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今
日
で
は
埼
玉
県
入
間
郡
高コ
麗マ
村
で
す
が
、
昔
は
武
蔵
の
国
の
高
麗
郡
で

あ
り
、
高
麗
村
で
あ
り
ま
し
た
。
東
京
か
ら
そ
こ
へ
行
く
に
は
池
袋
駅
か
ら

西
武
電
車
の 
飯  

能 
ハ
ン
ノ
ウ

行
き
で
終
点
ま
で
行
き
、
吾
野
ア
ガ
ノ
行
き
に
乗
り
か
え
（
同

じ
西
武
電
車
だ
が
池
袋
か
ら
吾
野
行
き
の
直
通
は
な
く
、
い
っ
ぺ
ん
飯
能
で

乗
り
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
飯
能
か
ら
二
ツ
目
の
駅
が
高コ
麗マ
で
す
。
高

麗
村
の
北
側
背
面
は
正
丸
峠
を
越
え
て
秩
父
に
通
じ
、
東
南
は
高
麗
峠
を
越

え
て
飯
能
に
、
ま
た
高
麗
川
を
下
れ
ば
川
越
市
へ
で
て
入
間
川
か
ら
荒
川
と

な
り
（
つ
ま
り
高
麗
川
が
入
間
川
に
注
ぎ
、
入
間
川
が
荒
川
に
そ
そ
い
で
）

昔
の
隅
田
川
で
申
し
ま
す
と
浅
草
で
海
に
そ
そ
い
で
お
っ
た
。
そ
の
海
に
そ

そ
ぐ
と
こ
ろ
が
今
の
浅
草
観
音
様
の
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
当
時
の
海
岸
で
海
は
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そ
こ
か
ら
上
野  

不  

忍  

池  

し
の
ば
ず
の
い
け

ま
で
入
海
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
由
で
す
。
も

っ
と
も
そ
れ
は
江
戸
開
府
ご
ろ
の
話
で
は
な
く
て
、
浅
草
の
観
音
様
が
で
き

た
当
時
、
千
何
百
年
む
か
し
の
話
で
す
。
本
郷
の
弥
生
ヶ
丘
や
芝
山
内
が
ま

だ
海
岸
だ
っ
た
頃
の
こ
と
だ
。

　
続
日
本
紀
、
元
正
天
皇
霊
亀
二
年
五
月
の
条
に
、
「
駿
河
、
甲
斐
、
相
模
、

上
総
か
ず
さ
、
下
総
、
常
陸
ひ
た
ち
、 
下  

野 
し
も
つ
け

の
七
国
の
高
麗
人
一
千
七
百
九
十
九
人
を
武

蔵
の
国
に
う
つ
し
、
高
麗
郡
を
置
く
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
今
の
高
麗
村
、
ま

た
は
高
麗
郡
（
現
入
間
郡
）
発
祥
を
語
る
官
撰
国
史
の
記
事
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
高コ
麗マ
は
新
羅
シ
ラ
ギ
滅
亡
後
朝
鮮
の
主
権
を
握
っ
た
高
麗

コ
ウ
ラ
イ
で
は
な
く
て
、
高コ

句ク
麗リ
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。

　
高
句
麗
は
扶フ
余ヨ
族
と
い
う
。
松
花
江
上
流
か
ら
満
洲
を
南
下
し
て
朝
鮮
の
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北
半
に
至
り
、
最
後
に
は
平
壌
に
都
し
た
。
当
時
朝
鮮
に
は
高
句
麗
の
ほ
か

に
百
済
ク
ダ
ラ
と
新
羅
シ
ラ
ギ
が
あ
っ
た
。
百
済
は
高
句
麗
同
様
、
扶
余
族
と
称
せ
ら
れ
て

い
る
。
日
本
の
仏
教
は
欽
明
天
皇
の
時
、
今
か
ら
千
四
百
年
ほ
ど
前
に
百
済

の
聖
明
王
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
か
く
扶
余
族
の
発
祥
地
は
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
が
満
洲
か
ら
朝
鮮
へ
と

南
下
し
て
、
高
句
麗
、
百
済
の
二
国
を
お
こ
し
た
も
の
で
、
大
陸
を
移
動
し

て
き
た
民
族
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
す
。

　
こ
の
民
族
の
一
部
は
す
で
に
古
く
か
ら
安
住
の
地
を
も
と
め
て
海
を
越
え
、

日
本
の
諸
方
に
住
み
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
高
句
麗
は
天
智
天
皇

の
時
代
に
新
羅
シ
ラ
ギ
に
亡
ぼ
さ
れ
た
が
、
そ
の
は
る
か
以
前
か
ら
の
当
時
の
大
陸

文
化
を
た
ず
さ
え
て
日
本
に
移
住
し
て
い
る
こ
と
は
史
書
に
は
散
見
し
て
い
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る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
史
書
に
見
ゆ
る
も
の
は
公
式
の
招
請
に
応
じ
た
も

の
か
、
ま
た
は
日
本
の
ミ
ヤ
コ
や
朝
廷
を
め
ざ
し
て
移
住
し
て
き
た
も
の
に

限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
自
分
の
一
族
だ
け
で
自
分
勝
手
に
海
を
わ
た
り
、
ど
こ
か
の
浜
や
川
の
中

流
、
上
流
な
ど
で
舟
を
す
て
、
自
分
の
気
に
入
っ
た
地
形
の
と
こ
ろ
へ
居
を

定
め
た
。
と
い
う
テ
ン
デ
ン
バ
ラ
バ
ラ
の
家
族
的
な
移
動
は
、
日
本
の
諸
地

に
無
数
に
あ
っ
た
も
の
と
想
像
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
、
新
羅
人
や
百
済
人
の
来
朝
移
住
も
多
か
っ
た
。
南
鮮
と
九
州

も
し
く
は
中
国
地
方
の
裏
日
本
側
と
を
結
ぶ
航
海
が
千
数
百
年
前
に
於
て
も

易
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
い
か
な
る
猛
獣
や
毒

虫
が
住
む
か
も
知
れ
ぬ
原
始
の
山
野
を
歩
く
の
に
比
べ
れ
ば
、
南
鮮
と
北
日

6安吾の新日本地理



本
を
結
ぶ
航
海
の
方
は
は
る
か
に
易
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
戦
後
の
今
日
、
朝
鮮
か
ら
の
密
輸
や
密
入
国
は
発
動
機
船
を
用
い
て
い
る

ら
し
い
が
、
そ
れ
は
監
視
船
の
目
を
く
ぐ
る
に
必
要
な
速
力
が
い
る
た
め
の

話
で
、
ま
だ
沿
岸
に
監
視
の
乏
し
か
っ
た
終
戦
直
後
に
は
大
昔
と
変
り
の
な

い
ア
マ
の
小
舟
で
さ
か
ん
に
密
輸
や
密
入
国
が
行
わ
れ
、
そ
れ
で
間
に
合
っ

た
の
だ
。
別
に
監
視
の
あ
る
わ
け
で
も
な
い
大
昔
に
は
、
ア
マ
の
小
舟
で
易

々
と
、
ま
た
無
限
に
入
国
し
て
、
諸
方
に
定
住
し
得
た
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
遠
く
北
鮮
の
高
句
麗
に
は
、
南
鮮
と
北
九
州
北
中
国
を
結
ぶ
よ
う
な
便
利

は
な
い
が
、
今
日
、
密
輸
入
密
入
国
の
一
基
地
は
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
に
近

い
北
鮮
の
羅
津
あ
た
り
に
も
あ
っ
て
、
小
舟
に
よ
っ
て
潮
流
を
利
用
し
た
り
、

ま
た
は
潮
流
を
利
用
し
て
荷
物
を
流
す
方
法
も
あ
る
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
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荷
物
を
流
す
の
は
と
に
か
く
と
し
て
、
潮
流
を
利
用
す
る
と
い
う
カ
ン
タ
ン

な
航
海
法
、
も
し
く
は
出
航
後
自
然
に
潮
流
に
乗
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
航

海
の
可
能
性
は
十
二
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
潮
流
は
季
節
に
よ
っ
て
異
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
裏
日

本
の
海
辺
に
於
て
は
太
平
洋
戦
争
前
か
ら
再
々
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
の
機
雷

の
漂
流
に
悩
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ウ
ラ
ジ
オ
の
も
の
ら
し
い
機
雷
が
津

軽
海
峡
に
ま
で
漂
流
し
、
本
土
と
北
海
道
を
結
ぶ
レ
ン
ラ
ク
船
の
航
海
に
ま

で
危
険
が
起
っ
た
の
は
今
年
の
話
で
あ
る
。
東
京
は
じ
め
太
平
洋
岸
の
人
々

に
と
っ
て
ウ
ラ
ジ
オ
の
機
雷
と
い
う
物
騒
な
漂
流
児
が
話
題
に
の
ぼ
っ
た
の

は
よ
う
や
く
今
春
来
の
こ
と
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
裏
日
本
の
海
辺
が
ウ
ラ
ジ
オ
か
ら
の
漂
流
機
雷
に
悩
み
は
じ
め
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た
の
は
太
平
洋
戦
争
の
起
る
前
か
ら
の
こ
と
だ
。
私
が
昭
和
十
七
年
の
夏
に

新
潟
市
へ
行
っ
た
と
き
、
博
物
館
（
で
あ
っ
た
と
思
う
。
あ
る
い
は
別
の
場

所
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
）
で
ド
ラ
ム
カ
ン
の
化
け
物
の
よ
う
な
こ
の
機
雷

を
見
た
。
そ
れ
は
そ
の
年
か
そ
の
前
年
ご
ろ
新
潟
の
浜
へ
漂
着
し
工
兵
が
処

理
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
当
時
か
ら
裏
日
本
の
諸
方
の
浜
で
は
こ

の
機
雷
に
悩
ん
で
い
た
。
も
っ
と
も
そ
の
タ
ネ
は
日
本
が
ま
い
た
よ
う
な
も

の
で
、
支
那
で
戦
争
を
起
し
た
り
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
変
な
ど
も
あ
っ
た
か
ら
、

ロ
シ
ヤ
は
ウ
ラ
ジ
オ
港
外
に
機
雷
網
を
し
い
て
用
心
し
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
が
冬
期
の
激
浪
に
も
ま
れ
解
氷
時
に
至
っ
て
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル

ー
ソ
ー
の
行
動
を
起
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
日
本
海
の
漂
流
児
は
能
登
半
島
か
ら
福
井
方
面
へ
南
下
す
る
の
も
あ

9



る
が
、
富
山
方
面
へ
南
下
し
て
佐
渡
と
新
潟
間
よ
り
北
上
を
起
し
て
途
中
の

浜
辺
で
バ
ク
ハ
ツ
せ
ず
に
つ
い
に
津
軽
海
峡
に
ま
で
至
り
、
そ
こ
か
ら
更
に

太
平
洋
に
ま
で
突
入
し
て
行
方
を
く
ら
ま
す
と
い
う
颱
風
の
半
分
ぐ
ら
い
も

息
の
長
い
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
能
登
半
島
か
ら
山
陰

方
面
へ
南
下
す
る
の
と
、
富
山
新
潟
方
面
へ
南
下
し
て
更
に
北
上
す
る
の
と
、

ど
っ
ち
の
方
が
多
い
の
か
知
ら
な
い
が
、
富
山
新
潟
方
面
へ
南
下
し
て
更
に

北
上
す
る
漂
流
横
雷
が
決
し
て
少
数
で
は
な
く
、
敗
戦
後
元
海
軍
の
技
術
将

校
に
き
い
た
話
で
は
、
そ
ッ
ち
へ
流
れ
る
の
が
春
夏
の
自
然
の
潮
流
だ
と
い

う
話
で
あ
っ
た
。
と
も
か
く
多
く
の
漂
流
機
雷
が
能
登
半
島
の
北
岸
沿
い
に

新
潟
秋
田
方
面
に
ま
で
北
上
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
な
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
原
住
民
は
ア
イ
ヌ
人
だ
の
コ
ロ
ポ
ッ
ク
ル
人
だ
の
と
い
ろ
い
ろ
に
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云
わ
れ
て
お
る
が
、
貝
塚
時
代
の
住
民
は
と
に
か
く
と
し
て
、
扶
余
族
が
北

鮮
ま
で
南
下
し
て
以
来
、
つ
ま
り
千
六
七
百
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
、
朝
鮮
か
ら

の
自
発
的
な
、
ま
た
は
族
長
に
率
い
ら
れ
た
家
族
的
な
移
住
者
は
陸
続
と
し

て
つ
づ
き
、
彼
ら
は
貝
塚
人
種
と
違
っ
て
相
当
の
文
化
を
持
っ
て
お
っ
た
し
、

数
的
に
も
忽
ち
先
住
民
を
追
い
越
す
程
度
の
優
位
を
占
め
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
先
住
民
が
主
と
し
て
海
沿
い
の
高
台
に
居
を
占
め
て
原
始
生
活
を
し
て

い
た
の
に
比
べ
て
、
彼
ら
は
習
性
的
に
（
ま
た
は
当
時
の
彼
ら
の
科
学
的
考

察
の
結
果
と
し
て
）
山
間
の
高
燥
地
帯
に
居
を
占
め
、
低
地
の
原
野
を
避
け

る
よ
う
な
生
活
様
式
を
所
有
し
て
お
っ
た
。
大
昔
の
低
地
は
原
始
林
で
も
あ

る
し
洪
水
の
起
り
易
い
沼
沢
地
帯
で
も
あ
っ
て
毒
虫
猛
獣
の
害
も
多
く
、
そ

れ
に
比
し
て
山
岳
地
帯
の
盆
地
の
方
が
居
住
地
と
し
て
の
安
全
率
が
高
か
っ
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た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
先
住
民
た
る
貝
塚
人
種
の
居
住
も
な
く
、
全
て

に
於
て
山
間
に
居
住
地
を
定
め
る
方
が
他
部
落
と
の
マ
サ
ツ
や
獣
虫
天
災
の

被
害
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
コ
マ
、
ク
ダ
ラ
が
亡
び
て
後
は
特

に
密
入
国
的
な
隠
遁
移
住
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
天
皇
家
の
祖
神
の
最
初
の
定
着
地
点
た
る
タ
カ
マ
ガ
原
が
日
本
の

ど
こ
に
当
る
か
。
そ
れ
を
考
え
る
前
に
、
す
で
に
そ
れ
以
前
に
日
本
の
各
地

に
多
く
の
扶
余
族
だ
の
新
羅
人
だ
の
の
移
住
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
及
び

当
時
は
ま
だ
日
本
と
い
う
国
の
確
立
が
な
か
っ
た
か
ら
彼
ら
は
日
本
人
で
も

な
け
れ
ば
扶
余
人
で
も
な
く
、
恐
ら
く
単
に
族
長
に
統
率
さ
れ
た
部
落
民
と

し
て
各
地
に
テ
ン
デ
ン
バ
ラ
バ
ラ
に
生
活
し
て
お
っ
た
こ
と
を
考
え
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
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つ
ま
り
今
日
に
於
て
も
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
か
ら
の
漂
流
機
雷
が
津
軽
海

峡
の
レ
ン
ラ
ク
船
を
お
び
や
か
す
如
く
に
、
当
時
に
於
て
も
遠
く
北
鮮
か
ら

の
小
舟
す
ら
も
少
か
ら
ぬ
高
句
麗
の
人
々
を
の
せ
て
越
や
出
羽
の
北
辺
に
ま

で
彼
ら
を
運
び
随
所
に
安
住
の
部
落
を
営
ま
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
を
念
頭
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
む
ろ
ん
馬
関
海
峡
か
ら
瀬
戸
内
海
に
は
い
っ
て
、
そ
こ
こ
こ
の
島
々
や
九

州
四
国
本
州
に
土
着
し
た
の
も
更
に
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
一
部
は
長
崎

か
ら
鹿
児
島
宮
崎
と
九
州
を
一
巡
し
て
土
着
の
地
を
探
し
、
ま
た
は
四
国
を

一
巡
し
た
り
、
紀
伊
半
島
を
廻
っ
た
り
、
中
部
日
本
へ
上
陸
し
た
り
、
更
に

遠
く
伊
豆
七
島
や
関
東
、
奥
州
の
北
辺
に
ま
で
安
住
の
地
を
も
と
め
た
氏
族

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
は
原
住
民
に
な
い
文
化
を
持
っ
て
い
た
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の
で
、
ま
も
な
く
近
隣
の
支
配
的
地
位
に
つ
く
場
合
が
少
く
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　
霊
亀
二
年
五
月
に
今
の
高コ
麗マ
村
（
以
下
コ
マ
村
と
書
く
）
が
ひ
ら
か
れ
た

と
い
う
続
日
本
紀
の
記
事
に
於
て
も
、
決
し
て
そ
の
年
に
渡
来
し
た
コ
マ
人

を
そ
こ
に
住
ま
せ
た
の
で
は
な
く
、

「
駿
河
と
甲
斐
と
相
模
と
上
総
と
下
総
と
常
陸
と
下
野
の
七
ヶ
国
の
コ
マ
人

一
千
七
百
九
十
九
人
を
武
蔵
の
国
に
う
つ
し
て
コ
マ
郡
を
お
い
た
」

　
と
あ
る
通
り
、
す
で
に
各
地
に
土
着
し
て
お
っ
た
コ
マ
人
を
一
ヶ
所
に
ま

と
め
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
れ
が
コ
マ
人
の
総
数
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
そ

れ
以
前
に
日
本
各
地
に
土
着
し
た
コ
マ
人
た
ち
は
、
単
に
部
落
民
と
し
て
中
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央
政
府
の
支
配
下
に
合
流
し
て
自
ら
を
コ
マ
人
、
ク
ダ
ラ
人
、
シ
ラ
ギ
人
な

ど
と
云
う
こ
と
な
く
新
天
地
の
統
治
者
に
服
従
し
て
事
も
な
く
生
活
し
て
い

た
に
相
違
な
く
、
こ
れ
に
反
し
て
、
す
で
に
日
本
の
諸
地
に
土
着
し
つ
つ
も

敢
て
コ
マ
人
と
称
し
て
異
を
立
て
て
お
っ
た
七
ヶ
国
の
コ
マ
人
一
千
七
百
九

十
九
人
の
方
が
珍
し
い
存
在
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
土
地
を
移
し

て
一
ヶ
所
に
ま
と
め
ら
れ
た
意
味
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
も
知
れ

な
い
。

　
こ
の
移
住
は
高
句
麗
が
新
羅
に
亡
ぼ
さ
れ
て
の
ち
約
五
十
年
後
に
起
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
後
、

「
天
平
宝
字
二
年
八
月
に
帰
化
の
新
羅
僧
三
十
二
人
と
尼
二
名
と
男
十
九
人

女
二
十
一
人
を
武
蔵
国
に
移
し
て
新
羅
郡
を
お
い
た
」
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と
い
う
記
事
も
あ
る
。

「
天
平
宝
字
五
年
春
正
月
、
美
濃
と
武
蔵
二
ヶ
国
の
少
年
二
十
人
ず
つ
に
新

羅
語
を
習
わ
せ
た
」

　
と
い
う
記
事
も
あ
る
。
武
蔵
の
国
の
新
羅
郡
と
い
う
の
は
明
治
二
十
九
年

に
北
足
立
郡
に
編
入
さ
れ
た
新
座
郡
の
こ
と
だ
そ
う
だ
。

　
高
句
麗
と
百
済
と
新
羅
の
勢
力
争
い
は
、
日
本
の
中
央
政
権
の
勢
力
争
い

に
も
関
係
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
諸
国
の
豪
族
は

概
ね
朝
鮮
経
由
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
目
す
べ
き
根
拠
が
多
く
、
日
本
諸
国

の
古
墳
の
出
土
品
等
か
ら
そ
う
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
古
墳
の
分
布
は

全
国
的
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
横
の
ツ
ナ
ガ
リ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

コ
マ
系
、
ク
ダ
ラ
系
、
シ
ラ
ギ
系
そ
の
他
何
系
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
に
於
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て
も
政
争
が
あ
っ
て
フ
シ
ギ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
長
ら
く
か
か
る
政
争
が

あ
っ
て
、
や
が
て
次
第
に
統
一
的
な
中
央
政
権
の
確
立
を
見
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
時
の
政
府
に
よ
っ
て
特
に
朝
鮮
の
一
国
と
親
し
ん
だ
も
の
や
、
朝
鮮
の
戦

争
に
日
本
か
ら
援
軍
を
送
っ
た
政
府
も
あ
り
、
そ
こ
に
民
族
的
な
ツ
ナ
ガ
リ

が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
コ
マ
（
コ
ク
リ
を
さ
す
。
以
下
も
同
じ
）
の
文
物
を
最
も
多
く
と
り
い
れ

た
の
は
聖
徳
太
子
の
こ
ろ
で
あ
る
が
、
太
子
は
さ
ら
に
支
那
の
文
化
を
直
接

と
り
い
れ
る
こ
と
に
志
を
お
い
た
。
日
本
統
一
の
機
運
と
は
、
ま
さ
に
こ
れ

で
あ
っ
た
と
私
は
思
う
。

　
何
系
何
系
の
国
内
的
の
政
争
が
各
自
の
祖
族
や
そ
の
文
化
に
た
よ
る
限
り

17



国
内
の
統
一
は
の
ぞ
め
な
い
。
こ
れ
を
統
一
す
る
最
短
距
離
は
、
そ
の
い
ず

れ
の
系
統
の
氏
族
に
対
し
て
も
文
化
的
に
母
胎
を
な
す
最
大
強
国
の
大
文
化

に
た
よ
る
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
。
太
子
の
系
統
は
コ
マ
の
滅
亡
と
共
に
あ

る
い
は
亡
び
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
日
本
統
一
の
機
運
を
生
み
だ

し
た
日
本
最
初
の
ま
た
最
大
の
大
政
治
家
は
聖
徳
太
子
で
あ
っ
た
と
云
え
よ

う
。
支
那
の
文
物
を
直
接
と
り
い
れ
る
機
運
の
た
か
ま
る
と
共
に
日
本
の
中

央
政
府
は
次
第
に
本
格
的
に
確
立
し
て
、
奈
良
平
安
朝
の
こ
ろ
に
雑
多
の
系

統
の
民
族
を
日
本
人
と
し
て
統
一
す
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
て
民
族
的
な
雑

多
な
系
統
は
消
滅
し
た
が
、
そ
れ
は
別
の
形
で
残
っ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
れ

が
何
々
ミ
コ
ト
や
何
々
天
皇
、
何
々
親
王
の
子
孫
と
い
う
系
譜
で
あ
る
。
源

氏
や
平
家
の
系
譜
の
背
景
に
も
相
当
の
古
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
の
日
本
史
の
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謎
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
桓
武
、
清
和
、
宇
多
と
い
う
よ
う
な
平
安
朝

の
天
子
を
祖
と
す
る
こ
と
ま
で
は
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
が
、
そ
の
平
安
朝
の

天
子
に
至
る
ま
で
の
大
昔
が
問
題
で
あ
り
謎
で
あ
る
。
甚
し
い
謎
だ
。

　
桓
武
天
皇
は
ど
う
し
て
遷
都
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
？
　

な
ぜ
長
岡
の
工
を
中
止
し
た
の
だ
ろ
う
？
　
そ
れ
か
ら
数
代
、
必
ず
前
天
皇

の
子
を
皇
太
子
に
立
て
る
風
習
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

　
後
年
南
北
朝
の
休
戦
条
約
に
交
替
に
皇
位
継
承
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
そ

れ
は
当
時
の
新
工
夫
で
は
な
く
、
非
常
に
古
い
源
流
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
節
々
も
あ
る
の
で
す
。

　
藤
原
京
を
経
て
奈
良
京
に
都
し
た
と
き
、
日
本
の
中
央
政
府
は
ど
う
や
ら

確
立
の
礎
が
定
ま
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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武
蔵
の
国
に
七
ヶ
国
の
コ
マ
人
を
あ
つ
め
て
コ
マ
郡
を
お
い
た
の
は
そ
の

時
の
こ
と
だ
。
全
国
各
地
に
土
着
し
た
多
く
の
コ
マ
人
は
決
し
て
自
ら
コ
マ

人
な
ど
と
は
称
せ
ず
、
中
央
政
府
の
も
と
に
日
本
人
に
な
り
き
っ
て
し
ま
っ

た
時
だ
。
七
ヶ
国
の
一
千
七
百
九
十
九
名
だ
け
が
、
な
ぜ
コ
マ
人
と
称
し
て

異
を
立
て
る
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
？

　
コ
マ
の
祖
国
は
そ
の
約
五
十
年
ほ
ど
前
に
シ
ラ
ギ
に
亡
ぼ
さ
れ
て
い
る
の

だ
が
、
そ
の
と
き
コ
マ
の
王
様
王
族
が
日
本
へ
亡
命
し
た
と
い
う
よ
う
な
記

事
は
歴
史
に
現
れ
て
い
な
い
。

　
む
し
ろ
シ
ラ
ギ
が
コ
マ
を
亡
し
た
直
後
に
続
々
来
朝
移
住
し
た
の
は
シ
ラ

ギ
人
だ
が
、
勝
っ
た
方
が
堂
々
と
来
朝
移
住
し
、
負
け
た
方
が
コ
ソ
コ
ソ
遁

入
し
て
隠
遁
定
着
す
る
の
も
自
然
の
数
で
、
正
史
が
亡
命
者
の
方
を
大
ッ
ピ
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ラ
に
記
載
で
き
な
い
よ
う
な
意
味
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
関
東
一
円
に
も

シ
ラ
ギ
の
移
住
は
甚
し
く
多
か
っ
た
。
一
ま
と
め
に
何
千
人
と
い
う
の
は
な

い
が
少
数
ず
つ
次
々
と
あ
っ
て
、
コ
マ
の
移
住
者
の
比
で
は
な
い
よ
う
だ
。

　
た
だ
大
宝
三
年
四
月
の
条
に
、

「
従
五
位
下
高
麗
若
光
に
王
コ
キ
シ姓
を
与
え
た
」

　
と
あ
っ
て
、
大
宝
三
年
と
い
う
と
コ
マ
亡
び
て
三
十
五
年
後
だ
が
、
シ
ラ

ギ
人
の
賑
や
か
な
来
朝
移
住
時
代
に
コ
マ
人
が
王
姓
を
も
ら
い
、
こ
れ
が
コ

マ
家
の
祖
先
と
云
わ
れ
て
い
る
。
コ
マ
村
の
コ
マ
神
社
の
宮
司
コ
マ
家
に
伝

わ
る
系
図
に
よ
る
と
、
武
蔵
の
国
現
入
間
郡
コ
マ
村
の
コ
マ
人
は
こ
こ
に
移

り
集
っ
て
若
光
に
統
率
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
子
孫
が
コ
マ
神
社
宮
司

家
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
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こ
の
系
図
は
中
世
に
い
っ
た
ん
焼
け
、
そ
こ
で
一
族
全
員
の
記
録
を
集
め

て
新
し
く
造
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
書
き
出
し
は
虫
が
く
っ
て
チ
ョ
ン

切
れ
て
お
っ
て
、

「
こ
れ
に
よ
っ
て
つ
き
従
っ
て
き
た
貴
賤
相
集
り
、
屍
体
を
城
外
に
う
め
、

ま
た
神
国
の
例
に
よ
っ
て
、
御
殿
の
後
山
に
霊
廟
を
た
て
、
コ
マ
明
神
と
あ

が
め
、
郡
中
に
凶
事
が
あ
る
と
こ
れ
に
祈
っ
た
。
長
子
家
重
が
家
を
つ
い
だ
。

天
平
勝
宝
三
年
に
僧
勝
楽
が
死
ん
だ
。
弘
仁
と
其
の
弟
子
の
聖
雲
と
が
遺
骨

を
納
め
て
勝
楽
寺
を
た
て
た
。
聖
雲
は
若
光
の
三
番
目
の
子
で
あ
る
」

　
と
い
う
意
味
の
前
書
き
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
系
図
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
系
図
は

　
家
重
。
弘
仁
。
清
仁
。
（
以
下
略
）
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と
あ
っ
て
、
家
重
は
死
ん
だ
人
の
長
子
で
あ
り
、
弘
仁
は
家
重
の
弟
ら
し

く
、
又
そ
の
弟
に
当
る
三
男
が
聖
雲
ら
し
く
、
清
仁
は
弘
仁
の
子
で
あ
る
。

　
こ
の
前
書
の
前
の
方
が
チ
ョ
ン
切
れ
て
い
る
か
ら
死
ん
だ
人
の
名
は
現
れ

な
い
が
、
恐
ら
く
若
光
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
虫
が
食
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
中
世
に
焼

け
た
後
に
、
一
族
参
集
し
て
一
度
は
再
び
完
成
し
た
系
図
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
更
に
後
世
の
誰
か
が
「
こ
れ
に
よ
っ
て
」
の
前
の

方
を
引
き
裂
い
て
捨
て
た
の
で
あ
る
。
虫
が
く
っ
た
の
で
は
な
く
引
き
裂
い

た
跡
は
ハ
ッ
キ
リ
し
て
お
り
、
さ
き
残
っ
た
字
の
一
部
分
が
つ
い
て
い
る
が
、

偏
の
一
部
程
度
だ
か
ら
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
後
世
の
子
孫
が
引
き
裂
か
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
ぶ
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ん
国
撰
の
史
書
と
異
る
記
載
が
あ
る
た
め
に
、
後
世
の
子
孫
に
と
っ
て
当
時

の
事
情
と
し
て
都
合
が
わ
る
い
記
事
が
あ
っ
た
為
だ
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
。

な
お
こ
の
系
図
は
そ
の
後
一
時
人
手
に
渡
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
明
治
十

八
年
に
は
内
閣
修
史
局
の
モ
ト
メ
に
応
じ
て
差
し
だ
し
、
内
閣
修
史
局
で
模

写
を
つ
く
り
原
本
を
本
主
に
返
し
た
と
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
機
縁
に
一

部
を
破
却
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
★

　 

白  

髯 

し
ら
ひ
げ

神
社
は
武
蔵
野
に
多
く
散
在
し
て
い
る
が
、
一
番
有
名
な
の
は
向

島
の
白
髯
サ
マ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
白
髯
明
神
の
総
本
家
は
コ
マ
神
社
と
云
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わ
れ
て
い
る
。

　
私
は
武
蔵
の
国
コ
マ
郡
コ
マ
村
と
、
コ
マ
神
社
の
存
在
に
つ
い
て
は
以
前

か
ら
甚
し
く
興
味
を
も
っ
て
い
て
、
こ
の
新
日
本
地
理
に
扱
う
た
め
に
、
す

で
に
今
年
の
二
月
コ
マ
村
を
訪
問
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
私
は
こ
の
神
社
の
祭
事
は
必
ず
正
月
十
五
日
に
あ
る
だ
ろ
う

と
信
じ
て
い
た
か
ら
だ
。
道
祖
神
系
統
の
祭
事
は
た
い
が
い
十
五
日
だ
が
、

特
に
正
月
十
五
日
が
主
流
の
よ
う
で
、
鳥
追
だ
の
ホ
イ
タ
ケ
棒
だ
の
と
い
う

の
が
行
わ
れ
る
の
も
こ
の
日
取
の
こ
ろ
が
多
い
。
道
祖
神
の
よ
う
な
も
の
は

蒙
古
に
は
今
で
も
同
じ
よ
う
な
信
仰
が
あ
る
し
、
コ
マ
人
は
支
那
文
化
を
と

り
い
れ
て
日
本
に
土
着
す
る
ま
で
に
相
当
に
文
化
的
扮
装
を
と
げ
て
い
る
が
、

そ
の
基
本
の
系
統
を
さ
か
の
ぼ
る
と
蒙
古
ま
で
は
間
違
い
な
く
至
り
う
る
よ
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う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
更
に
チ
ベ
ッ
ト
や
中
央
ア
ジ
ヤ
の
方
向
へ
さ
か
の
ぼ

り
う
る
か
ど
う
か
は
見
当
が
つ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
私
は
蒙
古
ま

で
つ
な
が
り
う
る
も
の
と
考
え
、
正
月
十
五
日
に
先
祖
伝
来
の
祭
事
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
旧
の
正
月
十
五
日
と
考

え
た
。
そ
し
て
今
年
の
旧
正
月
十
五
日
に
ブ
ラ
リ
と
コ
マ
村
を
訪
ね
て
み
よ

う
と
思
っ
て
予
定
を
立
て
て
い
た
が
、
そ
の
と
き
仕
事
に
追
わ
れ
て
い
た
の

で
、
た
っ
た
一
日
の
旅
行
す
ら
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
を
天
祐
神
助
、
祖
神
の
導
き
、
と
云
う
の
か
も
知
れ
ん
な
。

旧
正
月
に
来
な
く
て
幸
せ
で
し
た
。
妙
な
偶
然
が
あ
る
も
の
だ
。

　
私
は
そ
の
二
、
三
日
石
神
井
の
檀
一
雄
の
と
こ
ろ
に
泊
っ
て
い
た
が
、
そ

こ
か
ら
コ
マ
村
ま
で
近
い
か
ら
、
で
か
け
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
一
決
し
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た
。
旧
の
正
月
十
五
日
を
狙
っ
た
場
合
と
ち
が
っ
て
、
武
蔵
野
散
歩
と
い
う

程
度
の
軽
い
考
え
で
あ
っ
た
が
、
た
ま
た
ま
文
春
の
中
野
君
が
そ
れ
を
き
い

て
、

「
そ
れ
を
新
日
本
地
理
に
…
…
」

　
と
、
泊
り
こ
ん
で
の
サ
イ
ソ
ク
で
あ
る
。
ブ
ラ
リ
と
散
歩
す
る
だ
け
で
そ

ん
な
材
料
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
分
ら
な
い
し
、
私
が
コ
マ
村
に
つ
い
て
知

っ
て
る
こ
と
は
と
云
え
ば
、
古
代
史
の
記
事
と
、
白
髯
サ
マ
の
総
本
家
が
コ

マ
神
社
で
あ
る
こ
と
と
、
コ
マ
村
が
わ
り
あ
い
後
世
ま
で
部
落
結
婚
だ
っ
た

こ
と
、
行
事
習
慣
な
ど
に
特
殊
な
も
の
が
あ
る
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
。
万

事
「
ら
し
い
」
程
度
の
興
味
だ
け
所
有
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

「
ま
ア
い
い
や
。
飯
能
で
ヒ
ル
飯
を
く
っ
て
、
土
地
の
物
知
り
に
き
い
て
み
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よ
う
や
」

　
そ
こ
で
檀
君
と
中
野
君
と
私
の
三
名
、
石
神
井
か
ら
武
蔵
野
を
走
る
こ
と

電
車
で
一
時
間
、
飯
能
に
つ
い
た
。
駅
の
広
告
に
、

「
天
覧
山
麓
、
温
泉
旅
館
、
東
雲
亭
」

　
と
あ
っ
た
か
ら
、

「
ヒ
ル
飯
は
あ
そ
こ
だ
！
」

　
と
、
そ
こ
へ
乗
り
こ
む
。
大
き
な
旅
館
だ
が
、
全
館
寂
と
し
て
人
の
姿
が

な
い
。
け
れ
ど
も
、
サ
ッ
と
酒
肴
を
持
参
す
る
。
ノ
ロ
マ
な
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
山
の
芋
だ
の
、
山
の
野
菜
、
山
の
鳥
や
魚
の
料
理
で
、
海
の
も
の
、
海
の

魚
の
サ
シ
ミ
だ
の
イ
セ
エ
ビ
な
ど
と
い
う
旅
館
料
理
は
現
れ
な
い
。
オ
ヤ
オ

ヤ
、
大
き
な
ス
イ
ー
ト
ポ
テ
ト
を
持
っ
て
き
や
が
っ
た
な
ア
、
と
思
っ
た
ら
、
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こ
れ
が
サ
ツ
マ
芋
の
皮
に
入
れ
て
む
し
た
茶
碗
ム
シ
（
芋
ム
シ
で
す
か
な
）

で
あ
っ
た
。
土
地
の
品
々
の
料
理
ば
か
り
で
、
皿
数
は
少
く
な
い
が
い
ず
れ

も
ポ
ッ
チ
リ
で
、
酒
の
看
で
胃
袋
の
空
地
を
む
や
み
に
埋
め
た
が
ら
な
い
酒

飲
み
の
心
意
気
ま
で
よ
く
飲
み
こ
ん
で
い
る
。

「
誰
か
コ
マ
村
を
知
っ
て
る
人
は
い
ま
せ
ん
か
ね
」

　
と
た
の
む
と
、

「
ハ
イ
。
私
が
知
っ
て
ま
す
」

　
と
云
っ
て
、
女
中
が
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
類
い
を
持
参
し
て
現
れ
た
。

「
あ
な
た
は
コ
マ
村
の
お
生
れ
か
」

「
い
い
え
、
そ
の
隣
り
で
す
」

「
向
う
隣
り
で
す
か
」

29



「
こ
ッ
ち
隣
り
で
す
」

「
じ
ゃ
ア
、
飯
能
じ
ゃ
な
い
か
」

「
ハ
イ
。
そ
う
で
す
」

　
よ
く
出
来
ま
し
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
。
何
扉
だ
か
何
教
室
だ
か
知
れ
ん
が
、

こ
の
へ
ん
は
日
本
津
々
浦
々
、
実
に
ラ
ジ
オ
の
悪
影
響
な
ら
ん
か
。
コ
マ
村

の
こ
と
は
何
を
き
い
て
も
全
然
知
ら
ん
の
で
あ
る
。

「
あ
な
た
は
、
コ
マ
村
の
何
を
知
っ
て
い
る
の
か
ね
？
」

「
ハ
イ
。
コ
マ
村
へ
行
く
道
を
知
っ
て
い
ま
す
」

　
飯
能
の
女
中
サ
ン
に
完
璧
に
か
ら
か
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
な
。

　
自
動
車
を
よ
ん
で
も
ら
っ
て
コ
マ
村
へ
出
発
す
る
。
飯
能
の
女
中
サ
ン
に

運
転
を
御
依
頼
し
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
も
コ
マ
村
へ
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行
く
道
に
つ
い
て
は
心
得
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
た
っ
た
十
分
か
十
五
分
ぐ
ら

い
の
平
凡
な
道
で
あ
る
。

　
出
発
が
お
そ
か
っ
た
の
で
、
コ
マ
神
社
に
到
着
し
た
の
は
、
タ
ソ
ガ
レ
の

せ
ま
る
頃
で
あ
っ
た
。

　
社
殿
の
下
に
人
が
む
れ
て
い
る
。
笛
の
音
だ
。
太
鼓
の
音
だ
。
あ
あ
、
獅

子
が
舞
い
み
だ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
な
ん
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
だ
ろ
う
。

「
今
日
は
お
祭
り
だ
ろ
う
か
？
」

　
自
動
車
を
降
り
て
、
私
た
ち
は
顔
を
見
合
せ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
お
祭
り
に
し
て
は
人
間
の
数
が
す
く
な
い
。
む
れ
て
い
る
の
は

概
ね
子
供
た
ち
で
三
四
十
人
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
獅
子
の
舞
い
は
真
剣
だ
し
、
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笛
を
吹
く
人
た
ち
も
キ
マ
ジ
メ
で
あ
っ
た
。

「
明
日
が
お
祭
り
だ
そ
う
で
す
。
今
日
の
は
そ
の
練
習
だ
そ
う
で
す
。
な
お

よ
く
社
務
所
へ
行
っ
て
き
い
て
き
ま
す
」

　
と
、
中
野
君
は
姿
を
消
し
た
。

　
私
は
目
を
み
は
り
、
耳
を
そ
ば
だ
て
た
。
私
の
心
は
す
で
に
ひ
き
こ
ま
れ

て
い
た
。
そ
の
笛
の
音
に
。
な
ん
と
い
う
単
調
な
、
そ
し
て
お
よ
そ
獅
子
の

舞
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
物
悲
し
い
笛
の
音
だ
ろ
う
。
笛
を
吹
い
て
い
る
の
は

六
名
の
お
爺
さ
ん
で
あ
っ
た
。

　
吉
野
の
吉
水
院
に
後
醍
醐
天
皇
御
愛
用
の
コ
マ
笛
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は

色
々
と
飾
り
の
つ
い
た
笛
で
、
第
一
木
製
で
は
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

こ
こ
の
は
オ
ソ
マ
ツ
な
横
笛
で
あ
る
が
、
笛
本
来
の
音
の
せ
い
か
、
音
律
の
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せ
い
か
、
遠
く
は
る
ば
る
と
ハ
ラ
ワ
タ
に
し
み
る
よ
う
な
悲
し
さ
切
な
さ
で

あ
る
。

　
日
本
の
音
律
に
一
番
こ
れ
に
よ
く
似
た
も
の
が
、
た
だ
一
ツ
だ
け
あ
る
よ

う
だ
。
そ
れ
は
子
供
達
の
、

「
も
・
う
・
い
・
い
・
か
ア
ー
い
」

「
ま
ア
・
だ
・
だ
・
よ
ー
オ
」

　
と
い
う
隠
れ
ん
ぼ
の
声
だ
。
そ
れ
を
遠
く
木
魂
に
し
て
き
く
と
、
こ
の
笛

の
単
調
な
繰
り
返
し
に
、
か
な
り
似
る
よ
う
で
あ
る
。
す
ぐ
耳
も
と
で
笛
を

き
き
な
が
ら
、
タ
ソ
ガ
レ
の
山
中
は
る
か
に
カ
ナ
カ
ナ
を
き
く
よ
う
な
遠
さ

を
覚
え
た
。

　
獅
子
は
舞
い
な
が
ら
太
鼓
を
う
つ
。
こ
の
太
鼓
が
笛
の
悲
し
さ
に
甚
し
く
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ツ
リ
ア
イ
が
と
れ
て
い
る
。
そ
の
響
き
が
一
間
か
一
間
半
ぐ
ら
い
で
、
急
に

と
ぎ
れ
て
吸
わ
れ
て
、
な
く
な
る
よ
う
な
、
厚
い
布
地
を
か
ぶ
せ
て
太
鼓
を

う
っ
て
る
よ
う
な
鈍
い
音
。

　
普
通
の
獅
子
舞
い
は
、
獅
子
と
太
鼓
は
別
人
が
や
る
。
獅
子
は
面
を
頭
上

に
か
ざ
し
て
口
を
パ
ク
パ
ク
や
る
た
め
に
両
手
を
使
う
か
ら
、
太
鼓
を
う
つ

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
獅
子
は
頭
上
に
獅
子
を
か
ぶ
り
、
顔
の
前
面
に
は
長
い
ベ
ー
ル
を
垂

ら
し
て
い
る
。
グ
ッ
と
そ
ッ
く
り
か
え
っ
た
り
、
前
か
が
み
に
な
っ
て
タ
テ

ガ
ミ
を
ふ
っ
た
り
し
な
が
ら
、
片
足
を
踏
み
あ
げ
て
、
太
鼓
を
う
つ
。
獅
子

は
腹
部
に
太
鼓
を
ぶ
ら
さ
げ
、
自
分
で
そ
れ
を
舞
い
な
が
ら
打
つ
。

　
赤
青
黒
の
三
人
の
獅
子
。
そ
の
足
の
捌
き
や
、
身
の
振
り
方
は
や
や
日
本
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化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
自
然
に
日
本
人
に
同
化
す
る
う
ち
に
巧
ま

ず
し
て
多
少
の
影
響
を
う
け
た
だ
け
の
こ
と
で
、
そ
の
本
来
の
骨
法
は
ま
っ

た
く
日
本
の
現
実
に
何
の
拘
り
も
な
い
こ
と
が
分
る
。
支
那
風
で
も
あ
る
が
、

蒙
古
風
と
云
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
な
。

　
舞
い
は
二
匹
の
オ
ス
獅
子
が
一
匹
の
メ
ス
獅
子
を
取
り
ッ
こ
す
る
の
を
現

し
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
勇
ま
し
さ
も
陽
気
さ
も
な

く
、
た
だ
物
悲
し
く
単
調
な
笛
で
あ
り
太
鼓
で
あ
っ
た
。

「
祖
神
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
と
で
も
い
う
の
か
な
ア
。
と
こ
ろ
が
陽
気
な
と

こ
ろ
が
全
然
な
い
か
ら
な
ア
。
荒
々
し
く
悲
し
く
死
ん
だ
切
な
い
運
命
の
神

様
を
泣
き
な
が
ら
慰
め
て
い
る
の
か
な
ア
」

　
私
が
こ
う
呟
く
と
、
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「
ま
っ
た
く
、
そ
う
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」

　
檀
君
も
腕
ぐ
み
を
し
て
考
え
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
答
え
を
返
し
た
。

　
私
が
コ
マ
村
の
こ
と
で
第
一
番
に
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
た
い
の
は
、
こ

の
笛
の
音
な
の
だ
が
、
音
を
雑
誌
に
出
せ
な
い
の
が
痛
恨
事
で
す
。
た
だ
、

「
も
う
い
い
か
ア
ー
い
」

「
ま
ア
だ
だ
よ
ー
オ
」

　
と
い
う
隠
れ
ん
ぼ
の
呼
び
声
に
他
の
い
か
な
る
音
よ
り
も
似
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
獅
子
舞
は
メ
ス
の
獅
子
を
オ
ス
の
二
匹
が
取
り
ッ
こ
す

る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
実
は
隠
れ
た
メ
ス
を
探
し
ッ
こ
す
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
や
っ
ぱ
り
隠
れ
ん
ぼ
で
あ
る
。
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「
も
う
い
い
か
ア
ー
い
」

「
ま
ア
だ
だ
よ
ー
オ
」

　
と
い
う
隠
れ
ん
ぼ
の
呼
び
声
は
今
や
全
国
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
発

祥
は
武
蔵
野
で
、
武
蔵
野
界
隈
に
だ
け
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な

い
も
の
の
よ
う
だ
。
こ
の
獅
子
舞
、
笛
の
音
と
、
ツ
ナ
ガ
リ
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
ひ
ど
く
考
え
こ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
よ
。

　
ま
も
な
く
中
野
君
が
若
い
神
官
を
と
も
な
っ
て
き
た
。
宮
司
が
不
在
で
そ

の
息
子
さ
ん
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
若
い
神
官
に
み
ち
び
か
れ
て
社
務
所
へ

招
ぜ
ら
れ
た
。
系
図
を
見
た
の
は
こ
の
日
で
あ
る
。

　
若
い
神
官
は
、
非
常
に
正
確
に
物
を
考
え
、
正
確
な
こ
と
だ
け
語
ろ
う
と

常
に
心
が
け
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
は
教
養
の
高
さ
を
示
し
、
こ
の
奇
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妙
な
歴
史
を
も
っ
た
村
で
、
新
し
い
教
養
を
見
る
の
が
フ
シ
ギ
な
よ
う
な
、

し
か
し
好
も
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
系
図
や
大
般
若
経
の
写
本
や
昔
の
獅
子
面
な
ど
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
あ
と

で
、
コ
マ
神
社
の
歴
史
に
つ
い
て
の
薄
ッ
ペ
ラ
な
本
な
ど
を
貰
い
う
け
、

「
写
真
屋
を
つ
れ
て
、
ま
た
明
日
、
出
直
し
て
参
り
ま
す
。
だ
が
、
あ
の
笛

の
音
は
写
真
に
は
う
つ
ら
な
い
か
ら
な
ア
」

　
と
私
が
思
わ
ず
呟
く
と
、
若
い
神
官
も
な
ん
と
な
く
浮
か
な
い
面
持
で
考

え
こ
ん
で
、

「
こ
の
村
の
誰
か
が
録
音
機
を
買
っ
た
と
い
う
話
で
す
が
…
…
」

　
と
、
村
の
誰
か
の
名
を
云
っ
た
。
こ
の
村
で
、
誰
が
何
用
に
録
音
機
の
必

要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
と
、
私
は
思
わ
ず
事
の
意
外
さ
に
笑
い
が
こ
み
あ
げ
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る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

　
ま
っ
た
く
夢
を
見
る
よ
う
な
一
日
で
あ
っ
た
。
フ
シ
ギ
と
云
え
ば
お
伽
噺

の
よ
う
に
フ
シ
ギ
で
あ
っ
た
。
一
年
に
た
っ
た
一
日
の
お
祭
り
の
そ
の
前
日

の
稽
古
に
行
き
合
わ
す
と
は
。

「
正
月
の
十
五
日
に
お
祭
り
は
な
い
の
で
す
か
」

　
と
き
い
て
み
る
と
、

「
正
月
十
五
日
に
は
ヤ
ブ
サ
メ
の
マ
ネ
ゴ
ト
の
よ
う
な
も
の
を
や
る
に
は
や

り
ま
す
が
、
お
祭
り
は
一
年
に
明
日
だ
け
で
す
。
む
か
し
は
九
月
十
九
日
で

し
た
が
、
養
蚕
期
に
当
る
の
で
、
十
月
十
九
日
に
や
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
」

　
と
の
答
え
で
あ
っ
た
。
尚
、
二
月
二
十
三
日
に
祈
年
祭
と
い
う
の
が
あ
る
。
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こ
の
日
附
も
コ
マ
村
な
ら
ば
当
然
そ
う
あ
っ
て
然
る
べ
き
一
ツ
の
イ
ワ
レ
が

思
い
当
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
私
の
思
い
過
し
か
も
知
れ
な
い
。

　
社
宝
の
大
般
若
経
と
い
う
の
は
、
こ
こ
の
子
孫
の
一
人
が
建
暦
元
年
か
ら

承
久
二
年
ま
で
の
十
年
間
に
下
野
足
利
の
鶏
足
寺
で
書
写
し
た
も
の
で
、
例

年
春
三
月
に
転
読
す
る
の
だ
と
い
う
。
そ
も
そ
も
移
住
の
時
か
ら
仏
教
と
非

常
に
深
い
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
本
地
垂
迹
神
仏
混
合
以
前

で
あ
る
こ
と
を
特
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
鶏
足
寺
と
は
妙
な
名

だ
。
鶏
足
は
鶏
頭
の
ア
ベ
コ
ベ
だ
が
、
ど
う
い
う
イ
ワ
レ
に
よ
る
寺
名
で
あ

ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
★
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翌
日
、
檀
一
雄
邸
で
は
御
婦
人
方
が
朝
か
ら
お
弁
当
づ
く
り
に
多
忙
で
あ

る
。
昨
日
の
三
人
に
写
真
の
高
岩
震
君
を
加
え
、
四
人
の
大
男
が
獅
子
舞
い

見
物
ピ
ク
ニ
ッ
ク
と
シ
ャ
レ
こ
ん
だ
か
ら
だ
。
お
酒
が
あ
る
か
ら
男
の
大
供

の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
弁
当
も
重
た
い
も
の
だ
。

　
本
日
は
ピ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
る
か
ら
、
コ
マ
駅
ま
で
電
車
で
行
っ
て
、
コ
マ

神
社
ま
で
歩
く
。
相
当
な
道
の
り
だ
が
、
近
道
を
歩
い
て
道
に
迷
う
。
急
が

ば
廻
れ
と
云
う
の
も
コ
マ
村
の
コ
ト
ワ
ザ
だ
。
と
何
で
も
コ
マ
村
に
し
て
し

ま
う
。

　
お
か
げ
で
高
麗
川
の
河
原
を
橋
を
さ
が
し
て
、
ブ
ラ
リ
ブ
ラ
リ
と
歩
い
た

が
（
橋
を
探
し
て
河
原
を
ブ
ラ
リ
ブ
ラ
リ
と
い
う
の
は
奇
妙
な
道
の
迷
い
方
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だ
が
、
そ
こ
が
コ
マ
村
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
）
だ
が
コ
マ
川
は
実
に
流
れ
の

美
し
い
川
だ
。
深
山
幽
谷
な
ら
と
も
か
く
、
山
か
ら
平
地
に
出
が
か
っ
た
と

こ
ろ
に
、
こ
ん
な
に
キ
レ
イ
な
流
れ
を
見
た
の
は
生
れ
て
こ
の
か
た
始
め
て

だ
。
河
床
に
し
き
つ
め
た
小
石
の
粒
々
が
み
ん
な
美
し
い
の
だ
が
、
透
き
と

お
る
よ
う
な
流
れ
の
清
ら
か
さ
の
せ
い
も
あ
る
。
グ
ル
リ
〳
〵
と
コ
マ
村
中

を
廻
転
ま
た
廻
転
し
て
い
る
流
れ
で
あ
る
が
、
ど
こ
で
見
て
も
冴
え
た
清
ら

か
な
流
れ
に
は
変
り
が
な
い
。

　
背
後
に
ひ
か
え
る
正
丸
峠
と
云
っ
て
も
、
秩
父
の
山
々
の
末
端
に
当
る
低

山
で
あ
る
し
、
側
面
か
ら
前
面
に
ま
わ
る
コ
マ
峠
の
峰
つ
ゞ
き
も
百
米
メ
ー
ト
ルに
足

ら
な
い
よ
う
な
連
丘
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
連
丘
に
は
さ
ま
れ
た
小
盆
地
を
コ

マ
川
が
精
一
パ
イ
蛇
行
し
て
い
る
。
実
に
変
テ
ツ
も
な
い
山
近
い
農
村
風
景
。
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す
べ
て
は
平
凡
な
風
景
だ
が
、
流
れ
に
沿
う
て
か
な
り
の
農
家
が
あ
り
な
が

ら
、
あ
ま
り
に
も
美
し
く
冴
え
た
コ
マ
川
の
流
れ
で
あ
る
。

　
よ
う
や
く
コ
マ
神
社
に
辿
り
つ
く
。
目
下
獅
子
舞
い
は
山
上
の
昔
の
社
殿

跡
に
登
っ
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
ち
に
山
上
へ
急
ぐ
。
こ
の
山
は
自
然
の
小

丘
を
利
用
し
て
円
形
に
け
ず
っ
て
古
墳
に
用
い
た
も
の
ら
し
く
、
こ
の
山
が

墳
墓
だ
と
い
う
伝
え
は
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
だ
。
も
っ
と
も
、
コ
マ

氏
系
図
に
は

「
屍
体
を
城
外
に
埋
め
、
ま
た
神
国
の
例
に
よ
っ
て
霊
廟
を
御
殿
の
後
山
に

た
て
た
」

　
と
あ
っ
て
、
城
だ
の
城
内
域
外
が
見
当
の
つ
け
よ
う
も
な
い
よ
う
だ
が
、

こ
の
系
図
は
こ
の
先
の
全
文
が
チ
ョ
ン
切
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
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の
域
外
に
埋
め
た
屍
体
と
は
若
光
ら
し
い
と
想
像
さ
れ
る
だ
け
で
、
若
光
と

断
定
で
き
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
若
光
が
コ
マ
家
の
第
一
祖
だ

と
い
う
こ
と
も
チ
ョ
ン
切
ら
れ
た
系
図
か
ら
は
判
定
は
で
き
な
い
。
そ
の
長

子
の
家
重
か
ら
系
図
が
は
じ
ま
る
が
、
家
重
が
コ
マ
家
の
第
二
祖
だ
と
い
う

よ
う
な
番
号
も
系
図
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
若
光
の
先
に
も
誰

か
が
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
コ
マ
王
若
光
と
は
続
日
本
紀
大
宝
三
年
四
月
の
条
に
、

「
従
五
位
高
麗
若
光
に
王
姓
を
与
え
た
」

　
と
あ
る
だ
け
で
、
彼
が
武
蔵
の
コ
マ
郡
へ
移
住
し
た
こ
と
も
、
そ
の
統
率

者
が
若
光
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
他
に
記
載
し
た
も
の
は
な
い
。
た
だ
コ
マ
家

の
系
図
に
あ
る
だ
け
だ
が
、
そ
れ
も
前
文
が
チ
ョ
ン
切
れ
て
い
て
、
残
っ
た
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部
分
か
ら
判
じ
ら
れ
る
の
は
、
今
も
述
べ
た
よ
う
に
、
城
外
へ
埋
め
ら
れ
た

屍
体
の
主
は
若
光
ら
し
い
が
、
若
光
以
前
の
こ
と
は
と
も
か
く
全
然
相
わ
か

ら
ん
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
若
光
王
の
歿
年
も
相
わ
か
ら
な
い
。

　
た
だ
長
子
家
重
が
家
を
つ
い
だ
が
、
彼
の
死
が
天
平
二
十
年
（
西
暦
七
四

八
年
）
で
あ
る
か
ら
、
若
光
の
死
が
そ
の
前
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
が
、

若
光
が
王
姓
を
も
ら
っ
た
の
が
大
宝
三
年
（
七
〇
三
年
）
七
ヶ
国
の
コ
マ
人

が
コ
マ
郡
へ
移
住
し
た
の
が
霊
亀
二
年
（
七
一
六
年
）
。
つ
ま
り
若
光
は
七

一
六
年
か
ら
七
四
八
年
に
わ
た
る
コ
マ
郡
で
の
生
活
中
に
、
そ
の
三
十
二
ヶ

年
間
の
ど
の
年
か
に
死
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
王
姓
を
も
ら
っ
て
か
ら
コ

マ
郡
移
住
ま
で
の
十
三
年
間
に
は
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
も

相
わ
か
ら
ん
の
で
あ
る
。
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コ
マ
王
と
い
う
の
が
も
う
一
系
統
あ
っ
て
、
こ
れ
も
武
蔵
の
コ
マ
郡
に
住

ん
で
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
コ
マ
王
好
台
七
世
の
孫
延
興
王
の
後
で
、

背セ
奈ナ
氏
を
称
し
た
と
い
う
。
天
智
の
と
き
来
朝
し
、
福
徳
の
代
に
コ
マ
郡
に

住
ん
だ
が
、
そ
の
孫
の
福
信
は
少
年
時
代
に
伯
父
行
文
に
つ
れ
ら
れ
て
奈
良

の
都
へ
の
ぼ
り
聖
武
か
ら
桓
武
に
至
る
六
朝
に
仕
え
た
そ
う
だ
。
伯
父
行
文

は
な
か
な
か
味
な
詩
人
で
あ
る
。
し
か
し
福
徳
の
系
統
は
史
書
に
も
コ
マ
氏

系
図
に
も
現
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
後
も
わ
か
ら
な
い
。

　
こ
れ
は
コ
マ
村
に
は
関
係
な
い
が
、
隣
の
飯
能
に
最
も
関
係
深
い
豪
族
が

丹
治
氏
。
宣
化
天
皇
の
子
孫
多
治
比
古
王
の
子
が
多
治
比
島
。
そ
の
子
孫
が

武
蔵
の
守
と
な
っ
て
後
に
飯
能
に
土
着
し
、
今
は
中
山
氏
を
称
し
て
い
る
。

こ
の
子
孫
の
分
派
に
も
コ
マ
氏
が
あ
る
が
、
コ
マ
村
の
コ
マ
氏
と
は
関
係
が
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な
い
。

　
丹
治
氏
の
祖
、
多
治
比
島
は
持
統
四
年
（
西
紀
六
九
〇
年
）
に
右
大
臣
と

な
り
、
文
武
四
年
（
西
紀
七
〇
〇
年
）
に
左
大
臣
と
な
り
、
翌
年
死
ん
だ
。

こ
の
大
臣
の
出
現
モ
ー
ロ
ー
と
し
て
煙
の
如
く
で
あ
る
が
、
彼
の
執
政
時
代

は
藤
原
鎌
足
歿
後
、  

石    

上  
い
そ
の
か
み

麻
呂
や
藤
原
不
比
等
ら
が
現
れ
る
ま
で
の
臣

下
の
大
臣
の
空
白
時
代
に
当
っ
て
い
て
、
彼
が
右
大
臣
の
時
も
左
大
臣
の
時

も
臣
下
唯
一
の
大
臣
、
最
高
の
重
臣
だ
っ
た
。

　
彼
の
執
政
中
は
そ
の
前
か
ら
ひ
き
つ
づ
い
て
シ
ラ
ギ
と
交
渉
深
か
っ
た
と

き
で
、
多
く
の
シ
ラ
ギ
人
を
関
東
諸
地
へ
移
住
せ
し
め
て
も
い
る
。

　
若
光
が
王
姓
を
も
ら
い
コ
マ
王
を
称
し
た
の
は
島
の
歿
後
二
年
目
の
こ
と

で
、
そ
の
前
年
に
持
統
帝
の
崩
御
も
あ
っ
た
。
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コ
マ
村
と
飯
能
と
は
コ
マ
峠
を
一
ツ
越
し
た
だ
け
の
隣
り
で
あ
る
し
、
丹

治
氏
の
子
孫
に
も
コ
マ
氏
が
あ
る
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
多
治
比
島
も
コ
マ
人
を

祖
先
に
す
る
人
か
と
一
応
考
え
ら
れ
る
が
、
執
政
中
の
出
来
事
を
見
る
と
、

む
し
ろ
シ
ラ
ギ
系
の
頭
目
の
よ
う
で
あ
る
。
む
ろ
ん
政
治
に
は
色
々
の
裏
が

あ
り
綾
が
あ
る
か
ら
、
表
面
の
史
実
を
ウ
ノ
ミ
に
す
れ
ば
裏
面
の
真
相
は
判

ら
な
い
。
政
治
と
い
う
も
の
は
、
現
代
史
の
裏
面
す
ら
一
般
の
現
代
人
に
は

わ
か
ら
な
い
の
だ
。

　
け
れ
ど
も
多
治
比
島
の
死
ん
だ
こ
ろ
か
ら
、
い
く
ら
か
コ
マ
人
が
日
の
目

を
見
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
外
交
的
に
も
シ
ラ
ギ
一
色
と
い
う

も
の
か
ら
そ
う
で
な
い
も
の
へ
と
転
じ
、
聖
徳
太
子
発
案
の
直
接
支
那
大
陸

の
文
物
と
結
ん
で
中
央
政
府
を
確
立
す
る
政
治
の
方
法
へ
と
転
じ
、
そ
れ
を
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次
第
に
強
力
に
実
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
し
て
奈
良
平
安
朝
で
中
央
政
府
が
確
立
し
、
シ
ラ
ギ
系
だ
の
コ
マ
系
だ

の
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
影
を
没
し
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
実
は
歴
史

の
裏
面
へ
姿
を
隠
し
た
だ
け
で
、
い
わ
ば
地
下
へ
も
ぐ
っ
た
歴
史
の
流
れ
は

な
お
脈
々
と
つ
づ
く
の
だ
。

　
多
く
の
シ
ラ
ギ
人
を
関
東
に
移
住
さ
せ
た
左
右
大
臣
多
治
比
島
の
子
孫
が

武
蔵
の
守
と
な
っ
た
後
に
飯
能
に
土
着
し
た
り
、
彼
の
死
後
三
年
目
に
若
光

が
コ
マ
王
姓
を
た
ま
わ
り
、
十
五
年
後
に
七
ヶ
国
の
コ
マ
人
一
千
七
百
九
十

九
人
が
武
蔵
の
コ
マ
郡
へ
移
さ
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
シ
ラ
ギ
と

コ
マ
が
歴
史
の
地
下
へ
も
ぐ
っ
た
う
ち
で
も
実
は
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
末

端
の
モ
グ
ラ
事
件
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
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な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
モ
グ
ラ
は
歴
史
の
表
面
に
現
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も

モ
グ
ラ
の
大
物
は
決
し
て
表
面
に
現
れ
な
い
。
む
し
ろ
表
面
に
現
れ
て
い
る

末
端
の
モ
グ
ラ
を
手
が
か
り
に
し
て
も
っ
と
大
物
の
モ
グ
ラ
族
の
地
下
で
の

ア
ツ
レ
キ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
三
韓
系
の
政
争
や
ア
ツ
レ
キ
は
藤
原
京
の
こ
の
こ
ろ
か
ら
地
下
に

く
ぐ
っ
た
こ
と
が
分
る
が
、
日
本
地
下
史
の
モ
ヤ
モ
ヤ
は
藤
原
京
か
ら
奈
良

京
へ
平
安
京
へ
と
移
り
、
や
が
て
地
下
か
ら
身
を
起
し
て
再
び
歴
史
の
表
面

へ
現
れ
た
と
き
、
毛
虫
が
蝶
に
な
っ
た
よ
う
に
、
ま
る
で
違
っ
た
も
の
に
な

っ
て
い
た
。
そ
れ
が
源
氏
で
あ
り
、
平
家
で
あ
り
、
奥
州
の
藤
原
氏
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
南
北
両
朝
の
対
立
に
も
影
響
し
た
。
そ
の
よ
う
な
地
下
史
を
辿
り

う
る
よ
う
に
私
は
思
う
。
彼
ら
が
蝶
に
な
っ
た
と
は
日
本
人
に
な
っ
た
の
だ
。
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し
か
し
、
コ
マ
村
だ
け
は
い
つ
ま
で
も
蝶
に
な
ら
な
か
っ
た
。
す
く
な
く

と
も
頼
朝
が
鎌
倉
幕
府
を
定
め
る
こ
ろ
ま
で
は
、
コ
マ
家
は
一
族
重
臣
の
み

と
血
族
結
婚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
コ
マ
家
の
系
図
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

「
豊
純
。
仁
治
三
年
三
月
四
日
歿
。

　
当
家
は
こ
れ
ま
で
コ
マ
か
ら
従
え
て
き
た
一
族
重
臣
の
み
と
縁
組
し
て
き

た
が
深
い
シ
サ
イ
が
あ
っ
て
駿
河
の
岩
木
僧
都
道
暁
の
女
を
室
と
し
た
。
こ

れ
で
源
家
の
縁
者
と
な
っ
た
か
ら
根
篠
の
紋
を
用
い
る
」

　
深
い
シ
サ
イ
が
あ
っ
て
、
と
い
う
の
は
ど
ん
な
事
だ
か
分
ら
な
い
が
、
と

に
か
く
源
家
と
結
婚
し
な
け
れ
ば
家
を
保
ち
が
た
い
よ
う
な
事
情
に
せ
ま
ら

れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
と
は
想
像
で
き
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
隣
り
の
飯
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能
や
武
蔵
の
国
の
誰
か
で
な
し
に
い
き
な
り
駿
河
の
某
氏
と
婚
姻
し
て
い
る

の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
、
こ
の
へ
ん
に
現
代
の
常
識
と
異
る
も
の
が
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
当
時
に
於
て
は
源
平
だ
の
何
々
系
と
い
う
も

の
が
全
国
的
に
横
の
ツ
ナ
ガ
リ
が
ま
だ
残
っ
て
お
り
系
譜
的
に
も
辿
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
れ
は
県
や
郡
と
い
う
地
域
を
超
越
し
て
い
た
の
だ
。
し
か
る

に
長
い
戦
国
時
代
を
経
て
藩
制
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
分
割
統
一
さ
れ
て
平

和
が
来
た
と
き
に
、
日
本
人
は
改
め
て
藩
民
と
な
り
、
祖
神
も
源
平
も
失
っ

て
藩
祖
だ
け
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
現
代
日
本
は
な
お
藩
を
脱
し
き
れ
ぬ

精
神
状
態
だ
が
、
往
昔
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

　
そ
し
て
そ
れ
か
ら
二
代
後
に
、
火
事
で
家
宝
や
系
図
の
類
を
焼
い
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
か
ら
四
代
後
の
多
門
房
行
高
の
時
に
は
、

「
死
に
臨
ん
で
遺
言
す
る
が
、
わ
が
家
は
修
験
で
あ
る
か
ら
、
何
事
が
あ
っ

て
も
軍
事
に
た
ず
さ
わ
っ
て
は
な
ら
ぬ
」

　
と
い
う
堅
い
戒
め
を
残
し
た
。
以
後
の
子
孫
が
こ
の
遺
言
を
ま
も
り
、
諸

家
か
ら
招
請
を
う
け
て
も
先
祖
の
遺
言
だ
の
、
病
気
だ
の
と
称
し
て
ど
う
し

て
も
動
か
な
か
っ
た
の
で
、
無
事
今
日
ま
で
コ
マ
神
社
を
守
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
可
憐
な
系
図
で
あ
っ
た
。

　
多
門
房
な
ど
と
称
す
る
の
は
先
祖
の
一
人
が
役えん
の
行
者
を
信
仰
し
て
修
験

道
に
入
り
、
そ
の
後
代
々
信
仰
が
つ
づ
い
た
か
ら
で
、
コ
マ
の
子
孫
が
山
岳

宗
教
と
結
ぶ
の
は
教
義
を
は
な
れ
て
血
の
ツ
ナ
ガ
リ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
こ
の
民
族
の
大
部
落
や
統
治
国
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、

53



概
ね
三
山
信
仰
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
三
山
の
中
心
に
居
住
や
ミ
ヤ

コ
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
コ
マ
村
は
後
の
子
孫
が
山
伏
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
コ
マ
村
本
来
の
三
山

信
仰
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
三
山
も
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
日
和
田
山
と
い

う
特
に
さ
し
た
る
美
も
威
厳
も
な
い
低
山
が
一
ツ
特
別
あ
つ
か
い
に
さ
れ
て

い
る
よ
う
だ
、
す
る
と
古
墳
の
山
な
ど
と
結
ん
で
昔
は
三
山
が
あ
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
大
和
の
ウ
ネ
ビ
、
耳
成
、
天
の
香
具
山
の
三
山
も
見
栄
え
の

し
な
い
低
山
だ
。
だ
が
、
三
山
に
か
こ
ま
れ
た
飛
鳥
古
京
は
小
ヂ
ン
マ
リ
と

平
々
凡
々
な
小
さ
な
盆
地
な
が
ら
も
累
々
た
る
大
古
墳
群
に
か
こ
ま
れ
、
中

央
政
権
を
争
っ
た
栄
枯
盛
衰
の
跡
は
遺
憾
な
く
残
っ
て
い
る
。
飛
鳥
古
京
に

く
ら
べ
れ
ば
コ
マ
村
は
更
に
更
に
小
さ
く
て
平
凡
で
奇
も
変
も
な
い
が
、
い

54安吾の新日本地理



か
に
平
々
凡
々
の
小
天
地
に
も
栄
枯
盛
衰
や
血
な
ま
ぐ
さ
い
興
亡
は
あ
っ
て

然
る
べ
く
、
概
ね
避
け
難
い
も
の
だ
。

　
コ
マ
村
に
も
多
少
の
興
亡
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
概
ね
小
ヂ
ン
マ
リ
と
無

事
今
日
に
残
っ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
原
因
の
一
ツ
は
、
コ
マ
村
だ
け
は
始

め
か
ら
地
下
に
没
せ
ず
に
表
向
き
コ
マ
村
で
有
り
得
た
こ
と
に
も
よ
る
よ
う

だ
。
だ
が
ナ
ゼ
、
表
向
き
コ
マ
村
や
コ
マ
家
で
有
り
得
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の

ナ
ゼ
は
系
図
の
前
部
が
さ
き
去
ら
れ
て
い
る
の
で
今
日
で
は
判
然
し
な
い
。

　
し
か
し
そ
の
コ
マ
家
に
し
て
も
一
度
は
源
平
の
争
い
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
き
り
ぬ
け
て
残
り
得
た
の
は
、
祖
神

を
祀
る
コ
マ
神
社
に
仕
え
一
生
を
修
験
道
に
捧
げ
て
半
分
山
伏
生
活
を
し
て

い
た
せ
い
だ
と
系
図
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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け
れ
ど
も
祖
神
を
祭
る
大
神
社
を
も
ち
大
部
落
民
を
擁
す
る
宮
司
家
や
大

寺
は
そ
の
た
め
に
む
し
ろ
ア
ベ
コ
ベ
に
兵
火
を
う
け
易
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
彼
ら
が
広
大
な
荘
園
を
も
っ
て
繁
栄
し
兵
を
た
く
わ
え
る
力
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
コ
マ
家
は
す
で
に
中
世
に
於
て
兵

を
た
く
わ
え
る
力
を
失
い
、
そ
の
コ
マ
神
社
も
大
神
社
で
は
な
か
っ
た
せ
い

で
あ
ろ
う
。
宮
司
が
代
々
修
験
道
に
帰
依
し
半
ば
山
伏
ぐ
ら
し
を
し
て
い
た

と
い
う
の
も
、
こ
の
一
族
の
い
か
に
も
ノ
ン
ビ
リ
と
、
ま
た
小
ヂ
ン
マ
リ
と

名
利
を
超
越
し
て
い
た
暮
し
ぶ
り
が
分
る
よ
う
で
、
そ
れ
は
中
世
に
於
て
は

じ
め
て
ノ
ン
ビ
リ
と
小
ヂ
ン
マ
リ
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
こ
こ
に
集
っ

て
コ
マ
郡
を
た
て
た
時
か
ら
地
下
に
没
す
る
必
要
の
な
い
孤
立
性
を
具
え
て
、

は
じ
め
か
ら
小
ヂ
ン
マ
リ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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つ
ま
り
中
央
政
権
を
争
う
人
々
は
日
本
を
統
一
し
て
の
首
長
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
、
コ
マ
や
ク
ダ
ラ
や
シ
ラ
ギ
の
人
で
は
な
く
、
日
本
人
に
な

る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
首
長
に
所
属
す
る
臣
下
の
人
々
も
日

本
渡
来
前
の
国
を
失
う
必
要
が
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
日
本
に
渡
来
土
着
し
な
が
ら
も
敢
て
コ
マ
人
を
称
し
て
お
っ
た

一
千
七
百
九
十
九
名
と
い
う
も
の
は
、
敢
て
コ
マ
人
を
称
す
る
故
に
、
却
っ

て
誰
よ
り
も
日
本
の
政
争
か
ら
離
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
も
考
え
う
る
が
、

そ
の
辺
は
何
ら
所
伝
が
な
く
系
図
も
破
ら
れ
て
い
る
か
ら
見
当
が
つ
か
な
い

の
で
あ
る
。

　
彼
ら
が
こ
の
地
へ
土
着
す
る
に
は
す
で
に
仏
教
を
も
っ
て
き
た
。
勝
楽
と

い
う
師
の
僧
が
共
に
土
着
し
た
こ
と
は
系
図
に
よ
っ
て
知
り
う
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
こ
の
村
の
伝
説
に
よ
る
と
、
コ
マ
王
若
光
は
老
齢
に
至
っ
て
白
髯
が

た
れ
、
た
め
に
白
髯
サ
マ
と
し
た
わ
れ
た
と
い
う
。
彼
を
祀
っ
た
コ
マ
神
社

は
白
髯
神
社
の
宗
家
で
も
あ
る
。

　
だ
が
白
髯
の
人
物
に
つ
い
て
は
系
図
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
破

り
去
ら
れ
た
部
分
に
、
そ
の
こ
と
が
有
っ
た
か
ど
う
か
も
分
ら
な
い
。

　
コ
マ
村
の
成
立
と
前
後
し
て
シ
ラ
ギ
僧
が
関
東
各
地
に
移
住
土
着
し
て
い

た
の
は
史
書
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
浅
草
の
観
音
サ
マ
は
す
で
に
そ
の
頃

か
ら
在
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
縁
起
が
ア
イ
マ
イ
・
モ
コ
た
る
と
こ
ろ
か
ら
、

ま
た
寺
の
創
立
者
の
人
名
に
ヒ
ノ
ク
マ
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
百
済
の
聖
明

王
が
欽
明
天
皇
に
伝
え
た
仏
教
と
別
系
統
に
、
帰
化
人
の
誰
か
が
私
人
的
に

将
来
し
崇
拝
し
て
い
た
の
が
起
り
だ
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
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そ
れ
も
有
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

　
コ
マ
郡
の
成
立
と
て
も
霊
亀
二
年
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
の
七
ヶ
国
か
ら

一
千
七
百
九
十
九
名
を
こ
こ
へ
集
め
移
し
た
時
の
話
で
、
こ
こ
に
そ
れ
以
前

か
ら
コ
マ
人
の
誰
か
が
住
ん
で
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
だ
い
た
い
七
ヶ
国
か
ら
二
千
名
ち
か
い
コ
マ
人
を
一
ヶ
所
に
集
め
移
す
か

ら
に
は
、
そ
の
土
地
に
彼
ら
と
つ
な
が
る
何
か
の
縁
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

コ
マ
郡
と
称
し
た
の
は
そ
の
後
の
こ
と
だ
が
、
古
く
か
ら
コ
マ
人
に
縁
故
の

地
で
あ
り
、
す
で
に
コ
マ
人
が
住
ん
で
い
た
と
見
て
も
突
飛
な
考
え
で
は
な

か
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
縁
故
の
地
で
あ
り
誰
が
古
く
か
ら
住
ん
で

い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
も
全
然
分
ら
な
い
。
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コ
マ
家
の
系
図
の
破
り
と
ら
れ
た
部
分
に
何
が
書
か
れ
て
い
た
か
。
今
日

こ
れ
を
知
り
得
な
い
の
が
、
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。
系
図
の
残
存
の
部
分

の
記
載
が
信
用
し
う
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
破
り
棄
て
ら
れ
た
部
分

が
甚
だ
惜
し
い
の
で
あ
る
。

　
コ
マ
神
社
の
起
源
に
つ
い
て
は
系
図
の
語
る
通
り
の
よ
う
だ
。
屍
体
を
城

外
に
埋
め
た
こ
と
。
そ
し
て
埋
め
た
場
所
は
む
か
し
神
殿
が
あ
っ
た
と
い
う

境
内
の
山
上
で
、
そ
こ
が
古
く
か
ら
墓
所
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
勝

楽
寺
の
若
光
墓
は
供
養
塔
か
、
他
の
コ
マ
王
か
、
又
は
ほ
か
の
何
か
で
あ
ろ

う
。

　
そ
の
頃
の
城
と
か
御
殿
と
い
う
も
の
は
山
上
山
中
に
な
く
て
、
川
の
流
れ

に
ち
か
い
平
地
の
中
央
か
、
せ
い
ぜ
い
小
高
い
丘
の
上
ぐ
ら
い
。
飛
鳥
で
も
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藤
原
京
で
も
そ
う
だ
し
、
蘇
我
入
鹿
の
ア
マ
カ
シ
の
丘
の
宮
城
と
云
っ
た
っ

て
、
平
地
と
ほ
ぼ
変
り
の
な
い
ち
ょ
ッ
と
し
た
高
台
に
す
ぎ
な
い
。

　
屍
体
を
埋
め
た
城
外
が
、
い
ま
獅
子
の
舞
う
山
上
だ
と
い
う
こ
と
も
、
当

時
の
例
か
ら
は
一
番
普
通
と
見
て
よ
ろ
し
い
よ
う
だ
。

　
そ
の
山
上
の
広
場
は
せ
い
ぜ
い
三
百
坪
ぐ
ら
い
、
ホ
コ
ラ
の
前
の
地
面
を

の
ぞ
い
て
概
ね
熊
笹
が
繁
っ
て
い
る
。

　
獅
子
や
サ
サ
ラ
ッ
子
な
ど
に
扮
し
た
青
年
や
少
年
た
ち
は
山
上
で
一
舞
い

し
て
神
霊
を
な
ぐ
さ
め
、
し
ば
ら
く
扮
装
を
と
い
て
休
憩
し
て
、
こ
れ
よ
り

山
下
の
神
社
へ
降
り
る
。
さ
て
再
び
扮
装
を
つ
け
る
前
に
熊
笹
の
中
へ
わ
け

こ
ん
で
ノ
ン
ビ
リ
と
立
小
便
の
老
人
、
青
年
、
少
年
た
ち
。
熊
笹
の
下
に
祖

神
の
ね
む
る
こ
と
を
知
る
や
知
ら
ず
や
。
し
か
し
、
こ
こ
の
神
霊
は
決
し
て
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怒
り
そ
う
も
な
い
。
実
に
す
べ
て
は
ノ
ン
ビ
リ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
の
山
上

ま
で
見
物
に
登
っ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
の
ほ
か
に
女
学
生
が
三
四
名
い
た

だ
け
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
★

　
川
越
に
も
、
こ
こ
と
同
じ
よ
う
な
獅
子
舞
い
が
残
っ
て
い
る
そ
う
だ
し
、

若
光
の
上
陸
地
点
と
伝
え
ら
れ
る
大
磯
に
も
似
た
神
事
が
あ
る
そ
う
だ
が
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
私
は
知
ら
な
い
。
と
に
か
く
、
こ
の
獅
子
舞
い
も
笛
の

音
も
、
現
代
の
日
本
と
ツ
ナ
ガ
リ
の
少
い
も
の
だ
。
古
い
コ
マ
人
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
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も
う
コ
マ
村
の
建
物
に
も
言
葉
に
も
、
風
習
に
も
古
い
コ
マ
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
笛
の
音
と
獅
子
舞
い
の
ほ
か
に
、
一
ツ
残
っ
て
い
る
の
が

コ
マ
の
顔
だ
。

　
中
折
の
ニ
コ
ニ
コ
ジ
イ
サ
ン
は
た
だ
一
人
の
祭
り
の
歌
を
唄
う
ジ
イ
サ
ン

だ
が
、
彼
の
口
も
と
に
耳
を
よ
せ
、
台
本
と
睨
み
合
せ
て
聞
い
て
も
、
何
を

唄
っ
て
い
る
の
だ
か
一
語
も
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
。
こ
の
顔
は
コ
マ
の
顔
と
い

う
よ
り
も
練
馬
の
顔
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
武
蔵
野
の
農
村
に
最
も

多
く
見
か
け
る
顔
な
の
で
あ
る
。

　
私
た
ち
が
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
弁
当
を
ぶ
ら
さ
げ
て
飯
能
で
乗
り
換
え
た
と
き
、

私
た
ち
の
何
倍
も
あ
る
大
弁
当
を
ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
と
持
っ
て
乗
り
こ
ん
だ
多

く
の
男
女
が
あ
る
の
に
驚
い
た
。
カ
ゴ
に
一
升
ビ
ン
を
つ
め
こ
ん
で
い
る
人
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々
も
多
い
。
こ
れ
が
み
ん
な
コ
マ
駅
で
降
り
た
。
若
い
女
性
が
多
い
。
さ
て

さ
て
当
代
の
武
蔵
野
少
女
は
風
流
で
あ
る
と
感
に
堪
え
て
、
や
が
て
我
々
の

み
遠
く
お
く
れ
道
に
迷
い
よ
う
や
く
コ
マ
神
社
に
辿
り
つ
く
仕
儀
と
相
成
っ

た
が
、
彼
女
ら
も
特
に
風
流
女
学
生
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
み
ん
な
コ

マ
村
出
身
の
父
兄
で
あ
り
、
子
弟
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
実
家
や
親
類
の
家
で

ゴ
チ
ソ
ウ
を
並
べ
て
祭
り
の
日
を
た
の
し
む
ら
し
く
、
お
祭
り
の
境
内
に
一

年
一
度
の
獅
子
舞
い
を
見
に
来
て
い
る
人
は
多
い
数
で
は
な
か
っ
た
。
よ
そ

の
村
祭
り
と
同
じ
よ
う
に
舞
台
を
造
っ
て
い
た
が
、
夜
に
な
る
と
浪
花
節
で

も
や
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
時
こ
そ
は
全
村
老
若
こ
ぞ
っ
て
参
集
す

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
三
匹
の
獅
子
は
青
年
が
や
る
。
こ
れ
に
対
し
て
十
歳
ぐ
ら
い
の
少
年
四
人
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が
女
装
し
て
、
サ
サ
ラ
ッ
子
と
い
う
役
を
や
る
。
よ
そ
で
は
天
女
と
云
う
そ

う
だ
が
、
左
手
に
太
い
一
尺
余
の
竹
を
も
つ
。
竹
の
上
部
は
削
ら
れ
て
空
洞

に
な
っ
て
る
が
、
こ
れ
を
胸
に
当
て
て
バ
イ
オ
リ
ン
の
よ
う
に
も
ち
、
右
手

に
割
り
箸
を
合
せ
た
よ
う
な
サ
サ
ラ
を
も
ち
、
サ
サ
ラ
で
竹
を
こ
す
っ
て
音

を
だ
す
。
音
と
云
っ
て
も
ザ
ラ
ザ
ラ
ザ
ラ
と
こ
す
っ
た
音
し
か
出
な
い
の
は

云
う
ま
で
も
な
い
。
頭
上
に
四
角
の
箱
を
の
せ
て
四
方
に
ベ
ー
ル
を
垂
ら
し
、

箱
の
上
に
は
花
飾
り
の
よ
う
な
棒
を
何
本
も
突
ッ
立
て
て
い
る
。

　
メ
ス
の
獅
子
が
隠
れ
る
時
は
四
人
の
サ
サ
ラ
ッ
子
の
マ
ン
中
に
隠
れ
る
。

そ
の
周
囲
を
オ
ス
の
二
匹
が
さ
が
し
ま
わ
る
。

　
こ
の
舞
い
を
サ
サ
ラ
獅
子
舞
い
と
云
っ
て
い
る
が
、
舞
い
は
全
部
で
四
十

四
段
あ
り
、
名
称
と
笛
の
音
が
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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こ
ん
な
の
が
、
四
十
四
段
あ
る
。

　
ヒ
ヤ
ロ
、
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
ロ
、
と
い
う
よ
う
な
の
は
、
い
か
に
も
笛
の
音
の
よ

う
だ
が
、
そ
れ
は
よ
そ
の
お
祭
り
の
笛
の
音
で
、
こ
の
お
祭
り
の
笛
は
そ
ん

な
陽
気
な
笛
の
音
で
は
な
い
。

「
も
う
い
い
か
ア
ー
い
」

「
ま
ア
だ
だ
よ
ー
オ
」

　
と
い
う
の
に
似
た
よ
う
な
単
調
な
繰
返
し
が
あ
る
だ
け
で
、
い
く
ら
舞
い

の
段
が
変
っ
て
も
笛
の
音
の
方
に
変
化
は
な
い
。
昔
は
変
化
が
あ
っ
た
に
し

66安吾の新日本地理





て
も
今
の
単
調
な
繰
返
し
に
考
え
合
せ
れ
ば
、
い
か
に
昔
が
多
彩
で
あ
ろ
う

と
も
、
こ
の
譜
の
よ
う
な
複
雑
な
曲
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
段
に
よ

っ
て
は
、
笛
の
譜
の
代
り
に
日
本
語
の
唄
に
な
っ
て
る
の
も
あ
る
。
だ
か
ら
、

笛
の
譜
と
称
す
る
の
も
、
昔
の
コ
マ
言
葉
の
唄
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
全
部

が
そ
の
ま
ま
言
葉
に
し
て
は
、
単
調
す
ぎ
て
異
様
で
あ
る
が
、
至
極
単
純
な

句
と
ハ
ヤ
シ
言
葉
の
合
成
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
れ
に
や
や
似
た
よ
う
な
の
は
カ
グ
ラ
や
サ
イ
バ
ラ
に
も
見
か
け
ら
れ
る

し
、
猿
楽
、
能
楽
に
も
似
た
よ
う
な
の
が
見
う
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
私

は
こ
れ
を
い
じ
り
ま
わ
し
て
い
る
う
ち
に
、
一
ツ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

　
こ
の
笛
の
譜
と
称
す
る
も
の
で
、
最
も
多
く
現
れ
る
の
は
、
ウ
、
ト
、
ヒ
、

ヤ
、
リ
、
ル
、
口
の
七
音
の
組
合
せ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
組
合
せ
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た
も
の
は
全
部
で
次
の
通
り
に
な
る
。

　
ヒ
行

　
ヒ

　
ヒ
ー

　
ヒ
ト

　
ヒ
ー
ト

　
ヒ
ヒ

　
ヒ
ー
ヒ

　
ヒ
ー
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
ロ

　
ヒ
ヤ

　
ヒ
ヤ
ト
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ヒ
ヤ
ヒ

　
ヒ
ヤ
ヒ
ト

　
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ

　
ヒ
ヤ
ー
ヒ
ヤ

　
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
ウ

　
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
ヒ

　
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
リ

　
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
ロ

　
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
リ
ロ

　
ヒ
ヤ
リ

　
ヒ
ヤ
リ
コ﹅
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ヒ
ヤ
リ
コ﹅
ロ

　
ヒ
ヤ
リ
ト

　
ヒ
ヤ
リ
ロ

　
ヒ
ヤ
リ
ロ
リ

　
ヒ
ヤ
ロ

　
ト
行

　
ト

　
ト
ト

　
ト
ヒ

　
ト
ヒ
ト
ル
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ト
ヒ
ヒ
ヤ
ヒ

　
ト
ヒ
ヤ

　
ト
ヒ
ヤ
ウ

　
ト
ヒ
ヤ
ヒ

　
ト
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
ヒ

　
ト
ヒ
ヤ
リ

　
ト
ヒ
ヤ
リ
ロ

　
ト
ヒ
ロ

　
ト
ヒ
ロ
ヒ

　
ト
リ

　
ト
ル
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ト
ル
ヒ
ヤ

　
ト
ル
ヒ
ヤ
ロ

　
ト
ル
ト

　
ト
ロ

　
ウ
行

　
ウ

　
ウ
ニ﹅
ヤ

　
ウ
ニ﹅
ヤ
ウ
ニ﹅
ヤ

　
ウ
ニ﹅
ヤ
リ

　
ウ
ニ﹅
ヤ
リ
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ウ
ヒ

　
ウ
ヒ
ヤ

　
ウ
ヒ
ヤ
リ
ロ

　
ウ
ヒ
ヤ
ロ

　
リ
行

　
リ
ヒ
ヤ
リ
ロ

　
ロ
行

　
ロ

　
ロ
ヒ
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ロ
リ

　
と
な
っ
て
お
り
、
ウ
、
ト
、
ヒ
、
ヤ
、
リ
、
ル
、
ロ
の
ほ
か
に
稀
に
コ
と

ニ
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
片
手
の
指
で
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。
全

語
数
（
か
り
に
語
と
よ
ぶ
が
）
の
九
割
以
上
を
占
め
る
の
が
右
の
通
り
で
以

上
主
と
し
て
た
ッ
た
七
ツ
の
音
の
組
合
せ
で
出
来
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
た
だ
第
三
十
七
段
に
「
チ
ト
ラ
ル
」
と
い
う
特
別
の
段
が
あ
り
、
こ
こ
だ

け
は
主
と
し
て
全
く
別
個
の
音
で
語
を
な
し
、
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
次
の

十
語
の
組
み
合
せ
で
出
来
て
い
る
。
即
ち
、

　
ラ

　
ウ
ラ
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ラ
ル

　
ラ
ル
ラ

　
ト
ル

　
ト
ル
ラ

　
ト
ル
ラ
ル

　
ト
ラ
ル

　
チ
ト
ラ
ル

　
デ
コ
デ
ン
デ
ン

　
こ
の
十
語
の
う
ち
、
前
表
中
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
の
は
「
ト
ル
」
の

一
語
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
以
上
の
ほ
か
に
、
前
掲
の
主
た
る
七
音
と
他
の
音
と
を
組
み
合
せ
て
語
を
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な
し
、
し
か
も
極
め
て
少
数
し
か
現
れ
な
い
も
の
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
、
こ
れ
は
若
干
言
葉
ら
し
い
オ
モ
ム
キ
を
そ
な
え
て
い
る
よ
う
だ
。

　
ジ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
ネ
コ

　
ホ
ホ
ー
ル
ト

　
ホ
ー
ル

　
ト
ッ
ピ
ャ
ッ
ピ

　
オ
カ
ザ
キ

　
デ
コ
デ
ン
デ
ン
（
前
掲
）

　
ダ
ン
コ
ク
サ
イ
（
又
は
ダ
ン
ゴ
グ
サ
イ
）

　
ゾ
ン
ゾ
ロ
シ
ガ

　
シ
ル
コ
ラ
タ
レ
・
タ
ー
タ
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チ
ト
ラ
ル
（
前
掲
）

　
ド
コ
ニ
イ
タ
イ
タ

　
ド
コ
ニ
ウ

　
以
上
で
全
部
で
あ
る
。
こ
れ
を
組
み
合
せ
た
の
が
四
十
四
段
の
楽
譜
で
あ

る
が
、
ジ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
ネ
コ
な
ど
と
い
う
の
は
あ
る
い
は
人
名
か
な
ア
。
オ

オ
タ
タ
ネ
コ
だ
の
ナ
ニ
ワ
ノ
ネ
コ 

武 

振 

熊 

タ
ケ
フ
ル
ク
マ
だ
の
と
云
う
よ
う
に
。

「
ド
コ
ニ
イ
タ
イ
タ
」
は
獅
子
が
サ
サ
ラ
ッ
子
の
中
に
隠
れ
た
段
に
発
せ
ら

れ
、

「
ど
こ
に
行
っ
た
行
っ
た
？
」
で
は
な
い
か
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
す
る
と

そ
れ
に
つ
づ
く
、

「
ド
コ
ニ
ウ
、
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
」
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は
、
ど
こ
に
も
居
な
い
居
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
以
上
の
全
て
の
語
を
合
せ
て
も
、
こ
れ
を
ア
イ
ウ
エ
オ
に
合
せ
て

み
る
と
、
全
然
使
用
さ
れ
な
い
音
が
た
く
さ
ん
現
れ
る
。
清
音
で
は
、

「
ア
、
エ
、
ケ
、
ス
、
セ
、
ソ
、
テ
、
ナ
、
ヌ
、
ノ
、
ハ
、
フ
、
ヘ
、
マ
、

ミ
、
ム
、
メ
、
モ
、
ユ
、
ワ
」

　
等
、
二
十
に
も
及
ぶ
も
の
が
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
。

　
濁
音
と
撥
音
で
は
、
使
わ
れ
て
い
る
方
が
例
外
の
よ
う
に
少
数
で
、
わ
ず

か
に
、

「
ガ
、
ザ
、
ジ
、
ゾ
、
ダ
、
デ
、
ド
、
ピ
」

　
の
八
ツ
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
他
の
十
七
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
濁
音

と
撥
音
の
使
用
が
少
い
の
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
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結
局
、
ア
イ
ウ
エ
オ
の
各
行
中
に
一
行
全
部
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
「
ラ

リ
ル
レ
ロ
」
だ
け
。
こ
れ
に
反
し
て
「
マ
ミ
ム
メ
モ
」
と
「
バ
ビ
ブ
ベ
ボ
」

は
一
度
も
使
用
せ
ら
れ
ず
、
ま
た
「
パ
ピ
プ
ペ
ポ
」
も
ピ
が
「
ト
ッ
ピ
ャ
ッ

ピ
」
に
一
度
だ
け
特
例
的
に
使
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
唇
音
の

全
部
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
見
て
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
日
本
の
ア
イ
ウ
エ
オ
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
。

　
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
に
濁
り
を
つ
け
て
バ
ビ
ブ
ベ
ボ
や
パ
ピ
プ
ペ
ポ
を
つ
く
っ
て

い
る
が
、
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
は
喉
音
で
、
バ
行
パ
行
は
唇
音
で
あ
る
。
清
音
中
で

こ
れ
に
相
当
す
る
唇
音
は
マ
ミ
ム
メ
モ
あ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
マ
行
に
濁

撥
音
記
号
を
つ
け
る
の
が
理
窟
に
は
合
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
パ
ー
リ
語
と
サ
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ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は
そ
う
で
あ
る
。
マ
行
に
濁
撥
音
記
号
を
つ
け
て
い
る
。
他

に
も
そ
の
よ
う
な
音
表
文
字
を
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
多
い
だ
ろ
う
が
、

支
那
が
そ
う
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
ア
イ
ウ
エ
オ
を
日
本
に
伝
え
た
中
間
人
種
の
発
音
に
不
具
的
な
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
場
合
に
、
こ
う
い
う
マ
チ
ガ
イ
が
起
る
の
は
当
然
だ
が
、
遠
隔
な
地

か
ら
移
動
し
て
つ
い
に
日
本
の
地
に
ま
で
定
着
し
た
者
が
多
か
っ
た
ら
し
い

フ
ヨ
族
の
コ
マ
人
な
ど
は
、
い
か
に
も
ア
イ
ウ
エ
オ
を
運
搬
し
た
中
間
人
種

に
見
立
て
易
い
し
、
サ
サ
ラ
獅
子
舞
い
の
楽
譜
に
「
マ
ミ
ム
メ
モ
」
系
の
唇

音
に
限
っ
て
清
濁
撥
音
と
も
使
用
せ
ら
れ
ず
、
ま
た
濁
撥
音
の
使
用
量
が
全

体
的
に
甚
だ
少
い
と
い
う
の
は
、
た
ま
た
ま
こ
の
楽
譜
に
限
っ
た
暗
合
か
も

知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
甚
し
く
滑
稽
な
よ
う
な
、
ノ
ン
ビ
リ
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し
た
よ
う
な
奇
怪
で
バ
カ
バ
カ
し
い
暗
合
で
は
あ
る
。

　
こ
ん
な
言
葉
を
実
用
し
て
い
た
人
た
ち
が
ア
イ
ウ
エ
オ
を
運
搬
し
た
と
す

れ
ば
唇
音
の
濁
撥
音
記
号
を
他
の
音
に
つ
け
ま
ち
が
え
た
の
は
ち
ッ
と
も
フ

シ
ギ
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
そ
っ
く
り
コ
マ
の
実
用
語
だ
と

は
云
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
一
部
に
日
本
語
の
歌
詞
を
モ
ツ
段
も
あ
る
よ
う
に
、
一
部
に
は
コ
マ
と
日

本
語
の
中
間
的
な
も
の
や
、
一
部
に
は
た
し
か
に
コ
マ
語
の
部
分
も
あ
る
し
、

他
国
語
の
部
分
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
し
て
、
ま
さ
し
く
笛
の
譜
に
当
る

部
分
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
現
在
の
笛
の
音
は
ど
の
段
を
や
っ
て
も
同
じ
で
、
そ
れ
を
こ
の

譜
で
表
す
と
す
れ
ば
、
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「
ヒ
ヤ
ロ
ー
、
ヒ
ヤ
ロ
ー
。

　
ヒ
ヤ
、
ヒ
ヤ
、
ヒ
ヤ
ロ
ー
」

　
と
で
も
表
せ
ば
充
分
だ
。
そ
れ
以
外
の
音
律
が
吹
奏
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。
そ
し
て
、
は
じ
め
の
二
ツ
の
ヒ
ヤ
ロ
ー
が
各
々
「
モ
ウ
イ
イ
カ
イ
」
と

「
マ
ア
ダ
ダ
ヨ
ー
」
に
当
る
の
で
あ
る
。

　
牝
獅
子
隠
し
の
段
で
、
獅
子
が
サ
サ
ラ
ッ
子
の
マ
ン
中
へ
隠
れ
、
牡
獅
子

が
探
し
ま
わ
る
と
き
に
、
音
譜
は

「
ヒ
、
ヒ
ヤ
、
ド
コ
ニ
イ
タ
イ
タ
。

　
ヒ
ヒ
ヤ
、
ド
コ
ニ
ウ
、
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
」

　
と
綴
ら
れ
て
お
り
、
「
ド
コ
ニ
イ
タ
イ
タ
」
は
「
ど
こ
に
行
っ
た
か
行
っ

た
か
」
で
あ
ろ
う
。
「
ヒ
ヒ
ヤ
」
は
「
獅
子
や
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
一
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部
の
人
々
の
臆
測
で
あ
る
が
、
一
応
そ
う
見
る
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
よ

う
だ
。
す
る
と
、
「
ド
コ
ニ
ウ
、
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
」
は
「
ど
こ
に
も
居
な
い
居
な

い
」
ら
し
く
、
す
る
と
冒
頭
の
「
ヒ
、
ヒ
ヤ
」
は
「
ア
ア
、
居
な
い
」
と
い

う
よ
う
な
日
本
語
に
訳
す
べ
き
か
ね
。

　
だ
が
、
そ
の
段
の
内
容
と
睨
み
合
せ
た
上
で
、
音
が
適
当
の
日
本
語
に
ほ

ぼ
通
じ
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ
を
日
本
語
に
こ
じ
つ
け
う
る
の
は
、
こ
の
部

分
だ
け
で
あ
る
。
同
様
の
手
段
で
他
の
段
を
日
本
語
化
す
る
手
が
か
り
は
完

全
に
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
段
が
同
様
の
手
段
で
日
本
語
に
こ
じ
つ
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
日
本
語
に
こ
じ
つ
け
る
の
は
不
適
当
だ
と
は
云

え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
全
然
日
本
語
の
歌
詞
を
使
用
し
て
い
る
段
も
あ
る
し
、
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「
チ
ト
ラ
ル
」
の
よ
う
に
全
然
異
質
の
音
で
構
成
さ
れ
た
段
も
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
牝
獅
子
隠
し
の
段
に
限
っ
て
、

「
ア
ア
、
居
な
い
、
ど
こ
に
行
っ
た
か
行
っ
た
か
。

　
獅
子
は
、
ど
こ
に
も
、
居
な
い
、
居
な
い
」

　
と
、
ほ
ぼ
音
を
辿
っ
て
日
本
語
に
こ
じ
つ
け
て
も
不
適
当
で
は
な
い
ば
か

り
か
、
そ
の
内
容
に
非
常
に
よ
く
当
て
は
ま
り
も
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
考
え
て
改
め
て
笛
の
音
に
き
き
入
る
と
、
モ
ウ
イ
イ
カ
イ
、
マ
ア
ダ

ダ
ヨ
オ
、
と
い
う
子
供
た
ち
の
隠
れ
ん
ぼ
の
声
が
、
こ
の
笛
の
音
律
と
舞
い

の
内
容
に
深
い
ツ
ナ
ガ
リ
が
あ
っ
て
民
族
の
ハ
ラ
ワ
タ
を
し
ぼ
る
よ
う
に
し

て
沁
み
で
て
き
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
そ
う
信
じ
て
も
不
当
で
は

な
い
と
言
い
き
り
た
い
よ
う
な
大
き
な
感
動
に
私
は
ひ
き
こ
ま
れ
て
い
た
の
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で
あ
っ
た
。

　
こ
の
笛
の
音
の
ハ
ラ
ワ
タ
に
し
み
る
哀
調
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
ま
し

た
が
、
異
国
の
山
中
に
流
れ
き
て
死
ん
だ
亡
国
の
一
貴
族
の
運
命
を
考
え
れ

ば
、
か
か
る
哀
調
切
々
た
る
楽
が
神
前
に
奏
さ
れ
る
こ
と
に
は
フ
シ
ギ
が
あ

り
ま
せ
ん
。

　
む
し
ろ
フ
シ
ギ
な
の
は
、
無
邪
気
な
子
供
た
ち
の
遊
び
の
中
に
、
こ
の
武

蔵
野
の
隠
れ
ん
ぼ
の
よ
う
に
哀
調
切
々
た
る
呼
び
声
が
呼
び
交
さ
れ
る
こ
と

の
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
う
考
え
る
と
き
、
日
本
の
子
供
の
遊
び
の
声

に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
民
族
の
ハ
ラ
ワ
タ
か
ら
し
ぼ
ら
れ
た
よ
う
な
切
な

さ
を
た
た
え
た
も
の
が
多
い
の
に
気
が
つ
く
筈
で
す
。

「
ホ
ー
イ
、
ホ
ー
イ
、
ホ
ー
タ
ル
こ
い
。
あ
ッ
ち
の
水
は
辛
い
ぞ
オ
。
こ
ッ
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ち
の
水
は
甘
い
ぞ
オ
」

　
た
ぶ
ん
コ
マ
の
血
を
ひ
い
て
い
る
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
雄
々
し
く
て

美
し
い
一
人
の
ミ
コ
ト
が
敵
に
は
か
ら
れ
て
死
に
か
け
た
と
き
そ
こ
に
流
れ

て
い
た
霊
泉
を
の
ん
で
い
っ
た
ん
イ
ノ
チ
を
と
り
と
め
た
悲
し
い
神
話
の
一

節
を
思
い
だ
し
ま
す
。

　
な
お
「
ホ
ー
イ
」
と
い
う
カ
ケ
声
は
、
サ
サ
ラ
獅
子
舞
い
の
中
に
も
二
度

だ
け
現
れ
て
き
ま
す
。

　
実
に
民
族
の
ハ
ラ
ワ
タ
を
し
ぼ
っ
て
草
の
露
に
し
た
よ
う
な
切
な
さ
を
た

た
え
て
い
る
。
悲
痛
な
父
親
母
親
た
ち
が
、
い
つ
か
ら
か
、
こ
の
よ
う
な
呼

び
声
を
子
供
た
ち
に
教
え
、
呼
び
交
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
あ
ま
り
感
傷
的
で
恐
縮
だ
が
、
今
日
の
日
本
が
統
一
さ
れ
て
み
ん
な
が
日
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本
人
に
な
る
ま
で
に
は
、
一
部
に
こ
の
よ
う
に
悲
痛
な
運
命
を
負
う
た
人
々

の
群
れ
が
確
か
に
在
っ
た
の
は
事
実
で
す
か
ら
。

　
こ
の
コ
マ
村
が
、
そ
れ
ら
の
悲
し
い
人
々
の
本
流
か
末
流
か
は
知
ら
な
い

が
、
特
に
悲
痛
な
運
命
を
負
う
た
悲
劇
的
な
人
々
の
主
た
る
も
の
が
コ
マ
系

に
多
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
断
言
し
う
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
本
流
は
実
在
的

に
は
聖
徳
太
子
や
馬
子
な
ど
の
蘇
我
氏
に
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
り
う
る
。

　
こ
の
コ
マ
村
は
そ
れ
と
関
係
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
ひ
き
つ
づ
い
て
何
十

百
年
悲
劇
的
な
運
命
の
み
負
う
て
い
た
コ
マ
貴
族
の
一
つ
の
定
め
を
表
し
て

い
る
よ
う
だ
。

　
コ
マ
家
の
始
祖
ら
し
い
若
光
は
長
生
き
し
て
老
翁
と
な
り
、
白
い
髯
が
た

れ
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
を
祀
っ
た
コ
マ
神
社
は
白
髯
サ
マ
と
あ
が
め
ら
れ
て
、
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諸
方
に
崇
敬
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

　
し
か
し
白
髯
サ
マ
の
総
本
家
は
近
江
に
あ
る
と
も
云
わ
れ
て
い
た
。
若
光

を
た
だ
ち
に
白
髯
サ
マ
そ
の
人
と
見
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
コ
マ
家
の

系
図
に
も
そ
の
よ
う
な
記
事
は
な
い
の
で
あ
る
。
白
髯
サ
マ
と
は
コ
マ
系
の

も
っ
と
始
祖
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
コ
マ
系
の
人
々
に
祖
神
的
な
誰
か
を
指
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
若
光
の
よ
う
に
実
在
的
な
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
伝
説

的
な
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
ろ
し
い
よ
う
だ
。

　
私
は
白
髯
サ
マ
の
御
本
体
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
い
っ
ぱ
ん
に
白
髯
サ
マ

と
か
同
系
統
の
帝
釈
サ
マ
聖
天
サ
マ
な
ど
は
陽
物
崇
拝
と
か
歓
喜
仏
の
よ
う

な
も
の
を
本
尊
に
し
て
い
る
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る
が
、
コ
マ
神
社
の
白
髯

サ
マ
は
そ
う
で
な
か
っ
た
。
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一
尺
ぐ
ら
い
の
木
ぼ
り
の
坐
像
だ
が
、
お
よ
そ
素
人
づ
く
り
の
ソ
マ
ツ
な

細
工
で
、
ア
ゴ
に
白
髯
の
ゴ
フ
ン
が
多
少
の
こ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
こ

と
に
素
朴
で
、
感
じ
の
よ
い
も
の
だ
。
非
常
に
ソ
マ
ツ
な
こ
わ
れ
た
よ
う
な

木
の
箱
に
納
め
て
あ
る
の
も
、
そ
の
方
が
む
し
ろ
ピ
ッ
タ
リ
し
て
い
て
、
は

る
か
昔
こ
の
村
に
移
住
し
た
貴
族
の
悲
痛
な
運
命
や
、
ト
ボ
ケ
た
よ
う
な
生

活
な
ど
に
ふ
さ
わ
し
く
、
お
宮
す
ら
も
オ
ソ
マ
ツ
な
ホ
コ
ラ
に
し
た
方
が
そ

の
人
の
運
命
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
我
々
の
身
に
し
む
よ
う
な
感
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
白
髯
サ
マ
の
御
神
体
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
五
六
百
年
以
前
の
作
品
ら

し
い
と
見
う
け
ら
れ
た
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
も
さ
か
の
ぼ
り
う
る
の

か
私
に
は
分
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
カ
ッ
ト
の
写
真
の
獅
子
面
の
古
い
方
と

同
じ
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
さ
か
の
ぼ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
。
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社
務
所
の
一
室
で
、
私
た
ち
は
持
参
の
お
弁
当
を
ひ
ら
い
た
。
参
拝
の
人

々
の
記
名
帳
を
ひ
ら
く
と
、
阿
佐
ヶ
谷
文
士
一
行
が
来
て
お
っ
て
太
宰
治
の

署
名
も
あ
っ
た
が
、
呆
れ
た
こ
と
に
は
、
参
拝
者
の
大
部
分
が
政
治
家
で
、

特
に
総
理
大
臣
級
が
甚
だ
多
く
参
拝
し
て
い
る
。
私
は
妙
な
気
持
に
な
っ
て
、

「
ど
う
い
う
わ
け
で
、
こ
う
政
治
家
が
た
く
さ
ん
来
る
ん
だ
ろ
う
？
」

　
と
呟
く
と
、
宮
司
は
笑
っ
て
、

「
当
社
の
オ
守
り
は
総
理
大
臣
に
な
る
オ
守
り
だ
そ
う
で
、
い
つ
か
ら
誰
が

言
い
だ
し
た
の
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
た
ま
た
ま
当
社
に
参
拝
さ
れ
た
方
々
か

ら
都
合
よ
く
二
三
の
総
理
大
臣
が
現
れ
て
、
政
界
に
信
心
が
起
っ
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
な
。
こ
の
春
は
当
時
大
臣
の
黒
川
さ
ん
と
泉
山
三
六
さ
ん
が
見

え
ま
し
た
よ
」
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さ
て
は
泉
山
大
先
生
も
総
理
大
臣
を
志
し
て
い
る
か
と
見
う
け
ら
れ
る
。

　
私
も
オ
守
り
を
十
枚
買
っ
た
。
こ
れ
を
友
人
に
配
給
し
て
み
ん
な
総
理
大

臣
に
す
る
ツ
モ
リ
で
あ
っ
て
、
私
自
身
が
総
理
大
臣
に
な
る
コ
ン
タ
ン
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
オ
ミ
キ
を
い
た
だ
き
、
赤
飯
を
御
婦
人
連
へ
の
オ
ミ
ヤ
ゲ
に
ぶ

ら
さ
げ
て
、
と
っ
ぷ
り
く
れ
た
武
蔵
野
を
石
神
井
の
檀
邸
へ
帰
る
。

　
檀
君
の
長
子
太
郎
に
も
総
理
大
臣
の
オ
守
り
を
配
給
し
た
が
、
翌
朝
太
郎

は
カ
バ
ン
を
ひ
ッ
か
き
ま
わ
し
な
が
ら
、

「
モ
ウ
、
オ
守
り
を
な
く
し
た
よ
。
そ
れ
で
も
、
大
丈
夫
？
　
大
丈
夫
だ
ね

え
」

　
な
に
が
大
丈
夫
な
の
か
知
ら
な
い
が
、
総
理
大
臣
に
な
る
コ
ン
タ
ン
で
も
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な
さ
そ
う
に
見
え
た
。
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