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一

ほ﹅
う﹅
と
す
る
程
長
い
白
浜
の
先
は
、
ま
た
、
目
も
届
か
ぬ
海
が
揺
れ
て
ゐ
る
。

其
波
の
青
色
の
末
が
、
自オノ
づ
と
伸ノ
し
あ
が
る
や
う
に
な
つ
て
、
あ
た
ま
の
上

ま
で
ひ
ろ
が
つ
て
来
て
ゐ
る
空
で
あ
る
。
ふ
り
顧カヘ
る
と
、
其
が
又
、
地
平
を

く
ぎ
る
山
の
外
線
の
立
ち
塞
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
ま
で
続
い
て
居
る
。
四
顧
俯

仰
し
て
、
目
に
入
る
物
は
、
唯
、
此
だ
け
で
あ
る
。
日
が
照
る
程
、
風
の
吹

く
程
、
寂
し
い
天
地
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
た
無
聊
の
目
を
睜
ら
せ
る
も
の
は
、

忘
れ
た
時
分
に
ひ﹅
よ﹅
っ﹅
く﹅
り﹅
と
、
波
と
空
と
の
間
か
ら
生
れ
て
来
る
　
　
誇

張
な
し
に
さ
う
感
じ
る
　
　
鳥
と
紛
れ
さ
う
な
刳ク
り
舟
の
影
で
あ
る
。
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遠
目
に
は
、
磯
の
岩
か
と
思
は
れ
る
家
の
屋
根
が
、
一
か
た
ま
り
づ
ゝ
ぽ﹅
っ﹅

つ﹅
り﹅
と
置
き
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。
炎
を
履
む
様
な
砂
山
を
伝
う
て
、
行
き
つ

く
と
、
此
ほ
ど
の
家
数
に
、
と
思
ふ
程
、
こ
と
り
と
音
を
立
て
る
人
も
居
な

い
。
あ
か
ん
ぼ
の
声
が
す
る
と
思
う
て
、
廻
つ
て
見
る
と
、
山
羊
が
、
其
も

た
つ
た
一
疋
、
雨
欲
し
さ
う
に
鳴
き
立
て
ゝ
ゐ
る
の
だ
。

ど
こ
で
行
き
斃
れ
て
も
よ
い
旅
人
で
す
ら
、
妙
に
、
遠
い
海
と
空
と
の
あ﹅
は﹅

ひ﹅
の
色
濃
い
一
線
を
見
つ
め
て
、
ほ﹅
う﹅
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
沖
縄
の
島
も
、

北
の 

山  

原 

ヤ
ン
バ
ル

な
ど
言
ふ
地
方
で
は
、
行
つ
て
も
〳
〵
、
こ
ん
な
村
ば
か
り
が

多
か
つ
た
。
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
か
ら
だ
を
持
ち
煩
ア
ツ
カう
て
、
こ
ん
な
浦
伝
ひ
を

続
け
る
遊
子
も
、
お
な
じ
世
間
に
は
、
ま
だ
〳
〵
あ
る
。
其
上
、
気
づ
く
か

気
づ
か
な
い
か
の
違
ひ
だ
け
で
、
物
音
も
な
い
海
浜
に
、
ほ﹅
う﹅
と
し
て
、
暮
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し
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
人
々
が
、
ま
だ
其
上
幾
万
か
生
き
て
ゐ
る
。

ほ﹅
う﹅
と
し
て
も
立
ち
止
ら
ず
、
ま
だ
歩
き
続
け
て
ゐ
る
旅
人
の
目
か
ら
見
れ

ば
、
島
人
の
一
生
な
ど
は
、
も
つ
と
〳
〵
深
い
た
め
息
に
値
す
る
。
か
う
し

た
知
ら
せ
た
く
も
あ
り
、
覚
ら
せ
る
も
い
と
ほ
し
い
つ
れ
／
″
＼
な
生
活
は
、

ま
だ
〳
〵
薩
摩
潟
の
南
、
台
湾
の
北
に
列
る
飛
び
石
の
様
な
島
々
に
は
、
く

り
返
さ
れ
て
ゐ
る
。
で
も
此
が
、
最
正
し
い
人
間
の
理
法
と
信
じ
て
ゐ
た
時

代
が
、
曾
て
は
、
ほ
ん
と
う
に
あ
つ
た
の
だ
。
古
事
記
や
日
本
紀
や
風
土
記

な
ど
の
元
の
形
も
、
出
来
た
か
出
来
な
か
つ
た
か
と
言
ふ
古
代
は
、
か
う
い

ふ
ほ﹅
う﹅
と
し
た
気
分
を
持
た
な
い
人
に
は
、
し
ん
底
ま
で
は
納
得
が
い
か
な

い
で
あ
ら
う
。

蓋
然
か
ら
、
段
々
、
必
然
に
移
つ
て
来
て
ゐ
る
私
の
仮
説
の
一
部
な
る
日
本
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の
祭
り
の
成
立
を
、
小
口
だ
け
で
も
お
話
し
て
見
た
い
。
芭
蕉
が
、
う
き
世

の
人
を
寂
し
が
ら
せ
に
来
た
程
の
役
に
は
立
た
な
く
と
も
、
ほ﹅
う﹅
と
し
て
生

き
る
こ
と
の
味
ひ
位
は
贈
れ
る
か
と
思
ふ
。

月
次
祭
り
の
、
お
し
ひ
ろ
げ
て
季
候
に
わ
り
あ
て
ら
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
、

四
季
の
祭
り
は
、
根
本
か
ら
言
へ
ば
、
臨
時
祭
り
で
あ
つ
た
。
だ
が
、
却
て
、

か
う
し
た
祭
り
が
始
ま
つ
て
後
、
神
社
々
々
特
殊
の
定
祭
が
起
つ
た
の
で
あ

つ
た
。
四
季
の
祭
り
の
中
で
も
、
町
方
で
最
盛
ん
な
夏
祭
り
は
、
実
は
一
等

遅
れ
て
起
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
次
に
、
新
し
い
と
言
ふ
の
も
、
其
久
し
い

時
間
に
対
し
て
は
叶
は
な
い
ほ
ど
、
古
く
岐
れ
た
祭
り
が
あ
る
。
秋
祭
り
で

あ
る
。
此
も
農
村
で
は
、
本
祭
り
と
言
つ
た
考
へ
で
執
行
せ
ら
れ
る
。

此
秋
祭
り
の
分
れ
出
た
元
は
、
冬
の
祭
り
で
あ
つ
た
。
だ
が
、
冬
祭
り
に
二
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通
り
あ
つ
て
、
秋
祭
り
と
関
係
深
い
冬
祭
り
は
、
寧
、
や
つ
ぱ
り
秋
祭
り
と

言
つ
て
よ
い
も
の
で
あ
つ
た
。
真
の
ふ
ゆ
の
語
原
で
あ
る
冬
祭
り
は
、
年
の

窮
つ
た
時
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
最
古
い
形
に
な
る
と
、

春
祭
り
と
背
な
か
合
せ
に
接
し
て
ゐ
た
行
事
ら
し
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
冬

祭
り
は
、
春
祭
り
の
前
提
と
し
て
行
は
れ
た
儀
式
が
、
独
立
し
た
も
の
と
言

う
て
よ
い
。
で
も
時
に
は
、
秋
祭
り
の
意
義
の
冬
祭
り
と
、
春
祭
り
の
条
件

な
る
冬
祭
り
と
が
、
一
続
き
の
儀
礼
ら
し
く
も
見
え
る
。
さ
う
す
る
と
、
秋

祭
り
の
直
後
に
冬
祭
り
が
あ
り
、
冬
祭
り
に
ひ
き
続
い
て
春
祭
り
が
あ
つ
て
、

其
が
、
段
々
間
隔
を
持
つ
様
に
な
つ
た
。
其
為
、
祭
儀
が
交
錯
し
、
複
雑
に

な
つ
て
行
つ
た
も
の
、
と
言
へ
る
。

秋
祭
り
を
主
と
す
る
田
舎
の
村
々
で
も
、
夏
祭
り
を
疎
か
に
す
る
処
は
な
か
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つ
た
。
だ
が
、
農
村
の
祭
り
で
は
、
夏
は
参
詣
が
本
位
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
様

で
、
家
族
又
は
一
人
々
々
で
ぼ
つ
り
／
″
＼
と
参
る
の
だ
。
此
祭
り
に
、
つ

き
物
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。
即
、
神
輿
又
は
長
い
棒
を
中
心
と
す
る

鉾
・
幣
或
は
偶
人
で
あ
る
。
此
も
秋
祭
り
と
入
り
紊
れ
て
ゐ
る
が
、
順
序
正

し
く
言
へ
ば
、
夏
の
も
の
で
あ
る
。

祇
園
の
鉾
は
、
山
鉾
と
一
口
に
言
ふ
が
、
大
別
し
て
や
ま
と
ほ
こ
と
の
二
つ

の
系
統
が
あ
る
。
そ
し
て
山
の
方
は
、
寧
、
秋
祭
り
に
曳
く
べ
き
物
で
あ
つ

た
。
祇
園
会
成
立
に
深
く
絡
ん
だ 
御 

霊 

会 
ゴ
リ
ヤ
ウ
ヱ

の
立
て
物
に
、
宮
廷
の
大
嘗
の

曳
き
物
「
標
山
」
の
形
を
と
り
こ
ん
だ
の
で
あ
つ
た
。

平
安
朝
の
初
頭
か
ら
見
え
る
事
実
は
、
ま
つ
り
の
用
語
例
に
、
奏
楽
・
演
舞

を
条
件
に
加
へ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
其
程
、
祭
礼
と
楽
舞
と
の
関
係
が
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離
さ
れ
な
く
な
つ
た
。
だ
か
ら
後
に
は
、
ま
つ
る
と
あ
そ
ぶ
と
が
同
じ
意
義

に
使
は
れ
る
事
も
あ
つ
た
。
と
に
か
く
、
夏
祭
り
の
ま
つ
り
と
言
は
れ
る
様

に
な
つ
た
の
は
、
夏
神
楽
の
発
達
か
ら
来
て
ゐ
る
。
尚
一
面
、
祇
園
会
が
祭

り
の
一
つ
の
型
と
見
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
事
実
も
一
つ
の
原
因
で
あ
る
。

神
楽
は
、
鎮
魂
祭
の
つ
き
物
で
、
古
い
形
を
考
へ
る
と
、
大
祓
式
の
一
部
で

も
あ
つ
た
。
其
が
、
冬
を
本
義
と
す
る
処
か
ら
、
夏
演
奏
す
る
神
楽
と
言
ふ

意
を
見
せ
て
、
新
し
い
発
生
な
る
事
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
祓
へ
や
禊
ぎ
は
、

鎮
魂
の
前
提
と
見
る
べ
き
で
あ
つ
た
。
夏
祓
へ
は
冬
祓
へ
か
ら
岐
れ
て
、
遅

れ
て
発
生
し
た
為
、
冬
祓
へ
の
条
件
を
具
へ
な
か
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
冬
祓

へ
を
形
式
視
し
て
、
夏
祓
へ
を
主
と
す
る
事
が
時
代
を
逐
う
て
甚
し
く
な
つ

た
。
冬
の
祓
へ
に
行
は
れ
た
神
楽
が
、
別
の
季
の
神
事
に
分
裂
し
て
行
く
。
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其
と
共
に
、
神
楽
の
一
方
の
起
原
に
な
つ
て
ゐ
る
石
清
水
八
幡
の
仲
秋
の
行

事
の
楽
舞
を
、
夏
祓
へ
に
と
り
越
し
て
、
学
ん
だ
形
が
あ
る
の
だ
。

八
月
十
五
日
に
行
ふ
男
山
の 

放 

生 

会 

ハ
ウ
ジ
ヤ
ウ
ヱ
は
、
禊
ぎ
の
式
の
習
合
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
つ
た
。
其
神
楽
を
、
夙
く
か
ら
行
は
れ
て
ゐ
た
夏
祓
へ
の
行
事
に
と

り
こ
む
の
は
、
自
然
な
行
き
方
で
あ
る
。
ま
つ
り
と
神
遊
び
・
神
楽
と
の
関

係
か
ら
、
夏
祓
へ
は
夏
祭
り
と
称
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
。
陰
陽
道
の
勢
力

が
、
さ
う
し
た
形
に
信
仰
を
移
し
た
の
で
あ
る
。
奈
良
末
か
ら
平
安
初
め
に

亘
つ
て
荒
れ
た
五
所
の
御
霊
を
、
抑
へ
る
も
の
と
し
て
、
行
疫
・
凶
荒
の
神

と
謂
は
れ
る
す
さ
の
を
の
命
を
憑タノ
む
や
う
に
な
り
、
而
も
此
に
、
本
縁
づ
け

る
為
、
天
部
神
の
梵
名
を
称
へ
る
事
に
し
て
、
牛
頭
天
王
、
地
方
に
よ
つ
て

は
、
武
塔
（
答
。
本
字
）
天
神
な
ど
ゝ
言
う
た
。
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日
本
の
陰
陽
道
の
、
殊
に
、
地
方
の
方
術
者
は
、
学
問
と
し
て
は
、
此
を
仏

典
と
し
て
修
め
た
傾
向
が
あ
つ
て
、
特
に
、
経
典
の
中
に
も
、
天
部
に
関
す

る
物
、
即
、
仏
教
の
意
義
で
の
「
神
道
」
の
知
識
を
拾
ひ
集
め
た
形
が
あ
る
。

日
本
の
神
道
が
、
天
部
名
に
な
る
外
に
、
漢
名
を
称
し
た
事
も
あ
つ
た
は
ず

で
あ
る
。
世
界
最
上
の
書
た
る
仏
乗
に
出
た
本
名
の
威
力
は
、
ど
ん
な
御
霊

で
も
、
服
従
さ
せ
る
事
が
出
来
た
。
だ
か
ら
、
祇
園
神
の
中
央
出
現
は
、
御

霊
・
五
所
よ
り
遅
れ
て
ゐ
る
。
障
神
・
八
衢
彦
・
媛
の
祭
り
と
、
御
霊
信
仰

と
が
一
つ
に
な
つ
て
、
御
霊
会
が
出
来
、
盛
ん
に
媚
び
仕
へ
を
行
う
て
、
退

散
を
乞
う
た
。
其
勢
力
が
、
牛
頭
天
王
に
移
つ
て
、
讃
歎
の
様
式
に
改
つ
て

行
つ
た
の
が
、
祇
園
会
で
あ
る
。
形
こ
そ
替
れ
、
事
実
か
ら
見
れ
ば
、
夏
祭

り
の
疫
病
と
蝗
害
と
を
祓
へ
去
ら
う
と
し
て
ゐ
る
事
は
一
つ
で
あ
り
、
又
一
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つ
の
祭
礼
が
、
主
神
を
換
へ
て
行
は
れ
た
形
に
も
な
つ
て
ゐ
る
。
蝗
の
害
と

流
行
病
と
を
一
続
き
に
見
て
ゐ
た
平
安
時
代
の
農
民
信
仰
が
「
花
を
鎮
む
」

と
書
く
鎮
花
祭
に
よ
く
似
て
ゐ
る
。

鎮
花
祭
は
、
三
月
末
の
行
事
だ
が
、
此
は
夏
祭
り
の
部
類
に
入
る
も
の
で
あ

る
。
や
す
ら
ひ
祭
り
と
も
言
ふ
の
は
、
其
踊
り
歌
の
聯
毎
の
末
に
、
囃
し
詞

「
や
す
ら
へ
。
花
や
」
を
く
り
返
す
か
ら
だ
と
言
ふ
。
昔
は
、
木
の
花
を
稲

の
花
の
象
徴
と
し
て
、
其
早
く
散
る
の
を
、
今
年
の
稲
の
花
の
実
に
い
る
物

の
尠
い
兆
と
見
た
の
だ
。
歌
の
文
句
も
「
ゆ
つ
く
り
せ
よ
。
花
よ
」
と
言
ふ

義
で
、
桜
に
寄
せ
て
、
稲
を
予
祝
す
る
の
で
あ
る
。
其
が
、
耕
田
の
呪
文
と

考
へ
ら
れ
て
、
蝗
を
生
ぜ
し
め
ま
い
と
の
用
途
を
考
へ
出
さ
せ
た
。
田
の
稲

虫
か
ら
、
又
、
其
家
主
等
の
疫
病
を
、
直
に
聯
想
し
て
、
奈
良
以
来
、
春
・
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夏
交
叉
期
の
疫
病
送
り
の
踏
歌
類
似
の
も
の
と
見
做
さ
れ
る
様
に
な
つ
た
の

だ
。
此
亦
、
祇
園
会
成
立
後
は
、
段
々
、
意
義
を
失
ふ
様
に
な
つ
て
行
つ
た
。

か
う
し
た
邪
霊
悪
神
に
媚
び
仕
へ
る
行
事
も
、
稍
古
く
か
ら
ま
つ
り
と
言
は

れ
て
ゐ
る
。
其
は
神
霊
に
服
従
す
る
義
で
、
ま
つ
ろ
ふ
の
用
語
例
に
近
い
も

の
で
あ
つ
た
。
夏
の
祭
り
は
、
要
す
る
に
、
禊
ぎ
の
作
法
か
ら
出
た
も
の
で
、

祭
礼
と
認
め
ら
れ
出
し
た
の
は
、
平
安
朝
以
前
に
は
溯
ら
な
い
、
新
し
い
も

の
な
の
で
あ
る
。
御
輿
の
お
渡
り
が
行
は
れ
た
の
は
、
夏
祭
り
の
中
心
で
あ

つ
て
、
水
辺
の
、
禊
ぎ
に
適
し
た
地
に
臨
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

広
く
行
は
れ
る
御
輿
洗
ひ
の
式
は
、
他
の
祭
礼
作
法
の
混
乱
で
あ
る
が
、
神

試
み
て
後
、
人
各
其
瀬
に
禊
ぐ
信
仰
に
基
い
た
の
で
あ
ら
う
。
鉾
は
祓
へ
串

を
捧
げ
て
、
海
川
に
棄
て
る
行
事
の
儀
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
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尾
張
津
島
の
祇
園
祭
り
の
船
渡
り
な
ど
も
、
祓
へ
串
を
水
上
の
あ
る
地
点
ま

で
搬
ぶ
形
で
あ
つ
た
の
だ
。
此
禊
ぎ
か
ら
出
た
祭
り
に
対
し
て
、
勢
力
の
あ

つ
た
田
植
ゑ
の
神
事
が
あ
る
が
、
此
は
春
祭
り
の
側
に
言
ふ
。

　
　
　
　
　
二

秋
の
祭
り
は
、
誰
も
が
直
ぐ
考
へ
る
通
り
、
刈
り
上
げ
の
犒
ひ
祭
り
で
あ
る
。

だ
が
、
実
際
の
刈
り
上
げ
祭
り
は
、
正
し
く
は
、
仲
冬
に
這
入
つ
て
か
ら
行

は
れ
る
の
で
、
近
代
ま
で
も
さ
う
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
秋
祭
り
を
今
一
つ
狭
め

て
言
へ
ば
、
先
人
た
ち
も
言
う
た
通
り
、
新
嘗
祭
り
で
あ
る
が
、
此
に
は
、

前
提
す
べ
き
条
件
が
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。
伊
勢
両
宮
の
、
神
自
身
、
神
と
し
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て
き
こ
し
め
す
新
嘗
に
限
つ
た
行
事
の
延
長
な
の
で
あ
る
。
諸
国
の
荷
前
ノ
サ
キ
の

早
稲
の
初
穂
は
、
九
月
上
旬
に
は
納
ま
つ
て
了
ひ
、
中
旬
に
な
つ
て
、
ま
づ

伊
勢
に
献
ら
れ
、
両
宮
及
び
斎
宮
の
喰
べ
は
じ
め
ら
れ
る
行
事
と
な
る
。
此

地
方
化
で
、
神
嘗
祭
り
の
為
に
献
つ
た
荷
前
の
残
り
の
初
穂
を
、
地
方
の
社

々
の
神
も
試
み
喰
べ
ら
れ
た
の
が
、
秋
祭
り
の
起
り
で
あ
る
。
早
稲
の
新
嘗

を
享
け
る
神
と
、
家
々
の
新
嘗
に
臨
ん
で
、
家
あ
る
じ
と
共
に
、
お
き
つ
・

み
・
と
し
の
初
穂
の
饗
を
享
け
る
神
と
は
、
別
殊
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
居

た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
越
え
て
ふ
た
月
、
十
一
月
中
旬
は
じ
め
て
、
当
今

主
上
近
親
の
陵
墓
に
、
荷
前
ノ
サ
キ
使
を
遣
し
、
初
穂
を
捧
げ
ら
れ
る
。
此
と
殆
ど

同
時
に
、
天
子
の
新
嘗
が
行
は
れ
る
。

奈
良
以
前
の
東
国
で
は
、
新
嘗
が
年
に
一
度
で
あ
つ
た
と
見
ら
れ
る
。
さ
う
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し
て
、
早
稲
を
炊
い
で
進
め
た
ら
し
い
。
家
中
の
人
は
、
家
の
巫
女
な
る
処ヲ

女トメ
　
　
処
女
の
生
活
を
あ
る
期
間
し
て
ゐ
た
主
婦
又
は
氏
女
　
　
を
残
し
て
、

別
屋
　
　
新
嘗
屋
と
な
つ
た
　
　
又
は
屋
敷
の
庭
に
出
て
ゐ
る
。
か
う
し
て

迎
へ
ら
れ
た
神
は
、
一
夜
を
其
巫
女
と
共
に
す
る
。
遊
女
の
古
語
だ
、
と
謂

は
れ
た
一
夜
づ
ま
は
、
か
う
し
た
神
秘
の
夜
の
神
と
し
て
来
る
神
人
及
び
家

の
処
女
と
の
間
に
言
ふ
語
こ
と
ばで
あ
つ
た
の
だ
。

宮
廷
の
神
嘗
祭
り
は
、
諸
国
の
走
り
の
穂
を
召
し
た
風
が
固
定
し
て
、
早
稲

を
以
て
す
る
事
に
な
つ
た
の
で
、
古
く
は
一
度
き
り
で
あ
つ
た
の
か
も
知
れ

ぬ
。
だ
が
、
文
献
で
考
へ
ら
れ
る
範
囲
で
は
、
早
稲
は
神
の
為
で
、
神
嘗
用

で
あ
り
、
お
き
つ
・
み
・
と
し
の
初
穂
は
、
祈
年
祭
・
月
次
祭
り
に
与
る
社

々
・
皇
親
の
尊
長
者
の
霊
に
も
御
料
の
外
を
頒
た
れ
る
事
に
な
つ
て
ゐ
た
。
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神
嘗
祭
り
の
原
義
は
、
今
年
の
稲
作
の
前
兆
た
る
「
ほ
」
を
得
て
、
祝
福
す

る
穂
祭
り
の
変
形
で
あ
つ
て
、
刈
り
上
げ
祭
り
よ
り
も
早
く
か
ら
あ
つ
た
も

の
と
は
言
は
れ
な
い
。
此
穂
祭
り
が
神
社
に
盛
ん
に
行
は
れ
、
刈
り
上
げ
祭

り
は
、
一
家
の
冬
の
行
事
と
な
つ
た
の
で
あ
る
ら
し
い
。

秋
祭
り
の
太
鼓
を
め
あ
て
に
、
細
道
を
行
く
と
、
落
し
水
は
堰ヰ
路デ
に
た
ぶ
つ

い
て
、
稲
子
イ
ナ
ゴ
は
雨
の
降
る
様
に
胸
・
腰
・
裾
に
飛
び
つ
く
。
は
ざ
は
ま
だ
な

処
も
あ
り
、
既
に
組
み
立
ら
れ
た
田
の
畔
も
あ
る
。
だ
が
ま
だ
、
近
い
温
泉

町
へ
出
か
け
る
相
談
な
ど
は
、
出
来
て
居
な
い
ら
し
い
。
お
ち
つ
い
た
様
で
、

ひ
と
山
、
前
に
控
へ
た
小
昼
休
み
と
で
も
言
つ
た
、
安
気
に
な
り
き
れ
な
い

顔
色
の
年
よ
り
が
、
う
ろ
つ
い
て
ゐ
る
。
若
い
男
は
、
も
一
つ
実
の
入
る
様

に
、
ひ
と
囃
し
く
れ
べ
い
と
で
も
考
へ
て
か
、
ぶ
ち
も
折
れ
よ
と
、
太
鼓
を

17



打
つ
て
ゐ
る
。
よ
く
〳
〵
県
下
の
社
で
も
特
殊
神
事
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で

な
け
れ
ば
、
冬
も
霜
月
・
師
走
に
入
つ
て
、
刈
り
上
げ
祭
り
ら
し
い
も
の
を

行
う
て
は
ゐ
な
い
。
若
し
あ
つ
て
も
「
お
火
焼
ホ
タ
ケ
」
や
「
夜
神
楽
」
「
師
走
祓

へ
」
の
様
な
外
見
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
。

堂
々
た
る
祝
詞
や
、
卜
ひ
を
伴
ふ
宮
廷
風
の
穂
祭
り
は
、
神
社
の
行
事
に
な

り
、
村
の
昔
の
、
も
つ
と
古
く
か
ら
続
い
た
刈
り
上
げ
の
新
嘗
は
、
家
々
の

内
々
の
行
事
と
な
つ
て
行
つ
た
。
早
稲
を
試
食
し
た
後
だ
か
ら
、
別
の
方
法

を
と
る
村
々
も
あ
つ
た
。
餅
・
粢
シ
ト
ギ・
握
り
飯
・
餡
流
し
飯
・
小
豆
米
、
色
々

と
村
の
供
物
の
伝
承
は
、
分
れ
て
行
つ
た
。
正
月
に
餅
つ
か
ぬ
家
や
村
な
ど

が
あ
り
、
歳
晩
の
一
夜
を
眠
ら
ぬ
風
も
行
は
れ
た
。
皆
、
刈
り
上
げ
祭
り
の

夜
の
供
物
や
物
忌
み
の
行
は
れ
た
痕
跡
で
あ
る
。
大
歳
の
夜
の
事
に
な
つ
て
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ゐ
る
の
は
、
実
際
謂
は
れ
の
あ
る
事
で
、
刈
り
上
げ
祭
り
が
、
春
待
つ
夜
に

行
は
れ
た
事
を
も
見
せ
て
居
る
の
だ
。
だ
が
、
祭
り
の
時
間
が
長
び
き
、
又

一
続
き
の
儀
式
の
部
分
に
、
大
切
な
意
義
を
考
へ
る
様
に
な
る
と
、
段
々
日

を
別
け
て
す
る
様
に
な
る
の
は
、
当
り
ま
へ
で
あ
つ
た
。

新
嘗
祭
り
の
十
一
月
に
は
、
古
く
て
秘
密
の
多
か
つ
た
ら
し
い
鎮
魂
の
神
遊

び
が
続
い
て
あ
る
。
十
二
月
に
な
つ
て
、
清
暑
堂
の
御
神
楽
が
あ
り
、
お
し

つ
ま
つ
て
大
祓
へ
・
節ヨ
折ヲ
り
が
行
は
れ
る
。
其
夜
ひ
き
続
い
て
、
直
日
神
の

祭
り
か
ら
、
四
方
拝
と
あ
る
外
に
も
、
今
日
で
は
定
め
て
行
は
れ
て
ゐ
な
い

儀
式
が
他
に
も
あ
つ
た
ら
し
い
。
後
に
は
、
元
旦
で
は
な
く
な
つ
た
が
、
歳

旦
の
朝
ま
つ
り
ご
と
と
し
て
、
ま
づ
行
は
せ
ら
れ
る
は
ず
の
儀
式
が
、
拝
賀

で
あ
つ
た
。
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拝
賀
は
臣
下
の
す
る
事
で
、
天
子
は
其
に
先
だ
つ
て
、
元
旦
の
詔
旨
を
宣ノ
り

降
さ
れ
る
の
で
あ
つ
た
。
此
時
の
天
子
の
御
資
格
が
、
神
自
身
で
あ
る
事
を

忘
れ
て
、
祭
主
と
考
へ
ら
れ
出
し
た
の
は
、
奈
良
・
藤
原
よ
り
も
、
も
つ
と

古
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
併
し
、
天
子
は
、
此
時
遠
く
よ
り
来
た
ま
れ
び
と
神

で
あ
り
、
高
天
原
の
神
で
も
あ
つ
た
の
だ
。
さ
う
し
て
、
現
実
の
神
の
詔ミ
旨コ

伝ト
達モ
者チ
の
資
格
を
脱
却
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
元
旦
の
詔
旨
を
唱
へ
ら
れ
る
と
共

に
、
神
自
身
に
な
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
其
唱
誦
の
為
に
上
ら
れ
る
高
座
が
、

天
上
の
至
上
神
と
し
て
の
資
格
の
来
り
附
い
た
事
を
示
す
の
で
、
此
が
高
御

座
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
段
々
、
大
嘗
祭
り
に
限
つ
た
玉
座
の
様
に
考
へ
ら

れ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。

大
嘗
祭
り
は
、
御
世
始
め
の
新
嘗
祭
り
で
あ
る
。
同
時
に
、
大
嘗
祭
り
の
詔
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旨
・
即
位
式
の
詔
旨
が
一
つ
も
の
で
あ
つ
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
即
位
か
ら

次
の
初
春
迄
は
、
天
子
物
忌
み
の
期
間
で
あ
つ
て
、
所
謂
ま
ど
こ
・
お
ふ
す

ま
を
被
つ
て
、
籠
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
春
の
前
夜
に
な
つ
て
、
新
し
い
日
の

御
子
誕
生
し
て
、
禊
ぎ
を
し
て
後
、
宮
廷
に
入
る
。
さ
う
し
て
、
ま
れ
び
と

と
し
て
の
あ
る
じ
を
、
神
な
る
自
分
が
、
神
主
な
る
自
身
か
ら
享
け
ら
れ
る
。

此
が
、
大
祓
へ
で
も
あ
り
、
鎮
魂
で
も
あ
り
、
大
嘗
・
新
嘗
で
も
あ
る
。
さ

う
し
て
、
高
天
原
の
神
の
み
こ
と
も
ち
た
る
時
と
、
神
自
身
と
な
ら
れ
る
時

と
の
二
様
が
あ
る
の
で
、
伝
承
の
呪
詞
と
御
座
と
が
、
其
を
分
け
る
の
で
あ

る
。

即
位
元
年
は
、
実
は
、
次
の
春
で
あ
る
べ
き
で
あ
つ
た
。
大
殿
祭
・
祓
へ
の

節ヨ
折ヲ
り
に
接
し
て
大
嘗
祭
り
、
此
に
続
い
て
鎮
魂
式
、
尚
も
ひ
き
続
い
て
直
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日
呪
詞
、
夜
が
明
け
る
と
共
に
、
高
御
座
の
の
り
と
が
行
は
れ
る
。
此
皆
、

天
子
自
身
の
行
事
で
あ
つ
た
の
を
、
次
第
に
忘
れ
、
省
き
、
天
子
の
み
こ
と

も
ち
に
委
ね
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
。
四
方
拝
、
実
は
、
高
御
座
の
詔
旨
唱
誦

で
あ
つ
た
の
だ
。
か
う
し
て
、
神
自
身
で
あ
り
、
神
の
代
理
者
で
あ
る
こ
と

が
定
ま
る
。

此
が
御
代
の
始
め
で
あ
つ
た
。
此
呪
詞
は
、
毎
年
、
初
春
毎
に
く
り
返
さ
れ

た
事
は
、
令
の
規
定
を
見
て
も
知
れ
る
の
で
あ
る
。
此
詔
旨
を
宣
り
降
さ
れ

る
事
は
、
年
を
始
め
に
返
し
、
人
の
齢
も
、
殿
の
建
て
物
も
す
べ
て
を
、
去

年
の
ま
ゝ
に
戻
し
、
一
転
し
て
最
初
の
物
に
し
て
了
ふ
。
此
ま
で
の
ゆ
き
が
ゝ

り
は
、
す
べ
て
無
か
つ
た
昔
に
な
る
。
即
位
式
が
、
先
帝
崩
御
と
共
に
行
は

れ
る
様
に
な
り
、
大
・
新
嘗
祭
り
は
、
仲
冬
の
刈
り
上
げ
直
後
の
行
事
と
変
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り
、
日
の
御
子
甦
生
の
産
湯
な
る
禊
ぎ
は
道
教
化
し
て
、
意
義
を
転
じ
、
元

旦
の
拝
賀
は
詔
旨
よ
り
も
、
賀
を
受
け
る
方
を
主
と
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ
て

行
つ
た
。
で
も
、
暦
は
幾
度
改
つ
て
も
、
大
晦
日
ま
で
を
冬
と
考
へ
、
元
旦

を
初
春
と
す
る
言
ひ
方
・
思
ひ
方
は
続
い
て
ゐ
て
「
年
の
う
ち
に
、
春
は
来

に
け
り
」
な
ど
言
ふ
、
た
わ
い
も
な
い
様
な
興
味
が
古
今
集
の
巻
頭
に
据
ゑ

ら
れ
る
文
学
動
機
と
な
つ
た
の
も
、
此
に
よ
る
の
だ
。
又
、
世
直
し
の
為
、

正
月
が
盆
か
ら
再
は
じ
ま
り
、
徳
政
が
宣
せ
ら
れ
た
り
も
し
た
。
後
世
の
因

明
論
理
や
儒
者
の
常
識
を
超
越
し
た
社
会
現
象
は
、
皆
、
此
即
位
又
は
元
旦

の
詔
旨
（
の
り
と
の
本
体
）
の
宣ノ
り
直ナホ
す
、
と
言
ふ
威
力
の
信
仰
に
基
い
て

ゐ
る
の
だ
。

秋
と
言
へ
ば
、
七
・
八
・
九
の
三
月
中
と
す
る
考
へ
が
、
暦
法
採
用
以
後
、
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段
々
、
養
は
れ
て
来
た
が
、
十
一
月
の
新
嘗
の
初
穂
を
、
頒
け
て
上
げ
よ
う

と
言
ふ
風
神
と
の
約
束
に
「
今
年
の
秋アキ
祭マツ
り
に
奉
ら
む
…
…
」
と
言
つ
た
用

例
を
残
し
て
ゐ
る
。
此
祝
詞
は
、
奈
良
朝
製
作
の
部
分
が
、
ま
だ
多
く
壊
れ

な
い
で
ゐ
る
も
の
と
思
へ
る
。
す
る
と
、
秋
祭
り
は
刈
り
上
げ
の
祭
り
と
言

ふ
こ
と
に
な
る
。
六
月
（
月
次
祭
）
で
も
、
九
月
（
神
嘗
祭
り
）
で
も
当
ら

な
い
か
ら
、
此
あ
き
は
、
暦
利
用
以
前
の
秋
に
違
ひ
な
く
、
田
為
事
の
終
る

時
期
を
斥
す
語
で
あ
ら
う
。
新
嘗
・
市
・
交
易
・
饗
宴
、
か
う
し
た
事
実
が
、

此
語
を
中
心
に
し
て
聯
絡
を
持
つ
て
ゐ
る
の
は
、
あ
き
が
刈
り
上
げ
の
祭
り

の
期
間
を
表
す
こ
と
も
あ
つ
た
ら
し
く
思
は
せ
る
。
私
は
、
仮
説
と
し
て
、

条
件
つ
き
の
立
願
を
ね
ぐ
、
願
果
し
を
あ
く
と
言
う
た
の
で
は
な
い
か
と
考

へ
て
ゐ
る
。
「
秋
祭
り
に
奉
ら
む
…
…
」
と
あ
る
の
は
「
刈
り
上
げ
の
折
の
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ま
つ
り
」
と
言
ふ
だ
け
の
事
で
、
今
の
秋
祭
り
に
対
し
て
は
、
稍
自
由
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
ゝ
の
ま
つ
り
と
言
ふ
語
も
、
唯
の
祭
典
の
義
で
は
な
い
ら

し
い
。

祭
り
の
用
語
例
は
、
二
つ
あ
げ
た
が
、
此
は
亦
違
つ
て
、
献
上
す
る
の
義
で

あ
る
。
た
て
ま
つ
る
・
お
き
ま
つ
る
（
奠
）
な
ど
の
ま
つ
る
で
、
神
・
霊
に

食
物
・
着
物
其
他
を
さ
し
あ
げ
る
事
を
表
し
て
ゐ
る
。
先
師
三
矢
重
松
博
士

は
、
此
「
献マツ
る
」
を
「
祭
る
」
の
語
原
と
す
る
説
を
強
め
ら
れ
た
。
ま
づ
今

ま
で
ゞ
の
ま
つ
り
の
語
原
論
で
は
、
最
上
位
の
も
の
で
あ
る
。
師
説
を
牾モド
く

様
で
、
気
術
な
い
が
、
私
は
も
少
し
先
が
あ
る
、
と
考
へ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
三
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新
嘗
の
意
味
の
秋
祭
り
の
外
に
、
秋
に
多
い
信
仰
行
事
は
、
相
撲
で
あ
り
、

水
神
祭
り
で
あ
り
、
魂
祭
り
で
あ
る
。
秋
の
初
め
か
ら
、
九
月
の
末
に
祭
り

を
行
ふ
様
な
処
ま
で
も
、
社
々
で
、
童
相
撲
・
若
衆
相
撲
な
ど
を
催
す
。
そ

れ
は
、
宮
廷
の
相
撲
節
会
セ
チ
ヱ
が
七
月
だ
か
ら
、
其
を
民
間
で
模
倣
し
た
と
言
ふ

こ
と
も
出
来
ぬ
。
此
を
農
村
ど
う
し
の
年
占
或
は
、
作
物
競
争
と
見
る
人
も

あ
ら
う
。
だ
が
其
よ
り
も
、
不
思
議
に
、
水
神
に
関
係
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。

野
見
宿
禰
を
必
、
先
、
説
く
相
撲
は
、
「
腰
折
れ
田
」
の
伝
説
か
ら
見
て
も
、

田
の
水
に
絡
ん
で
ゐ
る
。
も
つ
と
古
く
溯
る
と
、
隼
人
の 

俳  

優 

ワ
ザ
ヲ
ギ

・
相
撲
な

ど
の
起
原
を
説
く
海
幸
彦
・
山
幸
彦
の
争
ひ
な
ど
も
さ
う
で
、
水
神
と
地
霊

と
の
力
比
べ
を
説
く
呪
詞
の
、
叙
事
詩
化
し
た
物
か
ら
出
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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水
神
に
相
撲
の
絡
ん
で
ゐ
る
の
は
、
諏
訪
と
鹿
島
両
明
神
の
力
比
べ
も
さ
う

で
あ
つ
て
、
海
を
越
え
て
来
た
　
　
天
鳥
船
神
が
伴
う
て
ゐ
る
　
　
神
を
鹿

島
と
し
、
地
霊
を
諏
訪
と
し
て
、
神
話
化
し
た
の
で
あ
る
。

河
童
が
相
撲
を
好
ん
で
、
人
を
見
れ
ば
挑
み
か
け
る
と
し
て
ゐ
る
伝
承
も
、

基
く
所
は
古
い
の
で
あ
つ
て
、
九
州
方
の
角
力
行
事
な
ど
も
、
妖
怪
化
し
た

水
の
侏
儒
河
童
を
対
象
に
し
た
川
祭
り
が
、
大
き
な
助
勢
を
し
た
様
で
あ
る
。

そ
し
て
、
春
祭
り
に
行
う
た
筈
の
が
、
五
月
の
田
遊
び
に
も
、
七
月
の
水
神

祭
り
に
も
、
処
々
の
勝
手
で
、
行
ひ
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
然
る
に
、

大
凡
、
海
か
ら
来
る
神
の
、
川
を
溯
つ
て
、
村
々
に
臨
む
時
期
が
、
段
々
、

き
ま
つ
て
来
た
。
「
夏
と
秋
と
ゆ
き
あ
ひ
の
早
稲
の
ほ
の
／
″
＼
と
」
目
に

つ
く
頃
で
あ
る
。
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か
う
し
て
、
年
一
度
来
る
筈
の
、
海
の
彼
方
の
ま
れ
び
と
神
が
、
度
々
来
ね

ば
な
ら
な
く
な
り
、
中
元
を
境
に
し
て
、
年
を
二
つ
に
分
け
て
考
へ
、
七
月

以
後
は
春
夏
の
く
り
返
し
と
言
ふ
風
の
信
仰
が
出
て
来
た
。
此
は
、
夏
の
禊

ぎ
が
盛
ん
に
な
つ
た
為
で
ゞ
も
あ
つ
た
。
禊
ぎ
に
は
、
ま
れ
び
と
神
の
来
臨

が
伴
ふ
も
の
と
し
て
ゐ
た
信
仰
か
ら
は
、
夏
か
ら
秋
へ
の
転
化
を
、
新
し
い

年
の
は
じ
ま
り
と
考
へ
な
い
で
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
の
だ
。

こ
の
時
期
は
、
仏
家
で
も
、
盂
蘭
盆
会
を
修
す
る
時
で
あ
る
。
歳
の
果
か
ら

初
春
に
か
け
て
、
海
の
彼
方
の
ま
れ
び
と
が
出
て
来
、
眷
属
と
な
つ
て
ゐ
る

数
多
の
精
霊
も
、
其
に
随
う
て
、
村
へ
集
る
。
村
人
の
成
年
戒
を
受
け
て
後

死
ん
だ
者
の
魂
は
、
皆
、
海
の
彼
方
の
国
　
　
常
世
の
国
　
　
に
行
つ
て
ゐ

て
、
そ
れ
ら
が
来
る
の
で
あ
る
。
で
、
年
を
元
に
戻
し
、
春
を
齎
す
呪
詞
の
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神
の
来
る
行
事
が
、
夏
の
終
り
に
も
再
、
行
は
れ
る
様
に
な
る
と
、
常
世
の

精
霊
た
ち
も
、
秋
の
は
じ
め
に
今
一
度
、
人
間
の
村
を
訪
れ
る
事
に
な
る
。

其
が
、
盂
蘭
盆
と
一
つ
に
考
へ
ら
れ
る
と
、
秋
の
魂
祭
り
と
な
る
。
此
中
元

に
来
る
ま
れ
び
と
の
考
へ
は
、
海
邑
か
ら
移
つ
た
山
野
の
村
の
勢
力
の
殖
え

た
時
代
に
、
既
に
出
て
ゐ
た
。
従
つ
て
、
海
に
続
い
た
川
を
遥
か
に
溯
つ
て

来
る
も
の
、
と
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
。

海
岸
に
神
を
迎
へ
た
時
代
に
も
、
地
方
に
よ
つ
て
は
、
此
ま
れ
び
と
の
為
、

一
人
、
村
か
ら
離
れ
住
ん
で
、
海
波
の
上
に
造
り
架
け
た
様
な
、
さ
ず
き
と

も
た
な
と
も
謂
は
れ
た
仮
屋
の
中
で
、
機
を
織
つ
て
ゐ
る
巫
女
が
あ
つ
た
。

板タ
挙ナ
に
設
け
た
機
屋
の
中
に
居
る
処
女
と
言
ふ
の
で
、
此
を 

棚  

機 

タ
ナ
バ
タ

つ
女メ
と

言
う
た
。
又
弟
た
な
ば
た
と
も
言
ふ
の
は
、
神
主
の
妹
分
で
あ
り
、
時
と
し
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て
は
、
最
高
位
の
巫
女
の
候
補
者
で
あ
る
為
で
ゞ
も
あ
つ
た
。
此
棚
機
つ
女

の
生
活
は
、
早
く
、
忘
れ
ら
れ
る
時
代
が
来
た
。
で
も
、
伝
説
化
し
て
、
今

ま
で
も
残
つ
て
ゐ
る
。
し
た
て
る
媛
の
歌
と
言
ふ
大
歌 

夷  

曲 

ヒ
ナ
ブ
リ

の
「
天アメ
な
る

や
弟
た
な
ば
た
の
領ウナ
が
せ
る
珠
の
み
す
ま
る
…
…
」
（
神
代
紀
）
な
ど
言
ふ

句
の
伝
つ
た
の
も
、
水
神
の
巫
女
の
盛
装
し
た
姿
の
記
憶
が
出
て
ゐ
る
の
だ
。

こ
れ
が
初
秋
で
あ
り
、
川
水
に
関
係
が
あ
る
上
に
、
機
織
る
女
性
に
ま
づ
迎

へ
ら
れ
る
男
性
と
言
ふ
、
輪
廓
の
大
体
合
う
た
処
か
ら
、
七
夕
の
織
女
・
牽

牛
二
星
を
奠マツ
る
行
事
と
い
ふ
風
に
、
殆
ど
完
全
に
、
習
合
せ
ら
れ
て
了
う
た
。

七
夕
の
供
へ
物
・
立
て
物
な
ど
を
川
へ
流
す
外
、
川
に
棚
や
縄
を
懸
け
て
、

盆
棚
同
様
の
供
物
を
す
る
処
も
あ
る
。
又
、
害
虫
や
睡
魔
を
払
ひ
棄
て
る
風

俗
さ
へ
添
う
て
ゐ
る
。
此
か
ら
見
る
と
、
水
神
祭
り
の
形
が
、
不
自
然
な
点
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の
残
ら
ぬ
ほ
ど
、
星
祭
り
に
変
つ
て
行
つ
て
も
、
や
つ
ぱ
り
ど
こ
か
に
、
古

代
の
影
は
残
つ
て
ゐ
た
の
だ
。
此
水
神
祭
り
は
、
元
々
、
夏
祓
へ
と
同
じ
も

の
で
あ
つ
て
、
村
や
家
に
迎
へ
る
方
は
、
盂
蘭
盆
会
に
任
せ
て
了
う
て
、
水

神
迎
へ
と
禊
ぎ
と
の
痕
跡
だ
け
を
、
七
夕
の
乞
巧
奠
に
止
め
た
。
さ
う
し
て
、

新
し
く
水
神
祭
り
を
始
め
て
、
灌
漑
の
用
水
か
ら
、
水
死
の
防
止
な
ど
ま
で

を
も
、
委
托
す
る
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

盂
蘭
盆
会
も
、
仏
法
種
よ
り
も
、
寧
、
古
代
信
仰
が
多
く
残
つ
て
ゐ
る
様
だ
。

飛
鳥
朝
の
末
な
ど
の
盂
蘭
盆
の
記
録
な
ど
の
、
異
国
臭
い
の
と
比
べ
る
と
、

後
代
の
は
、
よ
つ
ぽ
ど
和
臭
を
露
骨
に
し
て
ゐ
る
。
盆
棚
な
ど
も
、
仏
家
の

式
と
言
ふ
よ
り
、
陰
陽
道
を
経
て
移
つ
て
行
つ
た
形
な
る
事
を
見
せ
て
ゐ
る
。

還
つ
て
来
る
精
霊
に
も
、
尊
者
と
従
者
或
は
無
縁
の
霊
な
ど
を
分
け
て
ゐ
る
。
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地
方
に
よ
つ
て
は
、
歳
の
夜
か
ら
正
月
へ
か
け
て
、
戻
つ
て
来
る
聖
霊
の
一

群
の
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
て
、
其
と
歳
棚
へ
来
る
歳
徳
神
と
の
間
に
区
別

を
立
て
ゝ
も
居
な
い
。
「
つ
れ
／
″
＼
草
」
に
は
、
東
国
の
魂
祭
り
の
、
大

晦
日
の
夜
に
行
は
れ
た
印
象
を
書
い
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
盆
に
戻
る
聖
霊
は
、

水
神
祭
り
の
対
象
で
も
あ
り
、
夏
祓
へ
に
臨
む
ま
れ
び
と
の
一
群
で
ゞ
も
あ

つ
た
の
だ
。

夏
に
も
鎮
魂
の
式
は
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
飛
鳥
朝
宮
廷
に
も
既
に
行

う
た
記
録
の
あ
る
元
旦
拝
賀
の
儀
の
中
の
、
諸
氏
の
奏
寿
は
、
鎮
魂
祭
の
分

裂
し
た
も
の
で
あ
り
、
室
町
あ
た
り
か
ら
書
き
物
に
見
え
る
七
夕
の
翌
日
か

ら
盆
の
前
日
に
ま
で
亘
つ
た
、 

生 

御 

魂 

イ
キ
ミ
タ
マ

の
「
お
め
で
た
言ゴト
」
と
一
つ
事
で

あ
つ
た
。
親
や
親
方
・
烏
帽
子
親
を
拝
み
に
行
く
式
で
あ
る
。
宮
廷
で
は
、
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主
上
自
身
、
上
皇
・
皇
太
后
を
拝
み
に
、 

朝  

覲  

行  

幸 

テ
ウ
キ
ン
ギ
ヤ
ウ
カ
ウ
を
行
は
せ
ら
れ
た
。

縁
女
・
奉
公
人
の
藪
入
り
も
、
上
元
・
中
元
を
め
ど
と
し
た
親
拝
み
の
古
風

で
あ
る
。
即
、
鎮
魂
の
一
様
式
で
も
あ
つ
た
。

か
う
し
て
見
る
と
、
秋
祭
り
に
は
、
穂
祭
り
・
神
嘗
祭
り
の
意
義
の
も
の
が

多
く
、
真
の
秋
祭
り
と
も
言
ふ
べ
き
新
嘗
祭
り
は
、
段
々
、
消
え
て
行
つ
た
。

さ
う
し
て
其
上
に
、
夏
祭
り
と
同
根
の
、
夏
祓
へ
の
分
化
し
た
様
式
が
、
七

夕
節
供
や
水
神
供
と
な
り
、
又
祭
り
の
余
興
と
し
か
考
へ
ら
れ
な
く
な
つ
た

相
撲
が
あ
り
、
す
つ
か
り
見﹅
え﹅
の
変
つ
て
了
う
た
の
が
、
盂
蘭
盆
で
あ
り
、

何
と
も
つ
か
ぬ
年
中
行
事
と
な
つ
た
の
が
、
盆
礼
の
「
お
め
で
た
ご
と
」
で

あ
つ
た
。

か
う
言
ふ
夏
祓
へ
と
、
穂
祭
り
と
を
合
体
さ
せ
た
も
の
が
、
住
吉
の
宝
の
市
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の
神
輿
渡
御
で
あ
つ
た
。
桝
を
売
る
か
ら
、
桝
市
と
も
言
ふ
。
此
方
か
ら
見

れ
ば
、
秋
祭
り
で
あ
る
が
、
神
輿
洗
ひ
や
童
相
撲
な
ど
か
ら
見
る
と
、
祓
へ

で
あ
り
、
水
神
祭
り
で
も
あ
る
。
而
も
、
其
数
日
後
の
九
月
尽
に
、
神
有
月

に
参
加
せ
ら
れ
る
の
を
見
送
る
の
だ
と
言
ふ
が
、
此
は
恐
ら
く
、
秋
か
ら
冬

へ
の
季
の
移
り
目
の
祓
へ
の
考
へ
の
上
に
、
田
の
神
上
げ
の
行
事
が
と
り
こ

ま
れ
て
ゐ
る
の
ら
し
い
。
秋
の
終
り
に
、
田
の
神
を
上
げ
る
と
言
ふ
考
へ
は
、

田
の
行
事
は
秋
き
り
と
し
た
考
へ
が
、
事
実
の
上
に
ま
だ
秋
果
て
ぬ
十
月
で

も
、
田
の
神
は
還
る
も
の
と
、
言
語
の
上
だ
け
で
信
じ
た
為
も
あ
る
。
穂
祭

り
の
秋
祭
り
も
、
さ
う
し
た
秋
冬
に
対
す
る
伝
承
上
の
限
界
が
事
実
を
規
定

し
て
、
新
嘗
の
お
と
り
こ
し
な
ど
言
ふ
考
へ
さ
へ
添
う
て
来
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
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冬
の
行
事
の
、
秋
に
と
り
こ
さ
れ
る
様
な
風
習
の
あ
つ
た
痕
は
段
々
見
え
る
。

中
に
は
、
冬
の
行
事
な
る
が
故
に
、
一
月
以
前
に
く
り
あ
げ
て
行
ふ
、
と
言

ふ
風
ま
で
も
出
来
た
ら
し
い
。
門
徒
宗
で
は
親
鸞
忌
の
報
恩
講
を
、
一
月
く

り
あ
げ
て
、
十
月
に
修
し
て
、
此
を
お
と
り
こ
し
と
言
う
て
ゐ
る
。
十
一
月

の
冬
至
を
冬
の
果
と
見
る
様
な
考
へ
も
、
こ
の
風
を
助
成
し
た
で
あ
ら
う
。

が
、
新
嘗
や
鎮
魂
祭
が
冬
の
極
み
、
と
言
ふ
考
へ
も
伝
つ
て
ゐ
た
為
、
十
二

月
に
あ
る
べ
き
事
を
十
一
月
に
と
り
越
し
て
ゐ
る
。
月
次
祭
り
の
変
形
ら
し

い
。
京
辺
の
大
社
の
冬
祭
り
は
、
大
抵
十
一
月
の
行
事
に
な
つ
て
ゐ
た
。
除

夜
か
ら
元
旦
へ
か
け
て
の
、
春
祭
り
で
あ
る
は
ず
の
条
件
を
備
へ
た
、
春
日

若
宮
の
お
ん
祭
り
は
、
十
一
月
の
末
に
、
田
遊
び
や
作
物
の
祝
言
を
執
り
行

ふ
。
お
火ホ
焼タ
き
の
神
事
は
、
正
月
十
四
日
の
左
義
長
や
、
除
夜
に
あ
つ
た
祇
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園
の
柱
焼
き
の
年
占
な
ど
を
兼
ね
た
意
味
の
も
の
で
あ
つ
て
、
初
春
を
意
味

す
る
日
の
前
日
に
す
る
は
ず
の
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
上
元
の
前
日
や
、
節
分

の
日
や
、
大
晦
日
の
夜
に
行
ふ
べ
き
の
が
、
十
一
月
中
の
神
事
と
き
ま
つ
て

ゐ
た
。

　
　
　
　
　
四

市
は
も
と
、
冬
に
立
つ
た
も
の
で
、
此
日
が
山
の
神
祭
り
で
あ
つ
た
。
山
の

神
女
が
市
神
で
あ
つ
た
。
此
が
、
何
時
か
ら
か
、
え
び
す
神
に
替
つ
て
来
、

さ
う
し
て
、
山
の
神
に
仕
へ
る
神
女
、
即
山
の
神
と
見
な
さ
れ
た
り
、
山
姥

と
言
ふ
妖
怪
風
の
者
と
考
へ
ら
れ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
年
の
暮
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れ
、
山
の
神
が
刈
り
上
げ
祭
り
に
臨
む
日
が
、
古
式
の
市
日
で
あ
つ
た
。
此

意
味
で
、
天
満
宮
節
分
の
鷽
替
ウ
ソ
カ
へ
神
事
な
ど
は
、
大
晦
日
の
市
と
同
じ
形
を

存
し
て
ゐ
る
の
だ
。
其
山
の
神
祭
り
も
、
市
神
祭
り
の
夷
講
も
、
十
月
に
と

り
越
さ
れ
て
居
る
。
而
も
、
冬
祓
へ
の
変
形
ら
し
い
誓
文
払
ひ
は
、
夷
講
に

附
随
し
て
ゐ
る
。
正
月
の
十
日
夷
も
十
四
日
或
は
除
夜
の
転
化
し
た
祭
日
で
、

富
み
を
与
へ
る
外
に
、
祓
へ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
の
で
、
此
も
、
春
待

つ
夜
の
行
事
で
あ
つ
た
。
其
が
、
市
神
・
山
の
神
の
祭
り
と
共
に
、
繰
り
上

げ
ら
れ
て
、
十
月
の
内
に
行
は
れ
る
様
に
な
つ
た
。
山
の
神
の
祠
の
火
焼
ホ
タ
ケ
は
、

や
は
り
、
十
一
月
の
お
火
焼
き
神
事
と
一
つ
も
の
で
あ
つ
た
。

海
か
ら
来
る
常
世
の
ま
れ
び
と
が
、
や
は
り
海
の
夷
神
に
還
元
す
る
ま
で
は
、

山
の
神
が
代
つ
て
祓
へ
を
と
り
行
う
た
。
こ
れ
は
宮
廷
の  

大  

殿  

祭  

オ
ホ
ト
ノ
ホ
ガ
ヒ

や
大
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祓
へ
に
、
山
人
と
認
定
出
来
る
者
の
参
加
す
る
事
か
ら
知
れ
る
。
山
人
は
、

山
の
神
人
で
あ
り
、
山
の
巫
女
が
山
姥
と
な
つ
て
、
市
日
に
は
、
市
に
出
て

舞
う
た
。
此
が
山
姥
舞
で
あ
る
。

大
和
磯
城
郡
穴
師
山
は
、
水
に
縁
な
く
見
え
る
が
、
長
谷
川
の
一
源
頭
で
、

水
に
関
係
が
深
か
つ
た
。
穴
師 

兵  

主 

ヒ
ヤ
ウ
ズ

神
は
、
あ
ち
こ
ち
に
分
布
し
た
が
、

皆
水
に
交
渉
が
深
い
。
山
人
の
携
へ
て
来
る
も
の
が
、
山
づ
と
と
呼
ば
れ
て
、

市
日
に
里
人
と
交
易
せ
ら
れ
た
。  

山    

蘰  

ヤ
マ
カ
ヅ
ラ

と
し
て
、
祓
へ
の
し
る
し
に
な

る
寄
生
木

ホ

ヨ

・
栢カヘ
・
ひ
か
げ
・
裏
白
の
葉
な
ど
が
あ
り
、
採
り
物
と
し
て
、
け

づ
り
花
（
鶯
や
粟
穂
・
稗
穂
・
け
づ
り
か
け
と
な
る
）
・
杖
な
ど
が
あ
つ
た
。

柳
田
先
生
の
考
へ
に
よ
れ
ば
、
採
り
物
の
ひ
さ
ご
も
、
山
人
の
は
、
杓
子
で

あ
つ
た
。
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山
人
と
い
ふ
語
は
、
仙
と
言
ふ
漢
字
を
訓
じ
た
頃
か
ら
、
混
乱
が
激
し
く
な

る
。
大
体
、
其
以
前
か
ら
、
山
人
は
山
の
神
其
も
の
か
、
里
の
若
者
が
仮
装

し
た
の
か
、
わ
か
ら
な
か
つ
た
。
平
安
の
宮
廷
・
大
社
に
来
る
山
人
は
、
下

級
神
人
の
姿
を
や
つ
し
た
も
の
と
言
ふ
事
が
知
れ
て
ゐ
た
。

　
　
あ
し
び
き
の
　
山
に
行
き
け
む
や
ま
び
と
の
心
も
知
ら
ず
。
や
ま
び
と

　
　
や
、
誰
（
舎
人
親
王
　
　
万
葉
巻
二
十
）

こ
の
歌
で
は
、
元
正
天
皇
が
や
ま
び
と
で
あ
り
、
同
時
に
山
郷
山
村フレ
（
添
上

郡
）
の
住
民
が
、
奈
良
宮
廷
の
祭
り
に
来
る
や
ま
び
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
二

つ
の
異
義
同
音
の
語
に
興
味
を
持
つ
た
の
だ
。
仙
は
や
ま
び
と
と
も
訓
ず
る

が
、
「
い
ろ
は
字
類
抄
」
に
は
い
き
ぼ
と
け
と
も
訓
ん
で
ゐ
る
。
い
き
ぼ
と

け
の
方
が
上
皇
で
、
山
の
神
人
の
方
が
、
山
村
の
山
の
神
で
あ
り
、
山
人
で
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も
あ
る
村
人
で
あ
つ
た
。

　
　
あ
し
び
き
の
山ヤ
村マ
行
き
し
か
ば
、
山
人
の
我
に
得
し
め
し
山
づ
と
ぞ
。

　
　
こ
れ
（
太
上
天
皇
　
　
万
葉
巻
二
十
）

此
が
、
本
の
歌
に
な
つ
た
天
皇
の
作
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
、
語
の
幻
の
重
り

あ
う
た
の
を
喜
ん
で
居
ら
れ
る
の
が
見
え
る
。
山
人
を
仙
人
に
と
り
な
し
て

「
命
を
延
べ
て
く
れ
る
や
ま
び
と
の
住
む
山
村
へ
行
つ
た
時
に
、
や
ま
び
と

が
出
て
来
て
、
お
れ
に
授
け
た
、
山
の
贈
り
物
だ
。
こ
れ
が
」
と
言
ひ
出
さ

れ
た
興
味
は
、
今
で
も
訣
る
。

高
市
・
磯
城
の
野
に
都
の
あ
つ
た
間
は
、
穴
師
山
の
神
人
が
来
、
奈
良
へ
遷

つ
て
か
ら
は
、
山
村
か
ら
来
る
事
に
な
つ
た
ら
し
い
。
こ
の
山
人
が
、
次
第

に
空
想
化
し
て
、
山
の
神
・
山
の
精
霊
・
山
の
怪
物
と
感
じ
ら
れ
る
様
に
も
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な
つ
た
の
だ
。
穴
師
の
神
人
は
山
人
で
あ
り
な
が
ら
、
諸
国
に
布
教
し
て
歩

い
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
里
と
交
通
の
絶
え
た
者
ど
も
で
も
な
か
つ
た
の
で

あ
る
。
唯
、
市
日
と
、
宮
廷
・
豪
家
の
祓
へ
に
臨
む
時
だ
け
は
、
山
蘰
を
捲

き
、
恐
ら
く
、
か
ら
だ
中
も
、
山
の
草
木
で
掩
う
て
ゐ
た
事
が
あ
る
の
だ
ら

う
。

山
城
京
に
な
る
と
、
山
人
は
、
日
吉
か
ら
来
た
の
ら
し
い
。
三
輪
を
圧
へ
る

穴
師
が
、
三
輪
山
の
上
に
あ
つ
た
様
に
、
加
茂
を
制
す
る
為
の
山
の
神
は
、

高
く
聳
え
る
日
吉
の
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
、
は
じ
め
は
、

山
人
も
比
叡
の
神
人
の
役
で
あ
つ
た
ら
う
。
而
も
、
此
が
媚
び
仕
へ
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
神
慮
を
柔
げ
る
も
の
と
し
た
の
だ
。
加
茂
に
も
、
平
野
に
も
、

山
人
が
祭
り
に
出
た
の
は
、
媚
び
仕
へ
の
形
で
あ
る
。
松
尾
が
日
吉
と
同
じ
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神
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
平
野
が
大
倭
神
で
あ
り
、
加
茂
が
三
輪
系
統
の

あ
ぢ
す
き
た
か
ひ
こ
ね
の
命
と
し
て
の
伝
へ
も
あ
つ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
日

吉
の
神
人
は
、
松
尾
の
社
に
近
く
住
ん
で
居
た
ら
し
く
、
桂
の
里
と
の
関
係

も
、
考
へ
ら
れ
ぬ
で
は
な
い
。

加
茂
祭
り
の  

両    
蘰  

モ
ロ
カ
ヅ
ラ

は
、
葵
と
桂
と
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
、
平
安
京
の
山

人
は
、
簡
単
な
姿
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
其
祓
へ
が
す
ん
で
、

神
の
か
げ
を
受
け
る
も
の
ゝ
し
る
し
と
し
て
、
山
づ
と
の
両
蘰
を
く
ば
つ
て

歩
い
た
の
で
あ
ら
う
。
神
に
な
つ
た
扮
装
の
、
極
度
に
形
式
化
し
た
も
の
が
、

蘰
で
頭
を
捲
い
た
の
だ
。
其
が
更
に
、
物
忌
み
の
徽
章
化
し
た
の
が
両
蘰
の

類
で
、
標シ
め
縄
・
標
め
串
と
違
は
ぬ
物
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

冬
の
祭
り
は
、
ま
づ
鎮
魂
で
あ
り
、
又
、
禊
ぎ
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
春
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祭
り
の
と
り
こ
し
も
あ
る
が
、
冬
の
月
次
祭
出
の
も
の
も
あ
り
、
新
室
ほ
か

ひ
に
属
す
る
も
の
も
あ
る
。
第
一
に
き
め
て
か
ゝ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
「
ふ

ゆ
」
と
い
ふ
語
の
古
い
意
義
で
あ
る
。
「
秋
」
が
古
く
は
、
刈
り
上
げ
前
後

の
、
短
い
楽
し
い
時
間
を
言
う
た
ら
し
か
つ
た
と
同
様
に
、
ふ
ゆ
も
極
め
て

僅
か
な
時
間
を
言
う
て
ゐ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
先
輩
も
ふ
ゆ
は
「
殖
ゆ
」

だ
と
言
ひ
、
鎮
魂
即
み
た
ま
ふ
り
の
ふ
る
と
同
じ
語
だ
と
し
て
、
御
魂
が
殖

え
る
の
だ
と
し
、
威
霊
の
信
頼
す
べ
き
力
を
み
た
ま
の
ふ
ゆ
と
言
ふ
の
だ
と

し
て
ゐ
る
。
即
、
威
霊
の
増
殖
と
解
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
触
る
か
、
殖
ゆ

か
、
栄ハ
ゆ
か
。
古
い
文
献
に
も
、
既
に
、
知
れ
な
か
つ
た
に
違
ひ
な
い
。

　
　
誉
田
の
日
の
皇
子
　  

大    

雀  

オ
ホ
サ
ヽ
ギ

　
お
ほ
さ
ゝ
ぎ
、
佩
か
せ
る
太
刀
。
本

　
　
つ
る
ぎ
　
末スヱ
ふ
ゆ
。
冬
木
の
す
　
枯カラ
が
下
樹
シ
タ
キ
の
　
さ
や
〳
〵
（
応
神
記
）
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た
ゞ
、
此
国ク
栖ズ
歌
で
見
る
と
、
所
謂
国
栖
奏
の
意
義
が
知
れ
る
。
此
は
、
国

栖
人
の
す
る
奏
寿
で
、
鎮
魂
の
一
方
式
な
の
だ
。
此
太
刀
は
常
用
の
物
で
な

く
、
鎮
魂
の
為
の
神
宝
な
の
で
、
石
上
の
鎮
魂
の
秘
器
な
る
布
留
の
御
霊
の

様
に
、
幾
叉
に
も
尖
が
岐
れ
て
居
た
。
劔
と
言
う
た
の
は
、
両
刃
モ
ロ
ハ
を
示
す
の

で
、
太
刀
の
総
名
で
あ
り
、
根
本
は
両
刃
の
劔
の
形
で
あ
る
。
尖
の
方
で
は
、

分
岐
し
て
幾
つ
に
も
な
つ
て
ゐ
る
。
か
う
言
つ
て
来
て
、
祓
へ
に
使
ふ
採
り

物
の
木
の
方
に
移
る
の
だ
。

　
　
枯
野
カ
ラ
ヌ
を
塩
に
焼
き
、
其シ
が
あ
ま
り
琴
に
作
り
、
か
き
ひ
く
や
　
由
良
の

　
　
門ト
の
門
中
ト
ナ
カ
の
岩
礁
イ
ク
リ
に
　
ふ
れ
た
つ
　
な
づ
の
木
の
。
さ
や
〳
〵
（
仁
徳

　
　
記
）

と
言
ふ
の
も
、
実
は
国
栖
歌
の
同
類
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、
謡
ひ
納ヲサ
め
の
末
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歌
で
は
な
か
ら
う
か
。

ふ
ゆ
き
と
言
ふ
の
は
、
冬
木
で
は
な
く
、
寄ホ
生ヨ
と
言
は
れ
る
や
ど
り
木
の
事

で
あ
ら
う
。
「
寄フ
生ユ
木キ
の
よ
。
其
」
と
言
ひ
つ
ゞ
け
て
、
本
末
か
ら
幹カラ
の
聯

想
を
し
て
「
其
や
ど
つ
た
木
の
岐
れ
の
太カ
枝ラ
の
陰
の
（
寄
生
）
木
の
よ
。
う

ち
ふ
る
ふ
音
の
さ
や
〳
〵
と
す
る
、
こ
の
通
り
、
御
身
・
御
命
の
、
さ
つ
ぱ

り
と
す
こ
や
か
に
ま
し
ま
さ
う
」
と
言
ひ
つ
ゞ
け
て
、
か
ら
が
し
た
き
か
ら

か
ら
ぬ
を
起
し
て
、
し
ま
ひ
に
、
採
り
物
の
な
づ
の
木
の
音
の
さ
や
〳
〵
に

落
し
て
行
つ
た
の
だ
。
枯
野
を
舟
の
名
と
す
る
古
伝
承
は
疑
は
し
い
。

此
「
な
づ
の
木
よ
。
い
づ
れ
の
な
づ
ぞ
。
」
か
う
言
ふ
風
な
言
ひ
方
で
「
幹
カ
ラ

ぬ
よ
。
其
木
の
幹
を
海
渚
に
持
ち
出
で
焼
き
、
禊
ぎ
さ
せ
る
今
。
此
弾
く
琴

も
、
其
幹
の
づ
ぬ
け
た
部
分
で
作
り
、
か
う
掻
き
ひ
く
と
こ
ろ
の
、
音
の
ゆ
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ら
〳
〵
で
な
い
が
、
由
良
の
海セ
峡ト
の
迫ト
門ナ
中カ
の
よ
。
其
岩
礁
に
物
が
触
れ
る

で
は
な
い
が
、
御
身
に
触
れ
撫
で
よ
う
と
設
け
た
此
な
づ
の
木
の
、
御
衣
に

ふ
れ
る
音
よ
。
そ
の
さ
や
〳
〵
と
栄
え
ま
し
ま
さ
う
。
」
か
う
言
つ
た
風
に
、

天
子
の
呪
力
か
ら
、
自
分
の
採
り
物
と
し
て
頭
に
か
ざ
し
た
寄
生
木
に
寄
せ
、

又
撫
で
物
と
し
て
節
折
り
に
用
ゐ
た
な
づ
の
木
　
　
恐
ら
く
な
す
の
木
で
、

聖
木
つ
げ
の
類
の
い
す
の
木
（
ひ
よ
ん
と
も
い
ふ
）
　
　
に
寄
せ
て
行
く
間

に
、
建
て
物
の
祝
言
と
し
て
、
き
（
木
）
を
繰
り
返
し
、
鎮
魂
関
係
の
縁
語

ふ
ゆ
・
さ
や
〳
〵
・
潮シ
水ホ
・
琴
・
ゆ
ら
・
ふ
る
・
な
づ
な
ど
を
、
無
意
識
な

が
ら
と
り
こ
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

寄
生
木
は
、
外
国
で
も
さ
う
で
あ
る
如
く
、
我
国
で
も
、
神
聖
な
植
物
と
し

て
ゐ
た
。
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あ
し
び
き
の
山
の
木
末
コ
ヌ
レ
の
ほ
よ
と
り
て
、
か
ざ
し
つ
ら
く
は
、
千
年
祝ホ

　
　
ぐ
と
ぞ
（
万
葉
巻
十
八
）

家
持
の
歌
で
あ
る
。
此
木
を
鈿ウズ
に
挿
し
て
、
正
月
の
祝
福
を
し
た
の
で
あ
つ

た
。
此
は
、
山
人
の
す
る
や
ま
か
げ
・
や
ま
か
づ
ら
の
一
つ
だ
つ
た
の
で
あ

る
。
ほ
よ
と
も
ふ
ゆ
と
も
言
う
た
か
ら
の
懸
け
詞
で
、
な
づ
と
撫
づ
と
を
か

け
た
と
等
し
い
。
ふ
ゆ
に
、
殖
ゆ
は
勿
論
触
る
を
兼
ね
て
、
密フ
着ル
の
意
を
も

持
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
鎮
魂
式
に
は
、
外
来
の
威
霊
が
新
し
い
力
で
、
身
に
つ

き
直
す
と
考
へ
た
。
其
が
、
展
開
し
て
、
幾
つ
に
分フ
裂ヤ
し
て
も
本
の
威
力
は

減
少
せ
な
い
、
と
言
ふ
信
仰
が
出
来
た
。

鎮
魂
式
に
先
だ
つ
祓
へ
の
後
に
、
旧
霊
魂
の
穢
れ
を
う
つ
し
た
衣
を
、
祓
へ

の
人
々
に
与
へ
ら
れ
た
。
此
風
か
ら
出
て
、
此
衣
に
つ
い
た
も
の
を
穢
れ
と
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見
な
い
で
、
分
裂
し
た
魂
と
考
へ
る
様
に
な
つ
た
。
だ
か
ら
、
平
安
朝
に
は
、

歳
暮
に 
衣  

配 
キ
ヌ
ク
バ

り
の
風
が
行
は
れ
た
。
春
衣
を
与
へ
る
と
言
ふ
の
は
、
後
の

理
会
で
、
魂
を
頒
ち
与
へ
る
つ
も
り
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
即
み
た
ま
の
ふ
ゆ

の
信
仰
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
ふ
ゆ
は
殖
ゆ
な
ど
の
動
詞
で
は
な
く
、
語
根

体
言
で
あ
つ
て
、
「
分
裂
物
」
な
ど
の
意
で
あ
る
が
、
か
う
し
た
言
語
の
成

立
は
、
類
例
が
少
い
。
語
頭
に
来
る
語
根
体
言
は
あ
つ
て
も
、
語
尾
に
来
る

も
の
は
珍
ら
し
い
。

此
は
、
此
語
が
極
め
て
長
く
、
呪
詞
・
叙
事
詩
の
上
に
伝
承
せ
ら
れ
て
ゐ
た

事
を
示
し
て
ゐ
る
の
だ
。
霊
の
分
裂
を
持
つ
こ
と
は
、
後
代
の
考
へ
方
で
は
、

本
霊
の
持
ち
主
の
護
り
を
受
け
る
事
に
な
る
。
其
で
、
恩
賚
な
ど
言
ふ
字
を

み
た
ま
の
ふ
ゆ
と
読
む
や
う
に
な
り
、
加
護
か
ら
更
に
、
眷
顧
を
意
味
す
る
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事
に
も
な
つ
た
。
給
ふ
・
賜
は
る
・
み
た
ま
た
ま
ふ
な
ど
言
ふ
語
さ
へ
も
、

霊
の
分
裂
の
信
仰
か
ら
生
れ
た
。
み
た
ま
の
ふ
ゆ
と
言
ふ
語
は
、
鎮
魂
の
呪

詞
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
其
用
途
は
次
第
に
分
岐
し
て
行
つ
た
ら
し

い
。
数
主
並
叙
法
と
も
言
ふ
べ
き
発
想
法
を
し
て
ゐ
る
。

家
の
祝
言
が
、
同
時
に
、
家
あ
る
じ
の
生
命
・
健
康
の
祝
福
で
あ
り
、
同
時

に
ま
た
、
家
財
増
殖
を
願
ふ
事
に
も
当
る
。
時
と
し
て
は
、
新
婚
の
夫
婦
の

仲
の
遂
げ
る
様
、
子
の
生
み
殖
え
る
様
に
、
と
の
希
望
を
予
祝
す
る
目
的
に

も
叶
ふ
の
で
あ
つ
た
。
此
み
た
ま
の
ふ
ゆ
の
現
れ
る
鎮
魂
の
期
間
が
、
ふ
ゆ

ま
つ
り
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
ふ
ゆ
だ
け
が
分
離
し
て
、

刈
り
上
げ
の
後
か
ら
春
ま
で
の
間
を
言
ふ
様
に
な
り
、
刈
り
上
げ
と
鎮
魂
・

大
晦
日
と
の
関
係
が
、
次
第
に
薄
く
な
つ
て
行
つ
て
、
間
隔
が
出
来
た
為
、
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冬
の
観
念
の
基
礎
が
替
つ
て
行
つ
た
。
そ
し
て
暦
の
示
す
三
个
月
の
冬
季
を
、

あ
ま
り
長
過
ぎ
る
と
も
感
じ
な
く
な
つ
た
と
見
え
る
。

　
　
　
　
　
五

私
は
も
う
春
ま
つ
り
の
事
に
、
多
少
触
れ
て
来
た
。
こ
ゝ
ら
で
ま
つ
り
の
原

義
を
説
い
て
、
此
文
章
を
結
び
た
い
と
思
ふ
。
霊
魂
の
分
裂
信
仰
よ
り
も
、

早
く
性
格
移
入
を
信
じ
て
ゐ
た
古
代
人
は
、
呪
詞
を
威
力
化
す
る
呪
詞
神
の

霊
力
が
、
呪
詞
を
唱
誦
す
る
人
に
移
入
し
て
、
呪
詞
神
其
も
の
と
す
る
、
と

し
た
事
は
言
う
た
。
神
の
希
望
は
、
人
間
に
は
命
令
で
あ
り
、
規
定
で
あ
つ

た
。
此
神
意
を
宣ノ
る
呪
詞
を
具
体
化
す
る
の
は
、
唯
伝
達
し
、
執
行
す
る
だ
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け
で
あ
つ
た
。
神
の
呪
力
は
、
人
を
待
た
ず
と
も
、
効
果
を
表
す
が
、
併
し
、

其
伝
誦
を
誤
る
と
、
大
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
御ミ
言コ
伝ト
宣モ
者チ
は
、
選
ば
れ
な

く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
。
ま
つ
る
の
語
根
ま
つ
は
、
期
待
の
義
に
多
く
用
ゐ

ら
れ
る
が
、
も
つ
と
強
く
期
す
る
心
で
あ
る
。
焦
心
を
示
す
義
す
ら
あ
つ
た
。

神
慮
の
表
現
せ
ら
れ
る
事
が
「
守マ
つ
」
で
あ
つ
た
。
卜
象
を
ま
ち
と
言
ふ
の

も
、
其
為
で
あ
る
。
神
慮
・
神
命
の
現
れ
る
ま
で
の
心
を
ま
つ
と
言
ふ
ま
ち

酒
な
ど
は
、
そ
れ
で
あ
る
。
単
な
る
待
酒
・
兆
酒
で
は
な
か
つ
た
。

ま
つ
を
原
義
の
ま
ゝ
で
、
語
根
と
し
て
変
化
さ
せ
る
と
、
ま
つ
る
・
ま
た
す

と
言
ふ
二
つ
の
語
が
出
来
た
。
ま
つ
る
は
神
意
を
宣
る
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、

神
自
身
宣
す
る
の
で
な
く
、
伝
宣
す
る
意
義
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
「 

少 

御 

ス
ク
ナ
ミ

神 カミ
の
、
神
寿
カ
ム
ホ
き
ほ
き
く
る
ほ
し
、
豊
寿
ト
ヨ
ホ
き
ほ
き
旋
廻
モ
ト
ホ
し
、
麻マ
都ツ
理リ
許コ
斯シ
御ミ
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酒キ
ぞ
」
（
仲
哀
記
）
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
少
彦
名
神
が
、
呪
詞
神
の
酒
ほ

か
ひ
の
詞
を
、
神
寿
き
豊
寿
き
に
、
ほ
き
乱
舞
し
、
ほ
き
旋
転
あ
そ
ば
さ
れ

て
、
宣マツ
り
つ
ゞ
け
て
出
来
た
御
酒
ぞ
と
言
ふ
の
か
、
少
彦
名
の
は
じ
め
た
呪

詞
を
、
神
人
が
ほ
き
宣マツ
り
続
け
て
、
作
ら
れ
た
御
酒
ぞ
、
と
も
と
れ
る
。
ど

ち
ら
に
し
て
も
、
こ
ゝ
の
ま
つ
る
は
、
少
彦
名
自
身
が
、
自
分
の
呪
詞
を
自

ら
宣マツ
ら
れ
た
り
、
献
り
来
ら
れ
た
御
酒
だ
と
は
言
へ
な
い
。
併
し
、
ま
つ
る

に
呪
詞
を
唱
へ
る
と
言
ふ
義
の
あ
る
こ
と
は
知
れ
る
。
ま
た
す
は
、
伝
宣
せ

し
め
る
の
で
、
神
の
側
の
事
で
あ
る
。
神
意
を
伝
宣
し
、
具
象
せ
し
め
に
や

る
こ
と
で
あ
る
。
其
が
広
く
遣
・
使
な
ど
に
当
る
用
語
例
に
拡
が
つ
た
。

だ
か
ら
、
第
一
義
の
ま
つ
り
は
、
呪
詞
・
詔
旨
を
唱
誦
す
る
儀
式
で
あ
つ
た

こ
と
に
な
る
。
第
二
義
は
、
神
意
を
具
象
す
る
為
に
、
呪
詞
の
意
を
体
し
て
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奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
転
じ
て
は
、
神
意
の
現
実
化
し
た
事
を
覆
奏

す
る
義
に
も
な
つ
た
。
此
意
義
の
も
の
が
、
古
い
ま
つ
り
に
は
多
か
つ
た
。

前
の
方
殊
に
第
二
は
、
ま
つ
り
ご
と
と
言
ふ
側
に
な
つ
て
来
る
。
其
が
偏
つ

て
行
つ
て
、
神
の 

食  

国 

ヲ
ス
ク
ニ

の
ま
つ
り
ご
と
の
完
全
に
な
つ
た
事
を
言
ふ
覆
奏
マ
ツ
リ

が
盛
ん
に
な
つ
た
。
此
は
神
嘗
祭
り
で
あ
る
。

其
以
下
の
ま
つ
り
は
、
既
に
説
い
て
了
う
た
。
か
う
し
て
、
春
ま
つ
り
か
ら

冬
ま
つ
り
が
岐
れ
、
冬
ま
つ
り
の
前
提
が
秋
ま
つ
り
を
分
岐
し
た
。
更
に
、

陰
陽
道
が
神
道
を
習
合
し
き
つ
て
後
は
、
冬
祓
へ
よ
り
夏
祓
へ
が
盛
ん
に
な

り
、
其
か
ら
夏
ま
つ
り
が
発
生
し
た
。
さ
う
し
て
、
近
代
最
盛
ん
な
夏
祭
り

は
、
実
は
、
す
べ
て
の
祭
り
の
前
提
と
し
て
行
は
れ
た
祓
へ
の
、
変
形
に
過

ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
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此
が
、
祭
り
に
つ
い
て
の
大
づ
か
み
な
話
で
あ
る
。
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