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ま
だ
あ
の
時
の
ひ
そ
か
な
感
動
は
、
消
さ
れ
な
い
で
ゐ
ま
す
。
小
正
月
を
控

へ
た
残
雪
ハ
ダ
レ
の
山
の
急
斜
面
、
青
い
麦
の
葉ハ
生ヾ
え
を
そ
よ
が
し
て
ゐ
た
微
風
、

目
ざ
す
夜
祭
り
の
村
へ
の
距
離
を
遠
く
感
じ
さ
せ
る
笛
の
響
き
、
其
後
幾
度

と
も
知
れ
ぬ
ほ
ど
、
私
ど
も
の
花
祭
り
に
あ
ひ
に
出
か
け
る
心
の
底
に
は
、

此
記
憶
が
ひ
ろ
が
つ
て
居
る
の
で
す
。
五
年
ほ
ど
此
方
、
初
春
に
さ
へ
な
る

と
、
三
・
信
・
遠
、
三
州
の
境
山
へ
、
も﹅
の﹅
に
お
び
か
れ
た
様
に
な
つ
た
訣

は
、
こ
の
「
花
祭
り
」
の
作
者
早
川
さ
ん
が
、
最
よ
く
呑
み
込
ん
で
ゐ
ら
れ

る
は
ず
で
す
。
今
で
は
、
広
い
東
京
に
も
大
分
、
花
ぐ
る
ひ
な
ど
ゝ
砧
村
の

先
生
に
冷
笑
せ
ら
れ
る
こ
と
に
、
却
て
満
足
を
感
じ
る
人
々
が
殖
え
て
来
ま

し
た
。
此
は
皆
、
早
川
さ
ん
の
き﹅
め﹅
の
濃
や
か
な
噂
話
に
魅
い
ら
れ
た
の
で
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す
。

昔
も
、
洛
中
に
田
楽
流
行
し
て
、
狐
の
業
と
騒
が
れ
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。

花
祭
り
に
も
さ
う
し
た
つ﹅
き﹅
物﹅
の
力
が
、
籠
つ
て
ゐ
る
様
な
気
が
し
て
な
り

ま
せ
ん
。

其
最
初
の
聞
き
出
し
手
で
あ
り
、
今
尚
、
語
る
こ
と
益
幽
に
這
入
つ
て
来
た

の
は
、
早
川
孝
太
郎
さ
ん
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
、
其
手
初
め
に
誘
惑
せ

ら
れ
た
の
が
、
実
は
私
で
し
た
。
花
祭
り
を
思
ふ
毎
に
、
此
大
和
絵
か
き
の

懐
し
い
話
し
ぶ
り
を
憶
ひ
浮
べ
ず
に
は
居
ら
れ
ま
せ
ん
。
私
な
ど
の
花
祭
り

に
関
す
る
乏
し
い
知
識
は
、
隅
か
ら
隅
ま
で
、
此
人
の
東
道
に
よ
つ
て
、
と

り
こ
ん
だ
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
ほ
ど
お
か
げ
を
蒙
る
事
が
深
い
次

第
を
皆
様
に
告
げ
て
お
き
た
い
の
で
す
。
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花
祭
り
に
、
「
ね
ぎ
ば
な
」
と
「
法
印
ば
な
」
と
が
あ
り
、
其
が
、
設
楽
シ
タ
ラ
の

奥
山
家
に
、
昭
和
の
代
に
も
繰
り
返
さ
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
時
に
は
、

「
役
花
」
の
願
主
の
招
き
に
応
じ
て
、
平
野
近
く
ま
で
も
出
て
来
る
。
そ
の

行
儀
の
う
ち
に
、
鬼
の
へ﹅
ん﹅
べ﹅
な
る
も
の
を
ふ﹅
む﹅
と
い
ふ
事
が
あ
つ
た
。
さ

う
言
ふ
不
思
議
な
記
憶
が
、 

長  

篠 

ナ
ガ
シ
ノ

の
山
口
で
育
つ
た
幼
時
の
印
象
と
し
て

残
つ
て
ゐ
る
、
と
初
中
終
、
早
川
さ
ん
か
ら
聞
か
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
で
す
。

そ
の
頃
既
に
、
早
川
さ
ん
は
地
狂
言
を
研
究
せ
ら
れ
て
ゐ
ま
し
た
。
さ
う
し

て
私
も
、
芸
能
史
の
組
織
を
思
う
て
居
た
頃
で
し
た
。
其
よ
り
又
四
五
年
前
、

私
も
ま
だ
若
く
、
感
傷
に
溺
れ
易
く
て
ゐ
た
頃
、
信
州
の
南
隅
、
下
伊
那
の

旦
開
村
の
通
り
す
が
り
に
、
新
野
の
伊
豆
権
現
の
正
月
、
雪
祭
り
の
田
楽
の

話
を
聞
い
て
、
又
来
る
時
の
あ
り
さ
う
な
気
が
し
て
ゐ
ま
し
た
。
新
野
か
ら
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東
三
河
の
東
北
隅
、
佐
太
に
越
え
る 

坂  

部 

サ
カ
ン
ベ

と
い
ふ
字
で
は
、
雪
祭
り
の
面

一
つ
、
遠
州
か
ら
盗
ま
れ
て
来
る
途
中
、
弁
当
を
し
た
ゝ
め
た
大
夫
に
忘
れ

残
さ
れ
た
為
、
新
野
祭
り
の
晩
に
は
、
荒
び
て
な
ら
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
事
も
、

上
の
空
に
聞
い
て
通
つ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。

此
雪
祭
り
見
物
の
宿
願
と
、
そ
の
後
、
早
川
さ
ん
に
唆
ら
れ
た
花
祭
り
採
訪

の
欲
と
が
、
道
順
に
よ
い
日
ど
り
も
続
い
て
ゐ
る
事
を
知
つ
て
、
も
う
圧
へ

る
こ
と
が
出
来
な
く
な
つ
た
の
で
し
た
。
大
正
十
二
年
の
正
月
、
前
後
五
日

に
亘
つ
て
、
雪
祭
り
の
作
法
と
、
村
人
の
感
情
と
を
凝
視
し
ま
し
た
。
本
祭

り
の
前
日
は
、
一
日
だ
け
目
だ
つ
行
事
も
な
か
つ
た
。
そ
の
日
ち
よ
う
ど
、

三
河
領
豊
根
村
三
沢
の
花
が
、
山
坂
一
つ
越
え
る
ば
か
り
の
牧
島
と
い
ふ
字
ア
ザ

に
あ
る
、
と
聞
き
出
し
て
、
村
の
好
学
者
仲
藤
増
蔵
さ
ん
を
た
よ
り
に
、
は
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じ
め
て
、
新
野
峠
を
越
え
ま
し
た
。
設
楽
の
山
村
の
、
寒
く
霞
ん
だ
夕
を
、

静
か
に
見
お
ろ
し
た
其
夜
を
徹
し
て
、
翌
日
昼
ま
で
見
続
け
た
の
が
、
私
に

と
つ
て
、
初
め
て
の
花
祭
り
の
行
事
で
あ
り
ま
し
た
。
此
時
の
が
、
早
川
さ

ん
の
区
画
に
従
ふ
と
、
振
草
川
系
統
・
大
入
川
系
統
と
あ
る
、
其
後
者
の
現

在
で
の
代
表
と
見
な
し
て
よ
い
、
三
沢 

山  

内 

ヤ
マ
オ
チ

の
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

其
頃
の
三
沢
の
花
に
は
、
顔
の
整
う
た
、
舞
ひ
ぶ
り
優
な
若
い
衆
が
揃
う
て

居
ま
し
た
。
三
つ
舞
ひ
・
湯
ば
や
し
な
ど
、
若
衆
の
役
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の

は
、
旅
人
の
私
ど
も
に
も
訣
り
易
く
、
味
ひ
よ
か
つ
た
、
と
記
憶
し
ま
す
。

絵
巻
物
に
見
る
下
人
の
直
垂
か
ら
法
被
に
、
さ
う
し
て
、
近
代
の
は
つ
ぴ
・

絆
天
の
出
て
来
る
道
筋
の
明
ら
か
に
見
え
る
上
衣
ユ
ハ
ギ
に
、
山
袴
を
つ
け
た
姿
は
、

新
し
い
時
代
の
上
に
、
古
い
姿
の
幻
を
、
濃
く
浮
べ
て
ゐ
ま
し
た
。
舞
ひ
処ト
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に
焚
く
榾
の
い
ぶ
り
に
、
眼
を
労
し
乍
ら
、
翁
の
語
り
や
、
あ
る
か
な
し
の

瞳
を
垂
れ
て
歩
く
巫
女
上
﨟
や
、
幾
ら
と
も
知
れ
ぬ
鬼
の
出
現
に
、
驚
き
つ
ゞ

け
て
居
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
あ
る
時
代
、
神
遊
び
の
一
つ
と
し
て
、
広
く

行
は
れ
た
時
代
を
思
ひ
浮
べ
よ
う
と
す
る
努
力
感
が
、
心
を
衝
き
動
か
さ
ず

に
は
居
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
一
つ
〳
〵
が
、
今
に
お
き
、
問
題
と

し
て
並
ん
で
ゐ
る
ば
か
り
で
す
。

其
ほ
ど
複
雑
な
、
渦
巻
き
返
す
夢
の
様
な
錯
乱
と
、
在
所
々
々
で
特
殊
化
の

甚
し
く
な
つ
た
神
事
芸
能
と
が
、
其
後
も
常
に
同
行
と
憑
ん
だ
早
川
さ
ん
の

手
で
、
此
一
冊
に
鮮
や
か
に
組
織
せ
ら
れ
た
の
を
見
ま
す
と
、
嫉
ま
し
く
さ

へ
感
じ
ま
す
。
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で
も
、
早
川
さ
ん
は
、
当
然
酬
い
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
唯
一
人
の
旅

人
と
し
て
、
村
か
ら
村
へ
、
木
馬
キ
ン
マ
の
道
や
、 

桟  

道 

カ
ケ
ハ
シ

を
踏
み
越
え
、
禰ネ
宜ギ
か

ら
み
よ
う
ど
、
宿ト
老ネ
・
老ト
女ジ
の
居
る
屋
敷
と
言
へ
ば
、
新
百
姓
の
一
軒
家
ま

で
も
尋
ね
入
つ
て
、
重
い
鈍
い
口
か
ら
、
答
へ
を
む
し
り
と
る
様
な
情
熱
が
、

組
織
を
生
ん
だ
の
で
す
。
も
つ
と
え
ら
い
事
は
、
秘
し
隠
し
に
せ
ら
れ
た
紙

魚
の
す
み
か
に
な
つ
た
伝
法
書
や
記
録
を
、
ひ
き
出
し
て
来
ら
れ
た
事
で
あ

り
ま
す
。

其
結
果
は
、
我
々
の
知
る
限
り
の
神
楽
以
外
に
、
あ
る
時
代
・
あ
る
地
方
か

ら
宣
布
せ
ら
れ
た
、
一
種
の
神
楽
が
あ
つ
て
、
其
方
式
や
、
目
的
の
点
に
於

て
、
従
来
学
者
の
定
説
変
改
を
促
す
含
蓄
の
あ
る
も
の
ゝ
存
し
て
居
た
事
が
、

見
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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数
十
百
度
、
此
土
地
の
方
言
ど
ほ
り
、
ら﹅
ん﹅
ご﹅
く﹅
な
山
の
家
に
寝
返
り
し
、

自
身
は
、
稗
の
飯
・
切
り
こ
み
汁
に
腹
の
損
ふ
事
に
甘
ん
じ
て
、
都
会
の
優

雅
な
人
士
に
、
栃
餅
や
、
茸
の
胡
桃
あ
へ
な
ど
の
珍
味
を
齎
し
て
還
つ
て
来

ら
れ
た
、
と
で
も
言
ふ
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
。

而
も
早
川
さ
ん
は
、
最
よ
い
指
導
者
と
、
美
し
い
心
の
擁
護
者
と
を
持
つ
て

ゐ
ら
れ
ま
し
た
。
前
者
は
、
私
ど
も
共
同
の
学
問
の
父
た
る
、
日
本
民
間
伝

承
学
の
祖
た
る
柳
田
先
生
で
あ
り
、
後
者
は
、
志
篤
い
、
学
問
の
本
宮
へ
詣

る
間
も
な
い
忙
し
さ
か
ら
、
人
を
し
て
代
参
の
礼
を
致
さ
し
め
よ
う
と
す
る

渋
沢
敬
三
さ
ん
で
あ
り
ま
す
。

柳
田
先
生
か
ら
受
け
た
方
法
を
守
る
為
に
、
採
訪
記
の
範
囲
を
出
よ
う
と
せ
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ら
れ
な
か
つ
た
。
此
事
は
、
今
の
学
問
の
に﹅
さ﹅
い﹅
衆
、
豈
夫
、
能
く
せ
む
や
、

と
言
ひ
た
い
。
而
も
、
其
記
録
は
、
結
論
を
言
ふ
と
等
し
い
ま
で
に
、
賢
明

な
配
列
法
を
と
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
柳
田
先
生
の
方
法
上
の
一
つ
の
理
想
は
、

茲
に
完
全
な
姿
を
顕
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

渋
沢
さ
ん
は
、
早
川
さ
ん
の
学
問
を
遂
げ
さ
せ
る
為
に
、
又
其
記
録
を
公
に

さ
せ
る
為
に
、
述
べ
難
い
ま
で
の
奇
特
心
を
発
起
せ
ら
れ
ま
し
た
。
さ
う
し

て
、
其
間
に
、
自
身
亦
、
花
狂
ひ
の
一
人
と
呼
ば
れ
る
ま
で
の
情
熱
を
持
つ

様
に
な
ら
れ
た
の
は
、
世
間
に
名
を
掲
げ
る
金
持
ち
趣
味
や
、 

檀  

那 

パ
ト
ロ
ン

か
た

ぎ
の
道
楽
を
超
越
し
た
、
晴
れ
や
か
な
志
を
示
し
て
ゐ
ま
す
。

早
川
さ
ん
は
、
師
匠
に
、
擁
護
者
に
、
得
難
い
人
を
並
べ
得
ま
し
た
。
だ
が
、

今
一
つ
、
な
く
て
は
寂
し
い
学
友
の
、
一
人
と
し
て
学
問
の
感
触
を
温
め
て
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あ
げ
る
者
が
な
い
事
で
あ
り
ま
す
。
此
は
、
日
本
の
民
俗
学
が
、
ま
だ
新
ら

し
く
、
お
れ
が
〳
〵
の
学
者
に
充
ち
て
ゐ
る
か
ら
だ
、
と
思
ひ
ま
す
。
私
な

ど
も
、
友
人
で
あ
り
な
が
ら
、
早
川
さ
ん
の
為
の
よ
い
友
人
と
し
て
の
誇
り

は
持
て
な
い
不
心
切
な
心
で
居
ま
す
。
此
後
も
つ
と
、
採
訪
と
実
感
と
論
証

と
に
、
互
ひ
の
励
み
を
つ
け
て
行
き
た
い
、
と
い
ふ
気
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。

其
は
、
此
「
花
祭
」
に
対
す
る
感
謝
か
ら
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
此
研

究
の
、
形
を
と
り
出
し
た
始
め
か
ら
、
早
川
さ
ん
の
後
に
つ
い
て
来
た
久
し

い
歩
み
の
跡
を
ふ
り
か
へ
る
事
が
、
り
く
つ
ゞ
く
め
の
、
中
年
の
同
門
の
盟

友
と
し
て
の
感
情
に
、
止
つ
て
ゐ
ら
れ
な
く
し
た
の
で
す
。
さ
う
言
ふ
唆
ら

れ
る
様
な
情
愛
を
以
て
、
此
本
の
解
説
で
あ
り
、
一
異
見
と
も
な
る
様
な
文

章
を
書
き
ま
し
た
。
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私
の
此
文
章
が
、
必
し
も
花
祭
り
及
び
山
の
神
楽
カ
グ
ラ
の
本
義
を
説
き
得
て
居
な

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
自
身
す
ら
処
々
、
既
に
転
換
を
欲
す
る
固
定
し
た

考
へ
の
型
に
這
入
つ
た
の
も
あ
り
ま
す
。
あ
や
ふ
や
な
点
の
著
し
く
な
つ
て

感
じ
る
部
分
も
、
可
な
り
悟
つ
て
ゐ
ま
す
。
併
し
、
其
も
、
今
日
か
ら
後サキ
の

私
の
為
に
も
、
早
川
さ
ん
や
私
よ
り
後
の
研
究
者
の
為
に
も
、
み
じ
め
な
足

場
位
に
は
、
役
立
つ
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
し
て
、
目
を
瞑
つ
て
、
大
方
の
前
に

暴
す
事
と
し
ま
し
た
。

　
　
　
山
の
神
人
団
体

13 山の神人団体



　
　
　
　
　
一
　
問
題
の
土
地

花
祭
り
を
行
ふ
村
々
は
、
早
川
さ
ん
の
、
細
密
な
報
告
が
既
に
明
ら
か
に
し

て
居
る
様
に
、
此
設
楽
だ
け
で
も
二
十
所
ば
か
り
あ
り
ま
す
。
其
外
、
境
を

接
し
た
、
南
信
州
の
一
部
・
北
遠
州
天
龍
沿
ひ
の
山
間
に
も
、
一
二
所
は
あ

り
ま
す
。
此
を
行
ふ
村
は
、
そ
れ
／
″
＼
範
囲
が
き
ま
つ
て
居
る
の
で
、
ど

こ
か
ら
ど
こ
ま
で
は
、
ど
の
字アザ
が
出
て
来
て
舞
ふ
と
か
、
舞
ひ
を
し
に
出
て

来
る
字
も
き
ま
つ
て
居
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
種
の
太
夫
村
と
も
言
ふ
べ
き
も

の
が
あ
る
訣
な
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
か
は
、
何
故
、

こ
ん
な
行
事
が
三
河
の
山
間
に
だ
け
残
つ
た
か
を
考
へ
て
行
け
ば
、
自
然
訣
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る
と
思
ひ
ま
す
。

こ
ゝ
、
三
河
の
北
東
は
、
ま
こ
と
に
興
味
の
多
い
土
地
で
す
。
南
、
北
設
楽

郡
を
中
心
に
、
信
・
遠
の
国
境
一
帯
の
山
間
に
は
、
啻ただ
に
花
祭
り
が
あ
る
ば

か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
色
々
な
民
俗
芸
術
　
　
主
に
私
の
謂
ふ
芸
能
に
属

す
る
も
の
　
　
が
残
つ
て
居
ま
す
。
何
故
こ
ん
な
土
地
に
、
そ
ん
な
芸
能
が

残
つ
た
か
は
、
我
々
の
仲
間
で
、
一
つ
の
問
題
で
し
た
。
嘗
て
は
、
設
楽
と

言
ふ
地
名
か
ら
、
設
楽
舞

シ
タ
ラ
マ

ひ
を
聯
想
し
た
人
も
あ
つ
た
様
で
す
。
志
多
羅
神

を
持
つ
て
歩
く
人
　
　
つ
ま
り
、
神
を
送
る
人
達
が
、
乱
舞
す
る
、
そ
れ
を

設
楽
舞
ひ
と
言
う
た
の
で
す
が
、
何
に
し
て
も
、
此
は
平
安
朝
の
も
の
な
の

で
す
か
ら
、
あ
ま
り
に
時
代
が
遠
す
ぎ
る
様
で
す
。
私
は
、
設
楽
と
い
ふ
地

名
に
は
頓
著
な
く
、
此
花
祭
り
の
這
入
つ
て
来
た
時
期
を
漠
然
と
考
へ
て
見
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ま
す
。

　
　
　
　
　
二
　
傭
兵
の
村
　
　
遊
行
神
人
の
定
住

私
の
考
へ
は
、
二
通
り
あ
る
の
で
す
が
、
此
考
へ
は
、
当
然
一
致
す
べ
き
だ

と
思
ひ
ま
す
。
一
つ
は
、
三
河
の
山
奥
に
傭
兵
の
村
　
　
其
は
同
時
に
神
人

団
体
で
あ
つ
た
　
　
が
あ
つ
て
、
こ
ゝ
か
ら
多
く
の
人
が
出
か
け
て
行
つ
て
、

諸
方
の
武
家
に
力
を
貸
し
た
、
其
残
り
が
花
祭
り
の
村
々
で
あ
る
と
、
か
う

考
へ
る
の
で
す
。
勿
論
、
今
あ
る
花
の
村
が
、
皆
昔
か
ら
の
村
々
だ
と
は
言

へ
な
い
で
せ
う
が
、
大
体
、
さ
う
し
た
昔
か
ら
の
も
の
が
、
主
に
な
つ
て
居

る
と
だ
け
は
見
ら
れ
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
村
が
出
来
た
か
。
三
河
の
北
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東
の
山
間
は
、
前
に
、
三
河
・
尾
張
・
美
濃
、
三
国
の
平
野
を
受
け
て
、
一

種
の
神
事
に
与
る
人
達
の
住
む
の
に
適
し
た
地
勢
だ
つ
た
か
ら
で
す
。
彼
等

は
、
同
時
に
傭
兵
と
も
な
り
ま
し
た
。
此
等
の
人
達
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
昔
か

ら
居
つ
た
と
も
思
は
れ
ま
せ
ん
。
或
時
代
に
、
諸
国
を
廻
り
歩
い
て
居
た
も

の
が
、
地
勢
の
関
係
か
ら
、
こ
ゝ
に
屯
す
る
様
に
な
り
、
其
が
分
派
し
、
又

後
に
来
た
者
も
、
同
じ
様
に
定
住
を
し
て
、
村
が
出
来
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

日
本
に
は
、
国
家
意
識
の
ま
だ
確
定
し
な
い
ほ
ど
の
大
昔
か
ら
続
い
て
、
一

つ
の
神
人
団
体
が
流
浪
し
て
居
ま
し
た
。
一
種
の
宗
教
的
呪
力
を
持
つ
て
諸

国
を
遊
行
し
、
其
力
で
村
々
を
幸
福
に
も
し
、
押
へ
も
し
た
、
後
の
山
伏
団

体
で
、
彼
等
は
、
時
代
々
々
の
色
合
ひ
を
受
け
、
当
代
の
宗
教
に
近
づ
い
て

行
つ
た
為
に
、
多
少
の
変
化
は
見
せ
て
居
ま
す
が
、
本
来
の
精
神
は
、
殆
変
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ら
な
い
で
、
か
な
り
の
後
ま
で
も
、
芸
能
と
呪
力
と
を
持
つ
て
、
旅
を
続
け

て
居
た
の
で
す
。

此
形
式
が
、
は
つ
き
り
と
は
言
へ
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
以
後
、
或
種
の
武
家

に
よ
つ
て
真
似
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
つ
ま
り
、
武
家
の
亡
び
た
も
の
や
、
庶
流

の
者
な
ど
が
、
部
下
を
引
き
つ
れ
、
土
地
を
求
め
て
旅
に
出
た
の
が
、
直
に

昔
か
ら
の
遊
行
神
人
を
真
似
し
て
、
村
々
を
お
び
や
か
し
た
の
で
す
。
ら
つ

ぱ
・
す
つ
ぱ
・
す
り
・
が
ん
ど
う
の
様
な
も
の
が
、
其
か
ら
出
て
居
ま
す
。

斯
様
に
武
家
は
、
誰
で
も
旅
に
出
る
と
、
さ
う
都
合
よ
く
、
直
に
神
人
の
真

似
が
出
来
た
と
言
ふ
の
に
は
、
理
由
が
あ
り
ま
す
。
昔
の
武
家
は
、
皆
一
種

の
、
或
地
方
共
通
の
宗
教
を
持
つ
て
居
た
の
で
、
自
然
、
神
事
の
中
心
と
な

る
べ
き
儀
式
も
心
得
、
其
に
附
随
し
た
芸
能
も
出
来
た
訣
で
す
。
彼
等
は
、
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村
々
国
々
か
ら
歓
迎
を
受
け
る
為
に
は
、
先
、
村
・
国
を
祝
福
す
る
芸
能
を

行
う
て
、
人
心
を
ひ
き
つ
け
た
様
で
す
。

併
し
、
彼
等
の
為
事
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
つ
た
。
傭
兵
と
な
つ
て
、
戦

争
に
も
参
加
し
ま
し
た
。
昔
は
、
戦
争
も
一
種
の
神
事
だ
つ
た
か
ら
で
す
。

法
力
の
戦
争
か
ら
、
実
戦
に
ま
で
与
る
様
に
な
つ
た
の
で
す
。

此
ら
の
人
達
は
、
大
抵
、
地
方
の
武
家
・
豪
族
の
家
に
寄
食
の
形
で
止
り
、

其
ま
ゝ
居
著
い
て
し
ま
ふ
者
も
あ
り
、
用
事
が
す
む
か
、
不
都
合
が
あ
れ
ば
、

ま
た
新
し
い
土
地
を
求
め
て
旅
へ
出
る
の
も
あ
り
、
時
に
は
、
保
護
を
受
け

た
主
家
を
倒
し
て
其
土
地
を
奪
つ
た
な
ど
ゝ
言
ふ
の
も
あ
り
ま
し
た
。
鎌
倉

以
後
、
戦
国
時
代
ま
で
に
は
、
さ
う
し
て
地
位
を
得
た
も
の
が
少
く
あ
り
ま

せ
ん
。
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譬
へ
ば
、
後
北
条
早
雲
な
ど
も
、
此
様
式
で
旅
行
を
し
た
様
で
す
。
彼
の
動

き
出
し
た
初
め
は
、
宇
治
の
奥
、
田
原
か
ら
起
つ
て
、
山
城
・
伊
賀
・
伊
勢

・
近
江
の
一
部
に
跨
つ
て
居
ま
す
。
嫡
流
は
伊
勢
の
関セキ
に
あ
つ
て
、
其
岐
れ

が
宇
治
附
近
に
居
た
の
で
せ
う
。
其
で
伊
勢
新
九
郎
な
ど
ゝ
称
し
た
の
だ
と

思
ひ
ま
す
が
、
彼
が
最
初
に
連
れ
て
出
た
部
下
は
、
極
僅
か
で
、
何
れ
も
宇

治
附
近
の
地
名
を
名
告
つ
て
居
ま
す
。
彼
が
芸
能
を
持
つ
て
居
た
か
ど
う
か

は
訣
り
ま
せ
ん
が
、
兵
力
は
持
つ
て
居
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
最
初
今
川
氏
に

憑
り
、
後
追
々
と
東
方
の
勢
力
を
自
家
の
も
の
に
し
て
、
遂
に
小
田
原
ま
で

出
て
行
つ
た
の
で
す
。
少
数
の
団
体
を
組
ん
で
歩
い
て
、
ど
う
し
て
そ
ん
な

勢
力
が
得
ら
れ
た
か
を
、
歴
史
家
は
疑
問
に
し
て
居
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
昔

か
ら
旅
行
を
続
け
て
新
し
い
土
地
を
開
い
て
行
く
、
遊
行
神
人
の
形
式
を
真
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似
た
武
士
団
体
に
は
、
常
に
あ
つ
た
様
式
で
す
。
元
々
、
彼
等
に
は
伝
つ
て

居
る
も
の
が
あ
つ
た
か
ら
出
来
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　
三
　
山
の
こ
と
ほ
ぎ
　
　
山
人
・
山
姥

か
う
し
て
漂
泊
を
続
け
る
形
の
神
人
も
昔
か
ら
あ
つ
た
の
で
す
が
、
其
よ
り

も
、
神
人
と
し
て
は
、
常
に
は
奥
山
家
に
あ
つ
て
、
時
折
り
里
に
下
り
て
来

る
の
が
古
い
形
な
の
で
す
。
山
の
神
に
仕
へ
る
神
人
で
、
此
を 

山  

人 

ヤ
マ
ビ
ト

と
言

ひ
ま
す
。

山
人
と
言
ふ
と
、
後
に
は
、
鬼
・
天
狗
を
想
像
し
、
又
、
山
男
・
山
を
ぢ
な

ど
ゝ
も
言
う
て
、
蛮
人
を
考
へ
る
様
に
も
な
り
ま
し
た
が
、
決
し
て
、
さ
う
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し
た
妖
怪
で
も
、
先
住
民
族
の
あ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
鬼
と
考
へ
ら
れ
た

道
筋
は
、
後
の
説
明
で
、
追
々
に
訣
つ
て
行
く
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

山
人
が
山
の
妖
怪
ら
し
く
考
へ
ら
れ
た
と
同
じ
様
に
、
山
姥
も
山
の
女
怪
と

信
じ
ら
れ
る
様
に
な
り
ま
し
た
が
、
此
は
、
山
の
神
に
仕
へ
る
巫
女
で
、
う

ば
は
、
神
を
抱
き
守
り
す
る
職
分
か
ら
出
た
名
で
、
小
母
に
通
じ
る
も
の
で

す
。
こ
れ
が
後
に
は
、
神
の
妻
と
も
な
る
の
で
す
。

設
楽
の
山
間
に
屯
し
た
一
団
は
、
此
古
い
形
を
守
つ
た
の
だ
と
言
へ
ま
す
。

併
し
、
だ
か
ら
彼
等
は
、
余
程
古
く
か
ら
居
つ
た
ら
う
な
ど
ゝ
は
申
さ
れ
ま

せ
ん
。
彼
等
は
都
合
で
、
平
野
に
も
奥
山
家
に
も
出
入
り
を
し
た
の
で
、
諸

国
を
巡
り
歩
い
て
居
る
中
に
、
一
つ
の
中
心
地
と
し
て
、
此
、
美
濃
・
尾
張

・
三
河
の
平
野
を
控
へ
た
、
設
楽
の
山
間
に
屯
す
る
様
に
な
つ
た
と
見
る
の
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が
よ
い
様
で
す
。
其
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
天
龍
の
水
を
考
へ
に
置

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

か
う
し
た
山
人
と
言
ふ
の
は
、
常
に
は
里
と
の
交
渉
を
絶
つ
て
居
ま
す
が
、

歳
暮
・
初
春
に
は
、
檀
那
の
家
や
村
を
こ
と
ほ
ぎ
に
下
り
て
来
ま
す
。
冬
の

祭
り
の
、
鎮
魂
を
伝
へ
た
山
舞
ひ
を
持
つ
て
降
り
て
来
る
の
で
す
が
、
そ
れ

が
終
れ
ば
、
ま
た
行
方
知
れ
ず
の
様
に
山
へ
帰
つ
て
行
き
ま
す
。
里
人
に
気

づ
か
れ
な
い
様
に
、
道
を
迂
廻
す
る
の
で
す
。
「
隠
れ
里
」
の
伝
説
は
、
其

か
ら
起
つ
て
居
ま
す
。
私
は
、
田
峯
を
訪
れ
、
又
遠
州
の
山
奥
に
田
楽
を
見

学
に
行
つ
て
、
つ
く
／
″
＼
出
入
り
の
地
形
が
似
て
居
る
事
を
感
じ
ま
し
た
。

う
つ
か
り
海
道
を
行
つ
た
の
で
は
、
容
易
に
気
づ
か
れ
な
い
様
な
と
こ
ろ
に

村
が
展
け
て
居
る
の
で
す
。
山
人
と
し
て
の
祝
言
職
を
持
つ
た
人
達
の
根
拠
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は
、
大
抵
、
さ
う
し
た
隠
れ
里
に
あ
つ
た
様
で
す
。

　
　
　
　
　
四
　
冬
祭
り
の
古
義
　
　
た
ま
ふ
り
祭
り

此
山
人
が
里
へ
下
り
て
来
る
年
の
暮
は
、
古
く
は 

霜  

月 

シ
モ
ツ
キ

で
し
た
。
三
河
に

残
つ
て
ゐ
る
花
祭
り
も
、
今
は
正
月
に
行
ふ
所
が
多
く
、
所
に
よ
つ
て
は
十

二
月
に
も
行
ひ
ま
す
が
、
元
は
や
は
り
霜
月
の
行
事
で
し
た
。

霜
月
の
極
限
が
し
は
つ
で
、
し
は
つ
と
は
極
限
と
言
ふ
事
で
あ
つ
た
ら
し
い
。

其
を
し
は
す
と
も
発
音
し
た
の
で
、
古
代
に
は
、
師
走
と
い
ふ
月
が
あ
つ
た

訣
で
は
な
い
様
で
す
。

此
冬
祭
り
の
日
に
、
彼
等
は
里
へ
降
つ
て
、 
鎮  
魂 
タ
マ
フ
リ

を
し
ま
し
た
。
山
姥
が
、
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山
姥
の
舞
を
舞
ひ
、
山
人
が
、
山
の
神
に
扮
し
て
舞
う
た
の
で
す
。
其
場ニハ
が

い
ち
と
言
は
れ
ま
し
た
。
「
市
」
の
古
義
で
す
。

此
た﹅
ま﹅
ふ﹅
り﹅
が
山﹅
づ﹅
と﹅
と
い
は
れ
た
処
が
、
大
抵
山
近
く
で
あ
る
理
由
も
考

へ
ら
れ
ま
せ
う
。
そ
こ
で
物
々
交
換
が
行
は
れ
た
の
で
す
。

冬
祭
り
に
就
い
て
の
私
の
考
へ
は
、
他
の
場
合
に
述
べ
て
居
ま
す
。
ふ﹅
ゆ﹅
に

し
ま
す
。

此
祓
ひ
の
す
ん
だ
し
る
し
に
、
山
人
の
持
つ
て
来
た
山
づ
と
を
家
の
内
外
に

飾
り
、
身
に
も
つ
け
ま
す
。
浄
め
ら
れ
た
村
人
は
、
神
の
物
と
な
つ
た
家
内

に
、
忌
み
籠
る
の
で
す
。
此
が
正
月
飾
り
の
起
り
で
、
山
か
づ
ら
・
羊
歯
の

葉
・
寄ホ
生ヨ
・
野
老
ト
コ
ロ
・
山
藍
・
葵
・
榧カエ
・
山ツ
桑ミ
な
ど
、
何
れ
も
山
づ
と
と
見
ら

れ
る
も
の
で
す
。
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五
　
山
人
の
杖
　
　
む
つ
き
の
起
り

此
山
人
が
持
つ
て
来
る
も
の
ゝ
中
で
、
最
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
、
山
人

が
つ
い
て
来
る
杖
で
あ
り
ま
す
。
大
き
け
れ
ば
ほ
こ
で
す
が
、
此
杖
を
山
人

が
里
へ
残
し
て
行
き
ま
す
。
此
で
地
面
を
搗
く
と
、
土
地
の
精
霊
を
押
へ
る

事
に
な
る
の
で
す
。
む
つ
き
・
う
づ
き
は
、
そ
ん
な
事
に
関
係
の
あ
る
語
で

は
な
い
か
と
、
私
は
考
へ
て
ゐ
ま
す
。

む﹅
つ﹅
と
同
義
語
で
す
。
む
つ
・
う
つ
・
む
ち
・
う
ち
、
す
べ
て
同
じ
意
を
持

つ
た
語
で
す
。
む
つ
き
に
就
い
て
は
色
々
な
説
明
が
さ
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
月

を
聯
想
す
る
か
ら
訣
ら
な
い
事
に
な
る
の
で
、
き
さ
ら
ぎ
・
や
よ
ひ
な
ど
に
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は
つ
き
が
つ
い
て
居
ま
せ
ん
。
此
な
ど
も
意
味
の
訣
ら
な
い
語
だ
と
思
ひ
ま

す
が
、
結
局
、
月
の
つ
か
な
い
、
意
味
の
訣
ら
な
い
語
の
方
が
古
い
の
で
、

む
つ
き
な
ど
も
、
さ
う
し
た
語
だ
つ
た
の
が
、
つ
き
と
あ
る
の
で
、
月
の
運

行
を
聯
想
す
る
様
に
な
つ
て
、
月
名
と
な
つ
た
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
元

は
、
き
さ
ら
ぎ
・
や
よ
ひ
・
し
は
す
な
ど
ゝ
同
じ
様
に
つ
き
は
つ
か
な
か
つ

た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
其
つ
く
様
に
な
つ
た
初
め
は
、
恐
ら
く
む
つ
き
な
ど

が
最
初
で
は
な
か
つ
た
か
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
六
　
地
を
打
つ
行
事
　
　
卯
杖
・
卯
槌

正
月
に
関
係
の
あ
る
も
の
で
、
卯
杖
・
卯
槌
な
ど
言
ふ
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
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此
は
、
元
は
地
面
を
叩
く
道
具
だ
つ
た
と
思
ひ
ま
す
。
此
行
事
は
、
今
は
小

正
月
に
も
行
ひ
ま
す
が
、
正
確
に
は
、
霜
月
玄
猪
の
日
に
行
つ
た
も
の
で
、

土
地
の
精
霊
を
押
へ
て
廻
る
儀
式
だ
つ
た
の
で
す
。
後
に
は
、
精
霊
は
地
中

に
潜
む
と
考
へ
た
事
か
ら
、
土
龍
モ
グ
ラ
な
ど
を
想
像
す
る
様
に
な
り
ま
し
た
が
、

此
を
打
つ
木
が
う﹅
つ﹅
ぎ﹅
だ
か
ら
う
つ
ぎ
（
空
木
）
と
言
う
た
と
も
言
は
れ
ま

す
が
、
昔
の
う
つ
ぎ
が
あ
れ
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
は
訣
り
ま
せ
ん
。
と
に
か

く
う
つ
ぎ
と
言
ふ
木
は
あ
つ
た
の
で
す
。
其
が
変
化
し
て
、
う
づ
ち
・
う
づ

ゑ
に
な
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

此
、
地
を
打
つ
行
事
は
、
歳
暮
・
初
春
と
は
限
ら
な
か
つ
た
。
五
月
田
植
ゑ

の
前
に
も
、
田
畑
を
押
へ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
初
春
に
行
つ
た
事
を
、

更
に
効
果
が
あ
る
様
に
、
ま
う
一
度
く
り
返
す
の
で
す
。
四
月
の
う
づ
き
も
、
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や
は
り
む
つ
き
と
同
じ
意
味
だ
と
思
ひ
ま
す
。
言
海
な
ど
の
説
明
は
、
も
う

改
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

　
　
　
　
　
七
　
は
な
う
ら
　
　
削
り
か
け
・
削
り
花

山
人
の
持
つ
て
来
る
杖
に
は
、
大
体
さ
う
し
た
意
味
が
あ
る
の
で
す
が
、
尚
、

其
さ
き
の
割
れ
方
・
裂
け
た
状
で
、
来
年
の
豊
凶
を
占
ふ
と
言
ふ
意
も
あ
り

ま
す
。
其
を
は
な
と
言
う
た
の
で
、
は
な
と
言
へ
ば
、
後
に
は
木
や
草
の
花

だ
け
に
観
念
が
固
定
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
が
、
つ
い
で
起
る
べ
き
事
を
、
予

め
仮
り
に
示
す
の
が
は
な
で
す
。
で
、
此
杖
は
、
根
の
あ
る
ま
ゝ
の
も
の
を

持
つ
て
来
て
地
面
に
突
き
挿
し
て
行
く
事
も
あ
り
ま
す
。
根
が
生
え
て
繁
る
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こ
と
を
待
つ
た
の
で
す
。
根
の
な
い
も
の
で
も
、
桑
な
ど
は
根
が
著
き
易
い

木
で
す
。
祝
詞
に
も
、
「
生イカ
し
八
桑
枝

ヤ
ク
ハ
エ

の
如
く
」
な
ど
ゝ
あ
り
ま
す
。
一
夜

竹
・
一
夜
松
の
伝
説
は
、
此
か
ら
起
つ
て
居
ま
す
。

と
に
か
く
、
此
杖
の
信
仰
は
、
我
が
国
の
後
々
の
信
仰
生
活
に
か
な
り
大
き

な
影
響
を
与
へ
て
居
ま
す
。
形
状
も
段
々
に
変
つ
て
来
た
の
で
、
ほ
ん
た
う

の
杖
で
あ
る
事
も
あ
り
、
ほ
こ
で
あ
る
事
も
あ
り
、
或
は
御
竈
木

ミ
カ
マ
ギ

に
も
な
り
、

又
、
先
の
割
れ
た
の
を
主
と
し
た
、
削
り
か
け
・
削
り
ば
な
の
様
な
も
の
に

も
な
つ
た
の
で
、
其
極
端
に
短
く
な
つ
た
の
が
、
削
り
か
け
の
鷽ウソ
で
す
。
鷽

換
へ
は
天
満
宮
の
行
事
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
天
神
様
に
関
係
が
あ
る
訣
で

は
な
い
で
せ
う
。
地
方
で
、
天
神
様
に
祀
つ
た
の
で
、
其
か
ら
関
係
が
つ
い

た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
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八
　
信
・
遠
・
三
山
間
の
風
習
　
　
鬼
木
・
に
ふ
木

此
杖
の
一
種
が
、
今
で
も
、
信
・
遠
・
三
の
奥
山
家
に
は
残
つ
て
居
ま
す
。

年
の
暮
・
小
正
月
の
前
夜
に
、
家
の
入
口
・
納
屋
の
入
口
な
ど
に
薪
を
立
て

る
の
で
、
此
を
お
に
ぎ
と
も
に
ふ
ぎ
と
も
言
う
て
ゐ
ま
す
。
今
で
は
人
が
立

て
に
行
く
の
で
す
が
、
其
に
祝
福
の
意
味
が
あ
る
事
だ
け
は
忘
れ
な
い
で
ゐ

ま
す
。

お
に
ぎ
は
鬼
木
で
せ
う
。
こ
ゝ
の
鬼
は
、
尚
後
で
述
べ
ま
す
様
に
、
決
し
て

悪
鬼
羅
刹
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
ゞ
巨
人
と
い
ふ
だ
け
の
古
い
意
義
を
止
め

て
ゐ
ま
す
。
此
鬼
木
に
も
、
山
か
ら
来
る
不
思
議
な
巨
人
が
持
つ
て
来
る
と
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考
へ
た
印
象
の
あ
る
事
は
十
分
感
じ
ら
れ
ま
す
。

に
ふ
ぎ
は
、
も
し
、
此
が
、
丹ニ
生フ
（
壬
生
）
か
ら
出
た
語
だ
と
し
た
ら
、
其

は
非
常
に
古
い
語
な
の
で
、
ど
う
し
て
此
が
結
び
つ
い
た
か
、
不
思
議
だ
と

思
ひ
ま
す
が
、
に
ふ
は
み
そ
ぎ
に
関
係
の
あ
る
語
で
、
禊
ぎ
を
し
た
し
る
し

の
木
と
い
ふ
事
に
な
り
ま
す
。
あ
ま
り
に
古
い
語
で
疑
問
で
す
が
、
ど
う
も
、

そ
れ
以
外
に
は
意
味
が
な
い
様
で
す
。

と
に
か
く
、
年
の
暮
に
な
る
と
、
山
か
ら
不
思
議
な
も
の
が
来
て
棒
を
残
し

て
行
く
と
信
じ
た
古
代
の
信
仰
が
、
そ
ん
な
形
で
残
つ
て
居
る
の
で
す
。

斯
様
に
、
常
に
は
奥
山
家
に
隠
れ
て
ゐ
て
、
時
あ
つ
て
里
を
訪
れ
る
神
人
が
、

古
く
か
ら
我
が
国
に
あ
つ
た
の
で
、
殆
ど
其
が
空
想
化
さ
れ
て
し
ま
つ
て
、

山
人
を
妖
怪
と
考
へ
る
ほ
ど
の
後
に
な
つ
て
も
、
尚
そ
れ
を
学
ん
で
、
年
毎
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に
山
を
下
り
て
来
る
人
が
あ
つ
た
の
で
す
。
此
が
三
河
の
山
奥
に
花
祭
り
行

事
の
残
つ
た
一
つ
の
原
因
だ
と
考
へ
る
の
で
す
。
だ
が
、
此
様
な
も
の
は
、

必
し
も
設
楽
の
山
の
中
に
だ
け
あ
つ
た
訣
で
は
な
い
で
せ
う
。
恐
ら
く
外
に

も
ま
だ
あ
つ
た
ら
う
と
考
へ
ら
れ
ま
す
が
、
其
が
、
特
に
設
楽
に
だ
け
残
つ

た
の
は
、
彼
等
が
戦
国
時
代
に
力
を
貸
し
た
檀
那
の
家
々
が
栄
え
て
、
其
保

護
を
受
け
る
事
が
出
来
た
為
だ
と
考
へ
て
見
る
事
が
出
来
ま
す
。

併
し
、
現
在
の
花
祭
り
が
残
つ
た
原
因
は
、
単
に
、
其
だ
け
で
は
な
い
様
で

す
。
他
に
、
ま
う
一
つ
原
因
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
は
割
り
合

ひ
に
新
し
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
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近
世
に
於
け
る
移
動

　
　
　
　
　
一
　
伊
勢
神
楽
の
影
響

私
は
、
最
初
花
祭
り
を
見
ま
し
た
時
に
は
、
以
上
述
べ
て
来
た
様
な
事
を
心

に
浮
か
べ
て
、
単
に
そ
れ
だ
け
の
興
味
と
、
一
種
の
尊
ぶ
様
な
気
持
ち
と
で

此
行
儀
を
見
て
居
た
の
で
す
が
、
尚
よ
く
考
へ
て
見
ま
す
と
、
其
う
ち
に
は
、

割
り
合
ひ
に
近
世
ら
し
い
移
動
の
あ
と
が
見
ら
れ
ま
す
。
ど
う
も
此
に
は
、

伊
勢
皇
太
神
宮
の
信
仰
を
持
つ
て
歩
い
た
人
の
運
動
が
這
入
つ
て
居
る
様
で

す
。
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此
信
仰
を
持
つ
て
歩
い
た
人
は
相
応
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
其
芸
能
は
神

楽
で
し
た
。
神
楽
芸
能
に
は
、
最
後
に
獅
子
が
出
て
解
決
を
す
る
の
で
、
段

々
此
が
中
心
に
な
り
、
今
で
は
、
神
楽
と
言
へ
ば
獅
子
面
を
想
像
す
る
様
に

さ
へ
な
り
ま
し
た
が
、
恐
ら
く
此
に
も
幾
度
か
変
化
が
あ
つ
た
の
だ
と
思
ひ

ま
す
。

私
ど
も
が
知
つ
て
居
る
一
番
新
し
い
も
の
は
、
代
神
楽
で
す
。
此
は
色
々
に

聯
想
が
重
つ
た
為
に
、
今
で
は
殆
、
訣
の
わ
か
ら
な
い
も
の
に
な
つ
て
居
ま

す
が
、
代
神
楽
と
言
う
た
の
に
は
、
代
参
の
意
味
と
、
寺
方
で
謂
ふ
永
代
の

意
味
と
が
あ
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
つ
ま
り
一
種
の
き
よ
め
は
ら
ひ
に
村

々
を
廻
つ
た
の
で
、
皆
が
伊
勢
へ
行
つ
て
浄
め
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
を
、

彼
等
が
廻
つ
て
来
て
、
代
り
に
み
そ
ぎ
を
し
た
の
で
す
。
禊ミソ
ぎ
と
祓ハラ
ひ
と
に
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は
区
別
が
あ
る
の
で
、
禊
ぎ
に
は
水
の
関
係
が
あ
る
訣
で
す
が
、
早
く
に
此

区
別
は
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
と
に
か
く
、
彼
等
が
廻
つ
て
来
て
、
伊
勢
へ

参
る
代
り
に
、
其
土
地
で
み
そ
ぎ
を
し
て
行
く
。
其
土
地
で
も
や
り
、
ま
た

伊
勢
へ
帰
つ
て
も
や
つ
た
の
で
す
。
其
し
る
し
に
、
衣
服
・
髪
、
其
他
色
々

な
も
の
を
持
つ
て
帰
る
。
此
が
彼
等
の
収
入
に
も
な
つ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、

代
神
楽
は
社
に
あ
る
の
は
間
違
ひ
で
す
。
さ
う
し
て
、
此
功
徳
は
永
代
に
及

ぶ
と
考
へ
た
ら
し
い
。
代
々
神
楽
は
、
永
代
神
楽
と
言
ふ
事
ら
し
い
と
思
ひ

ま
す
。

伊
勢
に
限
ら
ず
、
熊
野
神
明
の
信
仰
を
持
つ
て
歩
い
た
も
の
な
ど
も
さ
う
で

す
が
、
時
代
に
よ
つ
て
色
々
な
形
で
伝
つ
て
ゐ
ま
す
。
室
町
か
ら
江
戸
へ
か

け
て
評
判
に
な
つ
た
も
の
で
は
、
伊
勢
踊
り
が
あ
り
、
そ
れ
が
新
し
く
な
つ

36山の霜月舞



て
伊
勢
音
頭
な
ど
も
出
来
て
ゐ
ま
す
。

伊
勢
踊
り
と
神
楽
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
が
、
伊
勢
の

神
楽
は
、
今
の
代
神
楽
だ
け
で
な
く
、
も
つ
と
古
い
形
式
の
も
の
が
幾
つ
か

あ
つ
た
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
一
昨
年
、
三
越
呉
服
店
で
催
さ
れ
た
「
伊
勢

詣
で
の
会
」
の
出
品
中
、
神
楽
の
書
止
め
が
あ
つ
て
、
其
に
、
ま
ど
こ
お
ふ

す
ま
の
絵
が
あ
つ
た
と
言
ふ
話
を
聞
き
ま
し
た
。
私
は
遂
に
そ
れ
を
見
な
い

で
し
ま
ひ
ま
し
た
が
、
恐
ら
く
天
蓋
の
様
な
形
を
し
た
も
の
で
、
其
を
垂
ら

す
と
す
つ
か
り
姿
が
隠
れ
て
し
ま
ふ
事
に
な
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
真 

床 

マ
ド
コ
オ

襲 

衾 

フ
ス
マ

が
蒲
団
の
様
な
も
の
で
あ
つ
た
の
は
、
極
古
代
で
、
後
に
は
そ
ん
な

形
に
な
つ
た
の
で
す
。
此
が
伊
勢
の
神
楽
に
這
入
つ
た
の
が
何
時
で
あ
つ
た

か
は
、
一
寸
想
像
も
つ
き
ま
せ
ん
。
又
、
後
の
神
楽
に
も
そ
ん
な
も
の
は
な
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い
様
で
す
が
、
確
に
或
時
代
に
は
其
が
あ
つ
た
ら
し
い
の
で
す
。
其
を
想
像

さ
せ
る
も
の
が
、
設
楽
の
山
奥
に
伝
つ
た
神
楽
の
中
に
あ
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
二
　
設
楽
神
楽
の
輸
入
者

早
川
さ
ん
の
調
査
に
よ
つ
て
訣
つ
た
の
で
す
が
、
こ
ゝ
に
は
元
、
三
日
三
夜

に
亘
る
神
楽
が
あ
つ
た
の
で
、
現
在
の
花
祭
り
は
其
一
部
分
で
あ
る
と
言
は

れ
て
ゐ
る
の
で
す
。
神
楽
に
関
し
て
は
、
其
後
段
々
書
止
め
な
ど
も
出
て
来

た
の
で
、
其
が
い
つ
の
時
代
に
這
入
つ
た
か
は
訣
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
、

今
民
間
に
伝
つ
て
居
る
ど
の
神
楽
よ
り
も
古
い
と
言
ふ
事
だ
け
は
言
へ
相
な

の
で
す
。
併
し
、
現
在
の
花
祭
り
が
其
一
部
分
で
あ
る
と
言
ふ
の
は
問
題
で
、
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果
し
て
神
楽
が
最
初
か
ら
此
を
含
ん
で
居
て
三
河
へ
這
入
つ
た
の
か
、
以
前

か
ら
此
行
事
が
山
間
に
あ
つ
て
其
が
神
楽
に
結
び
つ
い
た
の
か
、
三
日
三
夜

に
亘
つ
た
行
事
が
一
夜
に
短
縮
さ
れ
た
と
言
ふ
の
は
、
其
重
要
な
部
分
だ
け

を
行
ふ
様
に
な
つ
た
の
か
、
此
は
、
容
易
に
は
解
決
の
出
来
な
い
事
で
す
が
、

私
は
、
今
の
と
こ
ろ
此
二
つ
を
別
種
の
も
の
だ
と
見
て
居
る
の
で
す
。

と
に
か
く
、
我
々
の
知
つ
て
居
る
、
今
の
代
神
楽
よ
り
は
幾
代
前
か
の
神
楽

で
せ
う
。
其
を
持
つ
て
此
山
間
に
這
入
つ
て
行
つ
た
人
が
あ
る
の
で
す
。
此

地
方
で
も
、
漠
然
と
其
人
を
想
像
し
て
伝
へ
て
居
る
の
で
、
其
を
み
る
め
様

と
言
う
て
ゐ
ま
す
が
、
み
る
め
様
は
そ
ん
な
に
古
い
人
で
は
な
い
と
伝
へ
て

居
る
村
も
あ
り
ま
す
。
私
も
見
て
来
ま
し
た
が
、
坂
宇
場

サ
カ
ン
バ

（
振
草
村
）
の
神

楽
屋
敷
の
庭
に
は
、
其
み
る
め
様
の
墓
と
言
ふ
の
が
あ
り
ま
す
。
又
、
曾
川
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（
三
沢
村
字
上
黒
川
）
に
は
変
つ
た
伝
説
が
あ
つ
て
、
此
を
持
つ
て
来
た
人

を
二
人
だ
と
言
ひ
、
山
伏
の
様
に
言
つ
て
ゐ
ま
す
。
其
屋
敷
跡
と
い
ふ
の
も

見
て
来
ま
し
た
。
此
を
二
人
と
伝
へ
る
の
は
、
神
楽
・
花
祭
り
を
通
じ
て
、

み
る
め
の
王
子
・
き
る
め
の
王
子
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
其
か
ら
二

人
と
言
ひ
出
し
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
勿
論
こ
ん
な
事
は
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

或
時
代
に
有
力
な
人
が
あ
れ
ば
、
死
後
の
仮
想
か
ら
、
家
も
墓
も
出
来
る
訣

で
す
。
だ
が
、
此
伝
説
で
見
て
も
、
こ
れ
の
這
入
つ
て
来
た
の
が
、
そ
ん
な

に
大
昔
で
な
い
と
言
ふ
事
だ
け
は
想
像
出
来
ま
す
。

結
局
こ
れ
は
、
山
人
の
職
業
を
、
其
後
幾
度
か
人
が
変
つ
て
受
け
継
い
で
ゐ

る
中
に
、
最
後
に
伊
勢
の
神
楽
が
這
入
つ
て
来
た
、
さ
う
し
て
以
前
か
ら
あ

つ
た
花
祭
り
を
習
合
す
る
様
に
な
つ
た
、
か
う
考
へ
て
見
る
の
が
よ
い
様
で
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す
。
其
を
、
山
人
が
習
つ
て
来
た
か
、
別
に
持
つ
て
這
入
つ
た
者
が
あ
つ
た

か
、
其
這
入
つ
て
来
た
の
が
い
つ
頃
で
あ
つ
た
か
と
言
ふ
事
は
、
も
う
訣
ら

な
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
大
体
伊
勢
の
神
楽
は
そ
ん
な
に
古
い
も
の
で
は
な
い

の
で
す
。
何
故
な
ら
ば
、
伊
勢
に
起
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
、
八
幡

の
神
楽
な
ど
に
比
べ
れ
ば
、
か
な
り
新
し
い
と
言
へ
ま
す
。
此
の
這
入
つ
て

来
た
年
代
も
、
さ
う
古
い
事
で
は
な
い
で
せ
う
。
さ
う
し
て
、
伝
説
に
従
へ

ば
、
他
か
ら
持
つ
て
這
入
つ
た
も
の
が
あ
る
様
だ
と
だ
け
が
考
へ
ら
れ
る
訣

で
す
。

　
　
　
　
　
三
　
物
の
中
に
這
入
る
儀
式
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此
神
楽
で
、
先
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
、
伊
勢
の
神
楽
の
真
床
襲

衾
に
あ
た
る
も
の
を
、
こ
ゝ
で
は 

白  

山 

シ
ラ
ヤ
マ

と
言
う
て
ゐ
る
事
で
す
。
此
に
這

入
つ
て
生
れ
出
る
式
が
あ
つ
た
の
で
す
。

こ
れ
も
、
後
に
そ
ん
な
理
窟
が
つ
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
も
の
が
生

れ
出
る
時
に
は
、
す
べ
て
装
飾
を
真
白
に
し
な
け
れ
ば
、
生
れ
出
な
い
と
考

へ
た
の
で
す
。
我
々
の
辿
れ
る
限
り
で
は
、
産
室
は
真
白
で
し
た
。
八
朔
に

は
女
が
白
無
垢
を
著
ま
し
た
。
此
風
習
は
、
後
に
は
遊
女
だ
け
に
残
つ
た
の

で
す
が
、
此
は
神
事
に
与
る
女
は
皆
行
つ
た
様
で
す
。
つ
ま
り
成
女
戒
前
の

物
忌
み
の
し
る
し
で
、
女
と
な
つ
て
生
れ
出
る
式
で
す
か
ら
、
産
室
を
白
く

し
た
様
に
、
白
無
垢
に
く
る
ま
つ
た
の
で
す
。

白
山
と
言
ふ
と
、
す
ぐ
に
越
の
白
山
が
思
ひ
出
さ
れ
ま
す
。
あ
の
山
を
な
ぜ
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白
山
と
言
う
た
か
は
訣
り
ま
せ
ん
。
雪
が
積
つ
て
ゐ
る
か
ら
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
し
ら
あ
い
ぬ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
語
原
を
同
時
に
、
三
つ
も
四
つ
も
考

へ
る
か
、
一
つ
の
語
原
で
説
明
す
る
か
は
、
此
か
ら
の
学
問
の
岐
れ
目
だ
と

思
ひ
ま
す
。
と
に
か
く
、
此
山
を
白
山
と
言
う
た
の
に
は
、
何
か
由
来
が
あ

つ
た
と
思
は
れ
ま
す
が
、
一
つ
の
聯
想
は
、
此
山
に
菊
理
媛
を
祀
つ
た
（
一

宮
記
）
と
あ
る
事
で
す
。
此
神
は
、
黄
泉
比
良
坂

ヨ
モ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
に
顕
れ
た
神
で
、
伊
弉
諾

神
が
禊
ぎ
を
す
る
前
に
現
れ
て
ゐ
ま
す
。
其
か
ら
考
へ
て
行
く
と
、
菊
理
キ
ク
リ
は

泳クヾ
リで
、
禊
ぎ
を
す
ゝ
め
た
神
ら
し
く
思
は
れ
る
の
で
す
。
白
山
に
祀
つ
た
神

が
、
果
し
て
菊
理
媛
で
あ
る
か
ど
う
か
は
訣
り
ま
せ
ん
が
、
併
し
、
此
神
が

白
山
の
神
に
な
つ
た
の
は
、
生
れ
変
る
と
関
係
の
あ
る
、 

白  

山 

シ
ラ
ヤ
マ

の
聯
想
か

ら
で
は
な
か
つ
た
で
せ
う
か
。

43 近世に於ける移動



山
伏
の
生
活
の
中
に
、
い﹅
し﹅
こ﹅
づ﹅
め﹅
込
む
の
で
す
。
此
が
後
に
は
春
日
の
十

三
塚
の
様
な
伝
説
を
生
む
様
に
な
つ
た
の
で
す
が
、
此
は
、
山
伏
生
活
の
中

に
そ
ん
な
式
が
あ
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
其
も
単
純
に
、
山
伏
の
私
刑
で

あ
つ
た
な
ど
ゝ
考
へ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
魂
を
身
に
著
け
る
、
復
活
の
儀
式

と
し
て
行
は
れ
た
の
が
最
初
の
様
で
す
。

爰
で
聯
想
さ
れ
る
の
が
、
謡
曲
の
「 

谷  

行 

タ
ニ
カ
ウ

」
で
す
。
此
を
た
に
か
う
と
読

ん
だ
の
に
は
意
味
が
あ
る
と
思
ひ
ま
す
が
、
其
に
就
い
て
申
す
事
は
今
は
控

へ
ま
せ
う
。
た
ゞ
、
此
は
山
伏
の
死
ん
だ
も
の
を
谷
に
棄
て
る
事
だ
と
考
へ

る
の
は
、
却
つ
て
謡
曲
か
ら
出
て
ゐ
る
考
へ
で
、
其
よ
り
も
、
松
若
が
後
に

復
活
を
し
て
ゐ
る
事
に
注
意
す
べ
き
だ
と
言
ふ
こ
と
だ
け
を
申
し
て
置
き
ま

す
。
要
す
る
に
、
真
床
襲
衾
に
於
け
る
と
同
じ
様
に
、
も
の
ゝ
中
に
這
入
つ
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て
、
完
全
に
魂
の
身
に
く
つ
つ
く
時
期
を
待
つ
た
の
で
す
が
、
石
の
中
に
は

這
入
れ
ぬ
の
で
、
石
を
積
ん
で
其
中
に
這
入
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

　
　
　
　
　
四
　
う
ま
れ
き
よ
ま
り
の
意
味

つ
ひ
先
頃
、
穂
積
忠
さ
ん
か
ら
聞
い
て
非
常
に
興
味
を
覚
え
た
の
で
す
が
、

伊
豆
の
海
岸
に
は
、
ま
だ
盆
が
ま
の
風
習
が
残
つ
て
ゐ
る
相
で
す
。
盆
が
ま

と
言
ふ
の
は
、
成
女
戒
を
受
け
る
前
の
女
児
が
物
忌
み
生
活
を
し
た
遺
風
で
、

ま
ゝ
ご
と
の
起
源
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
ゝ
で
は
、
大
小
二
つ
の
竈
カ
マ
ドを
作

つ
て
、
小
さ
い
方
を
家
の
外
へ
出
し
て
置
く
の
だ
さ
う
で
す
。
此
に
似
た
風

習
は
、
男
の
子
に
も
あ
り
ま
す
。
東
北
で
は
、
か
ま
く
ら
と
言
う
て
、
小
正
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月
に
雪
の
洞
窟
を
作
つ
て
幸
の
神
の
お
祭
り
を
し
ま
す
。

か
ま
と
言
ふ
語
は
ど
こ
ま
で
遡
れ
る
か
、
か
ま
ど
は
釜
を
か
け
る
か
ら
と
言

ひ
ま
す
が
、
其
で
は
訣
ら
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
洞
窟
の
事
を
、
か
ま
・
が
ま

と
言
ひ
ま
す
。
が
ま
は
多
く
水
辺
の
洞
窟
を
言
ふ
様
で
す
が
、
其
に
は
限
ら

な
い
と
思
ひ
ま
す
。
こ
れ
に
も
や
は
り
、
洞
窟
の
中
に
密
閉
し
て
置
い
て
、

或
時
期
が
来
る
と
出
す
と
い
ふ
風
習
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
盆

が
ま
な
ど
も
、
一
緒
に
飯
を
食
べ
る
と
い
ふ
こ
と
ゝ
、
一
緒
に
籠
る
と
い
ふ

こ
と
ゝ
、
二
つ
の
意
義
が
あ
る
様
で
す
。
穂
積
さ
ん
の
話
の
、
竈
を
二
つ
作

る
と
言
ふ
の
は
、
大
き
い
方
が
籠コモ
る
か
ま
で
、
小
さ
い
方
が
飯
を
炊
く
竈
で

は
な
い
か
と
見
当
を
立
て
ゝ
ゐ
ま
す
。
か
ま
ど
の
か
ま
と
洞
穴
の
か
ま
と
は
、

元
は
同
じ
だ
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
併
し
、
か
ま
ど
・
く
ど
・
ほ
ど
、
皆
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少
し
づ
ゝ
違
ふ
様
で
す
。
と
に
か
く
、
か
ま
か
ら
出
る
と
復
活
の
形
に
な
る

の
で
、
洞
穴
に
這
入
る
の
も
、
山
を
作
つ
て
這
入
る
の
も
、
同
じ
事
だ
つ
た

の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

此
山
が
、
後
に
は
道
成
寺
の
鐘
に
ま
で
変
つ
て
来
た
の
で
す
が
、
か
う
考
へ

る
と
、
設
楽
神
楽
の
し
ら
山
の
事
が
ゝ
な
り
は
つ
き
り
し
て
く
る
様
で
す
。

真
床
襲
衾
が
天
幕
の
様
に
な
つ
た
訣
で
、
神
楽
の
方
で
は
、
こ
れ
に
這
入
る

中
心
行
事
を
、
う
ま
れ
き
よ
ま
り
と
言
う
て
ゐ
ま
す
。
き
よ
ま
り
は
き
よ
ま

は
り
で
、
物
忌
み
を
し
て
浄
め
る
事
だ
つ
た
の
で
す
が
、
白
山
の
聯
想
か
ら

生
れ
出
る
事
を
考
へ
て
、
う
ま
れ
と
つ
け
る
様
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
で
せ

う
か
。
此
行
事
は
、
六
七
十
年
前
に
全
く
跡
を
絶
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
す
が
、

要
す
る
に
、
設
楽
神
楽
の
中
心
行
事
は
う
ま
れ
き
よ
ま
り
、
即
、
は
ら
ひ
を
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す
る
こ
と
で
あ
つ
た
と
思
ひ
ま
す
。
さ
う
す
る
と
行
事
の
意
味
が
よ
く
訣
る

の
で
、
つ
ま
り
後
の
代
神
楽
と
同
じ
事
に
な
る
の
で
す
。

　
　
　
花
祭
り
行
事
の
主
な
る
問
題

　
　
　
　
　
一
　
花
祭
り
を
行
ふ
人
々
　
　
禰
宜
・
山
伏
・
行

者話
は
愈
花
祭
り
に
這
入
り
ま
す
が
、
現
在
行
は
れ
て
居
る
も
の
を
見
ま
す
と
、
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純
粋
に
花
祭
り
だ
け
を
行
う
て
居
る
所
、
田
楽
を
兼
ね
て
ゐ
る
所
、
ま
う
少

し
不
純
な
芸
能
を
兼
ね
て
ゐ
る
所
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

花
祭
り
を
行
ふ
主
な
る
人
を
「
花
禰ネ
宜ギ
」
と
言
う
て
ゐ
ま
す
。
禰
宜
は
神
主

の
事
で
す
が
、
別
に
、
も
と
山
伏
で
あ
つ
た
者
が
行
う
て
ゐ
る
村
も
あ
り
ま

す
。
山
伏
で
あ
つ
て
、
同
時
に
京
の
土
御
門
家
に
納
金
を
し
て
陰
陽
師
に
な

つ
た
者
が
や
つ
て
居
る
の
で
す
。
花
祭
り
を
や
る
の
に
は
、
其
だ
け
の
資
格

が
必
要
だ
つ
た
の
で
す
。

山
伏
の
方
は
、
「
花
山
伏
」
と
は
言
ひ
ま
せ
ん
が
、
此
が
中
心
に
な
つ
て
居

る
の
を
、
「
山
伏
花
」
「
法
印
花
」
と
言
ひ
、
禰
宜
の
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る

の
を
「
禰
宜
花
」
と
呼
ん
で
ゐ
ま
す
。
勿
論
正
確
な
区
別
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

漠
然
と
昔
か
ら
の
伝
へ
が
残
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
、
昔
で
も
、
土
御
門
家
か
ら
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の
扱
ひ
は
同
じ
で
し
た
。

処
が
こ
ゝ
に
、
一
つ
違
つ
た
と
思
は
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
京
花
園
の
妙

心
寺
派
に
属
す
る
、
一
種
の
奴
隷
宗
教
家
　
　
念
仏
聖
ヒ
ジ
リの
様
な
者
で
、
禅
宗

の
方
で 

行  
者 

ア
ン
ジ
ヤ

と
言
ふ
も
の
　
　
の
や
つ
て
居
た
の
が
あ
る
ら
し
い
の
で
す
。

ま
だ
よ
く
は
訣
ら
な
い
の
で
す
が
、 

黒  

倉 

ク
ロ
ム
ラ

と
い
ふ
と
こ
ろ
は
、
田
楽
を
や

る
も
の
だ
け
が
住
ん
で
ゐ
る
の
で
、
田
楽
が
主
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
花
祭

り
も
や
る
の
で
す
。
此
村
の
様
子
を
見
ま
す
と
、
ど
う
も
妙
心
寺
に
属
す
る

行
者
ら
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
妙
心
寺
と
土
御
門
家
と
の
、
両
方
に
関

係
し
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
此
事
は
、
一
度
妙
心
寺
に
行
つ
て
調
べ

て
来
た
い
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
要
す
る
に
、
禰
宜
・
山
伏
に
限
ら
ず
、
宗
教

家
の
資
格
を
持
つ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
も
の
で
も
、
破
格
な
芸
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で
も
や
つ
て
行
け
た
の
で
せ
う
。

此
を
行
ふ
人
達
は
、
村
の
中
の
小
名
と
も
い
ふ
べ
き
部
落
に
居
つ
て
、
他
は

す
べ
て
其
を
う
け
る
形
で
す
。
ど
こ
で
も
、
か
う
し
た
芸
能
を
持
つ
た
部
落

は
、
大
抵
村
の
は
づ
れ
な
ど
に
あ
り
、
他
か
ら
特
別
な
扱
ひ
を
受
け
た
事
か

ら
、
地
方
に
よ
つ
て
は
、
特
殊
部
落
だ
と
思
は
れ
る
様
に
な
つ
た
も
の
な
ど

も
あ
り
ま
す
が
、
幸
ひ
こ
ゝ
で
は
、
さ
う
し
た
事
が
な
く
、
全
く
関
係
の
な

い
他
の
村
か
ら
も
頼
ま
れ
て
出
か
け
て
行
く
様
な
事
が
頻
り
に
あ
つ
た
ら
し

く
、
平
坦
部
近
く
の
も
の
は
、
殊
に
其
が
多
か
つ
た
様
で
す
。
譬
へ
ば
田
楽

を
兼
ね
て
ゐ
る
、
古
戸
フ
ツ
ト
・
小
林
な
ど
の
花
は
、
南
、
北
設
楽
の
あ
ち
こ
ち
に

頼
ま
れ
て
出
か
け
た
様
で
し
た
。
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二
　
行
ふ
場
所
　
　
社
と
民
家
と

第
一
に
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
、
以
前
は
此
が
霜
月
に
行
は
れ
た
事
で
す
。

昔
は
、
霜
月
が
年
の
終
り
で
、
其
極
限
が
し
は
す
で
あ
る
と
申
し
て
置
き
ま

し
た
が
、
斯
様
に
十
一
月
・
十
二
月
の
区
別
の
な
か
つ
た
頃
の
習
慣
は
、
暦

が
出
来
て
師
走
と
い
ふ
月
が
出
来
れ
ば
、
当
然
師
走
に
行
う
て
よ
さ
ゝ
う
な

行
事
を
、
や
は
り
霜
月
に
行
つ
て
不
都
合
を
感
じ
な
か
つ
た
の
で
す
。
時
代

が
経
つ
と
段
々
実
感
が
な
く
な
る
か
ら
で
す
。
さ
う
し
て
其
が
翌
年
の
祝
福

に
な
つ
た
の
で
す
。
明
治
に
な
つ
て
偶
然
正
月
に
行
ふ
様
に
な
り
ま
し
た
が
、

此
は
、
偶
然
な
が
ら
当
を
得
た
事
に
な
つ
た
の
で
す
。

此
行
事
を
行
ふ
場
所
は
、
村
に
よ
つ
て
違
ひ
ま
す
。
社
の
境
内
で
や
る
処
と
、
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毎
年
場
所
を
か
へ
て
、
家
々
で
行
ふ
処
と
が
あ
り
ま
す
。
此
は
家
々
で
行
ふ

方
が
古
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
一
概
に
は
申
さ
れ
ま
せ
ん
。
可
な
り
古
い
形
式

と
思
は
れ
る
も
の
が
社
で
行
は
れ
て
ゐ
る
の
も
あ
り
ま
す
。

断
定
的
な
事
を
言
ふ
の
は
暫
く
控
へ
た
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
社
で
行
ふ
の
は
、

恒
例
通
り
社
で
行
ふ
と
い
ふ
考
へ
が
生
じ
て
か
ら
だ
と
思
ひ
ま
す
。
神
楽
で

も
社
で
や
つ
た
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
神
事
だ
か
ら
社
で
す
る
と
言
ふ
の
は
、

常
識
的
な
考
へ
で
す
。
と
に
か
く
、
此
を
行
ふ
場
所
は
二
様
あ
る
の
で
、
其

は
、
禰
宜
花
と
法
印
花
と
で
違
ふ
の
で
も
な
い
様
で
す
。

家
で
行
ふ
時
に
は
、
今
で
は
戸
を
は
づ
す
位
の
も
の
で
す
が
、
昔
は
、
壁
も

し﹅
た﹅
み﹅
板
も
全
部
と
り
払
つ
て
、
吹
き
さ
ら
し
に
し
た
の
で
し
た
。
此
家
を

舞
ひ
屋
と
い
ひ
、
入
口
の
土
間
を
、
舞
ひ
処ト
（
舞
戸
・
舞
土
と
も
）
と
言
う
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て
、
舞
を
舞
ふ
と
こ
ろ
に
あ
て
、
其
中
央
に
釜
を
据
ゑ
る
の
で
、
釜
の
据
ゑ

方
に
は
、
や
か
ま
し
い
方
式
が
言
は
れ
て
居
ま
す
が
、
此
は
陰
陽
道
の
方
で

勝
手
に
考
へ
出
し
た
事
で
す
。
釜
の
上
に
湯
ぶ
た
　
　
つ
ま
り
天
蓋
で
す
　

　
を
下
げ
、
其
か
ら
四
方
に
紙
で
作
つ
た
綱
を
渡
す
の
で
、
其
う
ち
の
一
筋

を
神
道
と
い
ひ
、
此
は
か
ん
座
前
の
梵
天
に
通
じ
て
居
る
の
で
す
。

家
の
設
け
方
に
就
い
て
は
申
し
ま
す
ま
い
。
上
り
框
を
上
る
と
、
そ
こ
が
お

へ
で
、
其
奥
が
奥
座
敷
で
、
鬼
部
屋
に
な
る
の
で
す
が
、
納
屋
に
な
る
事
も

あ
り
、
舞
ひ
役
者
が
支
度
を
す
る
処
で
す
。
お
へ
は
、
か
ん
座
と
言
う
て
囃

子
の
座
に
な
り
ま
す
。
か
ん
座
は
、
三
河
の
方
言
で
は
解
釈
出
来
な
い
様
で

す
。
上
座
で
も
神
座
で
も
な
い
様
で
す
。
そ
ん
な
に
古
い
語
だ
と
は
思
は
れ

ま
せ
ん
か
ら
、
或
は
神
楽
な
ど
の
持
つ
て
来
た
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
今
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は
、
笛
・
太
鼓
の
楽
人
と
、
村
の
主
な
る
人
が
坐
り
ま
す
が
、
昔
は
檀
那
衆

が
控
へ
た
処
で
せ
う
。

舞
ひ
処ト
で
行
ふ
事
は
、
其
威
力
が
村
全
体
に
及
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
此
が

花
祭
り
の
精
神
で
、
同
時
に
日
本
固
有
の
芸
能
の
精
神
を
伝
へ
て
居
る
の
で

す
。
三
番
叟
な
ど
も
と
こ
ろ
繁
昌
の
為
に
踏
ん
で
ゐ
る
の
で
、
村
全
体
を
廻

る
事
は
不
可
能
で
す
か
ら
、
其
中
心
に
な
つ
て
居
る
処
で
行
ふ
の
で
す
。
だ

か
ら
、
其
威
力
が
村
全
体
、
国
全
体
に
及
ぶ
様
に
、
壁
も
し﹅
た﹅
み﹅
も
取
り
除

い
て
、
吹
き
さ
ら
し
に
す
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
三
　
中
心
行
事
　
　
反
閇
・
花
の
行
事
・
物
語
り
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花
祭
り
の
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
は
色
々
あ
り
ま
す
。
神
楽
と
習
合
し
た

事
か
ら
、
一
層
複
雑
に
な
つ
た
の
だ
と
思
は
れ
ま
す
が
、
現
在
行
は
れ
て
ゐ

る
も
の
を
見
て
ゐ
ま
す
と
、
其
最
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
は 

反  

閇 

ヘ
ン
バ
イ

で
す
。

三
河
で
は
へ﹅
ん﹅
べ﹅
と
言
う
て
ゐ
ま
す
が
、
此
は
、
昔
か
ら
、
陰
陽
道
の
方
で

や
か
ま
し
い
方
式
で
行
つ
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
反
閇
の
本
道
の
精
神
は
、
陰

陽
道
で
や
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
家
の
主
人
が
や
る
べ
き
も
の
だ
つ
た
の

で
す
。
即
、
居
所
を
離
れ
る
時
に
行
ふ
式
で
、
天
子
か
ら
貴
族
・
将
軍
・
大

名
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
ま
す
が
、
い
づ
れ
も
其
主
人
が
行
ふ
の
が
ほ
ん
た
う
で

し
た
。
後
に
な
る
と
、
主
人
が
お
出
ま
し
に
な
る
時
、
家
来
が
掛
け
声
を
か

け
、
力
足
を
踏
み
ま
す
。
尊
い
人
が
お
通
り
に
な
る
の
だ
か
ら
悪
い
も
の
に

逃
げ
よ
と
予
告
を
す
る
の
で
す
。
其
力
足
の
方
が
陰
陽
道
に
と
り
入
れ
ら
れ
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た
の
で
、
か
け
声
の
方
は
警
蹕
に
な
り
ま
し
た
。

一
つ
の
仮
説
で
す
が
、
此
警
蹕
の
声
は
、
家
々
で
皆
違
つ
た
様
で
す
。
さ
う

し
て
、
そ
れ
が
尊
い
人
の
名
前
に
も
な
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
日
本
紀
に
、

「  

天  

圧  
神  

ア
メ
ノ
オ
シ
カ
ミ

来
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
あ○

行
と
わ○

行
と
は
、
遠
い
様
で
、

実
は
も
つ
と
関
係
が
緻
密
だ
つ
た
か
と
も
考
へ
て
ゐ
ま
す
。
圧
神
の
お
し
は
、

或
は
を
し
で
、
を
し
〳
〵
と
言
う
て
来
ら
れ
た
神
様
だ
つ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
ひ
ま
す
。
平
安
朝
に
な
る
と
、
天
子
の
先
払
ひ
は
を
し
〳
〵
と
言
う
て

ゐ
ま
す
。
此
仮
名
の
違
ひ
に
就
い
て
は
、
ま
う
少
し
音
韻
の
研
究
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
が
、
つ
ま
り
、
警
蹕
の
声
で
、
誰
が
来
る
か
ゞ
訣

つ
た
の
で
せ
う
。
さ
う
し
て
悪
い
精
霊
を
追
ひ
払
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

反
閇
の
踏
み
方
に
も
、
色
々
種
類
が
あ
つ
た
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
現
在
行
は
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れ
て
ゐ
る
も
の
に
も
幾
通
り
か
あ
り
ま
す
が
、
此
は
陰
陽
師
が
勝
手
に
方
式

を
作
つ
た
と
思
は
れ
る
も
の
が
多
い
の
で
、
此
か
ら
考
へ
て
見
る
事
は
出
来

な
い
と
思
ひ
ま
す
。

花
祭
り
で
は
、
此
反
閇
を
、
主
に
鬼
が
踏
み
ま
す
。
此
が
一
つ
の
中
心
行
事

に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
ま
う
一
つ
は
、
花
の
行
事
（
花
の
唱
文
・
花
の
言
ひ

立
て
・
花
の
舞
な
ど
言
ふ
の
が
あ
る
、
総
括
し
て
仮
り
に
こ
ん
な
語
で
言
つ

て
置
く
）
で
あ
り
ま
す
。
此
二
つ
が
行
事
の
中
心
に
な
つ
て
居
て
、
其
外
に

つ
き
添
う
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
此
を
行
ふ
人
の
来
歴
を
語
る
事
で
、

同
時
に
其
は
、
行
事
の
由
来
を
説
く
事
に
も
な
る
の
で
す
。
先
此
三
つ
が
花

祭
り
の
主
な
る
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。
只
今
で
は
、
反
閇
だ
け
が
中
心
の
様

に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
嘗
て
は
物
語
り
の
盛
ん
だ
つ
た
時
代
も
あ
つ
た
と
思
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は
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
四
　
花
の
行
事
　
　
花
や
す
ら
ひ
と
花
育
て
と

花
祭
り
の
花○

は
、
花
の
行
事
か
ら
出
て
ゐ
る
と
思
ひ
ま
す
。
は﹅
な﹅
ゝ
前
兆
を

示
す
、
一
種
の
さ﹅
き﹅
ぶ﹅
れ﹅
の
事
で
す
。
木
の
花
・
草
の
花
は
其
一
部
分
で
、

成
り
も
の
ゝ
前
ぶ
れ
に
な
る
も
の
は
、
す
べ
て
は
な
と
言
う
て
い
ゝ
の
で
す
。

だ
か
ら
、
は
な
が
出
来
る
出
来
な
い
は
、
穀
物
の
成
熟
不
成
熟
を
示
す
重
大

な
前
兆
に
な
る
の
で
す
。
同
時
に
、
此
は
な
は
、
成
年
戒
と
も
関
係
が
あ
る

の
で
す
が
、
此
方
は
殆
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
つ
て
、
今
で
は
、
穀
物
だ
け
の
関

係
を
考
へ
て
ゐ
る
様
で
す
。
成
年
戒
の
方
は
、
神
楽
の
中
心
行
事
に
な
つ
て
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居
た
為
に
、
神
楽
が
衰
へ
る
と
共
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま

す
。

日
本
の
古
い
信
仰
で
は
、
花
に
就
い
て
は
、
初
め
と
終
り
と
の
二
つ
を
考
へ

て
ゐ
ま
し
た
。
育
て
る
事
、
い
ゝ
花
を
咲
か
す
事
、
む
だ
に
散
ら
さ
な
い
事
、

此
が
非
常
に
大
切
な
事
だ
つ
た
の
で
す
。
春
の
花
が
早
く
散
れ
ば
田
の
み﹅
の﹅

り﹅
の
意
で
、
散
る
の
を
ま
つ
て
落
ち
つ
け
と
い
ふ
事
な
の
で
す
。

鎮
花
祭
で
は
、
此
点
が
頗
重
要
な
の
で
す
が
、
三
河
の
花
祭
り
は
、
此
方
面

に
は
、
深
く
関
係
が
な
い
様
で
す
。
此
関
係
が
あ
れ
ば
、
も
つ
と
田
楽
に
結

び
つ
い
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
。

三
河
の
花
祭
り
は
、
花
育
て
の
方
が
主
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
同
時
に
其
は
、

花
の
占
ひ
に
も
な
る
の
で
す
。
此
行
事
は
、
古
い
芸
能
で
は
、
延
年
舞
の
中
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に
あ
り
ま
す
。
露
払
ひ
の
出
た
後
で
、
花
の
稚
児
と
称
す
る
も
の
が
、
花
の

枝
を
も
つ
て
出
て
舞
ふ
の
で
す
が
、
三
河
で
も
、
此
行
事
は
大
抵
子
供
が
し

ま
す
。
だ
か
ら
、
花
祭
り
は
、
延
年
舞
と
同
じ
も
の
だ
と
い
ふ
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
併
行
し
て
行
は
れ
て
ゐ
る
中
に
、
一
方
は
発
達
を
し
て
止
ま
り
、

一
方
は
そ
の
ま
ゝ
続
い
た
ゞ
け
で
す
。
と
に
か
く
、
花
育
て
の
行
事
は
子
供

が
す
る
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
様
で
す
が
、
或
は
そ
れ
が
若
者
で
あ
つ
た
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
、
赤
ん
ぼ
か
ら
子
供
に
な
る
　
　
袴
着
は
褌
を
つ
け
る
式
で
あ
る

　
　
の
と
、
子
供
か
ら
若
者
に
な
る
　
　
元
服
　
　
の
と
、
成
年
戒
と
準
成

年
戒
と
、
二
度
も
繰
り
返
し
て
行
ふ
の
で
、
花
の
稚
児
の
舞
ふ
の
は
、
其
形

だ
と
思
ひ
ま
す
。
さ
う
す
る
と
、
白
山
の
行
事
と
は
二
重
に
な
る
訣
で
す
が
、
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そ
ん
な
事
は
平
気
で
や
つ
た
で
せ
う
。

併
し
、
田
舎
の
人
に
は
、
う
つ
か
り
し
た
事
は
言
へ
な
い
と
思
ひ
ま
し
た
。

一
昨
年
上
黒
川
の
花
祭
り
を
見
学
に
行
つ
た
時
、
そ
こ
の
神
主
に
聞
か
れ
て
、

花
祭
り
の
花
は
、
翌
年
の
穀
物
の
花
を
占
ふ
の
で
、
花
育
て
が
中
心
で
あ
ら

う
と
話
し
た
と
こ
ろ
、
次
に
行
き
ま
す
と
、
「
成
程
仰
言
つ
た
通
り
ら
し
い
。

調
べ
て
見
た
ら
、
稚
児
の
持
つ
花
の
杖
に
、
米
の
穂
が
つ
い
て
居
た
」
と
言

う
て
、
早
速
そ
ん
な
も
の
を
造
つ
て
持
つ
て
来
ら
れ
た
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。

米
の
穂
が
つ
い
た
の
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
事
に
な
り
ま
す
。

か
や
う
に
、
花
の
占
ひ
が
大
事
な
事
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
其
に
は  

唱    

ト
ナ
ヘ
ゴ

言  ト
が
あ
つ
た
の
で
す
。
其
が
後
に
分
化
し
て
、
花
の
唱
言
（
或
は
荘
厳
・

唱
文
な
ど
ゝ
も
）
と
い
ふ
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
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五
　
鬼
　
　
山
見
鬼
・
榊
鬼
・
朝
鬼

花
祭
り
の
中
心
は
、
ど
う
し
て
も
花
育
て
に
あ
つ
た
と
思
ひ
ま
す
が
、
同
時

に
、
其
が
冬
の
祭
り
で
あ
つ
た
の
で
、
山
か
ら
山
人
が
祝
福
に
下
り
て
来
る

印
象
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
鬼
の
舞
ひ
が
其
で
す
。

山
人
が
、
鬼
・
天
狗
と
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
事
は
前
に
述
べ
て
置
き
ま

し
た
。
後
に
は
、
鬼
と
い
ふ
と
暗
い
方
面
だ
け
が
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
り
ま

し
た
が
、
花
祭
り
の
鬼
に
は
、
祝
福
に
来
る
明
る
い
印
象
が
十
分
見
ら
れ
ま

す
。

鬼
が
里
を
訪
れ
る
機
会
は
幾
度
か
あ
つ
た
の
で
す
。
歳
暮
・
初
春
の
外
に
は
、
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五
月
田
植
ゑ
の
時
に
も
現
れ
ま
す
。
此
の
発
達
し
た
の
が
田
楽
の
鬼
で
、
田

楽
で
は
、
天
狗
も
ま
た
大
切
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
殊
に
田
楽
で
は
、

「
四
匹
の
鬼
」
と
い
ふ
名
高
い
演
芸
種
目
が
あ
る
位
で
す
が
、
四
匹
の
鬼
に

は
意
味
が
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
花
祭
り
に
も
や
は
り
四
匹
の
鬼
が
出
ま
す
。

四
つ
鬼
、
或
は
朝
鬼
と
言
は
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
恐
ら
く
元
は
一
匹
で
あ
つ
た

の
が
、
二
匹
に
な
り
、
四
匹
に
な
り
、
後
無
条
件
に
殖
え
て
来
た
の
だ
と
思

ひ
ま
す
。

一
匹
の
鬼
を
、
山
見
鬼
と
言
ひ
ま
す
。
語
の
意
味
は
よ
く
訣
り
ま
せ
ん
が
、

土
地
で
は
、
山
の
姿
を
見
て
廻
る
、
ほ
め
て
廻
る
も
の
ゝ
様
に
思
つ
て
居
る

様
で
す
。

此
山
見
鬼
と
問
答
を
す
る
役
が
あ
り
ま
す
。
鬼
　
　
神
　
　
と
問
答
を
す
る
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の
に
は
、
人
間
の
語
で
は
訣
ら
な
い
か
ら
、
通
弁
役
が
必
要
な
の
で
す
。
手タ

草グサ
を
持
つ
の
は
、
即
、
神
の
詞
を
解
す
る
事
の
出
来
る
、
神
人
の
し
る
し
で
、

巫
女
が
榊
や
笹
を
持
つ
の
に
も
、
其
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
花
祭
り
に
、
榊

鬼
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
。
今
は
、
此
鬼
が
出
て
来
る
と
、
ま
た
人
が
出
て

来
て
、
榊
の
枝
で
背
を
打
ち
ま
す
。
そ
れ
で
榊
鬼
と
い
ふ
ら
し
い
の
で
す
が
、

恐
ら
く
元
は
、
榊
を
持
つ
て
山
見
鬼
と
問
答
を
し
た
通
弁
役
だ
つ
た
の
が
、

鬼
の
詞
を
解
す
と
い
ふ
の
で
、
此
も
鬼
に
さ
れ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
勿
論
、

此
は
私
の
仮
説
で
す
が
、
鬼
の
二
匹
に
な
つ
た
道
筋
が
凡
そ
訣
る
と
思
ひ
ま

す
。

花
祭
り
で
は
、
此
二
匹
の
鬼
が
大
切
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
其
中
最
大

切
な
の
が
、
山
見
鬼
で
す
。
此
鬼
が
、
鎮
魂
に
来
た
し
る
し
に
反
閇
を
踏
む
、

65 花祭り行事の主なる問題



其
威
力
が
村
全
体
に
及
ぶ
と
考
へ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

い
づ
れ
斯
う
し
た
鬼
に
は
、
眷
族
が
お
伴
を
し
て
来
ま
す
。
こ
れ
が
子
鬼
で
、

今
は
無
数
に
殖
え
て
ゐ
ま
す
が
、
元
は
四
匹
だ
つ
た
と
思
ひ
ま
す
。

朝
鬼
（
四
つ
鬼
）
は
、
其
引
き
上
げ
の
形
を
見
せ
た
も
の
で
せ
う
。
昔
は
、

一
番
鶏
が
鳴
け
ば
朝
だ
つ
た
の
で
、
其
時
に
は
、
も
う
鬼
が
退
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
の
で
す
が
、
段
々
朝
日
を
考
へ
る
様
に
な
つ
て
、
朝
の
考
へ
が
二

重
に
な
つ
た
為
に
、
鬼
の
口
に
旭
が
あ
た
る
ま
で
に
は
祭
り
を
終
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
な
ど
ゝ
や
か
ま
し
く
言
ふ
様
に
な
つ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
鬼
は
あ
の

世
の
も
の
な
の
で
す
か
ら
、
夜
が
世
界
で
あ
る
、
だ
か
ら
朝
一
番
鶏
が
鳴
け

ば
引
き
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
退
出
し
な
い
の
は
い
け
な
い
と
考
へ
た
事

か
ら
、
追
ひ
払
ふ
様
に
な
つ
た
の
で
す
。
此
か
ら
鬼
や
ら
ひ
の
考
へ
が
出
て
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ゐ
る
の
で
、
殊
に
出
雲
系
統
の
神
楽
で
は
、
皆
鬼
が
悪
者
に
な
つ
て
ゐ
る
の

で
す
が
、
花
祭
り
の
鬼
に
は
決
し
て
さ
う
し
た
処
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
六
　
禰
宜
と
翁
と
　
　
面
の
神
秘

前
に
言
う
た
物
語
り
の
話
に
な
る
の
で
す
が
、
神
主
が
出
て
物
語
り
を
し
ま

す
。
其
に
、
た
ゞ
の
禰
宜
で
出
て
く
る
の
と
、
ま
う
一
度
翁
に
変
つ
て
出
て

来
る
の
と
、
二
度
あ
り
ま
す
。
ひ
い
な
と
称
す
る
一
種
の
御
幣
を
担
い
で
出

て
来
て
、
遠
い
旅
行
を
し
て
来
た
、
自
分
の
来
歴
を
物
語
る
の
で
す
が
、
此

は
神
楽
に
関
係
が
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
つ
ま
り
神
主
が
祓
ひ
に
や
つ
て
来
る

の
で
、
な
か
て
ば
ら
ひ
と
言
う
て
ゐ
ま
す
が
、
中
臣
祓
ひ
だ
と
思
ひ
ま
す
。
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土
地
に
よ
つ
て
は
、
此
を
海
道
下
り
と
も
言
う
て
ゐ
ま
す
。
日
本
の
芸
能
に
、

海
道
下
り
と
い
ふ
一
種
目
が
出
来
た
の
は
鎌
倉
時
代
で
す
が
、
此
形
は
、
余

程
古
く
か
ら
あ
つ
た
の
で
、
遠
く
か
ら
来
た
神
が
、
其
道
筋
の
出
来
事
を
語

る
辛
苦
物
語
り
か
ら
出
て
ゐ
る
も
の
で
、
此
の
最
発
達
し
た
の
が
宴
曲
の
海

道
下
り
で
す
。
つ
ま
り
都
か
ら
地
方
に
下
つ
て
来
た
道
中
を
語
る
道
行
ぶ
り

で
す
。

と
こ
ろ
が
、
此
物
語
り
を
翁
が
出
て
ま
う
一
度
や
り
ま
す
。
黒
式
の
尉
で
、

生
ひ
立
ち
か
ら
、
母
の
述
懐
を
述
べ
て
、
自
身
の
醜
さ
を
誇
張
し
て
笑
は
せ
、

婿
入
り
の
失
敗
、
京
に
上
る
道
中
の
出
来
事
な
ど
を
語
る
の
で
す
。
翁
と
禰

宜
と
は
、
表
裏
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
一
方
は
祓
ひ
を
し
、
一
方
は
由
来
を

語
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
此
翁
・
禰
宜
が
分
裂
を
し
て
色
ん
な
も
の
が
出
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来
て
ゐ
ま
す
。
翁
か
ら
媼
が
、
禰
宜
か
ら
巫
女
が
出
て
ゐ
る
の
で
す
。
巫
女

を
天
照
皇
太
神
宮
と
呼
ん
で
ゐ
る
処
が
あ
り
ま
す
が
、
つ
ま
り
、
面
か
ら
来

る
神
聖
感
が
、
さ
う
し
た
神
を
想
像
さ
せ
る
様
に
な
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

面
は
、
ど
れ
で
も
、
非
常
に
神
聖
視
し
て
ゐ
る
の
で
、
此
を
被
る
と
一
種
の

神
秘
な
心
が
起
る
ら
し
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
何
で
も
神
様
に
な
つ
て
行
つ

た
ら
し
い
の
で
す
。

面
で
、
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
、
翁
の
面
の
顎
が
切
れ
て
ゐ

る
事
で
す
。
新
野
で
写
し
て
来
た
書
物
に
は
顎
が
な
い
様
に
書
い
て
あ
つ
た

が
、
顎
の
切
れ
て
ゐ
る
の
は
も
の
を
言
ふ
し
る
し
で
す
。
大
体
面
を
被
る
芸

は
、
声
を
出
す
べ
き
で
な
い
の
で
、
翁
の
面
だ
け
が
、
顎
が
切
れ
て
ゐ
る
の

で
す
。
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更
に
面
で
注
意
す
べ
き
は
、
巫
女
面
・
上
﨟
面
な
ど
は
、
殆
、
目
の
穴
が
な

い
ほ
ど
小
さ
い
事
で
す
。
昔
の
も
の
に
は
、
大
き
い
の
と
小
さ
い
の
と
二
つ

あ
つ
た
様
で
す
が
、
と
に
か
く
、
日
本
の
芸
能
に
は
不
思
議
に
、
盲
人
を
主

役
に
し
た
も
の
が
発
達
し
て
ゐ
ま
す
。
猿
楽
に
も
田
楽
に
も
其
が
あ
り
ま
す

が
、
恐
ら
く
此
は
、
面
か
ら
起
つ
た
の
だ
と
、
私
は
考
へ
て
ゐ
ま
す
。

尚
、
花
祭
り
の
面
で
最
大
切
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
の
は
、
ひ
の
う
・
み
づ

の
う
と
言
は
れ
る
二
つ
で
あ
り
ま
す
。
此
は
最
初
か
ら
二
つ
だ
つ
た
の
で
な

く
、
後
に
対
照
的
に
作
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
は
れ
ま
す
が
、
其
形
が

所
に
よ
つ
て
区
々
な
の
で
す
。
ひ
の
う
は
男
の
様
で
も
あ
り
、
赤
い
翁
で
あ

る
所
が
あ
り
、
天
狗
で
あ
る
所
が
あ
り
、
み
づ
の
う
が
白
尉
で
あ
る
処
も
あ

り
、
う
ず
め
で
あ
る
所
も
あ
り
ま
す
。

70山の霜月舞



ど
こ
で
も
此
を
し
づ
め
様
と
言
う
て
ゐ
ま
す
。
最
後
に
神
楽
が
す
む
と
、
此

陰
陽
二
つ
の
面
を
被
つ
て
出
て
来
て
舞
ひ
納
め
る
。
し
づ
め
は
其
か
ら
出
て

ゐ
る
ら
し
い
の
で
す
。
恐
ら
く
此
語
は
神
楽
の
将
来
し
た
も
の
で
せ
う
。
併

し
、
此
に
み
る
め
・
き
る
め
の
二
人
の
王
子
の
聯
想
が
結
び
つ
い
て
、
実
在

の
人
物
の
様
に
考
へ
て
ゐ
る
所
も
あ
り
、
又
、
ひ
の
う
を
猿
田
彦
に
、
み
づ

の
う
を
鈿
女
に
説
明
し
た
が
つ
て
ゐ
る
所
も
あ
り
ま
す
が
、
元
は
一
つ
だ
つ

た
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
し
づ
め
と
言
ふ
語
は
、
割
り
合
ひ
新
し
い
語
だ
と
思

ひ
ま
す
。

　
　
　
　
　
七
　
も
ど
き
　
　
翁
は
禰
宜
の
も
ど
き
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翁
・
禰
宜
・
巫
女
な
ど
が
出
ま
す
と
、
其
に
つ
い
て
大
勢
の
も﹅
ど﹅
き﹅
た
の
と

あ
り
ま
す
が
、
翁
に
は
正
式
の
も
ど
き
が
出
ま
す
。
翁
の
言
う
た
事
を
拡
大

し
て
言
ふ
の
が
ほ
ん
た
う
な
の
で
す
が
、
今
で
は
、
一
緒
に
言
う
た
り
、
本

を
持
ち
出
し
て
読
ん
だ
り
し
て
ゐ
ま
す
。
も
ど
き
と
言
ふ
語
は
、
反
対
す
る

が
古
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
中
世
の
芸
能
で
は
、
相
手
方
と
言
ふ
事
に

な
つ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
外
、
飜
訳
す
る
・
物
ま
ね
す
る
な
ど
の
意
味
が
あ
る

の
で
、
翁
の
通
訳
と
言
ふ
事
に
な
る
の
で
す
が
、
時
に
は
違
つ
た
語
・
違
つ

た
動
作
で
あ
ら
は
す
事
も
あ
り
ま
す
。

私
の
考
へ
で
は
、
禰
宜
が
も
と
で
、
翁
が
其
も
ど
き
で
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
ま

す
。
三
河
に
は
、
ま
だ
翁
を
猿
楽
と
す
る
考
へ
が
残
つ
て
ゐ
ま
す
。
譬
へ
ば
、

鳳
来
寺
の
田
楽
を
見
て
も
、
翁
を
猿
楽
と
言
う
て
、
前
に
や
つ
た
事
の
物
ま
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ね
を
す
る
も
の
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
都
の
芸
能
が
翁
を
本
体
に
し
た
の
は
、

翁
を
主
体
と
し
て
ゐ
た
猿
楽
役
者
が
栄
え
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
併
し
、
日

本
の
芸
能
は
、
或
時
代
、
復
演
に
復
演
を
重
ね
て
来
ま
し
た
。
こ
ゝ
で
も
其

が
見
ら
れ
る
の
で
、
禰
宜
の
も
ど
き
が
翁
で
あ
り
、
翁
に
も
ど
き
が
つ
き
、

更
に
そ
れ
の
復
演
出
で
あ
る
、
ひ
よ
つ
と
こ
面
を
被
つ
た
の
が
あ
ば
れ
廻
り

も
し
ま
す
。
ひ
よ
つ
と
こ
は
関
東
の
里
神
楽
に
も
あ
り
ま
す
が
、
此
は
反
対

す
る
・
逆
に
出
る
方
の
、
悪
い
意
味
の
も
ど
き
で
す
。

要
す
る
に
、
翁
の
語
り
は
、
今
花
祭
り
の
中
で
は
重
要
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ

ま
す
が
、
此
行
事
に
は
従
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
、
後
か
ら
這
入
つ
て
来
た

も
の
で
せ
う
。
主
と
し
て
は
、
中
臣
祓
を
し
に
出
る
禰
宜
が
、
神
楽
を
す
ゝ

め
る
為
に
諸
国
を
廻
つ
た
と
言
ふ
物
語
り
と
、
山
か
ら
鬼
が
来
て
反
閇
を
踏
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む
霜
月
の
行
事
、
そ
れ
に
ま
う
一
つ
花
育
て
の
行
儀
と
、
此
三
つ
が
重
つ
て

居
る
の
で
、
翁
の
方
は
軽
く
見
て
い
ゝ
と
思
ひ
ま
す
。

既
に
平
安
朝
の
新
猿
楽
記
を
見
ま
し
て
も
、
ど
れ
だ
け
の
種
目
が
あ
つ
た
の

か
、
ど
れ
が
主
体
で
あ
る
か
訣
ら
な
い
ほ
ど
、
色
々
な
も
の
が
と
り
入
れ
ら

れ
て
ゐ
ま
す
。
由
来
、
民
俗
芸
術
に
は
、
さ
う
し
た
性
質
が
あ
る
の
で
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
を
吸
収
し
て
膨
脹
し
て
行
く
の
で
す
。
花
祭
り
に
も
、
色
々
な

種
目
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
、
ど
れ
が
中
心
だ
か
、
も
う
殆
訣
ら
な
い
様
に
な

つ
て
ゐ
ま
す
が
、
や
は
り
元
は
一
つ
の
中
心
が
あ
つ
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

た
ゞ
、
昔
の
人
は
、
後
に
色
々
な
も
の
を
と
り
入
れ
る
に
し
て
も
、
単
に
面

白
い
か
ら
と
い
ふ
の
で
な
く
、
何
か
根
本
的
の
関
係
が
あ
つ
て
結
び
つ
い
た

の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
其
だ
け
に
、
一
層
訣
ら
な
い
も
の
に
も
な
つ
て
ゐ
る
の
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で
す
。

そ
れ
で
も
、
花
祭
り
で
比
較
的
筋
目
立
つ
て
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
、
田
楽
と

の
関
係
、
神
楽
と
の
関
係
で
、
此
三
つ
が
纏
綿
と
し
て
か
ら
み
つ
い
て
ゐ
る

の
で
す
。
信
・
遠
・
三
、
此
三
国
の
山
奥
に
残
つ
て
ゐ
る
芸
能
を
集
め
て
見

ま
す
と
、
田
楽
・
花
祭
り
・
神
楽
と
言
う
て
ゐ
る
も
の
が
、
皆
一
部
分
づ
ゝ

関
聯
し
て
ゐ
て
、
彼
等
の
間
に
取
り
合
ひ
の
行
は
れ
た
跡
が
よ
く
訣
る
の
で

す
。

　
　
　
延
年
舞
と
の
比
較

75 延年舞との比較



　
　
　
　
　
一
　
稚
児
・
舞
台
・
山
の
類
似

既
に
前
に
も
一
寸
触
れ
て
お
き
ま
し
た
が
、
此
花
祭
り
と
、
か
な
り
似
通
う

て
居
る
古
い
芸
能
を
、
中
世
の
も
の
に
求
め
ま
す
と
、
第
一
に
延
年
舞
が
思

ひ
浮
べ
ら
れ
ま
す
。
延
年
舞
の
研
究
の
権
威
は
、
何
と
申
し
て
も
高
野
斑
山

博
士
で
あ
り
ま
す
。
其
お
か
げ
で
、
非
常
に
此
方
面
の
事
が
訣
つ
た
の
で
す
。

延
年
舞
は
、
先
、
大
体
、
平
安
朝
の
末
に
盛
ん
に
行
は
れ
た
も
の
と
見
て
い
ゝ

と
思
ひ
ま
す
。
そ
し
て
、
此
中
心
に
な
つ
て
働
く
も
の
は
、
花
祭
り
の
話
の

中
で
既
に
暗
示
を
全
う
し
て
置
い
た
と
思
ひ
ま
す
が
、
や
は
り
成
年
戒
前
の

稚
児
を
主
体
と
し
て
居
ま
す
。
そ
れ
に
対
照
し
て
、
遊
僧
と
称
す
る
一
団
が
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あ
り
ま
す
。
此
は
、
村
方
に
於
け
る
小
若
衆
・
若
衆
の
関
係
を
、
寺
方
で
行

つ
た
形
と
言
ふ
事
が
出
来
ま
す
。
此
為
組
み
が
複
雑
に
な
つ
て
来
ま
す
と
、

女
を
も
老
体
を
も
含
ん
だ
、
田
楽
の
様
な
形
が
認
め
ら
れ
、
更
に
拡
張
せ
ら

れ
て
も
来
る
訣
で
す
。

延
年
舞
の
稚
児
は
、
先
第
一
に
、
花
の
杖
を
さ
ゝ
げ
て
出
て
来
る
様
で
す
。

そ
し
て
舞
台
の
構
造
が
、
著
し
く
後
々
発
達
す
る
泉
殿
式
の
舞
台
と
は
区
別

せ
ら
れ
て
見
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
最
適
切
に
芝
居
と
称
す
る
も
の
ゝ
語
原
に

当
つ
て
居
る
様
で
す
。
時
代
に
よ
つ
て
舞
台
の
構
へ
方
に
も
変
化
は
あ
り
ま

せ
う
が
、
如
何
に
後
に
な
つ
て
も
、
地
上
を
舞
台
と
し
て
、
其
上
に
或
種
の

敷
物
を
設
け
て
、
此
を
芝
居
と
称
し
て
居
た
事
だ
け
は
言
へ
ま
す
。

単
に
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
舞
台
以
外
に
、
別
に
山
と
称
す
る
つ﹅
く﹅
り﹅
台﹅
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が
設
け
て
あ
り
ま
し
た
。
此
は
後
に
は
、
し
ん
め
と
り
い
を
と
な
へ
る
為
に
、

左
右
に
据
ゑ
た
様
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
、
此
を
初
め
は
一
つ
の
も
の
と
考

へ
ま
す
。
そ
し
て
、
楽
屋
と
称
す
べ
き
も
の
が
、
出
演
者
の
道
路
、
即
、
橋

が
ゝ
り
を
隔
て
ゝ
、
舞
台
の
後
に
あ
つ
た
事
、
そ
し
て
、
其
謂
は
ゞ
花
道
を

囲
ん
で
、
囃
方
・
謡
ひ
手
・
舞
台
番
な
ど
の
人
々
が
控
へ
て
居
つ
た
様
に
見

え
ま
す
。

此
構
造
と
言
ふ
も
の
は
、
能
舞
台
と
も
、
芝
居
の
舞
台
と
も
変
つ
て
居
て
、

延
年
舞
が
一
つ
の
典
型
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
よ
く
考
へ

て
見
ま
す
と
、
昔
の
芸
能
の
舞
台
が
、
泉
殿
式
の
舞
台
に
な
る
以
前
の
形
を

維
持
展
開
し
て
来
た
も
の
だ
と
言
う
て
よ
さ
相
で
す
。

私
ど
も
の
語
で
は
、
門
外
の
芸
・
庭
の
芸
・
泉
殿
の
芸
と
、
か
う
三
通
り
に
、
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芸
能
の
格
式
を
分
け
る
標
準
を
立
て
ゝ
居
ま
す
が
、
此
が
庭
の
芸
の
、
古
い

形
の
、
少
く
と
も
一
つ
で
あ
り
ま
す
。

延
年
舞
と
の
比
較
は
、
詳
し
く
す
る
ほ
ど
の
資
料
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た

其
だ
け
の
岐
路
に
這
入
る
余
裕
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
さ
し
づ
め
入
用
な
部

分
だ
け
を
と
り
出
し
て
、
花
祭
り
と
比
較
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
併
し
、

此
を
直
に
、
花
祭
り
の
出
自
を
延
年
舞
だ
と
引
き
出
す
企
て
だ
と
思
は
れ
て

は
困
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
二
　
花
祭
り
舞
台
の
特
徴

先
第
一
に
、
花
祭
り
の
舞
台
は
庭
で
あ
り
ま
す
。
其
が
社
の
庭
で
あ
る
に
し
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て
も
、
或
は
家
の
庭
で
あ
る
に
し
て
も
、
或
は
屋
外
の
野
天
で
あ
つ
た
ら
し

い
証
拠
も
あ
り
ま
す
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
座
敷
芸
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
も
の
ゝ
外
側
か
ら
内
に
向
つ
て
演
奏
す
る
と
い
ふ
内
容
も
持
つ
て
居
り

ま
せ
ん
。
其
行
は
れ
る
庭
が
、
即
、
其
家
及
び
家
を
中
心
と
し
た
、
土
地
・

村
・
郷
・
荘
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
考
へ
て
居
り
ま
す
。
そ
し
て
、
其
周
囲

が
す
べ
て
見
物
の
見
所
で
あ
り
、
時
と
し
て
は
、
舞
台
ま
で
も
見
物
が
割
り

込
ん
で
来
る
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。

延
年
の
記
録
で
は
、
花
祭
り
の
様
な
乱
雑
な
村
々
の
祭
り
を
書
い
て
居
り
ま

せ
ん
か
ら
、
見
物
と
舞
台
と
の
関
係
を
截
然
た
る
区
画
の
あ
る
も
の
と
言
ふ

風
に
考
へ
さ
せ
易
く
記
さ
れ
、
描
か
れ
し
て
ゐ
ま
す
。
で
も
、
此
は
、
か
う

し
た
舞
台
の
性
質
上
、
後
に
う﹅
す﹅
べ﹅
り﹅
或
は
所
作
舞
台
に
似
た
敷
板
を
設
け
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る
ま
で
は
、
優
人
見
物
の
入
り
乱
れ
の
行
は
れ
た
事
は
考
へ
ら
れ
ま
す
。

ま
し
て
、
此
に
似
た
様
式
の
祭
り
が
、
古
い
村
々
に
行
は
れ
て
居
た
と
し
た

ら
ど
う
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
其
、
囃
方
や
役
方
の
控
へ
て
居
る
中
を
中
道
が

通
る
と
い
ふ
事
は
、
只
今
で
は
花
祭
り
の
著
し
い
特
色
に
な
つ
て
居
ま
す
が
、

歌
舞
妓
芝
居
の
如
き
も
、
或
は
此
に
似
た
も
の
で
な
い
か
と
い
ふ
姿
を
そ
な

へ
て
居
り
ま
し
た
。
其
は
、
見
物
が
舞
台
の
後
方
に
、
役
者
よ
り
も
高
い
位

置
に
控
へ
て
居
る
、
所
謂
ら﹅
か﹅
ん﹅
に
似
て
ゐ
る
事
だ
け
は
言
へ
ま
す
。
さ
う

し
て
此
か﹅
ん﹅
座﹅
は
、
謂
は
ゞ
舞
台
の
芸
を
観
る
、
客
殿
の
位
置
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
其
に
控
へ
て
居
る
人
は
、
祭
り
を
執
行
さ
せ
る
擁
護
者
、
即
、
檀

那
、
並
び
に
其
招
待
客
及
び
一
族
と
い
ふ
考
へ
が
あ
る
様
で
す
。
で
、
さ
う

し
ま
す
と
、
其
場
合
、
庭
の
芸
は
、
よ
び
迎
へ
ら
れ
た
芸
人
の
す
る
こ
と
ゝ
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い
ふ
形
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
ま
う
一
つ
含
ま
れ
て
ゐ
る
考
へ
を
分
析
し
て
見
ま
す
と
、
か﹅
ん﹅

座﹅
に
控
へ
て
居
る
人
達
は
、
舞
台
へ
出
て
舞
ひ
奏
で
る
人
と
同
種
類
の
、
神

聖
な
人
達
と
見
ら
れ
て
居
つ
た
ら
し
い
の
で
す
。

楽
屋
は
、
其
後
に
と
つ
て
あ
る
と
い
ふ
の
も
、
此
ま
た
今
日
の
花
祭
り
に
必
、

見
ら
れ
る
事
で
あ
り
ま
し
て
、
之
は
か﹅
ん﹅
座﹅
の
一
部
分
を
、
特
に
神
聖
な
秘

密
部
屋
と
し
て
囲
ひ
込
ん
だ
も
の
だ
と
い
ふ
姿
は
見
え
ま
す
。

　
　
　
　
　
三
　
延
年
舞
の
山

そ
れ
に
、
今
一
つ
大
事
な
、
延
年
舞
の
山
は
、
勿
論
、
大
嘗
祭
り
其
他
の
古
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い
祭
り
に
曳
か
れ
た
標ヒヲ
の
山ヤマ
の
意
義
に
於
て
立
て
ら
れ
て
居
た
に
違
ひ
あ
り

ま
せ
ん
が
、
大
昔
の
標
の
山
が
、
ま
だ 

標  

山 

シ
メ
ヤ
マ

で
あ
つ
た
時
代
、
神
の
依
る

と
こ
ろ
の
し
る
し
の
山
だ
と
考
へ
ら
れ
て
居
つ
た
時
代
か
ら
段
々
変
化
し
て
、

標ヒヲ
の
山ヤマ
の
う
ち
に
尚
、
外
の
内
容
を
含
む
様
に
な
つ
て
居
た
ら
し
い
事
は
、

早
い
時
代
か
ら
考
へ
ら
れ
ま
す
。

其
は
、
此
神
物
な
る
事
を
示
さ
れ
た
山
の
中
に
、
同
じ
く
神
物
と
な
る
べ
き

人
が
山
ご﹅
も﹅
り﹅
を
し
て
居
る
と
い
ふ
考
へ
が
含
ま
れ
て
来
た
事
を
思
ふ
事
が

出
来
ま
す
。

標
の
山
に
人
形
を
立
て
、
其
人
形
が
人
間
の
舞
人
に
な
り
、  

舞    

車  

マ
ヒ
グ
ル
マ

に
変

化
し
て
来
た
一
方
に
、
延
年
舞
な
ど
で
は
、
造
り
山
の
上
に
、
女
装
し
た
稚

児
が
控
へ
て
居
つ
た
様
で
す
。
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と
に
か
く
、
山
を
立
て
な
け
れ
ば
延
年
舞
の
完
全
な
形
が
備
ら
な
か
つ
た
と

い
ふ
事
だ
け
は
申
さ
れ
ま
す
。
此
山
は
、
ね﹅
り﹅
も﹅
の﹅
芸
に
は
、
非
常
に
執
念

深
く
残
つ
て
居
り
ま
す
が
、
舞
台
芸
の
上
で
は
、
痕
蹟
と
い
へ
ば
痕
蹟
、
或

は
別
種
の
も
の
と
言
へ
ば
、
さ
う
も
言
へ
相
な
も
の
が
、
歌
舞
妓
芝
居
に
存

し
て
居
る
ば
か
り
で
す
。
即
、
高
野
博
士
が
謂
は
れ
る
山
台
の
事
で
す
。

何
故
舞
台
の
外ソ
辺ト
に
山
を
立
て
る
か
。
勿
論
、
芸
能
を
行
ふ
神
を
迎
へ
る
形

式
で
す
。
だ
が
、
其
に
早
く
か
ら
、
前
に
言
う
た
別
の
意
味
が
加
は
つ
て
、

芸
能
を
行
ふ
神
の
出
て
来
る
時
に
、
其
山
ご﹅
も﹅
り﹅
を
し
て
、
精
進
潔
斎
の
生

活
を
続
け
る
者
を
控
へ
さ
せ
て
置
く
場
所
と
言
ふ
意
味
を
生
じ
て
来
た
の
で

あ
り
ま
す
。
此
は
、
文
献
の
僅
な
延
年
舞
の
山
を
、
却
つ
て
花
祭
り
側
か
ら

説
明
す
る
事
が
出
来
ま
す
。
其
は
、
花
祭
り
と
関
係
の
深
い
神
楽
の
山
で
あ

84山の霜月舞



り
ま
す
。

今
日
の
花
祭
り
で
は
、
此
山
を
立
て
る
式
を
行
ひ
ま
せ
ん
が
、
此
は
、
か
な

り
重
大
な
事
の
忘
却
と
言
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
恐
ら
く
此
山
は
、
花
祭
り

に
於
て
は
、
ま
た
複
合
し
て
、 

柴  

燈 

サ
イ
ト
ウ

と
称
す
る
庭
燎
ニ
ハ
ビ
の
中
に
含
ま
れ
て
し

ま
つ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
だ
か
ら
山
見
鬼
が
出
て
山
割
り
の
儀
式
を
し
、

ま
た
柴
燈
の
火
を
掻
き
散
ら
す
所
作
を
す
る
事
に
も
な
る
の
で
せ
う
。

　
　
　
　
　
四
　
神
楽
の
白
山

花
祭
り
で
最
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
は
、
神
楽
を
改
作
し
た
と
す
れ
ば
、

修
験
の
方
式
が
、
其
規
範
に
な
つ
て
居
る
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
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舞
ひ
処ト
の
外
辺
に
立
て
る
山
を
、
山
伏
の
柴
燈
と
一
つ
に
す
る
の
は
、
無
理

の
な
い
事
で
す
。
そ
し
て
此
が
、
屡
、
家
に
於
て
行
は
れ
る
為
に
、
柴
燈
を

出
来
る
だ
け
小
さ
く
し
て
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
柴
燈
と
は
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る

焚
火
に
し
て
し
ま
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

神
楽
の
一
大
事
と
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
山
に
つ
い
て
の
行
事
で
、
凡
そ
、
若

衆
の
舞
ふ
、
三
つ
舞
ひ
・
四
つ
舞
ひ
に
、
直
に
接
し
て
行
は
れ
て
居
た
の
で

あ
り
ま
す
。
伝
天
正
・
伝
正
徳
・
伝
慶
長
以
下
、
六
種
類
の
神
楽
の
次
第
書

を
見
て
も
、
大
体
、
生ウマ
れ
き
よ
ま
り
の
山
立
て
、
或
は
山
を
立
つ
べ
し
、
山

を
ま
つ
る
べ
し
、
山
を
た
づ
ぬ
べ
し
、
山
を
売
り
買
ふ
こ
と
ゝ
い
ふ
事
か
ら
、

子
供
の
誕
生
に
比
喩
を
と
つ
た
行
事
を
行
ふ
様
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
此
行
事
を
、
総
括
し
て
、
う
ま
れ
き
よ
ま
り
と
称
し
て
ゐ
ま
し
た
。
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勿
論
、
ゆ
ま
は
り
・
き
よ
ま
は
り
と
言
ふ
俗
神
道
に
も
通
用
せ
ら
れ
た
、
古

い
語
が
、
其
用
途
と
直
に
聯
絡
し
て
、
生
れ
き
よ
ま
り
と
言
ふ
様
な
形
に
な

つ
た
も
の
と
思
う
て
い
ゝ
様
で
す
。

そ
し
て
、
此
行
事
を
行
ふ
も
の
が
、
山
割
り
鬼
で
、
花
祭
り
の
中
、
最
重
大

な
神
役
で
あ
り
ま
す
。
た
ゞ
、
花
祭
り
で
は
、
山
を
割
る
と
い
ふ
事
を
主
に

し
な
く
な
つ
た
為
に
、
山
を
た
づ
ね
る
方
面
か
ら
、
山
見
鬼
な
る
名
前
が
普

通
に
な
つ
て
来
た
の
だ
と
見
て
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。

　
　
　
結
語
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此
設
楽
の
一
番
奥
、
御
園
ミ
ソ
ノ
村
園
部
ソ
ノ
ベ
と
言
ふ
と
こ
ろ
に 

大  

入 

オ
ホ
ニ
ユ

川
と
い
ふ
川
が

あ
り
、
其
川
上
の
山
の
上
に
大
入
と
い
ふ
、
た
つ
た
家
が
二
軒
し
か
な
い
寒

村
が
あ
り
ま
す
。
こ
ゝ
を 

花  

山 

ハ
ナ
ヤ
マ

と
言
ひ
、
花
山
院
が
来
ら
れ
た
と
こ
ろ
だ

と
伝
へ
て
ゐ
ま
す
が
、
勿
論
そ
れ
は
嘘
で
せ
う
。
併
し
こ
ゝ
が
花
祭
り
の
元

祖
だ
と
言
ひ
、
一
つ
の
根
拠
地
に
は
な
つ
て
ゐ
る
様
で
す
。
現
在
は
豊
根
村

三
沢
の
山
内
・
振
草
村
古
戸
な
ど
が
中
心
に
な
つ
て
居
ま
す
が
、
段
々
里
近

く
下
に
下
り
て
来
た
と
も
見
ら
れ
ま
す
。
山
内
の
花
も
、
一
代
前
に
有
力
な

人
が
あ
つ
て
、
方
々
の
花
を
調
べ
て
改
修
し
た
の
だ
と
言
ふ
者
が
あ
り
ま
す
。

或
は
妬
ん
で
言
ふ
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
古
戸
・
山
内
が
元
祖
だ
と
も
思

は
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
方
々
の
村
が
、
皆
ま
ね
し
合
つ
て
居
る
の
で
、
も
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つ
と
古
い
状
態
を
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。

要
す
る
に
三
河
の
山
奥
に
は
、
最
初
か
ら
、
単
に
花
祭
り
だ
け
が
あ
つ
た
訣

で
は
な
い
で
せ
う
。
色
々
な
芸
能
を
行
ふ
一
種
流
浪
の
宗
教
家
が
居
つ
て
、

彼
等
は
時
々
里
へ
祝
福
に
下
り
て
来
て
は
、
里
の
趣
向
に
応
じ
た
芸
能
を
含

ん
で
行
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
花
祭
り
の
村
も
、
最
初
は
、
さ
う
た
く
さ

ん
は
な
か
つ
た
の
で
せ
う
。
奥
と
い
ふ
の
も
、
最
初
は
里
近
い
処
だ
つ
た
の

が
、
後
に
、
里
が
開
け
て
行
く
に
随
つ
て
段
々
山
奥
に
這
入
つ
て
行
く
様
に

な
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
た
ゞ
考
ふ
べ
き
事
は
、
高
山
霊
山
な
ど
い
ふ
も

の
が
あ
る
と
、
そ
こ
へ
這
入
つ
て
行
き
ま
す
。
此
は
、
彼
等
の
旅
行
に
は
、

常
に
一
つ
の
め﹅
ど﹅
で
あ
つ
た
の
で
す
。

只
今
の
と
こ
ろ
で
は
全
然
訣
ら
な
い
の
で
す
が
、
大
入
は
或
は
古
い
村
か
も
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知
れ
ま
せ
ん
。
三
河
で
は
一
番
奥
で
、
殆
、
遠
州
領
と
い
つ
て
も
い
ゝ
ほ
ど

の
山
奥
で
、
山
の
彼
方
に
は
水
が
あ
り
ま
す
。
此
は
大
い
に
考
へ
ね
ば
な
ら

ぬ
事
で
、
山
の
上
の
池
・
滝
の
水
で
浄
め
に
来
る
と
言
ふ
考
へ
は
、
日
本
の

宗
教
で
は
大
切
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
す
。
い
つ
の
時
代
か
、
遊
行
神

人
の
一
団
が
三
河
の
山
奥
に
屯
し
た
の
に
は
地
勢
の
関
係
が
あ
る
と
前
に
述

べ
て
置
き
ま
し
た
が
、
境
山
を
下
り
る
と
天
龍
の
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
此
水

が
彼
等
の
生
活
に
は
大
切
だ
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

若
、
花
祭
り
が
古
い
と
言
ふ
事
を
許
せ
ば
、
先
、
東
に
聳
え
て
ゐ
る
山
々
に
、

根
拠
を
据
ゑ
ね
ば
な
ら
ぬ
様
で
す
。
さ
う
い
ふ
点
か
ら
言
ひ
ま
す
と
、
中
心

が
段
々
里
近
く
へ
下
り
て
来
た
様
で
、
山
内
・
小
林
・
古
戸
と
下
つ
て
来
て

居
る
の
で
す
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
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全
集
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」
中
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公
論
社

　
　
　1996
（
平
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）
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日
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版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　
第
十
七
卷
」
中
央
公
論
社

　
　
　1967

（
昭
和42
）
年3

月25

日
発
行

初
出
：
「
民
俗
芸
術
　
第
三
巻
第
三
号
」

　
　
　1930

（
昭
和5

）
年3
月
発
行

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
昭
和
五
年
三
月
「
民
俗
芸
術
」
第

三
巻
第
三
号
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
欄
に
移
し
ま
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た
。

入
力
：
門
田
裕
志
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校
正
：
フ
ク
ポ
ー

2019
年3

月29

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
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/
）
で
作
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ま
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た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
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ん
で
す
。
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