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一
　
生
活
の
古
典

明
治
中
葉
の
「
開
化
」
の
生
活
が
後
ず
さ
り
を
し
て
、
今
の
あ
り
様
に
落
ち

つ
い
た
の
に
は
、
訣
が
あ
る
。
古
典
の
魅
力
が
、
私
ど
も
の
思
想
を
単
純
化

し
、
よ
な
げ
て
清
新
に
す
る
と
同
様
、
私
ど
も
の
生
活
は
、
功
利
の
目
的
の

つ
い
て
廻
ら
ぬ
、
謂
は
ゞ
む﹅
だ﹅
と
も
思
は
れ
る
様
式
の
、
由
来
不
明
な
る

「
為
来
シ
キ
タ
り
」
に
よ
つ
て
、
純
粋
に
せ
ら
れ
る
事
が
多
い
。
其
多
く
は
、
家
庭

生
活
を
優
雅
に
し
、
し
な
や
か
な
力
を
与
へ
る
。
門
松
を
樹タ
て
た
後
の
心
持

ち
の
や
す
ら
ひ
を
考
へ
て
見
れ
ば
よ
い
。
日
の
丸
の
国
旗
を
軒
に
出
し
た
時

と
は
、
心
の
底
の
歓
び
　
　
下
笑
シ
タ
ヱ
ま
し
さ
と
で
も
言
ふ
か
　
　
の
度
が
違
ふ
。
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所
謂
「
異
教
」
の
国
人
の
私
ど
も
に
は
、
何
の
掛
り
合
ひ
も
な
い
く
り
す
ま

す
の
宵
の
燈
に
、
胸
の
躍
る
を
感
じ
る
の
は
、
古
風
な
生
活
の
誘
惑
に
過
ぎ

ま
い
。

く
り
す
ま
す
の
木
も
、
さ
ん
た
・
く
ろ
う
す
も
、
実
は
や
は
り
、
昔
の
耶
蘇

教
徒
が
異
教
の
人
々
の
「
生
活
の
古
典
」
の
み
や
び
や
か
さ
を
見
棄
て
る
気

に
な
れ
な
い
で
、
と
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
家
庭
生
活
・
郷

党
生
活
に
「
し
き
た
り
」
を
重
ん
ず
る
心
は
、
近
代
で
は
著
し
く
美
的
に
傾

い
て
ゐ
る
。
大
隅
の
海
村
か
ら
出
た
会
社
員
の
亭
主
と
、
磐
城
の
山
奥
か
ら

来
た
女
学
生
あ
が
り
の
女
房
と
の
新
家
庭
に
は
、
ど
ん
な
春
が
迎
へ
ら
れ
て

ゐ
る
だ
ら
う
。
東
京
様ヤウ
を
土
台
に
し
て
、
女
夫
メ
ヲ
ト
双
方
の
ほ
の
か
な
記
憶
を
入

り
ま
じ
へ
た
正
月
の
祝
儀
が
行
は
れ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
。
さ
う
し
た
寂
し
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い
初
春
に
も
、
や
す
ら
ひ
と
下
ゑ
ま
し
さ
と
が
、
家
の
気
分
を
ず
つ
と
古
風

に
し
て
ゐ
る
こ
と
ゝ
思
ふ
。

生
活
の
古
典
な
る
し
き
た
り
が
、
新
し
い
郷
党
生
活
に
そ
ぐ
は
な
い
場
合
が

多
い
。
度
々
の
申
し
合
せ
で
、
其
改
良
を
企
て
ゝ
も
、
や
は
り
不
便
な
旧
様

式
の
方
に
綟ヨ
り
を
戻
し
が
ち
な
の
は
、
其
中
か
ら
「
美
」
を
感
じ
よ
う
と
す

る
近
世
風
よ
り
は
、
更
に
古
く
、
あ
る
「
善
」
　
　
尠
く
と
も
旧
文
化
の
勢

力
の
残
つ
た
郷
党
生
活
で
は
　
　
を
認
め
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
此
「
善
」

の
自
信
が
出
て
来
た
の
は
、
辿
れ
ば
辿
る
程
、
神
の
信
仰
に
根
ざ
し
の
あ
る

事
が
顕
れ
て
来
る
。

数
年
前
「
東
ヒ
ガ
シ」
の
門
徒
が
、
此
ま
で
か﹅
た﹅
門
徒
連
の
や
つ
た
宗
風
の
す
た
れ

る
の
を
歎
い
て
「 

雑  

行  

雑  

修 

ザ
フ
ギ
ヤ
ウ
ザ
フ
シ
ユ
を
ふ
り
す
て
ゝ
」
と
言
ふ
遺
誡
を
ふ
り
か
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ざ
し
て
、
門
松
標シ
め
縄
を
廃
止
に
し
よ
う
と
し
た
時
は
、
一
騒
動
が
あ
つ
た
。

攻
撃
し
た
人
達
も
「 

年  

飾 

ト
シ
カ
ザ

り
」
を
や
め
る
事
が
、
国
人
と
し
て
の
気
分
の

稀
薄
に
な
つ
た
証
拠
だ
と
い
ふ
論
拠
を
深
く
示
さ
う
と
し
な
か
つ
た
。
唯
漠

然
と
道
徳
的
で
な
い
感
じ
が
し
た
と
言
ふ
程
の
処
に
あ
つ
た
様
で
あ
る
。
処

が
あ
れ
な
ど
は
、
神
道
家
が
も
つ
と
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
古
義
神

道
、
或
は
「
神
道
以
前
」
の
考
察
を
疎
か
に
し
て
ゐ
た
証
拠
に
な
る
の
で
あ

る
。
陰
陽
神
道
・
両
部
神
道
・
儒
教
的
神
道
・
衛
生
神
道
・
常
識
神
道
な
ど

に
安
住
し
て
、
自
由
に
古
代
研
究
を
せ
な
か
つ
た
為
で
あ
る
。

古
代
研
究
家
の
思
ひ
を
凝
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
私
ど
も
の
祖
先
か
ら
く
り

返
し
て
来
た
由
来
不
明
の
し﹅
き﹅
た﹅
り﹅
を
罪
と
観
ず
る
心
持
ち
で
あ
る
。
此
が

信
仰
か
ら
出
て
ゐ
る
も
の
と
見
な
い
で
、
何
と
言
は
う
。
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神
道
家
の
神
道
論
に
も
い
ろ
〳
〵
あ
る
。
私
の
思
ふ
所
を
ぶ﹅
つ﹅
き﹅
ら﹅
ぼ﹅
う﹅
に

申
せ
ば
、
文
献
の
上
に
神
道
と
称
せ
ら
れ
て
ゐ
る
用
語
例
は
、
大
体
二
つ
に

は
ひ
つ
て
来
る
。

素
朴
な
意
義
は
、
神
の
意
思
の
存
在
を
古
代
生
活
の
個
々
の
様
式
に
認
め
て

言
ふ
の
で
あ
つ
た
。
併
し
、
畢
竟
は
、
其
等
古
代
生
活
を
規
定
す
る
統
一
原

理
と
言
ふ
事
に
落
ち
つ
く
様
で
あ
る
。
其
を
対
象
と
す
る
学
問
が
、
私
ど
も

の
伝
統
を
襲
い
で
来
て
ゐ
る
「
国
学
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
道
の
帰
す
る

所
は
、
日
本
本
来
の
宗
教
及
び
古
代
生
活
の
軌
範
で
あ
り
、
国
学
は
神
道
の

為
の
神
学
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
古
代
生
活
研
究
の
一
分
科
を
受
け
持
つ
も
の

な
の
で
あ
る
。

神
道
の
意
義
は
、
明
治
に
入
つ
て
大
に
変
化
し
て
ゐ
る
。
憲
法
に
拠
る
自
由
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信
教
を
超
越
す
る
為
に
、
倫
理
内
容
を
故
意
に
増
し
て
来
た
傾
き
が
あ
る
。

出
発
点
が
宗
教
で
あ
り
、
過
程
が
宗
教
で
あ
り
、
現
に
も
宗
教
的
色
彩
の
失

は
れ
き
つ
て
居
ぬ
所
を
見
れ
ば
、
神
道
を
宗
教
の
基
礎
に
立
つ
古
代
生
活
の

統
一
原
理
と
見
、
其
信
仰
様
式
が
し
き
た
り
と
し
て
、
後
代
に
、
道
徳
・
芸

術
、
或
は
広
意
義
の
生
活
を
規
定
し
た
と
見
て
、
よ
い
と
思
ふ
。

日
本
の
古
代
生
活
は
、
此
ま
で
あ
ま
り
に
放
漫
な
研
究
態
度
で
と
り
扱
は
れ

て
来
た
。
江
戸
時
代
に
、
あ
れ
ま
で
力
強
く
働
い
た
国
学
の
伝
統
は
、
明
治

に
入
つ
て
飛
躍
力
を
失
う
た
。
為
に
、
外
側
か
ら
の
研
究
の
み
盛
ん
に
行
は

れ
た
。
古
代
人
の
内
部
の
生
活
力
を
身
に
動
悸
う
た
せ
て
、
再
現
に
努
め
よ

う
と
す
る
人
は
な
く
な
つ
た
。
数
種
の
文
献
に
遺
つ
た
単
語
は
、
世
界
の
古

国
や
、
辺
陬
の
民
族
の
語
彙
と
、
無
機
的
に
比
較
研
究
せ
ら
れ
た
。
此
は
伝
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統
的
事
業
を
固
定
さ
せ
て
ゐ
た
私
ど
も
の
し
く
じ
り
で
あ
つ
た
。

私
ど
も
は
ま
づ
、
古
代
文
献
か
ら
出
発
す
る
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
其
註
釈

と
し
て
は
、
な
る
べ
く
後
代
ま
で
な
が
ら
へ
て
ゐ
た
、
或
は
今
も
纔
か
に
遺

つ
て
ゐ
る
「
生
活
の
古
典
」
を
利
用
し
て
ゆ
き
た
い
。
時
と
し
て
は
、
私
ど

も
と
血
族
関
係
が
あ
り
、
或
は
長
い
隣
人
生
活
を
続
け
て
来
た
と
見
え
る
民

族
の
し
き
た
り
、
又
は
現
実
生
活
と
比
べ
て
、
意
義
を
知
ら
う
と
思
ふ
。
稀

に
は
「
等
し
い
境
遇
が
、
等
し
い
生
活
及
び
伝
承
を
生
む
」
と
言
ふ
信
ず
べ

き
仮
説
の
下モト
に
、
か
け
離
れ
た
国
々
の
人
の
生
活
・
し
き
た
り
を
孕
ん
だ
心

持
ち
か
ら
、
暗
示
を
受
け
よ
う
と
考
へ
て
ゐ
る
。

三
月
の
雛
祭
り
・
端
午
の
節
供
・
七
夕
・
盂
蘭
盆
・
八
朔
…
…
な
ど
を
中
心

に
、
私
ど
も
の
や
す
ら
ひ
を
感
じ
る
し
き
た
り
が
毎
年
く
り
返
へ
さ
れ
る
。
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江
戸
の
学
者
が
、
一
も
二
も
な
く
外
来
風
習
と
き
め
た
も
の
ゝ
中
に
も
、
多

く
は
、
固
有
の
種
が
ま
じ
つ
て
ゐ
る
。
私
は
、
今
門
松
の
事
を
多
く
言
う
た

縁
か
ら
、
元
旦
大
晦
日
に
亘
る
し
き
た
り
の
最
初
の
俤
を
考
へ
て
、
古
代
研

究
の
発
足
地
を
つ
く
る
。

　
　
　
　
　
二
　
ふ
る
年
の
夢
・
新
年
の
夢

海
の
あ
な
た
の
寂シヅ
か
な
国
の
消
息
を
常
に
聞
き
得
た
祖
先
の
生
活
か
ら
、
私

の
古
代
研
究
の
話
は
、
語
り
は
じ
め
る
で
あ
ら
う
。

其
は
、
暦
の
語
原
た
る
「
日
数ヨ
み
」
の
術
を
弁
へ
た
人
に
よ
つ
て
、
月
日
の

運
り
・
気
節
の
替
り
目
が
考
へ
ら
れ
、
生
産
の
す
べ
て
の
方
針
が
立
て
ら
れ
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た
昔
か
ら
説
き
起
す
。
暦
法
が
行
は
れ
て
も
、
や
は
り
前
々
の
印
象
か
ら
、

新
暦
に
対
立
し
て
、
日
よ
み
の
術
が
行
は
れ
て
居
り
、
昔
、
日
よ
み
を
以
て

民
に
臨
ん
だ
人
の
末
が
、
国
々
に
君
と
な
り
、
旧
来
の
伝
承
は
、
其
部
下
の

一
つ
の
職
業
団
体
の
為
事
と
し
て
、
受
け
継
が
れ
て
ゐ
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ

た
。

大
倭
の
国
家
が
意
識
せ
ら
れ
た
頃
に
は
、
も
う
此
状
態
に
進
ん
で
ゐ
た
。
暦

法
は
、
最
遅
く
移
動
し
て
来
た
と
思
は
れ
る 

出 

石 

人 

イ
ヅ
シ
ビ
ト

（
南
方
漢
人
）
な
ど

の
用
ゐ
た
も
の
が
、
一
等
進
ん
で
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
道
・
釈
の
教
が
、
記
録

の
指
定
す
る
年
代
よ
り
も
遥
か
以
前
に
、
非
公
式
に
将
来
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の

と
同
様
、
暦
法
も
亦
、
史
の
書
き
留
め
を
超
越
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
て
よ
い
。

 

天 

日 

矛 

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
や
、
つ
ぬ
が
の
あ
ら
し
と
な
ど
を
帰
化
民
団
と
見
ず
に
、
侵
入
者
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と
認
め
た
時
代
の
、
古
渡
コ
ワ
タ
り
の
流
寓
民
の
村
々
に
く
つ
ゝ
い
て
渡
つ
て
来
た

も
の
と
思
は
れ
る
。
だ
か
ら
、
表
向
き
新
暦
法
の
将
来
せ
ら
れ
た
時
は
、
ず

つ
と
遅
れ
る
訣
で
あ
る
。
唯
一
般
に
な
つ
た
と
言
ふ
ま
で
ゞ
あ
ら
う
。
か
う

し
た
村
々
で
、
色
々
な
暦
法
を
用
ゐ
、
又
次
第
に
相
融
通
す
る
や
う
に
な
り

か
け
た
時
代
に
跨
つ
て
話
を
進
め
る
。
従
つ
て
記
録
の
上
で
は
、
新
暦
の
時

代
に
入
つ
て
ゐ
て
も
、
古
代
研
究
の
立
場
か
ら
は
逆
に
ま
た
、
新
旧
暦
雑
多

の
時
代
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
多
い
。

概
算
す
る
事
も
出
来
な
い
が
、
祖
先
が
、
日
本
人
と
し
て
の
文
明
を
持
ち
出

し
た
事
は
、
今
の
懐
疑
式
の
高
等
批
評
家
の
空
想
し
て
ゐ
る
所
よ
り
も
、
ず

つ
と
古
代
に
あ
る
と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
多
く
の
事
実
を
見
て
ゐ
る
。
此
古

代
研
究
の
話
も
、
落
ち
つ
く
所
は
、
そ
の
荒
見
当
を
立
て
る
位
の
事
に
な
る
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で
あ
ら
う
。
考
証
と
推
理
と
に
、
即
か
ず
離
れ
な
い
で
、
歩
み
続
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
記
録
の
信
じ
ら
れ
な
い
時
代
を
対
象
と
す
る
学
問
の
採

る
べ
き
ほ
ん
と
う
の
道
で
あ
る
。

暦
の
話
ば
か
り
で
な
く
、
古
代
を
考
へ
る
も
の
が
、
あ
る
年
数
を
経
た
後
世

の
合
理
観
を
多
量
に
交
へ
た
記
録
に
た
よ
る
程
、
却
つ
て
あ
ぶ
な
い
も
の
は

な
い
。
私
は
大
体
見
当
を
、
大
昔
と
言
ふ
処
に
据
ゑ
て
話
し
て
ゆ
き
た
い
。

そ
こ
に
は
既
に
、
明
ら
か
に
国
家
意
識
を
持
つ
た
民
も
あ
れ
ば
、
ま
だ
村
々

の
生
活
に
さ
へ
落
ち
つ
か
な
か
つ
た
人
々
も
あ
つ
た
も
の
と
、
見
て
置
い
て

頂
き
た
い
。
強
ひ
て
問
は
れ
ゝ
ば
、
飛
鳥
の
都
以
前
を
中
心
に
し
て
ゐ
る
の

だ
が
、
時
と
し
て
は
飛
鳥
は
勿
論
、
藤
原
の
都
の
世
に
も
、
同
様
の
生
活
様

式
を
見
出
す
事
も
あ
り
、
更
に
さ
が
つ
て
奈
良
の
時
代
に
も
、
古
代
生
活
の
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俤
を
見
る
事
が
あ
ら
う
。
私
の
言
ひ
慣
れ
た
言
ひ
方
か
ら
す
れ
ば
、
即
、
万

葉
び
と
以
前
及
び
万
葉
人
の
生
活
に
通
じ
て
、
古
い
種
を
択
り
分
け
な
が
ら

お
話
す
る
次
第
で
あ
る
。

陰
暦
・
陽
暦
・
一﹅
と﹅
月﹅
遅﹅
ら﹅
し﹅
と
、
略ほぼ
三
通
り
の
暦
法
を
ま
ち
〳
〵
に
用
ゐ

て
ゐ
る
町
々
村
々
が
、
境
を
接
し
て
居
る
と
言
ふ
現
状
も
、
実
は
由
来
久
し

い
事
な
の
で
あ
る
。
暦
法
を
異
に
し
た
古
代
の
村
々
が
、
段
々
帰
一
し
て
来

る
間
に
、
其
々
の
暦
に
絡
ん
だ
風
習
が
、
互
に
こ
ん
が
ら
か
つ
て
来
て
、
極

め
て
複
雑
な
民
間
年
中
行
事
を
つ
く
る
様
に
な
つ
た
。

譬
へ
ば
、
大
晦
日
と
元
日
、
十
四
日
年
越
し
と
小
正
月
（
上
元
）
、
節
分
と

立
春
と
の
関
係
を
見
る
と
、
元
々
違
つ
た
其
々
の
日
の
意
味
が
、
互
に
接
近

し
て
考
へ
ら
れ
て
来
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
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私
は
暦
の
上
に
、
元
日
と
立
春
と
の
区
別
の
茫
漠
と
し
て
ゐ
た
昔
語
り
を
試

み
る
。

　
　
　
　
　
三
　
夜
牀
の
穢
れ

地
震
以
後
「
お
宝
々
々
」
「
厄
払
ひ
ま
せ
う
」
も
聞
く
事
稀
に
、
春
も
節
分

も
寂
し
く
ば
か
り
な
つ
て
行
く
。
「
生
活
の
古
典
」
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た

東
京
の
町
が
か
う
で
は
、
今
の
中
に
意
義
を
話
し
て
、
偲
び
ぐ
さ
と
し
た
く

な
る
。

宝
船
は
、
初
夢
と
関
聯
し
て
ゐ
る
為
に
、
聡
明
な
嬉
遊
笑
覧
の
著
者
さ
へ
も
、

と
ん
だ
間
違
ひ
を
し
て
、
初
夢
を
節
分
の
夜
に
見
る
も
の
を
言
ふ
と
し
て
ゐ

15



る
。
元
は
、
宝
船
が
役
を
す
ま
し
た
後
に
現
れ
る
夢
を
、
初
夢
と
言
う
た
ら

し
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
暦
法
の
こ﹅
ぐ﹅
ら﹅
が﹅
り﹅
か
ら
、
初
夢
と
宝
船
と
が
全

然
離
れ
〳
〵
に
な
つ
た
り
、
宝
船
そ
の
物
が
、
好
ま
し
い
初
夢
を
載
せ
て
来

る
も
の
ゝ
様
に
考
へ
縺
ら
か
し
た
り
し
て
了
う
た
の
で
あ
つ
た
。

初
夢
と
宝
船
と
に
少
し
の
距
離
を
措
く
必
要
が
あ
つ
た
か
ら
こ
そ
、
江
戸
の

二
日
初
夢
な
ど
の
風
が
出
来
た
。
除
夜
の
夢
と
新
年
の
夢
と
に
は
、
区
別
を

立
て
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
除
夜
の
夢
の
為
の
宝
船
が
、
初
夢
と
因
縁
深
く

な
つ
て
か
ら
は
、
さ
う
し
た
隠
約
の
間
の
記
憶
は
二
つ
の
間
に
区
劃
を
つ
け

て
居
る
に
拘
ら
ず
、
初
夢
の
つ
き
物
と
し
て
、
宝
船
ま
で
二
日
の
夜
に
用
ゐ

ら
れ
る
の
で
あ
つ
た
。
と
も
か
く
も
初
夢
が
、
元
朝
目
の
覚
め
る
に
先
さ
き
だつ
て
、

見
ら
れ
た
も
の
を
斥サ
し
た
事
は
疑
ひ
が
な
い
。
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処
で
、
宝
船
の
方
は
、
節
分
の
夜
か
除
夜
か
に
使
ふ
の
が
原
則
で
あ
つ
た
。

宮
廷
や
貴
族
の
家
々
で
、
其
家
内
に
起
居
す
る
者
は
勿
論
、
出
入
り
の
臣
下

に
船
の
画
を
刷
つ
た
紙
を
分
け
与
へ
る
こ
と
は
、
早
く
室
町
時
代
か
ら
あ
つ

た
。
牀
の
下
に
敷
い
て
寝
た
其
紙
は
、
翌
朝
集
め
て
流
す
か
、
埋
め
る
か
し

て
居
る
。
だ
か
ら
、
此
船
は
悪
夢
を
積
ん
で
去
る
も
の
と
考
へ
た
と
こ
ろ
か

ら
出
た
事
が
解
る
。
今
見
る
事
の
出
来
る
限
り
の
宝
船
の
古
図
は
、
其
が
昔

物
ほ
ど
簡
単
で
、
七
福
神
な
ど
は
載
せ
て
は
居
な
い
。
併
し
あ
ま
り
形
の
素

朴
な
も
の
も
却
て
、
擬
古
の
ま
や
か
し
物
と
言
ふ
疑
ひ
が
あ
る
か
ら
信
じ
ら

れ
な
い
が
、
石
橋
臥
波
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
荒
つ
ぽ
い
船
の
中
に
稲
を
数

本
書
き
添
へ
た
も
の
が
、
一
等
古
い
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
。
画
の
脇
に

「
か
ゞ
み
の
ふ
ね
」
と
万
葉
書
き
が
し
て
あ
る
。
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次
は
米
俵
ば
か
り
を
積
ん
だ
小
舟
の
画
と
言
ふ
順
序
で
あ
る
。
こ
ゝ
ま
で
は

疑
は
し
い
。
が
、
其
後
の
物
に
な
る
と
帆
じ
る
し
に
「
獏
」
の
字
が
あ
り
、

船
の
外
に
の
し
る
し
が
書
い
て
あ
る
。
更
に
此
が
意
匠
化
し
て
、
向
ひ
鍵
の

紋
に
な
り
、
獏
の
字
も
縁
起
の
よ
い
字
か
、
紋
所
と
変
つ
て
居
る
。
其
か
ら

は
段
々
七
宝
の
類
を
積
み
込
み
、
新
し
い
と
こ
ろ
で
、
七
福
神
を
書
き
こ
ん

で
ゐ
る
。
の
し
る
し
は
、
疑
ひ
も
な
く
呪
符
の
転
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
此

画
ま
で
来
る
間
に
年
月
の
た
つ
て
居
る
事
を
見
せ
て
居
る
。
獏
は
、
凶
夢
を

喰
は
せ
る
為
で
あ
る
か
ら
、
「
夢
違チガ
へ
」
又
は
「
夢
払ハラ
へ
」
の
符
と
考
へ
ら

れ
て
居
た
に
違
ひ
な
い
。
一
代
男
を
見
て
も
、
「
夢
違
ひ
獏
の
符フダ
」
と
宝
船

と
が
別
物
と
し
て
書
か
れ
て
居
る
。
畢
竟
除
夜
又
は
節
分
の
夜
、
去
年
中
の

悪
夢
の
大
掃
除
を
し
て
流
す
船
で
、
室
町
の
頃
に
は
、
節
分
御
船
な
ど
言
は
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れ
た
も
の
が
、
い
つ
か
宝
船
に
変
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
船
に
す
つ
か
り
乗
せ

て
了
う
た
後
、
心
安
ら
か
に
元
旦
又
は
立
春
の
朝
の
夢
を
見
た
も
の
で
あ
つ

た
。

か
う
言
ふ
風
に
、
殆
ど
一
紙
の
隔
て
も
な
い
処
か
ら
、
初
夢
を
守
る
為
の
物

と
言
ふ
考
へ
も
出
て
来
た
。
逐
ひ
や
ら
ふ
べ
き
船
が
、
か
う
し
て
宝
の
入
り

舟
と
し
て
迎
へ
ら
れ
る
事
に
な
つ
た
訣
だ
。
が
、
宝
船
元
を
洗
へ
ば
獏
の
符

な
の
で
あ
つ
た
。
更
に
原
形
に
溯
つ
て
見
る
と
、
単
に
夢
を
祓
ふ
為
で
は
な

か
つ
た
ら
う
。
神
聖
な
る
霊
の
居
処
と
見
ら
れ
た
臥
し
処
に
堆
積
し
た
有
形

無
形
数
々
の
畏
る
べ
き
物
・
忌
む
べ
き
物
・
穢
は
し
い
物
を
、
物
に
托
し
て

捐す
て
ゝ
、
心
す
が
し
い
霊
の
お
ち
つ
き
場
所
を
つ
く
る
為
で
あ
る
。
（
臥
し

処
・
居
処
を
其
人
の
人
格
の
一
部
と
見
た
り
、
其
を
神
聖
視
す
る
信
仰
は
、
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古
代
は
勿
論
近
世
ま
で
も
あ
つ
た
。
）

此
風
習
の
起
り
の
一
部
分
は
、
確
か
に
上
流
に
あ
る
。
上
か
ら
下
に
船
の
画

を
与
へ
る
様
子
は
、
大
祓
そ
の
儘
で
あ
る
。
穢
れ
た
部
分
全
体
を
托
す
る
も

の
と
し
て
「
形
代
」
と
言
ふ
物
が
用
ゐ
ら
れ
た
。
此
で
群
臣
の
身
を
撫
で
さ

せ
た
の
を
、
と
り
集
め
て
水
に
流
し
た
の
が
、
大
祓
の
式
の
一
等
衰
へ
た
時

代
の
姿
で
あ
つ
た
。
此
船
の
画
は
、
と
り
も
直
さ
ず
大
祓
式
の
分
岐
し
た
も

の
な
る
事
は
、
其
行
ふ
日
か
ら
し
て
も
知
れ
る
。
其
上
、
尚
、  

大  

殿  

祭  

オ
ホ
ト
ノ
ホ
カ
ヒ

に
似
た
意
味
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
其
家
屋
に
住
み
、
出
入
り
す
る
者
に
負
せ

た
一
種
の
課
役
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
其
等
の
無
事
息
災
よ
り
も
、
ま
づ

其
人
々
の
宗
教
的
罪
悪
（
主
と
し
て
触
穢
ソ
ク
ヱ
）
の
為
に
、
主
人
の
身
上
家
屋
に

禍
ひ
の
及
ば
な
い
様
に
す
る
の
で
あ
つ
た
。
此
風
が 

陰 

陽 

師 
オ
ン
ミ
ヤ
ウ
ジ
等
の
手
に
も
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移
つ
た
も
の
と
見
え
て
、
形
代
に
種
類
が
出
来
て
、
禊
ミ
ソ
ギの
為
の
物
の
外
、
か

う
し
た
意
味
の
物
が
庶
民
に
も
頒
た
れ
る
様
に
な
り
、
遂
に
は
呪
符
の
様
な

観
念
が
結
ば
れ
て
来
た
ら
し
い
。
神
社
な
ど
の
中
に
も
「
夢
違
ひ
」
の
呪
符

の
意
味
で
、
除
夜
・
節
分
の
参
詣
者
に
与
へ
る
向
き
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

併
し
か
う
し
た
風
習
の
民
間
に
流
布
し
た
の
は
、
陰
陽
師
の
配
下
の
唱
門
師

等
の
口
過
ぎ
に
利
用
し
た
結
果
が
多
い
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
此
が
庶
民
の
間
に
と
り
容
れ
ら
れ
た
に
は
訣
が
あ
る
。
前
々
か

ら
あ
つ
た
似
た
種
に
、
新
来
の
様
式
が
す﹅
つ﹅
ぽ﹅
り﹅
と
あ
て
は
ま
つ
た
か
ら
な

の
だ
。
宝
船
に
書
き
添
へ
た
意
味
不
明
の
廻
文
歌
「
な
が
き
夜
の
と
お
の
眠
ネ
ブ

り
の
皆
目
覚
め
…
…
」
は
一
種
の
呪
文
で
あ
る
。
不
徹
底
な
処
に
象
徴
的
な

効
果
が
あ
る
の
だ
が
、
釈とけ
る
部
分
の
上
の
句
は
、
人
間
妄
執
の
長
夜
の
眠
り
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を
言
ふ
様
で
は
あ
る
が
、
実
は
熟
睡
を
戒
し
め
た
歌
ら
し
い
。
海
岸
・
野
山

の
散
居
に
、
深
寝
入
り
を
忌
ん
だ
昔
の
生
活
が
、
今
も
島
人
・
山
民
な
ど
の

間
に
残
つ
て
居
る
。
夜
の
挨
拶
に
は
「
お
安
み
」
の
代
り
に
「
お
寝
敏
イ
ザ
ト
く
」

の
類
の
語
こ
と
ばを
言
ひ
交
す
地
方
が
、
可
な
り
あ
る
。
此
考
へ
が
合
理
的
に
な
る

と
、
百
姓
の
夜
な
べ
為
事
に
居
眠
り
を
戒
し
め
る
も
の
と
し
て
「
ね
む
り
を

流
す
」
風
習
が
、
随
分
行
は
れ
て
居
る
。
柳
田
国
男
先
生
の
考
へ
で
は
、
奥

州
の
佞ネ
武ブ
多タ
祭
り
も
、
夜
業
の
敵
な
る
睡
魔
を
祓
へ
る
式
だ
と
せ
ら
れ
て
居

る
。
熟
睡
を
戒
し
め
る
必
要
の
な
く
な
つ
た
為
に
、
さ
う
し
た
解
釈
を
し
て
、

大
昔
の
祖
先
か
ら
の
戒
し
め
を
、
無
意
味
に
守
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
此

「
眠
り
流
し
」
の
風
も
元
は
、
船
に
積
む
形
を
採
つ
た
事
と
思
は
れ
る
。

25



　
　
　
　
　
四
　
蚤
の
浄
土

而
も
、
ま
だ
海
河
に
祓
へ
捐
つ
べ
き
物
が
、
臥
し
処
に
は
居
る
。
其
は
牀
虫

の
類
で
、
蚤
を
以
て
代
表
さ
せ
て
居
る
。
お
な
じ
奥
州
仙
台
附
近
に
は
「
蚤

の
船
」
と
言
ふ
草
が
あ
る
。
節
分
の
夜
（
？
）
に
、
其
葉
を
寝
牀
の
下
に
敷

い
て
寝
れ
ば
、
蚤
は
其
葉
に
乗
つ
て
去
る
と
伝
へ
て
ゐ
る
よ
し
を
谷
川
磐
雄

氏
か
ら
聞
い
た
。
さ
て
、
其
牀
虫
は
「
蚤
の
船
」
に
便
乗
し
て
、
ど
こ
へ
流

れ
て
行
く
の
か
。
縁
も
ゆ
か
り
も
な
さ
相
な
琉
球
本
島
で
は
、
初
夏
に
な
る

と
、
蚤
は
麦
稈
の
船
に
乗
つ
て
、
麦
稈
の
竿
を
さ
し
て
、
に
ら
い
か
な
い
か

ら
や
つ
て
来
る
と
言
ひ
「
に
ら
い
か
な
い
へ
去
つ
て
了
へ
」
と
言
う
て
蚤
を

払
ふ
。
に
ら
い
か
な
い
の
説
明
が
私
ど
も
の
祖
先
の
考
へ
て
居
た
と
こ
よ
の
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国
と
近
よ
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。

に
ら
い
か
な
い
と
言
ふ
の
は
、
海
の
彼
方
の
理
想
の
国
土
で
、
神
の
国
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
処
で
あ
る
。
儀
来
河
内

ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
、
じ
ら
い
か
な
い
な
ど
、
色
々
に
発

音
す
る
。
神
は
こ
ゝ
か
ら
時
に
海
を
渡
つ
て
、
人
間
の
村
に
来
る
も
の
と
信

じ
て
居
る
。
人
に
し
て
、
死
ん
で
に
ら
い
か
な
い
に
行
つ
て
、
神
と
な
つ
た

も
の
ゝ
例
と
し
て
遺
老
説
伝
に
は
記
し
て
ゐ
る
。
南
方
、 

先  

島 

サ
キ
ジ
マ

列
島
に
行

く
と
、
此
浄
土
の
名
を
ま
や
の
国
と
い
ふ
。
先
島
列
島
の
中
、
殊
に
南
の
島

々
の
寄
百
姓
か
ら
出
来
た
八
重
山
の
石
垣
島
は
、
此
場
合
挙
げ
る
の
に
便
宜

が
多
い
。

宮
良
メ
イ
ラ
と
い
ふ
村
の
海
岩
洞
窟
か
ら
通
ふ
地
底
の
世
界
に
い
る
（
又
、
に
い
る

底スク
）
と
言
ふ
の
が
あ
る
の
は
、
に
ら
い
と
同
じ
語
で
あ
る
。
此
洞
か
ら
に
い
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る
び
と
（
に
ら
い
人
）
又
は
あ
か
ま
た
・
く
ろ
ま
た
と
言
ふ
二
体
の
鬼
の
様

な
巨
人
が
出
て
、
酉
年
毎
に
成
年
式
を
行
は
せ
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
青

年
た
ち
は
神
と
言
ふ
信
念
か
ら
、
其
命
ず
る
儘
に
苦
行
を
す
る
。
而
も
村
人

の
群
集
す
る
前
に
現
れ
て
、
自
身
踊
つ
て
見
せ
る
。
暴
風
な
ど
も
に
い
る
か

ら
吹
く
と
言
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
言
へ
ば
、
本
島
で
も
風
凪
ぎ
を
祈
つ
て
「
に

ら
い
か
な
い
へ
去
れ
」
と
言
ふ
こ
と
を
伊
波
普
猷
氏
が
話
さ
れ
た
。
に
ら
い

か
な
い
は
本
島
で
は
浄
土
化
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
先
島
で
は
神
の
国
な
が
ら
、

畏
怖
の
念
を
多
く
交
へ
て
ゐ
る
。
全
体
を
通
じ
て
、
幸
福
を
持
ち
来
す
神
の

国
で
も
あ
る
が
、
禍
ひ
の
本
地
と
も
考
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。
唯
先
島
で
更

に
理
想
化
し
て
居
る
の
は
、
に
い
る
を
信
じ
る
村
と
、
以
前
は
違
つ
た
島
々

に
違
う
た
事
情
で
住
ん
で
ゐ
た
村
々
の
間
で
言
ふ
、
ま
や
の
国
で
あ
る
。
春
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の
初
め
に
ま
や
の
神
・
と
も
ま
や
の
神
の
二
神
、
楽
土
か
ら
船
で
渡
つ
て
来

て
、
蒲ク
葵バ
笠
に
顔
を
隠
し
、
簑
を
着
、
杖
を
つ
い
て
、
家
々
を
訪
れ
て
、
今

年
の
農
作
関
係
の
事
、
其
他
家
人
の
心
を
ひ
き
立
て
る
様
な
詞
を
陳
べ
て
廻

る
。
つ
ま
り
、
祝
言
を
唱
へ
る
の
で
あ
る
。
に
い
る
び
と
も
や
は
り
成
年
式

の
な
い
年
に
も
来
て
、
ま
や
の
神
と
同
様
に
、
家
々
に
祝
言
を
与
へ
て
歩
く

こ
と
を
す
る
。

　
　
　
　
　
五
　
祖
先
の
来
る
夜

か
う
し
た
神
々
の
来
ぬ
村
で
は
、
家
の
神
な
る
祖
先
の
霊
が
、
盂
蘭
盆
の
ま

つ
白
な
月
光
の
下
を
、
眷
属
大
勢
ひ
き
連
れ
て
来
て
、
家
々
に
あ
が
り
こ
む
。
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此
は  

考    

位  

ヲ
ト
コ
カ
タ

の
祖
先
の
代
表
と
謂
ふ  

祖    

父  

オ
シ
ユ
メ
イ

と
、  

妣    

位  

ヲ
ン
ナ
カ
タ

の
代
表
と

伝
へ
る 
祖  

母 
ア
ツ
パ
ア

と
言
ふ
の
が
、
其
主
に
な
つ
て
居
る
。 

大 

人 

前 

オ
シ
ユ
メ
イ

は
、
家
人

に
色
々
な
教
訓
を
与
へ
、
従
来
の
過
ち
・
手
落
ち
な
ど
を
咎
め
た
り
す
る
。

皆
顔
を
包
ん
で
仮
装
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
評
判
の
わ
る
い
家
な
ど
で
は
、

随
分
恥
を
か
ゝ
せ
る
様
な
こ
と
も
言
ふ
。
其
家
で
は
、
此
に
心
尽
し
の
馳
走

を
す
る
。
眷
属
ど
も
は
、
楽
器
を
奏
し
、
芸
尽
し
な
ど
を
す
る
。

此
行
事
は
「
あ
ん
が
ま
あ
」
と
言
ふ
。
語
原
は
知
れ
ぬ
が
、
や
は
り
他
界
の

国
土
の
名
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
私
は
あ
る
夜
此
行
列
に
つ
い
て
歩
い
て
、
人

い
き
れ
に
蒸
さ
れ
な
が
ら
考
へ
た
。
有
名
な
「
千
葉
笑
ひ
」
、
京
都
五
条
天

神
の
「
朮
ウ
ケ
ラ参
り
」
の
悪
口
、
河
内
野
崎
参
り
の
水
陸
の
口
論
、
各
地
に
あ
つ

た
あ
く
た
い
祭
り
は
、
皆
か
う
し
た
所
に
本
筋
の
源
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
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う
か
。
さ
う
思
つ
て
ゐ
る
中
に
、 

大 

人 

前 

オ
シ
ユ
メ
イ

が
ず
つ
と
進
ん
で
出
て
、
郡
是

と
し
て
、
其
年
か
ら
励
行
す
る
事
に
な
つ
た
節
約
主
義
を
、
哄
笑
を
誘
ふ
様

な
巧
み
な
口
ぶ
り
で
あ
て
こ
す
つ
た
。
村
の
共
通
な
祖
先
が
出
て
来
て
、
子

孫
の
中
の
正
統
な
る
村
君
の
や
り
口
を
難
ず
る
の
に
対
し
て
、
村
君
も
手
の

つ
け
様
が
な
か
つ
た
理
由
が
知
れ
る
。
其
が
尚
他
の
要
素
を
含
ん
で
、
あ
く

た
い
の
懸
け
合
ひ
が
生
れ
て
来
た
の
で
あ
ら
う
。

此
三
通
り
の
人
と
神
と
の
推
移
の
程
度
を
示
す
儀
式
が
、
石
垣
一
島
に
備
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
神
も
人
も
皆
、
村
の
青
年
の
択
ば
れ
た
者
が
、
厳
重

な
秘
密
の
下
に
、
扮
装
し
て
出
る
の
で
あ
る
。
先
島
の
祖
先
神
は
、
琉
球
本

島
か
ら
見
れ
ば
極
め
て
人
間
ら
し
い
あ
り
様
を
保
つ
て
居
る
。
に
い
る
人
と

言
ふ
名
は
、
神
の
中
に
人
間
の
要
素
を
多
く
認
め
て
ゐ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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而
も
、
島
人
の
中
に
は
、
に
い
る
を
以
て
奈
落
の
首
将
と
考
へ
て
居
る
人
も

あ
る
程
に
、
畏
怖
せ
ら
れ
る
神
で
あ
る
。
其
は
、
地
下
の
死
後
の
世
界
の
者

で
、
二
体
と
考
へ
て
ゐ
る
の
は
、
大
人
前
・
祖
母
の
対
立
と
同
じ
意
味
で
あ

ら
う
。
さ
す
れ
ば
、
死
の
国
土
に
渡
つ
て
後
、
さ
う
し
た
姿
に
な
つ
た
と
考

へ
た
か
、
元
々
さ
う
し
た
者
の
子
孫
と
し
て
居
た
の
か
識
ら
ぬ
が
、
同
根
の

語
の
に
ら
い
か
な
い
の
説
明
に
は
役
立
つ
。

に
ら
い
に
対
す
る
か
な
い
は
対
句
と
し
て
出
来
た
語
で
、
に
ら
い
が
知
れ
ゝ

ば
、
大
体
は
釈
け
る
。
に
ら
い
か
な
い
は
元
、
村
の
人
々
の
死
後
に
霊
の
生

き
て
ゐ
る
海
の
あ
な
た
の
島
で
あ
る
。
そ
こ
へ
は
、
海
岸
の
地
の
底
か
ら
通

ふ
事
が
出
来
る
と
考
へ
る
事
も
あ
る
。
「
死
の
島
」
に
は
、
恐
し
い
け
れ
ど
、

自
分
た
ち
の
村
の
生
活
に
好
意
を
期
待
す
る
こ
と
の
出
来
る
人
々
が
居
る
。
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か
う
し
た
考
へ
が
醇
化
し
て
来
る
に
連
れ
て
、
さ
う
し
た
島
か
ら
年
の
中
に

時
を
定
め
て
、
村
や
家
の
祝
福
と
教
訓
と
の
為
に
渡
つ
て
来
る
も
の
と
考
へ

る
事
に
な
る
。
而
も
、
此
記
憶
が
さ
う
な
つ
て
久
し
い
後
ま
で
断
篇
風
に
残

つ
て
居
て
、
楽
土
の
元
の
姿
を
見
せ
て
居
る
の
で
あ
る
。

琉
球
諸
島
の
現
在
の
生
活
　
　
殊
に
内
部
　
　
に
は
、
万
葉
人
の
生
活
を
、

そ
の
儘
見
る
事
も
出
来
る
。
又
、
万
葉
人
以
前
の
俤
さ
へ
窺
は
れ
る
も
の
も
、

決
し
て
尠
く
な
い
。
私
ど
も
の
古
代
生
活
の
研
究
に
、
暗
示
と
言
ふ
よ
り
、

其
儘
を
む
き
出
し
に
し
て
く
れ
る
事
す
ら
度
々
あ
つ
た
。
私
は
今
、
日
琉
同

系
論
を
論
じ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
唯
、
東
亜
細
亜
の
民
族
と
同
系
を
論
ず

る
態
度
と
、
一
つ
に
見
ら
れ
た
く
な
い
。
此
論
が
回
数
を
重
ね
る
ほ
ど
、
私

の
語
は
、
愈
い
よ
い
よ裏
打
ち
せ
ら
れ
て
ゆ
く
で
あ
ら
う
。

33



　
　
　
　
　
六
　
根
の
国
・
底
の
国

  

祓    

禊  

ハ
ラ
ヘ
ミ
ソ
ギ
の
基
礎
と
な
る
観
念
は
、
や
は
り
唯
海
原
に
放
つ
だ
け
で
は
な
く
、

此
土
の
穢
れ
を
受
け
と
る
海
の
あ
な
た
の
国
を
考
へ
て
居
た
も
の
と
思
は
れ

る
。
船
に
乗
せ
て
流
す
様
式
が
、
祓
の
系
統
に
あ
る
と
言
ふ
事
は
、
其
行
き

着
く
土
を
考
へ
に
持
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
「
か
く
か
ゝ
呑
み
て
ば
、
気イ
吹ブ

戸キド
に
い
ま
す
い
ぶ
き
ど
ぬ
し
と
言
ふ
神
、
根ネ
の
国
・
底ソコ
の
国
に
い
ぶ
き
放
ち

て
む
。
か
く
い
ぶ
き
放
ち
て
ば
、
根
の
国
・
底
の
国
に
い
ま
す
は
や
さ
す
ら

ひ
め
と
言
ふ
神
、
持
ち
さ
す
ら
ひ
失
ひ
て
む
」
と
あ
る
六
月
晦
大
祓
の
詞
は
、

必
し
も
此
土
に
居
た
古
代
人
の
代
表
的
な
考
へ
と
言
ひ
き
る
事
も
出
来
ま
い
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し
、
又
祝
詞
の
伝
誦
が
、
久
し
く
口
頭
に
委
ね
ら
れ
て
居
る
間
の
自
然
の
変

化
や
、
開
化
時
代
相
応
の
故
意
の
修
正
の
あ
る
事
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
多
少
注
意
は
い
る
。
が
、
日
本
の
宗
教
が
神
学
体
系
ら
し
い
も
の
を

持
つ
て
後
も
根
の
国
を
海
に
絡
め
て
言
つ
て
居
る
の
は
、
唯
の
平
地
や
山
辺

か
ら
入
る
も
の
と
し
、
単
に
地
の
底
と
ば
か
り
で
、
海
を
言
は
ぬ
神
話
な
ど

よ
り
は
、
形
の
正
し
さ
を
保
つ
て
居
る
も
の
と
言
ふ
事
が
出
来
る
。
出
雲
風

土
記
出
雲
郡
宇
賀
郷
の
条
に
、

　
　
即
、
北
海
の
浜
に
磯イソ
（
大
巌
石
の
意
）
あ
り
。
名
は
な
つ
き
の
磯
と
言

　
　
ふ
。
高
さ
一
丈
許
。
上
に
松
の
木
を
生
ず
。
磯
ま
で
は
、
邑
人
朝
夕
に

　
　
往
来
す
る
如
く
、
又
木
の
枝
も
人
の
攀
引
す
る
如
く
な
れ
ど
も
、
磯
よ

　
　
り
西
の
方
に
、
窟
戸
あ
り
、
高
さ
広
さ
各
六
尺
許
。
窟
内
に
穴
あ
り
。
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人
入
る
こ
と
を
得
ず
。
深
浅
を
知
ら
ず
。
夢
に
此
磯
の
窟
の
辺
に
至
る

　
　
者
は
、
必
死
す
。
故
に
俗
人
古
よ
り
今
に
至
る
迄
号ナヅ
け
て
黄ヨ
泉ミ
の
阪
黄ヨ

　
　
泉ミ
の
穴
と
言
へ
り
。

夢
に
で
も
行
け
ば
死
ぬ
と
言
ふ
の
で
、
正
気
で
は
、
巌
の
西
に
廻
ら
な
い
の

で
あ
る
。
（
伯
耆
の
夜
見
島
大
根
島
な
ど
を
夜
見
の
国
・
根
の
国
に
聯
想
し

た
先
人
の
考
へ
も
、
地
方
ヂ
カ
タ
か
ら
近
き
に
過
ぎ
る
様
に
思
は
れ
る
が
、
島
を
死

の
国
と
見
た
処
は
、
姑しば
ら
く
棄
て
難
い
。
海
上
遥
か
な
死
の
島
へ
の
道
が
、

海
底
を
抜
け
て
向
う
へ
通
じ
て
居
る
と
言
ふ
考
へ
が
一
転
す
る
と
、
海
底
に

あ
る
国
と
言
ふ
様
に
変
る
。
出
雲
風
土
記
の
も
、
或
は
さ
う
し
た
時
代
の
考

へ
方
に
属
し
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
大
祓
詞
の
方
も
、
底
の
国
と
い
ふ

語
に
重
き
を
お
い
て
考
へ
れ
ば
、
海
中
深
く
吹
き
込
む
と
説
け
る
。
併
し
又
、
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遠
隔
し
た
死
の
島
へ
向
け
て
吹
き
つ
け
る
と
も
と
ら
れ
る
様
で
、
ど
う
で
も

解
釈
は
出
来
る
。
何
に
し
て
も
、
出
雲
び
と
も
、
大
倭
ヤ
マ
ト
び
と
も
、
海
と
幽カ
冥ク

界リヨ
と
を
聯
絡
さ
せ
て
考
へ
て
居
た
と
思
う
て
も
よ
い
様
で
あ
る
）
。

　
　
　
　
　
七
　
楽
土
自
ら
昇
天
す
る
こ
と

奄
美
大
島
か
ら
南
の
鹿
児
島
県
下
の
島
々
は
、
ど
の
点
か
ら
で
も
、
琉
球
と

一
と
続
き
の
血
筋
で
あ
る
が
、
琉
球
の
北
端
か
ら
真
西
に
当
る
伊イ
平ヘ
屋ヤ
群
島

を
こ
め
て
、
な
る
こ
・
て
る
こ
と
言
ふ
理
想
国
を
考
へ
て
ゐ
る
。
伊
平
屋
は
、

南
方
の
ま
や
の
国
の
考
へ
も
持
つ
て
居
た
様
だ
し
、
琉
球
本
島
の
に
ら
い
か

な
い
を
も
知
つ
て
居
た
事
は
、
巫
女
の
伝
誦
し
て
居
た
神
文
を
ば
証
拠
に
す
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る
事
が
出
来
る
。
尚
、
琉
球
本
島
の
宗
教
で
、
に
ら
い
か
な
い
以
上
の
も
の

と
し
た
を
ぼ
つ
か
ぐ
ら
と
言
ふ
地
の
名
さ
へ
唱
へ
た
様
で
あ
る
。
本
島
で
は
、

天
の
事
を
あ
ま
み
や
と
言
つ
た
様
に
見
え
る
が
、
此
も
神
の
名
あ
ま
み
き
ょ

・
し
ね
り
き
ょ
か
ら
想
像
出
来
る
あ
ま
み
・
し
ね
り
も
楽
土
の
名
か
ら
出
た

も
の
ら
し
い
。
を
ぼ
つ
か
ぐ
ら
な
る
天
上
の
神
の
国
が
琉
球
の
信
仰
の
上
に

現
れ
た
の
は
、
当
時
の
人
の
考
へ
得
た
限
り
で
の
、
全
能
な
神
を
欲
す
る
様

に
な
つ
て
か
ら
の
事
で
あ
ら
う
。
私
ど
も
の
今
の
宗
教
的
印
象
を
分
解
し
て

見
て
も
、
幽
冥
界

カ
ク
リ
ヨ

に
属
し
て
ゐ
る
者
は
、
一
つ
に
扱
う
て
居
る
場
合
が
多
い
。

単
に
神
の
住
み
か
と
言
ふ
だ
け
で
は
な
い
。
悪
魔
の
世
界
な
る
内
容
も
持
つ

て
居
る
。
神
・
悪
魔
・
死
霊
な
ど
、
其
性
質
に
共
通
し
た
点
が
尠
く
な
い
。

其
著
し
い
点
は
、
皆
夜
の
世
界
に
属
す
る
事
で
あ
る
。
鶏
鳴
と
共
に
顕
明
界

ウ
ツ
シ
ヨ
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に
交
替
す
る
か
ら
だ
。
一
番
鶏
に
驚
い
て
事
遂
げ
な
か
つ
た
の
は
、
魔
や
霊

に
絡
ん
だ
民
譚
だ
け
で
は
な
い
。
神
々
す
ら
屡
鶏
の
時
を
つ
く
る
声
の
為
に
、

失
敗
し
た
事
を
伝
へ
て
ゐ
る
。
尊
貴
な
神
に
す
ら
、
祭
り
の
中
心
行
事
は
、

夜
半
鶏
鳴
以
前
に
完
へ
る
事
に
な
つ
て
居
る
。
わ
が
国
の
神
々
の
属
性
に
も

存
外
古
い
種
を
残
し
て
ゐ
る
の
で
、
太
陽
神
と
信
じ
て
来
た
至
上
神
の
祭
り

に
す
ら
、
暁
に
は
神
上
げ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
古
今
集
大
歌
所

の
部
と
、
神
楽
歌
と
に
見
え
た 

昼  

目 
ヒ
ル
メ
ノ

歌
を
見
れ
ば
、
祭
り
の
暁
の
気
持
ち

は
流
れ
こ
む
様
に
、
私
ど
も
の
胸
に
来
る
。
昔
に
な
る
ほ
ど
、
神
に
恐
る
べ

き
要
素
が
多
く
見
え
て
、
至
上
の
神
な
ど
は
影
を
消
し
て
行
く
。
土
地
の
庶

物
の
精
霊
及
び
力
に
能
は
ぬ
激
し
い
動
物
な
ど
を
神
と
観
じ
る
の
も
、
進
ん

だ
状
態
で
、
記
録
か
ら
考
へ
合
せ
て
見
る
と
、
其
以
前
の
髣
髴
さ
へ
浮
ん
で
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来
る
の
で
あ
る
。
其
が
果
し
て
、
此
日
本
の
国
土
の
上
で
あ
つ
た
事
か
、
或

は
其
以
前
の
祖
先
が
居
た
土
地
で
あ
つ
た
事
か
を
疑
は
ね
ば
な
ら
ぬ
程
の
古

い
時
代
の
印
象
が
、
今
日
の
私
ど
も
の
古
代
研
究
の
上
に
、
ほ
の
か
な
が
ら

姿
を
顕
し
て
来
る
事
は
、
さ
う
し
た
生
活
を
し
た
祖
先
に
恥
ぢ
を
感
じ
る
よ

り
も
、
堪
へ
ら
れ
ぬ
懐
し
さ
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
庶
物
の
精
霊
に
「
媚
び

仕
へ
」
を
し
た
時
代
に
、
私
ど
も
の
祖
先
の
生
活
に
段
々
力
を
持
つ
て
来
、

至
上
の
神
に
至
る
段
階
に
な
つ
た
神
と
、
神
の
国
と
の
話
を
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
つ
た
。

く
ど
い
ま
で
に
、
琉
球
の
例
を
と
つ
て
来
た
の
は
、
此
話
を
す
ら
り
と
通
す

為
で
あ
る
。
生
物
・
無
生
物
が
、
些すこ
し
の
好
意
も
な
し
に
、
人
居
を
廻
つ
て

居
る
事
を
、
絶
え
ず
意
識
に
持
つ
た
祖
先
の
生
活
を
考
へ
て
見
れ
ば
よ
い
。
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古
風
土
記
に
は
、
い
づ
れ
も
さ
う
言
ふ
活
き
物
と
し
て
の
自
然
と
闘
う
た
暮

し
方
の
、
後
々
ま
で
続
い
て
ゐ
た
事
を
示
す
幾
多
の
話
を
書
き
と
め
て
ゐ
る
。

記
録
に
載
つ
て
、
私
ど
も
に
最
遠
い
「
古
代
」
を
示
す
祖
先
た
ち
は
、
海
岸

か
ら
遠
ざ
か
る
事
を
避
け
た
村
人
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
山
地
に
村
を
構

へ
た
人
々
の
上
は
、
今
語
る
古
代
に
は
、
ま
だ
現
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

記
録
の 

年  

立 

ト
シ
ダ
テ

に
随
ふ
な
ら
、
神
武
以
前
の
物
語
を
す
る
事
に
な
る
。

　
　
　
　
　
八
　
ま
れ
び
と
の
お
と
づ
れ

祖
先
の
使
ひ
遺
し
た
語
で
、
私
ど
も
の
胸
に
も
ま
だ
あ
る
感
触
を
失
は
な
い

の
は
「
ま
れ
び
と
」
と
い
ふ
語
で
あ
る
。
「
ま
ら
う
ど
」
と
言
ふ
形
を
と
つ
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て
後
、
昔
の
韻
を
失
う
て
了
う
た
事
と
思
は
れ
る
。
ま
れ
び
と
の
最
初
の
意

義
は
、
神
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
時
を
定
め
て
来
り
臨
む
神
で
あ
る
。
大
空
か

ら
、
海
の
あ
な
た
か
ら
、
或
村
に
限
つ
て
、
富
み
と
齢
と
其
他
若
干
の
幸
福

と
を
齎
し
て
来
る
も
の
と
、
村
人
た
ち
の
信
じ
て
ゐ
た
神
の
事
な
の
で
あ
る
。

此
神
は
宗
教
的
の
空
想
に
は
止
ら
な
か
つ
た
。
現
実
に
、
古
代
の
村
人
は
、

此
ま
れ
び
と
の
来
つ
て
、
屋
の
戸
を
押オソ
ぶ
る
お
と
づ
れ
を
聞
い
た
。
音
を
立

て
る
と
言
ふ
用
語
例
の
お
と
づ
る
な
る
動
詞
が
、
訪
問
の
意
義
を
持
つ
様
に

な
つ
た
の
は
、
本
義
「
音
を
立
て
る
」
が
戸
の
音
に
ば
か
り
偏
倚
し
た
か
ら

の
事
で
、
神
の
来
臨
を
示
す
ほ
と
〳
〵
と
叩
く
音
か
ら
来
た
語
と
思
ふ
。
ま

れ
び
と
と
言
へ
ば
お
と
づ
れ
を
思
ふ
様
に
な
つ
て
、
意
義
分
化
を
し
た
も
の

で
あ
ら
う
。
戸
を
叩
く
事
に
就
て
、
根
深
い
信
仰
と
聯
想
と
を
、
未
だ
に
持
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つ
て
ゐ
る
民
間
伝
承
か
ら
推
し
て
言
は
れ
る
事
で
あ
る
。
宮
廷
生
活
に
於
て

さ
へ
、
神
来
臨
し
て
門
に
お
と
づ
れ
、
主
上
の
日
常
起
居
の
殿
舎
を
祓
へ
て

ま
は
つ
た
風
は
、
後
世
ま
で
残
つ
て
ゐ
た
。
平
安
朝
の
大
殿
祭
は
此
で
あ
る
。

夜
の
明
け
方
に
、 

中  

臣 

ナ
カ
ト
ミ

・
斎
部
イ
ム
ベ
の
官
人
二
人
、
人
数
引
き
連
れ
て
陰
明
門

に
お
と
づ
れ
、 
御  
巫 
ミ
カ
ム
コ

（
宮
廷
の
巫
女
）
ど
も
を
随
へ
て
、
殿
内
を
廻
る
の

で
あ
つ
た
。
か
う
し
た
風
が
、
一
般
民
間
に
も
常
に
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
が
、
事
が
あ
ま
り
刺
戟
の
な
い
程
き
ま
り
き
つ
た
行
事
に
な
つ
て
ゐ
た
の

と
、
原
意
の
辿
り
難
く
な
つ
た
為
に
、
伝
は
る
事
尠
く
、
伝
へ
て
も
其
遺
風

と
は
知
り
か
ね
る
様
に
な
つ
て
了
う
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
此
よ
り
も
古
い
民

間
の
為
来
し
き
た
り
で
は
、
万
葉
の  

東    

歌  

ア
ヅ
マ
ウ
タ

と
、
常
陸
風
土
記
か
ら
察
せ
ら
れ
る

東
国
風
で
あ
る
。
新
嘗
の
夜
は
、
農
作
を
守
つ
た
神
を
家
々
に
迎
へ
る
為
、
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家
人
は
す
つ
か
り
出
払
う
て
、
唯
一
人
そ
の
家
々
の
処
女
か
、
主
婦
か
ゞ
留

つ
て
、
神
の
お
世
話
を
し
た
様
で
あ
る
。
此
神
は
、
古
く
は
田
畠
の
神
で
は

な
く
、
春
の
は
じ
め
に
村
を
訪
れ
て
、
一
年
間
の
予
祝
を
し
て
行
つ
た
神
だ

つ
た
ら
し
い
。

此
ま
れ
び
と
な
る
神
た
ち
は
、
私
ど
も
の
祖
先
の
、
海
岸
を
逐
う
て
移
つ
た

時
代
か
ら
持
ち
越
し
て
、
後
に
は
天
上
か
ら
来
臨
す
る
と
考
へ
、
更
に
地
上

の
あ
る
地
域
か
ら
も
来
る
事
と
思
ふ
様
に
変
つ
て
来
た
。
古
い
形
で
は
、
海

の
あ
な
た
の
国
か
ら
初
春
毎
に
渡
り
来
て
、
村
の
家
々
に
一
年
中
の
心
躍
る

様
な 

予  

言 

カ
ネ
ゴ
ト

を
与
へ
て
去
つ
た
。
此
ま
れ
び
と
の
属
性
が
次
第
に
向
上
し
て

は
、
天
上
の
至
上
神
を
生
み
出
す
事
に
な
り
、
従
つ
て
ま
れ
び
と
の
国
を
、

高
天
原
に
考
へ
る
様
に
な
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。
而
も
一
方
ま
れ
び
と
の
内
容
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が
分
岐
し
て
、
海
か
ら
し
、
高
天
原
か
ら
す
る
者
で
な
く
て
も
、
地
上
に
属

す
る
神
た
ち
を
も
含
め
る
様
に
な
つ
て
、
来
り
臨
む
ま
れ
び
と
の
数
は
殖
え
、

度
数
は
頻
繁
に
な
つ
た
様
で
あ
る
。
私
の
話
は
ま
れ
び
と
と
「
常
世
ト
コ
ヨ
の
国
」

と
の
関
係
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。

　
　
　
　
　
九
　
常
世
の
国

常
世
の
国
は
、
記
録
の
上
の
普
通
の
用
語
例
は
、
光
明
的
な
富
み
と
齢
と
の

国
で
あ
つ
た
。
奈
良
朝
以
前
か
ら
既
に
信
仰
内
容
を
失
う
て
、
段
々
実
在
の

国
の
事
と
し
て
、
我
国
の
内
に
、
此
を
推
定
し
て
誇
る
風
が
出
来
て
来
た
様

で
あ
る
。
常
陸
風
土
記
に
、
自
ら
其
国
を
常
世
の
国
だ
と
し
た
の
は
、
其
一

45



例
で
あ
る
。
人
麻
呂
の
作
と
推
測
さ
れ
る
「
藤
原
宮
の
役エ
民タミ
の
歌
」
を
見
て

も
「
我
が
国
は
常
世
に
な
ら
む
」
と
言
う
て
ゐ
る
の
は
、
藤
原
の
都
の
頃
既

に
、
常
世
を
現
実
の
国
と
考
へ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
此
等
か
ら
見
る
と
、

海
外
に
常
世
の
国
を
求
め
る
考
へ
方
は
古
代
の
思
想
か
ら
当
然
来
る
自
然
な

も
の
で
あ
る
。
出
石
イ
ヅ
シ
び
と
の
祖
先
の
一
人
た
る
た
ぢ
ま
も
り
が
「
時
じ
く
の

香カグ
の
木
実
コ
ノ
ミ
」
を
採
り
に
行
つ
た
と
伝
へ
る
常
世
の
国
は
、
大
体
南
方
支
那
に

故
土
を
持
つ
た
人
々
の
記
憶
の
復
活
し
た
も
の
と
見
る
事
が
出
来
る
。
此
史

実
と
思
は
れ
て
ゐ
る
事
柄
に
も
、
若
干
民
譚
の
匂
ひ
が
あ
る
。
垂
仁
天
皇
の

命
で
出
向
い
た
処
、
還
つ
て
見
れ
ば
、
待
ち
歓
ば
れ
る
は
ず
の
天
子
崩
御
の

後
で
あ
つ
た
と
言
ふ
。
理
に
於
て
不
都
合
な
点
は
見
え
ぬ
が
、
常
世
の
国
な

る
他
界
と
、
我
々
の
住
む
国
と
の
間
に
、
時
間
の
基
準
が
違
う
て
ゐ
る
と
言
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ふ
民
譚
の
、
世
界
的
類
型
を
含
ん
で
ゐ
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
浦
島
子
の
行

つ
た
の
も
、
や
は
り
常
世
の
国
で
あ
つ
た
。
此
物
語
で
は
「
家
ゆ
出
で
ゝ
三

年
の
ほ
ど
に
、
垣
も
無
く
家
失
せ
め
や
も
（
万
葉
巻
九
）
」
と
自
失
し
た
ま

で
に
、
彼
土
と
此
国
と
の
時
間
の
物
さ
し
が
違
う
て
ゐ
た
。
浦
島
の
話
は
、

更
に
一
つ
前
の
飛
鳥
の
都
の
頃
に
既
に
纏
つ
て
居
た
も
の
ら
し
い
が
、
早
く

も
わ
た
つ
み
の
宮
と
と
こ
よ
の
国
と
を
一
つ
に
し
て
ゐ
る
。
海
底
と
海
の
あ

な
た
と
に
相
違
を
考
へ
な
く
な
っ
た
事
は
、
前
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

常
世
の
国
を
理
想
化
す
る
に
到
つ
た
の
は
、
藤
原
の
都
頃
か
ら
の
事
で
あ
る
。

道
教
信
者
の
空
想
し
た
仙
山
は
、
不
死
常
成
の
楽
土
で
あ
つ
た
。
其
上
帰
化

人
の
支
那
か
ら
持
ち
越
し
た
通
俗
道
教
で
は
、
仙
境
を
恋
愛
の
理
想
国
と
す

る
も
の
が
多
か
つ
た
。
我
国
の
と
こ
よ
に
も
恋
愛
の
結
び
つ
い
て
居
る
の
は
、
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浦
島
の
外
に
、
ほ
を
り
の
命
の
神
話
が
あ
る
。
此
は
疑
ひ
な
く
、
海
中
に
あ

る
国
と
し
て
居
る
。
唯
浦
島
と
変
つ
て
居
る
点
は
、
時
間
観
念
が
彼
此
両
土

に
相
違
の
な
い
事
で
あ
る
。
此
海
中
の
地
は
、
わ
た
つ
み
の
国
と
謂
は
れ
て

ゐ
る
。
此
神
話
に
も
、
富
み
と
恋
と
の
常
世
の
要
素
が
十
分
に
は
ひ
つ
て
来

て
ゐ
る
。
富
み
の
豊
か
な
側
で
は
、
古
代
人
の
憧
れ
が
ほ
の
め
い
て
ゐ
る
。

海ミ
驢チ
の
皮
畳
を
重
ね
敷
い
た
宮
殿
に
居
て
、
歓
楽
の
限
り
を
味
ひ
な
が
ら
、

大
き
吐
息
ナ
ゲ
キ
一
つ
し
た
と
言
ふ
の
は
、
万
葉
歌
人
に
言
は
せ
れ
ば
、
浦
島
同
様

「
鈍オゾ
や
。
此
君
」
と
羨
み
嗤
ひ
を
す
る
で
あ
ら
う
。
ほ
を
り
の
命
の
還
り
し

な
に
、
わ
た
つ
み
の
神
の
釣ツ
り
鈎バリ
を
手
渡
す
と
て
訓をし
へ
た
呪
言
は
「
此
鈎ハリ
や
、

呆
鈎
オ
ボ
チ
・
噪
鈎
ス
ヽ
チ
・
貧
鈎
マ
ヂ
チ
・
迂
鈎
ウ
ル
チ
」
と
言
ふ
の
で
あ
つ
た
。
此
鈎
を
受
け
と
つ
た

者
は
、
こ
れ
〳
〵
の
不
幸
を
釣
上
げ
ろ
と
呪
ふ
の
で
あ
る
。
其
上
に
水
を
自
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在
に
満
干
さ
せ
る
如
意
珠
を
贈
つ
て
居
る
の
は
、
農
村
と
し
て
の
経
験
か
ら

出
て
ゐ
る
の
で
、
富
み
の
第
一
の
要
件
を
握
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
貧
窮

を
与
へ
る
事
の
出
来
る
神
の
居
る
土
地
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
富
み
に
つ
い

て
も
、
如
意
の
国
土
で
あ
つ
た
訣
で
あ
る
。

と
こ
よ
と
言
ふ
語
が
常
に
好
ま
し
い
内
容
を
持
つ
て
ゐ
る
に
拘
ら
ず
、
唯
一

つ
違
つ
た
例
は
皇
極
天
皇
紀
に
あ
る
。
秦ハタ 

河  

勝 

カ
ハ
カ
ツ

が
世
人
か
ら
謳
は
れ
た

「
神
と
も
神
と
聞
え
来
る
常
世
の
神
」
を
懲
罰
し
た
其
事
件
の
本
体
な
る
常

世
神
は
、
長
さ
四
寸
程
の
緑
色
で
、
黒
い
斑
点
の
あ
つ
た
虫
だ
つ
た
と
あ
る
。

橘
の
樹
や
蔓
椒
ホ
ソ
キ
に
寄
生
し
た
も
の
を
取
つ
て
祀
つ
た
の
で
あ
る
。
「
新
し
き

富
み
入
り
来
れ
り
」
と
呼
ん
で
、
家
々
に
此
常
世
神
を
取
つ
て
清
座
に
置
き
、

歌
ひ
舞
う
た
と
言
ふ
。
巫
覡
の
託
言
に
「
常
世
神
を
祭
ら
ば
、
貧
人
は
富
み
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を
致
し
、
老
人
は
少ワカ
き
に
還
ら
む
」
と
あ
つ
た
。
か
う
し
た
邪
信
と
見
る
べ

き
も
の
だ
が
、
根
本
の
考
へ
は
、
や
は
り
変
つ
て
居
な
い
。
常
世
並
び
に
常

世
か
ら
来
る
神
の
内
容
を
明
ら
か
に
見
せ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
一
〇
　
と
こ
よ
の
意
義

と
こ
よ
と
言
ふ
語
は
、
ど
う
言
ふ
用
語
例
と
歴
史
と
を
持
つ
て
ゐ
る
か
。
と

こ
は
絶
対
・
恒
常
或
は
不
変
の
意
で
あ
る
。
「
よ
」
の
意
義
は
、
幾
度
か
の

変
化
を
経
て
、
悉
く
其
過
程
を
含
ん
で
来
た
為
に
「
と
こ
よ
」
の
内
容
が
、

随
つ
て
極
め
て
複
雑
な
も
の
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
「
よ
」
と
言
ふ
語
の
古

い
意
義
は
、
米
或
は
穀
物
を
斥サ
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
は
、
米
の
稔
り
を
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表
す
様
に
な
つ
た
。
「
と
し
」
と
言
ふ
語
が
、
米
穀
物
の
義
か
ら
出
て
、
年

を
表
す
こ
と
に
な
つ
た
と
見
る
方
が
正
し
い
と
同
じ
く
、
此
と
同
義
語
の

「
よ
」
が
、
齢ヨ
・
世ヨ
な
ど
言
ふ
義
を
分
化
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
更
に
万

葉
以
後
或
は
「
性
欲
」
「
性
関
係
」
と
言
ふ
義
を
持
つ
た
も
の
が
あ
る
。
此

は
別
系
統
の
語
か
も
知
れ
ぬ
が
、
常
世
の
恋
愛
・
性
欲
方
面
の
浄
土
な
る
考

へ
に
脈
絡
が
あ
る
様
だ
か
ら
あ
げ
て
お
く
。

と
こ
よ
を
齢
の
長
い
義
に
用
ゐ
た
例
は
沢
山
に
あ
る
。
「
と
こ
よ
」
と
言
ふ

語
は
、
古
く
は
長
寿
者
を
直
に
言
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
長
寿
ト
コ
ヨ
の
国

の
義
か
ら
出
た
と
説
く
の
は
逆
で
あ
る
。
「
と
こ
よ
」
の
義
に
は
、
ま
だ
前

の
形
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
常
世
の
国
に
住
み
け
ら
し
」
と
万
葉
人
が
老
い

の
見
え
ぬ
女
の
美
し
さ
を
讃
へ
た
の
は
、
長
寿
の
国
の
考
へ
の
外
に
「
恋
愛
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の
国
に
居
た
か
ら
」
と
言
ふ
考
へ
方
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。

と
こ
よ
の
第
一
義
は
、
遥
か
に
後
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
ず
に
ゐ
た
。
奈
良
盛
時

の
大
伴
坂
上 

郎  

女 
イ
ラ
ツ
メ

が
、
別
れ
を
惜
し
む
娘
を
諭
し
て
「
常
夜
に
も
わ
が
行

か
な
く
に
」
と
言
う
た
の
は
、
海
の
あ
な
た
を
意
味
し
た
も
の
と
も
取
れ
る

が
、
多
少
さ
う
し
た
匂
ひ
を
も
兼
ね
て
、
其
原
義
を
は
つ
き
り
見
せ
た
の
で

あ
る
。
宣
長
も
、
冥
土
・
黄
泉
な
ど
の
意
に
と
つ
て
、 

常  

闇 

ト
コ
ヤ
ミ

の
国
の
義
と

し
て
ゐ
る
。
常
闇
は
時
間
に
つ
い
て
言
ふ
絶
対
観
で
な
く
、
物
処
に
つ
い
て

言
ふ
も
の
で
、
絶
対
の
暗
黒
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
此
意
味
に
古
く
か
ら
口
馴

れ
た
成
語
と
思
は
れ
る
も
の
に
「
常
夜
ト
コ
ヨ
行ユ
く
」
と
言
ふ
の
が
あ
る
。
か
う
し

た
「
ゆ
く
」
は
継
続
の
用
語
例
に
入
る
も
の
で
、
絶
対
の
闇
の
日
夜
が
続
く

義
で
あ
る
。
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皇
后
（
神
功
）
南
の
方
、
紀
伊
の
国
に
詣
り
ま
し
て
、
太
子
に
日
高
に

　
　
会
ふ
。
…
…
更
に
小シ
竹ヌ
宮
に
遷
る
。
是
時
に
適アタ
り
て
、
昼
暗
き
こ
と
夜

　
　
の
如
し
。
已
に
多
く
の
日
を
経
た
り
。
時
人
常
夜
行
く
と
言
ふ
。

と
日
本
紀
に
あ
る
の
は
、
此
暗
さ
を
表
す
の
に
、 

語  

部 

カ
タ
リ
ベ

の
口
に
く
り
返
さ

れ
た
と
思
は
れ
る
、
成
語
を
思
ひ
合
せ
て
「
此
が
昔
語
り
の
天
窟
戸
の
条
に

言
ふ
天
照
大
神
隠
れ
て
常
夜
行
く
と
言
う
た
あ
り
様
な
の
だ
」
と
考
へ
た
も

の
で
あ
ら
う
。
此
常
夜
は
、
あ
る
国
土
の
名
と
は
考
へ
ら
れ
て
居
な
か
つ
た

や
う
に
見
え
る
が
「
と
こ
よ
」
の
第
一
義
だ
け
は
、
釈とけ
る
様
で
あ
る
。
併
し

尚
考
へ
て
見
る
と
、
単
純
に
「
常
夜
の
国
に
行
つ
て
ゐ
る
」
や
う
な
あ
り
様

と
言
ふ
感
じ
を
表
す
語
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
さ
う
思
へ
ば
、
古
事
記

の
「
爾カレ
高
天
原
皆
暗
く
、
葦
原
中
つ
国
悉スデ
に
闇
し
。
此
に
因
り
て
常
夜
往
く
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…
…
」
と
あ
る
と
こ
よ
ゆ
く
も
甚
は
な
は
だ固
定
し
た
物
言
ひ
で
、
或
は
古
事
記
筆
録

当
時
既
に
、
一
種
の
死
語
と
し
て
神
聖
感
を
持
た
れ
た
為
に
、
語
部
の
物
語

り
ど
ほ
り
に
書
い
た
も
の
で
あ
ら
う
。
第
一
義
と
し
て
の
常
闇
の
国
土
な
る

「
と
こ
よ
」
が
、
祖
先
の
考
へ
に
あ
つ
た
事
は
想
像
し
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
一
一
　
死
の
島

宝
船
の
話
か
ら
導
い
た
琉
球
宗
教
の
浄
土
に
ら
い
か
な
い
が
元
、
死
の
島
で

あ
つ
た
こ
と
を
説
い
た
。
私
ど
も
の
国
土
に
移
り
住
ん
だ
祖
先
の
に
ら
い
か

な
い
は
、
実
は
と
こ
よ
の
く
に
と
言
ふ
語
で
表
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。

村
々
の
死
人
は
元
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
穢
れ
の
流
し
放
た
れ
る
海
上
の
島
の
名

54古代生活の研究



で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
其
恐
し
い
島
が
、
富
み
と
齢
乃
至
は
恋
の
浄
土
と
し

て
の
常
世
と
は
な
つ
た
過
程
は
、
に
ら
い
か
な
い
の
思
想
の
展
開
が
説
明
し

て
く
れ
て
居
る
。
海
岸
に
村
づ
く
り
し
た
祖
先
の
亡
き
数
に
入
つ
た
人
々
の

霊
は
、
皆
生
き
て
遥
か
な
海
中
の
島
に
唯
稀
に
の
み
あ
る
も
の
と
せ
ら
れ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
児
孫
の
村
を
お
と
づ
れ
て
、
幸
福
の
予
言
を

与
へ
て
去
る
。
そ
の
来
る
や
常
世
浪
に
乗
り
て
寄
り
、
去
る
時
も
亦
、
常
世

浪
に
揺
ら
れ
て
帰
る
の
で
あ
る
。

　
　
時
に
、
天
照
大
神
、
倭
姫
命
に
誨ヲシ
へ
て
曰
く
、
是
の
神
風
の
伊
勢
の
国

　
　
は
、
常
世
の
浪
の
重シ
浪キ
帰ヨ
す
る
国
な
り
。 

傍  

国 

カ
タ
ク
ニ

の  

美    

国  

ウ
マ
シ
ク
ニ

な
り
。

　
　
是
国
に
居
ら
む
と
思
ふ
。
（
日
本
紀
）

　
　
子
ら
に
恋
ひ
、
朝
戸
を
開
き
我
が
居
れ
ば
、
常
世
の
浜
の
浪
の
音
聞
ゆ
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（
丹
後
風
土
記
逸
文
）

此
等
は
、
如
何
に
も
極
楽
東
門
に
向
ふ
と
言
ふ
様
な
感
じ
で
あ
る
が
、
更
に

語
の
陰
に
あ
る
古
い
印
象
を
窺
ふ
と
、
神
の
徂
徠
の
船
路
を
思
は
せ
る
も
の

が
あ
る
。
す
く
な
ひ
こ
な
の
神
は
此
浪
に
揺
ら
れ
て
、
蘿
摩
カ
ヾ
ミ
の
実
の
皮
の
船

に
乗
つ
て
、
常
世
の
国
か
ら
流
れ
寄
つ
た 

小  

人 

ヒ
キ
ウ
ド

の
神
で
あ
つ
た
。
さ
う
し

て
去
る
時
も
粟
島
の
粟
稈ガラ
に
上
つ
て
稈
に
弾
か
れ
て
常
世
に
渡
つ
た
と
言
ふ
。

最
古
い
も
の
と
言
は
れ
る
宝
船
の
画
に
「
か
ゞ
み
の
ふ
ね
」
と
書
い
て
あ
る

の
は
、
此
船
が
す
く
な
ひ
こ
な
の
命
の
乗
り
物
な
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
、

学
者
の
入
れ
智
恵
の
疑
は
れ
る
点
で
あ
る
。
唯
す
く
な
ひ
こ
な
の
古
ご
と
を

忘
れ
て
後
も
、
蘿
摩
カ
ヾ
ミ
の
皮
に
嫌
ふ
べ
き
も
の
を
載
せ
て
海
に
棄
て
た
風
習
が

あ
つ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
蚤
の
船
の
類
の
も
の
と
し
て
其
古
さ
が
加
は
る
訣
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な
の
で
あ
る
。

と
こ
よ
の
国
と
根
の
国
と
が
、
一
つ
と
見
え
、
又
二
つ
と
も
思
は
れ
る
様
に

な
つ
た
の
は
、
と
こ
よ
が
理
想
化
せ
ら
れ
て
、
死
の
島
と
言
ふ
側
は
、
根
の

国
で
表
さ
れ
る
事
に
な
つ
て
了
つ
た
後
の
事
で
あ
る
。
而
も
、
と
こ
よ
は
海

上
の
島
、
或
は
国
の
名
と
な
り
、
根
の
国
は
海
底
の
国
と
き
ま
つ
た
の
で
あ

る
。

ま
れ
び
と
の
来
る
島
と
し
て
、
老
い
ず
死
な
ぬ
霊
の
国
と
し
て
、
と
こ
よ
は

常
夜
で
は
な
く
な
つ
て
来
た
。
恰
あ
た
かも
よ
し
、
同
音
異
義
の
「
よ
」
に
富
み

（
穀
物
）
又
は
齢
の
意
義
が
あ
つ
た
。
聯
想
が
次
第
に
此
方
に
移
つ
て
、
事

実
と
語
と
相
俟
つ
て
、
遂
に
動
か
さ
れ
ぬ
富
み
と
齢
の
浄
土
と
な
つ
た
事
で

あ
つ
た
。
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青
空
文
庫
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報
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本
：
「
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口
信
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集
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」
中
央
公
論
社
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平
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日
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版
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年4

月

※
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本
の
題
名
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書
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居
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」
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七
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フ
ァ
イ
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。
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文
字
は
本
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書
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音
・
促
音
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小
書
き
に
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っ
て
い
る
と
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は
底
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通
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に
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ま
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た
。
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入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
多
羅
尾
伴
内

2006

年3
月21

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
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で
作
ら
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ま
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。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
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ラ
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テ
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ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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