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一

現
在
の
事
物
の
用
途
が
、
昔
か
ら
全
く
変
ら
な
か
つ
た
、
と
考
へ
る
の
は
、

大
き
な
間
違
ひ
で
あ
る
。
用
途
が
分
化
す
れ
ば
、
随
つ
て
、
其
意
味
も
だ
ん

／
″
＼
変
化
し
て
来
る
。
は
ち
ま
き
の
話
は
、
ち
よ
う
ど
此
を
説
明
す
る
に
、

よ
い
例
に
な
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。

さ
て
、
は﹅
ち﹅
ま﹅
き﹅
す
る
の
が
ほ
ん
と
う
か
、
と
言
ふ
点
に
な
る
と
、
色
々
の

問
題
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
手
拭
ひ
は
恐
ら
く
、
以
前
は
顔
を
隠
す
も
の
と
、

手
を
拭
ふ
も
の
と
の
両
方
面
が
あ
つ
た
の
が
、
だ
ん
／
″
＼
手
を
拭
ふ
方
面

へ
進
ん
で
来
た
の
か
と
思
は
れ
る
。
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私
が
沖
縄
へ
行
つ
た
時
撮
つ
た
、
か
つ
ら
や
は
ち
ま
き
の
写
真
が
あ
る
が
、

誰
で
も
此
を
見
れ
ば
、
か
つ
ら
と
は
ち
ま
き
と
は
関
係
の
あ
る
も
の
だ
、
と

考
へ
る
に
違
ひ
な
い
。
と
に
か
く
、
今
役
者
の
つ
け
る
か
つ
ら
と
、
昔
の
人

が
被
つ
た
か
つ
ら
と
は
、
同
一
の
起
原
か
ら
出
た
も
の
だ
と
言
ふ
こ
と
だ
け

は
訣
る
。

名
高
い
山
城
の
桂
里
に
ゐ
た
「
桂
女
」
は
、
一
種
の
巫
女
で
あ
つ
た
事
は
、

色
々
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
が
、
桂
里
に
住
ん
で
ゐ
た
か
ら
桂
女

と
称
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
か
つ
ら
を
著
け
て
ゐ
る
か
ら
桂
女
と
称
し
た
の

か
、
尠
く
と
も
、
二
様
の
見
方
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
か
つ
ら
お
び
と
称
す
る

も
の
も
、
果
し
て
、
桂
女
が
す
る
か
ら
さ
う
称
す
る
の
か
、
其
と
も
、
も
と

は
か
つ
ら
で
あ
つ
た
の
が
、
変
つ
て
か
ら
で
も
か
つ
ら
お
び
を
称
せ
ら
れ
た
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の
か
、
色
々
と
考
へ
ら
れ
る
。
と
も
か
く
、
桂
女
と
言
ふ
の
は
、
頭
に
か
つ

ら
を
し
て
ゐ
た
か
ら
、
さ
う
言
は
れ
た
の
だ
ら
う
、
と
私
は
考
へ
る
。
桂
里

に
、
必
、
住
む
も
の
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
偶
然
、
桂
里
に
住
ん
で
ゐ
た
の

で
あ
ら
う
。

か
つ
ら
の
呼
び
方
で
あ
る
が
、
か
つ
ら
と
清ス
ん
で
言
ふ
の
が
正
し
い
か
、
か

づ
ら
と
濁
る
の
が
正
し
い
か
。
昔
は
音
の
清
濁
は
、
其
ほ
ど
正
確
で
は
な
か

つ
た
の
だ
か
ら
、
か
づ
ら
と
濁
つ
て
も
よ
い
の
で
、
寧
、
私
の
考
へ
方
か
ら

い
ふ
と
、
か
づ
ら
と
言
ふ
方
が
統
一
が
つ
い
て
都
合
が
よ
い
の
で
あ
る
。

さ
て
か
づ
ら
か
ら
ど
う
い
ふ
風
に
し
て
、
は
ち
ま
き
に
ま
で
到
達
す
る
変
化

を
経
た
か
。
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二

桂
女
が
巫
女
で
あ
つ
た
事
は
あ
た
り
ま
へ
で
、
柳
田
先
生
が
「
女
性
」
の
七

巻
五
号
に
「
桂
女
由
来
記
」
と
言
ふ
論
文
を
載
せ
ら
れ
て
、
色
々
材
料
も
提

供
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
女
が
戸
主
で
あ
つ
た
こ
と
、
将
軍
家
に
祝
福
に
行
つ

た
こ
と
、
御
香
ご
か
う
宮
に
関
係
の
あ
つ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
巫
女
で
あ
つ
た
事
に

間
違
ひ
は
な
い
。
社
か
ら
離
れ
て
も
、
巫
女
で
あ
つ
た
事
は
事
実
で
あ
る
。

そ
し
て
、
か﹅
づ﹅
ら﹅
も
、
か
づ
ら
で
あ
る
。

か
づ
ら
に
は
、
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
・
ま
さ
き
の
か
づ
ら
が
古
く
か
ら
あ
り
、

神
事
に
仕
へ
る
人
の
纏
き
つ
け
る
草
や
柔
い
木
の
枝
な
ど
で
、
此
が
後
の
か

も
じ
と
な
る
の
で
あ
る
。
髢
カ
モ
ジは
、
神
々
の
貌
を
か
た
ど
つ
た
か
ら
、
称
す
る
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の
だ
と
い
ふ
が
、
か
つ
ら
の
「
か
」
を
取
つ
て
か
文
字
と
言
う
た
の
が
、
ほ

ん
と
う
で
あ
ら
う
。
倭
名
鈔
に
か
つ
ら
・
す
へ
と
あ
る
。
か
つ
ら
は
頭
全
体

に
著
け
る
も
の
で
、
す
へ
は
そ
へ
毛
で
あ
る
。
又
、
源
氏
物
語
末
摘
花
の
巻

に
、
お
ち
髪
を
た
め
て
、
小
侍
従
に
か
つ
ら
を
与
へ
た
、
と
あ
る
の
は
、
髢

で
あ
る
。

桂
女
の
被
る
か
つ
ら
、
役
者
の
著
け
る
か
つ
ら
と
言
ふ
風
に
色
々
あ
る
け
れ

ど
も
、
つ
ら
は
つ
る
と
同
じ
語
で
、
か
づ
ら
は
も
と
「
頭
に
著
け
る
」
蔓
草

と
言
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
蔓
草
を
、
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
な
る
語
に
も
見
え
る

様
に
、
か
げ
と
も
称
し
た
こ
と
は
、
古
今
集
東
歌
に
、

　
　
筑
波
嶺

ツ
ク
バ
ネ

の
こ
の
も
か
の
も
に
、
蔓カゲ
は
あ
れ
ど
、
君
が
み
か
げ
に
、
ま
す

　
　
か
げ
は
な
し
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と
あ
る
の
を
見
れ
ば
訣
る
事
で
、
此
歌
は
、
山
の
ど
の
方
面
に
も
蔓
草
が
あ

る
と
言
う
て
、
み
か
げ
即
お
姿
と
言
ふ
語
を
起
し
た
恋
歌
な
の
で
あ
る
。

あ
め
の
み
か
げ
・
ひ
の
み
か
げ
に
は
、
祝
詞
に
現
れ
た
ゞ
け
で
も
四
通
り
の

意
味
が
あ
る
が
、
最
初
の
意
味
は
、
屋
根
の
高
い
処
か
ら
、
垂
れ
下
げ
た
葛

の
事
で
あ
る
。
即
、
蔓
草
で
作
つ
た
つ
な
に
過
ぎ
な
い
。

五
節
の
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
は
、
後
に
被
り
も
の
に
な
つ
て
し
ま
う
た
。
出
雲

国
造
神
賀
詞
に
あ
め
の
み
か
び
と
い
ふ
語
が
出
て
来
る
。
「
美
賀
秘
」
と
書

い
て
あ
る
が
、
み
か
げ
の
書
き
違
へ
か
、
伝
へ
違
へ
で
あ
ら
う
と
言
ふ
か
ら
、

や
は
り
頭
に
被
る
も
の
で
あ
る
。
播
磨
風
土
記
に
も
蔭
山
里
の
条
に
、
御
蔭

と
あ
り
、
同
じ
く
被
り
も
の
ゝ
意
に
用
ゐ
て
あ
る
。
此
等
は
、
皆
、
被
り
も

の
に
近
づ
い
た
も
の
で
、
物
忌
み
の
し
る
し
で
あ
り
、
神
に
仕
へ
る
清
浄
潔
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白
な
身
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
所
謂
た
ぶ
う
で
あ
る
。
冠
の
巾コ
子ジ

を
止
め
る
髻ウ
華ズ
は
、
後
に
簪
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
此
は
も
と
、
か
づ
ら
か

ら
固
定
し
て
、
此
様
な
別
な
意
味
を
持
つ
様
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

正
月
十
四
日
の
夜
、
宮
中
で
行
は
れ
た
男
踏
歌
に
は
、 

高 

巾 

子 

カ
ウ
コ
ン
ジ

と
い
ふ
白

張
り
の
高
い
巾
子
を
著
け
て
、
踊
つ
て
出
た
。
踊
つ
て
出
る
も
の
は
、
綿
で

顔
を
蔽
う
て
出
た
。
勿
論
、
絹
綿
マ
ワ
タ
で
あ
ら
う
。
眼
だ
け
出
し
て
、
高
巾
子
の

著
い
た
白
張
り
の
冠
を
被
つ
た
の
で
、
支
那
の
不
良
の
徒
の
姿
を
ま
ね
た
の

だ
、
と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
す
べ
て
さ
う
し
た
風
を
輸
入
す
る
時
に
は
、
何

か
其
処
に
結
合
す
る
点
が
な
く
て
は
出
来
な
い
の
だ
か
ら
、
全
然
、
此
風
を

輸
入
だ
、
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
。
踏
歌
は
、
も
と
歌
垣
の
な
ご
り
で
、
年
の

始
め
の
ほ
か
ひ
の
意
味
の
あ
つ
た
も
の
が
支
那
化
し
た
の
で
あ
る
。
顔
を
隠
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す
の
は
、
常
世
神
が
村
々
を
訪
れ
た
時
と
同
じ
く
、
神
だ
か
ら
隠
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

ま
た
栄
華
物
語
若
枝
の
巻
、
枇
杷
殿
大
饗
応
の
条
に
「
御
霊
会
の
細
男
手
拭

し
て
、
顔
を
隠
し
た
る
心
持
ち
す
る
」
と
あ
る
。
細
男
は
さ
い
の
を
で
、
朝

廷
で
は
人
が
な
り
、
八
幡
系
統
の
も
の
に
は
人
形
で
あ
つ
た
。
御
霊
会
に
は
、

真
の
人
間
が
扮
装
し
て
出
た
の
で
あ
ら
う
。
顔
を
隠
す
の
と
、
頭
に
被
る
の

と
は
、
か
う
し
た
関
係
が
あ
る
の
だ
が
、
も
少
し
辿
つ
て
行
つ
て
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
三

　
　
は
ね
蘰
カ
ヅ
ラ今
す
る
妹
を
う
ら
若
み
、
い
ざ
、
率イザ
川
の
音
の
さ
や
け
さ
（
万
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葉
集
巻
七
）

を
始
め
、
万
葉
集
に
は
其
他
に
三
首
、
は
ね
か
づ
ら
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
が
あ

る
が
、
皆
、
性
欲
的
な
歌
ば
か
り
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
女
の
元
服
の
時
に
、

は
ね
か
づ
ら
を
為
た
も
の
に
相
違
な
い
が
、
ど
う
言
ふ
も
の
で
あ
つ
た
か
訣

ら
な
い
。
契
沖
は
、
花
蘰
と
し
て
解
し
て
ゐ
る
が
、
は
ね
か
づ
ら
は
其
ま
ゝ

で
解
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

沖
縄
で
は
、
加
冠
の
時
に
、
黒
幘
空
頂
を
予
め
拵
へ
て
置
い
て
、
被
せ
る
。

黒
幘
は
か
づ
ら
の
変
形
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
男
が
元
服
の
時
、
黒
幘
を
つ

け
た
と
同
様
に
、
女
は
は
ね
か
づ
ら
を
著
け
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

万
葉
の
歌
を
見
る
と
、
処
女
に
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
、
男
の
悶
え
を
詠
ん
だ

歌
が
沢
山
あ
る
が
、
通
経
前
の
処
女
に
手
を
著
け
る
の
は
、
非
常
に
穢
れ
だ
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と
し
て
ゐ
た
も
の
で
、
先
年
、
私
が
伊
豆
の
下
田
で
聞
い
た
俗
謡
に
も
、
未

だ
に
、
其
意
味
が
謡
う
て
あ
つ
た
。
ふ
れ
い
ざ
あ
教
授
は
「
ご
う
る
で
ん
・

ば
う
」
の
中
に
、
少
女
の
月
事
を
以
て
隠
れ
て
ゐ
る
の
を
、
犯
し
た
男
が
罰

せ
ら
れ
る
の
は
、
少
女
の
神
聖
を
破
る
為
だ
、
と
説
明
し
て
ゐ
る
。
併
し
、

此
に
も
、
も
少
し
深
い
意
味
を
考
へ
な
く
て
は
な
ら
な
い
様
で
あ
る
。

元
服
以
前
の
女
に
手
を
附
け
る
と
、
神
罰
に
触
れ
る
と
言
ふ
け
れ
ど
も
、
日

本
の
神
道
で
は
、
月
事
が
あ
つ
た
り
、
夫
を
有
つ
た
り
す
る
こ
と
は
巫
女
た

る
資
格
に
は
影
響
の
な
い
こ
と
で
、
神
功
皇
后
は
二
人
の
主
を
持
た
れ
た
の

で
、
仲
哀
天
皇
は
夙
く
崩
御
さ
れ
た
の
だ
、
と
言
ふ
程
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

神
に
仕
へ
る
女
は
、
真
の
処
女
（
一
）
と
、
過
去
に
夫
を
有
つ
た
こ
と
は
あ

る
が
、
今
は
処
女
の
生
活
を
営
む
者
、
即
寡
婦
（
二
）
と
、
夫
を
持
つ
て
ゐ
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て
も
、
あ
る
期
間
だ
け
処
女
の
生
活
を
す
る
も
の
（
三
）
と
に
、
分
け
る
こ

と
が
出
来
る
。

尚
考
へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
は
、
処
女
に
も
二
通
り
あ
る
事
で
あ
る
。
此
は

男
の
側
か
ら
言
う
て
も
同
じ
で
、
少
年
が
ま
づ
最
初
に
元
服
す
る
と
、
村
の

小
さ
な
祭
り
、
即
、
道
祖
神
祭
り
な
ど
に
与
る
事
が
出
来
、
二
度
目
に
元
服

し
て
、
若
者
と
な
つ
て
、
初
め
て
、
村
の
祭
り
に
係
る
事
が
、
出
来
る
様
に

な
る
の
と
同
じ
様
に
、
少
女
に
も
、
男
の
通
ひ
得
る
を
と
め
と
、
真
の
を
と

め
と
二
通
り
あ
つ
た
の
だ
。
結
婚
の
資
格
の
出
来
る
の
は
、
初
め
の
元
服
、

即
裳モ
著ギ
の
後
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
二
度
目
に
元
服
す
る
時
に
、
は
ね
か
づ

ら
を
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

壱
岐
の
島
で
は
、
独
身
者
が
死
ぬ
と
、
途
々
花
を
摘
ん
で
頭
陀
袋
に
入
れ
て
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や
る
。
此
を
花
摘
み
袋
と
言
ふ
。
死
ん
で
行
つ
て
も
、
生
前
村
の
祭
事
に
与

る
資
格
の
な
か
つ
た
者
は
、
行
く
べ
き
霊
の
集
合
地
に
行
つ
て
も
、
幅
が
利

か
な
い
の
で
、
花
を
摘
ん
で
持
た
せ
て
遣
つ
た
の
で
あ
る
。
其
は
、
元
服
の

時
に
は
物
忌
み
の
標
シ
ル
シに
か
づ
ら
を
被
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
今
も
、
沖
縄
で

は
其
標
に
三
味
線
か
づ
ら
を
著
け
る
が
、
殊
に
、
久
高
島
で
は
、
の
ろ
は
籐

の
様
な
も
の
を
御
嶽
か
ら
取
り
出
し
て
、
頭
に
纏
ふ
の
を
見
て
も
、
元
服
の

時
に
花
を
挿
し
た
こ
と
は
疑
は
れ
な
い
。
即
、
元
服
し
た
と
言
ふ
標
を
し
て
、

冥
土
に
送
る
の
で
あ
る
。
か
づ
ら
は
、
も
の
い
み
の
標
で
あ
る
。

古
く
領ヒ
巾レ
と
言
ふ
も
の
が
あ
つ
た
。
采
女
が
著
け
た
も
の
だ
。
昔
は
、
ず
つ

と
短
か
ゝ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
其
に
し
て
も
、
其
用
途
は
未
だ
に
、
は
つ
き

り
し
て
ゐ
な
い
。
「
領
巾
か
く
る
伴
の
を
」
な
ど
で
は
、
団
体
を
示
し
た
様
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に
も
見
え
る
。
女
に
限
ら
ず
、
隼
人
な
ど
も
や
つ
て
ゐ
た
様
で
あ
る
。
ま
じ

な
ひ
の
為
か
、
髪
を
包
む
為
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
ら
う
が
、
私
は
、
髪
の
毛

を
包
む
為
に
、
ま
じ
な
ひ
の
力
を
持
つ
て
ゐ
る
の
だ
、
と
解
し
た
い
。
采
女

は
、
宮
中
の
勝
手
向
き
の
為
事
ば
か
り
し
て
ゐ
た
、
と
考
へ
る
の
は
間
違
ひ

で
、
国
造
の
女
・
郡
領
の
女
、
即
、
国
々
の
神
主
の
女
だ
つ
た
の
だ
か
ら
、

皆
巫
女
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
其
が
、
宮
廷
に
上
ら
れ
る
事
に
よ
つ
て
、
中

央
の
神
道
が
地
方
に
普
及
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
は
神
で
あ
る
と
同
時

に
、
神
主
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
天
子
の
配
膳
に
仕
へ
、
或
は
枕
席
に
侍
る

こ
と
も
あ
つ
た
。
随
つ
て
、
天
子
以
外
の
者
が
手
を
触
れ
ゝ
ば
、
重
い
罰
を

受
け
た
の
で
あ
る
。

さ
う
す
る
と
、
采
女
の
領
巾
は
、
髪
を
乱
さ
な
い
や
う
に
す
る
為
に
、
用
ゐ
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て
ゐ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
隼
人
も
其
と
同
じ
く
、
神
事
に
関
係
し
て

ゐ
た
為
に
、
蛇
ひ
れ
・
蜈
蚣
ひ
れ
と
称
す
る
様
に
、
ま
じ
な
ひ
の
効
力
を
生

じ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四

か
う
考
へ
て
来
る
と
、
蔓
草
を
以
て
頭
を
纏
ふ
か
づ
ら
、
布
巾
を
以
て
頭
を

被
ふ
領
巾
と
、
二
つ
の
系
統
の
あ
る
事
が
訣
る
。
こ
れ
の
合
一
し
た
の
が
、

桂
女
の
桂
ま
き
で
あ
る
。
能
や
狂
言
の
女
形
が
、
後
で
結
ん
で
ゐ
る
帯
を
か

つ
ら
お
び
と
言
ふ
の
も
、
能
狂
言
は
も
と
神
事
か
ら
出
た
の
だ
か
ら
、
か
づ

ら
を
し
た
の
で
あ
る
。
助
六
の
は
ち
ま
き
も
、
初
め
は
小
さ
か
つ
た
も
の
で
、
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若
衆
に
は
、
是
非
と
も
必
要
な
も
の
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
此
が
変
遷
し
て
、

野
郎
帽
子
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

一
体
演
劇
は
、
東
・
西
其
出
発
点
を
異
に
し
て
ゐ
る
の
で
、
其
時
分
は
、
或

処
で
は
紫
帽
子
、
或
処
で
は
桂
帯
を
し
て
ゐ
た
の
だ
。
此
処
に
も
、
帽
子
と

は
ち
ま
き
と
二
通
り
並
ぶ
訣
だ
。
女
形
は
後
結
び
の
は
ち
ま
き
を
し
た
が
、

此
が
は
ち
ま
き
の
変
形
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
二
つ
が
並
び
行
は
れ
て
ゐ
た

か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
神
社
芸
術
か
ら
出
た
能
・
狂
言
、
そ
の
要
素
を

含
ん
で
現
れ
た
歌
舞
妓
は
、
女
歌
舞
妓
の
時
代
か
ら
桂
帯
を
著
け
て
を
り
、

若
衆
歌
舞
妓
に
な
つ
て
も
、
其
風
を
追
う
て
ゐ
る
。
団
十
郎
は
若
衆
の
家
で

あ
り
、
助
六
も
若
衆
で
あ
る
。
二
代
目
団
十
郎
か
ら
出
た
曾
我
五
郎
も
若
衆

で
あ
る
。
助
六
の
は
ち
ま
き
も
、
実
は
、
狂
言
の
筋
以
外
の
、
神
社
芸
術
を
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や
つ
て
ゐ
た
人
の
服
装
の
約
束
な
の
で
あ
つ
た
。

 
上 
達 
部 

カ
ン
ダ
チ
メ

の
意
味
は
、
文
字
か
ら
で
は
訣
ら
ぬ
。
祭
時
に
祓
ひ
浄
め
る
者
を

か
む
だ
ち
と
言
ふ
処
か
ら
見
て
、
ま
う
ち
ぎ
み
と
共
に
神
事
に
関
係
す
る
も

の
で
あ
ら
う
。
沖
縄
の
紫
の
帯
を
著
け
た
ま
ち
ぎ
は
、
ま
う
ち
ぎ
み
と
同
じ

で
、
や
は
り
神
事
に
与
る
。

物
部
の
意
義
も
色
々
説
か
れ
て
ゐ
る
。
外
か
ら
災
を
与
へ
る
霊
魂
を
も
の
と

言
ひ
、
鬼オニ
は
此
で
あ
る
。
平
安
朝
時
代
に
は
、
鬼
の
こ
と
を
「
も
の
」
と
言

う
て
ゐ
る
。
自
分
の
霊
魂
は
「
た
ま
」
で
あ
る
。
随
つ
て
物
部
は
、
外
か
ら

災
す
る
恐
し
い
力
を
持
つ
た
霊
魂
を
、
追
ひ
や
る
部
曲
と
解
す
る
の
が
、
本

義
で
あ
ら
う
。

武
士
の
す
る
は
ち
ま
き
に
は
種
々
あ
つ
て
、
即
、
後
で
立
て
る
も
の
、
前
で
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立
て
る
も
の
、
狂
言
に
出
る
町
の
女
房
な
ど
の
す
る
も
の
等
、
此
等
は
皆
、

兜
を
被
る
時
、
下
に
著
け
る
も
の
と
同
じ
で
、
時
に
は
烏
帽
子
を
被
る
こ
と

も
あ
る
。
は
ち
ま
き
と
烏
帽
子
と
は
、
実
は
同
じ
も
の
で
、
戦
争
に
出
る
人

の
物
忌
み
の
標
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
物
忌
み
を
し
て
、
敵
の
持
つ
力
を
拒
ぐ

の
で
あ
る
。
今
も
片
田
舎
に
行
く
と
、
お
客
の
前
で
わ
ざ
〳
〵
手
拭
ひ
を
被

る
こ
と
を
す
る
地
方
が
あ
る
。
賓
客
を
神
と
し
て
扱
ふ
遺
風
で
、
此
例
は
沢

山
あ
る
。

お
び
と
、
か
づ
ら
と
、
手
拭
ひ
と
は
、
結
局
一
つ
で
あ
る
。
現
に
、
泉
州
か

ら
曾
て
私
の
家
に
来
て
ゐ
た
若
者
は
、
帯
の
こ
と
を
帽
子
と
言
う
て
ゐ
た
。

女
は
、
臨
時
の
物
忌
み
の
標
に
、
三
尺
の
布
巾
を
腰
に
結
び
、
頭
に
結
ん
だ

の
で
、
帯
で
あ
る
と
倶
に
、
手
拭
ひ
で
あ
つ
た
の
だ
。
手
拭
ひ
が
は
ち
ま
き
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に
な
る
の
も
、
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、
帯
は
結
ん
で
ゐ
る
の
が

本
体
か
、
常
は
せ
な
い
の
が
本
体
か
、
即
、
か
づ
ら
の
類
か
、
領
巾
の
類
か
、

と
言
ふ
事
は
考
へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
領
巾
は
木ユ
綿フ
か
ら
出
発
し
て
ゐ
て
、

此
を
纏
き
つ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
、
か
づ
ら
と
同
じ
効
果
を
現
す
も
の
、
と
考

へ
て
よ
か
ら
う
と
思
ふ
。
二
つ
の
系
統
の
習
慣
が
、
一
つ
の
帯
・
手
拭
ひ
・

帽
子
と
結
び
つ
い
て
、
近
世
の
如
く
に
、
物
忌
み
の
標
が
更
に
訣
ら
な
い
と

こ
ろ
ま
で
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
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青
空
文
庫
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報

底
本
：
「
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信
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」
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公
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）
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日
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版
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古
代
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二
」
大
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書
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昭
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入
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正
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羅
尾
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内
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年4

月30

日
作
成
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文
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ル
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