
「ほ」・「うら」から「ほがひ」へ

折口信夫

青空文庫





ほ
ぐ
・
ほ
が
ふ
な
ど
言
ふ
語
は
、
我
々
の
国
の
文
献
時
代
に
は
、
既
に
固
定
し
て
居
た
も
の
で
あ
つ
た
。

だ
か
ら
、
当
時
の
用
例
を
集
め
て
、
其
等
に
通
じ
た
意
味
を
引
き
出
し
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
其
は
固
定
し

変
化
し
き
つ
た
不
完
全
な
表
現
を
持
つ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
其
等
の
用
例
に
見
え
た
若
干
づ
ゝ
の
違

ひ
が
、
段
々
原
義
に
糶せ
り
つ
め
て
行
く
や
う
で
あ
る
。

「
志
ゞ
ま
」
を
守
る
神
の
意
向
は
、
唯
「
ほ
」
に
よ
つ
て
表
さ
れ
る
。
そ
の
上
一
旦
、
「
志
ゞ
ま
」
の
破

れ
た
世
に
な
つ
て
も
、
「
ほ
」
を
以
て
示
す
事
の
屡
し
ば
し
ばあ
る
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
。

我
が
文
学
な
る
和
歌
に
、
「
ほ
・
外
側
に
う
ち
出
す
と
言
つ
た
意
味
に
使
う
て
ゐ
る
。

だ
が
、
其
で
は
説
き
き
れ
ぬ
例
が
あ
る
。
古
い
処
で
は
、

　
　
は
だ
す
ゝ
き
ほ
に
出ヅ
る
我ワレ
や
尾ヲ
田ダ
の
あ
か
た
ふ
し
の
淡
の
郡
に
い
ま
す
神
あ
り
（
神
功
紀
）

新
し
い
も
の
で
は
、

　
　
草
深
き
野
中
の
森
の
つ
ま
や
し
ろ
。
此コ
や
、
は
だ
す
ゝ
き
ほ
に
い
づ
る
神
（
夫
木
和
歌
集
、
巻
十
六
）

　
　
此
例
な
ど
は
外
面
に
現
れ
る
と
ば
か
り
で
説
け
き
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
ほ
に
い
づ
と
言
ふ
語
に
必
忘
れ
ら

れ
た
変
遷
の
あ
る
事
を
暗
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

後
代
の
人
々
の
考
へ
に
能
は
ぬ
事
は
、
神
が
忽
然 

幽  

界 

か
く
り
よ

か
ら
物
を
人
間
の
前
に
表
す
事
で
あ
る
。
播
磨
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風
土
記
逸
文
に
に
ほ
つ
ひ
め
の
命
が
、
自
分
を
祀
つ
た
ら
善ヨ
き
験
シ
ル
シを
出
さ
う
と
言
う
て
、
「
ひ
ゝ
ら
ぎ
の

八
尋
桙
ね
底
つ
か
ぬ
国
。
を
と
め
の
眉マヨ
ひ
き
の
国
。
た
ま
く
し
げ
輝
く
国
。
こ
も
ま
く
ら
宝
命
の
喩
し
の

言
が
合
理
的
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
神
の
「
ほ
」
と
し
て
の
横
刀
を
見
て
、
天
神
の
意
思
を
知
つ
た
の
で
あ

る
。
此
外
に
も
大
刀
を
「
ほ
」
と
し
て
表
し
た
神
の
伝
へ
は
あ
る
。

中
臣
寿
詞
に
よ
る
と
、
あ
め
の
　
お
し
く
も
ね
の
命
が
、
か
む
ろ
ぎ
・
か
む
ろ
み
の
命
に
天
つ
水
を
請
ふ

と
、
天
の
玉
串
を
与
へ
ら
れ
て
、
「
之
を
さ
し
立
て
ゝ
、
夕
日
か
ら
朝
日
の
照
る
ま
で
、
天
つ
の
り
と
の

太
の
り
と
詞ゴト
を
申
し
て
居
れ
。
さ
す
れ
ば
、
験マチ
と
し
て
は
若ワカ
ひ
る
に 

五 

百 

篁 

ユ
ツ
タ
カ
ム
ラ
が
現
れ
よ
う
。
其
下
を
掘

れ
ば
、
天アメ
の
八ヤ
井ヰ
が
湧
き
出
よ
う
…
…
」
と
託
宣
せ
ら
れ
た
と
説
い
て
い
る
。
若
ひ
る
は
朝
十
時
前
後
の

事
（
沖
縄
で
は
、
お
も
ろ
双
紙
の
昔
か
ら
、
今
も
言
う
て
ゐ
る
）
で
、
夜
明
け
に
な
れ
ば
の
意
だ
と
言
ふ
。

併
し
或
は
字
面
ど
ほ
り
「 

弱  

蒜 

ワ
カ
ヒ
ル

に
」
で
柔
い
蒜
と
五
百
本
か
ら
の
竹
藪
が
出
現
し
よ
う
と
言
ふ
の
か
も

知
れ
な
い
。
竹
藪
だ
け
に
し
て
も
、
神
の
示
す
「
ほ
」
と
し
て
の
意
味
の
も
の
だ
と
知
れ
よ
う
。
天
の
玉

串
な
ど
も
、
「
ほ
」
の
考
へ
か
ら
出
た
も
の
で
な
い
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
此
に
は
「
ほ
」
と
言
は

ず
に
、
「
ま
ち
」
と
称
し
て
ゐ
る
。 

卜  

象 

ウ
ラ
カ
タ

の
「
ま
ち
」
な
る
語
に
訳
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「
ま
ち
」

は
実
は
さ
し
て
古
い
語
で
は
な
い
。
「
ほ
」
の
用
語
例
が
忘
れ
ら
れ
て
か
ら
、
い
つ
の
間
に
か
と
り
換
へ

ら
れ
た
に
違
ひ
な
い
。
此
伝
へ
な
ど
も
、
天
神
た
ち
が
教
へ
た
語
と
言
ふ
の
は
合
理
的
に
な
つ
て
ゐ
る
と
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見
ら
れ
よ
う
。
あ
め
の
お
し
く
も
ね
の
命
が
神
を
祷
る
と
、
天
の
玉
串
が
忽
然
と
現
れ
た
。
其
串
の
自
ら

択
ぶ
地
上
に
さ
し
立
て
ゝ
、
天
つ
の
り
と
の
太
の
り
と
詞ゴト
を
申
し
て
ゐ
た
ら
、
若
ひ
る
に
五
百
篁
が
出
現

し
た
。
か
う
解
す
れ
ば
、
「
し
ゞ
ま
」
の
神
の
示
す
「
ほ
」
の
様
子
が
知
れ
よ
う
。

「
ほ
」
と
卜
象
と
の
関
係
は
後
で
説
く
が
、
さ
う
し
た
物
質
を
「
ほ
」
と
す
る
外
、
あ
る
動
物
又
は
人
間

を
以
て
し
、
又
其
等
の
あ
る
時
の
状
態
を
以
て
暗
示
す
る
事
が
あ
る
。
垂
仁
天
皇
の
時
、
ほ
む
ち
わ
け
の

皇
子
が
出
雲
へ
向
ふ
の
に
、
三
つ
の
道
の
何
れ
を
と
ら
う
か
と
言
ふ
事
に
な
つ
て
、
「
ふ
と
ま
に
」
卜
ふ

と
、
本
道
に
な
つ
て
ゐ
る
二
道
で
は
、
跛
ア
シ
ナ
ヘ・
盲
に
出
く
は
す
だ
ら
う
。
だ
か
ら
紀
州
路
は
脇
道
で
は
あ
る

が
縁
起
の
よ
い
道
だ
と
出
た
の
で
、
其
に
よ
つ
た
と
あ
る
。
此
も
実
は
訣
ら
ぬ
話
で
、
跛
盲
に
逢
ふ
と
、

其
道
は
呪
は
れ
て
ゐ
る
と
言
ふ
心
あ
た
り
を
得
た
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
た
経
験
の
積
み
重
か
さ
なり
か
ら
、
か

う
し
た
逆
の
言
ひ
方
が
生
じ
た
も
の
と
思
ふ
。
更
に
此
よ
り
先
、
出
雲
大
社
に
詣
で
る
の
が
果
し
て
神
の

意
か
ど
う
か
を
問
ふ
の
に
、
あ
け
た
つ
の
み
こ
は
、 

甘  

橿 

ア
マ
カ
シ

の
丘ヲカ
の
鷺
が
落
ち
た
ら
神
の
意
思
と
信
じ
る

と
言
ふ
約
束
を
た
て
ゝ
置
い
て
鷺
を
お
と
し
、
又
其
を
飛
び
立
た
せ
、
熊
橿
の
葉
を
枯
ら
し
た
り
蘇
ら
し

た
り
し
て
、
神
の
意
思
を
試
し
て
ゐ
る
。
此
は
う
け
ひ
と
言
ふ
神
意
を
問
ふ
様
式
で
、
ど
ち
ら
か
を
き
め

る
場
合
の
方
法
で
あ
る
。
此
が
一
転
す
る
と
、
一
極
イ
チ
ギ
め
の
方
法
に
な
る
し
、
又
一
方
既
に
占
ひ
の
方
に
踏

み
こ
ん
で
ゐ
る
様
で
あ
る
。
「
う
け
ふ
」
は
承
ふ
（
ウ
ゲ
ガ
フ
）
と
言
ふ
語
の
古
い
形
で
、
承ウ
く
を
語
根
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と
し
た
も
の
だ
。
神
が
い
づ
れ
を
承
け
ひ
い
て
く
れ
る
か
と
其
肯
否
を
問
ふ
の
で
あ
る
。
二
つ
以
上
の
条

件
を
立
て
ゝ
、
神
の
選
択
に
随
ふ
神
判
を
請
ふ
手
段
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
此
れ
が
一
転
し
て
神
の
保
証
に

よ
つ
て
、
自
分
の
心
を
示
す
誓
ひ
の
手
だ
て
に
も
変
化
す
る
。
「
う
け
ひ
」
と
言
ふ
語
に
は
、
判
断
に
迷

う
た
時
神
の
諭
す
方
に
随
ふ
と
言
ふ
考
へ
と
、
神
に
二
人
以
上
の
者
の
正
邪
を
判
決
さ
せ
る
場
合
と
、
誓

ひ
の
手
段
と
し
て
採
る
場
合
と
の
三
つ
が
あ
る
。

其
対
象
と
な
る
も
の
は
、
神
の
示
す
と
こ
ろ
の
「
ほ
」
で
あ
る
。
あ
け
た
つ
の
王ミコ
の
場
合
に
も
、
う
け
ひ

ま
を
し
て
鷺
を
う
け
ひ
落
し
う
け
ひ
活
し
、
木
の
葉
を
う
け
ひ
枯
し
う
け
ひ
生
か
し
た
と
あ
る
。
神
の

「
承ウケ
ふ
」
象ホ
を
請
ふ
事
に
な
る
。

「
ほ
」
と
言
ふ
語
は
早
く
忘
れ
ら
れ
て
、
専
ら 

語  

部 

カ
タ
リ
ベ

の
口
か
ら
移
つ
て
行
つ
た
歌
詞
と
な
つ
て
了
う
た
。

其
と
共
に
別
の
語
が
其
位
置
を
と
つ
て
、
而
も
意
味
が
一
方
に
偏
す
る
事
に
な
つ
て
来
た
。
た
ゝ
る
と
言

ふ
の
が
、
其
で
あ
る
。

た
ゝ
る
と
言
ふ
語
は
、
記
紀
既
に
祟スヰ
の
字
を
宛
て
ゝ
ゐ
る
か
ら
奈
良
朝
に
既
に
神
の
咎
め
・
神
の
禍
な
ど

言
ふ
意
義
が
含
ま
れ
て
来
て
ゐ
た
も
の
と
見
え
る
。
其
に
も
拘
ら
ず
、
古
い
も
の
か
ら
平
安
の
初
め
に
か

け
て
、
後
代
と
は
大
分
違
う
た
用
語
例
を
持
つ
て
ゐ
る
。
最
古
い
意
義
は
神
意
が
現
れ
る
と
言
ふ
と
こ
ろ

に
あ
る
。
允
恭
紀
に
淡
路
の
島
で
狩
り
せ
ら
れ
て
、
終
に
獲
物
が
な
か
つ
た
の
で
、
占
は
れ
る
と
、
島
の
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神
祟
り
て
曰
は
く
、
獣
を
と
ら
せ
な
い
の
は
自
分
の
心
だ
。
赤
石
の
海
底
の
真
珠
を
自
分
に
献
つ
た
ら
獣

を
と
ら
せ
よ
う
と
言
う
た
と
あ
る
。
此
文
の
、
卜
う
た
ら
神
が
祟
つ
た
と
言
ふ
の
は
、
今
の
祟
る
で
な
い
。

雄
略
紀
の
「
十
握
劔
に
祟
り
て
曰
は
く
」
と
言
ふ
の
も
、
さ
う
で
あ
る
。
「
た
つ
」
と
言
ふ
語
は
現
れ
る

・
出
る
と
言
ふ
意
義
が
古
い
の
で
、
其
か
ら
、
出
発
・
起
居
な
ど
の
観
念
が
纏
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。

「
月
た
つ
」
な
ど
言
ふ
の
も
、
月
の
朔
日
が
来
る
と
言
ふ
よ
り
は
、
月
末
に
隠
れ
た
月
が
現
れ
る
と
言
ふ

の
が
元
で
あ
る
。
「
向
ひ
の
山
に
月
た○

ゝ○

り○

見
ゆ
」
な
ど
を
見
て
も
、
知
れ
る
で
あ
ら
う
。
月
神
の
出
現

を
示
す
の
で
あ
る
。
其
が
段
々
内
的
に
な
つ
て
来
て
、
神
意
の
現
れ
る
事
を
示
す
語
に
な
る
。
更
に
そ
こ

に
、
意
義
が
固
定
す
る
と
、
「
け
し
き
　
た
つ
」
「
お
も
か
げ
　
た
つ
」
な
ど
言
ふ
信
仰
抜
き
な
が
ら
幽

界
を
思
は
せ
る
様
な
内
容
を
持
つ
た
、
捉
へ
難
き
も
の
ゝ
出
現
の
意
に
な
る
。
た﹅
﹅ゝ

り﹅
で
は
な
か
つ
た
。

か
う
し
て
「
た
ゝ
り
」
が
「
祟
」
の
字
義
に
は
ま
つ
て
来
る
。
此
が
奈
良
朝
或
は
其
以
前
の
此
語
の
内
容

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
神
の
内
容
が
段
々
醇
化
し
て
来
る
と
、
さ
う
し
た
「
た
ゝ
り
」
を
人
間
の
過
・
罪

か
ら
出
る
も
の
と
考
へ
て
来
る
。
平
安
朝
に
入
つ
て
は
其
色
彩
が
強
く
な
つ
て
、
天
長
四
年
の
詔
な
ど
に

見
え
て
来
る
。
「
御
体
愈ヤス
か
ら
ず
大
坐
オ
ホ
マ
し
ま
す
に
よ
り
て
占
へ
求
む
る
に
、
稲
荷
の
社
の
樹
を
伐
れ
る
罪
、

祟
り
に
出
づ
と
申
す
…
…
」
。
「
た
ゝ
り
に
い
づ
」
と
言
ふ
語
と
「
ほ
に
い
づ
」
と
言
ふ
語
と
に
は
、
輪

郭
に
は
大
し
た
変
り
は
な
い
。
唯
内
容
に
は
複
雑
味
が
加
つ
て
来
て
ゐ
る
。
「
た
ゝ
り
に
い
づ
」
は
た
ゝ
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り
と
し
て
表
す
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
其
を
直
に
た
ゝ
る
と
も
古
く
か
ら
言
う
て
ゐ
る
。
但
し
、
「
…
…
に

た
ゝ
る
」
と
言
つ
た
発
想
を
と
る
。
「
何
々
と
な
つ
て
ほ
を
示
す
」
と
言
ふ
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
語
法

は
後
ま
で
固
定
し
て
残
つ
て
ゐ
て
も
、
言
語
情
調
や
意
義
は
、
早
く
か
ら
変
化
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、

「
島
の
神
た
ゝ
り
て
曰
は
く
…
…
」
な
ど
言
ふ
様
な
表
現
を
用
ゐ
る
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
古
い
俤
に

か
へ
す
と
、
「
獣
一
つ
す
ら
獲
ぬ
ほ
を
示
し
給
へ
る
は
、
何
れ
の
神
に
い
ま
し
て
、
い
か
な
る
御
心
か
お

は
し
ま
す
と
て
卜
ふ
る
に
、
神
の
心
出
で
来
た
り
。
…
…
」
と
言
ふ
風
に
あ
る
べ
き
処
で
あ
る
。
し
て
見

れ
ば
、
「
…
…
に
た
ゝ
る
」
と
言
つ
た
語
法
は
、
其
以
前
か
ら
保
存
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
十
握

の
劔
を
「
ほ
」
と
し
て
出
現
せ
し
め
ら
れ
た
、
古
い
形
の
「
た
ゝ
り
」
は
「
ほ
」
と
言
ふ
語
で
表
す
べ
き

も
の
で
あ
つ
て
、
単
に
現
象
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
物
質
を
も
出
し
た
の
が
、
次
第
に
一
つ
の
傾
き
に
固
定

し
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。

  

此    

序  

こ
の
つ
い
で

に
言
ふ
べ
き
は
、
た
ゝ
ふ
と
言
ふ
語
で
あ
る
。
讃
ふ
の
意
義
を
持
つ
て
来
る
道
筋
に
は
、
円
満

を
予
祝
す
る
表
現
を
す
る
と
言
ふ
内
容
が
あ
つ
た
の
だ
と
ば
か
り
も
き
め
ら
れ
な
い
事
で
あ
る
。
「
た
つ
」

が
語
原
と
し
て
語
根
「
ふ
」
を
と
つ
て
、
「
た
ゝ
ふ
」
と
言
ふ
語
が
出
来
、
「
神
意
が
現
れ
る
」
「
神
意

を
現
す
様
に
す
る
」
「
予
祝
す
る
」
な
ど
言
ふ
風
に
意
義
が
転
化
し
て
行
つ
た
も
の
と
も
見
ら
れ
る
。
さ

う
見
る
と
、
此
か
ら
述
べ
る
「
ほ
む
」
と
均
し
く
、
「
た
ゝ
ふ
」
が
讃
美
の
義
を
持
つ
て
来
た
道
筋
が
知
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れ
る
。
だ
か
ら
、
必
し
も
「
湛
ふ
」
か
ら
来
た
も
の
と
は
言
へ
な
い
の
で
あ
る
。

忽
然
と
し
て
「
ほ
」
の
出
現
す
る
と
い
ふ
思
想
は
、
後
世
ま
で
一
夜
竹
流
の
民
譚
を
止
め
て
ゐ
る
。
一
夜

に
し
て
萩
の
生
え
た
と
言
ふ
播
磨
風
土
記
の
話
も
、
一
晩
の
中
に
山
の
出
来
た
と
言
ふ
伝
へ
も
、
皆
此
系

統
で
あ
る
。
「
ほ
」
に
就
い
て
の
信
仰
生
活
が
忘
却
せ
ら
れ
た
後
に
、
唯
ゆ
く
り
な
く
物
の
出
現
し
た
と

言
ふ
姿
に
固
定
し
た
の
だ
。

ほ
を
語
根
と
し
た
動
詞
が
、
ほ
ぐ
で
あ
り
、
又
ほ
む
と
言
ふ
形
も
あ
る
。
ほ
ぐ
が
語
根
化
し
て
再
活
用
す

る
と
、
ほ
が
ふ
と
な
る
。
普
通
の
用
語
例
か
ら
つ
き
つ
め
て
ゆ
く
と
、
「
ほ
ぐ
」
は
優
れ
た
神
が
精
霊
に

向
う
て
す
る
動
作
ら
し
く
思
は
れ
る
。
併
し
「
ほ
」
と
言
ふ
語
か
ら
見
れ
ば
、
元
庶
物
の
精
霊
が
「
ほ
」

を
出
す
と
言
ふ
義
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
其
が
出
さ
せ
る
方
の
動
作
に
移
し
て
言
は
れ
る
事
に
な
つ
て
来
る

径
路
は
考
へ
難
く
な
い
。
精
霊
の
示
す
「
ほ
」
を
出
さ
せ
る
と
言
ふ
方
面
か
ら
見
れ
ば
、
や
は
り
「
ほ
」

を
出
す
と
言
ふ
事
に
な
る
。
「
ほ
」
の
原
義
は
知
れ
な
い
が
、
「
う
ら
」
と
似
た
筋
路
に
立
つ
事
を
思
へ

ば
、
末ウラ
・
梢ウラ
・
表ウラ
（
う
ら
＜
う
れ
）
同
様
、
秀ホ
の
義
だ
と
も
言
へ
る
。
表
面
・
末
端
の
義
か
ら
、
さ
う
し

た
出
現
形
式
に
言
ふ
の
だ
と
説
け
ば
わ
か
る
。
秀ホ
の
意
義
な
ど
も
、
逆
に
「
ほ
」
の
影
響
を
受
け
て
、
愈

い
よ
い
よ

著
し
く
固
つ
た
ら
う
と
言
ふ
事
も
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
精
霊
の
「
ほ
」
を
現
す
事
が
、
大
き
く
見
て
常
世

神
の
動
作
に
移
し
て
考
へ
ら
れ
、
其
が
段
々
人
間
の
行
動
ら
し
く
な
つ
て
来
る
と
、
「
ほ
」
を
乞
ふ
と
言
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ふ
様
な
意
義
を
も
通
つ
て
来
た
事
で
あ
ら
う
。

と
こ
ろ
が
、
信
仰
様
式
が
易
つ
て
来
る
と
、
「
ほ
」
の
有
無
は
別
問
題
に
な
つ
て
、
占
ひ
の
方
面
を
分
化

す
る
。
其
と
共
に
「
ほ
ぐ
」
と
言
ふ
語
も
、
呪
言
の
効
果
の
有
無
と
言
ふ
側
の
内
容
を
持
つ
事
に
な
る
。

神
か
ら
伝
誦
し
た
呪
言
の
威
力
に
よ
つ
て
、
精
霊
を
其
詞
に
感
染
さ
せ
、
誘
導
す
る
と
言
ふ
義
か
ら
出
で
、

更
に
精
霊
に
対
し
て
、
あ
る
結
果
を
予
約
す
る
と
言
ふ
内
容
を
持
つ
事
に
な
り
、
は
て
は
、
祝
詞
の
詞
を
、

陳
べ
る
と
言
ふ
様
に
な
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
文
献
は
じ
ま
つ
て
か
ら
の
「
ほ
ぐ
」
は
、
ど
う
か
す
れ
ば
、

一
様
に
祝
福
す
る
意
に
見
ら
れ
る
傾
き
が
あ
る
。
よ
く
見
る
と
「
ほ
」
の
観
念
は
鮮
や
か
に
残
つ
て
ゐ
る
。

酒サカ
ほ
が
ひ
は
元
酒
の
出
来
あ
が
る
様
に
呪
言
を
唱
へ
る
事
で
は
な
か
つ
た
。
一
夜
酒
の
出
来
方
を
、
「
ほ
」

と
見
て
人
の
健
康
を
祝
福
し
た
の
で
あ
る
。 

大  

歌 

オ
ホ
ウ
タ

の
中
の
本ホ
宜ギ
歌
な
ど
も
、
日
本
の
地
で
子
を
産
ま
ぬ

雁
の
卵
を
見
て
「
ほ
」
と
感
じ
、
「
ほ
」
を
見
て
後
に
唱
へ
た
一
種
の
呪
言
的
の
歌
で
あ
る
。
此
「
ほ
」

の
考
へ
方
な
ど
は
や
は
り
数
次
の
転
化
は
経
て
来
て
ゐ
る
の
で
、
呪
言
に
よ
つ
て
現
れ
る
筈
の
「
ほ
」
を
、

逆
に
ま
づ
不
思
議
な
瑞
祥
に
対
し
て
「
ほ
」
の
印
象
を
強
く
受
け
、
そ
の
上
で
「
ほ
」
の
効
果
を
強
め
よ

う
と
し
て
謡
う
た
歌
な
の
で
あ
る
。

「
う
け
ひ
」
が
一
転
す
る
と
、
「
ち
か
ひ
」
に
な
る
。
此
も
語
原
の
知
れ
ぬ
語
で
あ
る
。
併
し
考
へ
て
見

れ
ば
、
「
と
こ
ひ
」
と
言
ふ
形
の
語
根
と tik

（
＝tok

）
を
共
通
し
て
ゐ
る
。
う
け
ふ
が
後
に
咀ノロ
ふ
の
内
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容
を
持
つ
て
来
た
様
に
、
此
も
、
音
韻
の
変
化
と
意
義
分
化
と
が
並
び
行
は
れ
て
、
誓
ふ
と
咀トコ
ふ
と
の
相

違
を
生
じ
る
事
に
な
つ
た
と
類
推
す
る
事
が
出
来
さ
う
で
あ
る
。
そ
の
上
、
「
ち
ぎ
る
」
と
言
ふ
語
と
も

関
係
が
あ
る
。
ち
ぎ
る
は
約
束
者
両
人
の
合
意
上
と
る
形
式
的
な
方
法
と
観
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
単
な
る
指

き
り
・
口
固
め
・
語
番ツガ
へ
の
様
な
も
の
で
な
く
、
神
を
中
に
立
て
ゝ
の
誓
約
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
後
期
王

朝
に
な
つ
て
其
用
語
例
が
著
し
く
微
温
化
し
て
し
ま
う
た
が
、
唯
の
契
約
で
は
な
い
事
は
察
せ
ら
れ
る
。

か
う
し
て
分
化
し
て
し
ま
う
た
が
、
元
は
一
つ
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。

う﹅
け﹅
ひ﹅
現
状
を
覆
す
様
な
現
象
が
起
る
で
あ
ら
う
。
か
う
し
た
表
現
法
な
の
で
、
神
を
中
介
と
す
る
時
に

は
虚
言
は
出
来
ぬ
と
言
ふ
信
仰
の
基
礎
に
立
て
ば
こ
そ
、
こ
ん
な
方
式
も
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

神
罰
至
つ
て
み﹅
せ﹅
し﹅
め﹅
に
不
思
議
な
有
様
を
現
じ
る
だ
ら
う
と
す
る
の
は
、
後
の
考
へ
方
で
あ
る
。
ま
し

て
天
罰
を
か
け
て
起
請
す
る
様
な
の
は
、
遥
か
に
遅
れ
て
の
代
の
事
で
あ
つ
た
。
後
世
の
考
へ
方
か
ら
見

れ
ば
、
む
つ
か
し
い
「
ほ
」
を
か
け
て
お
け
ば
、
却
つ
て
偽
り
に
都
合
の
よ
い
様
に
見
え
る
。
現
代
尚
屡
、

行
は
れ
る
歯
痛
の
ま
じ
な
ひ
で
、
「
此
豆
に
芽
の
出
る
ま
で
は
、
歯
の
虫
封
じ
を
約
束
し
ま
し
た
」
と
言

つ
た
風
の
言
ひ
方
で
、
煎
り
豆
を
土
に
埋
め
る
様
な
風
習
も
、
単
に
神
を
所
謂
詭
計
オ
コ
ワ
に
か
け
る
訣
で
な
か

つ
た
。
「
煎
り
豆
に
花
の
咲
く
ま
で
は
、
下
界
に
来
る
な
」
と
鬼
を
梵
天
国
に
放
つ
た
百
合
若
伝
説
が
、

稍
古
い
形
を
見
せ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
誓
ひ
の
方
式
が
、
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
う
け
ひ
の
神
意
を
試
す
と
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こ
ろ
に
立
脚
し
て
ゐ
る
処
か
ら
出
て
、
其
に
加
つ
て
来
た
神
に
対
す
る
信
頼
の
考
へ
が
、
ど
ん
な
事
で
も

神
力
で
現
れ
な
い
事
は
な
い
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

神
功
皇
后
三
韓
攻
め
の
時
、
新
羅
王
の
な
し
た
誓
ひ
の
詞
は
、
日
本
人
と
し
て
の
考
へ
か
ら
言
う
て
ゐ
る

の
だ
か
ら
、
此
証
拠
に
見
て
も
よ
い
。
「
則
、
重
ね
て
誓
ひ
て
曰
は
く
、
東
に
出
づ
る
日
更
に
西
に
出
で
、

且
、
阿
利
那
礼
河

ア
リ
ナ
レ
ガ
ハ

の
返
り
て
逆
に
流
る
ゝ
除ホカ
は
、
及
び
河
の
石
昇
り
て
星
辰
と
為
る
に
非
ず
ば
、
殊
に
春

秋
の
朝
を
闕
き
怠
り
て
梳
鞭
の
貢
を
廃ヤ
め
ば
、
天
神
地
祇
共
に
討ツミ
し
給
へ
」
と
あ
る
。
逆
に
書
か
れ
て
ゐ

る
の
で
、
「
日
本
国
の
為
に
忠
実
な
ら
ず
は
、
目
の
あ
た
り
日
西
に
出
で
、
あ
り
な
れ
河
逆
に
流
れ
む
。

さ
れ
ど
若
し
向
後
懈
怠
あ
る
時
は
、
わ
が
誓
言
を
保
証
し
給
ふ
神
祇
罰
を
降
し
給
ふ
も
異
存
な
し
」
と
あ

つ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

齶
田
ア
キ
タ
の
蝦
夷
が
し
た
「
私
等
の
持
つ
て
居
ま
す
弓
矢
は
、
官
軍
の
為
の
も
の
で
な
く
、
嗜
き
な
野
獣
の
肉

を
狩
り
獲
る
為
で
す
。
若
し
、
官
軍
の
為
に
、
弓
矢
を
用
意
し
た
ら
、
齶
田
の
浦
の
神
が
知
り
ま
せ
う
。

…
…
」
と
誓
う
た
の
や
、
「
思
は
ぬ
を
思
ふ
と
言
は
ゞ
、
真
鳥
栖
む
雲
梯
ウ
ナ
テ
の
杜モリ
の
神
し
断シ
る
ら
む
」
（
万

葉
集
巻
十
二
、
三
一
〇
〇
）
と
あ
る
の
な
ど
も
一
つ
で
、
神
罰
を
附
け
て
語
の
偽
り
な
き
を
証
す
る
の
は
、

や
は
り
古
意
で
は
な
か
つ
た
。

発
想
法
が
後
世
風
に
な
つ
て
居
て
も
、
新
羅
王
の
誓
言
の
「
天
神
地
祇
共
に
罪
し
給
へ
」
と
あ
る
の
は
、

12「ほ」・「うら」から「ほがひ」へ



「
罪
し
給
は
む
」
と
言
は
ぬ
処
に
古
意
が
あ
る
。
「
君
を
お
き
て
、  

他    

心  

ア
ダ
シ
ゴ
ヽ
ロ
を
わ
が
持
た
ば
、
末
の
松

山
、
波
も
越
え
な
む
」
（
古
今
東
歌
）
。
此
歌
常
識
風
に
漠
然
と
、
波
の
越
え
る
山
だ
か
ら
と
感
じ
も
し
、

解
釈
も
せ
ら
れ
て
、
末
の
松
山
浪
越
し
峠
な
ど
言
ふ
地
名
も
あ
り
、
地
質
の
上
か
ら
波
の
痕
跡
あ
る
陸
前

海
岸
の
山
を
、
其
と
定
め
た
り
し
て
居
る
の
は
、
と
ん
だ
話
で
あ
る
。
其
で
な
く
と
も
単
に
、
「
末
の
松

山
を
浪
の
越
え
ざ
る
如
く
」
と
比
喩
に
解
し
て
ゐ
る
説
も
あ
る
。
だ
が
、
此
は
恋
の
誓
ひ
の
古
い
形
で
、

波
の
被カブ
さ
り
さ
う
も
な
い
末
の
松
山
を
誓
ひ
に
立
て
ゝ
来
た
処
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
而
も
越
え
な

む
と
言
ふ
語
も
、
「
誓
ひ
に
反
い
た
ら
波
が
越
え
る
だ
ら
う
」
と
将
来
に
対
す
る
想
像
的
な
約
束
で
は
な

い
。
此
場
合
の
な
む
は
、
動
詞
第
一
変
化
に
つ
く
助
辞
で
、
希
望
の
意
を
示
す
も
の
だ
。
だ
ら
う
を
表
す

第
二
変
化
に
つ
く
助
動
詞
で
は
な
い
。
「
越
え
て
く
れ
」
「
越
え
て
ほ
し
い
」
と
言
つ
た
意
で
、
従
つ
て

上
の
「
我
が
持
た
ば
」
も
将
来
持
た
ば
で
な
く
、
「
持
て
ら
ば
」
の
時
間
省
略
で
、
「
持
つ
て
る
も
の
な

ら
」
と
言
ふ
事
に
な
る
。
「
こ
の
誓
言
本
心
を
偽
つ
て
居
る
も
の
な
ら
、
こ
の
陶スヱ
の
地
の
松
山
其
を
、
波

が
越
え
て
み
せ
て
く
れ
」
と
言
ふ
意
で
あ
る
。
か
う
し
た
処
か
ら
、
比
喩
を
立
て
ゝ
「
あ
の
物
の
あ
ゝ
し

て
あ
る
限
り
は
、
言
は
違
へ
ま
い
」
と
言
ふ
新
羅
王
風
の
に
な
る
か
、
「
あ
の
物
が
わ
た
し
の
心
の
し
る

し
だ
」
と
言
つ
た
風
の
言
ひ
方
に
な
る
。
「
鎌
倉
の
み
こ
し
が
さ
き
の
岩
崩
え
の
君
が
悔
ゆ
べ
き
心
は
持

た
じ
」
（
万
葉
巻
十
四
、
三
三
六
五
）
は
、
単
な
る
修
飾
ば
か
り
で
な
く
、
物
を
誓
ひ
に
立
て
ゝ
、
心
の
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比
喩
に
す
る
風
の
変
形
で
あ
る
。
お
な
じ
東
歌
で
、
古
い
も
の
ゝ
方
が
新
し
い
も
の
よ
り
も
、
変
化
し
た

形
を
と
つ
て
居
る
の
も
、
民
間
伝
承
学
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
不
思
議
は
な
い
。

誓
ひ
は
神
を
偽
証
人
と
せ
な
い
事
を
本
則
と
す
る
の
だ
が
、
神
の
名
を
利
用
し
て
人
を
詐
く
者
が
出
て
来

る
様
に
な
つ
て
来
る
。
日
本
紀
の
一
書
に
も
、
ほ﹅
の﹅
す﹅
せ﹅
り﹅
の﹅
は
其
で
あ
る
。
「
…
…
大
友
皇
子
手
に
香

炉
を
執
り
て
先
起
ち
て
誓
盟
し
て
曰
は
く
、
六
人
（
赤
兄
・
金
・
果
安
・
人
・
大
人
及
び
皇
子
）
心
を
同
ト
モ

に
し
て
天
皇
の
詔
を
奉ウ
く
。
若
し
違
ふ
こ
と
あ
ら
ば
、
必
天
罰
を
被
ら
む
…
…
左
大
臣
蘇
我
赤
兄
臣
等
手

に
香
炉
を
執
り
て
、
次
ツ
イ
デに
随
う
て
起
ち
、
泣
血
し
誓
盟
し
て
曰
は
く
、
臣
等
五
人
殿
下
に
随
ひ
て
天
皇
の

詔
を
奉
く
。
若
し
違
ふ
こ
と
あ
ら
ば
、
四
天
皇
打
ち
、
天
神
地
祇
亦
復
、
誅
罰
せ
む
。
三
十
三
天
、
此
事

を
証
知
せ
よ
。
子
孫
当
に
絶
ゆ
べ
く
、
家
門
必
亡
び
む
…
…
」
と
言
う
て
居
る
。
此
は
必
し
も
仏
法
の
儀

礼
に
拠
つ
た
も
の
で
は
な
い
。
大
体
奈
良
以
前
か
ら
、
此
処
ま
で
信
仰
様
式
が
変
つ
て
来
て
居
た
の
で
あ

る
。
欽
明
紀
（
二
十
三
年
六
月
）
を
見
て
も
、 
馬  

飼 
ウ
マ
カ
ヒ  

首  

歌  

依  

オ
ビ
ト
ウ
タ
ヨ
リ

、
冤
罪
を
蒙
つ
て
「 

揚  

言 

コ
ト
ア
ゲ

し
て
誓

ひ
て
曰
は
く
、
虚
な
り
。
実
に
あ
ら
ず
。
若
し
是
れ
実
な
ら
ば
必
天
災
を
被
ら
む
」
と
言
う
た
と
あ
る
。

此
揚
言
は
既
に
原
義
か
ら
離
れ
て
来
て
居
る
が
、
神
に
対
し
て
発
言
す
る
方
法
と
見
れ
ば
よ
い
。
つ
ま
り

今
言
ふ
語
の
虚
か
実
か
に
対
し
て
の
誓
ひ
で
あ
る
。
直
接
に
罪
に
対
し
て
言
ふ
の
で
は
な
い
。
此
も
天
罰

に
か
け
て
語
の
真
否
を
誓
う
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
後
世
ほ
ど
段
々
に
そ
の
天
罰
に
も
細
目
を
考
へ
て
来
た
。

14「ほ」・「うら」から「ほがひ」へ



武
家
の
天
罰
起
請
文
の
外
に
、
身
体
の
不
具
、
業
病
を
受
け
る
事
を
以
て
、
貧
窮
・
離
散
・
死
滅
な
ど
を

か
け
る
。
仏
教
の
影
響
よ
り
も
、
根
原
の
種
子
が
段
々
誇
張
せ
ら
れ
て
来
た
方
面
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
町
人
た
ち
が
「
何
々
す
る
法
も
あ
れ
」
と
誓
ふ
の
を
、
武
家
の
感
化
と
見
る
の
は
現
れ
た
も
の
ど
う

し
を
繋
ぎ
合
せ
る
か
ら
起
る
間
違
ひ
で
あ
る
。

自
身
の
善
意
に
憑
ん
で
主
張
す
る
場
合
に
は
ち
か
ふ
と
言
ふ
が
、
他
人
の
心
の
善
悪
を
判
じ
か
ね
て
、
悪

な
ら
禍
あ
れ
、
善
な
ら
事
な
か
れ
と
言
ふ
観
念
か
ら
出
る
呪
言
は
、
と
こ
ひ
で
あ
り
、
其
を
す
る
事
を
と

こ
ふ
と
言
ふ
。
や
は
り
神
の
判
断
に
任
せ
て
す
る
の
で
あ
る
。
其
も
後
に
は
、
単
な
る
呪
咀
を
言
ふ
事
に

な
つ
て
来
た
。
尠
く
と
も
奈
良
朝
で
の
用
語
例
は
、
も
は
や
此
処
に
結
着
し
て
居
た
。
古
い
正
則
な
使
ひ

方
は
、
「
天
神
其
矢
を
見
て
曰
は
く
、
此
れ
、
昔
我
が 

天 

稚 

彦 

ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
に
賜
ひ
し
矢
な
り
。
今
何
故
に
来
つ
ら

む
と
て
、
乃
矢
を
取
り
呪トコ
ひ
て
曰
は
く
、
若
し
悪
心
を
以
て
射
た
り
し
な
ら
ば
則
、
天
稚
彦
必
害
に
遭
は

む
。
若
し
平
心
を
以
て
射
た
り
し
な
ら
ば
則
、
恙
つ
つ
がな
か
ら
む
と
、
因
り
て
還
し
投
ず
。
則
、
其
矢
落
下
し

て
、
天
稚
彦
の
高
胸
に
中
り
ぬ
」
と
見
え
る
の
が
其
で
あ
る
。
唯
こ
ゝ
も
「
害
に
遭
へ
。
恙
な
か
れ
」
と

発
想
す
る
法
が
古
い
の
で
あ
る
。

う
け
ひ
に
於
い
て
は
、
神
意
か
ら
出
て
ゐ
る
か
ど
う
か
と
問
ふ
の
が
、
神
意
が
ど
ち
ら
に
あ
る
か
と
言
ふ

考
へ
に
移
り
、
ち
か
ひ
で
は
、
わ
が
行
為
意
思
が
神
慮
に
叶
う
て
ゐ
る
事
を
、
神
に
証
し
て
貰
ふ
と
い
ふ
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観
念
か
ら
、
誓
約
方
式
と
な
つ
た
が
、
一
方
分
化
し
た
と
こ
ひ
の
例
で
は
、
倫
理
観
が
著
し
く
這
入
つ
て

来
て
、
善
な
ら
無
事
で
あ
れ
。
悪
な
ら
禍
あ
れ
と
言
ふ
考
へ
方
に
な
つ
て
ゐ
る
。
ち
か
ひ
の
例
に
も
此
考

へ
が
這
入
つ
て
、
天
罰
の
背
景
の
下
に
誓
約
す
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ひ
が
悪
に
対
す
る
懲
罰
を
請
ふ
方
法
と
言
ふ
風
に
考
へ
ら
れ
、
更
に
転
じ
て
自
分
を
不
利
に
陥
ら
し

た
相
手
に
罰
の
下
る
事
を
願
ふ
呪
言
と
言
ふ
考
へ
に
移
つ
て
、
純
然
た
る
呪
咀
と
な
る
。
だ
が
、
復
讐
観

念
の
伴
う
て
ゐ
な
い
と
こ
ひ
は
な
か
つ
た
。
秋
山
下
冰
壮
夫

シ
タ
ビ
ヲ
ト
コ
に
対
す
る
春
山
霞
壮
夫
の
御
母
ミ
オ
ヤ
の
採
つ
た
方

法
な
ど
は
、
此
例
の
と
こ
ひ
の
著
し
い
例
で
あ
る
。
嫉
妬
・
我
欲
等
の
利
己
の
動
機
か
ら
出
る
も
の
は
、

か
し
り
（
動
詞
か
し
る
）
と
言
ふ
語
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
と
こ
ひ
の
分
化
し
た
も
の

で
、
単
に
必
要
上
他
人
の
生
活
力
を
殺
が
う
と
す
る
呪
言
で
あ
る
。
と
こ
ひ
の
後
期
か
ら
か
し
り
に
入
る

と
、
あ
ひ
て
の
人
格
の
一
部
又
は
表
象
と
な
る
物
を
対
象
に
据
ゑ
て
、
此
に
呪
言
を
か
け
る
（
即
、
こ
と
ゝ

ふ
）
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。

う
け
ひ
の
効
果
と
し
て
現
れ
る
は
ず
の
「
ほ
」
が
、
混
乱
し
て
逆
に
当
体
の
代
表
物
を
立
て
る
法
が
、
と

こ
ひ
・
か
し
り
の
上
に
出
て
来
る
。
と
こ
は
れ
、
か
し
ら
れ
る
当
体
の
性
質
か
ら
見
て
「
ほ
」
の
変
形
と

見
る
事
は
間
違
ひ
で
な
か
ら
う
と
考
へ
る
。
大
体
う
け
ひ
は
「
ほ
」
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
二
次
的
な
も
の

で
あ
る
。
其
「
ほ
」
が
積
極
消
極
両
方
面
に
現
れ
て
来
た
も
の
が
、
段
々
不
当
不
正
の
場
合
に
ば
か
り
出
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現
を
乞
ふ
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
か
し
り
に
な
る
と
、
再
ふ
た
た
び形
を
変
へ
て
「
ほ
」
が
出
て
来
る
事
に
な

つ
た
訣
で
あ
る
。

お
な
じ
く
か
し
り
と
言
う
て
も
、
と
こ
ひ
に
近
い
も
の
だ
と
対
照
風
の
も
の
言
ひ
を
忘
れ
て
居
な
い
。
御ミ

   

馬 

ウ
マ
ノ
皇
子
、
三ミ
輪ワ
の
磐
井
イ
ハ
ヰ
の
側
で
討
た
れ
る
時
、
井
を
指
し
て
詛
し
た
語
は
「
此
井
は
百
姓
の
み
唯
飲
む

事
を
得
む
。
王
者ハ
飲
む
に
能
は
じ
」
と
言
う
た
と
言
ふ
の
が
其
で
あ
る
。

椎
根
津
彦
と  

弟    
猾  

オ
ト
ウ
カ
シ

と
が
香
具
山
の
土
を
盗
ん
で
来
て
種
々
の
土
器
を
作
つ
て
、
天
神
地
祇
を
祭
つ
た

条
に
、
「
譬
は
ゞ
水
沫
ミ
ナ
ハ
の
如
く
呪カシ
り
著
く
る
所
あ
り
」
と
言
ふ
の
は
、
単
純
な
祭
器
を
作
る
為
で
は
な
か

つ
た
。
香
具
山
の
土
は
倭
宮
廷
の
領
土
の
象
徴
と
と
り
扱
は
れ
た
の
で
あ
る
。
「 

武 

埴 

安 

タ
ケ
ハ
ニ
ヤ
ス
彦
の
妻
吾ア
田タ

媛
密
か
に
来
て
倭
の
香
具
山
の
土
を
取
り
領ヒ
巾レ
に
裹ツヽ
み
、
『
是
は
倭
の
国
の 

物  

実 

モ
ノ
ザ
ネ

（
又
も﹅
の﹅
し﹅
ろ﹅
）
と

祈ノ
み
曰
ひ
て
乃
ち
反
り
ぬ
」
と
あ
る
の
も
、
国
の
呪カシ
り
の
為
に
土
を
持
つ
て
行
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
だ
か

ら
土
を
盗
み
に
行
く
に
先
つ
て
、
神
の
訓
へ
た
言
に
は
、
「
宜
し
く
天
の
香
具
山
の
社
の
中
の
土
を
取
り

て
、
天アメ
平
瓫
ヒ
ラ
カ
八
十
枚

ヤ
ソ
ヒ
ラ

を
造
り
、
并
せ
て
厳
瓫
イ
ツ
ベ
を
造
り
て
、
天
神
・
地
祇
を
敬
祭
し
、
亦
厳イツ
の
呪
咀
カ
シ
リ
を
せ
よ
。

此
の
如
く
せ
ば
則
、
虜
自
ら
平
伏
せ
む
」
と
あ
る
亦
の
字
の
用
法
が
、
土
を
呪カシ
り
の
対
象
に
し
た
事
を
示

す
と
共
に
、
香
具
山
の
動
植
物
を
神
聖
視
す
る
に
到
つ
た
径
路
を
見
せ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
祭

器
を
作
つ
た
と
言
ふ
の
は
、
合
理
的
な
説
明
と
見
て
よ
い
。
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人
を
か
し
る
為
に
、
様
々
の
物
を
用
ゐ
て
ゐ
る
中
、
秋
山
下
冰
壮
夫
の
か
た
み
（
身
代
り
）
と
し
て
、
出

石
川
の
河
の
石
を
塩
に
ま
ぶ
し
、
出
石
川
の
竹
の
葉
に
包
み
、
其
竹
で
造
つ
た
八
目
ヤ
ツ
メ
の
荒
籠
ア
ラ
コ
に
入
れ
て
、

此
竹
葉
の
萎
む
が
如
青
み
し
ぼ
め
。
又
此
汐
の
満
ち
干
る
如
満
ち
干
よ
。
又
此
石
の
沈
む
が
如
沈
み
こ
や

せ
と
咀
言
し
て
烟
カ
マ
ド（
？
）
の
上
に
置
か
し
た
と
言
ふ
の
が
著
し
い
例
で
あ
る
。

此
か
し
り
の
呪
文
を
見
る
と
、
全
く
か
た
み
を
以
て
「
ほ
」
と
一
つ
に
扱
う
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
か
し

る
の
語
原
は
知
れ
ぬ
が
、
選
択
を
神
に
任
せ
る
対
象
的
の
と
こ
ひ
か
ら
一
転
し
た
も
の
な
る
事
は
明
ら
か

で
あ
る
。
か
し
り
つ
く
事
が
受
け
身
に
と
つ
て
は
ま
じ
こ
る
で
、
之
を
却
け
る
法
を
行
ふ
事
を
、
ま
じ
な

ふ
と
言
う
た
ら
し
い
。
語
原
ま
じ
は
、
蠱
物
の
字
面
に
当
る
鳥
・
獣
・
昆
虫
類
の
人
に
疫
病
を
与
ふ
る
力

を
言
ふ
の
で
あ
る
が
、
之
を
使
ふ
側
を
も
、
後
に
は
ま
じ
な
ふ
と
言
ふ
が
、
始
め
は
防
ぐ
方
を
言
う
た
と

考
へ
ら
れ
る
。
此
点
か
し
り
と
ま
じ
な
ひ
と
の
違
ふ
所
で
あ
る
。
尚
一
つ
違
ふ
点
は
、
庶
物
の
精
霊
を
術

者
が
役
す
る
と
言
ふ
所
に
在
る
ら
し
い
。

此
等
の
語
の
代
表
語
と
も
言
ふ
べ
き
の
ろ
ふ
と
言
ふ
の
は
、
平
安
朝
の
用
語
例
で
見
る
と
、
語
根
に
既
に

呪
咀
の
義
が
あ
る
様
に
思
は
せ
る
「
の
ろ
〳
〵
し
」
な
ど
言
ふ
語
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
の
ろ
ふ
の
分
化
し

た
意
義
ば
か
り
し
か
残
ら
な
か
つ
た
時
代
に
、
出
来
た
新
語
の
語
根
に
、
逆
に
呪
咀
の
義
を
感
ず
る
様
に

な
つ
て
ゐ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
の
ろ
ふ
が
さ
う
し
た
分
化
を
遂
げ
る
に
は
、
罵ノ
る
・
叱ノ
る
な
ど
の
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悪
し
様
に
言
ふ
と
言
つ
た
用
語
例
が
助
け
て
ゐ
る
事
で
あ
ら
う
。
ま
じ
な
ふ
だ
け
が
少
し
違
ふ
が
、
う
け

ふ
以
下
皆
一
類
の
語
で
呪
文
が
悪
用
せ
ら
れ
て
行
く
傾
向
を
見
せ
て
ゐ
る
。
同
時
に
、
「
ほ
」
の
出
現
を

問
題
に
せ
な
く
な
つ
て
来
る
。
「
ほ
む
」
と
「
ほ
ぐ
」
と
に
違
ふ
所
が
あ
る
と
し
た
ら
、
「
ほ
む
」
に
は

お
だ
て
る
意
を
持
つ
て
来
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
此
点
は
、
ね
ぐ
も
共
通
で
あ
つ
た
。
「
ね
ぐ
」
の
最
初
か

ら
願
ふ
義
で
な
か
つ
た
事
は
、
「
ね
ぎ
ら
ふ
」
の
語
根
な
る
「
ね
ぐ
」
と
同
根
な
る
事
で
あ
る
。
「
す
め

ら
吾ワ
が
う
づ
の
み
手
も
ち
か
き
撫
で
ぞ
ね
ぎ
給
ふ
。
と
り
撫
で
ぞ
ほ
め
給
ふ
」
な
ど
言
ふ
の
は
、
唯
の
犒

ひ
で
は
な
い
。
対
句
と
し
て
の
意
味
の
近
似
性
を
中
心
に
し
て
、
其
に
「
ね
が
ふ
」
の
語
根
で
あ
る
事
を

併
せ
て
考
へ
る
と
、
義
は
大
分
変
つ
て
来
る
。
ま
だ
あ
る
勤
労
を
致
さ
な
い
先
か
ら
「
ね
ぎ
給
ふ
」
と
言

う
て
ゐ
る
の
で
見
る
と
、
ど
う
し
て
も
労
力
の
結
果
に
対
す
る
予
め
褒
め
る
誇
張
的
な
表
現
の
語
を
言
ふ

の
に
違
ひ
な
い
。
「
お
前
は
え
ら
い
か
ら
、
う
ま
く
す
る
に
疑
ひ
が
な
い
」
な
ど
言
ふ
風
な
の
が
、
ね
ぐ

の
本
義
ら
し
い
。
上
の
詔
勅
は
其
用
語
例
が
倫
理
観
を
伴
う
て
来
て
ゐ
る
が
、
古
意
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
、

禰ネ
宜ギ
と
言
ふ
語
も
、
ほ
ん
と
う
に
訣
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
語
根
の
ね
は
ほ
か
で
説
く
（
索
引
参
照
）
が
、

ほ
ぎ
人
・
ほ
が
ひ
ゞ
と
な
ど
ゝ
同
様
の
成
立
を
持
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
神
・
精
霊
を
ね
ぐ
人
な
の
で
あ

つ
た
。
「
願
ふ
人
」
の
意
で
は
な
い
事
が
知
れ
る
。

ほ
む
も
讃
美
・
褒
賞
の
義
を
分
化
す
る
道
筋
を
考
へ
て
見
る
と
、
現
状
以
上
の
理
想
的
な
結
果
を
誇
張
し
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て
言
ふ
義
を
含
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。
即
幾
分
ほ
ぐ
よ
り
は
、
新
し
く
「
ほ
」
な
る
語
根
の
意
識
が
変
化

し
て
か
ら
の
事
と
思
は
れ
る
。
後
に
言
ふ
「
ほ
が
ひ
」
の
人
々
に
似
た
職
業
の
「
ほ
め
ら
」
と
言
ふ
部
落

が
四
国
吉
野
川
の
中
流
以
下
の
地
方
に
あ
る
。
此
は
「
ほ
め
な
む
」
「
ほ
め
よ
う
よ
」
な
ど
言
ふ
に
お
な

じ
方
言
で
、
此
等
の
職
業
人
が
、
家
々
に
来
て
「
ほ
め
ら
〳
〵
」
と
ほ
め
さ
せ
て
く
れ
と
要
求
し
た
為
の

名
で
、
近
世
風
の
者
で
は
あ
る
が
、
ほ
ぐ
に
近
い
ほ
む
の
な
ご
り
の
固
定
し
た
も
の
と
考
へ
る
。
「
ま
け

柱
ほ
め
て
造
れ
る
殿
の
如
、
い
ま
せ
。
母
刀
自
面オメ
変
り
せ
ず
」
（
万
葉
巻
二
十
、
四
三
四
二
）
は
真
木
柱

よ
り
其
を
建
て
、
其
様
に
ゆ
る
ぎ
な
か
れ
と
ほ
ぎ
言
し
て
造
つ
た
殿
と
言
ふ
の
で
、
ほ
ぐ
と
殆
違
は
ぬ
時

代
の
用
例
で
あ
る
。
「
ほ
」
を
語
根
と
し
た
語
と
見
え
る
も
の
に
、
今
一
つ
あ
る
。

日
本
紀
の
一
書
に
見
え
る
も
の
で
、
「
凡スベ
て
此コヽ
に
諸
物
皆
来
聚
し
き
。
時
に
、
中
臣
の
遠
祖
天
ア
メ
ノ児
屋
命
則

以 

神  

祝  

祝  

之 

カ
ム
ホ
サ
キ
ホ
サ
キ
キ
神
祝
々
之
。
此
云
加
武
保
佐
枳
保
佐
枳
々
云
加
武
保
佐
枳
保
佐
枳
々
」
は
１
段
階
小
さ

な
文
字
﹈
」
と
あ
る
ほ
さ
く
と
言
ふ
動
詞
が
あ
つ
た
様
に
見
え
る
事
で
あ
る
。
谷
川
士
清
は
そ
の
書
紀
通

証
に
、
今
も
言
ふ
「
ほ
ざ
く
」
と
言
ふ
語
の
元
と
言
ふ
思
ひ
つ
き
ら
し
い
説
を
記
し
つ
け
て
ゐ
る
。
な
る

ほ
ど
託
宣
か
ら
出
て
、
「
御
託
ゴ
タ
ク
を
並
べ
る
」
な
ど
言
ふ
類
も
あ
る
か
ら
、
一
概
に
否
定
は
出
来
な
い
。
但

し
其
に
は
、
近
世
ま
で
文
献
に
現
れ
る
事
な
く
「
ほ
さ
く
」
と
言
ふ
語
が
、
庶
民
信
仰
の
上
に
行
は
れ
て

居
た
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
点
は
、
千
数
百
年
間
の
空
白
を
補
ふ
用
例
の
出
る
時
ま
で
断
言
は
預
つ
て
置
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く
。

さ
う
見
ら
れ
な
く
も
な
い
事
は
、
古
い
祭
文
の
芸
術
化
（
索
引
ほ
が
ひ
ゞ
と
参
照
）
し
た
側
か
ら
考
へ
ら

れ
る
事
実
が
あ
る
の
で
あ
る
。
其
由
緒
を
陳
弁
す
る
方
面
か
ら
「
ほ
ざ
く
」
を
悪
い
意
味
に
使
ふ
様
に
な

つ
た
と
見
ら
れ
る
。
其
と
共
に
「
ふ
ざ
け
る
」
と
言
ふ
語
原
不
明
の
近
代
語
も
、
ほ
が
ひ
ゞ
と
の
「
お
ど

け
祭
文
」
の
側
か
ら
言
う
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
出
来
さ
う
で
あ
る
。
「
こ
と
ほ
ぎ
」
を
「
こ
ど
き
」
と

言
う
た
事
は
其
条
に
述
べ
た
が
、
此
も
亦
、
祭
文
と
し
て
芸
術
化
し
た
も
の
と
見
れ
ば
、
後
世
の
「
口
説
ク
ド
キ
」

と
言
ふ
叙
事
風
な
語
り
物
の
本
義
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
「
く
ど
〳
〵
」
な
ど
言
ふ
副
詞
の
語
根
「
く
ど
」

か
ら
動
詞
化
し
た
「
く
ど
く
」
と
言
ふ
語
と
同
根
と
見
、
男
女
間
の
く
ど
き
言
が
多
い
か
ら
と
考
へ
て
来

た
の
は
、
実
は
間
違
ひ
か
も
知
れ
な
い
。
口
説
ク
ド
キ
の
中
に
男
女
間
の
口
舌
ク
ゼ
ツ
や
妄
執
・
煩
悶
ば
か
り
を
扱
は
ぬ

純
粋
な
叙
事
詩
も
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
、
こ
ど
き
と
言
ふ
語
も
文
献
に
現
れ
な
い
で
、
民
間
信

仰
の
上
に
く
ど
き
と
音
韻
の
少
し
の
変
化
し
た
儘
で
、
曲
節
が
伝
つ
て
居
り
、
さ
う
し
た
節
ま
は
し
に
謡

は
れ
る
詞
曲
は
す
べ
て
、
「
く
ど
き
」
と
言
ふ
名
に
総す
べ
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、
「
ほ
ざ
く
」

の
説
も
な
り
立
ち
さ
う
で
あ
る
。

唯
万
葉
に
も
一
箇
所
「
ほ
さ
く
」
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。
「
千
年
保
伎
保
吉
と
よ
も
し
」
（
巻
十
九
、
四

二
六
六
）
と
言
ふ
の
で
あ
る
が
、
鹿
持
雅
澄
は
伎
は
佐
の
誤
字
と
し
て
「
ほ
さ
き
と
よ
も
し
」
と
訓
ん
だ
。
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宣
長
が
「
ほ
ぎ
ほ
ぎ
と
よ
も
し
」
が
「
ほ
ぎ
き
と
よ
も
し
」
と
な
つ
た
の
だ
と
し
た
説
を
修
正
し
た
の
で

あ
る
。
宣
長
説
も
理
窟
は
立
つ
て
ゐ
る
が
、
雅
澄
の
方
が
正
し
い
と
思
は
れ
る
。
さ
て
「
ほ
さ
く
」
と
言

ふ
語
が
あ
つ
た
と
す
る
と
其
語
源
の
考
へ
が
、
「
ほ
」
の
議
論
に
大
分
大
き
な
影
響
を
与
へ
さ
う
で
あ
る
。

私
の
考
へ
で
は
、
ほ
ぐ
・
ほ
む
の
外
に
今
一
つ
「
ほ
す
」
と
言
ふ
語
が
あ
つ
て
、
其
を
更
に
語
根
と
し
て
、

「
ほ
が
ふ
」
同
様
、
「
ほ
さ
ぐ
」
と
言
ふ
語
が
出
来
た
の
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
だ
が
、
不
安
で
あ
る
か

ら
、
尚
臆
説
を
並
べ
て
見
る
。
「
ほ
す
」
か
ら
「
ほ
し
上ア
ぐ
」
と
言
ふ
形
が
出
来
て
、
其
が
融
合
し
て

「
ほ
さ
ぐ
」
と
な
つ
た
と
見
る
。
語
原
の
意
義
を
忘
れ
て
活
用
も
変
る
例
は
あ
る
。
併
し
「
上
ぐ
」
の
意

識
を
明
ら
か
に
持
つ
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
「
ほ
さ
ぎ
（
第
二
変
化
）
」
と
言
ふ
形
の
成
立
は
少
し
問
題
で

あ
る
。
私
は
語
尾
を
多
く
の
場
合
単
音
節
に
見
た
い
の
で
、
「
ほ
・
さ
ぐ
」
と
言
ふ
様
な
形
は
考
へ
に
く

い
の
だ
が
、
此
方
面
で
考
へ
て
見
る
と
、
「
ほ
開サ
く
」
と
で
も
語
源
が
説
か
れ
さ
う
で
あ
る
。
古
語
で
は
、

「
さ
く
」
の
用
語
例
が
広
い
か
ら
、
か
う
し
た
意
義
に
も
使
は
れ
て
不
思
議
は
な
い
。
唯
成
立
上
疑
問
が

あ
る
。
だ
か
ら
、
や
は
り
内
心
は
、
「
ほ
す
」
と
「
ぐ
」
と
の
複
合
と
見
る
方
に
傾
い
て
ゐ
る
。
い
づ
れ

に
し
て
も
、
語
源
は
「
ほ
」
を
根
に
し
て
居
る
に
は
違
は
ぬ
様
で
あ
る
。
「
ほ
さ
く
」
と
言
ふ
語
が
文
献

の
誤
り
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ま
だ
推
測
の
出
来
る
事
が
あ
る
。
九
州
方
面
に
「
ほ
さ
」
と
言
ふ
神
職
又
は

巫
女
の
あ
る
の
は
、
「
ほ
さ
く
」
の
意
義
固
定
か
ら
語
根
が
遊
離
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
事
で
あ
る
。
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泡  

斎 
ハ
ウ
サ
イ

念
仏
と
言
は
れ
る
も
の
も
、
実
は
字
は
宛
て
字
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
江
戸
期
の
小
唄
類
の
囃
し
詞

に
見
え
る
ほ
う
さ
・
ほ
う
さ
い
な
ど
ゝ
関
聯
し
て
、
「
ほ
さ
き
祭
文
」
の
な
ご
り
で
な
か
ら
う
か
と
思
は

れ
る
の
で
あ
る
。

猿
楽
に
神
聖
せ
ら
れ
て
来
た
「
翁
」
の
、
由
来
不
明
な
「
お
う
さ
い
〳
〵
」
の
句
も
、
唯
の
囃
し
詞
で
は

な
く
、
「
ほ
さ
き
〳
〵
」
と
言
ふ
風
な
畳
語
で
、
呪
文
の
附
属
文
句
か
ら
変
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も

考
へ
ら
れ
る
。
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