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一
　
は
し
が
き

 

袋  

中  
大  
徳 

タ
イ
チ
ユ
ウ
ダ
イ
ト
コ
以
来
の
慣
用
に
よ
つ
て
、
琉
球
神
道
の
名
で
、
話
を
進
め
て
行
か
う
と
思
ふ
。
そ
れ
程
、

内
地
人
の
心
に
親
し
く
享
け
入
れ
る
事
が
出
来
、
亦
事
実
に
於
て
も
、
内
地
の
神
道
の
一
つ
の
分
派
、
或

は
寧
、
其
巫
女
教
時
代
の
俤
を
、
今
に
保
存
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
る
方
が
、
適
当
な
位
で
あ
る
。
其
く
ら

ゐ
、
内
地
の
古
神
道
と
、
殆
ど
一
紙
の
隔
て
よ
り
な
い
位
に
近
い
琉
球
神
道
は
、
組
織
立
つ
た
巫
女
教
の

姿
を
、
現
に
保
つ
て
ゐ
る
。

而
も
琉
球
は
、
今
は
既
に
、
内
地
の
神
道
を
習
合
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
過
渡
期
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

沖
縄
本
島
の
中
に
は
、
村
内
の
御
嶽
オ
タ
ケ
を
、
内
地
の
神
社
の
や
う
に
手
入
れ
し
て
、
鳥
居
を
建
て
た
の
も
、

二
三
あ
る
。
よ
り
あ
け
森
の
神
・
ま
う
さ
て
さ
く
ゝ
も
い
御
威
部

オ
ン
イ
ベ

に
、
乃
木
大
将
夫
婦
の
写
真
を
合
祀
し

た
の
が
一
例
で
あ
る
。

 

国  

頭 

ク
ニ
ガ
ミ

の
大
宜
味

オ
ホ
ギ
ミ

村
の
青
年
団
の
発
会
式
に
、
雀
の
迷
ひ
込
ん
だ
の
を
、
此
会
の
隆
ん
に
な
る
瑞
祥
だ
、

と
喜
び
合
う
た
の
は
、
近
年
の
事
で
あ
る
。
此
は
、
内
地
風
の
考
へ
方
に
化
せ
ら
れ
た
の
で
、
老
人
仲
間

で
は
、
今
で
も
、
鳥
の
室
に
入
る
こ
と
を
忌
ん
で
ゐ
る
。
其
穢
れ
に
会
ふ
と
、
一
家
浜
下
ハ
マ
ウ
り
を
し
て
、
禊
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い
だ
も
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
宗
教
の
上
の
事
大
の
心
持
は
、
此
島
人
が
昔
か
ら
持
つ
て
ゐ
た
、
統

一
の
原
理
で
も
あ
つ
た
。
甚
し
い
小
異
を
含
み
な
が
ら
、
大
同
の
実
を
挙
げ
て
、
琉
球
神
道
が
、
北
は
奄ア

美マミ
の
道
の
島
々
か
ら
、
南
は
宮
古
、
八
重
山
の 

先 

島 

々 

サ
キ
ジ
マ
〳
〵
ま
で
行
き
亘
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
二
　
遥
拝
所
　
　
お
と
ほ
し

琉
球
の
神
道
の
根
本
の
観
念
は
、
遥
拝
と
言
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
至
上
人
の
居
る
楽
土
を
遥
拝
す
る
思
想

が
、
人
に
移
り
香
炉
に
移
つ
て
、
今
も
行
は
れ
て
居
る
。

御
嶽
拝
所

オ
タ
ケ
ヲ
ガ
ン
は
其
出
発
点
に
於
て
、
や
は
り
遥
拝
の
思
想
か
ら
出
て
ゐ
る
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
海
岸
或
は
、

島
の
村
々
で
は
、
其
村
か
ら
離
れ
た
海
上
の
小
島
を
ば
、
神
の
居
る
処
と
し
て
遥
拝
す
る
。
最
有
名
な
の

は
、 

島  

尻 

シ
マ
ジ
リ

に
於
け
る
久
高
ク
ダ
カ
島
、 

国  

頭 

ク
ニ
ガ
ミ

に
於
け
る
今
帰
仁

ナ
キ
ジ
ン

の
お
と
ほ
し
で
あ
る
が
、
此
類
は
、
数
へ
き

れ
な
い
程
あ
る
。
私
は
此
形
が
、
お
と
ほ
し
の
最
古
い
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
。

多
く
の
御
嶽
オ
タ
ケ
は
、
其
意
味
で
、
天
に
対
す
る
遥
拝
所
で
あ
つ
た
。
天
に
楽
土
を
考
へ
る
事
が
第
二
次
で
あ

る
事
は
「
楽
土
」
の
条クダ
り
で
述
べ
よ
う
。
人
を
お
と
ほ
し
す
る
の
に
は
、
今
一
つ
の
別
の
原
因
が
含
ま
れ

て
居
る
様
で
あ
る
。
古
代
に
於
け
る
遊
離
神
霊
の
附
著
を
信
じ
た
習
慣
が
一
転
し
て
、
あ
る
人
格
を
透
し
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て
神
霊
を
拝
す
る
と
言
ふ
考
へ
を
生
ん
だ
様
で
あ
る
。
近
代
に
於
て
、
巫
女
を
拝
す
る
琉
球
の
風
習
は
、

神
々
の
も
の
と
考
へ
た
か
ら
で
も
な
く
、
巫
女
に
附
著
し
た
神
霊
を
拝
む
も
の
で
も
な
く
、
巫
女
を
媒
介

と
し
て
神
を
観
じ
て
居
る
も
の
ゝ
や
う
で
あ
る
。

琉
球
神
道
に
於
て
、
香
炉
が
利
用
せ
ら
れ
た
の
は
、
何
時
か
ら
の
事
か
は
知
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
香

炉
を
以
て
神
の
存
在
を
示
す
も
の
と
考
へ
出
し
て
か
ら
は
、
元
来
あ
つ
た
お
と
ほ
し
の
信
仰
が
、
自
在
に

行
は
れ
る
様
に
な
つ
た
。
女
の
旅
行
者
或
は
、
他
国
に
移
住
す
る
者
は
、
必
香
炉
を
分
け
て
携
へ
て
行
く
。

而
も
、
其
香
炉
自
体
を
拝
む
の
で
な
く
、
香
炉
を
通
じ
て
、
郷
家
の
神
を
遥
拝
す
る
も
の
と
考
へ
る
事
だ

け
は
、
今
に
於
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
旅
行
者
の
為
に
香
炉
を
据
ゑ
て
、
其
香
炉
を
距
て
ゝ
、
其

人
の
霊
魂
を
拝
む
事
す
ら
あ
る
。
だ
か
ら
、
村
全
体
と
し
て
、
其
移
住
以
前
の
本
郷
の
神
を
拝
む
為
の
御オ

 

嶽 

拝 

所 

タ
ケ
ヲ
ガ
ン

を
造
る
事
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。
例
へ
ば
、
寄
百
姓
で
成
立
つ
て
居
る
八
重
山
の
島
で
は
、

小
浜
島
か
ら
来
た
宮
良
メ
イ
ラ
の
村
の
中
に
、
小
浜
お
ほ
ん
と
称
す
る
、
御
嶽
オ
タ
ケ
類
似
の
拝
所
を
お
と
ほ
し
と
し
て

居
り
、
白
保
ス
サ
ブ
の
村
の
中
で
は
、
そ
の
本
貫
波
照
間

ハ
テ
ル
マ

島
を
遥
拝
す
る
為
に
、
波
照
間
お
ほ
ん
を
造
つ
て
居
る
。

更
に
近
く
は
、
四し
箇か
の
内
に
移
住
し
て
来
た
与
那
国

ヨ
ナ
ク
ニ

島
の
出
稼
人
は
、
小
さ
な
与
那
国
お
ほ
ん
を
設
け
て

居
る
。

此
様
に
お
と
ほ
し
の
思
想
が
、
様
々
な
信
仰
様
式
を
生
み
出
し
た
と
共
に
、
在
来
の
他
の
信
仰
と
結
合
し
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て
、
別
種
の
様
式
を
作
り
出
し
て
居
る
所
も
あ
る
が
、
畢
竟
、
次
に
言
は
う
と
す
る
楽
土
を
近
い
海
上
の

島
と
し
た
所
か
ら
出
て
、
信
仰
組
織
が
大
き
く
な
り
、
神
の
性
格
が
向
上
す
る
と
共
に
、
天
を
遥
拝
す
る

為
の
御
嶽
拝
所

オ
タ
ケ
ヲ
ガ
ン
さ
へ
も
出
来
て
来
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
御
嶽
オ
タ
ケ
は
、
遥
拝
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
の

降
臨
地
と
言
ふ
姿
を
採
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
　
霊
魂

霊
魂
を
ひ
つ
く
る
め
て
ま
ぶ
い
と
言
ふ
。
ま
ぶ
り
の
義
で
あ
る
。
即
、
人
間
守
護
の
霊
魂
が
外
在
し
て
、

多
く
の
肉
体
に
附
著
し
て
居
る
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
考
へ
か
ら
出
た
霊
魂
は
多
く
、
肉
体

と
不
離
不
即
の
関
係
に
あ
つ
て
、
自
由
に
遊
離
脱
却
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
。
だ
か
ら
人
の
死
ん

だ
時
に
も
、
肉
霊
を
放
つ
ま
ぶ
い
わ
か
し
と
言
ふ
巫
術
が
行
は
れ
る
。
又
、
驚
い
た
時
に
は
、
魂
を
遺
失

す
る
も
の
と
考
へ
て
、
其
を
又
、
身
体
に
と
り
こ
む
作
法
と
し
て
、
ま
ぶ
い
こ
め
す
ら
行
は
れ
て
居
る
。

大
体
に
於
て
、
ま
ぶ
い
の
意
義
は
、
二
通
り
に
な
つ
て
居
る
。
即
、
生
活
の
根
本
力
を
な
す
も
の
、
仮
り

に
名
付
く
れ
ば
、
精
魂
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
と
、
祟タヽ
り
を
な
す
側
か
ら
見
た
も
の
、
即
、
い
ち
ま
ぶ
い

（
生
霊
）
と
し
に
ま
ぶ
い
（
死
霊
）
と
で
あ
る
。
近
世
の
日
本
に
於
て
は
、
学
問
風
に
考
へ
た
場
合
に
は
、
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精
魂
と
し
て
の
魂
を
考
へ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
は
、
死
霊
・
生
霊
の
用
語
例
に
入
つ
て
来
る
。

け
れ
ど
も
古
代
に
は
、
明
ら
か
に
精
霊
の
守
護
を
考
へ
た
の
で
、
甚
し
い
の
は
、
霊
魂
の
為
事
に
分
科
が

あ
る
も
の
と
し
た
、
大
国
主
の
三
霊
の
様
な
も
の
す
ら
あ
る
。

但
、
琉
球
の
ま
ぶ
い
は
、
魂
と
は
別
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
。
魂
は
、
才
能
・
伎
倆
な
ど
を
現
す
も

の
で
、
鈍
根
な
人
を
、
ぶ
た
ま
し
ぬ
む
う
ん
と
言
ふ
の
は
、
魂
な
し
の
者
、
即
、
働
き
の
な
い
人
間
と
言

ふ
事
に
な
つ
て
居
る
。
又
、
た
ま
と
言
ふ
語
こ
と
ばを
、
人
魂
或
は
庶
物
の
精
霊
に
使
用
す
る
例
は
、
恐
ら
く
日

本
内
地
か
ら
輸
入
し
た
も
の
で
、
古
く
は
無
か
つ
た
も
の
と
思
ふ
。
強
ひ
て
日
琉
に
通
ず
る
、
た
ま
の
根

本
義
を
考
へ
る
と
、
一
種
の
火
光
を
伴
ふ
も
の
と
言
ふ
義
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。

精
霊
の
点トモ
す
火
の
浮
遊
す
る
事
を
、
た
ま
が
り
＝
た
ま
あ
が
り
と
言
ふ
の
は
、
火
光
を
以
て
、
精
霊
の
発

動
を
知
る
と
し
た
信
仰
の
な
ご
り
で
、
そ
の
光
其
自
ら
が
、
た
ま
と
言
は
れ
た
日
琉
同
言
の
語
な
の
で
あ

ら
う
。
だ
か
ら
も
と
は
、
ま
ぶ
い
は
守
護
霊
魂
が
精
霊
の
火
を
現
し
た
の
が
、
次
第
に
変
化
し
て
、
霊
魂

そ
の
も
の
ま
で
も
、
た
ま
と
言
ふ
日
本
語
で
あ
ら
は
す
事
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
魂
が
火
光

を
有も
つ
と
言
ふ
考
へ
を
作
る
様
に
な
つ
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

此
守
護
霊
を
、
琉
球
の
古
語
に
、
す
ぢ
・
せ
ぢ
・
し
ぢ
な
ど
言
う
た
ら
し
い
。
近
代
に
於
て
は
、
す
ぢ
或

は
、
す
ぢ
ゃ
あ
は
、
人
間
の
意
味
で
あ
る
。
其
義
を
転
じ
て
、
祖
先
の
意
に
も
用
ゐ
て
ゐ
る
。
普
通
の
論
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理
か
ら
言
へ
ば
、
す
ぢ
ゆ
ん
即
、
生
れ
る
の
語
根
、
す
ぢ
か
ら
生
れ
る
も
の
ゝ
義
で
、
す
ぢ
ゃ
あ
が
人
間

の
意
に
用
ゐ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
の
だ
、
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
然
し
な
が
ら
、
更
に
違
つ
た
方
面

か
ら
考
へ
れ
ば
、
す
ぢ
が
活
動
を
始
め
る
の
は
、
人
間
の
生
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
す
ぢ
を
語
根

と
し
て
出
来
た
す
ぢ
ゆ
ん
が
、
誕
生
の
動
詞
に
な
つ
た
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
其
点
か
ら
見
る
と
、
す
ぢ
ゆ

ん
は
、
生
る
の
同
義
語
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
多
く
は
、
若
返
る
・
蘇
生
す
る
な
ど
に
近
い
気
分
を
有
つ
て

居
る
の
は
、
語
根
に
さ
う
し
た
意
味
の
あ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
後
に
言
ふ
、
聞
得
大
君
御
殿

チ
フ
イ
ヂ
ン
オ
ド
ン

の
神
の
一

な
る
、
お
す
ぢ
の
御
前
は
、
唯
、
神
と
言
ふ
だ
け
の
意
味
で
、
精
し
く
は
、
金
の
み
お
す
ぢ
即
、
金
の
神
、

或
は
米
の
神
、
或
は
楽
土
（
か
な
い
）
の
神
と
言
ふ
位
の
意
味
に
過
ぎ
な
い
。
而
も
其
も
と
は
、
霊
魂
或

は
、
精
霊
と
言
ふ
位
の
処
か
ら
出
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
琉
球
国
諸
事
由
来
記
其
他
を
見
て
も
、
す
ぢ
・

せ
ぢ
・
ま
す
ぢ
な
ど
を
、
接
尾
語
と
し
た
神
語
が
あ
る
。
柳
田
国
男
先
生
は
、
此
す
ぢ
を
も
つ
て
、
我
国

の
古
語
、
稜イ
威ツ
と
一
つ
も
の
と
し
て
、
ま
な
信
仰
の
一
様
式
と
見
て
居
ら
れ
る
。

と
に
か
く
、
近
代
の
信
仰
で
は
、
す
べ
て
が
神
の
観
念
に
飜
訳
せ
ら
れ
て
、
抽
象
的
な
守
護
霊
を
考
へ
る

事
が
、
出
来
な
く
な
つ
て
居
る
。
け
れ
ど
も
、
長
く
引
続
い
て
居
る
神
人
礼
拝
の
形
式
を
溯
つ
て
見
る
と
、

さ
う
し
た
守
護
霊
の
考
へ
ら
れ
て
居
た
事
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

沖
縄
に
於
て
は
、
妹
オ
ナ
リを
が
み
・
巫ノ
女ロ
を
が
み
・
親オヤ
を
が
み
・
男
オ
メ
ケ
リを
が
み
等
の
形
を
残
し
て
居
る
。
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お
も
ろ
さ
う
し
巻
二
十
二
、
て
が
ね
ま
る
ふ
し
に
、

　
　
き
こ
ゑ
大
き
み
が

　
　
お
ぼ
つ
、
せ
ぢ
、
お
る
ち
へ

　
　
あ
ん
じ
、
お
そ
い
よ
み
ま
ぶ
て

と
言
ふ
歌
が
あ
る
。
此
意
味
は

　
　
名
に
ひ
ゞ
く
天
子
が
こ
と
を
言
は
む
。

　
　
楽
土
な
る
せ
ぢ
を
お
ろ
し
て
、

　
　
大
君
主
を
み
ま
も
り
て
あ
ら
む
。

と
言
ふ
位
の
意
味
で
あ
る
。
此
を
見
て
も
、
せ
ぢ
が
神
で
な
く
、
守
護
霊
で
あ
る
こ
と
は
、
考
へ
ら
れ
る
。

又
、
く
わ
い
に
や
の
例
と
し
て
、
伊
波
普
猷
氏
が
引
か
れ
た
、
久
高
ク
ダ
カ
島
の
も
の
に
は
、
か
う
い
ふ
も
の
が

あ
る
。

　
　
に
ら
い
ど
に
、
お
し
よ
け
て

　
　
か
な
い
ど
に
、
お
し
よ
け
て

　
　
の
ろ
が
す
ぢ
、
せ
ん
ど
う
、
し
や
う
れ

　
　
主
が
す
ぢ
、
せ
ん
ど
う
、
し
や
う
れ
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き
み
が
お
す
ぢ
、
み
お
ん
つ
か
ひ
、
を
が
ま

　
　
し
ゆ
う
が
お
す
ぢ
、
み
お
ん
つ
か
ひ
、
を
が
ま

此
意
味
は
、

　
　
楽
土
へ
の
渡
り
ど
に
、
大
船
お
し
う
け
て
あ
れ
ば
、

　
　
此
船
に
祈
る
巫
女
の
す
ぢ
よ
、
せ
ん
ど
う
、
し
ま
せ
。

　
　
天
子
の
す
ぢ
よ
、
船
頭
し
ま
せ
。

　
　
わ
れ
は
か
く
し
て
、
女
君
の
お
す
ぢ
を
、
を
が
み
迎
へ
む
。

　
　
天
子
の
お
す
ぢ
を
、
を
が
み
迎
へ
む
。

と
言
ふ
意
味
で
あ
ら
う
が
、
此
は
、
巫
女
を
拝
み
、
君
主
を
拝
む
事
に
因
つ
て
、
そ
れ
／
″
＼
の
す
ぢ
を

拝
む
事
に
な
る
の
で
、
古
く
か
ら
、
此
す
ぢ
と
、
す
ぢ
の
つ
く
人
と
の
間
に
、
区
別
が
著
し
く
は
立
つ
て

居
ら
な
い
の
で
あ
る
。
畢
竟
、
我
国
古
代
の
、
あ
き
つ
か
み
と
言
ふ
語
も
、
此
す
ぢ
を
有
つ
天
子
を
、
す

ぢ
自
身
と
も
観
じ
た
の
で
あ
る
。
即
、
主
が
お
す
ぢ
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
但
あ
き
つ
か
み
に
於
て
は
、

其
す
ぢ
が
、
神
に
飜
訳
せ
ら
る
ゝ
ほ
ど
に
、
日
本
の
霊
魂
信
仰
が
、
夙つと
に
変
化
し
て
居
つ
た
こ
と
を
示
し

て
居
る
。
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四
　
楽
土

琉
球
神
道
で
、
浄
土
と
し
て
ゐ
る
の
は
、
海
の
彼
方
の
楽
土
、
儀
来
河
内

ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
其
処
の

主
宰
神
の
名
は
、
あ
が
る
い
の 

大  

神 

オ
ホ
ヌ
シ

と
い
ふ
。  

善
縄
大
屋
子  

ヨ
ク
ツ
ナ
ウ
フ
ヤ
コ

、
海
亀
に
噛
ま
れ
て
死
ん
だ
後
、
空
に

声
あ
つ
て
、
ぎ
ら
い
か
な
い
に
往
つ
た
由
、
神
託
が
あ
つ
た
。
而
も
、
大
屋
子

ウ
フ
ヤ
コ

の
亡
骸
は
屍
解
し
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
天
国
同
時
に
、
海
の
あ
な
た
と
い
ふ
暗
示
が
此
話
に
あ
る
様
で
あ
る
。
（
国
学
院
大
学
郷
土

研
究
会
で
の
柳
田
先
生
の
話
）

昔
の
書
物
や
伝
承
な
ど
か
ら
、
楽
土
は
、
神
と
選
ば
れ
た
人
と
が
住
む
所
と
せ
ら
れ
た
や
う
で
あ
る
。
六

月
の
麦
の
芒ノギ
が
出
る
頃
、
蚤
の
群
が
麦
の
穂
に
乗
つ
て
儀
来
河
内

ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
か
ら
や
つ
て
来
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

此
は
、
琉
球
地
方
で
は
蚤
の
害
が
甚
し
い
為
、
其
が
出
て
来
る
の
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
儀
来
河
内
は
、

善
い
所
で
あ
る
と
同
時
に
悪
い
所
、
即
、
楽
土
と
地
獄
と
一
つ
場
所
で
あ
る
と
考
へ
、
神
鬼
共
存
を
信
じ

た
の
で
あ
る
。

儀
来
は
多
く
、
に
ら
い
・
に
ら
や
・
に
れ
え
・
ね
ら
や
な
ど
発
音
せ
ら
れ
、
稀
に
は
、
ぎ
ら
い
・
け
ら
い

な
ど
言
は
れ
て
ゐ
る
。
河
内
は
、
か
な
い
・
か
な
や
・
か
ね
や
と
書
く
事
が
あ
る
。 

国  

頭 

ク
ニ
ガ
ミ

地
方
で
は
ま

だ
、
儀
来
ギ
ラ
イ
に
海
の
意
味
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
ゐ
る
。 

謝 
名 
城 

ジ
ナ
グ
ス
ク

（
大
宜
味

オ
ホ
ギ
ミ

村
）
の 

海 

神 

祭 

ウ
ン
ジ
ヤ
ミ

の
お
も
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ろ
に
は
「
ね
ら
や
じ
ゆ
〔
潮
〕
満サ
す
い
、
み
な
と
〔
湊
〕
じ
ゆ
満ミチ
ゆ
い
…
…
」
と
あ
つ
て
、
沖
あ
ひ
の
事

を
斥さ
す
ら
し
い
。
那
覇
か
ら
海
上
三
十
海
里
に
あ
る
慶ケ
良ラ
間マ
群
島
も
洋
中
遥
か
な
島
の
意
ら
し
く
思
は
れ

る
。
か
な
い
は
、
沖
に
対
す
る
辺
で
、
浜
の
事
で
は
な
か
ら
う
か
。
か
な
・
か
ね
で
海
浜
を
表
す
例
が
多

い
か
ら
。
つ
ま
り
は
、
沖
か
ら
・
辺
か
ら
と
言
ふ
対
句
が
、
一
語
と
考
へ
ら
れ
て
、
神
の
在いま
す
遥
か
な
楽

土
と
言
ふ
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。
さ
う
し
て
其
儀
来
河
内

ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
か
ら
、
神
が
時
を
定
め
て
渡
つ
て
来

る
、
と
考
へ
て
ゐ
る
。
其
場
合
、
其
神
の
名
を
に
れ
え
神
が
な
し
と
称
へ
て
ゐ
る
。

先
島
で
は
、
に
い
る
か
な
い
を
地
の
底
と
考
へ
て
ゐ
る
。
に
い
る
に
、
二
色
を
宛
て
ゝ
ゐ
る
。
毎
年
六
七

月
の
頃
、
の
ろ
の
定
め
た
干
支
の
日
、
に
い
る
か
な
い
か
ら 

二 

色 

人 

ニ
イ
ル
ピ
ト

が
出
て
来
る
と
言
ふ
信
仰
が
、
八

重
山
を
中
心
と
し
て
小
浜
・
新
城
・
古
見
の
三
島
に
行
は
れ
て
ゐ
る
。 

石  

垣 

イ
シ
ガ
キ

島
の
宮
良
メ
イ
ラ
村
に
は
、
な
び

ん
づ
う
と
言
ふ
洞
穴
が
あ
つ
て
、
祭
り
の
日
に
は
、
此
穴
か
ら 

二 

色 

人 

ニ
イ
ル
ピ
ト

が
現
れ
て
来
る
と
言
は
れ
て
ゐ

る
。

此
祭
り
は
、
少
年
を
成
年
と
す
る
儀
式
で
、
昔
は 
二 
色 

人 
ニ
イ
ル
ピ
ト

が
少
年
に
対むか
つ
て
色
々
の
難
題
を
吹
き
か
け

た
り
、
踊
ら
し
た
り
し
た
と
い
ふ
。
に
い
る
ぴ
と
は
、
そ
れ
／
″
＼
赤
と
黒
と
の
装
束
を
し
て
ゐ
た
の
で
、

二
色
人
と
言
う
た
の
だ
と
言
ふ
が
、
他
の
島
で
は
一
定
し
た
色
は
な
い
。
今
は
二
色
人
を
奈
落
人
と
考
へ

て
ゐ
る
。
沖
縄
の
言
葉
は
、
日
本
語
と
同
じ
く
、
語
部
に
伝
誦
せ
ら
れ
た
神
語
・
叙
事
詩
か
ら
出
た
も
の
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が
多
い
。
だ
か
ら
、
対
句
に
な
つ
て
ゐ
る
儀
来
河
内

ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
も
其
例
の
一
つ
と
見
て
よ
い
。

沖
縄
本
島
か
ら
北
の
鹿
児
島
県
に
属
す
る
道
の
島
々
並
び
に
、
伊イ
平ヘ
屋ヤ
島
に
亘
つ
て
は
、
其
浄
土
を
、
な

る
こ
国
・
て
る
こ
国
と
言
う
て
ゐ
る
。
其
処
か
ら
来
る
神
の
名
を
、
な
る
こ
神
・
て
る
こ
神
（
又
、
ち
り

こ
神
）
と
言
ふ
。
な
る
こ
は
勿
論
、
に
ら
い
系
統
の
語
で
あ
ら
う
。
此
伊イ
平ヘ
屋ヤ
島
は
南
北
の
島
々
の
伝
承

を
一
つ
に
集
め
て
ゐ
る
様
に
見
え
る
場
所
で
、
沖
縄
本
島
近
辺
と
同
じ
く
、
に
ら
い
か
な
い
を
信
じ
、
に

ら
い
神
・
か
な
い
の 
君 
真 

者 
キ
ム
マ
ム
ン

の
名
を
言
ふ
と
共
に
、
な
る
こ
神
・
て
る
こ
神
を
言
ふ
。
其
ば
か
り
か
、

ま
や
の
神
・
い
ち
き
神
と
い
ふ
名
称
を
さ
へ
、
右
の
海
を
渡
つ
て
来
る
神
に
、
命ナヅ
け
て
ゐ
る
。

ま
や
の
神
は
、
石
垣
島
で
六
月
の
頃
行
ふ
穂フ
利リ
の
祭
り
の
日
に
、
と
も
ま
や
の
神
を
連
れ
て
家
々
を
祝
福

し
て
歩
く
神
で
あ
る
。
此
神
に
は
勿
論
、
村
の
青
年
が
仮
装
す
る
の
で
あ
る
が
、
村
人
は
、
神
で
あ
る
事

を
信
じ
て
ゐ
る
。
手
四
箇
で
は
盆
の
四
日
間
に
あ
ん
が
ま
あ
が
来
る
。
も
と
は
芭
蕉
の
葉
で
面
を
裹つつ
ん
で

ゐ
た
が
、
今
は
許
さ
れ
な
く
な
つ
て
薄
布
を
以
て
す
る
。
ま
た
、
老
人
の
神
う
し
ゅ
め
い
（
お
し
ゅ
ま
い
）

・
老
婆
の
神
あ
つ
ぱ
あ
に
連
れ
ら
れ
て
来
る
亡
者
の
群
も
あ
る
。
此
等
は
皆
、
同
一
系
統
の
も
の
で
、
後グ

生シヨ
か
ら
来
る
と
言
ふ
。
後
生
グ
シ
ヨ
は
、
地
方
に
依
つ
て
は
墓
の
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ま
や
の
神
は
、
何

処
か
ら
来
る
か
、
訣
ら
な
い
。
ま
や
に
は
猫
の
義
が
あ
る
が
、
此
処
で
は
そ
れ
で
は
な
い
ら
し
く
、
土
地

の
名
で
あ
ら
う
。
此
信
仰
は
台
湾
に
亘
つ
て
、
阿
里
山
蕃
族
が
、
ば
く
／
″
＼
わ
か
あ
山
或
は
ば
く
／
″
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＼
や
ま
か
ら
出
て
、
分
れ
て
一
つ
は
ま
や
の
国
へ
行
つ
た
と
言
ふ
伝
説
が
あ
る
か
ら
、
琉
球
の
南
方
で
も
、

恐
ら
く
ま
や
を
楽
土
と
観
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

な
る
こ
・
て
る
こ
は
、
北
方
即
す
な
は
ち道
の
島
風
で
あ
り
、
ま
や
・
い
ち
き
は
南
方
、 

先  

島 

サ
キ
ジ
マ

風
の
呼
び
名
で
あ

る
。
而
も
更
に
驚
く
の
は
、
や
は
り
右
の
渡
り
神
を
、
場
合
に
よ
つ
て
は
、
あ
ま
み
神
と
も
言
う
て
ゐ
る

事
で
あ
る
。
あ
ま
み
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
琉
球
の
諾
冉
二
尊
と
も
言
ふ
べ
き
あ
ま
み
き
ょ
・
し
ね
り

き
ょ
の
名
か
ら
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
あ
ま
み
き
ょ
・
し
ね
り
き
ょ
は
、
沖
縄
本
島
の
東
海
岸
、
久
高
ク
ダ
カ
・

知
念
チ
ネ
ン
・  

玉    

城  

タ
マ
グ
ス
ク

辺
に
、
来
り
よ
つ
た
と
言
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
其
名
は
や
は
り
、
浄
土
を
負
う
て

ゐ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ぎ
ょ
・
き
ょ
う
・
き
ゅ
う
な
ど
は
、
人チユ
か
ら
出
た
神
の
接
尾
語
で
、
あ
ま
み
・

し
ね
り
が
神
の
国
土
の
名
で
あ
る
。
其
を
実
在
の
島
に
求
め
て
、
奄
美
ア
マ
ミ
大
島
の
名
称
を
生
ん
だ
も
の
で
あ

ら
う
。
し
ね
り
に
、
儀
来
（
ぎ
ら
い
・
じ
ら
い
）
と
の
関
係
が
見
え
る
ば
か
り
か
、
あ
ま
み
の
あ
ま
に
は
、

儀
来
同
様
、
海
な
る
義
が
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
。

決
し
て
合
理
的
な
解
釈
を
下
す
事
は
出
来
な
い
。
北
方
、
奄
美
ア
マ
ミ
大
島
か
ら
来
た
種
族
が
、
沖
縄
の
開
闢
を

な
し
た
と
考
へ
る
の
は
、
神
話
か
ら
孕
ん
だ
古
人
の
歴
史
観
を
、
其
儘
に
襲
う
た
態
度
で
あ
る
。
あ
ま
み

・
し
ね
り
は
、
や
は
り
に
ら
い
・
か
な
い
、
な
る
こ
・
て
る
こ
同
様
に
、
信
仰
の
上
の
理
想
国
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
ら
う
。
ま
や
・
い
ち
き
と
言
ふ
語
も
、
同
音
聯
想
は
違
つ
た
説
明
を
も
導
く
様
で
あ
る
が
、
や
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は
り
南
方
で
の
、
儀
来
河
内

ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
な
の
で
あ
ら
う
。
楽
土
の
主
神
の
名
の
あ
が
る
い
は
、
東
方
ア
ガ
リ
と
言
ふ
意
を
含

ん
で
ゐ
る
。
東
海
の
中
に
、
楽
土
を
観
じ
た
沖
縄
本
島
の
人
の
心
持
ち
が
見
え
る
。

此
外
に
尚
一
つ
、
天
国
の
名
と
し
て
、
お
ぼ
つ
か
ぐ
ら
と
言
ふ
の
が
あ
つ
た
様
で
あ
る
。
混
効
験
集
に
は

「
天
上
の
事
を
言
ふ
。
い
づ
れ
も
首
里
王
府
神
歌
御
双
紙
に
見
ゆ
」
と
あ
る
。
天
帝
（
太
陽
神
）
の
居
る

天
城
で
、
あ
ま
み
き
ょ
・
し
ね
り
き
ょ
も
其
処
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
、
此
も
「
…
…
雨
欲
し
や

に
、
水
欲
し
や
に
、
お
ぼ
つ
通
ち
へ
、
か
ぐ
ら
通
ち
へ
、
に
る
や
せ
ぢ
、
か
な
や
せ
ぢ
、
ま
き
ょ
に
あ
が

て
、
く
た
に
あ
が
て
…
…
」
な
ど
あ
る
の
を
見
る
と
、
此
語
の
な
り
た
ち
も
、
大
体
は
想
像
が
つ
く
。

屍
解
し
て
昇
天
す
る
話
は
、
限
り
な
く
あ
る
。
此
は
選
ば
れ
た
人
ば
か
り
が
、
儀
来
河
内

ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
に
入
る
と
せ
ら

れ
た
考
へ
か
ら
出
た
の
で
あ
る
。  
善
縄
大
屋
子  
ヨ
ク
ツ
ナ
ウ
フ
ヤ
コ

の
様
な
の
も
あ
る
が
、
大
抵
は
神
人
の
上
に
あ
る
事
な

の
で
あ
る
。
の
ろ
に
限
つ
て
、
洗
骨
せ
ぬ
地
方
も
あ
り
、
洗
骨
し
て
も
多
く
は
、
家
族
と
同
列
に
骨
甕
を

列
べ
な
い
の
を
原
則
と
し
て
ゐ
る
の
は
、
屍
解
昇
天
す
る
人
と
然
ら
ざ
る
者
と
を
区
別
し
た
の
で
、
若
し

此
に
反
く
と
、
神
人
昇
天
出
来
ぬ
為
に
、
祟
る
事
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
此
事
は
我

内
地
の
文
献
に
も
、
同
様
の
例
を
留
め
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
五
　
神
々
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琉
球
の
神
々
を
、
天
神
と
海
神
と
に
分
つ
。
此
等
に
関
し
た
文
書
は
、
琉
球
神
道
記
の
他
に
、
球
陽
が
あ

る
。
球
陽
を
漢
訳
し
た
も
の
が
、
中
山
世
鑑
で
あ
る
。

琉
球
の
王
室
で
祀
つ
た
神
を
、 

君 

真 

者 

キ
ム
マ
ム
ン

と
言
ふ
。
真
者
マ
ム
ン
と
は
、
尊
者
の
称
呼
で
あ
る
。
此
を
正
し
い
文

法
に
す
る
と
、
真
者
君
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
琉
球
の
神
々
と
、
内
地
の
神
々
と
の
最
甚
し
い
差
異
点
は
、

琉
球
の
神
々
は
、
時
々
出
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
此
出
現
を
、
新
降
（
あ
ら
ふ
り
）
と
言
ふ
。
球
陽
の
説

で
は
、 

君 

真 

者 

キ
ム
マ
ム
ン

は
、
天
神
と
海
神
と
の
二
つ
で
、
色
々
の
神
々
を
、
此
二
つ
に
分
類
し
て
居
る
。
此
神

々
は
、
年
に
一
度
出
現
す
る
神
も
あ
れ
ば
、
三
十
年
に
一
度
出
現
す
る
神
も
あ
り
、
一
年
の
間
に
度
々
出

現
す
る
神
も
あ
る
。
其
中
で
、
最
著
し
い
神
は
、
与
那
原

ヨ
ナ
バ
ル

の
み
お
や
だ
い
り
（
御
公
事
）
の
神
で
あ
る

（
中
山
世
鑑
）
。
こ
の
神
は
、
琉
球
の
王
廟
の
中
に
祭
祀
す
る
。
其
祭
祀
す
る
者
は
、
此
国
第
一
位
の
女

神
官
で
あ
る
。
天
子
の
代
の
替
る
毎
に
、
聞
得
大
君

チ
フ
イ
ヂ
ン

が
出
来
る
。
首
里
よ
り
一
里
程
海
岸
の
与
那
原

ヨ
ナ
バ
ル

に
聞

得
大
君
が
行
く
時
に
、
与
那
原
の
み
お
や
だ
い
り
の
神
が
現
れ
る
。
み
お
や
だ
い
り
は
、
其
神
に
奉
仕
す

る
の
で
あ
つ
て
、
其
祭
り
に
奉
仕
す
る
時
は
、
此
を
神
と
認
め
て
儀
礼
を
行
ふ
の
で
あ
る
。

毎
年
、
夏
の
盛
り
に
出
現
す
る
神
を
、
き
み
て
す
り
と
言
ふ
。
此
神
は
、
仕
官
を
司
る
神
で
、
沖
縄
本
島

の
北
方
に
あ
る
辺
土
（
ふ
い
ど
）
に
出
現
す
る
。
此
神
の
出
現
す
る
時
は
此
御
嶽
に
神
の
笠
が
降オ
り
、
其
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附
近
の
今
帰
仁

ナ
キ
ジ
ン

に
も
笠
が
降
り
る
。
此
笠
を
ら
ん
さ
ん
と
言
つ
て
ゐ
る
。
此
は
、
天
蓋
の
如
き
も
の
で
、

其
を
樹
て
る
と
、
神
そ
の
蔭
に
現
る
と
信
じ
て
居
る
。
此
ら
ん
さ
ん
の
天
降
（
あ
ふ
り
又
は
あ
ほ
り
）
の

時
に
言
ふ
言
葉
を
、
お
も
ろ
と
言
ふ
。
柳
田
先
生
は
、
あ
ふ
り
と
お
も
ろ
と
、
同
一
で
あ
ら
う
と
説
明
さ

れ
て
居
る
。
此
お
も
ろ
が
、
朝
廷
に
伝
は
り
、
地
方
に
も
自
然
的
に
伝
播
す
る
。
即
、
地
方
の
神
官
の
家

に
は
、
代
々
伝
へ
ら
れ
て
、
保
存
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。

此
を
考
へ
て
見
る
と
、
太
陽
信
仰
の
存
す
る
処
に
は
、
笠
は
つ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
琉
球
の
大
切
な
神

を
、
お
ち
だ
が
な
し
と
言
ひ
、
ち
だ
と
略
称
し
て
居
る
。
台
湾
に
は
、
み
さ
ち
だ
と
言
ふ
太
陽
神
が
あ
る
。

笠
の
観
念
は
、
月
が
暈かさ
を
着
る
と
言
ふ
信
仰
に
よ
る
も
の
と
、
尊
い
神
に
直
接
あ
た
ら
ぬ
様
に
す
る
と
言

ふ
、
二
つ
の
信
仰
が
、
合
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

琉
球
の
女
官
・
后
・
下
々
の
女
官
・
神
職
に
到
る
ま
で
の
事
柄
は
、
女
官
御
双
紙
に
載
つ
て
居
る
。
神
職

の
名
前
の
中
で
、
今
帰
仁

ナ
キ
ジ
ン

の
神
職
に
、
あ
ふ
り
あ
ぇ
と
称
し
て
居
る
者
が
あ
る
。
又
一
地
方
に
、
さ
す
か

さ
の
あ
じ
と
言
ふ
者
が
あ
る
。
あ
じ
は
按
司
（
朝
臣
）
で
あ
る
と
言
ふ
。
あ
ふ
り
は
お
ら
ん
さ
ん
の
事
で
、

さ
す
か
さ
も
、
翳サ
し
蔽
ふ
笠
の
事
だ
と
言
ふ
説
が
あ
る
。
笠
が
最
後
に
王
城
の
庭
に
樹
ち
、
王
始
め
群
臣

の
集
つ
て
見
て
居
る
前
で
、
お
ら
ん
さ
ん
が
、
三
十
余
り
立
つ
て
踊
る
。
即
、
人
間
が
神
の
姿
を
装
う
て

居
る
の
だ
が
、
其
間
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
、
其
仮
装
者
に
神
格
を
認
め
、
仮
装
者
自
身
も
、
其
間
は
神
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で
あ
る
と
言
ふ
信
念
を
有
つ
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
。

島
尻
郡
の
知
念
チ
ネ
ン
に
は
、
昔
、
う
ふ
ぢ
ち
う
（
大
神
宮
）
と
言
ふ
人
が
あ
つ
た
。
ち
う
と
は
、
睾
丸
の
義
で
、

う
ふ
ぢ
は
大
の
義
で
あ
る
。
此
人
の
子
が
、
ま
た
、
大
豪
傑
で
あ
つ
た
。
う
ふ
ぢ
ち
う
の
死
後
棺
の
蓋
を

取
つ
て
見
る
と
、
屍
体
は
失
く
な
つ
て
居
て
、
柴
の
葉
が
残
つ
て
居
た
。
此
は
、
昇
天
し
た
の
だ
と
言
う

て
居
る
。
此
人
は
、
琉
球
神
道
記
に
よ
る
と
、
実
在
の
人
物
で
は
な
く
、
海
神
で
あ
る
と
見
え
て
居
る
。

此
海
神
は
、
大
き
な
睾
丸
を
有
つ
て
居
て
、
肩
に
担
い
で
歩
く
。
此
頃
で
は
、
国
頭
郡
の
方
へ
行
つ
て
居

る
と
言
ふ
。
ど
う
言
ふ
訣
か
、
解
説
に
苦
し
む
事
柄
で
あ
る
。
此
海
神
の
子
孫
が
、
現
在
字あざ
を
な
し
て
残

つ
て
居
る
。

正
式
に
首
里
王
朝
で
認
め
て
居
る
神
の
中
に
、
変
な
神
が
あ
る
。
其
神
の
根
本
は
、
天
か
ら
来
る
神
と
、

海
か
ら
来
る
神
と
に
分
つ
が
、 

先  

島 

サ
キ
ジ
マ

辺
り
は
、
此
分
け
方
は
、
行
は
れ
て
居
な
い
。
此
分
け
方
は
、
民

間
信
仰
に
基
礎
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
島
々
の
見
方
に
よ
る
と
、
多
少
の
相
違
が
あ
る
。
琉
球
で
は
、

太
陽
神
の
他
に
、
自
然
崇
拝
そ
の
ま
ゝ
の
形
を
残
し
て
居
る
。
そ
れ
故
恐
し
い
場
所
、
ふ
る
め
か
し
い
場

所
、
由
緒
あ
る
場
所
は
、
必
、
御
嶽
オ
タ
ケ
に
な
つ
て
居
る
。
自
分
の
祖
先
で
も
、
七
代
目
に
は
必
神
に
な
る
。

中
山
世
鑑
は
、
七
世
生
神
と
書
い
て
ゐ
る
。
此
は
、
死
後
七
代
目
に
し
て
神
と
な
る
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。

以
前
に
は
、
人
が
死
ぬ
と
、
屍
体
を
、
大
き
な
洞
窟
の
中
へ
投
げ
こ
ん
で
、
其
洞
窟
の
口
を
石
で
固
め
、
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石
の
間
を
塗
り
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
此
習
は
し
が
次
第
に
変
化
し
て
、
墓
を
堅
固
に
立
派
に
す
る
や

う
に
な
つ
た
為
に
、
墓
を
造
つ
て
財
産
を
失
ふ
人
が
多
く
な
つ
た
。
七
代
経
つ
と
、
其
洞
の
中
へ
は
屍
を

入
れ
な
い
で
、
神
墓
（
く
り
ば
か
）
と
称
し
、
他
の
場
所
へ
、
新
墓
所
を
設
け
る
。 

神  

墓 

ク
リ
バ
カ

は
拝
所
と
な

る
。
此
拝
所
を
を
が
ん
と
言
ふ
。
時
代
を
経
る
に
従
つ
て
、
他
の
人
々
も
拝
す
る
様
に
な
る
。
此
拝
所
ヲ
ガ
ン
が
、

恐
し
い
場
所
に
な
つ
て
来
る
。
拝
所
ヲ
ガ
ン
を
時
々
発
掘
す
る
と
、
白
骨
が
出
て
来
る
。
此
を
、  

骨    

霊  

コ
チ
マ
ブ
イ

と
言

ふ
。

琉
球
神
道
の
上
に
見
え
る
神
々
は
、
現
に
ま
だ
万
有
神
で
あ
る
。
恐
し
い
は
ぶ
は
、
山
の
神
或
は
、
山
の

口
（
蝮クチ
か
）
と
し
て
、
畏
敬
せ
ら
れ
、
海
亀
・ 

儒  

艮 

ジ
ユ
ゴ
ン

（
ざ
ん
＝
人
魚
）
も
、
尚
神
と
し
て
の
素
質
は
、

明
ら
か
に
持
つ
て
ゐ
る
。
地
物
・
庶
物
に
皆
、
霊
が
あ
る
と
せ
ら
れ
、
今
も
島
々
で
は
、
新
し
い
神
誕
生

が
、
時
々
に
あ
る
。

而
も
其
中
、
最
大
切
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
井カア
の
神
・
家
の
神
・
五
穀
の
神
・
太
陽
神
・
御
嶽
の
神

・  

骨    

霊  

コ
チ
マ
ブ
イ

な
ど
で
あ
る
。
大
体
に
於
て
、
石
を
以
て
神
々
の
象
徴
と
見
る
風
が
あ
つ
て
、
道
の
島
で
は
、

霊
石
に
、
い
び
が
な
し
〔
神
様
〕
と
い
ふ
風
な
敬
称
を
与
へ
て
ゐ
る
処
も
あ
る
。
又
一
般
に
、
霊
石
を
び

じ
ゅ
る
と
い
ふ
の
も
「
い
び
」
を
語
根
に
し
て
ゐ
る
の
で
、
琉
球
神
道
で
は
、
石
に
神
性
を
感
じ
る
事
が

深
く
、
生
き
物
の
石
に
化
し
た
神
体
が
、
沢
山
あ
る
。
井カア
の
神
と
し
て
、
井
の
上
に
祀
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
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は
、
常
に
変
つ
た
形
の
鐘
乳
石
で
あ
る
。
此
を
も
び
じ
ゅ
る
と
言
う
て
ゐ
る
。
あ
る
人
の
説
に
、
び
じ
ゅ

る
は
海
神
だ
と
あ
る
が
、
疑
は
し
い
。
家
の
神
の
代
表
と
な
つ
て
ゐ
る
の
は
、
火
の
神カン
で
あ
る
。
此
亦
、

三
個
の
石
を
以
て
象
徴
せ
ら
れ
て
、
一
列
か
鼎
足
形
か
に
据
ゑ
ら
れ
て
ゐ
る
。
巫
女
の
家
や
旧
家
に
は
、

お
も
な
座
敷
に
、
片
隅
の
故
こ
と
さら
に
炉
の
形
に
拵
へ
た
漆
喰
塗
り
の
場
処
に
置
く
。
普
通
の
家
で
は
、
竈
の

後
の
壁
に
、
三
本
石
を
列
べ
て
、
其
頭
に
塩
・
米
な
ど
の
盛
つ
て
あ
る
の
を
見
か
け
る
。
火
の
神
の
祭
壇

は
、
炉
で
あ
つ
て
、
而
も
家
全
体
を
護
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
家
が
あ
れ
ば
、
火
の
神

の
な
い
事
は
な
く
、
ど
う
か
す
れ
ば
、
神
社
類
似
の
建
造
物
の
主
神
が
皆
、
火
の
神
で
あ
る
様
に
見
え
る
。

巫
女
の
家
な
る
祝
女
殿
内

ノ
ロ
ド
ノ
チ

、
一
族
の
本
家
な
る 

根  

所 

ネ
ド
コ
ロ

の
殿
ト
オ
ン、
拝
所
に
な
つ
て
ゐ
る
殿
ト
オ
ン、
祭
場
と
も
い
ふ

べ
き
神
あ
し
ゃ
げ
、
皆
火
の
神
の
な
い
処
は
な
い
。
併
し
恐
ら
く
は
、
火
の
神
の
為
に
、
建
て
物
を
構
へ

た
の
は
一
つ
も
な
く
、
建
て
物
あ
つ
て
後
に
、
火
の
神
を
祀
る
事
に
な
つ
た
の
で
、
某
々
の
家
の
宅ヤカ
つ
神
、

と
考
へ
て
来
た
の
に
違
ひ
な
い
。

火
の
神
と
言
ふ
名
は
、
高
級
巫
女
の
住
ん
で
ゐ
る
神
社
類
似
の
家
、
即
、
聞
得
大
君
御
殿

チ
フ
イ
ヂ
ン
オ
ド
ン

・
三ミ
平ヒ
等ラ
の

「
大
阿
母

ウ
フ
ア
ム

し
ら
れ
」
の
殿
内
ト
ヌ
チ
で
は
、
お
火
鉢
の
御
前
オ
マ
ヘ
と
言
ふ
事
に
な
つ
て
居
た
。

尚
シ
ヤ
ウ王
家
の
宗
廟
と
も
言
ふ
べ
き
聞
得
大
君
御
殿

チ
フ
イ
ヂ
ン
オ
ド
ン

並
び
に
、
旧
王
城
正
殿 

百 

浦 

添 

モ
ン
ダ
ス
イ

の
祭
神
は
、
等
し
く
御オ

日チダ
・
御
月
オ
ツ
キ
の
御
前
オ
マ
ヘ
・
御オ
火
鉢
の
御
前
オ
マ
ヘ
（
由
来
記
）
で
あ
る
が
、
女
官
御
双
紙

オ
サ
ウ
シ

な
ど
に
よ
る
と
、
御オ
す
ぢ
の
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御
前
オ
マ
ヘ
・
御
火
鉢
の
御
前
オ
マ
ヘ
・
金
の
美ミ
御オ
す
ぢ
の
御
前
オ
マ
ヘ
の
三
体
、
と
言
ふ
事
に
な
つ
て
居
る
。
伊
波
普
猷
氏
は
、

御オ
す
ぢ
の
御
前
オ
マ
ヘ
を
祖
先
の
霊
、
御
火
鉢
の
御
前
オ
マ
ヘ
を
火
の
神
、
金
の
美
御
す
ぢ
を
金
属
の
神
と
説
い
て
居
ら

れ
る
。
前
二
者
は
疑
ひ
も
な
い
が
、
金﹅
の﹅
美﹅
お﹅
す﹅
ぢ﹅
は
、
お﹅
も﹅
ろ﹅
」
が
「
実ミ
」
か
「
御ミ
」
か
は
判
然
せ
ぬ

が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
、
穀
物
の
神
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
或
は
、
由
来
記
を
信
じ
れ
ば
、
月
神
が
穀

物
の
神
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
例
は
、
各
国
に
例
の
あ
る
こ
と
故
、
御
月
オ
ツ
キ
の
御
前
オ
マ
ヘ
に
宛
て
ゝ
考
へ
る
こ
と
が
出

来
さ
う
で
あ
る
。

御
す
ぢ
の
御
前
は
、
琉
球
最
初
の
陰
陽
神
た
る
あ
ま
み
き
ょ
・
し
ね
り
き
ょ
の
親
神
な
る
太
陽
神
即
、
御オ

日チダ
の
御
前
オ
マ
ヘ
を
、
祖
先
神
と
見
た
の
だ
と
解
釈
せ
ら
れ
よ
う
。
琉
球
神
道
の
主
神
は
、
御
日
オ
チ
ダ
の
御
前
オ
マ
ヘ
で
、
や

は
り
太
陽
崇
拝
が
基
礎
に
な
つ
て
ゐ
る
。
国
王
を
、
天
加
那
志

チ
ダ
カ
ナ
シ

（
又
は
、
お
ち
だ
が
な
し
、
首
里
ち
だ
が

な
し
）
と
言
ふ
の
も
、
王
者
を
太
陽
神
の
化
現
即
、
内
地
の
古
語
で
言
へ
ば
、
日
の
み
子
と
見
た
の
で
あ

る
ら
し
い
。

祖
先
崇
拝
の
盛
ん
な
事
、
其
を
以
て
、
国
粋
第
一
と
誇
つ
て
ゐ
る
内
地
の
人
々
も
、
及
ば
ぬ
程
で
あ
る
。

旧
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
一
戸
か
ら
一
人
づ
ゝ
、
一
門
中
一
か
た
ま
り
に
な
つ
て
遠
い
先
祖
の
墓
や
、

一
族
に
由
緒
あ
る
土
地
・
根
所
、
其
外
の
名
所
・
故
跡
を
巡
拝
し
て
廻
る
神
拝
み
と
言
ふ
事
を
す
る
。
首

里
・
那
覇
辺
か
ら
、 

国  

頭 

ク
ニ
ガ
ミ

の
端
ま
で
出
か
け
る
家
す
ら
あ
る
。
単
に
此
だ
け
で
、
醇
化
せ
ら
れ
た
祖
先
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崇
拝
と
言
ふ
事
は
出
来
な
い
。
常
に
其
背
後
に
は
、
墓
に
対
す
る
恐
怖
と
、
死
霊
に
対
す
る
諂コ
び
仕
へ
の

心
持
ち
が
見
え
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
六
　
神
地

琉
球
神
道
で
は
、
神
の
此
土
に
来
る
の
は
、
海
か
ら
と
、
大
空
か
ら
と
で
あ
る
。
勿
論
厳
密
に
言
へ
ば
、

判
然
た
る
区
別
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
此
二
様
の
考
へ
は
あ
る
様
で
あ
る
。
空
か
ら
降
る

と
見
る
場
合
を
、
あ
ふ
り
・
あ
を
り
・
あ
も
り
な
ど
言
ふ
。
皆
天ア
降モ
り
と
一
つ
語
原
で
あ
る
。
山
や
丘
陵

の
あ
る
場
合
に
は
、
其
に
降
る
の
が
、
古
式
の
様
だ
が
、
平
地
に
も
降
る
事
は
、
間
々
あ
る
。
但
、
其
場

合
は
喬
木
に
よ
つ
て
天
降
る
も
の
と
見
た
ら
し
い
。
蒲ク
葵バ
（
＝
び
ら
う
）
の
木
が
神
聖
視
さ
れ
る
の
は
、

多
く
此
木
に
あ
ふ
り
が
あ
る
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。
蒲
葵
の
木
が
、
最
神
聖
な
地
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
御
嶽
オ
タ
ケ

の
中
心
に
な
り
、
又
さ
な
く
と
も
く
ば
・
こ
ぼ
う
・
く
ぼ
う
な
ど
言
ふ
名
を
負
う
た
御
嶽
の
多
い
の
は
、

此
信
仰
か
ら
出
た
の
で
あ
る
。

神
影
向
の
地
と
信
じ
て
、
神
人
の
祭
り
の
時
に
出
入
で
い
り
す
る
外
、
一
切
普
通
の
人
殊
に
男
子
を
嫌
ふ
場
処
が
、

御
嶽
オ
タ
ケ
で
あ
る
。
神
は
時
あ
つ
て
、
此
処
に  

凉    

傘  

リ
ヤ
ン
サ
ン

を
現
じ
て
、
其
下
に
あ
ふ
る
の
で
あ
る
。
首
里
王
朝
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の
頃
は
、
公
式
に  

凉    

傘  

リ
ヤ
ン
サ
ン

の
立
つ
御
嶽
と
認
め
ら
れ
て
居
た
も
の
は
、
極
つ
て
居
た
。
併
し
、
間
切
々

マ
ギ
リ
／

″々
＼
の
御
嶽
の
神
々
も
、  

凉    

傘  

リ
ヤ
ン
サ
ン

を
下
し
て
あ
ふ
る
の
が
、
古
風
な
の
で
あ
る
。
御
嶽
の
あ
る
地
を
、
普

通
森モリ
と
い
ふ
。
「
も
り
」
は
丘
陵
の
事
で
あ
る
。
高
地
に
神
の
降
る
の
が
原
則
で
あ
る
為
の
名
に
違
ひ
な

い
。
其
が
、
内
地
の
杜モリ
と
同
じ
内
容
を
持
つ
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

神
は
御
嶽
オ
タ
ケ
に
常
在
す
る
の
で
は
な
い
が
、
神
聖
視
す
る
所
か
ら
、
い
つ
で
も
在イマ
す
様
に
考
へ
ら
れ
も
す
る
。

内
地
の 

杜  

々 

モ
リ
〳
〵

の
神
も
、
古
く
は
社
を
持
た
な
か
つ
た
に
相
違
な
い
。
三
輪
の
如
き
は
「
三
輪
の
殿
戸
」

の
歌
を
証
拠
と
し
て
、
社
殿
の
存
在
し
た
事
を
主
張
す
る
人
も
出
て
来
た
が
、
あ
の
歌
だ
け
で
は
、
此
ま

で
の
説
を
崩
す
ま
で
に
は
ゆ
か
ぬ
。
杜モリ
・
神
南
備

カ
ム
ナ
ビ

な
ど
は
、
社
殿
の
な
い
の
が
本
体
で
、
社
あ
る
は
、
家
ヤ
カ

つ
神ガミ
或
は
、
梯
立
で
昇
り
降
り
す
る
ほ
く
ら
の
神
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
社
あ
る
神
と
、
な
い
神
と
が
、

同
時
に
存
在
し
た
の
は
、
事
実
で
あ
る
。
社
殿
に
斎いつ
か
な
か
つ
た
神
は
、
恐
ら
く
御
嶽
と
似
た
式
で
祀
ら

れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

処
に
よ
つ
て
は
、
極
め
て
稀
に
、
御
嶽
の
中
に
、
小
さ
な
殿
を
作
つ
て
ゐ
る
処
も
あ
る
。
此
は
必
、
祭
儀

の
必
要
か
ら
出
来
た
も
の
で
、
神
の
在
り
処
で
な
い
で
あ
ら
う
。

御
嶽
は
、  

神    

人  

カ
ミ
ン
チ
ユ

の
外
は
入
れ
な
い
地
方
と
、
女
な
ら
ば
出
入
を
自
由
に
し
て
あ
る
と
こ
ろ
と
が
あ
る
。

女
に
は
、
神
人
と
な
る
事
の
出
来
る
資
格
を
認
め
る
か
ら
と
思
は
れ
る
。
ど
の
地
方
で
も
、
男
は
絶
対
に
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禁
止
で
あ
る
。
島
尻
の 

斎  

場 

サ
イ
フ
ア

御
嶽
で
も
、
近
年
ま
で
は
、
女
装
を
学
ば
ね
ば
這
入
れ
ぬ
事
に
な
つ
て
ゐ

た
。

大
き
な
御
嶽
オ
タ
ケ
な
ら
、
其
中
に
、
別
に
歌
舞
ア
ソ
ビ
を
す
る
場
処
が
あ
る
。
久
高
の
仲
の
御
嶽
オ
タ
ケ
の
如
き
が
其
で
あ
る
。

併
し
多
く
は
、
其
為
に
神
あ
し
ゃ
げ
が
あ
る
。

神﹅
あ﹅
し﹅
ゃ﹅
げ﹅
に
な
つ
て
居
て
、
一
隅
に
火
の
神
の
三
つ
石
を
、
炉
の
形
に
し
た
凹
み
に
据
ゑ
て
あ
る
。
大

抵
御
嶽
オ
タ
ケ
か
ら
は
遠
く
、
祝
女
殿
内

ノ
ロ
ド
ン
チ

か
ら
は
近
い
。
御
嶽
オ
タ
ケ
に
影
向
あ
つ
た
り
、
海
か
ら
来
た
神
を
迎
へ
て
、

此
処
で
歌
舞
ア
ソ
ビ
を
す
る
。
其
中
で
は
、
祝ノ
女ロ
を
中
心
に
、
根
神
お
く
で
其
他
の  

神    

人  

カ
ミ
ン
チ
ユ

が
定
ま
つ
た
席
順

に
居
並
ぶ
。
其
中
の
あ
す
び
た
も
と
と
言
ふ  

神    

人  

カ
ミ
ン
チ
ユ

が
、
の
ろ
等
の
謳
ふ
神
歌
オ
モ
ロ
（
お
も
ろ
双
紙
の
内
に

あ
る
も
の
で
な
く
、
其
地
方
々
々
の
神
人
の
間
に
伝
承
し
て
ゐ
る
も
の
）
で
、
舞
ふ
の
で
あ
る
。
舞
ふ
の

は
勿
論
、
右
の
あ
し
ゃ
げ
庭ナア
と
言
ふ
建
て
物
の
外
の
広
場
で
ゞ
あ
る
。
又
、
唯
あ
し
ゃ
げ
と
ば
か
り
言
ふ

建
て
物
が
あ
る
。
此
は
、
根
所
々
々
の
先
祖
を
祀
つ
て
ゐ
る
建
て
物
で
、
一
軒
建
ち
の
、
住
宅
と
殆
ど
違

ひ
の
な
い
、
床
も
か
い
て
あ
る
物
で
あ
る
。
此
は
正
し
く
は
、
殿
と
言
ふ
べ
き
も
の
で
、
根
所
之
殿
・
里

主
所
之
殿
な
ど
、
書
物
に
あ
る
の
が
、
其
で
あ
ら
う
。

殿トノ
（
又
、
と
ん
）
と
言
ふ
の
に
も
、
色
々
あ
る
。
右
の
や
う
な
殿
も
あ
り
、
又
、
祝
女
殿
内

ノ
ロ
ド
ン
チ

（
ぬ
る
ど
の

ち
＝
ぬ
ん
ど
ん
ち
）
の
様
に
、
祝
女
の
住
宅
を
斥サ
す
事
も
あ
る
。
が
、
畢
竟
、
神
を
斎
い
て
あ
る
か
ら
の
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名
で
、
な
み
の
住
宅
に
は
、
殿
と
は
言
は
ぬ
。
琉
球
神
道
で
は
、
旧
跡
を
重
ん
じ
て
、
城
趾
・
旧
宅
地
な

ど
の
歴
史
的
の
関
係
あ
る
処
に
は
、
必
殿
を
建
て
ゝ
、
祭
日
に
の
ろ
以
下
の
神
人
の
巡
遊
に
は
、
立
ち
よ

つ
て
一
々
儀
式
が
あ
る
。

殿
・
あ
し
ゃ
げ
と
区
別
の
な
い
建
て
物
か
、
又
建
て
物
な
し
に
必
拝
む
場
処
が
あ
る
。
其
が
海
中
で
あ
る

事
も
、
道
傍
の
塚
で
あ
る
事
も
、
崖
の
窟ガマ
で
あ
る
事
も
あ
る
。
総
称
し
て
を
が
ん
と
い
ふ
。
拝
所
即
を
が

み
で
あ
る
。

人
形
遣
ひ
を
ち
ょ
ん
だ
ら
あ
と
言
ひ
、
其
子
孫
を
嫌
つ
て
ゐ
る
が
、
此
に
似
て
一
種
の
特
殊
部
落
の
如
き

ね
ん
ぶ
つ
ち
ゃ
あ
と
言
ふ
の
が
、
首
里
の
石
嶺
に
居
る
。
此
は
葬
式
の
手
伝
ひ
を
し
、
亦
人
形
を
遣
ふ
。

人
形
を
踊
ら
せ
る
箱
を
て
ら
と
称
す
る
が
、
内
地
の
ほ
こ
ら
と
同
じ
や
う
な
も
の
で
、
寺
と
は
全
く
違
う

て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
七
　
神
祭
り
の
処
と
霊
代
と

神
の
目
標
と
な
る
も
の
は
香
炉
で
あ
る
。
建
築
物
の
中
に
は
、
三
体
の
火
の
神カン
が
置
か
れ
て
あ
る
と
同
様

に
、
神
の
在
す
場
所
に
は
、
必
香
炉
が
置
い
て
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
香
炉
の
数
に
よ
つ
て
、
家
族
の
集
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合
し
て
居
る
数
が
知
れ
る
。
琉
球
の
遊
廓
へ
、
税
務
所
の
官
吏
が
出
張
し
て
尾ズ
類リ
（
遊
女
）
の
数
を
見
定

め
る
に
は
、
竈
の
側
に
置
い
て
あ
る
香
炉
の
数
で
知
る
事
が
出
来
る
と
言
ふ
。

香
炉
は
、
其
置
く
場
所
を
、
臨
時
に
変
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
女
は
各
自
、
必
香
炉
を
所
有
し
て
居
る
。

女
に
は
、
香
炉
は
附
き
物
で
あ
る
。
香
炉
が
な
け
れ
ば
、
神
の
在
る
所
が
わ
か
ら
な
い
。
其
ほ
ど
、
香
炉

に
対
す
る
信
仰
が
あ
る
。
形
は
壺
の
如
き
も
の
や
、
こ
穢
い
茶
碗
の
縁
の
欠
け
た
物
等
が
、
立
派
に
飾
ら

れ
て
あ
る
。
香
炉
が
あ
る
所
に
は
、
神
が
存
在
す
る
と
信
じ
て
居
る
故
、
香
炉
が
神
の
様
に
な
つ
て
居
る
。

拝
所
に
は
、
幾
種
類
も
の
香
炉
が
あ
る
。
八
重
山
の
い
び
と
言
ふ
語
は
、
香
炉
の
事
で
あ
る
と
思
ふ
が
、

先
輩
の
意
見
は
各
異
つ
て
居
る
。

八
重
山
に
は
、
御
嶽
に
三
つ
の
神
が
あ
る
。
又
、
か
み
な
お
た
け
・
お
ん
い
べ
お
た
け
と
言
ふ
の
が
あ
る
。

八
重
山
の
み
、
い
び
又
は
い
べ
と
言
ふ
事
を
言
ふ
が
、
他
所
の
い
び
と
う
ぶ
と
は
異
つ
て
居
る
。
う
ぶ
は
、

奥
の
事
で
あ
る
。
沖
縄
で
は
、
奥
武
と
書
い
て
居
る
。
ど
れ
が
い
び
で
あ
る
か
、
厳
格
に
示
す
事
は
出
来

な
い
が
、
う
ぶ
の
中
の
神
々
し
い
神
の
来
臨
す
る
場
所
と
言
ふ
意
味
で
あ
る
と
思
ふ
。
八
重
山
の
老
人
の

話
で
は
、
御
嶽
の
う
ぶ
で
は
な
く
て
、
門
に
あ
る
香
炉
で
あ
る
と
言
つ
て
居
る
。
即
、
香
炉
を
神
と
信
ず

る
結
果
、
香
炉
自
体
を
い
び
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
処
が
火
の
神
に
も
香
炉
が
あ
る
。
中
に
は
香
炉
だ
け
の

神
も
あ
る
が
、
要
す
る
に
自
然
的
に
香
炉
を
神
と
信
じ
て
居
る
。
其
香
炉
が
、
又
幾
つ
に
も
分
れ
る
。
香
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炉
が
分
れ
る
け
れ
ど
も
、
分
れ
た
と
は
言
は
な
い
で
、
彼
方
の
神
を
持
つ
て
来
た
と
言
ふ
、
言
ひ
方
を
す

る
。
つ
ま
り
、
嫁
に
行
つ
た
り
、
比
較
的
長
い
間
家
を
出
て
居
る
も
の
は
、
香
炉
を
作
つ
て
持
つ
て
行
く
。

尾ズ
類リ
（
遊
女
）
は
、
此
例
に
よ
つ
て
、
香
炉
を
各
自
持
参
す
る
の
で
あ
る
。

沖
縄
に
は
、
遥
拝
所
が
あ
る
。
三
平
ミ
ヒ
ラ
の
大
阿
母

ウ
フ
ア
ム

し
ら
れ
の
殿
内
ド
ン
チ
即
、
南ハ
風エ
の
平ヒラ
に
は
首
里
殿
内

シ
ユ
ン
ド
ン
チ
、
真
和
志

の
比ヒ
等ラ
に
は
真
壁
殿
内

マ
カ
ン
ド
ン
チ
、
北ニシ
の
比ヒ
等ラ
に
は
儀
保
殿
内

ギ
ボ
ド
ン
チ

な
る
巫
女
の
住
宅
な
る
社
殿
を
据
ゑ
、
神
々
の
お
と

ほ
し
と
し
て
祀
つ
て
あ
る
。
即
、
遠
方
よ
り
香
炉
を
据
ゑ
て
、
本
国
の
神
を
遥
拝
す
る
の
で
あ
る
。
此
遥

拝
す
る
事
か
ら
、
色
々
の
問
題
が
出
て
来
る
。
例
へ
ば
、
祝ノロ
の
家
に
も
香
炉
が
あ
り
、
御
嶽
に
も
香
炉
が

あ
る
。
の
ろ
は
、
家
の
香
炉
に
線
香
を
立
て
ゝ
御
嶽
に
行
く
。
時
に
よ
る
と
、
香
炉
を
中
心
に
し
て
社
を

造
る
事
が
あ
る
。
沖
縄
の
辺
で
も
、
久
高
島
を
遥
拝
す
る
為
に
、
べ
ん
が
御
嶽
を
作
つ
て
居
り
、
八
重
山

の
中
で
も
、
よ
な
ぎ
島
よ
り
来
た
人
々
は
、
よ
な
ぎ
お
ほ
ん
を
作
り
、
宮
良
村
で
は
、
小
浜
村
よ
り
渡
来

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
小
浜
お
ほ
ん
を
作
り
、
各
香
炉
を
据
ゑ
て
、
遥
拝
所
と
し
て
居
る
。
又
、
白
保
ス
サ
ブ
村

の
波
照
間
お
ほ
ん
の
如
き
も
其
で
あ
る
。
此
等
は
皆
、
御
嶽
に
属
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
個
人
で
言
へ
ば
、

尾ズ
類リ
が
竈
に
香
炉
を
置
い
て
遥
拝
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

一
族
の
神
を
祀
る
は
、
女
の
役
目
で
あ
る
。
其
家
の
香
炉
を
拝
す
る
の
は
、
其
家
の
女
で
あ
る
と
言
ふ
観

念
が
先
入
主
と
な
つ
て
、
女
の
旅
行
に
は
必
、
此
香
炉
を
持
つ
て
行
く
。
此
は
男
に
は
よ
く
訣
ら
な
い
が
、
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女
は
秘
密
裡
に
此
等
を
保
存
し
て
居
る
。
家
に
よ
る
と
、
香
炉
が
沢
山
あ
る
所
が
あ
る
。
中
に
は
、
理
由

の
訣
ら
ぬ
香
炉
が
出
て
来
る
。
大
昔
、
其
家
を
造
つ
た
と
称
す
る
者
の
香
炉
が
二
つ
あ
る
。
嫁
し
た
娘
の

若
死
に
よ
つ
て
、
持
つ
て
行
つ
た
香
炉
が
戻
つ
て
来
る
。
さ
う
し
て
居
る
間
に
、
何
年
も
経
る
と
理
由
の

訣
ら
ぬ
香
炉
が
出
来
て
来
る
。
八
重
山
で
は
、
香
炉
の
格
好
が
大
分
異
つ
て
来
る
。
香
炉
に
、
ふ
ん
じ
ん

と
、
か
ん
じ
ん
（
又
は
こ
ん
じ
ん
）
の
二
種
類
が
あ
る
。
ふ
ん
じ
ん
は
、
其
家
の
分
れ
て
後
の
先
祖
を
祀

る
も
の
で
、
本
神
と
も
言
ふ
意
味
で
あ
る
。
こ
ん
じ
ん
の
名
義
は
不
明
で
あ
る
。
か
ん
じ
ん
は
、
女
で
な

け
れ
ば
触
れ
る
事
す
ら
出
来
な
い
。
其
に
供
へ
た
物
は
、
女
の
み
が
食
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
此
は
女
で

な
け
れ
ば
、
供
へ
物
を
す
る
事
は
出
来
な
い
と
言
ふ
意
味
で
あ
る
。
か
ん
じ
ん
は
、
女
の
人
の
喰
べ
余
り

と
言
ふ
解
釈
に
も
な
る
。
か
ん
じ
ん
は
、
女
の
嫁
入
り
す
る
時
に
持
つ
て
行
く
。
而
し
て
、
仏
壇
が
別
で

あ
る
。
ふ
ん
じ
ん
は
男
も
拝
す
る
事
が
出
来
る
け
れ
ど
も
、
か
ん
じ
ん
は
女
の
専
有
物
で
あ
る
。

沖
縄
本
島
で
は
、
自
分
の
家
の
香
炉
を
有
つ
て
来
て
も
、
別
の
場
所
に
置
い
て
あ
る
。
自
分
の
家
の
神
は

亭
主
が
祀
つ
て
も
よ
い
が
、
嫁
の
持
つ
て
来
た
香
炉
は
、
女
以
外
の
人
間
の
、
全
く
ど
う
す
る
事
も
出
来

な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
じ
ん
は
、
根
神
よ
り
出
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
八
　
色
々
の
巫
女
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琉
球
の
神
話
で
は
、
天
地
の
初
め
、
日
の
神
下
界
を
造
り
固
め
よ
う
と
し
て
、
あ
ま
み
き
ょ
・
し
ね
り
き

ょ
に
命
じ
て
、
数
多
く
の
島
を
造
ら
せ
た
。
そ
れ
が
後
の
有
名
な
御
嶽
或
は
、
森
と
な
つ
た
。
さ
う
し
て

其
二
柱
の
産
ん
だ
三
男
・
二
女
が
、
人
間
の
始
め
と
な
つ
て
ゐ
る
。
長
男
は
国
主
の
始
め
、
二
男
は
諸
侯

の
始
め
、
三
男
は
百
姓
の
始
め
、
長
女
は  

君    

々  

キ
ミ
／
″
＼

の
始
め
、
二
女
は 

祝  

々 

ノ
ロ
〳
〵

の
始
め
と
称
せ
ら
れ
て
ゐ

る
。

の
ろ
は
、
始
終
ゆ
た
と
対
照
し
て
考
へ
ら
れ
る
所
か
ら
、  

君    

々  

キ
ミ
／
″
＼

は
ゆ
た
の
元
と
考
へ
ら
れ
勝
ち
で
あ

る
が
、
男
の
方
で
も
、
三
つ
の
階
級
に
分
け
て
考
へ
て
ゐ
る
以
上
、
女
の
方
も
亦
、
上
級
・
下
級
二
組
の

区
別
を
見
せ
た
も
の
と
見
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
君キミ
と
祝ノロ
と
は
、
女
官
御
双
紙
を
見
て
も
知
れ
る
や
う
に
、

琉
球
の
女
官
と
言
ふ
考
へ
に
は
、
普
通
の
后
妃
・
嬪
・
夫
人
以
下
の
女
官
と
聞
得
大
君

キ
コ
エ
ウ
フ
キ
ミ
・
島
尻
の
佐サ
司ス
笠カ

按
司
サ
ア
ジ
・
国
頭
の
阿ア
応オ
理リ
恵ヱ
按ア
司ジ
な
ど
の
神
職
を
等
し
く
女
官
と
し
て
登
録
し
て
ゐ
る
。
思
ふ
に
君キミ
と
言
ふ

の
は
、
右
の
三
神
職
の
外
に
、
首
里
三ミ
比ヒ
等ラ
の
大
阿
母

ウ
フ
ア
ム

し
ら
れ
其
他
、
歴
史
的
に
意
味
の
つ
い
て
ゐ
る
地

方
の
大
阿
母

ウ
フ
ア
ム

・
阿ア
母ン
加ガ
奈ナ
志シ
（
伊
平
屋
島
）
・
君
南
風

ミ
キ
ハ
エ

（
久
米
島
）
な
ど
言
ふ
重
い
巫
女
た
ち
を
斥
す
も

の
で
あ
ら
う
。
君
南
風

キ
ミ
ハ
エ

は
、
南
君
と
言
ふ
の
と
同
じ
後
置
修
飾
格
で
、
南
方
に
居
る
高
級
巫
女
の
意
で
あ

る
。
毎
年
十
二
月
、  

君    

々  

キ
ミ
／
″
＼

御
玉
改
め
と
言
ふ
事
が
あ
つ
て
、
三ミ
平ヒ
等ラ
の
大
阿
母

ウ
フ
ア
ム

し
ら
れ
の
玉
か
わ
ら
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（
巫
女
の
つ
け
る
勾
玉
）
を
調
べ
た
よ
し
、
由
来
記
に
見
え
て
ゐ
る
。
又
、
君キミ
に
三
十
三
人
あ
つ
た
事
は
、

女
官
御
双
紙
に
出
て
ゐ
る
。  

君    

々  

キ
ミ
／
″
＼

の
祖
、 

祝  

々 

ノ
ロ
〳
〵

の
祖
と
あ
る
の
は
、
巫
女
の
起
原
を
説
い
た
の
で
、

巫
女
に
高
下
あ
る
の
は
、
其
祖
の
長
幼
の
順
に
よ
つ
た
の
だ
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

女
官
の
中
、
皇
后
の
次
に
位
し
、
巫
女
で
は
最
高
級
の
聞
得
大
君

チ
フ
イ
ヂ
ン

（
＝
き
こ
え
う
ふ
き
み
）
は
、
昔
は
王

家
の
処
女
を
用
ゐ
て
、
位
置
は
皇
后
よ
り
も
高
か
つ
た
の
を
、
霊
元
院
の
寛
文
七
年
に
当
る
年
、
席
順
を

換
へ
た
の
で
あ
る
。
王
家
の
寡
婦
が
、
聞
得
大
君

チ
フ
イ
ヂ
ン

と
な
る
事
に
な
つ
た
の
も
、
可
な
り
古
く
か
ら
の
事
と

思
は
れ
る
。
昔
は
、
琉
球
神
道
で
は
、
巫
祝
の
夫
を
持
つ
事
を
認
め
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
段
々
変

じ
て
、
二
夫
に
見まみ
え
な
い
者
は
、
許
す
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
地
方
豪
族
の
妻
を
大
阿
母

ウ
フ
ア
ム

・
祝ノ
女ロ
な
ど

に
任
じ
た
事
も
、
可
な
り
古
く
か
ら
の
事
ら
し
い
。
唯
形
式
だ
け
で
も
、
い
ま
だ
に
、
独
身
を
原
則
と
し

て
居
る
の
は
、 

国  

頭 

ク
ニ
ガ
ミ

の
巫
女
た
ち
で
、
今
帰
仁

ナ
キ
ジ
ン

の
阿ア
応オ
理リ
恵ヱ
は
独
身
、
辺
土
の
ろ
は
表
面
独
身
で
、
私

生
の
子
を
育
て
ゝ
ゐ
る
。
其
外
の
ろ
の
夫
の
夭
折
を
信
じ
て
ゐ
る
事
も
、
国
頭
地
方
に
強
い
。
神
の
怨
み

を
受
け
る
と
信
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
此
は
、 
国  
頭 
ク
ニ
ガ
ミ

地
方
が
、
北
山
時
代
か
ら
の
神
道
を
伝
へ
て
、
幾

分
、
中
山
・
南
山
の
神
道
と
趣
き
を
異
に
し
て
ゐ
る
所
が
あ
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
久
高
島
で
は
、
結
婚
の

時
、
嫁
が
壻
を
避
け
て
逃
げ
廻
る
習
慣
が
あ
つ
た
が
、
其
は
夜
分
の
こ
と
で
、
昼
の
間
は
現
れ
て
為
事
を

手
伝
う
た
り
し
た
。
夜
に
な
つ
て
壻
が
大
勢
の
友
人
と
嫁
を
捜
す
の
を
と
じ
と
め
ゆ
ん
即
嫁ヨメ
さ
が
し
と
称
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す
る
。
此
島
に
は
現
在
の
ろ
が
二
人
居
る
が
、
其
一
人
の
老
婆
は
、
七
十
余
日
の
間
逃
げ
廻
つ
た
と
言
ふ

の
で
有
名
で
あ
る
。

聞
得
大
君

チ
フ
イ
ヂ
ン

は
、
我
が
国
の
斎
宮
・
斎
院
と
同
じ
意
味
の
も
の
で
、
其
居
処
聞
得
大
君
御
殿

チ
フ
イ
ヂ
ン
オ
ド
ン

は
、
琉
球
神
道

の
総
本
山
の
様
な
形
が
あ
つ
た
。
此
琉
球
の
斎
王
が
、
皇
后
の
上
に
在
つ
た
と
言
ふ
事
は
、
琉
球
の
古
伝

説
に
数
多
い
、
巫
女
と
巫
女
の
兄
な
る
国
主
・
島
主
の
話
を
生
み
出
し
た
根
元
の
、
古
代
習
俗
で
あ
つ
た

の
で
あ
る
。

久
高
島
の
結
婚
の
時
に
合
唱
す
る
謡

　
　  

女  

神  

殿  

ヰ
ナ
グ
メ
ガ
ナ
サ

は
、
君キミ
の
愛メデ
（
？
）
。  

男  

神  

殿  

ヰ
キ
ガ
ミ
ガ
ナ
サ

は
、 

首  

里  

殿  

愛 

ス
ン
ヂ
ヤ
ナ
シ
メ
デ

。

と
言
ふ
文
句
は
、
新
郎
な
る
此
島
男
は
、
国
王
に
愛
せ
ら
れ
む
。
新
婦
な
る
此
女
は
、
聞
得
大
君

チ
フ
イ
ヂ
ン

に
愛
せ

ら
れ
む
と
の
意
で
あ
ら
う
。
民
間
伝
承
に
す
ら
、
此
様
に
国
王
と
、
聞
得
大
君
と
を
双
べ
考
へ
て
ゐ
る
。

琉
球
本
島
を
分
け
ど
つ
て
ゐ
た
、
昔
の
北
山
・
南
山
・
中
山
の
三
国
は
、
各
大
同
で
あ
つ
て
小
異
を
含
ん

だ
神
道
を
持
つ
て
ゐ
て
、
中
山
は
聞
得
大
君
、
南
山
は
佐
司
笠
按
司

サ
ス
カ
サ
ア
ジ

、
北
山
は
阿ア
応オ
理リ
恵ヱ
按ア
司ジ
を
最
高
の

巫
女
と
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
、
と
柳
田
先
生
も
、
伊
波
氏
も
言
う
て
ゐ
ら
れ
る
。
其
三
巫
女
の
代
理

と
も
言
ふ
べ
き
も
の
を
、
首
里
三
平ヒ
等ラ
（
台
地
）
に
置
い
た
。
南ハ
風エ
の
平ヒ
等ラ
に
は
首
里
殿
内

シ
ユ
ン
ド
ン
チ
、
真
和
志
の

平ヒ
等ラ
に
は
真
壁
殿
内

マ
カ
ン
ド
ン
チ
、
北ニシ
の
平ヒ
等ラ
に
は
儀
保
殿
内

ギ
ボ
ド
ン
チ

な
る
巫
女
の
住
宅
な
る
社
殿
を
据
ゑ
て
、
三
つ
の
台
地
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に
集
め
た
、
三
山
豪
族
た
ち
の
信
仰
の
中
心
に
し
て
あ
つ
た
。
而
も
、
殿
内
々
々
に
は
、
聞
得
大
殿
同
様

の
祭
神
を
祀
ら
し
て
居
た
。
此
等
の
殿
内
は
皆
、
三
山
の
主
神
の
遥
拝
所

オ
ト
ホ
シ

と
し
て
設
け
た
の
で
あ
ら
う
。

三
殿
内
に
は
、
真
壁
大
阿
母
志
良
礼

マ
カ
ン
ウ
フ
ア
ム
シ
ラ
レ

・
首
里
大
阿
母
志
良
礼

シ
ユ
ン
ウ
フ
ア
ム
シ
ラ
レ

・
儀
保
大
阿
母
志
良
礼

ギ
ボ
ウ
フ
ア
ム
シ
ラ
レ

を
置
い
た
。
其
上
更

に
官
と
し
て
、
聞
得
大
君
が
据
ゑ
て
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
三
つ
の
大
阿
母
志
良
礼

ウ
フ
ア
ム
シ
ラ
レ

の
下
に
は
、
其
々
の
地

方
の
巫
女
が
附
属
し
て
ゐ
る
。
佐
司
笠

サ
ス
カ
サ

・
阿ア
応オ
理リ
恵ヱ
は
、
実
力
か
ら
自
然
に
、
游
離
し
て
来
る
事
に
な
つ

た
の
で
あ
る
。
併
し
、
此
と
て
、
元
々
別
々
の
も
の
が
帰
一
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
同
根
の
分
派
が

再
び
習
合
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
、
当
を
得
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

三
比ヒ
等ラ
の
殿
内
の
下
に
は
、
間
切
マ
キ
リ
々
々
（
今
、
村
）
、
村
々
（
今
、
字
）
の
君キミ
並
び
に
、
の
ろ
た
ち
が
附

属
し
て
ゐ
る
。
の
ろ
は
敬
称
し
て
の
ろ
く
も
い
と
言
ふ
。
く
も
い
は
雲
上
と
宛
て
字
す
る
。
親
雲
上

ペ
イ
チ
ン

（
う

や
く
も
い
）
な
ど
ゝ
同
じ
く
、
役
人
に
対
し
て
言
ふ
敬
意
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
王
朝
時
代
は
、

役
地
が
与
へ
ら
れ
て
ゐ
て
、
下
級
女
官
の
実
を
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
一
間
切
に
一
人
以
上
の
の
ろ
が

あ
つ
て
、
数
多
の  

神    

人  

カ
ミ
ン
チ
ユ

（
女
）
を
統
率
し
て
ゐ
る
。
女
は
皆
神
人
と
な
る
資
格
を
持
つ
の
が
原
則
だ

つ
た
の
で
、
久
高
島
の
婚
礼
謡
の
様
な
考
へ
方
が
出
て
来
る
。
上
は
聞
得
大
君

チ
フ
イ
ヂ
ン

か
ら
、
下
は
村
々
の
神
人

に
到
る
迄
、
一
つ
の
糸
で
貫
い
て
あ
る
の
が
、
琉
球
の
巫
女
教
で
あ
る
。
の
ろ
の
仕
へ
る
の
は
、
地
物
・

庶
物
の
神
な
る
御
嶽
・
御ヲ
拝ガ
所ン
の
神
で
あ
る
。
又
、
自
分
の
の
ろ
殿
内
ド
ノ
チ
の
宅ヤカ
つ
神
な
る
火
の
神
に
事ツカ
へ
る
。
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其
外
に
も
、
村
全
体
と
し
て
の
神
事
に
は
、
中
心
と
な
つ
て
祭
り
を
す
る
。
間
切
、
村
の 

根  

所 

ネ
ド
コ
ロ

の
祭
り

に
も
与
る
。

 

根  
所 

ネ
ド
コ
ロ

と
言
ふ
の
は
、
各
地
に
か
た
ま
つ
た
り
、
散
在
し
た
り
し
て
ゐ
る
一
族
の
本
家
の
事
で
あ
る
。
根ネ

   

所 

ド
コ
ロ
は
元
々
其
地
方
の
豪
族
で
あ
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
根
所
々
々
に
は
、
先
祖
を
祀
つ
た
殿
或
は
あ
し

ゃ
げ
が
あ
つ
て
、
其
中
に
は
、
仏
壇
風
の
棚
に
位
牌
を
置
く
の
が
普
通
で
あ
る
。
此
神
が
根
神
ネ
ガ
ミ
で
あ
る
。

標
準
語
で
言
へ
ば
、
氏
神
と
言
ふ
事
に
な
る
。
一
つ 

根  

所 

ネ
ド
コ
ロ

の
神
を
仰
い
で
ゐ
る
族
人
が
根
人
ネ
ビ
ト
（
ね
い
ん

ち
ゆ
＝
に
ん
ち
ゆ
＝
に
つ
ち
ゆ
）
で
あ
る
。
処
が
、 

根  

所 

ネ
ド
コ
ロ

の
当
主
に
限
り
特
に
根
人
ネ
ビ
ト
と
言
ふ
事
も
多
い
。

此
は
男
で
あ
つ
て
、
而
も
、
神
事
に
大
切
な
関
係
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
で
、
勢
頭
神

シ
ヅ
カ
ミ

又
は
、
大
勢
頭

ウ
フ
シ
ヅ

な
ど

言
ふ
者
が
、
巫
女
中
心
の
神
道
に
於
け
る
男
覡
で
あ
る
。 

根 

人 

腹 

ネ
ン
チ
ユ
バ
ラ
（
原
と
宛
て
字
す
る
の
と
一
つ
で
あ

ら
う
）
と
言
ふ
事
は
、
氏
子
・
氏
人
の
意
が
明
ら
か
に
あ
る
。

根
神
ネ
ガ
ミ
に
仕
へ
る
女
を
亦
、
根
神
ネ
ガ
ミ
と
言
ふ
。
根
神
お
く
で
（
又
、
う
く
で
い
）
と
言
ふ
が
正
し
い
。
併
し
、

あ
る
神
と
、
あ
る
神
専
属
の
巫
女
と
の
間
に
、
区
別
を
立
て
る
事
を
せ
ぬ
琉
球
神
道
で
は
、
巫
女
を
直
に
、

神
名
で
よ
ぶ
。
根
神
お
く
で
の
略
語
と
言
ふ
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
御オ
く
で
は
、
く
で
と
か
こ
で
と

か
言
ふ
語
が
語
根
で
、
託
女
と
訳
し
て
ゐ
る
。
古
く
は
や
は
り
、
聞
得
大
君

チ
フ
イ
ヂ
ン

同
様
、 

根  

所 

ネ
ド
コ
ロ

た
る
豪
族
の

娘
か
ら
採
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
近
代
は
、 

根 

人 

腹 

ネ
ン
チ
ユ
バ
ラ
の
中
か
ら
女
子
二
人
を
択
ん
で
、
氏
神
の
陽
神
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に
仕
へ
る
方
を
男オメ
（
神ケイ
）
託
女
オ
ク
デ
、
陰
神
に
仕
へ
る
の
を
、
女オメ
（
神ナイ
）
託
女
オ
ク
デ
と
言
ふ
、
と
伊
波
氏
は
書
い
て

ゐ
ら
れ
る
（
琉
球
女
性
史
）
。
地
方
に
あ
つ
て
は
、
厳
重
に
此
通
り
も
守
つ
て
は
居
な
い
様
で
あ
る
。
此

根
神
お
く
で
の
根
神
ネ
ガ
ミ
が
、
一
族
中
に
勢
力
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
、
一
村
が
同
族
で
あ
る
村
な
ど
で
は
、
根ネ

神ガミ
は
の
ろ
を
凌
ぐ
程
の
権
力
が
あ
る
。
根
神
ネ
ガ
ミ
は
の
ろ
の
支
配
下
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
の
ろ
と
仲
違
ひ
し

て
ゐ
る
も
の
ゝ
多
い
の
は
、
此
為
で
あ
る
。
而
も
村
の
神
事
に
は
、
平
生
の
行
き
が
ゝ
り
を
忘
れ
て
、
一

致
す
る
様
で
あ
る
。
根
所
々
々
に
も
、
の
ろ
の
為
に
は
、
一
つ
の
御ヲ
拝ガ
所ン
で
あ
り
、
根
神
も
、
一
方
に
村

の  

神    

人  

カ
ミ
ン
チ
ユ

で
あ
る
点
か
ら
、
根
所
以
外
の
祭
事
に
も
与
つ
て
、
の
ろ
の
次
席
に
坐
る
。

祖
先
崇
拝
が
琉
球
神
道
の
古
い
大
筋
だ
と
の
観
察
点
に
立
つ
人
々
は
、
の
ろ
が
政
策
上
に
生
ま
れ
た
も
の

と
見
勝
ち
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
祖
先
崇
拝
の
形
の
整
ふ
原
因
は
、
暗
面
か
ら
見
れ
ば
、
死
霊
恐
怖
で
あ

り
、
明
る
い
側
か
ら
見
れ
ば
、
巫
女
教
に
伴
ふ
自
然
の
形
で
、
巫
女
を
孕
ま
し
た
神
並
び
に
、
巫
女
に
神

性
を
考
へ
る
所
に
始
る
の
で
あ
る
。
地
方
下
級
女
官
と
し
て
の
ろ
の
保
護
は
、
政
策
か
ら
出
た
か
も
知
れ

ぬ
が
、
の
ろ
を
根
神
よ
り
新
し
く
、
琉
球
の
宗
教
思
想
に
大
勢
力
の
あ
る
祖
先
崇
拝
も
、
琉
球
神
道
の
根

源
と
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

内
地
の
神
道
に
も
、
産
土
神
・
氏
神
の
区
別
は
、
単
に
語
原
上
の
合
理
的
な
説
明
し
か
出
来
て
居
な
い
が
、

第
二
期
以
後
の
神
道
に
は
、
所
謂
産
土
神
を
祀
る
神
人
と
、
氏
神
に
事
へ
る
神
人
と
が
対
立
し
て
居
た
事
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が
思
は
れ
る
。
厳
格
に
言
へ
ば
、
出
雲
国
造
の
如
き
も
、
氏
神
を
祀
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
の
ろ
は
謂

は
ゞ
、
産
土
神
の
神
主
と
言
う
て
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
。

の
ろ
・
根
神
の
問
題
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
ゆ
た
（
ゆ
ん
た
・
よ
た
）
の
源
流
で
あ
る
。
伊
波
氏
は
、
ゆ

ん
た
は
し
や
べ
る
の
用
語
例
を
持
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
神
託
を
告
げ
る
者
と
言
ふ
の
と
、
八
重
山
で
、
ゆ
ん

た
と
言
ふ
の
は
、
歌
と
い
ふ
事
だ
か
ら
、
託
宣
の
律
語
を
宣の
る
も
の
と
の
、
二
通
り
の
想
像
を
持
つ
て
ゐ

ら
れ
る
様
に
見
え
る
。
佐
喜
真
興
英
氏
は
、
の
ろ
よ
り
も
ゆ
た
が
古
い
も
の
だ
ら
う
と
演
説
せ
ら
れ
て
ゐ

る
（
南
島
談
話
会
）
。
私
は
、  

女
官
御
双
紙  

ニ
ヨ
ク
ワ
ン
オ
サ
ウ
シ
に
見
え
た
、
国
王
下
庫
裡

シ
タ
ゴ
リ

へ
の
出
御
や
、
他
へ
行
幸
の
を

り
、
い
つ
も
先
導
を
勤
め
る
女
官
よ
た
の
あ
む
し
ら
れ
と
関
係
が
な
い
か
と
想
像
し
て
ゐ
る
。
場
合
は
違

ふ
が
、
天
子
神
事
の
出
御
に
必
先
導
す
る
の
は
、
我
が
国
で
は
、  

大    

巫  

オ
ホ
ミ
カ
ム
コ
の
為
事
に
な
つ
て
居
た
。
王

の
行
幸
に
、
凶
兆
の
あ
る
時
は
、
君
真
者

キ
ン
マ
ム
ン
現
れ
て
此
を
止
め
る
国
柄
ゆ
ゑ
、
行
幸
・
出
御
に
与
る
此
女
官

に
、
さ
う
し
た
予
知
力
あ
る
者
を
択
ん
で
日ト
時キ
の
吉
凶
を
占
は
し
た
の
で
、
と
き
ゆ
た
な
ど
い
ふ
語
も
出

来
た
の
か
、
よ
た
（
枝
）
の
義
の
分
化
に
、
尚
多
く
疑
ひ
は
あ
る
が
、
此
方
面
か
ら
見
る
必
要
が
あ
り
相

で
あ
る
。
よ
た
の
あ
む
し
ら
れ
の
今
は
伝
ら
ぬ
職
分
の
、
地
方
に
行
は
れ
た
の
が
、
ゆ
た
の
呪
術
で
は
あ

る
ま
い
か
。
正
当
な
の
ろ
・
根
神
な
ど
の
為
事
か
ら
逸
れ
た
岐
路
と
い
ふ
の
で
、
ゆ
た  

神    

人  

カ
ミ
ン
チ
ユ

と
言
う

た
の
が
語
原
で
は
あ
る
ま
い
か
。
此
点
か
ら
見
れ
ば
、
よ
た
の
あ
む
し
ら
れ
も
、
神
事
か
ら
分
岐
し
た
為
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事
に
与
る
女
官
の
意
か
も
知
れ
ぬ
。

久
高
島
久
高
の
ろ
の
夫
、
西
銘
ニ
シ
メ
松
三
氏
の
話
で
は
「
根
神
は
し
ゆ
ん
く
り
の
様
な
事
を
す
る
」
と
の
事
で

あ
つ
た
。
し
ゆ
ん
く
り
は
同
行
の
川
平
カ
ビ
ラ
朝
令
氏
に
も
わ
か
ら
な
か
つ
た
が
、
東
恩
納
寛
惇
氏
は
総
括
り
と

言
ふ
様
な
語
の
音
転
で
は
な
い
か
と
言
は
れ
た
。
久
高
島
の
語
は
、
沖
縄
本
島
の
人
に
す
ら
わ
か
ら
ぬ
の

が
多
い
。
西
銘
ニ
シ
メ
氏
の
前
後
の
口
ぶ
り
で
は
、
本
島
の
ゆ
た
の
す
る
様
な
為
事
を
、
根
神
ネ
ガ
ミ
が
す
る
様
な
話
だ

つ
た
の
で
、
私
は
尚
疑
問
に
し
て
ゐ
る
。
柳
田
先
生
が
、
大
島
で
採
集
し
て
来
ら
れ
た
し
よ
ん
が
み
い

（
海
南
小
記
）
と
同
根
で
あ
り
さ
う
に
思
ふ
。
此
は
、
ゆ
た
の
為
事
を
す
る
男
の
事
で
あ
る
。
根
神
ネ
ガ
ミ
は
一

村
の
人
と
親
し
い
事
、
の
ろ
よ
り
も
濃
か
る
べ
き
は
ず
故
、
冠
婚
葬
祭
の
世
話
を
焼
く
は
勿
論
、
運
命
・

吉
凶
・ 

鎮 

魂 

術 

マ
ブ
イ
コ
メ

ま
で
見
て
や
つ
た
処
か
ら
、
ゆ
た
神
人
た
る
職
業
が
分
化
し
て
来
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
沖
縄
県
で
は
、
の
ろ
は
保
護
せ
ぬ
ま
で
も
虐
待
し
て
は
居
な
い
が
、
ゆ
た
は
見
逃
し
て
居
な
い
に
も

拘
ら
ず
、
ゆ
た
の
勢
力
は
、
女
子
の
間
に
は
非
常
に
盛
ん
で
、
先
祖
の
霊
が
託
言
し
た
の
だ
と
称
し
て
風フ

  

水 

見 

ウ
シ
イ
ミ

（
墓
相
・
家
相
・
村
落
様
式
等
を
相
す
る
人
、
主
に
久
米
村
か
ら
出
る
）
の
様
な
事
を
言
う
て
、

沢
山
の
金
を
費
さ
せ
る
。
先
祖
の
墓
を
云
々
し
た
り
魂
マ
ブ
イを
預
つ
て
居
る
様
な
所
は
、
根
神
ネ
ガ
ミ
の
為
事
の
あ
る

部
分
が
游
離
し
て
来
た
も
の
ら
し
い
気
が
す
る
。
全
体
、
琉
球
神
道
に
は
、
こ
ん
な
ゆ
た
の
際
限
な
く
現

れ
る
は
ず
の
理
由
が
あ
る
。
其
は
、
神
人
に
聯
絡
し
た
問
題
で
あ
る
。
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広
い
意
味
で
は
、
の
ろ
・
根
神
ま
で
も
込
め
て  

神    

人  

カ
ミ
ン
チ
ユ

と
い
ふ
が
、
普
通
は
、
村
の
女
の
中
、
択
ば
れ

て
の
ろ
の
下
で
、
神
事
に
与
る
者
を
言
ふ
様
で
あ
る
。
殆
ど
す
べ
て
が
女
で
、
男
で
は
根
人
ネ
ビ
ト
、
並
び
に
世

話
役
と
も
言
ふ
べ
き
勢シ
頭ヅ
を
二
三
人
、
加
へ
る
だ
け
で
あ
る
。
神
人
に
な
る
の
は
、
世
襲
の
処
と
、
あ
る

試
験
を
経
て
な
る
地
方
と
の
二
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
発
生
か
ら
言
ふ
と
、
後
の
方
が
却
つ
て
、
古
い
風
ら

し
い
。
大
体
母
か
ら
娘
へ
と
言
ふ
風
に
、
神
人
を
襲つ
ぐ
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
秘
の
行
事
は
、
不
文
の

ま
ゝ
、
村
の
神
人
か
ら
神
人
に
伝
は
る
。
夫
や
子
で
す
ら
も
、
自
分
の
妻
な
り
母
が
神
人
と
し
て
、
ど
う

言
ふ
為
事
を
し
て
居
る
の
か
決
し
て
知
ら
な
い
。
神
人
に
は
役
わ
り
が
め
い
〳
〵
割
り
ふ
ら
れ
て
ゐ
て
、

重
い
も
の
は
何
某
の
神
に
扮
し
、
軽
い
者
で
歌
舞
ア
ソ
ビ
を
司
る
様
で
あ
る
。
さ
う
し
て
一
々
に
そ
れ
／
″
＼
神

名
が
つ
い
て
居
る
。
山
の
神
・
磯
の
神
或
は
さ
い
ふ
あ
（
斎
場
御
嶽
の
事
か
）
神
・
に
れ
え
神
な
ど
言
ふ

風
な
名
で
あ
る
。
其
外
に
、
神
人
の
神
事
に
与
つ
て
居
る
時
は
、
あ
そ
び
神
・
た
む
つ
神
な
ど
言
ふ
風
に

言
ふ
。
さ
う
し
て
其
中
、
其
扮
す
る
神
の
陰
陽
に
よ
つ
て
、
誰
は
う
ゐ
き
い
神
（
男
神
）
彼
は
を
な
い
神

（
女
神
）
と
区
別
し
て
ゐ
る
。
人
と
し
て
の
名
と
神
と
し
て
の
名
が
、
何
処
の
の
ろ
に
聞
い
て
も
混
雑
し

て
来
る
。

事
実
、
あ
ち
こ
ち
の
の
ろ
ど
ん
ち
に
残
つ
た
書
き
物
を
見
て
も
、
神
人
の
常
の
名
か
、
祭
り
の
時
の 

仮  

ケ
ミ
ヤ

名 ウ
か
、
判
然
せ
ぬ
書
き
方
が
し
て
あ
る
。
殊
に
ま
ぎ
ら
は
し
い
の
は
、
七
人
・
八
人
と
か
た
め
て
書
く
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様
な
場
合
に
、
七
人
・
八
人
、
又
は
七
人
神
・
八
人
神
と
書
い
た
り
す
る
事
で
あ
る
。
実
名
も
神
名
も
書

か
な
い
で
、
何
村
神
と
書
い
て
、
一
年
の
米
の
得
分
を
註
記
し
て
あ
る
類
も
あ
る
。
何
村
何
某
妻
何
村
何

某
妻
う
し
何
村
何
某
母
親
な
ど
あ
る
か
と
思
ふ
と
、
何
村
伊
知
根
神
何
村
さ
い
は
神
何
村
殿
内
神
な
ど
言

つ
た
書
き
方
も
見
え
る
。
神
人
自
身
、
神
と
人
の
区
別
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
祭
り
の
際
に
は
、
尠
く
と

も
神
自
身
と
感
じ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
其
気
持
ち
が
平
生
に
も
続
く
事
さ
へ
あ
る
の
で
あ
る
。
神
人
を
選
択

す
る
の
は
の
ろ
、
根
神
ネ
ガ
ミ
は
、
一
人
子
の
場
合
は
問
題
は
な
い
が
、
姉
妹
が
多
か
つ
た
り
、
沢
山
の
女
姪
の

中
か
ら
択
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
り
す
る
時
は
、
ゆ
た
に
占
う
て
貰
ふ
と
言
ふ
変
態
の
為
方
も
あ
る

が
、
大
抵
は
病
気
な
ど
に
不
意
に
か
ゝ
つ
て
、
次
の
代
の
の
ろ
と
し
て
、
神
か
ら
択
ば
れ
た
と
い
ふ
自
覚

を
起
す
の
で
あ
る
。

処
が
、
唯
の  

神    

人  

カ
ミ
ン
チ
ユ

は
、
さ
う
し
た
偶
然
に
委
せ
る
こ
と
の
出
来
な
い
程
、
人
数
が
多
い
。
そ
れ
で
選

定
試
験
が
行
は
れ
る
。
大
体
に
於
て
、
久
高
島
に
今
も
行
は
れ
る
い
ざ
い
ほ
ふ
と
い
ふ
儀
式
が
、
古
風
を

止
め
て
ゐ
る
に
近
い
も
の
で
あ
ら
う
。
い
ざ
い
ほ
ふ
を
う
け
る
女
は
、
若
い
の
は
廿
六
七
、
四
十
三
四
ま

で
が
、
と
ま
り
で
あ
る
。
午
年
毎
に
、
第
三
期
ま
で
勤
め
あ
げ
た
神
人
と
交
迭
す
る
の
で
あ
る
。
十
三
年

に
一
度
、
其
年
の
八
月
の
一
日
か
ら
三
日
間
、  

殿    

庭  

ト
ン
ニ
ヤ
ア

と
も
、
あ
さ
ぎ
庭ナア
と
も
い
ふ
、
神
あ
し
や
げ
前

の
空アキ
地
に
、
桁ケタ
七
つ
に
板
七
枚
渡
し
た
低
い
橋
を
順
々
に
渡
つ
て
、
あ
し
や
げ
の
中
に
入
る
の
で
あ
る
。
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此
を
七
つ
橋
と
い
ふ
。
此
行
事
を
遂
げ
た
も
の
が
皆
、  

神    

人  

カ
ミ
ン
チ
ユ

に
な
る
の
で
あ
る
が
、
若
し
姦
通
し
た

女
が
交
つ
て
ゐ
る
時
は
、
其
低
い
芝
生
の
上
に
渡
し
た
橋
か
ら
落
ち
て
死
ぬ
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。

そ
し
て
、
新
し
く
神
人
に
な
つ
た
者
の
神
名
は
、
い
ざ
い
神
で
、
其
を
或
期
間
勤
め
上
げ
る
と
、
た
む
つ

神
の
時
期
に
入
る
。
此
が
又
、
二
期
に
分
れ
て
ゐ
る
様
で
、
た
む
つ
神
を
勤
め
上
げ
て
、
神
人
関
係
を
離

れ
る
の
は
ど
う
し
て
も
六
十
を
越
し
て
か
ら
で
あ
る
。
西
銘
ニ
シ
メ
氏
は
、
七
十
で
満
期
だ
と
い
う
て
ゐ
る
。
此

い
ざ
い
ほ
ふ
は
、
内
地
の
託
摩
ツ
ク
マ
の
鍋
祭
り
と
同
じ
意
味
の
も
の
で
、 

久 

高 

人 

ク
ダ
カ
ビ
ト

が
今
日
考
へ
て
ゐ
る
様
に
、

貞
操
の
試
験
で
は
な
く
、
琉
球
神
道
に
於
け
る
神
人
資
格
の
第
一
条
件
で
あ
る
所
の
二
夫
に
見
え
て
ゐ
な

い
女
と
い
ふ
事
が
、
根
本
に
な
つ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
他
の
地
方
で
は
今
日
そ
れ
程
、
厳
重
な
儀
式
を
経

な
く
な
つ
て
ゐ
る
。

現
在
の
久
高
ク
ダ
カ
の
ろ
は
大
正
十
年
の
春
、
前
代
の
久
高
ク
ダ
カ
の
ろ
の
子
の
西
銘
ニ
シ
メ
氏
の
妻
で
あ
つ
た
の
が
、
嫁
か
ら

姑
の
後
を
つ
い
だ
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
矢
張
り
た
む
つ
神
と
し
て
神
人
の
一
人
で
あ
つ
た
。
此

嫁
の
ろ
の
制
度
は
、
久
高
島
で
は
初
め
て
ゞ
あ
る
が
、
本
島
で
は
早
く
か
ら
行
う
て
ゐ
た
処
も
あ
る
。
そ

れ
は
、
の
ろ
役
地
を
、
娘
の
ろ
で
あ
る
と
、
其
儘
持
つ
て
嫁
入
り
す
る
と
い
ふ
虞おそ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
九
　
祖
先
の
扱
ひ
方
の
問
題
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七
世
生
神
は
、
人
が
死
後
七
代
経
て
ば
、
其
死
人
は
神
と
な
る
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
其
が
、
父
神
（
ゐ

き
い
神
）
母
神
（
お
め
な
い
神
）
の
位
に
分
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
番
新
し
い
家
で
言
へ
ば
、
其
家
に
は
神

が
な
い
。
此
を 

新 

宗 

家 
シ
ン
ム
ウ
ト

と
言
ふ
。
そ
れ
よ
り
古
い
家
を
、
中
む
う
と
と
言
ひ
、
其
中
、
宗
家
の
宗
家
を
、

 

大 

宗 

家 

ウ
フ
ム
ウ
ト

と
言
ふ
。
即
、
八
重
山
で
は
、
新
建
物
に
火
の
神
を
祀
る
。
時
に
よ
れ
ば
父
・
母
二
神
の
上
に
、

根
神
の
存
す
る
事
が
あ
る
。
処
が
、
お
め
な
い
神
・
ゐ
き
い
神
は
、
両
方
と
も
根
神
で
あ
る
。
其
で
、
ゐ

き
い
お
く
で
・
お
め
な
い
お
く
で
を
統
括
す
る
ね
が
み
お
く
で
が
あ
る
。
即
、
ね
が
み
お
く
で
は
、
総
本

家
の
女
房
で
あ
る
。
此
女
房
が
先
達
と
な
つ
て
、
も
と
は
か
詣
で
に
出
か
け
る
。
此
は
、
今
で
は
一
種
の

遊
山
旅
行
で
あ
る
が
如
く
に
な
つ
て
来
た
。
（
ほ
ん
と
う
の
神
体
と
し
て
、
沖
縄
本
島
で
は
、
銅
製
の
鏡

を
立
て
る
が
、
八
重
山
で
は
、
此
を
嫌
つ
て
居
る
。
）

毎
年
時
候
の
よ
い
時
に
、
総
本
家
の
女
房
に
率
ゐ
ら
れ
て
、
数
多
く
の
拝
所
ヲ
ガ
ン
を
、
拝
み
な
が
ら
巡
回
す
る
。

琉
球
の
島
に
あ
つ
て
、
神
に
関
係
あ
る
場
所
は
、
此
等
の
人
々
に
大
抵
関
係
が
あ
る
の
で
、
一
つ
〳
〵
巡

つ
て
歩
く
。
少
し
で
も
関
係
あ
る
墓
等
も
、
遺
り
な
く
拝
み
巡
る
。
そ
れ
故
、
遠
近
の
差
で
、
其
拝
む
度

数
が
定
ま
つ
て
来
る
。
又
、
血
縁
の
遠
近
に
よ
つ
て
も
、
拝
す
る
度
数
が
定
ま
つ
て
来
る
。
其
他
、
ゆ
た

の
言
に
よ
つ
て
、
諸
処
を
拝
ん
で
歩
く
。
琉
球
の
女
は
迷
信
深
い
か
ら
、
到
る
処
を
拝
し
て
ま
は
る
。
そ
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れ
で
、
西
参
り
・
東
参
り
の
話
が
出
来
た
。
此
は
西
巡
礼
・
東
巡
礼
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
婚
姻
後
に
は
、

更
に
巡
礼
す
る
場
所
が
増
加
し
て
来
る
。
参
拝
は
、
彼
等
に
と
つ
て
、
最
大
な
る
事
業
で
あ
る
。
此
巡
礼

を
せ
な
け
れ
ば
、
神
の
祟
り
を
う
け
る
と
信
じ
て
居
る
。
巡
礼
の
原
因
は
、
死
人
の
霊
の
祟
り
を
怖
れ
て
、

其
霊
魂
に
仕
へ
る
為
で
あ
る
が
、
此
意
味
が
次
第
に
薄
ら
い
で
来
て
遂
に
、
神
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

古
い
時
代
に
は
、
途
に
骸
骨
等
が
あ
る
と
、
自
分
の
家
と
反
対
の
方
向
へ
向
け
て
戻
つ
た
。
其
は
、
此
骸

骨
か
ら
、
魂
が
自
分
の
家
の
方
へ
来
て
は
な
ら
ぬ
様
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
塚
な
ど
も
、
厳
重
に
守
ら
れ

た
。
昔
は
、
洞
窟
の
中
へ
死
体
を
入
れ
て
、
其
口
を
漆
喰
等
で
厳
重
に
固
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
現

今
古
墳
の
漆
喰
の
隙
間
を
の
ぞ
く
と
白
骨
が
非
常
に
沢
山
見
え
る
。
沖
縄
本
島
で
は
、
墓
を
祀
つ
た
も
の

は
大
切
に
し
な
い
が
、
宮
古
・
八
重
山
で
は
、
墓
を
お
ほ
ん
と
し
た
も
の
が
多
い
。
即
、
墓
の
前
に
拝
殿

を
築
い
た
様
な
も
の
も
多
く
あ
る
。
本
島
の
方
に
も
、
此
が
あ
る
ら
し
く
想
は
れ
る
。
此
墓
か
ら
、
う
や

あ
が
ん
・
ふ
あ
が
ん
が
出
来
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
〇
　
神
と
人
と
の
間

日
本
内
地
に
於
け
る
神
道
で
も
、
古
く
は
神
と
人
間
と
の
間
が
、
は
つ
き
り
と
し
な
い
事
が
多
い
。
近
世

41



で
は
、
譬
喩
的
に
神
人
を
認
め
る
が
、
古
代
に
於
て
は
、
真
実
に
神
と
認
め
て
居
た
の
で
あ
る
。
生
き
神

と
か
現
つ
神
と
か
言
ふ
語
は
、
琉
球
の
巫
女
の
上
で
こ
そ
、
始
め
て
言
ふ
事
が
出
来
る
様
に
見
え
る
。
即
、

神
人
は
祭
時
に
於
て
、
神
と
同
格
で
あ
る
。

薩
摩
の
大
島
郡
喜
界
个
島
で
は
、
て
ん
し
ゃ
ば
ら
（
天
者
の
系
統
）
と
言
ふ
家
筋
が
あ
る
。
昔
、
此
附
近

へ
女
神
が
降
り
て
来
た
時
、
村
人
は
尾ズ
類リ
（
遊
女
）
が
降
つ
た
と
言
う
て
嘲
笑
し
た
。
天
女
は
再
び
天
へ

上
り
、
異
つ
た
地
へ
天
降
つ
た
。
此
村
の
あ
る
百
姓
が
発
見
し
て
大
切
に
連
れ
戻
り
、
天
女
と
結
婚
し
て

子
孫
を
挙
げ
た
。
後
に
此
女
は
高
山
へ
登
つ
た
が
、
其
櫛
・
か
も
じ
等
が
、
洞
窟
の
中
に
残
存
し
て
居
る
。

此
女
の
子
孫
が
、 

天 

者 

腹 

テ
ン
シ
ヤ
バ
ラ
で
あ
る
と
言
ふ
。
此
は
人
間
界
の
話
を
、
神
格
化
し
た
物
語
で
あ
る
。
此
様

な
話
は
、
内
地
か
ら
琉
球
へ
か
け
て
非
常
に
沢
山
あ
る
。
研
究
し
て
行
く
と
、
此
女
は
神
人
で
あ
つ
て
、

神
人
が
結
婚
し
得
ざ
る
時
代
、
神
人
に
男
が
関
係
す
る
事
の
出
来
な
い
時
代
の
話
に
他
な
ら
な
い
。

神
と
人
と
の
境
の
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
、
前
に
述
べ
た
程
甚
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
神
を
拝
む
か
、
人

を
拝
む
か
、
判
然
し
な
い
場
合
す
ら
あ
る
。
の
ろ
殿
内
に
祀
る
の
は
、
表
面
は
、
火
の
神カン
で
あ
る
が
、
此

は
単
に
、
宅ヤカ
つ
神
と
し
て
に
過
ぎ
な
い
事
は
既
に
述
べ
た
。
の
ろ
自
身
は
、
由
来
記
な
ど
に
記
し
た
程
、

火
の
神
を
大
切
に
は
し
て
ゐ
な
い
。
の
ろ
の
祀
る
神
は
、
別
に
あ
る
の
で
あ
る
。

正
月
に
は
、
村
中
の
も
の
が
の
ろ
殿
内
を
拝
み
に
行
く
。
最
古
風
な
久
高
ク
ダ
カ
島
を
例
に
と
る
と
、
其
は
確
に
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久
高
ク
ダ
カ
・
外
間
ホ
カ
マ
両
の
ろ
の
火
の
神
を
拝
む
の
で
は
な
い
。
拝
ま
れ
る
神
は
、
の
ろ
自
身
で
あ
つ
て
、
天
井
に

張
つ
た
赤
い  

凉    

傘  

リ
ヤ
ン
サ
ン

と
い
ふ
天
蓋
の
下
に
坐
つ
て
、
村
人
の
拝
を
う
け
る
。
凉
傘
は
神
あ
ふ
り
の
折
に
、

御
嶽
オ
タ
ケ
に
神
と
共
に
降
る
と
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
り
も
直
さ
ず
の
ろ
自
身
が
神
で
あ
つ
て
、
神

の
代
理
或
は
、
神
の
象
徴
な
ど
ゝ
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
併
し
、
神
に
扮
し
て
ゐ
る
の
は
事
実
で
あ
つ
て
、

其
が
火
の
神
で
は
な
く
、 

太 

陽 

神 

チ
ダ
ガ
ナ
シ

若
し
く
は
、
に
れ
え
神
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
外
間
ホ
カ
マ
の
ろ

の
殿
内
に
は
、
火
の
神
さ
へ
見
当
ら
な
か
つ
た
位
で
あ
る
。
外
間
の
ろ
或
は
、
津
堅
ツ
ケ
ン
島
の
大
祝
女

ウ
フ
ヌ
ル

の
如
き

は
、
其
拝
を
う
け
る
座
で
、
床
を
と
り
、
蚊
帳
を
釣
つ
て
寝
て
ゐ
る
。
津
堅
ツ
ケ
ン
の
方
は
、
そ
こ
で
夫
と
共
寝

を
す
る
位
で
あ
る
。
の
ろ
自
身
が
同
時
に
、
神
で
あ
る
と
云
ふ
考
へ
が
な
け
れ
ば
、
か
う
し
た
事
は
な
い

筈
で
あ
る
。
本
島
に
於
て
、
神
を
意
味
す
る
ち
か
さ
（
司
）
は
、
先
島
で
は
の
ろ
と
言
ふ
語
の
代
り
に
用

ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ね
が
み
お
く
で
の
「
お
く
で
」
は
、
久
高
島
で
は
、
神
の
意
味
ら
し
く
使
ふ
。

生
前
さ
へ
も
其
通
り
だ
か
ら
、
死
後
に
巫
女
を
神
と
斎
く
は
勿
論
で
あ
る
。
本
島
か
ら
遠
い
離
島
ハ
ナ
レ
に
数
あ

る
女
神
の
伝
説
は
、
殆
ど
す
べ
て
、
島
々
に
巫
女
と
し
て
実
在
し
た
人
の
話
に
す
ぎ
な
い
。
即
、
沖
縄
神

道
で
は
、
君キミ
・
祝ノロ
に
限
つ
て
は
、
七
世
に
し
て
神
を
生
ず
と
い
ふ
信
仰
以
上
に
出
て
、
生
前
既
に
、
半
ば

神
格
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
羽
衣
・
浦
島
伝
説
系
統
の
女
神
・
天
女
に
関
す
る
限
り
な
き
神
婚
譚
は
、

皆
巫
女
の
上
に
あ
り
も
し
、
あ
り
得
べ
く
も
あ
つ
て
（
柳
田
氏
）
民
習
の
説
話
化
し
た
も
の
に
疑
ひ
な
い
。
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其
上
余
り
古
く
な
い
時
代
に
、
久
高
の
女
が
現
に
あ
る
様
に
、
一
村
の
女
性
挙
つ
て
神
人
生
活
を
経
た
者

と
見
え
て
、
今
尚
主
と
し
て
姉
を
特
殊
の
場
合
に
、
尊
敬
し
て
う
な
い
神
と
い
ふ
。
姉
妹
神
の
義
で
あ
る
。

姉
の
な
い
時
は
、
妹
な
り
誰
な
り
、
家
族
中
の
女
を
う
な
い
神
と
称
へ
て
、
旅
行
の
平
安
を
祈
る
風
習
が
、

首
里
・
那
覇
辺
に
さ
へ
行
は
れ
て
ゐ
る
。
う
な
い
拝ヲガ
み
を
し
て
、
其
頂
の
髪
の
毛
を
乞
う
て
、
守
り
袋
に

入
れ
て
旅
立
つ
。
此
は
全
く
、
巫
女
の
鬘
に
神
秘
力
を
認
め
る
考
へ
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
尤
、
一
村

の
男
を
す
べ
て
、  
男    
神  
ヰ
キ
イ
ガ
ミ

（
お
め
け
い
神
）
と
見
る
例
は
、
語
だ
け
な
ら
ば
、
久
高
島
の
婚
礼
期
に
も

あ
つ
た
。
国
頭
郡
安ア
田ダ
で
は
一
年
お
き
に
、
替
り
番
に
う
な
い
神
を
拝
み
、
ゐ
き
い
神
を
拝
む
と
称
し
て
、

一
村
の
女
性
又
は
男
性
を
、
互
に
拝
し
あ
ふ
儀
式
が
あ
る
。
併
し
ゐ
き
い
神
を
男
子
を
以
て
代
表
さ
せ
る

こ
と
は
、
女
で
あ
つ
て
陽
神
専
属
・
陰
神
専
属
の
神
人
が
あ
つ
た
こ
と
の
変
化
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
で
な
く
て
は
、
厳
格
に
ゐ
き
い
神
と
い
は
れ
る
の
は
、
根
人
だ
け
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
事
実
、
男

の
神
人
は
極
め
て
少
数
で
、
男
逸
女
労
と
い
は
れ
る
国
土
で
あ
り
な
が
ら
、
宗
教
上
で
は
、
女
が
絶
対
の

権
利
を
持
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

神
人
の
墓
と
凡
人
の
墓
と
を
一
緒
に
す
る
と
、
祟
り
が
あ
る
と
言
ふ
。
紀
に
見
え
た
神
功
皇
后
の
話
も
此

と
一
つ
で
あ
る
。

久
高
・
津
堅
二
島
は
、
今
尚
神
の
島
と
自
称
し
て
ゐ
る
土
地
で
あ
る
。
学
校
あ
り
、
区
長
が
ゐ
て
も
、
事
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実
上
島
の
方
針
は
、
の
ろ
た
ち
の
意
嚮
に
よ
つ
て
ゐ
る
形
が
あ
る
。

神
託
を
き
く
女
君
の
、
酋
長
で
あ
つ
た
の
が
、
進
ん
で
妹
な
る
女
君
の
託
言
に
よ
つ
て
、
兄
な
る
酋
長
が
、

政
を
行
う
て
行
つ
た
時
代
を
、
其
儘
に
伝
へ
た
説
話
が
、
日
・
琉
共
に
数
が
多
い
。
神
の
子
を
孕
む
妹
と
、

其
兄
と
の
話
が
、
此
で
あ
る
。
同
時
に
、
斎
女
王
を
持
つ
東
海
の
大
国
に
あ
つ
た
、
神
と
神
の
妻メ
な
る
巫

女
と
、
其
子
な
る
人
間
と
の
物
語
は
、
琉
球
の
説
話
に
も
見
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
此
短
い
論
文
は
、
柳
田
国
男
先
生
の
観
察
点
を
、
発
足
地
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
事
を
、
申
し

　
　
　
添
へ
て
置
き
ま
す
。
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