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東
京
と
西
京
と
は
、
飲
食
住
居
よ
り
言
語
風
俗
に
至
る
ま
で
、
今
猶
頗
す
こ
ぶる
相
異
な
る
も
の
あ
り
。
そ
れ

も
、
や
が
て
は
同
じ
き
に
帰
す
可
け
れ
ど
、
こ
ゝ
し
ば
ら
く
は
互
に
移
ら
ざ
ら
む
歟
。
そ
は
兎
ま
れ
角
ま

れ
、
小
児
の
年
の
初
に
用
ゐ
て
遊
ぶ
骨か
牌る
子た
に
記
さ
れ
た
る
伊
呂
波
短
歌
な
ど
い
ふ
も
、
東
京
の
と
西
京

の
と
は
、
い
た
く
異
な
り
て
、
其
の
同
じ
き
も
の
は
四
十
八
枚
中
わ
づ
か
に
二
三
枚
に
過
ぎ
ざ
る
ぞ
お
も

し
ろ
き
。
今
試
に
東
西
に
行
は
る
ゝ
と
こ
ろ
の
も
の
を
取
り
て
之
を
比
較
せ
ん
。

東
　
狗いぬ
も
歩
け
ば
棒
に
あ
た
る

西
　
い
や
〳
〵
三
盃

　
　
　
東
の
は
、
事
を
為
す
も
の
は
思
は
ぬ
災
を
受
く
る
こ
と
あ
り
と
い
ふ
意
、
又
は
其
の
反
対
に
、
才

　
　
無
き
者
も
能
く
勤
む
れ
ば
幸
を
得
る
こ
と
有
り
と
い
ふ
の
意
に
し
て
、
西
の
は
、
其
の
語
の
用
ゐ
ら

　
　
る
ゝ
場
合
不
明
な
れ
ど
も
、
既
に
人
の
客
た
れ
ば
、
い
や
〳
〵
な
が
ら
も
三
盃
を
斟
む
べ
し
、
と
い

　
　
ふ
意
か
、
い
や
〳
〵
三
盃
又
三
杯
と
つ
ゞ
け
て
も
い
ふ
こ
と
あ
れ
ば
、
薄
〻
《
は
く
〳
〵
》
の
酒
を

　
　
酌
む
に
、
い
や
〳
〵
な
が
ら
も
杯
を
重
ぬ
れ
ば
、
其
の
中
に
は
お
の
づ
か
ら
酔
ひ
て
之
を
楽
む
に
至

　
　
る
と
い
ふ
こ
と
を
云
へ
る
か
、
或
は
又
虚
礼
謙
譲
の
陋いや
し
き
を
笑
へ
る
意
の
諺
な
る
べ
し
。

東
　
論
よ
り
証
拠

3



西
　
論
語
読
み
の
論
語
知
ら
ず

　
　
　
東
の
は
寸
鉄
人
を
殺
す
の
語
、
西
の
は
冷
罵
骨
に
入
る
の
句
な
り
。

東
　
花
よ
り
団
子

西
　
針
の
孔
か
ら
天

　
　
　
東
の
は
徒と
美び
の
益
な
く
、
実
効
の
尊
ぶ
べ
き
を
云
ひ
、
西
の
は
小
を
以
て
大
を
尽
す
可
か
ら
ざ
る

　
　
こ
と
を
云
へ
る
に
て
、
東
京
の
、
よ
の
字
の
短
語
「
よ
し
の
髄
よ
り
天
」
と
い
へ
る
と
其
の
意
お
な

　
　
じ
。
古
は
西
の
は
、
「
八
十
の
手
習
」
と
い
へ
る
な
り
し
と
か
。

東
　
に
く
ま
れ
子
は
世
に
は
び
こ
る

西
　
お
な
じ

　
　
　
舐
犢
し
と
く
の
愛
を
受
け
て
長
ず
る
も
の
を
貶
し
て
、
祖
母
ば
ゞ
あ
育
ち
は
三
百
廉やす
い
と
い
へ
る
諺
に
引
か
へ
、

　
　
憎
ま
れ
子
の
世
に
立
ち
て
名
を
成
し
群
を
抜
く
こ
と
を
云
へ
る
、
東
西
共
に
同
じ
き
も
お
も
し
ろ
し
。

　
　
東
　
ほ
ね
折
り
損
の
く
た
び
れ
儲
け

西
　
ほ
と
け
の
顔
も
三
度

　
　
　
徒
労
の
身
を
疲
ら
す
有
る
の
み
な
る
を
嘆
じ
た
る
は
東
の
語
、
慈
顔
も
之
を
冒
す
こ
と
数
〻
す
れ

　
　
ば
怒
る
こ
と
を
云
へ
る
は
西
の
語
な
り
。
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東
　
屁
を
放ひ
つ
て
尻
す
ぼ
め

西
　
下
手
な
長
談
義

　
　
　
東
は
後
悔
の
は
か
な
き
を
笑
ひ
、
西
は
拙
者
の
人
を
苦
む
る
を
嘲
り
た
り
。

東
　
年
寄
の
冷
水

西
　
豆
腐
に
鎹
か
す
が
ひ

　
　
　
老
人
の
な
ま
じ
ひ
に
壮
者
を
学
ぶ
を
危
め
る
は
東
の
諺
、
鉄
釘
至
剛
な
る
も
至
軟
の
物
を
如
何
と

　
　
も
す
る
能
は
ざ
る
を
歎
ぜ
る
は
西
の
語
。

東
　
塵
積
つ
て
山

西
　
地
獄
の
沙
汰
も
金

　
　
　
東
は
小
善
小
悪
も
之
を
易
あ
な
どり
之
を
軽
ん
ず
可
か
ら
ざ
る
を
云
ひ
、
西
は
黄
金
の
力
の
広
大
無
辺
な

　
　
る
を
云
へ
る
な
り
。

東
　 

律 

義 

者 

り
ち
ぎ
も
の

の
子
沢
山

西
　 

綸  

言 

り
ん
げ
ん

汗
の
如
し

　
　
　
東
は
花
柳
に 

沈  

湎 

ち
ん
め
ん

せ
ざ
る
も
の
の
お
の
づ
か
ら
に
し
て
真
福
多
く
天
佑
有
る
を
云
ひ
、
西
は
帝

　
　
王
の
言
の
出
で
ゝ
反かへ
ら
ざ
る
こ
と
を
云
へ
り
。
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東
　
ぬ
す
人
の
昼
寐

西
　
ぬ
か
に
釘

　
　
　
守
る
者
は
足
ら
ず
、
攻
む
る
も
の
は
余
り
あ
る
を
云
へ
る
は
東
の
語
也
、
抵
抗
せ
ず
又
随
順
せ
ざ

　
　
る
者
の
如
何
と
も
し
が
た
き
を
云
へ
る
は
西
の
語
な
り
。

東
　
る
り
も
は
り
も
照
せ
ば
光
る

西
　
類
を
以
て
聚
る

　
　
　
美
玉
日
に
遇
へ
ば
各
〻
其
の
光
を
発
す
る
を
云
へ
る
は
東
、
類
を
以
て
聚
ま
り
群
を
以
て
分
れ
て

　
　
吉
凶
の
生
ず
る
を
説
け
る
繋
辞
伝
の
語
を
挙
げ
用
ゐ
た
る
は
西
。

東
　
老
い
て
は
子
に
従
ふ

西
　
負
ふ
た
子
に
教
へ
ら
れ

　
　
　
共
に
仮
名
違
ひ
な
が
ら
其
は
云
は
で
も
有
ら
な
む
。
一
は
老
者
の
自
ら
主
と
せ
ざ
る
を
可
と
す
る

　
　
を
云
ひ
、
一
は
幼
者
の
智
も
亦また
師
と
す
可
き
あ
る
を
云
へ
る
、
彼
此
共
に
其
の
意
の
聊
い
さ
さか
似
通
へ
る

　
　
と
こ
ろ
あ
る
も
を
か
し
。

東
　
わ
れ
鍋
に
綴
蓋

西
　
笑
ふ
門
に
は
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此
は
、
如
何
な
る 

賤  

陋 

せ
ん
ろ
う

の
も
の
に
も
、
世
お
の
づ
か
ら
こ
れ
と
相
従
ひ
相あひ
幇たす
け
て
功
を
共
に
し

　
　
楽
を
分
つ
も
の
あ
る
を
云
ひ
、
彼
は
、
先
づ
自
ら
楽
み
て
笑
ひ
、
又
能
く
笑
ひ
て
人
を
楽
ま
し
む
る

　
　
も
の
は
、
お
の
づ
か
ら
に
和
を
致
し
て
而
し
て
福
を
来
す
に
及
ぶ
を
道
破
せ
る
、
共
に
愉
快
な
る
佳か

　
　
諺げん
な
り
。

東
　
か
つ
た
い
の
痂かさ
う
ら
み

西
　
蛙
の
面
に
水

　
　
　
東
は
悪
因
を
有
す
る
も
の
の
徒
い
た
づ
らに
悪
果
を
恨
み
歎
ず
る
を
笑
ひ
、
西
は
冷
〻
然
と
し
て
平
ら
か
な

　
　
る
も
の
の
如
何
と
も
す
可
か
ら
ざ
る
を
憎
め
る
な
り
。

東
　
よ
し
の
ず
ゐ
か
ら
天
を
覗
く

西
　
よ
め
と
ほ
め

　
　
　 

葭  

管 

か
く
わ
ん

よ
り
天
を
窺
ふ
は
、
管
小
に
過
ぎ
天
大
に
過
ぎ
て
尽
す
可
き
に
あ
ら
ず
、
夜
眼
遠
眼
、
凡

　
　
を
過
つ
て
美
と
な
す
こ
と
あ
り
信
ず
可
か
ら
ず
、
二
者
意
相
似
て
聊
か
異
な
り
。

東
　
た
び
は
道
づ
れ

西
　
た
て
い
た
に
水

　
　
　
東
は
同
伴
者
の
尊
ぶ
べ
き
を
云
ひ
、
西
は
単
に
弁
舌
の
快
な
る
を
云
へ
り
。
東
の
諺
の
方
、
意
に
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於
て
優
り
た
り
。

東
　
れ
う
や
く
口
に
苦
し

西
　
れ
ん
ぎ
で
腹
切
る

　
　
　
腹
は
擂
木
を
以
て
切
る
べ
き
に
あ
ら
ず
、
能
は
ざ
る
事
を
ば
滑
稽
に
云
ひ
取
れ
る
な
り
。
良
薬
は

　
　
口
に
苦
け
れ
ど
病
を
ば
癒
す
べ
し
。
こ
れ
も
東
の
諺
の
方
宜
し
け
れ
ど
、
仮
名
違
な
る
は
是
非
な
し
。

　
　
東
　
惣
領
の
甚
六

西
　
袖
の
ふ
り
あ
は
せ
も

　
　
　
東
は
長
子
の
愚
多
き
を
云
ひ
、
（
或
は
曰
く
自
然
に
禄
を
伝
へ
受
く
る
を
い
ふ
と
）
西
は
瑣
〻
の

　
　
因
縁
も
由
つ
て
来
る
こ
と
遠
き
を
云
へ
り
。 

明 

眼 

論 

め
い
が
ん
ろ
ん
に
本
づ
け
る
西
の
諺
お
も
し
ろ
し
。

東
　
月
夜
に
釜
を
ぬ
か
れ
る

西
　
東
に
お
な
じ

　
　
　
闇
夜
に
は
物
を
奪
は
れ
ず
、
躓
く
は
坦
途
に
於
て
す
る
習
ひ
、
東
西
異
な
る
無
し
と
見
ゆ
。
一
噱

　
　
す
可
し
。

東
　
念
に
は
念
を
入
れ
よ

西
　
猫
に
小
判
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東
は
事
に
処
し
物
に
接
す
る
須
す
べ
から
く
精
確
詳
密
に
す
べ
き
を
云
ひ
、
西
は
機
に
投
じ
縁
に
応
ぜ
ざ

　
　
れ
ば
金
珠
も
土
礫
に
等
し
き
を
云
へ
る
な
る
が
、
東
の
方
の
諺
は
詩
趣
無
く
、
西
の
は
佳
意
無
し
。

東
　
な
き
つ
ら
に
蜂

西
　
な
す
時
の
閻
魔
顔

　
　
　
禍
は
単ひと
り
到
ら
ず
、
悲
を
破
る
の
勇
気
無
き
も
の
は
復また
新
に
悲
を
得
る
を
云
へ
る
は
東
、
人
情
嶮

　
　
峻
に
し
て
金
を
借
る
時
は
仏
顔
を
な
し
、
返
す
時
は
閻
魔
顔
を
な
す
の
陋
態
を
罵
れ
る
は
西
の
な
り
。

　
　
東
　
楽
あ
れ
ば
苦
あ
り

西
　
来
年
の
事
云
へ
ば
鬼
が
笑
ふ

　
　
　
近
を
釈お
き
て
遠
を
謀
る
は
愚
人
の
常
態
に
し
て
、
陋
な
る
こ
と
笑
ふ
べ
け
れ
ば
、
西
の
諺
の
方
は

　
　
甚
だ
佳
趣
あ
り
。
楽
あ
れ
ば
即
ち
苦
あ
る
は
免
る
能
は
ざ
る
の
数
な
が
ら
、
語
に
奇
味
あ
る
こ
と
無

　
　
し
。

東
　
無
理
が
と
ほ
れ
ば
道
理
引
込
む

西
　
む
ま
の
耳
に
風

　
　
　
東
は
理
も
ま
た
時
あ
り
て
屈
伸
す
る
こ
と
を
云
ひ
て
、
世
情
の
頼
む
可
か
ら
ざ
る
を
憤
り
、
西
は

　
　
馬
耳
東
風
何
の
饗
応
無
き
を
云
へ
り
。
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東
　
う
そ
か
ら
出
た
真

西
　
氏
よ
り
育
ち

　
　
　
仮
を
弄
し
て
真
を
成
す
、
世
お
の
づ
か
ら
其
の
事
多
く
、
橘
を
植
ゑ
て
枳
か
ら
た
ちに
変
ず
る
、
土
之
を
し

　
　
て
然
ら
し
む
る
な
り
。
二
語
共
に
佳
、
悦
ぶ
可
し
。

東
　
芋
の
煮
え
た
も
御
存
知
な
い

西
　
鰯
の
頭
も
信
心
が
ら

　
　
　
東
の
は
迂
闊
漢
を
刺そし
り
て
骨
に
入
り
、
西
の
は
一
切
世
界
唯
心
所
造
の
理
を
片
言
に
道
破
せ
り
。

　
　
共
に
お
も
し
ろ
し
。

東
　 

咽  

頭 

の
ど
も
と

過
ぐ
れ
ば
熱
さ
忘
る
ゝ

西
　
鑿
と
い
へ
ば
鎚

　
　
　
東
の
は
懲
り
て
復
こ
れ
を
忘
る
ゝ
も
の
を
云
ひ
、
西
の
は
人
須
ら
く
智
を
運
し
功
を
速すみ
や
か
に
す

　
　
べ
き
を
云
へ
り
。
西
の
は
東
の
方
に
て
は
云
は
ぬ
諺
な
る
が
、
鑿
は
鉄
鎚
を
待
つ
て
其
の
功
を
遂
ぐ

　
　
る
も
の
な
れ
ば
、
鑿
を
と
云
は
ば
鎚
を
も
添
へ
て
与
ふ
る
や
う
に
せ
よ
と
な
り
。
東
の
は
失
敗
の
径

　
　
路
を
指
摘
し
て
戒
め
、
西
の
は
成
功
の
用
意
の
如
何
に
す
べ
き
か
を
教
ふ
。
西
の
の
方
お
も
し
ろ
し
。

　
　
東
　
鬼
に 

鉄  

棒 

か
な
ぼ
う
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西
　
鬼
も
一
八

　
　
　
既
に
強
力
な
り
、
加
ふ
る
に
利
器
を
以
て
す
、
人
誰
か
之
に
当
る
を
得
ん
。
東
の
は
之
を
説
け
り
。

　
　
物
皆
時
あ
り
、
至
醜
の
も
の
と
雖
い
へ
ども
小
美
の
時
無
く
ば
あ
ら
ず
。
西
の
は
之
を
談
ぜ
る
な
り
。
両
諺

　
　
共
に
佳
。

東
　
く
さ
い
も
の
に
は
蓋

西
　
く
さ
い
も
の
に
蝿

　
　
　
東
の
は
臭
腐
の
も
の
須
ら
く
之
を
掩
ふ
べ
き
を
云
ひ
、
西
の
は
穢
は
又
お
の
づ
か
ら
穢
を
引
き
て
、

　
　
臭
物
の
蒼
蝿
を
致
す
こ
と
を
云
へ
り
。
古
は
西
の
短
語
「
く
さ
い
も
の
に
蝿
」
と
無
く
し
て
「
く
さ

　
　
つ
て
も
鯛
」
と
あ
り
し
由
、
今
の
か
る
た
に
も
、
画
に
は
鯛
を
描
け
り
。
腐
つ
て
も
鯛
と
云
へ
る
諺

　
　
は
余
り
好
ま
し
か
ら
ず
。

東
　
や
す
物
買
ひ
の
銭
失
ひ

西
　
や
み
に
鉄
砲

　
　
　
低
価
の
貨
物
を
買
ふ
勿なか
れ
と
は
江
戸
の
人
の
気
象
を
あ
ら
は
し
、
闇
夜
に
鉄
砲
を
放
つ
が
ご
と
き

　
　
こ
と
を
為
す
を
嘲
る
も
亦
、
京
坂
地
方
の
人
の
気
象
を
あ
ら
は
せ
り
。

東
　
負
け
る
は
勝
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西
　
ま
か
ぬ
種た
子ね
は
生
え
ぬ

　
　
　
気
を
負
ひ
て
忍
び
ざ
る
東
に
、
負
け
る
は
勝
の
諺
の
用
ゐ
ら
る
ゝ
も
お
も
し
ろ
く
、
理
智
に
長
け

　
　
た
る
人
多
き
西
に
、
播
か
ぬ
種
子
は
生
え
ぬ
と
い
へ
る
諺
の
用
ゐ
ら
れ
あ
る
は
当
に
然
る
べ
き
や
う

　
　
に
思
は
る
。

東
　
芸
は
身
を
助
け
る

西
　
下
駄
に
焼
味
噌

　
　
　
東
の
は
意
明
ら
か
な
り
、
西
の
は
汚
潔
混
淆
の
愚
を
斥
け
た
る
に
や
、
其
の
意
不
明
に
し
て
確
解

　
　
す
べ
か
ら
ず
。

東
　
ふ
み
は
や
り
た
し
書
く
手
は
持
た
ず

西
　
ふ
く
ろ
う
の
宵
だ
く
み

　
　
　
東
の
は
幼
に
し
て
学
ば
ざ
り
し
を
悲
み
、
西
の
は
思
ふ
こ
と
多
く
し
て
做
す
こ
と
少
き
痴
を
笑
へ

　
　
る
に
や
。
西
の
は
、
も
と
は
「
武
士
は
喰
は
ね
ど
高
楊
子
」
と
あ
り
し
由
な
り
。

東
　
子
は
三
界
の
首
枷

西
　
こ
れ
に
こ
り
よ
道
西
坊

　
　
　
欲
界
よ
り
色
界
無
色
界
に
至
り
て
も
、
親
子
は
恩
深
け
れ
ば
、
枷
鎖
相
纏
は
り
て
脱
せ
ず
と
い
へ
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る
は
東
の
な
り
。
西
の
は
其
の
意
明
ら
か
な
ら
ね
ど
も
、
秘
事
は
四
知
を
免
れ
ず
、
拙
為
は
独
歎
を

　
　
発
す
る
に
足
れ
り
。
凡
庸
の
徒
お
ほ
む
ね
先
見
無
し
、
一
蹉
躓
一
顛
倒
し
て
後
自
ら
懲
戒
す
る
も
、

　
　
数
の
免
る
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
唯
よ
く
自
ら
懲
り
自
ら
戒
め
よ
と
な
ら
ん
。

東
　
え
て
に
帆
を
上
げ

西
　
え
ん
と
月
日

　
　
　
東
は
意
を
得
て
勢
に
乗
ず
る
を
云
ひ
、
西
は
因
縁
の
到
来
と
日
月
の
経
過
と
を
待
ち
得
ば
、
苦
去

　
　
り
甘
来
ら
ん
と
云
へ
る
な
り
。
む
か
し
は
、
「
縁
と
月
日
」
と
云
ふ
語
な
ら
ず
し
て
、
「
栄
曜
に
餅

　
　
の
皮
む
く
」
と
云
へ
る
語
な
り
し
由
也
。

東
　
亭
主
の
好
き
な
赤
烏
帽
子

西
　
寺
か
ら
里
へ

　
　
　
松
浦
肥
前
守
、
赤
き
烏
帽
子
を
戴
き
し
と
い
ふ
奇
解
の
塩
尻
に
出
で
し
よ
り
、
人
皆
之
に
従
ひ
て

　
　
怪
ま
ず
、
多
く
の
画
に
も
、
人
の
赤
き
烏
帽
子
冠
れ
る
さ
ま
を
描
き
た
れ
ど
、
土
地
に
よ
り
て
は
、

　
　
赤
烏
帽
子
と
云
は
ず
し
て
、
「
亭
主
の
好
き
な
赤
鰯
」
と
い
ふ
も
あ
る
な
り
。
赤
鰯
は
鰯
の
塩
蔵
若
も
し

　
　
く
は
乾
蔵
せ
る
も
の
に
し
て
、
其
の
味
の
美
な
ら
ざ
る
こ
と
言
ふ
ま
で
も
無
し
。
語
の
意
は
、
赤
鰯

　
　
珍
と
す
る
に
足
ら
ず
、
さ
れ
ど
亭
主
之
を
好
ま
ば
又
数
〻
用
ゐ
ら
れ
ん
の
み
、
人
之
を
如
何
と
も
す
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る
無
し
、
と
い
ふ
に
在
り
。
寺
か
ら
里
へ
と
は
、
物
の
顛
倒
せ
る
を
云
ふ
。
二
諺
共
に
妙
無
し
。

東
　
あ
た
ま
隠
し
て
尻
か
く
さ
ず

西
　
あ
き
な
ひ
は
牛
の
涎

　
　
　
東
の
は
蔵
頭
露
尾
の
醜
を
笑
ひ
、
西
の
は
商
估
の
道
、
気
を
伏
せ
心
を
寛
う
す
べ
き
を
云
へ
る
な

　
　
り
。
西
の
諺
教
へ
得
て
甚
だ
好
し
。

東
　
三
遍
回
つ
て
煙
草
に
し
よ

西
　
猿
も
木
か
ら
墜
ち
る

　
　
　
能
く
勤
め
て
而
し
て
後
休
む
可
し
と
云
ふ
は
東
の
な
り
。
既
に
慣
る
ゝ
も
猶
且
つ
過
つ
有
ら
ん
と

　
　
云
ふ
は
西
の
な
り
。
共
に
嘉
言
に
し
て
佳
趣
あ
り
。

東
　
聞
い
て
極
楽
見
て
地
獄

西
　
義
理
と
犢
鼻
褌

　
　
　
東
の
は
、
耳
聞
と
目
撃
と
の
甚
だ
異
な
る
を
云
ひ
、
西
の
は
、
欠
く
能
は
ざ
る
も
の
の
畢
竟
欠
く

　
　
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
を
云
へ
る
な
り
。
東
の
方
の
諺
佳
趣
あ
り
。

東
　
ゆ
だ
ん
大
敵

西
　
ゆ
う
れ
い
の
浜
風
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東
の
は
意
義
顕
露
な
り
。
西
の
は
情
趣
晦
昧
な
り
。
幽
魂
の
海
風
に
吹
き
散
ぜ
ら
る
ゝ
が
如
く
、

　
　
力
無
き
も
の
の
、
終つひ
に
自
ら
保
つ
能
は
ざ
る
を
云
へ
る
か
。
西
の
諺
、
東
に
は
行
は
れ
ず
。

東
　
め
の
上
の
た
ん
瘤

西
　
め
く
ら
の
か
き
の
ぞ
き

　
　
　
眼
上
の
肉
瘤
、
甚
だ
厭
ふ
可
く
、
盲
者
の
目
を
張
る
、
又
何
の
益
あ
ら
ん
と
な
り
。
二
諺
共
に
佳

　
　
趣
無
し
。

東
　
身
か
ら
出
た
錆

西
　
身
は
身
で
と
ほ
る

　
　
　
東
の
は
鏽
花
外
よ
り
到
る
に
あ
ら
ず
、
災
星
多
く
は
自
ら
招
く
を
云
ひ
、
西
の
は
、
口
あ
れ
ば
食

　
　
は
ざ
る
こ
と
無
く
、
肩
あ
れ
ば
衣
ざ
る
こ
と
無
く
、
憂
ふ
る
勿
れ
身
あ
れ
ば
即
ち
活
く
に
足
る
と
な

　
　
り
。
東
西
共
に
お
も
し
ろ
し
。

東
　
知
ら
ぬ
が
仏

西
　
し
わ
ん
ぼ
の
柿
の
核た
子ね

　
　
　
無
悩
又
無
憂
、
知
ら
ざ
る
も
の
即
ち
是
れ
仏
な
り
。
吝
嗇
の
徒
柿
の
核
子
に
も
ま
た
依
〻
恋
〻
と

　
　
し
て
之
を
棄
つ
る
能
は
ざ
る
、
悲
む
可
く
笑
ふ
可
き
な
り
。
東
の
方
お
も
し
ろ
し
。
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東
　
縁
は
異
な
も
の

西
　
縁
の
下
の
舞

　
　
　
東
の
は
赤
縄
紅
糸
の
相
牽
連
す
る
は
、
人
意
を
以
て
測
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
あ
る
を
云
ひ
、
西
の

　
　
は
縁
の
下
の
舞
の
舞
ひ
得
て
妙
な
る
も
、
堂
上
の
眼
に
入
ら
ざ
る
こ
と
を
云
へ
る
な
り
。
東
の
方
に

　
　
て
「
縁
の
下
の
力
持
」
と
云
ふ
よ
り
も
舞
と
い
へ
る
は
お
も
し
ろ
し
。

東
　
び
ん
乏
暇
無
し

西
　
瓢
箪
に
鯰

　
　
　
貧
者
余
閑
無
し
と
い
へ
る
、
瓢
箪
は
鯰
を
捉
ふ
可
か
ら
ず
と
い
へ
る
、
二
語
共
に
妙
無
し
。
西
の

　
　
諺
、
む
か
し
は
「
膝
が
し
ら
の
江
戸
行
」
と
い
へ
る
な
り
し
よ
し
。

東
　
も
ん
ぜ
ん
の
小
僧
習
は
ぬ
経
を
読
む

西
　
餅
屋
は
餅
屋

　
　
　
東
の
は
薫
染
の
力
の
大
な
る
を
い
ひ
、
西
の
は
当
業
の
技
の
優
れ
た
る
を
云
へ
る
、
意
は
異
な
れ

　
　
ど
、
勝
劣
無
き
に
近
し
。

東
　
せ
に
腹
は
か
へ
ら
れ
ぬ

西
　
雪
隠
で
饅
頭
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東
の
は
、
親
は
疎
に
代
ふ
る
能
は
ざ
る
を
云
ひ
、
西
の
は
自
利
の
念
の
甚
し
き
や
陋
醜
唾
棄
す
べ

　
　
き
の
事
を
敢
て
す
る
に
至
る
を
嘲
れ
る
な
り
。
西
の
の
諺
、
痛
刻
な
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
た
ゞ
其
の

　
　 
狠  
毒 
こ
ん
ど
く

の
極
汚
穢
を
諱
ま
ざ
る
を
病
む
。

東
　
粋
が
身
を
く
ふ

西
　
雀
百
ま
で
躍
り
や
ま
ず

　
　
　
才
有
り
行
無
く
し
て
路ろ
花か  

墻    

柳  

し
や
う
り
う

の
間
に
嬉
笑
す
る
も
の
、
多
く
は
自
ら
悦
び
自
ら
損
ず
る
を

　
　
悲
め
る
は
東
の
方
の
諺
に
し
て
、
※
薄
け
ん
は
く

  

乖    

巧  

く
わ
い
か
う

の
人
の
其
性
改
ま
ら
ず
し
て
、
老
に
至
つ
て
猶
紅

　
　
灯
緑
酒
の
間
に
※
※
す
る
も
の
を
歎
ぜ
る
は
西
の
言
な
り
。
二
語
皆
佳
。

東
　
京
の
夢
大
阪
の
夢

西
　
京
に
田
舎
あ
り

　
　
　
京
の
夢
大
阪
の
夢
と
い
へ
る
諺
、
古
よ
り
明
解
無
し
。
無
境
漂
蕩
定
ま
り
無
き
を
云
ふ
歟
、
或
は

　
　
曰
く
、
京
に
在
つ
て
夢
み
る
時
は
却
て
大
阪
を
夢
む
と
い
ふ
の
意
に
し
て
、
夢
魂
多
く
は
異
境
に
飛

　
　
び
旧
時
に
還
る
を
云
へ
る
な
り
と
。
京
に
田
舎
有
り
と
い
へ
る
は
、
物
必
ら
ず
し
も
全
美
全
雅
な
る

　
　
能
は
ざ
る
を
云
へ
る
な
り
。
西
の
諺
、
意
明
ら
か
に
し
て
趣
有
り
。
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