と
心
が
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の
で
、
霊
的

な
情
報
も
簡
単
に
や
り
取
り
で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
の
よ
う
な
出
来
事
は
こ
れ
か
ら
本
当
に
起
こ
っ
て
く
る
の
だ
。

「
嘘
だ
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
見
て
い
て
ご
ら
ん
。『
大
元
霊
の
降
臨
』
と
い
う
出
来
事
が
普
通
に
起

き
て
き
ま
す
よ
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
る
の
が
み
ろ
く
の
世
な
の
で
あ
り
、
あ
な
た

方
「
あ
じ
ま
り
か
ん
行
者
」
は
ミ
ロ
ク
世
の
先
駆
け
的
存
在
な
の
で
あ
る
。「
あ
じ
ま
り
か
ん
行
者
」
は
ミ
ロ
ク
世
の
最

先
端
を
走
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

◆
よ
う
や
く
分
か
っ
た
自
霊
拝
の
意
味
―
―
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
結
果
を
検
証
す
る

最
近
、
自
霊
拝
の
意
味
と
役
割
が
ハ
ッ
キ
リ
と
見
え
て
き
た
。

「
天
皇
行
法
は
『
自
霊
拝
』
と
『
あ
じ
ま
り
か
ん
』
の
二
種
類
の
行
法
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
」

こ
れ
は
、
佐
藤
定
吉
博
士
の
『
日
本
と
は
ど
ん
な
国
』
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
ど
う
し
て
二
種
類
の
行
法
が
存

在
す
る
の
か
、
今
一
つ
明
確
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
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だ
が
、
筆
者
の
自
霊
拝
実
践
時
の
最
近
の
体
験
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
修
行
の
役
割
と
関
係
が
明
確
に
な
っ
た
。

昨
年
（
２
０
１
７
年
）
末
の
「
あ
じ
ま
り
か
ん
講
座
」
に
お
い
て
、「
自
霊
拝
」
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
っ
た
の
で
、

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
で
自
霊
拝
の
意
味
や
や
り
方
を
説
明
し
た
。「
自
霊
拝
」
と
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
は
全
く
異
な
る
行
法

な
の
で
、
各
行
法
の
特
徴
を
理
解
し
て
「
合
わ
せ
技
」
と
し
て
実
践
す
る
と
、
相
乗
効
果
で
著
し
い
霊
性
開
発
が
期
待
で

き
る
。

先
ず
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
「
あ
じ
ま
り
か
ん
と
自
霊
拝
」
の
内
容
を
再
掲
し
よ
う
。

＊

＊

＊

①
自
霊
拝
の
意
味
と
や
り
方
に
つ
い
て

神
社
に
お
参
り
す
る
と
、
拝
殿
の
前
や
正
面
に
鏡
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
凸
面
鏡
に
な
っ
て
お
り
、
よ
く
磨
か
れ
た
鏡

面
に
は
自
分
の
姿
が
小
さ
く
映
る
。
私
の
家
の
仕
事
部
屋
に
は
神
棚
が
あ
る
が
、
そ
の
神
棚
の
正
面
に
も
小
さ
な
鏡
が
あ

り
、
真
正
面
か
ら
鏡
を
よ
く
見
る
と
自
分
が
映
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
、
凸
面
鏡
な
の
で
映
っ
て
い
る
自
分
の

姿
は
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
、
こ
こ
で
語
る
自
霊
拝
と
い
う
目
的
に
は
か
な
わ
な
い
。

こ
の
鏡
は
、
起
源
と
し
て
は
日
本
書
紀
の
天
孫
降
臨
の
段
に
登
場
す
る
同

床

共

殿
の
神
勅
に
出
て
く
る
八
咫

鏡
（
三

ど
う
し
ょ
う
き
ょ
う
で
ん

や

た
の
か
が
み

種
の
神
器
の
一
つ
）
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
八
咫
鏡
は
本
来
、
天
皇
の
生
活
空
間
に
常
時
か
け
て
お
く
た
め
の
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
は
伊
勢
神
宮
に
秘

匿
さ
れ
天
皇
す
ら
拝
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
異
常
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
人
は
「
畏
れ
多
い
」
と
言
う
が
、
た

だ
の
鏡
で
あ
る
。
ち
っ
と
も
畏
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
う
い
う
お
か
し
な
八
咫
鏡
の
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
忘
れ
よ
う
。
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実
際
に
我
々
が
自
霊
拝
と
い
う
行
為
（
修
行
）
を
行
う
場
合
に
は
、
壁
に
掛
か
っ
た
普
通
の
姿
見
や
洗
面
所
の
鏡
を
使

う
。
両
手
で
合
掌
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
手
鏡
は
駄
目
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
上
半
身
（
頭
と
バ
ス
ト
）
が
映
る
鏡
が

望
ま
し
い
。

同
床
共
殿
の
神
勅
の
主
旨
は
、「
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
姿
を
神
と
し
て
拝
み
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
だ
。
非
常
に
単
純

だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
難
し
い
修
行
で
あ
る
。
自
霊
拝
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、「
自
分
の
霊
を
拝
む
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、

こ
の
霊
と
は
直
霊
（
直
日
霊
）
の
こ
と
だ
。
つ
ま
り
自
霊
拝
と
は
、
神
か
ら
直
に
分
か
れ
た
自
分
の
霊
を
拝
む
と
い
う
こ

な
お

ひ

じ
か

と
に
尽
き
る
。
こ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
教
え
が
日
本
神
話
に
は
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
自
霊
拝
は
単
純
明
快
な
修
行
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
非
常
に
厳
し
い
修
行
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
も
で
き

る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
通
常
は
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
姿
を
神
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
だ
。
鏡
に
は
い
つ
も
の
自
分

が
映
っ
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
そ
れ
を
神
さ
ま
と
思
う
な
ど
と
い
う
芸
当
は
普
通
な
か
な
か
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
い

き
お
い
、
真
剣
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
だ
。

あ
じ
ま
り
か
ん
講
座
の
当
日
、
参
加
者
か
ら
「
自
霊
拝
を
実
践
し
て
ま
す
か
？
」
と
い
う
質
問
を
受
け
た
。
私
は
、
毎

日
自
霊
拝
を
忘
れ
ず
に
実
践
し
て
い
る
の
で
、「
は
い
、
や
っ
て
い
ま
す
よ
」
と
答
え
た
。

さ
ら
に
、「
正
し
い
や
り
方
と
か
は
あ
り
ま
す
か
？
」
と
聞
か
れ
た
。
私
の
回
答
は
「
自
分
を
必
死
の
覚
悟
で
拝
み
倒

す
こ
と
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
最
初
の
頃
は
か
な
り
気
合
い
を
入
れ
て
拝
ん
で
い
た
（
今
は
そ
う
で
も
な

い
）。
拝
み
な
が
ら
「
神
さ
ま
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
苦
労
さ
ま
で
す
」
と
挨
拶
す
る
。
そ
れ
に
か
か
る
時
間
は

十
数
秒
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
、
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

必
ず
し
も
私
の
よ
う
に
や
る
必
要
は
な
い
が
、「
自
霊
拝
を
真
剣
に
や
れ
ば
や
っ
た
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
」
と
い
う
の

が
私
の
見
解
だ
。
一
種
の
心
構
え
が
必
要
な
の
で
、
自
霊
拝
を
始
め
る
時
は
少
し
抵
抗
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
を
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乗
り
越
え
れ
ば
、
後
は
習
慣
に
な
る
の
で
楽
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

最
初
だ
け
は
あ
じ
ま
り
か
ん
を
唱
え
る
よ
り
も
難
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
効
果
は
非
常

に
大
き
い
。
何
よ
り
も
良
い
の
は
、
自
分
が
好
き
に
な
り
、「
私
は
貴
い
神
で
あ
る
」
と
い
う
自
覚
が
深
ま
る
こ
と
だ
。

②
自
霊
拝
と
あ
じ
ま
り
か
ん
と
の
関
係

自
霊
拝
と
あ
じ
ま
り
か
ん
は
全
く
異
な
る
修
行
な
の
で
、
車
の
両
輪
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
。
あ
じ
ま
り
か
ん
で
神
の

顕
現
・
降
臨
を
受
け
て
、
自
霊
拝
で
顕
現
・
降
臨
し
た
神
（
自
分
の
姿
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
）
を
拝
む
と
い
う
関
係
で

あ
る
。

修
行
の
目
的
や
方
法
が
異
な
る
の
で
、
ど
っ
ち
が
ど
う
だ
と
い
う
比
較
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
ま
た
、
ど
っ
ち
を
先

に
や
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
明
確
に
は
決
め
ら
れ
な
い
。
私
の
場
合
は
、
先
に
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」、
次
に
「
自
霊
拝
」

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
結
果
論
で
あ
り
、
決
ま
り
事
で
は
な
い
。

大
切
な
の
は
、「
自
霊
拝
」
に
し
て
も
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
を
よ
く
理
解
し
て
実
践
す
る
こ
と

だ
。
ど
ち
ら
も
素
晴
ら
し
い
行
法
な
の
で
、
毎
日
続
け
る
こ
と
で
あ
な
た
の
神
性
が
日
に
日
に
開
発
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま

た
、
貴
方
の
人
相
も
日
増
し
に
良
く
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
。

◆
自
霊
拝
で
は
誰
に
で
も
「
あ
っ
、
神
さ
ま
だ
！
」
体
験
が
起
き
る
！

自
霊
拝
と
は
、
日
本
書
紀
の
天
孫
降
臨
の
段
で
天
照
大
神
が
瓊
瓊
杵

尊

に
降
し
た
、
同
床
共
殿
の
神
勅
に
起
源
を
持

に

に

ぎ
の
み
こ
と

ど
う
し
ょ
う
き
ょ
う
で
ん

つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
床
共
殿
の
神
勅
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
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【
同
床
共
殿
（
宝
鏡
奉
斎
）
の
神
勅
】

ほ
う
き
ょ
う
ほ
う
さ
い

読
み
下
し
文
：
吾
が
児
、
此
の

宝

鏡
を
視
ま
さ
む
こ
と
、
当
に
吾
を
視
る
が
ご
と
く
す
べ
し
。
与
に
床
を
同
く
し

殿

わ

こ

た
か
ら
の
か
が
み

み

ま
さ

あ
れ

と
も

ゆ
か

お
お
と
の

を
共
に
し
て
、

斎

鏡
と
な
す
べ
し
。

ひ
と
つ

い
わ
ひ
の
か
が
み

大
意

：
こ
の
宝
鏡
（
八
咫
鏡
）
を
見
る
際
は
、
ま
さ
に
私
を
見
る
よ
う
な
気
持
ち
で
見
な
さ
い
。
い
つ
も
宝
鏡

と
同
じ
部
屋
で
起
居
し
、
祀
り
を
続
け
て
い
き
な
さ
い
。

こ
の
自
霊
拝
を
私
自
身
が
約
半
年
の
間
真
剣
に
行
じ
た
と
こ
ろ
、
最
近
に
な
っ
て
、
鏡
に
映
っ
た
自
分
を
本
当
に
神
と

思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
時
折
、

白

光
に
包
ま
れ
た
神
々
し
い
自
分
の
姿
を
拝
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

び
ゃ
っ
こ
う

の
だ
。

自
霊
拝
を
始
め
た
頃
は
、
鏡
の
中
の
自
分
を
無
理
や
り
「
神
さ
ま
だ
」
と
し
て
拝
ん
で
い
た
。
か
な
り
気
合
い
を
入
れ

て
い
た
の
だ
。
だ
が
、
最
近
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
く
な
り
、
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
姿
を
見
て
、
ご
く
自
然
に
「
神
さ
ま

が
い
る
」
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
あ
れ
、
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
？

い
つ
の
間
に
か
神
さ
ま
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
」
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
こ

の
「
神
さ
ま
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
」
と
い
う
感
覚
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
体
験
に
自
分
自
身
が
驚
い
た
の
で
あ
る
が
、
驚
く

と
同
時
に
自
霊
拝
の
意
味
が
分
か
っ
た
の
だ
。

こ
の
時
の
感
覚
を
「
あ
っ
、
神
さ
ま
だ
！
」
体
験
と
で
も
名
付
け
よ
う
。

こ
の
体
験
は
私
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
と
自
霊
拝
」
を
実
践
す
る
誰
に
で
も
起
こ
る
こ
と
だ
。
誰
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で
も
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
姿
を
見
て
、「
あ
っ
、
神
さ
ま
だ
！
」
と
思
う
時
が
来
る
の
で
あ
る
。
既
に
私
と
同
様
の
体
験

を
さ
れ
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
に
違
い
な
い
（
報
告
を
待
っ
て
い
ま
す
）。

鏡
は
嘘
を
つ
か
な
い
。
そ
の
ま
ま
の
自
分
を
映
し
出
す
か
ら
だ
。
そ
の
ま
ま
の
自
分
が
い
つ
の
間
に
か
神
さ
ま
に
な
っ

．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

て
し
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
来
る
日
も
来
る
日
も
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
た
結
果
で
あ
る
。

「
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
。
自
霊
拝
で
現
在
の
自
分
の
状
態
が
分
か
る
の
だ
」

「『
あ
じ
ま
り
か
ん
』
を
唱
え
る
と
神
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
自
著
の
中
で
繰
り
返
し
語
っ
て
き
た
の
だ
が
、

こ
の
体
験
を
す
る
ま
で
は
一
つ
の
疑
問
が
残
っ
て
い
た
。
最
後
の
疑
問
と
言
っ
て
も
よ
い
。

そ
れ
は
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
行
者
が
本
当
に
神
に
な
っ
た
か
ど
う
か
を
ど
う
や
っ
て
知
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
疑

問
で
あ
る
。

そ
の
疑
問
に
対
す
る
回
答
が
よ
う
や
く
、
図
ら
ず
し
て
与
え
ら
れ
た
。
自
霊
拝
こ
そ
が
自
身
の
「
神
さ
ま
へ
の
到
達
度
」

を
測
る
行
法
だ
っ
た
の
だ
。

だ
か
ら
、
天
皇
行
法
は
「
自
霊
拝
」
と
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。

自
霊
拝
を
行
え
ば
、
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
姿
を
見
る
こ
と
で
、
自
然
に
自
分
が
神
さ
ま
に
な
っ
た
こ
と
が
体
験
的
に
分

か
る
。「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
て
い
る
自
身
を
日
々
点
検
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
「
神
さ
ま
」
に
な
っ
た
か
ら
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
自
霊
拝

で
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
修
行
の
到
達
度
「
神
が
自
分
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
か
ど
う
か
」
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
と
い
う
こ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、「
天
皇
行
法
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
完
成
度
が
極
め
て
高
い
」
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
の
だ
。
天
皇
行
法

に
は
到
達
度
チ
ェ
ッ
ク
の
仕
組
が
最
初
か
ら
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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信
じ
ら
れ
な
い
ぐ
ら
い
良
く
で
き
た
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
か
！

本
章
（
前
半
）
の
結
論
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

・
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
と
は
神
の
渦
巻
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
波
動
で
、
唱
え
た
人
に
神
が
留
ま
る
。

・
「
自
霊
拝
」
に
よ
っ
て
、
行
者
が
ど
の
程
度
の
段
階
に
至
っ
た
か
ど
う
か
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
。

霊
性
開
発
の
た
め
に
は
、
天
皇
行
法
「
自
霊
拝
と
あ
じ
ま
り
か
ん
」
一
本
で
よ
い
の
だ
。
そ
れ
さ
え
継
続
し
て
ゆ
け
ば
、

誰
で
も
神
に
な
れ
る
し
、
神
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
最
近
の
自
霊
拝
時
の
「
あ
っ
、
神
さ
ま
だ
！
」
体
験
に
よ
っ
て
、
改
め
て
「
自
霊
拝
と
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
続

け
て
い
こ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

「
第
四
章

あ
じ
ま
り
か
ん
の
渦
が
働
く
仕
組

」
に
続
く
…
…

(2)
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読
者
の
あ
じ
ま
り
か
ん
体
験

☆
お
腹
で
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
て
い
ま
す

あ
じ
ま
り
か
ん
通
信
誌
上
で
は
初
め
て
の
登
場
に
な
り

ま
す
、
副
代
表
の
斎
藤
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
私
も
ペ
ー

ジ
を
も
ら
っ
て
、
少
し
ず
つ
書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

私
が
最
初
に
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
と
い
う
言
葉
を
主
人

か
ら
聞
い
た
時
（
三
年
前
）
、
生
ま
れ
て
初
め
て
聞
く
言
葉

だ
っ
た
の
で
な
か
な
か
覚
え
ら
れ
ず
、
主
人
か
ら
は
「
ど

う
し
て
た
っ
た
六
文
字
の
言
葉
を
忘
れ
る
の
か
な
」
と
散

々
言
わ
れ
ま
し
た
。
覚
え
る
た
め
に
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に

赤
マ
ジ
ッ
ク
で
「
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
」
と
書
い
た
の
が
今
で

も
そ
の
ま
ま
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
は
私
に
と
っ

て
は
特
別
な
思
い
出
が
あ
る
言
葉
で
す
。

実
は
、
主
人
が
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
と
い
う
こ
と
を
言

い
出
す
三
年
前
に
、
諏
訪
大
社
の
ツ
ア
ー
に
主
人
と
二
人

で
行
っ
て
き
た
の
で
す
が
、そ
の
時
に
御

柱

か
ら
切
り
取

お
ん
は
し
ら

っ
た
板
に
「
不
動
心
」
と
墨
書
さ
れ
た
も
の
を
買
っ
て
帰

り
ま
し
た
。

主
人
に
言
わ
せ
れ
ば
、
不

動
心
は
私
に
と
っ
て
と
て

も
大
切
な
目
標
だ
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
あ
じ
ま
り
か

ん
体
験
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
の
で
、
私
が
不
動
心
を

目
指
し
て
具
体
的
に
ど
う

い
う
こ
と
を
や
っ
て
き
た

か
に
つ
い
て
は
省
略
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

と
に
か
く
主
人
は
理
詰
め
で
攻
め
て
く
る
人
で
、
そ
の

突
っ
込
み
た
る
や
し
つ
こ
く
て
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
や

り
始
め
た
頃
は
大
変
で
し
た
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
で
全
人
類
が
救
わ
れ
る
ん
だ
よ
」
と

か
「
あ
じ
ま
り
か
ん
を
唱
え
る
だ
け
で
神
に
な
っ
ち
ゃ
う 御柱から作られた額
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ん
だ
よ
」
な
ど
、
色
々
と
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
話
を
聞

か
さ
れ
ま
し
た
。
お
蔭
で
主
人
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
大

体
の
と
こ
ろ
分
か
っ
た
の
で
す
が
、
肝
心
の
私
自
身
の
問

題
が
な
か
な
か
片
付
き
ま
せ
ん
。

私
自
身
の
問
題
と
は
、
感
情
的
に
な
り
や
す
い
と
い
う

こ
と
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

私
自
身
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
「
や
っ
ぱ
り
不
動
心

に
な
ら
な
き
ゃ
駄
目
だ
」
と
主
人
か
ら
言
わ
れ
る
の
で
す

が
、
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。

主
人
も
私
も
両
方
と
も
本
音
人
間
な
の
で
、
本
音
と
本

音
が
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
が
多
く
、
夫
婦
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
け
っ
こ
う
大
変
で
す
。
大
半
は
私
が
折
れ

ま
す
が
、
主
人
も
少
し
ず
つ
柔
ら
か
く
な
っ
て
き
て
、
以

前
よ
り
は
か
な
り
ま
し
に
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

で
も
最
近
よ
う
や
く
、
ど
う
し
た
ら
不
動
心
に
な
れ
る

か
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
感
情
的
に
な
っ
た
時
に
は
気
が

上
半
身
に
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
、
気
持
ち
が
安
定
し
な
い

状
態
に
な
り
ま
す
。
何
が
悪
い
の
か
と
言
え
ば
、
自
分
の

心
（
魂
）
が
お
腹
の
中
に
納
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

お
さ

の
よ
う
で
す
。

腹
式
呼
吸
が
良
い
と
い
う
こ
と
を
主
人
か
ら
聞
い
て
い

た
の
で
す
が
、
生
ま
れ
て
こ
の
方
や
っ
た
こ
と
が
な
い
の

で
、つ
い
最
近
主
人
か
ら
実
地
で
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
よ
う
や
く
心
を
お
腹
に
鎮
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
腹
式
呼
吸
を
し
な
が
ら
「
あ
じ

ま
り
か
ん
」
を
唱
え
る
と
、
と
て
も
落
ち
着
い
て
気
持
ち

が
良
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

私
が
目
指
し
て
い
る
不
動
心
と
い
う
の
が
、
や
っ
と
見

え
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
斎
藤
と
出
会
っ
て
色
々
と
大
変
な
人
生

と
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
あ
じ
ま
り
か
ん
友
の
会
の
副

代
表
と
い
う
お
役
目
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、
何
と
か

皆
さ
ん
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

あ
じ
ま
り
か
ん
体
験
や
感
想
を
募
集
し
て
ま

す
。
採
用
さ
れ
た
方
に
は
あ
じ
ま
り
か
ん
グ
ッ

ズ
を
進
呈

→

t
o
m
o
n
o
k
a
i
@
a
j
i
m
a
r
i
k
a
n
.
c
o
m
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あ
じ
ま
り
か
ん
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ

「
あ
じ
ま
り
か
ん
百
万
回
」
と
い
う
お
話
が
出
て
い

ま
す
が
、
実
際
に
数
え
る
と
な
る
と
な
か
な
か
大
変

で
す
。
数
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

数

え
な
く
て
も
、
唱
え
て
い
る
う
ち
に
い
つ
の
間
に
か

百
万
回
唱
え
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
？

Ａ

確
か
に
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
私
自
身
数
え
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
回
数
と
い
う
の
は
一
応
の
目
安

と
い
う
か
目
標
に
な
る
の
で
、
達
成
感
を
得
る
に
は

一
つ
の
方
法
だ
と
思
い
ま
す
が
、
数
え
る
こ
と
自
体

は
目
標
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
計
算
方
法
の
お
話
で
す
が
、
一

時
間
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
る
と
大
体
三
千
回

ぐ
ら
い
可
能
で
す
。
そ
の
ペ
ー
ス
で
三
時
間
唱
え
れ

ば
九
千
回
に
な
り
ま
す
。
百
日
で
九
十
万
回
唱
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
日
十
五
分
だ
け
唱
え
る
と
す
れ
ば
、
百
万
回
唱
え

る
に
は
四
年
ぐ
ら
い
か
か
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
唱
え
れ
ば
よ
い

の
で
す
。
唱
え
る
回
数
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
目
安

で
し
か
な
く
、
数
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
唱
え
る
以
上
は
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
リ
ズ

ム
や
響
き
に
集
中
し
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
せ

っ
か
く
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
る
の
で
す
か
ら
、

何
と
な
く
唱
え
る
よ
り
は
一
生
懸
命
唱
え
る
方
が
よ

い
で
す
。
ま
た
、
自
分
な
り
の
目
標
を
定
め
て
唱
え

る
方
が
身
が
入
り
ま
す
。
そ
の
辺
り
は
唱
え
る
人
の

工
夫
次
第
で
し
ょ
う
。

Ｑ

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
る
回
数
に
関
係
す
る
質

問
で
す
が
、
ど
こ
ま
で
唱
え
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
？

例
え
ば
、
あ
る
段
階
に
達
し
た
ら
「
あ
じ
ま

り
か
ん
」
を
唱
え
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
な
る
み
た

い
な
こ
と
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
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Ａ

良
い
質
問
だ
と
思
い
ま
す
。「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱

え
て
い
け
ば
、
い
つ
の
日
か
唱
え
る
必
要
が
な
く
な

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

確
か
に
そ
う
い
う
日
が
や
っ
て
き
ま
す
。「
そ
う
い
う

日
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
時
で
す
。

倦
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
続
け

て
ゆ
く
と
、
あ
る
日
、
自
分
の
腹
の
中
に
「
あ
じ
ま

り
か
ん
」
と
い
う
実
体
が
ス
ト
ン
と
入
っ
て
し
ま
う

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
き
ま
す
（
こ
れ
は
私
の
体

験
で
す
が
、
感
じ
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
）。

「
あ
れ
っ
。
自
分
の
身
体
の
中
に
『
あ
じ
ま
り
か
ん
』

が
入
っ
た
み
た
い
だ
」
と
感
じ
る
よ
う
な
状
態
に
な

る
こ
と
が
起
き
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
で
も

最
初
は
そ
の
状
態
が
続
き
ま
せ
ん
。い
つ
の
間
に
か
、

自
分
の
身
体
の
中
か
ら
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
が
い
な

く
な
り
ま
す
。「
あ
れ
っ
、
あ
じ
ま
り
か
ん
が
い
な
く

な
っ
た
。
寂
し
い
な
あ
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
す
。

そ
こ
で
、
ま
た
毎
日
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
て

い
る
と
、
自
分
の
中
で
再
び
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
が

鳴
っ
て
い
る
よ
う
な
体
験
を
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

体
験
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、自
分
の
中
に
「
あ

じ
ま
り
か
ん
」が
長
時
間
留
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

私
は
い
つ
の
間
に
か
そ
う
い
う
状
態
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
状
態
は
望
ま
し
い
も

の
で
す
。

「
神
人
一
如
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
身
体

の
中
に
入
っ
た
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
実
体
と
は
大

元
霊
＝
宇
宙
創
造
神
（
の
波
動
的
な
流
れ
、
分
流
）

な
の
で
す
か
ら
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
の
で
す
。
常

に
自
分
の
中
に
神
を
感
じ
て
い
る
状
態
な
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
れ
ば
、
強
い
て
「
あ
じ
ま
り

か
ん
」
を
唱
え
な
く
て
も
、
自
分
の
中
の
「
あ
じ
ま

り
か
ん
」（
＝
神
さ
ま
）
が
、
い
つ
も
鳴
っ
て
い
る
＝

成
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
を
唱
え
る
と
神
に
成
る
」
と
は
そ

う
い
う
意
味
な
の
で
す
。
私
自
身
そ
う
い
う
状
態
に

実
際
に
な
っ
て
み
て
、
よ
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
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す
。
と
に
か
く
「
こ
れ
は
面
白
い
な
」
と
思
え
る
よ

う
な
状
態
で
す
。
自
分
が
宇
宙
と
一
つ
に
な
っ
た
よ

う
に
感
じ
ら
れ
、
宇
宙
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ

な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
で
す
。
心
で
思
う
だ
け

で
何
で
も
実
現
し
そ
う
な
気
分
に
な
り
ま
す
。

こ
う
い
う
状
態
に
な
れ
ば
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
は
自

分
の
中
か
ら
響
い
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
普
段
は
あ
ま

り
自
分
か
ら
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
よ
う
と
は

思
わ
な
く
な
る
の
で
す
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
意
識

し
て
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
て
い
る
自
分
を
発

見
し
ま
す
。

な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
肉
体
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
以

上
、
こ
の
世
界
と
の
色
々
な
関
わ
り
が
あ
っ
て
、
様

々
な
波
動
が
自
分
の
中
に
飛
び
込
ん
で
く
る
か
ら
で

す
。
自
分
の
中
に
飛
び
込
ん
で
く
る
波
動
の
大
部
分

は
浄
化
さ
れ
る
た
め
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
す
。
そ
う

な
る
と
、
肉
体
的
に
は
苦
し
い
よ
う
な
状
況
に
な
る

の
で
、
気
持
ち
を
取
り
直
し
て
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」

を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
意
識
し
て
唱
え
る
と
色
々
な

悪
い
波
動
が
浄
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
自
分
の
身
体

が
一
種
の
霊
的
な
洗
濯
機
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
す
が
、
そ
う
な
っ
た
場
合
は
（
意
識
し
て
）
浄

め
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
言
霊
は
と
て
も
強
力
な
の
で
、

悪
い
も
の
が
入
っ
て
き
て
も
ど
ん
ど
ん
浄
ま
っ
て
い

き
ま
す
。
こ
う
な
る
と
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え

る
と
い
う
こ
と
が
仕
事
（
修
行
）
に
な
っ
て
し
ま
う

わ
け
で
す
。

一
生
懸
命
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
て
神
人
一
如

に
な
っ
て
も
、
相
変
わ
ら
ず
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を

唱
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

質
問
を
募
集
し
て
ま
す
。
質
問
が
採
用
さ
れ
た

方
に
は
あ
じ
ま
り
か
ん
グ
ッ
ズ
を
進
呈

→

t
o

m
on
o
ka
i@
aj
i
ma
ri
ka
n
.c
om
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「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
と
合
気
道
の
関
係

今
回
の
「
あ
じ
ま
り
か
ん
の
肝
」
は
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
と

合
気
道
の
関
係
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
を
科
学
す
る
」
と
は
？

拙
著
『
ア
ジ
マ
リ
カ
ン
の
降
臨
』
に
お
い
て
、「
あ
じ
ま
り
か

ん
は
科
学
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
語
り
ま
し
た
。「
あ
じ
ま
り

か
ん
の
科
学
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
科
学
と
は
、「
自
分
の
心
身
を
使
っ
て
神
さ
ま
な
ど
の
霊

的
事
象
を
科
学
す
る
」
と
い
う
生
き
方
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

私
の
姿
勢
と
し
て
、
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
こ
と
だ
け
お
話

す
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
従
来
の
物
質
科
学
と
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
体

験
的
に
確
か
め
る
と
い
う
意
味
の
霊
的
な
科
学
に
な
り
ま
す
。

み
ろ
く
の
世
の
科
学
は
、
霊
の
世
界
を
も
含
め
た
科
学
な
の

随
想

あ
じ
ま
り
か
ん
の
肝

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
と
合
気
道
の
関
係

で
、
先
ず
は
肉
体
を
使
っ
て
経
験
を
集
積
し
て
ゆ
く
と
い
う
ア

プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
る
の
で
す
。

私
が
「
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
こ
と
」
と
言
う
場
合
、
そ
れ

は
「
身
を
も
っ
て
神
の
存
在
を
体
験
し
た
こ
と
」
と
い
う
意
味

で
使
い
ま
す
。
こ
の
一
節
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
て
い
た
だ

く
に
は
、
も
う
少
し
説
明
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

「
自
分
の
身
体
を
使
っ
て
」
と
い
う
以
上
、「
そ
も
そ
も
神
と

い
う
目
に
見
え
な
い
存
在
を
体
験
し
た
り
認
識
し
た
り
す
る
こ

と
が
可
能
な
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
方
が
出
て
き
て
も

不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

斎
藤
は
自
分
の
身
体
で
、
神
や
霊
な
ど
の
目
に
見
え
な
い
存

在
を
波
動
的
に
検
知
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
分
は
昔
か
ら

そ
う
い
う
体
質
な
の
で
、
誰
で
も
私
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
妻
に
自
分
が

感
じ
て
い
る
も
の
を
確
か
め
る
と
「
感
じ
な
い
」
と
言
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
で
す
。

で
す
が
、
よ
く
よ
く
尋
ね
て
み
る
と
「
何
と
な
く
こ
う
い
う

感
じ
」
と
い
う
も
の
は
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
場
合
、
私

が
感
じ
て
い
る
も
の
と
基
本
的
に
は
一
致
し
て
い
ま
す
。
誰
で

も
あ
る
程
度
は
目
に
見
え
な
い
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
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よ
う
で
す
。

た
だ
、
私
の
場
合
、
そ
の
感
覚
を
い
つ
も
普
通
に
使
っ
て
い

る
の
で
、
妻
よ
り
は
ハ
ッ
キ
リ
感
じ
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
ら

し
い
で
す
。
多
く
の
人
は
私
の
妻
と
同
じ
よ
う
に
「
神
や
霊
を

感
じ
な
い
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
感
じ
て

い
る
と
い
う
の
が
正
し
そ
う
で
す
。

気
配
や
雰
囲
気
と
言
え
ば
、
誰
で
も
分
か
る
で
し
ょ
う
。「
気

配
や
雰
囲
気
を
感
じ
る
能
力
だ
っ
た
ら
誰
で
も
持
っ
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
は
正
し
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
能
力
は
実
は
霊
的
な
能
力
な
の
で
す
。

次
に
、
無
用
な
誤
解
を
避
け
る
た
め
、
本
項
で
筆
者
が
使
用

す
る
「
科
学
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
を
明
確
に
し
て
お
き
ま
し

ょ
う
。

本
項
に
お
け
る
「
科
学
」
と
は
、「
神
の
実
在
を
大
前
提
と
す

る
科
学
」
で
す
。「
神
」
と
は
「
目
に
見
え
な
い
け
れ
ど
も
実
在

す
る
貴
い
霊
的
存
在
」
と
い
う
意
味
で
す
。
す
べ
て
は
「
神
の

実
在
」
と
い
う
一
点
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
は
合
気
道
以
上
の
も
の
で
す

「
あ
じ
ま
り
か
ん
の
科
学
」
と
は
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
行
者
」

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

が
各
々
の
肉
体
を
使
っ
て
体
験
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
と
い
う
、

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

掛
け
値
な
し
の
方
法
論
で
す
。

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

合
気
道
の
開
祖
・
植
芝
盛
平
翁
に
よ
れ
ば
、
合
気
道
と
は
翁

が
猿
田
彦
大
神
そ
の
も
の
と
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
、
神
と
一

体
の
ミ
ロ
ク
世
の
武
道
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
肉
体
（
魂
魄
の

こ
ん
ぱ
く

「
魄
」）
だ
け
で
な
く
、
霊
（
魂
魄
の
「
魂
」）
の
修
行
も
行
い

は
く

ま
す
。
こ
の
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
お
い
て
下
さ
い
。

合
気
道
な
ど
の
武
道
で
は
、
日
々
の
修
練
が
欠
か
せ
な
い
も

の
で
す
が
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
場
合
は
、
日
々
「
あ
じ
ま
り

か
ん
」
を
唱
え
て
自
己
点
検
す
る
こ
と
が
武
道
の
修
練
に
相
当

し
ま
す
。
合
気
道
の
よ
う
に
身
体
を
動
か
す
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
心
と
声
を
使
っ
て
身
体
に
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
鳴
り

響
か
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
方
法
は
武
道
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
心
身
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
立
派
な
武
道
な
の
で
す
。

こ
の
方
法
に
従
え
ば
、
合
気
道
開
祖
の
植
芝
盛
平
翁
の
よ
う

な
達
人
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

ど
う
し
て
そ
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
は
次
の
よ
う

な
理
由
か
ら
で
す
。
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「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
れ
ば
唱
え
る
ほ
ど
、
大
神
さ
ま

よ
り
御
霊
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
「
御
霊
の

み

た
ま

ふ
ゆ
」
と
呼
び
ま
す
。
元
の
意
味
は
「
神
さ
ま
か
ら
お
蔭
を
い

た
だ
く
」
で
す
が
、
実
際
に
御
霊
が
増
え
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、

．
．
．

「
あ
じ
ま
り
か
ん
行
者
」
は
絶
え
間
な
く
霊
的
な
成
長
を
積
み

重
ね
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
い
つ
の
間
に
か
、
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
魂

力

た
ま
ぢ
か
ら

・
霊
力
を
い
た
だ
い
て
し
ま
う
の
で
す
。
「
あ
じ
ま
り
か
ん
行

者
」
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
魂
的
に
霊
的
に
大
き
く
育

っ
て
ゆ
く
の
で
す
。

日
々
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
続
け
る
と
い
う
積
み
重
ね
、

鍛
錬
の
効
果
は
武
道
の
修
練
と
全
く
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。

掛
け
値
な
し
の
体
験
の
集
積
こ
そ
が
科
学
な
の
で
す
。

そ
れ
も
「
あ
じ
ま
り
か
ん
行
者
」
が
自
分
の
心
身
を
使
っ
て

体
験
を
積
み
重
ね
る
と
い
う
、
武
道
と
全
く
同
一
の
仕
組
を
使

う
科
学
な
の
で
す
。

そ
れ
し
か
実
効
性
の
あ
る
方
法
は
存
在
し
な
い
の
で
す
。

そ
し
て
、「
あ
じ
ま
り
か
ん
行
者
」
は
最
終
的
に
、
大
神
さ
ま

と
一
体
の
神
人
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
れ
は
合
気
道
開

祖
の
植
芝
盛
平
翁
と
同
じ
境
地
な
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
我
々
「
あ
じ
ま
り
か
ん
行
者
」
が
完
全

に
翁
の
よ
う
な
武
道
の
神
さ
ま
と
等
し
く
な
る
と
い
う
意
味
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
翁
と
同
じ
世
界
に
到
達
可
能
な
の

で
す
。
し
か
も
、
合
気
道
と
は
違
っ
て
、
身
体
を
痛
め
る
こ
と

も
な
く
楽
に
達
人
の
境
地
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
は
本
当
に
本
当
の
こ
と
な
の
で
す
。

そ
の
よ
う
に
い
い
こ
と
づ
く
め
な
の
が
「
あ
じ
ま
り
か
ん
」

な
の
で
す
。

翁
は
合
気
の
道
を
自
ら
の
人
生
と
し
て
示
さ
れ
た
の
で
す

が
、
誰
で
も
で
き
る
道
と
し
て
は
未
完
成
で
す
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
の
修
行
は
植
芝
盛
平
翁
が
提
唱
さ
れ
た

合
気
道
と
全
く
同
じ
効
果
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
合
気
道
以
上

の
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
二
歳
の
子
供
で
も
「
あ

じ
ま
り
か
ん
」
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。「
あ
じ
ま

り
か
ん
」
を
唱
え
続
け
れ
ば
、
誰
で
も
霊
肉
と
も
に
完
全
な
達

人
に
な
れ
る
の
で
す
。

「
あ
じ
ま
り
か
ん
」
が
合
気
道
以
上
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
話
は
長
く
な
り
そ
う
な
の
で
、
ま
た
次
の
機
会
に
い

た
し
ま
す
。



- 32 -

編
集
後
記

あ
じ
ま
り
か
ん
友
の
会
の
あ
る
相
模
原
で
は
、
早
く
も
桜
が
満

開
と
な
り
、
今
年
も
美
し
い
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
て
い
る
。

毎
年
の
こ
と
だ
が
、
桜
の
花
が
咲
く
頃
に
な
る
と
、
な
ぜ
だ
か
分

か
ら
な
い
が
心
が
ざ
わ
つ
い
て
き
て
、
花
見
に
行
き
た
く
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
う
い
う
人
は
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
も
そ
の
ク
チ

の
人
間
だ
。

桜
の
花
と
い
う
こ
と
で
、
最
近
読
ん
だ
本
『
純
神
道
入
門
』（
坂

口
光
男
、
東
明
社
）
に
、
面
白
い
話
が
載
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出

し
た
。「
サ
神
」
と
い
う
、
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
の
な
い
神
の
話
だ
。

が
み

山
の
神
信
仰
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
山
の
神
を
サ
神
と
呼
ぶ
地

方
が
あ
っ
た
と
い
う
。
里
に
近
い
桜
の
木
の
下
に
サ
神
が
降
臨
す
る

と
い
う
古
い
祭
祀
の
習
慣
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
神
が
降
臨
す
る
場
所

を
「
ク
ラ
」
と
呼
ぶ
。「
木
の
下
に
サ
神
が
降
臨
し
た
ク
ラ
」
が
「
さ

く
ら
」
の
語
源
だ
と
い
う
の
だ
。

あ
ま
り
に
も
印
象
的
な
話
だ
っ
た
の
で
、
今
後
は
桜
の
花
を
見

る
た
び
に
「
サ
神
」
を
思
い
出
し
そ
う
だ
。
何
で
も
当
地
「
相
模
原
」

の
語
源
も
、
こ
の
「
サ
神
」
由
来
ら
し
い
。

そ
れ
は
さ
て
お
い
て
も
、
桜
の
花
は
大
好
き
だ
。
花
見
に
行
き
た

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。（
２
０
１
８
年
３
月

日
、
斎
藤
記
）
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今年も美しく咲いた相模女子大の桜(相模原市南区文京・女子大前通りで撮影)



図５：鏡餅も円錐形である

あじまりかんの渦--円錐形はすべて神を表している(2)

図４：巻貝(アクセサリーパーツ)

図６：丹後半島籠神社の奥宮「真名井神社」の磐座。ここに目に見えない神

霊の竜巻（逆円錐形の大元霊の渦）が渦巻いているのを霊視した人がいる。
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丹後国一之宮 元伊勢籠神社（ＨＰ「天橋立観光ガイド」より）
この

【
元
伊
勢
籠
神
社
に
つ
い
て
】

籠
神
社
は
奥
宮
真
名
井
神
社
（
本
文
参
照
）
の

地
か
ら
現
在
の
籠
神
社
の
地
に
遷
宮
さ
れ
創
建

さ
れ
た
。
籠
神
社
が
創
建
さ
れ
る
ま
で
真
名
井
神

社
は
吉
佐
宮
（
よ
さ
の
み
や
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

神
代
よ
り
天
照
大
神
の
孫
神
で
邇
邇
芸
命
の

兄
神
で
あ
る
彦
火
明
命
（
海
部
家
始
祖
）
が
豊
受

大
神
を
お
祀
り
し
て
い
た
。
そ
の
後
天
照
大
神
は

第
十
一
代
垂
仁
天
皇
の
御
代
に
、
又
豊
受
大
神
は

第
二
十
一
代
雄
略
天
皇
の
御
代
に
そ
れ
ぞ
れ
伊

勢
に
お
遷
り
に
な
っ
た
。
（
丹
後
一
宮

元
伊
勢

籠
神
社

Ｈ
Ｐ
よ
り
要
約
）

【
あ
じ
ま
り
か
ん
講
座
の
ご
案
内
】

◎
相
模
大
野
講
座

2018

年
４
月

日(

日)9:00

～13:00

15

ユ
ニ
コ
ム
プ
ラ
ザ
さ
が
み
は
ら
に
て

◎
高
松
地
方
講
座

2018

年
５
月

日(

土)13:00

～17:00

12

高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
ホ
ー
ル
高
松
に
て

申
し
込
み
は
友
の
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
願

い
し
ま
す
。

https://ajim
arikan.com

/schedule_2017_2
018/
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