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一
　
ご
ろ
つ
き
の
意
味

無
頼
漢

ゴ
ロ
ツ
キ

な
ど
ゝ
い
へ
ば
、
社
会
の
瘤
の
や
う
な
も
の
と
し
か
考
へ
て
居
ら
れ
ぬ
。
だ
が
、
嘗
て
、
日
本
で

は
此
無
頼
漢
が
、
社
会
の
大
な
る
要
素
を
な
し
た
時
代
が
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
芸
術
の
上
の
運
動
に
は
、

殊
に
大
き
な
力
を
致
し
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ご﹅
ろ﹅
つ﹅
き﹅
鳴
る
や
う
に
威
嚇
し
て
歩
く
か
ら
だ
と
も
い
ふ
が
、
事
実
は
さ
う
で
な
く
、
石
塊
が
ご﹅
ろ﹅
﹅〳

﹅〵

し
て
ゐ
る
や
う
な
生
活
を
し
て
ゐ
る
者
、
と
い
ふ
意
味
だ
と
思
ふ
。
徳
川
時
代
に
は
、
無
宿
者
・
無
職
者

・
無
職
渡
世
な
ど
い
ふ
言
葉
で
表
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
最
早
其
頃
に
な
つ
て
は
、
大
体
表
面
か
ら
消
え
て
し

ま
う
た
と
言
へ
る
の
で
あ
る
。

ご
ろ
つ
き
が
発
生
し
た
に
は
長
い
歴
史
が
あ
る
が
、
其
は
略
す
る
。
此
が
追
々
に
目
立
つ
て
来
た
の
は
、

ま
づ
、
鎌
倉
の
中
期
と
思
ふ
。
そ
し
て
、
其
末
頃
に
な
る
と
、
此
や
り
方
を
ま
ね
る
者
も
現
れ
て
来
た
。

か
く
て
、
室
町
を
経
て
、
戦
国
時
代
が
彼
等
の
最
跳
梁
し
た
時
代
で
、
次
で
織
田
・
豊
臣
の
時
代
に
な
る

の
だ
が
、
其
中
に
は
随
分
破
格
の
出
世
を
し
た
も
の
も
あ
つ
た
。
今
日
の
大
名
華
族
の
中
に
は
、
其
身
元

を
洗
う
て
見
る
と
、
此
頃
の
ご
ろ
つ
き
か
ら
出
世
し
て
ゐ
る
も
の
が
尠
く
な
い
。
彼
等
に
は
、
さ
う
し
た
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機
会
が
幾
ら
も
あ
つ
た
の
だ
。
此
機
会
を
と
り
逃
し
、
そ
れ
よ
り
遅
れ
た
も
の
は
、
遂
に
、
徳
川
三
百
年

間
を
失
意
に
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
二
　
巡
遊
団
体
の
混
同

先
、
彼
等
は
、
ど
ん
な
動
き
方
を
し
て
現
れ
て
来
た
か
を
述
べ
よ
う
。

日
本
に
は
、
古
く
「
う
か
れ
人
」
の
団
体
が
あ
つ
た
事
を
、
私
は
他
の
機
会
に
述
べ
て
ゐ
る
。
異
郷
の
信

仰
と
、
異
風
の
芸
術
（
歌
舞
と
偶
人
劇
）
と
を
持
つ
て
、
各
地
を
浮
浪
し
た
団
体
で
、
後
に
は
、
海
路
・

陸
路
の
喉
頸
の
地
に
定
住
す
る
様
に
も
な
り
、
女
人
は
、
其
等
の
芸
能
と
売
色
と
を
表
商
売
と
す
る
や
う

に
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
い
つ
か
彼
等
の
間
に
ほ
か
ひ
ゞ
と
の
混
同
を
見
る
や
う
に
な
つ
た
。
大
和
朝

廷
の
統
一
事
業
と
共
に
、
失
職
し
た
村
の
神
人
た
ち
、
或
は
、
租
税
を
恐
れ
て
、
自
ら
亡
命
し
た
も
の
な

ど
が
あ
つ
て
、
山
林
に
逃
げ
込
み
、
地
方
を
巡
遊
し
た
り
し
た
も
の
が
あ
つ
た
か
ら
だ
。

一
方
、
う
か
れ
人
の
方
も
、
漸
次
生
活
が
変
化
し
て
行
つ
た
が
、
何
と
言
つ
て
も
、
彼
等
は
奴
隷
と
し
て

の
待
遇
し
か
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。

か
う
し
て
、
此
二
者
は
早
く
か
ら
歩
み
寄
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
更
に
、
平
安
朝
の
末
に
至
る
と
、
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愈
其
等
の
も
の
が
混
同
し
、
同
化
す
る
や
う
に
な
つ
た
。
行
基
門
徒
の
乞
食
・
陰
陽
師
・
唱
門
師
・
修
験

者
な
ど
、
さ
う
し
た
巡
遊
者
が
続
出
し
た
か
ら
で
あ
る
が
、
尚
、
そ
れ
の
一
つ
の
大
き
な
原
因
は
、
貴
族

の
勢
力
が
失
墜
す
る
と
同
時
に
、
社
寺
の
勢
力
も
亦
衰
頽
を
来
し
た
為
、
其
等
の
社
寺
に
隷
属
し
て
ゐ
た

奴
隷
た
ち
が
、
自
由
解
放
を
行
う
た
事
で
あ
る
。
其
等
の
社
寺
に
は
、 

神  

人 

ジ
ン
ニ
ン

・
童
子
な
ど
ゝ
称
し
、
社

の
祭
事
・
寺
の
法
会
な
ど
に
各
種
の
演
芸
を
行
つ
た
も
の
が
居
つ
た
が
、
彼
等
は
生
活
の
不
安
を
感
じ
出

し
た
事
に
よ
つ
て
、
其
等
の
社
寺
を
離
れ
、
各
自
属
し
た
処
の
社
寺
の
信
仰
と
、
社
寺
在
来
の
芸
能
と
を

持
つ
て
、
果
な
き
流
浪
の
旅
に
上
る
様
な
こ
と
に
な
つ
た
。
彼
等
は
、
山
伏
し
・
唱
門
師
の
態
を
と
つ
て

巡
遊
し
た
の
で
あ
つ
た
。
在
来
の
浮
浪
団
体
に
混
同
し
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

更
に
、
此
頃
に
な
つ
て
目
立
つ
て
来
た
、
も
う
一
つ
の
浮
浪
者
が
あ
つ
た
。
諸
方
の
豪
族
の
家
々
の
子
弟

の
う
ち
、
総
領
の
土
地
を
貰
ふ
こ
と
の
出
来
な
か
つ
た
も
の
、
乃
至
は
、
戦
争
に
負
け
て
土
地
を
奪
は
れ

た
も
の
な
ど
が
、
諸
国
に
新
し
い
土
地
を
求
め
よ
う
と
し
て
、
彷
徨
し
た
。
此
が
又
、
前
の
浮
浪
団
体
に

混
同
し
た
。
道
中
の
便
宜
を
得
る
為
に
、
彼
等
の
群
に
投
じ
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
た
の
だ
。
後

世
の
「
武
士
」
は
、
実
は
宛
て
字
で
あ
る
。
「
ぶ
し
」
の
語
原
は
こ
れ
ら
の
野
ぶ
し
・
山
ぶ
し
に
あ
る
ら

し
い
。
又
、
前
の
浮
浪
者
と
て
も
、
元
来
が
、
喰
は
ん
が
為
の
毛
坊
主
商
売
な
の
で
あ
つ
て
見
れ
ば
、
利

を
見
て
、
商
売
替
へ
を
す
る
に
は
、
何
の
躊
躇
も
な
か
つ
た
。
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三
　
野
伏
し
・
山
伏
し
気
質

彼
等
は
、
先
、
人
里
離
れ
た
山
奥
に
根
拠
を
据
ゑ
、
常
に
は
、
海
道
を
上
り
下
り
し
て
、
他
の
豪
族
た
ち

の
家
々
に
と
り
入
り
、
其
臣
下
と
な
り
、
土
地
を
貰
ひ
な
ど
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
又
中
に
は
、
其
等
の

豪
族
に
と
つ
て
替
つ
た
も
の
な
ど
も
あ
つ
た
。

彼
等
が
、
豪
族
に
と
り
入
つ
た
手
段
に
は
種
々
あ
る
が
、
一
体
に
、
彼
等
が
道
中
し
た
の
は
、
武
力
で
歩

い
た
の
で
は
な
く
、
宗
教
を
持
つ
て
歩
い
た
。
行
法
を
以
て
し
た
山
伏
し
で
あ
る
。
義
経
が
奥
州
へ
落
ち

る
時
、
山
伏
し
姿
で
道
中
し
た
の
は
、
後
の
人
か
ら
見
れ
ば
、
つ
く
り
山
伏
し
で
あ
る
が
、
当
時
と
し
て

は
、
道
中
を
す
る
に
は
其
が
普
通
だ
つ
た
と
も
見
ら
れ
る
。

彼
等
は
団
体
を
な
し
て
歩
い
た
。
山
伏
し
に
つ
い
て
は
、
曾
て
「
翁
の
発
生
」
の
中
で
も
触
れ
て
置
い
た

が
、
彼
等
が
団
体
的
に
行
動
す
る
な
ど
ゝ
い
ふ
こ
と
は
、
平
安
朝
の
頃
ま
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
が
、

時
代
の
刺
戟
は
、
彼
等
を
団
体
的
に
行
動
せ
し
め
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
虚
無
僧
・
普
化
僧
は
、

其
一
分
派
で
あ
る
。
即
、
禅
宗
に
結
び
つ
い
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
単
独
の
形
を
と
つ
た
。
こ

れ
の
著
し
く
目
立
つ
て
来
た
の
は
、
略
、
南
北
朝
頃
と
思
は
れ
る
。
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彼
等
の
団
体
に
は
取
締
り
監
督
が
あ
つ
た
。
先
達
が
、
其
で
あ
る
。
彼
等
は
行
く
先
々
の
家
々
村
々
を
祈

つ
て
歩
い
た
。
彼
等
は
、
其
で
易
々
と
糊
口
の
道
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
若
し
、
其
等
の
家
々
村
々

で
よ
く
し
な
い
と
、
彼
等
は
祈
り
の
代
り
に
呪
ひ
を
か
け
た
。
山
伏
し
が
逆
法
螺
を
吹
く
と
い
ふ
事
は
、

後
々
ま
で
も
恐
し
い
事
に
さ
れ
て
ゐ
た
。
山
伏
し
の
悪
業
は
近
世
ほ
ど
ひ
ど
く
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
が
、

昔
か
ら
、
依
頼
と
恐
怖
と
の
二
方
面
か
ら
見
ら
れ
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
、
彼
等
は
易
々
と
道
中
す
る
事
が
出

来
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
四
　
治
外
法
権
下
の
悪
業

昔
か
ら
、
宗
教
の
方
面
に
は
、
政
治
の
手
が
届
か
な
か
つ
た
。
其
に
は
理
由
が
あ
る
の
で
、
言
は
ず
語
ら

ず
の
掟
が
あ
つ
て
、
彼
等
は
全
く
政
治
家
の
権
力
以
外
を
行
つ
た
。
江
戸
時
代
に
な
つ
て
か
ら
も
、
寺
社

奉
行
な
ど
は
あ
つ
た
が
、
山
伏
し
の
取
締
り
に
は
、
随
分
幕
府
も
困
つ
た
様
で
あ
る
。
駈
落
者
・
無
宿
者

・
亡
命
の
徒
な
ど
が
彼
等
の
中
へ
飛
び
込
め
ば
、
政
治
家
も
、
其
を
ど
う
す
る
事
も
出
来
な
か
つ
た
。
こ

ん
な
事
は
以
前
か
ら
も
あ
つ
た
。
だ
か
ら
、
武
力
を
失
う
た
も
の
が
、
逃
避
の
手
段
と
し
て
、
山
伏
し
に

な
つ
た
な
ど
ゝ
い
ふ
の
が
少
く
な
い
。
前
に
述
べ
た
様
な
理
由
と
、
二
重
の
理
由
に
よ
つ
て
、
易
々
と
生
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活
し
て
行
け
た
か
ら
で
あ
る
。

更
に
、
彼
等
は
後
々
ま
で
も
、
殊
に
徳
川
初
期
に
於
て
諸
大
名
た
ち
を
弱
ら
せ
た
事
実
に
就
て
も
、
考
へ

て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
等
が
大
名
た
ち
を
弱
ら
せ
た
に
は
、
弱
ら
せ
る
だ
け
の
理
由
が
あ
つ
た
と
見
ら

れ
る
。
諸
大
名
が
出
世
を
し
た
に
は
、
皆
彼
等
の
手
を
借
り
て
ゐ
る
。
彼
等
は
、
戦
国
の
当
時
に
は
、
殆

ど
庸
兵
と
し
て
、
諸
国
の
豪
族
に
腕
貸
し
を
し
て
ゐ
る
。
後
に
大
名
に
な
つ
た
も
の
で
、
彼
等
の
助
力
を

受
け
て
ゐ
な
い
も
の
は
殆
ど
一
人
も
な
い
、
と
言
う
て
よ
か
ら
う
。
又
、
彼
等
の
中
か
ら
出
世
し
た
も
の

も
あ
る
。
上
州
徳
川
の
所
領
を
失
う
た
と
い
ふ
徳
阿
弥
父
子
が
、
三
河
の
山
間
松
平
に
入
り
婿
と
な
る
迄

の
間
は
、
遊
行
派
の
念
仏
聖
と
し
て
、
諸
方
を
流
離
し
た
の
で
あ
つ
た
。
江
戸
時
代
に
な
つ
て
、
虚
無
僧

は
幕
府
か
ら
朱
印
を
貰
う
た
と
い
ふ
が
、
其
に
は
、
訣
が
あ
つ
た
の
だ
と
考
へ
ら
れ
る
。

か
ゝ
る
事
情
が
あ
つ
た
為
に
、
彼
等
は
後
々
ま
で
も
我
儘
を
し
、
大
名
た
ち
も
、
其
を
抑
へ
る
事
が
困
難

だ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
彼
等
が
法
力
を
持
つ
て
ゐ
た
こ
と
も
関
係
し
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。
九

州
彦
山
の
山
伏
し
が
虐
殺
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
如
上
の
理
由
が
あ
つ
て
、
あ
ま
り
に
彼
等
の
我
儘
が
募

り
、
悪
業
が
高
じ
た
為
だ
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
五
　
祝
言
職
と
し
て
の
一
面
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彼
等
は
さ
う
し
た
法
力
を
示
し
て
ゐ
た
が
、
山
伏
し
の
為
事
は
、
其
だ
け
で
は
な
か
つ
た
。
常
に
は
、
舞

ひ
や
踊
り
や
歌
を
や
つ
た
。

彼
等
は
、
前
に
も
言
う
た
や
う
に
、
山
奥
に
根
拠
を
据
ゑ
て
ゐ
た
。
私
は
幾
度
か
三
河
の
山
奥
へ
行
つ
た

が
、
参
・
遠
・
信
の
三
国
に
跨
り
、
方
五
六
里
に
亘
つ
て
、
さ
う
し
た
山
伏
し
村
が
多
い
。
勿
論
、
今
は

山
伏
し
の
影
を
止
め
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
私
た
ち
が
見
学
に
行
つ
た
の
は
、
既
に
「
翁
の
発
生
」
で
述

べ
て
置
い
た
や
う
に
、
其
等
の
村
に
「
花
ま
つ
り
」
と
称
す
る
初
春
の
行
事
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
花

ま
つ
り
は
、
一
口
に
い
へ
ば
、
其
年
の
稲
の
花
が
よ
く
咲
く
様
に
と
祝
コ
ト
ホぎ
す
る
初
春
の
行
事
な
の
だ
が
、

其
態
は
舞
踊
で
あ
つ
て
、
な
か
〳
〵
発
達
し
て
ゐ
る
。

何
故
、
こ
ん
な
山
奥
に
、
こ
ん
な
舞
踊
が
発
達
し
た
か
。
其
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
つ
た
と
考
へ
ら
れ

る
。
即
、
戦
国
の
末
に
、
彼
等
が
勢
力
を
貸
し
た
豪
族
の
家
々
が
、
其
後
栄
え
た
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
の

表
面
で
は
、
彼
等
が
ど
れ
だ
け
の
事
を
し
て
ゐ
る
か
、
殆
ど
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
断
篇
的
の
記
録
は
あ

る
。
三
河
に
は
徳
川
氏
と
関
係
あ
る
地
方
に
居
つ
た
者
が
多
く
ゐ
て
、
徳
川
氏
が
栄
え
て
後
、
擁
護
を
受

け
た
か
ら
で
あ
る
。

彼
等
は
、
戦
争
に
際
し
て
は
、
其
等
の
家
々
に
勢
力
を
貸
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
ま
た
初
春
に
は
恒
例
と
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し
て
、
其
等
の
家
々
、
即
、
檀
那
の
家
へ
出
て
来
て
は
、
祝
福
を
し
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
ほ
か
ひ
人
と

し
て
の
、
昔
の
記
憶
を
忘
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

由
来
、
日
本
の
戦
争
に
は
、
法
力
の
戦
争
が
栄
え
た
。
旗
・
差
し
物
な
ど
も
、
そ
れ
か
ら
生
れ
た
も
の
で

あ
る
。
此
に
は
長
い
歴
史
が
あ
る
が
、
其
は
略
す
る
。
と
も
か
く
も
、
彼
等
が
戦
争
に
勢
力
を
貸
し
た
と

い
ふ
の
は
、
法
力
で
戦
争
を
勝
た
せ
る
の
が
主
で
あ
り
、
本
筋
の
も
の
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
六
　
に
せ
山
伏
し
と
の
結
合

と
こ
ろ
で
、
此
、
初
春
に
里
へ
出
て
来
る
山
人
と
い
ふ
の
は
、
日
本
に
は
至
る
と
こ
ろ
に
あ
つ
て
、
必
し

も
参
・
遠
・
信
の
山
奥
と
は
限
ら
な
い
。
思
は
ぬ
奥
山
家
か
ら
、
大
黒
舞
・
夷
舞
な
ど
が
出
て
来
る
。
彼

等
は
、
年
に
一
度
、
暮
れ
或
は
正
月
に
な
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
出
て
来
て
、
或
特
定
の
村
、
即
、

檀
那
村
を
祝
福
し
て
歩
い
て
は
、
ま
た
ど
こ
へ
と
も
な
く
帰
つ
て
行
く
。
「
隠
れ
里
」
の
伝
説
は
こ
れ
か

ら
起
つ
た
の
で
、
更
に
「
隠
れ
座
頭
」
な
ど
の
嘘
噺
も
出
来
、
又
、
偶
然
山
奥
へ
迷
ひ
込
ん
だ
も
の
ゝ
中

に
は
、
此
等
の
芸
人
村
の
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
、
山
伏
し
以
上
の
法
螺
を
吹
い
た
も
の
も
あ
つ
た
り
し

た
の
で
あ
つ
た
が
、
要
す
る
に
、
隠
れ
里
の
伝
説
が
、
単
な
る
伝
説
上
の
も
の
で
な
か
つ
た
事
だ
け
は
考
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へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

此
も
「
翁
の
発
生
」
で
触
れ
て
置
い
た
こ
と
だ
が
、
芸
人
の
団
体
に
は
、
山
奥
の
も
の
と
、
更
に
も
う
一

つ
、
海
の
岬
に
根
拠
を
置
い
て
海
道
を
歩
い
た
、
く
ゞ
つ
と
の
二
者
が
あ
つ
た
。
併
し
、
近
世
で
は
、
か

う
し
た
芸
人
は
、
山
奥
の
も
の
に
限
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
此
が
本
筋
の
山
伏
し
だ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
鎌

倉
以
後
、
戦
国
時
代
に
は
、
此
を
ま
ね
た
、
或
は
彼
等
の
群
に
投
じ
た
に
せ
山
伏
し
が
横
行
す
る
や
う
に

な
つ
た
の
で
、
此
等
の
も
の
が
諸
所
の
豪
族
の
家
々
を
頼
つ
て
、
海
道
筋
を
上
り
下
り
し
、
其
等
の
家
々

に
と
り
入
り
、
遂
に
は
、
其
に
と
つ
て
替
ら
う
と
さ
へ
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
七
　
す
り
・
す
つ
ぱ
・
ら
つ
ぱ

あ
ま
り
に
有
名
だ
か
ら
、
名
を
出
し
て
も
い
ゝ
だ
ら
う
。
蜂
須
賀
家
の
祖
先
小
六
は
、
そ
れ
の
有
名
な
一

人
で
あ
る
。
彼
が
地
位
を
得
た
の
は
、
豊
臣
氏
が
栄
え
た
か
ら
で
あ
る
。

彼
等
は
、
海
道
筋
を
上
り
下
り
す
る
中
に
、
一
定
の
檀
那
（
擁
護
者
）
を
得
た
も
の
が
落
ち
つ
き
、
其
を

得
な
い
も
の
が
う
ろ
つ
く
。
そ
し
て
其
中
に
は
落
伍
者
が
出
来
た
の
で
、
其
単
独
の
も
の
が
す
り
と
な
り
、

団
体
的
の
も
の
は
す
つ
ぱ
・
ら
つ
ぱ
と
言
は
れ
た
。
い
づ
れ
も
盗
人
職
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
職
人
と
は
土
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地
を
持
た
な
い
も
の
を
謂
う
た
の
で
、
髪
結
ひ
を
女
工
業
と
言
う
た
な
ど
は
、
職
人
の
直
訳
と
も
見
ら
れ

る
。
と
も
か
く
も
、
当
時
は
さ
う
し
た
盗
人
職
・
ご
ろ
つ
き
職
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ

た
。
尤
、
現
在
だ
つ
て
不
思
議
な
団
体
が
あ
つ
て
、
而
も
彼
等
は
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

す
り
は
、
す
り
と
い
ふ
道
具
を
も
つ
て
歩
い
た
団
体
だ
と
も
い
ひ
、
旅
人
の
旅
具
を
す
り
替
へ
る
こ
と
か

ら
、
さ
う
呼
ば
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
だ
と
も
言
ふ
が
、
恐
ら
く
は
ほ
か
ひ
・
く
ゞ
つ
な
ど
ゝ
同
じ
や
う

に
、
旅
行
者
の
持
つ
て
歩
い
た
旅
具
か
ら
つ
い
た
名
だ
と
思
は
れ
る
。
世
人
は
、
そ
れ
を
恐
れ
て
さ
う
呼

ん
だ
の
で
あ
ら
う
。
後
に
は
、
熟
練
を
得
て
頗
る
敏
捷
な
も
の
に
な
つ
た
が
、
当
時
の
は
、
も
つ
と
鈍
な

も
の
だ
つ
た
に
相
違
な
い
。

す
り
は
、
早
く
か
ら
単
独
の
職
業
に
な
つ
た
が
、
す
つ
ぱ
の
方
は
　
　
狂
言
で
は
田
舎
人
を
訛
す
悪
党
で
、

す
り
・
す
つ
ぱ
と
同
じ
や
う
に
言
は
れ
て
ゐ
る
が
　
　
も
う
少
し
団
体
的
の
も
の
で
、
親
分
を
持
つ
て
ゐ

た
。
そ
し
て
更
に
、
一
層
団
体
的
だ
つ
た
の
が
、
ら
つ
ぱ
で
あ
る
。
小
六
は
即
ら
つ
ぱ
の
頭
領
だ
つ
た
の

で
あ
る
。
当
時
は
、
か
や
う
な
も
の
が
幾
つ
と
な
く
、
彷
ひ
歩
い
て
ゐ
た
。
尚
、
此
外
に
、
が
ん
ど
う
提

灯
に
名
残
を
止
め
た
、
強
盗
な
ど
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
八
　
一
二
の
例
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押
し
借
り
強
盗
は
武
士
の
慣
ひ
と
は
、
後
々
ま
で
も
残
つ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
当
時
は
、
実
際
に
さ
う
し

た
も
の
が
、
諸
民
の
部
落
を
荒
し
て
廻
つ
た
の
で
、
山
伏
し
も
、
陰
陽
師
と
な
つ
て
、
諸
国
に
神
道
の
祈

り
を
し
て
歩
き
、
一
方
に
は
、
舞
踊
や
唱
歌
を
も
し
た
。
其
に
交
つ
た
浪
人
者
が
あ
り
、
其
間
に
発
達
し

た
ら
つ
ぱ
・
す
つ
ぱ
も
あ
り
、
荒
す
こ
と
専
門
の
ら
つ
ぱ
・
す
つ
ぱ
が
あ
り
、
一
方
、
海
道
筋
を
う
ろ
つ

く
が
ん
ど
う
連
が
あ
る
、
と
言
う
た
訣
で
あ
つ
た
。

ら
つ
ぱ
の
専
門
は
、
庸
兵
と
な
つ
て
、
諸
国
の
豪
族
に
腕
貸
し
を
す
る
事
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
其
処
の
臣

と
な
り
、
或
は
、
即
か
ず
離
れ
ず
の
態
度
で
、
其
保
護
を
う
け
る
。
其
中
に
、
其
主
家
に
と
つ
て
替
つ
た

な
ど
ゝ
言
ふ
の
も
あ
つ
た
。

相
模
の
後
北
条
早
雲
の
出
身
は
確
か
で
な
い
。
伊
勢
関
氏
の
分
れ
だ
と
言
ふ
が
、
同
時
に
、
其
は
ら
つ
ぱ

と
い
ふ
事
に
な
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
探
り
を
入
れ
て
見
る
と
、
叡
山
・
山
王
の
信
仰
を
伝
へ
て
歩
い
た

山
伏
し
、
或
は
唱
門
師
と
も
見
ら
れ
る
の
で
、
戦
国
の
頃
、
段
々
、
東
に
出
て
来
て
、
庸
兵
と
な
つ
て
歩

い
た
ら
し
い
。
妹
が
今
川
氏
の
妾
（
或
は
側
室
と
も
い
ふ
が
）
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
、
今
川
氏
に
頼
り
、

そ
れ
か
ら
段
々
、
勢
力
を
得
た
様
に
も
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
怪
し
い
も
の
で
あ
る
。
妹
を
今
川
氏
に
入
れ

る
な
ど
ゝ
言
ふ
こ
と
は
、
後
に
も
出
来
る
こ
と
で
あ
り
、
殊
に
、
彼
等
が
豪
族
に
と
り
入
つ
た
に
は
、
男
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色
・
女
色
を
以
て
し
た
の
が
、
一
の
手
段
で
も
あ
つ
た
の
だ
。

と
も
か
く
も
、
祖
先
伊
勢
新
九
郎
の
出
身
は
、
宇
治
の
山
奥
、
田
原
で
あ
つ
て
、
其
家
は
穴
太
ア
ナ
ホ
で
あ
つ
た

ら
し
く
も
あ
る
。
此
が
伊
勢
の
関
ま
で
出
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
彼
が
最
初
に
連
れ
て
出
た
家
来
と
言
ふ

の
は
、
十
人
足
ら
ず
で
あ
つ
た
が
、
い
づ
れ
も
宇
治
地
名
を
帯
び
た
名
を
持
つ
て
ゐ
る
。
早
雲
は
、
後
に

追
々
と
勢
力
を
得
て
、
遂
に
、
小
田
原
に
根
拠
を
据
ゑ
る
や
う
に
な
つ
た
が
、
最
初
は
、
山
伏
し
と
な
り
、

庸
兵
と
な
り
し
て
歩
い
た
も
の
だ
と
思
は
れ
る
。

更
に
、
古
い
例
と
し
て
は
、
小
早
川
氏
も
さ
う
の
や
う
で
あ
る
。
「
小
」
と
い
ふ
字
の
付
く
の
は
、
嫡
流

に
対
す
る
小
流
（
妾
腹
）
の
意
で
、
小
田
原
在
に
早
川
と
い
ふ
所
が
あ
る
が
、
土
肥
実
平
の
分
れ
で
あ
つ

て
、
山
伏
し
系
統
の
巡
遊
者
と
な
つ
た
も
の
だ
と
考
へ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
古
い
例
で
あ
る
が
、
近
世
に
は
頗
多
い
。
併
し
、
あ
ま
り
名
前
を
挙
げ
て
行
く
こ
と
は
遠
慮
し

よ
う
。

　
　
　
　
　
九
　
村
落
制
度
か
ら
生
れ
た
親
分
・
子
分

か
や
う
に
、
鎌
倉
末
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
は
、
或
は
山
伏
し
と
な
り
、
或
は
庸
兵
と
な
つ
た
様
な
無
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頼
の
徒
が
、
非
常
に
多
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
此
等
の
中
、
織
田
・
豊
臣
の
時
代
ま
で
に
し
つ
か
り
と

し
た
擁
護
者
を
得
な
か
つ
た
も
の
は
、
最
早
、
徳
川
の
平
定
と
共
に
、
頭
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な

つ
て
了
う
た
。
彼
等
は
、
止
む
を
得
ず
、
無
職
渡
世
な
ど
ゝ
い
つ
て
、
い
ば
つ
て
博
徒
と
な
つ
た
。
此
が

侠
客
の
最
初
で
あ
る
。

何
故
、
彼
等
は
、
さ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
。
此
に
は
考
ふ
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
思
は
れ
る
。

若
、
彼
等
が
単
独
で
あ
つ
た
ら
、
譬
へ
徳
川
の
平
定
が
あ
ら
う
と
も
、
博
徒
に
は
な
ら
ず
と
も
済
せ
た
か

も
知
れ
な
い
。
も
う
少
し
は
、
何
と
か
身
の
振
り
方
が
着
い
た
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
彼
等
に
は
多
く
の

仲
間
が
あ
つ
た
。
彼
等
は
、
先
、
其
等
の
仲
間
・
子
分
の
処
置
に
困
つ
た
。

此
処
で
、
親
分
・
子
分
の
こ
と
を
一
言
述
べ
て
置
く
が
、
彼
等
の
親
分
・
子
分
は
、
農
村
の
制
度
か
ら
と

つ
た
の
だ
と
思
は
れ
る
。
農
村
に
は
、
親
方
筋
・
子
方
筋
と
い
ふ
の
が
幾
軒
も
あ
る
。
其
外
檀
那
筋
な
ど

言
ふ
の
も
あ
る
が
、
親
方
・
子
方
と
な
る
と
、
其
子
供
は
親
方
の
養
子
分
と
な
る
。
出
産
が
あ
れ
ば
、
戸

籍
吏
に
届
け
出
る
様
に
、
親
方
へ
ま
で
届
け
る
。
此
親
子
の
関
係
が
、
ら
つ
ぱ
・
す
つ
ぱ
に
も
あ
る
。
彼

等
の
団
体
は
、
此
村
落
の
生
活
が
基
礎
に
な
つ
て
ゐ
た
、
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
〇
　
人
入
れ
稼
業
の
創
始
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徳
川
氏
の
方
で
も
、
天
下
を
と
つ
て
、
納
ま
る
と
同
時
に
、
先
、
困
つ
た
の
は
、
彼
等
ら
つ
ぱ
・
す
つ
ぱ

の
連
衆
の
処
置
で
あ
つ
た
。
此
ま
で
は
、
助
力
を
得
た
の
で
あ
つ
た
が
、
関
个
原
・
冬
・
夏
の
戦
ひ
で
、

彼
等
に
は
手
を
焼
い
て
ゐ
る
。
其
が
多
勢
の
子
分
を
連
れ
て
や
つ
て
く
る
。
而
も
、
彼
等
は
法
力
を
持
つ

て
ゐ
る
。
ひ
と
先
、
整
理
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
が
来
た
の
で
あ
つ
た
が
、
其
処
置
に
は
、
全
く
困

惑
し
た
や
う
で
あ
つ
た
。

か
う
し
て
彼
等
の
う
ち
、
織
田
・
豊
臣
の
時
代
ま
で
に
、
し
つ
か
り
と
し
た
擁
護
者
を
得
て
、
落
ち
つ
く

事
が
出
来
な
か
つ
た
者
は
、
再
、
落
ち
つ
く
機
会
を
失
つ
て
了
う
た
の
で
あ
つ
た
。

そ
れ
で
も
、
村
落
に
し
つ
か
り
と
し
た
基
礎
を
持
つ
て
ゐ
た
も
の
は
、
ま
だ
よ
か
つ
た
。
即
、
彼
等
は
、

そ
こ
へ
帰
つ
て
、
郷
士
と
な
つ
た
。

又
、
彼
等
の
中
に
は
、
早
く
江
戸
を
棄
て
、
宗
教
の
名
を
借
り
て
、
悪
事
を
働
い
た
高
野
聖
の
様
な
も
の

も
あ
る
。
其
後
も
、
永
く
旅
人
を
困
ら
せ
た
ご
ま
の
灰
は
、
高
野
聖
の
一
種
で
あ
つ
た
。
高
野
で
も
、
此

に
は
困
つ
た
の
で
、
非
事
吏
な
ど
ゝ
、
意
味
も
な
い
や
う
な
名
を
さ
へ
出
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

彼
等
の
中
、
最
、
困
つ
た
の
は
、
江
戸
や
大
阪
・
堺
な
ど
に
未
練
を
持
つ
た
連
衆
で
、
何
と
子
分
の
始
末

を
す
べ
き
か
、
其
が
大
き
な
問
題
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
、
彼
等
は
、
其
子
分
た
ち
を
、
諸
大
名
の
家
へ
売
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り
つ
け
る
こ
と
を
考
へ
た
。
人
入
れ
稼
業
は
、
か
う
し
て
始
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
等
は
所
謂
侠

客
と
な
つ
た
。
親
分
・
子
分
の
関
係
は
、
前
に
述
べ
た
様
に
、
農
村
の
制
度
か
ら
と
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、

今
日
人
口
に
膾
炙
し
て
ゐ
る
親
分
・
子
分
は
、
此
人
入
れ
稼
業
か
ら
始
つ
た
と
見
て
い
ゝ
。
有
名
な
幡
随

院
長
兵
衛
の
頃
に
は
、
も
う
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、
ほ
ん
と
う
の
人
入
れ
稼
業
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら

う
が
、
古
く
は
、
其
子
分
を
大
名
の
家
に
売
り
つ
け
た
の
で
あ
つ
た
。

其
を
「
奴
」
と
い
つ
た
。
奴
の
名
は
髪
の
格
好
か
ら
出
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
鬢
を
薄
く
、
深
く
剃
り
込

ん
だ
其
形
が
、
当
時
は
は
い
か
ら
風
で
あ
つ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
其
が
江
戸
で
流
行
を
極
め
る
様
に
な
つ

た
。
町
奴
の
称
が
出
来
た
の
は
、
旗
本
奴
が
出
来
た
か
ら
で
あ
つ
て
、
も
と
は
、
か
ぶ
き
も
の
と
言
う
た
。

旗
本
奴
も
か
ぶ
き
も
の
・
か
ぶ
き
衆
な
ど
い
は
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
併
し
、
後
に
は
、
此
二
者
が
交
錯
し

て
、
か
ぶ
き
の
中
に
奴
が
出
る
様
な
こ
と
に
も
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
一
一
　
か
ぶ
き
と
か
ぶ
き
踊
り
と

か
ぶ
き
と
言
ふ
語
が
、
文
献
に
現
れ
た
の
は
古
い
が
、
直
接
後
世
と
関
係
し
た
の
が
見
え
て
来
る
の
は
、

室
町
時
代
か
ら
だ
と
思
ふ
。
乱
暴
す
る
、
狼
藉
す
る
意
に
用
ゐ
ら
れ
た
の
だ
が
、
古
い
用
語
例
ら
し
い
。
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此
語
の
盛
ん
に
用
ゐ
ら
れ
た
一
つ
の
中
心
は
、
桃
山
時
代
で
あ
つ
た
。
当
時
は
、
事
実
此
風
が
、
盛
ん
に

行
は
れ
も
し
た
の
で
あ
つ
た
。

阿
国
の
念
仏
踊
り
を
、
か
ぶ
き
と
言
ふ
様
に
な
つ
た
の
は
、
彼
女
に
は
、
い
ろ
〳
〵
な
演
芸
種
目
が
あ
つ

て
、
其
一
つ
に
「
か
ぶ
き
踊
り
」
と
言
ふ
の
が
あ
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。

当
時
の
貴
族
・
豪
族
た
ち
は
、
何
で
も
、
異
つ
た
も
の
に
目
を
止
め
た
。
阿
国
も
、
さ
う
し
て
認
め
ら
れ

た
一
人
だ
つ
た
の
だ
。
彼
女
が
京
に
出
て
来
て
、
五
条
の
橋
詰
め
・
北
野
の
東
な
ど
に
舞
台
を
構
へ
た
時

に
、
此
等
の
大
名
た
ち
は
、
直
に
其
に
目
を
止
め
た
。
彼
女
が
頭
を
擡
げ
て
来
た
の
は
、
さ
う
し
た
擁
護

者
を
得
る
事
が
出
来
た
か
ら
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

彼
等
の
芸
を
、
何
故
か
ぶ
き
と
言
う
た
か
と
言
へ
ば
、
彼
等
の
持
つ
て
ゐ
た
演
芸
種
目
の
中
に
「
い
ざ
や

か
ぶ
か
ん
、
い
ざ
や
か
ぶ
か
ん
」
と
言
う
て
踊
る
踊
り
が
あ
つ
て
、
其
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
思

ふ
。
阿
国
の
演
芸
で
は
、
阿
国
と
名
古
屋
山
三
と
の
問
答
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
「
い
ざ
や
か
ぶ
か
ん
」
に

な
る
の
で
、
此
を
か
ぶ
き
踊
り
と
言
う
た
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
一
二
　
幇
間
の
前
駆
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か
ぶ
き
踊
り
の
起
原
は
、
名
古
屋
山
三
が
教
へ
た
と
あ
る
が
、
山
三
が
阿
国
に
教
へ
た
の
は
、
早
歌
で
あ

つ
た
ら
う
。
山
三
は
、
幸
若
の
舞
太
夫
だ
つ
た
と
思
ふ
。

当
時
は
、
幸
若
舞
の
最
盛
ん
な
時
代
だ
つ
た
の
で
、
舞
ひ
と
言
へ
ば
幸
若
舞
の
事
を
言
ふ
の
で
あ
つ
た
。

其
他
、
舞
々
・
舞
太
夫
、
す
べ
て
幸
若
に
関
し
た
も
の
を
言
う
た
の
で
あ
つ
た
。
幸
若
舞
は
、
千
秋
万
歳

に
系
統
を
持
つ
曲
舞
か
ら
出
た
の
で
、
曲
舞
の
う
ち
、
武
家
に
好
ま
れ
た
も
の
が
、
即
、
幸
若
舞
で
あ
つ

た
。
随
つ
て
、
幸
若
舞
に
は
、
武
張
つ
た
も
の
が
多
い
。
併
し
、
も
と
〳
〵
、
幸
若
は
社
寺
の
芸
術
だ
つ

た
の
で
あ
る
。

伝
説
に
よ
る
と
、
山
三
は
、
蒲
生
氏
郷
の
寵
を
受
け
た
、
当
時
有
名
の
美
少
年
だ
つ
た
と
あ
る
が
、
其
見

出
さ
れ
る
迄
は
、
建
仁
寺
の
西
来
院
に
居
つ
た
と
も
あ
る
。
当
時
、
有
名
な
美
少
年
と
し
て
は
、
彼
の
外

に
、
も
う
一
人
、
秀
次
の
愛
を
受
け
た
、
不
破
伴
作
が
あ
つ
た
。
併
し
、
も
と
〳
〵
、
彼
等
は
、
ご
ろ
つ

き
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
山
三
は
、
蒲
生
家
か
ら
浪
人
し
て
後
、
諸
国
を
廻
つ
た
と
あ
る
が
、
彼
等
は
、
さ

う
し
て
、
主
君
に
あ
り
つ
い
た
時
に
は
、
其
酒
席
に
侍
つ
た
。
男
色
は
彼
等
が
主
君
に
と
り
入
る
一
つ
の

手
段
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

す
つ
ぱ
と
同
じ
や
う
な
意
味
を
含
ん
だ
語
に
、
し
よ
ろ
り
と
い
ふ
も
の
が
あ
つ
た
。
や
は
り
、
諸
国
を
流

浪
し
、
豪
族
た
ち
の
庸
兵
と
な
つ
た
の
で
、
其
ま
ゝ
臣
下
と
な
つ
た
も
の
も
あ
つ
た
が
、
多
く
は
、
一
時

19



的
の
臣
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
併
し
、
し
よ
ろ
り
・
そ
ろ
り
の
語
か
ら
考
へ
て
、
此
は
後
の
幇
間
の
前
駆
を

な
し
た
も
の
、
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
と
思
ふ
。

日
本
に
は
、
幇
間
的
職
分
を
持
つ
た
も
の
は
、
古
く
か
ら
あ
つ
た
。
王
朝
時
代
、
貴
族
に
仕
へ
た
女
房
た

ち
の
為
事
と
言
ふ
の
は
、
そ
こ
の
子
弟
を
教
育
す
る
の
が
、
主
な
る
も
の
と
な
つ
て
ゐ
た
の
だ
が
、
其
教

育
は
、
な
か
〳
〵
行
き
届
い
た
も
の
で
、
時
に
は
、
其
娘
や
息
子
た
ち
の
為
に
、
艶
書
の
代
筆
な
ど
を
も

や
つ
て
ゐ
る
。
此
が
、
後
に
は
、
男
で
文
筆
あ
る
も
の
が
替
つ
て
や
る
や
う
に
な
つ
た
。
隠
者
の
文
学
は
、

そ
こ
か
ら
発
生
し
た
。
兼
好
法
師
が
、
師
直
の
為
に
艶
書
の
代
筆
を
し
た
と
い
ふ
の
は
、
事
実
で
あ
つ
た

ら
う
。
当
時
で
は
、
決
し
て
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

尚
、
此
外
に
、
奴
隷
か
ら
出
て
、
君
側
に
侍
つ
た
も
の
が
あ
つ
た
。
併
し
、
戦
国
時
代
に
は
、
す
つ
ぱ
・

し
よ
ろ
り
な
ど
が
侵
入
し
て
、
い
つ
か
、
此
等
の
も
の
と
の
間
に
、
歩
み
寄
つ
た
生
活
を
し
て
ゐ
た
。
何

故
、
彼
等
が
、
其
等
の
も
の
と
の
間
に
歩
み
寄
つ
た
生
活
を
為
し
得
た
か
に
就
て
は
、
考
ふ
べ
き
点
が
あ

る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
一
三
　
異
風
・
乱
暴
の
興
味
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阿
国
歌
舞
妓
は
、
念
仏
踊
り
の
一
変
化
し
た
も
の
で
、
幸
若
舞
に
系
統
を
持
つ
、
謂
は
ゞ
、
山
三
の
芸
の

濃
い
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
此
は
初
代
の
阿
国
の
時
あ
つ
た
も
の
で
は
な
く
、
二
代
の
阿
国
が
舞
ひ

出
し
た
の
だ
と
思
ふ
。
其
訣
は
、
前
に
も
言
う
た
様
に
、
か
ぶ
き
踊
り
は
、
阿
国
と
、
山
三
の
亡
霊
と
の

間
に
問
答
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
「
い
ざ
や
か
ぶ
か
ん
」
に
な
る
。
此
事
実
か
ら
も
考
へ
ら
れ
る
と
思
ふ
の

で
あ
る
。

か
ぶ
か
ん
と
は
「
あ
ば
れ
よ
う
」
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
即
、
舞
ひ
に
狼
藉
振
り
を
見
せ
た
も
の
ら
し
い
。

後
の
芝
居
で
は
、
此
が 
六  
法 
ロ
ツ
パ
フ

と
な
つ
て
残
つ
て
ゐ
る
。
尚
、
六
法
は
、
前
に
言
う
た
か
ぶ
き
者
の
別
名

と
も
な
り
、
其
一
分
派
に
は
、
丹
前
な
ど
言
ふ
も
の
も
出
来
た
。
共
に
、
あ
ば
れ
者
で
あ
り
、
伊
達
な
風

を
し
て
、
市
中
を
練
つ
て
歩
い
た
の
で
あ
つ
た
。
「
六
法
は
む
ほ
ふ
と
も
訓
む
べ
し
」
な
ど
言
ふ
や
う
に

な
つ
た
の
は
、
恐
ら
く
、
彼
等
の
、
さ
う
し
た
行
動
か
ら
出
た
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。

併
し
、
六
法
は
、
其
以
前
か
ら
も
あ
つ
た
。
室
町
の
中
期
頃
に
、
六
法
々
師
と
言
ふ
も
の
が
あ
つ
て
、
祭

礼
に
練
つ
て
歩
い
た
。

京
の
街
で
は
、
早
く
か
ら
、
祇
園
祭
に
異
風
の
行
列
が
流
行
つ
た
。
こ
れ
の
は
つ
き
り
し
て
来
た
の
は
、

室
町
か
ら
で
あ
つ
た
が
、
既
に
、
其
以
前
、
平
安
朝
に
於
て
も
、
其
風
は
あ
つ
た
の
だ
。
さ
う
し
て
、
こ

れ
の
愈
発
達
し
て
来
た
も
の
が
、
風
流
フ
リ
ウ
で
あ
り
、
六
法
で
あ
る
。
彼
等
は
、
仮
装
を
し
て
、
盛
ん
に
暴
れ
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廻
つ
た
。
当
時
と
し
て
は
、
其
が
は
い
か
ら
で
あ
り
、
さ
う
し
て
人
目
を
驚
か
す
こ
と
に
、
社
会
一
般
の

興
味
が
あ
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。
彼
等
は
、
好
ん
で
外
国
渡
来
の
品
な
ど
を
身
に
著
け
た
。
か
う
し
た
、
異

風
・
乱
暴
は
、
其
が
ま
た
、
性
欲
的
で
も
あ
つ
た
の
だ
。
当
時
は
、
異
風
と
荒
つ
ぽ
い
こ
と
に
性
欲
を
感

じ
た
の
で
あ
る
。

此
等
の
傾
向
は
、
其
後
、
歌
舞
妓
芝
居
の
舞
台
に
、
長
く
残
つ
た
。
大
帯
な
ど
も
、
其
一
つ
と
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
四
　
歩
く
芸

戦
国
時
代
か
ら
徳
川
の
初
期
へ
か
け
て
は
、
諸
大
名
の
中
に
も
、
さ
う
し
た
異
風
を
好
み
、
此
を
ま
ね
た

も
の
が
少
く
な
か
つ
た
。
織
田
信
長
な
ど
も
、
其
一
人
で
あ
つ
た
。

当
時
は
、
社
会
一
般
が
、
異
風
と
い
ふ
こ
と
に
、
興
味
の
中
心
を
置
い
て
ゐ
た
の
で
、
文
芸
・
芸
術
も
ま

た
さ
う
で
あ
つ
た
と
言
へ
る
の
で
あ
る
。
風
流
・
六
法
は
、
さ
う
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
つ
た
。

風
流
は
、
後
に
は
、
飾
り
も
の
ゝ
名
の
様
に
な
つ
て
了
う
た
が
、
元
来
は
、
異
つ
た
扮
装
を
す
る
事
を
言

う
た
の
で
あ
る
。
異
つ
た
扮
装
を
し
て
、
祭
礼
な
ど
に
練
つ
て
歩
い
た
。
此
が
多
少
の
変
化
を
来
し
て
、
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動
作
が
主
に
な
つ
た
も
の
が
、
六
法
で
あ
り
、
そ
れ
の
分
派
が
か
ぶ
き
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
「
奴
」
が
出

来
、
徳
川
中
期
に
は
「
寛
濶
」
な
ど
ゝ
言
ふ
も
の
も
出
来
た
の
だ
が
、
も
と
〳
〵
此
等
の
芸
は
、
風
流
系

統
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
此
等
の
芸
は
、
後
々
ま
で
も
、
歩
く
芸
　
　
練
つ
て
歩
く
芸
、
謂
は
ゞ
祭
礼

の
く
づ
れ
　
　
と
し
て
残
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

芝
居
の
六
法
は
、
か
う
考
へ
て
見
る
と
き
、
あ
の
特
別
な
歩
き
振
り
に
も
、
一
つ
の
意
味
が
発
見
さ
れ
よ

う
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
一
五
　
幸
若
の
影
響

歌
舞
妓
芝
居
で
は
、
元
禄
以
後
に
な
つ
て
か
ら
で
も
、
平
気
で
舞
台
を
歩
く
芸
が
あ
つ
た
。
若
衆
の
出
て

来
る
芝
居
な
ど
に
も
、
舞
台
を
散
歩
し
て
ゐ
る
様
な
も
の
が
あ
つ
た
。
奴
を
つ
れ
て
「
い
ゝ
花
ぢ
や
な
あ
」

と
い
つ
た
調
子
で
、
舞
台
を
散
歩
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
尤
、
此
に
は
、
顔
を
見
せ
る
と
い
ふ
事
が
あ
つ

た
。
此
も
見
逃
せ
な
い
事
の
一
つ
で
あ
る
が
、
歌
舞
妓
を
散
歩
芸
と
し
て
眺
め
る
の
に
は
、
尚
、
他
に
も

考
ふ
べ
き
事
が
あ
る
の
で
、
譬
へ
ば
、
道
行
き
に
は
「
舞
ひ
」
の
手
ぶ
り
が
あ
る
。
即
、
幸
若
が
割
り
込

ん
で
来
た
か
ら
で
あ
る
。
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元
来
、
幸
若
の
舞
ひ
ぶ
り
な
る
も
の
は
、
地
固
め
の
舞
ひ
（
即
、 

反  

閇 

ヘ
ン
バ
イ

）
か
ら
生
れ
た
も
の
で
、
足
ぶ

み
を
し
て
舞
ふ
も
の
な
の
で
あ
る
。
歌
舞
妓
は
、
こ
れ
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
あ
つ
て
見
れ
ば
、
愈
、
散

歩
芸
・
足
の
芸
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
わ
け
で
、
散
歩
芸
に
も
其
起
り
が

あ
る
。
風
流
・
六
法
・
丹
前
・
奴
・
寛
濶
　
　
此
等
は
い
づ
れ
も
皆
歩
く
芸
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

歌
舞
妓
芝
居
は
そ
れ
か
ら
生
れ
た
の
だ
が
、
尚
、
此
に
は
、
狼
藉
の
所
作
振
り
と
、
人
目
を
驚
か
す
異
風

と
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
。
勿
論
、
此
に
も
、
理
由
は
あ
る
の
で
、
前
に
も
言
う
た
様
に
、
か
ぶ
く
と
は
あ

ば
れ
る
事
で
あ
つ
た
。
か
ぶ
き
者
・
か
ぶ
き
衆
と
は
、
異
風
を
し
て
あ
ば
れ
廻
つ
た
連
衆
の
こ
と
で
あ
る
。

後
に
は
、
あ
ぶ
れ
者
な
ど
言
ふ
語
を
さ
へ
生
む
様
に
な
つ
た
程
で
、
も
と
〳
〵
彼
等
は
ご
ろ
つ
き
だ
つ
た

の
で
あ
る
。
山
三
が
、
津
山
で
切
り
死
に
を
し
た
と
い
ふ
の
も
、
彼
が
あ
ば
れ
者
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

団
十
郎
が
、
舞
台
で
殺
さ
れ
た
の
に
も
、
さ
う
し
た
関
係
が
あ
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。
荒
事
な
ど
ゝ
言
ふ
も

の
が
演
じ
ら
れ
た
の
も
、
決
し
て
偶
然
の
発
生
で
は
な
か
つ
た
に
相
違
な
い
。
此
乱
暴
狼
藉
は
人
形
に
ま

で
影
響
し
た
。
即
、
金
平
も
の
ゝ
発
生
が
其
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
六
　
遊
女
を
太
夫
と
言
う
た
訣
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か
や
う
に
当
時
は
、
乱
暴
・
異
風
が
、
社
会
の
興
味
の
中
心
と
な
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
歌
舞
妓
の
や
う

な
芸
術
も
生
れ
た
訣
だ
が
、
此
風
潮
は
啻
に
、
男
の
世
界
ば
か
り
に
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
女
の
方
に

も
、
や
は
り
、
そ
れ
が
あ
つ
た
。
吉
原
其
他
の
色
街
に
於
て
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

元
来
、
吉
原
・
島
原
の
遊
女
を
、
何
故
太
夫
と
言
う
た
か
と
言
へ
ば
、
彼
等
は
元
は
、
幸
若
の
女
舞
太
夫

だ
つ
た
か
ら
だ
と
思
ふ
。
そ
し
て
当
時
は
、
此
女
舞
太
夫
が
非
常
に
流
行
を
極
め
た
。
其
訣
は
、
男
は
一

般
に
見
識
を
持
つ
て
、
あ
ま
り
舞
は
な
か
つ
た
が
、
女
の
方
は
激
し
く
此
舞
ひ
を
舞
う
て
、
そ
れ
が
世
間

に
受
け
た
の
だ
と
思
ふ
。

彼
等
は
、
そ
れ
／
″
＼
座
を
持
つ
て
ゐ
た
の
で
、
最
初
は
、
市
内
の
彼
方
・
此
方
で
演
じ
て
ゐ
た
の
だ
が
、

遂
に
吉
原
に
押
し
込
め
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。

そ
れ
で
も
彼
等
は
、
時
を
定
め
て
、
此
を
演
じ
た
。
其
が
受
け
た
の
で
、
追
々
こ
れ
を
ま
ね
る
も
の
が
出

来
、
彼
等
も
亦
、
太
夫
を
称
へ
る
様
に
な
り
、
遂
に
、
此
が
遊
女
の
称
と
さ
へ
な
つ
た
の
で
あ
る
。

併
し
、
彼
等
が
最
初
、
座
を
持
つ
て
ゐ
た
時
に
は
、
村
々
に
よ
つ
て
、
其
が
違
う
た
。
随
つ
て
、
彼
等
は
、

其
等
の
村
々
の
方
言
を
持
つ
て
ゐ
た
。
ざ
ま
す
・
あ
り
ん
す
は
、
即
、
其
形
見
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

而
も
、
此
言
葉
は
、
新
吉
原
に
な
つ
て
後
も
、
長
く
廓サト
言
葉
と
し
て
、
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で

あ
つ
た
。
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一
七
　
八
文
字
は
女
六
法

そ
れ
は
と
に
か
く
、
彼
等
が
男
の
か
ぶ
き
・
六
法
の
、
直
接
の
影
響
を
受
け
た
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、
道

中
に
見
せ
た
八
文
字
で
あ
る
。
八
文
字
は
明
ら
か
に
女
の
六
法
で
あ
つ
た
。

此
が
嵩
じ
て
は
、
か
の
一
中
に
謡
は
れ
た
、
勝
山
に
迄
な
る
の
で
、
一
中
節
で
は
、
彼
女
が
道
中
の
途
次
、

湯
巻
を
落
し
た
が
、
其
ま
ゝ
道
中
を
続
け
た
と
言
う
て
、
大
い
に
此
を
讃
美
し
て
ゐ
る
。
我
々
か
ら
考
へ

れ
ば
、
ど
こ
に
其
ほ
ど
讃
美
す
る
価
値
が
あ
る
の
か
、
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
当
時
と
し
て

は
、
其
が
女
六
法
に
か
な
つ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
其
が
、
性
欲
的
で
も
あ
つ
た
の
だ
。

い
き
・
は
り
な
ど
言
う
て
も
、
も
は
や
今
日
で
は
、
訣
ら
ぬ
も
の
に
な
つ
て
了
う
た
や
う
だ
が
、
所
詮
、

女
性
と
男
性
と
の
意
志
の
一
緒
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。

か
う
し
た
気
風
は
、
吉
原
だ
け
に
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
京
の
島
原
・
大
阪
の
新
町
、
此
等
の
廓サト
に
も

あ
つ
た
の
だ
。
此
様
に
か
ゝ
る
方
面
に
ま
で
、
ご
ろ
つ
き
・
あ
ば
れ
も
の
ゝ
影
響
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
八
　
美
的
な
乱
暴
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以
上
述
べ
て
来
た
様
に
、
歌
舞
妓
芝
居
の
起
る
ま
で
に
は
、
従
来
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
ゝ
外
に
、
か
う

し
た
あ
ぶ
れ
者
・
乱
暴
者
の
生
活
か
ら
発
生
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
事
実
が
あ
り
、
尚
、
直
接
の
原
因
と
し
て

は
、
幸
若
の
舞
太
夫
の
扶
持
を
離
れ
た
も
の
が
、
民
間
に
下
つ
た
と
言
ふ
こ
と
が
あ
る
。

そ
し
て
、
此
二
者
が
相
寄
つ
て
、
美
的
な
乱
暴
を
創
始
し
た
。
美
的
と
は
言
う
て
も
、
其
は
美
学
的
見
地

か
ら
の
も
の
で
は
な
い
。
尤
、
中
に
は
「
助
六
」
の
様
な
美
し
く
て
、
力
の
あ
る
も
の
も
あ
る
。
殊
に
、

当
時
の
、
さ
う
し
た
風
潮
を
念
頭
に
置
い
て
此
を
見
る
な
ら
ば
、
団
十
郎
の
此
を
作
つ
た
気
持
ち
は
、
容

易
に
訣
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

か
や
う
に
、
か
ぶ
き
・
か
ぶ
く
と
言
ふ
語
の
、
元
の
意
味
は
、
乱
暴
す
る
・
狼
藉
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ

つ
た
の
で
、
歌
舞
妓
芝
居
は
そ
れ
か
ら
生
れ
た
の
で
あ
る
が
、
も
は
や
今
日
の
歌
舞
妓
に
は
、
さ
う
し
た

元
の
意
味
は
、
殆
ど
無
く
な
つ
て
了
う
て
ゐ
る
。
併
し
、
今
日
で
も
、
全
然
そ
れ
が
無
く
な
つ
て
し
ま
つ

た
と
は
、
言
は
れ
な
い
。

譬
へ
ば
、
日
本
の
芝
居
に
は
、
濡
れ
場
・
殺
し
場
な
ど
言
ふ
、
残
虐
な
或
は
性
欲
的
な
場
面
が
少
く
な
い
。

学
者
の
中
に
は
、
此
は
日
本
の
国
民
性
に
合
は
な
い
、
不
思
議
な
挿
入
物
だ
、
と
言
ふ
様
に
見
て
ゐ
る
人

も
あ
る
。
坪
内
・
藤
岡
両
博
士
の
御
意
見
も
、
さ
う
の
様
で
あ
つ
た
と
記
憶
す
る
が
、
此
な
ど
も
、
以
上
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述
べ
た
や
う
な
、
こ
れ
の
発
生
・
源
流
に
就
て
考
へ
て
見
る
な
ら
ば
、
一
応
の
解
釈
は
つ
く
と
思
は
れ
る
。

勿
論
、
さ
う
し
た
こ
と
は
、
時
代
の
好
尚
、
其
他
の
事
情
に
よ
つ
て
、
特
に
、
病
的
に
発
達
し
て
行
く
こ

と
も
あ
る
。

し
か
し
、
歌
舞
妓
芝
居
に
あ
つ
て
は
、
既
に
、
其
起
り
が
、
乱
暴
・
異
風
　
　
そ
し
て
、
そ
れ
が
性
欲
的

で
あ
つ
た
　
　
を
採
り
入
れ
た
芸
術
な
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
う
し
た
こ
と
　
　
残
虐
的
、
或
は
、
性
欲
的

な
場
面
　
　
が
、
多
分
に
あ
つ
た
と
し
て
も
、
其
は
、
必
し
も
、
不
思
議
と
す
る
に
は
当
ら
な
い
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
一
九
　
「
士
道
」
と
「
武
士
道
」
と

大
体
、
今
日
一
般
が
考
へ
て
ゐ
る
道
徳
な
る
も
の
は
、
歴
史
的
に
見
て
、
此
が
ど
れ
だ
け
の
価
値
を
持
つ

て
ゐ
る
か
、
一
考
を
要
す
べ
き
点
が
あ
ら
う
と
思
ふ
。

今
日
、
一
般
が
考
へ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
所
謂
武
士
道
な
る
も
の
は
、
大
体
、
徳
川
氏
の
世
に
な
つ
て
概

念
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
徳
川
氏
は
、
天
下
を
取
る
と
同
時
に
、
先
、
儒
教
に
よ
つ
て
一
般
を
陶
冶
し

よ
う
と
し
た
。
即
、
謀
叛
・
反
抗
を
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
、
道
徳
的
陶
冶
を
な
す
べ
く
、
最
初
は
、
此
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を
禅
僧
に
謀
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
山
鹿
素
行
な
ど
の
一
流
の
士
道
な
る
も
の
は
、
其
後
に
出
来
た
の
で
あ

る
。

武
士
道
は
、
此
を
歴
史
的
に
眺
め
る
の
に
は
、
二
つ
に
分
け
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
素
行
以
後
の
も
の
は
、

士
道
で
あ
つ
て
、
其
以
前
の
も
の
は
、
前
に
も
言
う
た
野
ぶ
し
・
山
ぶ
し
に
系
統
を
持
つ
、
ご
ろ
つ
き
道

徳
で
あ
る
。
即
、
変
幻
極
ま
り
な
き
も
の
、
不
安
に
し
て
、
美
し
く
、
き
ら
び
や
か
な
る
も
の
を
愛
す
る

の
が
、
彼
等
の
道
徳
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
等
の
道
徳
に
は
、
今
日
の
道
徳
感
を
以
て
考
へ

て
は
、
訣
ら
な
い
や
う
な
も
の
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
〇
　
気
分
本
位
の
生
活

一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
北
条
早
雲
が
三
浦
荒
次
郎
を
攻
め
た
と
き
、
三
浦
の
城
が
落
ち
る
と
聞
く
や
、
早

雲
の
家
来
十
幾
人
は
、
三
浦
方
の
方
を
向
い
て
、
割
腹
し
た
。
此
は
嘗
て
、
三
浦
方
に
捕
は
れ
た
と
き
、

彼
方
で
好
遇
を
受
け
た
其
恩
に
感
じ
た
の
だ
と
言
ふ
。
今
日
、
そ
れ
だ
け
の
雅
量
あ
る
も
の
が
、
果
し
て

あ
ら
う
か
。

後
世
の
侠
客
・
ご
ろ
つ
き
の
中
に
は
、
多
少
そ
れ
に
似
た
道
徳
感
が
流
れ
て
ゐ
た
。
睨
ま
れ
ゝ
ば
、
睨
み

29



返
す
の
が
、
彼
等
の
生
活
で
あ
つ
た
。
即
、
気
分
本
位
で
、
意
気
に
感
ず
れ
ば
、
容
易
に
、
味
方
に
も
な

つ
た
が
、
ま
た
直
に
、
敵
と
も
な
つ
た
。
我
々
が
、
多
少
で
も
、
か
う
し
た
気
分
を
味
ひ
得
た
の
は
、
釈

場
に
於
て
ゞ
あ
つ
た
が
、
そ
れ
も
、
今
日
で
は
極
め
て
淡
い
も
の
に
な
つ
て
し
ま
う
た
。
時
代
々
々
の
道

徳
の
力
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
変
化
せ
し
め
ず
に
は
置
か
な
い
。
同
時
に
、
時
代
々
々
の
文
芸
・
芸
術
は
、

此
と
交
渉
な
し
に
は
生
れ
な
い
。
現
代
の
道
徳
は
立
派
で
あ
る
と
言
へ
よ
う
。
だ
が
、
今
日
で
は
、
多
少
、

そ
れ
が
固
定
し
た
と
思
は
れ
る
。
随
つ
て
、
感
激
性
を
失
つ
た
。

現
代
の
文
芸
・
芸
術
が
、
此
を
重
視
し
な
く
な
つ
た
の
に
は
、
さ
う
し
た
理
由
が
あ
る
の
だ
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
二
一
　
結
び

話
が
、
か
な
り
岐
路
に
分
れ
た
と
思
ふ
が
、
要
す
る
に
、
日
本
の
ご
ろ
つ
き
に
は
古
い
歴
史
が
あ
る
。
而

し
て
、
鎌
倉
以
後
は
、
此
が
山
伏
し
と
結
び
つ
く
や
う
に
な
つ
て
、
著
し
く
社
会
の
表
面
に
顔
を
出
す
様

に
な
つ
た
。
法
術
を
利
用
し
て
、
大
名
に
と
り
入
る
や
う
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

併
し
、
彼
等
が
根
拠
地
と
し
た
の
は
山
奥
で
、
常
に
は
、
舞
ひ
や
踊
り
を
職
業
と
し
、
年
の
始
め
に
は
、

檀
那
の
家
々
を
祝
福
し
て
廻
り
も
し
た
の
で
、
其
中
に
は
、
山
奥
に
残
る
も
の
も
あ
り
、
里
に
出
て
来
た
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も
の
も
あ
り
、
里
に
出
て
来
た
も
の
ゝ
中
に
は
、
大
名
と
な
り
、
ま
た
其
臣
下
と
な
つ
た
や
う
な
も
の
も

あ
つ
た
が
、
遂
に
、
其
機
を
逸
し
た
も
の
は
、
徳
川
の
初
期
に
於
て
人
入
れ
稼
業
を
創
始
し
て
、
大
名
・

旗
本
に
対
し
て
も
、
横
柄
を
振
舞
つ
た
。

歌
舞
妓
芝
居
は
、
彼
等
の
間
に
生
れ
た
芸
術
で
、
そ
れ
に
は
幸
若
舞
が
与
つ
て
、
大
き
な
力
を
致
し
て
ゐ

る
。

歌
舞
妓
芝
居
は
、
其
後
非
常
な
発
達
を
し
て
、
も
は
や
、
昔
の
俤
は
止
め
ぬ
ほ
ど
に
な
つ
て
し
ま
う
た
が
、

そ
れ
で
も
尚
、
此
等
の
、
発
生
当
初
の
も
の
と
の
関
係
は
、
全
然
、
別
れ
切
り
に
は
な
ら
な
か
つ
た
。
其

間
に
纏
綿
た
る
も
の
ゝ
あ
つ
た
事
は
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

尚
、
無
頼
の
徒
の
芸
術
に
は
、
文
学
方
面
に
も
、
言
及
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

日
本
の
文
学
は
、
王
朝
時
代
に
於
け
る
女
房
の
文
学
に
始
ま
り
、
次
で
隠
者
の
文
学
が
起
り
、
此
に
ご
ろ

つ
き
の
文
学
が
提
携
し
、
此
等
の
も
の
ゝ
洗
礼
を
受
け
て
生
れ
た
の
が
、
即
、
江
戸
時
代
の
町
人
文
学
で

あ
る
。
此
等
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
づ
れ
細
論
す
る
日
も
あ
ら
う
。
茲
に
は
無
頼
の
徒
の
芸
術
と
し
て
、

歌
舞
妓
芝
居
の
発
生
を
述
べ
た
。
大
体
、
其
特
色
は
尽
し
た
積
り
で
あ
る
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　3

」
中
央
公
論
社

　
　
　1995
（
平
成7

）
年4

月10

日
初
版
発
行

初
出
：
「
民
俗
芸
術
　
第
一
巻
第
八
・
九
号
」

　
　
　1928

（
昭
和3
）
年8

、9

月

※
「
昭
和
三
年
春
、
神
奈
川
県
図
書
館
協
会
主
催
文
芸
講
演
会
講
演
筆
記
」
の
記
載
が
底
本
題
名
下
に
あ

り
。

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
昭
和
三
年
春
、
神
奈
川
県
図
書
館
協
会
主
催
文
芸
講
演
会
講
演

筆
記
。
昭
和
三
年
八
・
九
月
「
民
俗
芸
術
」
第
一
巻
第
八
・
九
号
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
欄
、
注

記
欄
に
移
し
ま
し
た
。

入
力
：
高
柳
典
子

校
正
：
多
羅
尾
伴
内

2007

年7

月13

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

33



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

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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