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稀
に
来
る
人
と
言
ふ
意
義
か
ら
、
珍
客
を
ま
れ
び
と
と
言
ひ
、
其
屈
折
が
ま

ら
ひ
と
・
ま
ら
う
ど
と
な
る
と
言
ふ
風
に
考
へ
て
居
る
の
が
、
従
来
の
語
原

説
で
あ
る
。
近
世
風
に
見
れ
ば
、
適
切
な
も
の
と
言
は
れ
る
。
併
し
古
代
人

の
持
つ
て
居
た
用
語
例
は
、
此
語
原
の
含
蓄
を
拡
げ
な
く
て
は
、
釈
か
れ
な

い
。

と
こ
よ
の
国
か
ら
来
る
と
言
ふ
鳥
を
、
な
ぜ
雁
の
ま
れ
び
と
と
称
へ
た
か
。

人
に
比
喩
し
た
も
の
と
簡
単
に
説
明
し
て
す
む
事
で
は
な
い
。
常
世
ト
コ
ヨ
の
国
か

ら
来
る
も
の
を
ま
れ
び
と
と
呼
ん
だ
民
間
伝
承
の
雁
の
上
に
も
及
ん
だ
も
の

と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

古
代
の
社
会
生
活
に
は
、
我
々
の
時
代
生
活
か
ら
類
推
の
出
来
な
い
事
が
多
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い
。
我
々
は
「
わ
い
へ
ん
は
」
の
曲
や
、
「
珠
敷
か
ま
し
を
」
の
宴
歌
を
見

て
も
、
明
治
大
正
の
生
活
の
規
範
に
入
れ
て
考
へ
る
。
社
会
階
級
の
高
い
者

か
ら
低
い
者
を
訪
問
す
る
事
を
、
不
思
議
と
感
じ
る
事
の
薄
ら
い
で
来
た
、

近
代
と
は
替
つ
た
昔
の
事
で
あ
る
。
武
家
時
代
に
入
つ
て
、
貴
人
の
訪
問
が
、

配
下
・
家
人
に
対
す
る
信
頼
と
殊
遇
と
を
表
現
す
る
手
段
と
な
り
、
其
が
日

常
生
活
の
倦
怠
を
紛
す
享
楽
の
意
味
に
変
化
し
た
よ
り
も
、
更
に
古
い
時
代

の
事
実
で
あ
る
。
臣
下
の
家
に
天
子
の
行
幸
あ
る
様
な
事
は
、
朝
覲
行
幸
の

意
味
を
拡
充
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
其
す
ら
屡
し
ば
し
ばせ
ら
れ
る
べ
き
事
で
は
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
非
公
式
で
も
、
皇
族
の
訪
問
は
虔
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
事
で
あ

つ
た
。
古
代
ほ
ど
王
民
相
近
い
様
に
見
え
て
、
而
も
か
う
し
た
点
で
は
制
約

が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
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我
が
国
の
民
間
伝
承
を
基
礎
と
し
て
、C

upid and psyche type

（
我
が
三

輪
山
神
婚
説
話
型
に
当
る
）
の
神
話
を
解
す
れ
ば
、
神
に
近
い
人
と
し
て
の

求
婚
法
が
、
一
つ
の
要
素
に
な
つ
て
居
る
と
い
ふ
事
も
出
来
る
。

ま﹅
れ﹅
と
言
ふ
語
の
用
語
例
が
、
ま
だ
今
日
の
様
な
緩
く
な
か
つ
た
江
戸
期
の

学
者
す
ら
、
ま
れ
び
と
を
唯
珍
客
と
見
て
、
一
種
の
誇
張
修
飾
と
感
じ
て
居

た
の
が
、
現
代
の
人
々
の
言
語
情
調
を
鈍
ら
し
た
の
で
あ
る
。

ま
れ
は
珍
重
尊
貴
の
義
の
う
づ
よ
り
も
、
更
に
数
量
時
の
少
い
事
を
示
す
語

で
あ
る
。
「
唯
一
」
「
孤
独
」
な
ど
の
用
語
例
に
は
い
る
様
で
あ
る
。
「
年

に
ま
れ
な
る
人
も
待
ち
け
り
」
な
ど
言
ふ
表
現
で
見
る
と
、
ま
れ
び
と
の
用

法
は
弛
ん
で
ゐ
る
様
に
見
え
る
が
、
尚
「
年
に
ま
れ
な
り
」
と
言
ふ
概
念
に

は
、
近
代
人
に
は
起
り
易
く
な
い
ま
れ
を
尊
重
す
る
心
持
ち
が
見
え
る
。
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軽
薄
者
流
を
以
て
あ
る
点
自
任
し
た
作
者
自
身
、
や
つ
ぱ
り
「
年
に
ま
れ
な

る
訪
問
」
と
言
ふ
民
間
伝
承
式
の
考
へ
方
を
、
頓
才
問
答
の
間
に
現
し
て
ゐ

る
の
は
、
民
族
記
憶
の
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
お
な
じ
恋
愛
味
は
持
つ
て

居
て
も
、
「
わ
い
へ
ん
」
の
方
は
空
想
で
あ
る
。
民
謡
に
歓
ば
れ
る
誇
張
と

架
空
と
無
雑
作
と
包
ま
れ
た
性
欲
と
が
、
あ
る
自
信
あ
る
期
待
を
謳
ひ
上
げ

て
居
る
。
此
は
物
語
で
養
は
れ
た
考
へ
か
ら
、
稀
に
は
あ
り
得
る
事
と
思
う

て
ゐ
た
為
で
あ
ら
う
。
ま
れ
び
と
の
用
語
例
に
ぴ
つ
た
り
は
ま
る
の
は
、
か

う
し
て
獲
た
壻
ざ
ね
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
此
も
本
義
に
於
け
る
「
ま

れ
人
」
を
待
つ
心
の
一
変
形
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
。

年
に
ま
れ
な
お
と
づ
れ
人
を
待
ち
得
ぬ
我
々
は
、
「
庭
に
も
　
や
ど
に
も
、

珠
敷
か
ま
し
を
」
を
単
な
る
追
従
口
と
看
過
し
易
い
。
此
は
誇
張
で
も
な
い
。
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支
那
風
模
倣
で
も
な
い
。
昔
の
「
ま
れ
び
と
」
に
対
し
て
の
考
へ
方
を
、
子

孫
の
代
の
珍
客
に
移
し
た
の
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。

ま
れ
び
と
と
は
何
か
。
神
で
あ
る
。
時
を
定
め
て
来
り
臨
む
大
神
で
あ
る
。

（
大
空
か
ら
）
或
は
海
の
あ
な
た
か
ら
、
あ
る
村
に
限
つ
て
富
み
と
齢
ヨ
ハ
ヒと
そ

の
他
若
干
の
幸
福
と
を
齎
し
て
来
る
も
の
と
、
そ
の
村
々
の
人
々
が
信
じ
て

ゐ
た
神
の
事
な
の
で
あ
る
。
此
神
は
、
空
想
に
止
ら
な
か
つ
た
。
古
代
の
人

々
は
、
屋
の
戸
を
神
の
押オソ
ぶ
る
お
と
づ
れ
と
聞
い
た
。
お
と
づ
る
な
る
動
詞

が
訪
問
の
意
を
持
つ
事
に
な
つ
た
の
は
、
本
義
音
を
立
て
る
が
、
戸
の
音
に

の
み
聯
想
が
偏
倚
し
た
か
ら
の
事
で
、
神
の
「
ほ
と
〳
〵
」
と
叩
い
て
来
臨

を
示
し
た
処
か
ら
出
た
も
の
と
思
ふ
。
戸
を
叩
く
事
に
つ
い
て
深
い
信
仰
と
、

聯
想
と
を
持
つ
て
来
た
民
間
生
活
か
ら
お
し
て
さ
う
信
じ
る
。
宮
廷
に
於
い
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て
さ
へ
、
神
来
臨
し
て
門
を
叩
く
事
実
は
、
毎
年
く
り
返
さ
れ
て
居
た
。

其
神
の
常
在
る
国
を
、
大
空
に
観
じ
て
は
高
天
タ
カ
マ
原ハラ
原
」
は
罫
囲
み
﹈
と
言
ひ
、

海
の
あ
な
た
と
考
へ
る
村
人
は
、
常
世
ト
コ
ヨ
の
国
と
名
づ
け
て
居
た
。

高
天
原
は
、
曾
て
宮
廷
の
祖
神
に
ゝ
ぎ
の
　
み
こ
と
が
、
其
処
を
離
れ
て
此

土
に
移
つ
た
も
の
と
し
て
、
唯
一
度
ぎ
り
、
神
降
臨
の
行
は
れ
た
天
上
の
聖

地
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
其
は
、
信
仰
上
の
事
実
と
、
其
の
固
定

し
た
部
分
と
の
間
に
生
じ
た
、
矛
盾
の
あ
る
歴
史
化
し
た
合
理
的
解
釈
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

 

五 

伴 

緒 

イ
ツ
ト
モ
ノ
ヲ
と
称
し
た
宮
廷
祭
祀
の
、
専
属
職
業
団
体
の
高
天
原
以
来
の
本
縁

を
語
る
と
共
に
、
宮
廷
の
祖
神
も
此
時
に
降
ら
れ
、
天
地
の
交
通
は
大
体
疎

隔
せ
ら
れ
た
様
に
説
い
て
ゐ
る
。
併
し
な
が
ら
、
固
定
せ
な
い
で
ゐ
る
部
分
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は
、
後
代
ま
で
も
天
子
一
代
毎
に
代
つ
て
降
臨
せ
ら
れ
る
も
の
と
信
じ
て
ゐ

た
。
是
れ
が
日
の
み
子
な
る
語
の
あ
る
訣
で
あ
る
。
而
も
合
理
化
し
た
歴
史

と
歩
調
を
あ
は
せ
る
処
か
ら
、
日
の
み
子
と
す
め
み
ま
の
　
み
こ
と
が
、
一

つ
文
章
に
出
て
来
て
も
顧
み
な
い
で
居
る
。
一
つ
は
、
奈
良
時
代
に
入
つ
て

か
ら
、
歴
史
上
の
事
情
は
信
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
共
に
、
信
念
と

し
て
、
歴
代
天
子
降
臨
・
昇
天
の
事
実
が
あ
る
と
二
つ
に
分
け
て
考
へ
る
だ

け
の
、
理
知
の
世
の
中
に
な
つ
て
ゐ
た
の
だ
と
も
言
は
れ
よ
う
。

記
・
紀
・
万
葉
の
み
に
拠
る
な
ら
ば
、
日
の
み
子
の
現ア
れ
継ツ
ぎ
は
、
歴
史
か

ら
生
れ
た
尊
崇
の
絶
対
表
現
だ
と
言
は
れ
よ
う
。
祝
詞
を
透スカ
し
て
見
た
古
代

信
仰
で
は
、
前
者
が
後
の
合
理
観
で
、
後
者
が
正
し
い
も
の
と
言
は
ね
ば
な

ら
ぬ
事
に
な
る
。
（
詳
し
く
は
「
あ
き
つ
神
」
の
論
の
部
に
譲
り
た
い
。
）
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か
う
し
て
、
に
ゝ
ぎ
の
　
み
こ
と
の
天ア
降モ
り
を
唯
一
度
あ
つ
た
史
実
と
し
た

為
に
、
高
天
原
は
、
代
々
の
実
際
生
活
と
は
交
渉
の
な
い
史
上
の
聖
地
と
な

つ
て
行
つ
た
。
村
々
の
中
、
大
空
を
神
の
居
る
処
と
し
た
も
の
は
多
か
つ
た

に
違
い
な
い
が
、
此
地
を
示
す
標
準
語
固
定
の
後
は
、
我
々
に
残
さ
れ
た
書

類
で
は
、
「
常
世
の
国
」
が
、
邑
落
生
活
の
運
命
を
左
右
す
る
神
の
住
み
処か

と
見
ら
れ
て
行
く
傾
き
に
な
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

藤
原
京
に
於
い
て
既
に
、
一
部
の
人
が
「
常
世
」
に
仙
山
の
内
容
を
持
た
し

か
け
て
ゐ
る
。
此
は
帰
化
民
の
将
来
し
て
、
具
体
化
し
は
じ
め
た
道
教
の
影

響
で
あ
る
。
而
も
純ウブ
な
形
は
、
年
月
を
経
て
も
残
つ
て
ゐ
た
。 

大  

伴 

オ
ホ
ト
モ 

坂  

サ
カ
ノ

上 ヘ 

郎  

女 

イ
ラ
ツ
メ

の
別
れ
を
惜
し
む
娘
を
諭
し
て
「
常
夜
に
も
わ
が
行
か
な
く
に
」

と
言
う
て
ゐ
る
の
は
、
後
世
の
用
語
例
を
も
持
ち
な
が
ら
、
原
義
を
忘
れ
て
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居
な
い
様
で
あ
る
。
宣
長
は
三
つ
の
解
釈
の
中
、
冥
土
・
黄
泉
な
ど
言
ふ
意

に
見
て
、
常
闇
の
国
と
言
ふ
意
味
に
入
れ
て
説
い
て
ゐ
る
。
此
な
ど
は
、
海

の
あ
な
た
の
国
と
い
ふ
意
に
も
説
け
る
か
ら
、
字
面
の
常
夜
に
の
み
信
頼
し

て
は
居
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
「
常
世
行
く
」
と
言
ふ
　
　
恐
ら
く
意
義
は
無

反
省
に
、
語
部
の
口
に
く
り
返
さ
れ
て
居
た
と
思
は
れ
る
　
　
成
語
は
、
確

か
に 

常  

闇 

ト
コ
ヤ
ミ

の
夜
の
状
態
が
続
く
と
言
ふ
事
に
疑
ひ
が
な
い
。
此
「
常
夜
」

は
、
あ
る
国
土
の
名
と
考
へ
ら
れ
て
居
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
が
、
此
語
の

語
原
だ
け
は
訣
る
の
で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
、
常
世
の
国
は
古
く
は
理
想
の

国
土
と
ば
か
り
も
言
は
れ
な
か
つ
た
事
に
な
り
相
で
あ
る
。

と
こ
は
絶
対
の
意
の
語
根
で
、
空
間
に
も
時
間
に
も
、
「
ど
こ
／
″
＼
ま
で

も
」
の
義
を
持
つ
て
ゐ
る
。
常
夜
は
常
な
る
闇
よ
り
、
絶
対
の
闇
な
の
で
あ
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る
。

我
が
祖
先
の
主
な
部
分
と
、
極
め
て
深
い
関
係
を
持
ち
、
さ
う
し
て
そ
の
古

代
の
習
俗
を
今
に
止とど
め
て
ゐ
る
歌
の
多
い
沖
縄
県
の
島
々
で
は
、
天
国
を
お

ぼ
つ
か
ぐ
ら
と
言
ふ
。
海
の
あ
な
た
の
楽
土
を
に
ら
い
か
な
い
（
又
、
ぎ
ら

い
か
な
い
・
じ
ら
い
か
な
い
な
ど
）
又
ま
や
の
く
に
と
呼
ぶ
。
こ
ゝ
で
も
、

お
ぼ
つ
か
ぐ
ら
は
民
間
生
活
に
は
交
渉
が
な
く
な
つ
て
居
る
が
、
に
ら
い
か

な
い
は
ま
だ
多
く
使
う
て
ゐ
る
。
而
も
其
儀
来
河
内

ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
は
、
ま
た
禍
の
国
で
も

あ
る
様
子
は
見
え
る
。
蚤
は
、
時
を
定
め
て
に
ら
い
か
な
い
か
ら
麦
稈
の
船

に
麦
稈
の
棹
さ
し
て
此
地
に
来
る
と
い
ふ
。
お
な
じ
語
の
方
言
な
る
に
い
る

（
又
、
に
い
る
底スク
）
を
使
う
て
ゐ
る
先
島
の
八
重
山
の
石
垣
及
び
そ
の
離
島

々
で
は
、
語
原
を
「
那
落
」
に
聯
想
し
て
説
明
し
て
ゐ
る
程
、
恐
る
べ
き
処
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と
考
へ
て
ゐ
る
。
洞
窟
の
中
か
ら
通
ふ
底
の
世
界
と
信
じ
て
ゐ
る
。
其
洞
か

ら
、
「
に
い
る
び
と
」
と
言
ふ
鬼
の
様
な
二
体
の
巨
人
が
出
て
来
て
、
成
年

式
を
行
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
神
と
し
て
恐
れ
敬
う
て
、
命
ぜ
ら
れ
る
儘
に

苦
行
を
す
る
。
而
も
、
村
人
の
群
集
し
て
ゐ
る
前
に
現
れ
て
、
自
身
舞
踊
を

も
し
、
新
し
い
若
衆
た
ち
に
も
さ
せ
る
。
又
、
他
の
村
で
は
、
「
ま
や
の
神
」

が
、
農
業
の
始
め
に
村
に
渡
つ
て
来
て
、
家
々
を
訪
れ
て
、
今
年
の
農
業
の

事
そ
の
他
、
家
人
の
心
を
ひ
き
立
て
る
様
な
詞
を
の
べ
て
廻
る
。
か
う
し
た

神
々
の
外
に
、
家
の
神
と
し
て
ゐ
る
祖
先
の
霊
が
、
盂
蘭
盆
に
出
て
来
る
村

も
あ
る
。
あ
ん
が
ま
あ
と
呼
ぶ
。
男
の
祖
先
と
女
の
祖
先
（
此
を  

祖    

父  

オ
シ
ユ
マ
イ

・ 

祖  

母 

ア
ツ
パ
ア

と
い
ふ
）
と
が
眷
属
を
連
れ
て
招
か
れ
た
家
々
に
行
つ
て
、
楽
器

を
奏
し
芸
尽
し
な
ど
を
す
る
が
、 

大 

人 

前 

オ
シ
ユ
マ
イ

が
時
々
立
つ
て
、
色
々
な
教
訓
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を
家
人
に
与
へ
、
又
従
来
の
過
・
手
落
ち
を
咎
め
た
り
す
る
。
此
三
通
り
の

常
世
の
ま
れ
び
と
が
、
一
つ
の
石
垣
島
の
中
に
備
つ
て
ゐ
る
。

神
の
属
性
の
純
化
せ
な
い
時
代
の
儘
の
姿
で
あ
る
。
あ
ん
が
ま
あ
は
語
原
不

明
だ
が
、
類
例
か
ら
見
れ
ば
、
や
は
り
信
仰
上
の
地
名
で
あ
ら
う
。
此
人
々

の
出
て
来
る
処
は
、
理
想
の
国
で
は
な
い
。
唯
祝
福
と
懲
戒
の
責
任
と
権
利

と
を
持
つ
た
一
種
の
神
が
、
人
間
の
国
土
の
外
か
ら
来
る
訣
な
の
で
あ
る
。

に
い
る
人ビト
の
場
合
も
同
様
で
、
村
の
中
堅
た
る
若
衆
を
組
織
し
、
一
つ
の
信

仰
を
土
台
と
し
て
、
新
し
い
人
の
手
で
古
い
村
の
生
活
を
古
い
儘
に
伝
へ
て

行
か
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
此
も
神
と
も
鬼
と
も
つ
か
ぬ
人
間
の
都
合

よ
い
事
ば
か
り
を
計
る
者
で
は
な
い
。
其
国
は
、
蚤
の
来
る
国
如
き
手
ぬ
る

い
禍
を
持
つ
た
好
し
い
聖
地
で
は
な
い
様
で
あ
る
。
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蚤
の
乗
る
船
の
事
は
、
正
月
の
宝
船
の
古
い
形
式
・
奥
州
の
佞ネ
武ブ
多タ
な
ど
ゝ

一
つ
思
想
か
ら
来
た
も
の
な
の
だ
。
寝
牀
の
悪
虫
や
、
農
家
の
坐
職
に
妨
げ

す
る
（
　
　
併
し
、
古
く
は
、
夜
ざ
と
く
睡
つ
て
、
災
害
を
免
れ
る
為
の
呪

ひ
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
ふ
　
　
）
睡
魔
を
船
に
流
し
て
、
海
の
あ
な
た
に
放

逐
す
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
、
沖
縄
と
は
正
反
対
に
な
つ
て
居
る
が
、

 

海  

阪 

ウ
ナ
ザ
カ

の 

彼  

方 

オ
チ
カ
タ

に
は
、
神
で
も
あ
り
、
悪
魔
で
も
あ
る
所
の
も
の
の
国
が

あ
る
と
考
へ
た
の
が
、
最
初
な
の
だ
。
我
が
国
で
見
て
も
、 

幽  

界 

カ
ク
リ
ヨ

と
言
ふ

語
の
内
容
は
、
単
に
神
の
住
み
か
と
言
ふ
だ
け
で
は
な
い
。
悪
魔
の
世
界
と

い
ふ
意
義
も
含
ん
で
ゐ
る
。
幽
界
に
存
在
す
る
者
の
性
質
は
、
一
致
す
る
点

が
多
い
。
其
著
し
い
点
は
、
神
魔
共
に
夜
の
世
界
に
属
す
る
事
で
、
鶏
鳴
と

共
に
、 

顕  

界 

ウ
ツ
シ
ヨ

に
交
替
す
る
事
で
あ
る
。
民
譚
に
屡
出
る
魔
類
と
鶏
鳴
と
の
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関
係
は
固
よ
り
、
尊
貴
な
神
々
の
祭
り
す
ら
、
中
心
行
事
は
夜
半
鶏
鳴
以
前

と
き
ま
つ
て
ゐ
る
。
此
で
見
て
も
、
わ
が
国
の
神
々
の
属
性
に
も
、
存
外
古

い
種
を
残
し
て
ゐ
た
の
で
、
太
陽
神
の
祭
り
に
す
ら
、
暁
に
は
神
上
げ
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
位
で
あ
つ
た
。

古
代
程
神
に
恐
る
べ
き
分
子
を
多
く
観
じ
た
が
、
海
の
あ
な
た
か
ら
来
る
神

に
は
、
地
物
の
精
霊
と
は
別
で
、
単
に
祟タヽ
り
神
と
し
て
の
「
媚
び
仕
へ
」
ば

か
り
で
な
く
、
邑
人
に
好
意
を
寄
せ
る
も
の
と
し
て
迎
へ
る
部
分
が
あ
つ
た
。

だ
か
ら
、
神
の
中
に
善
神
の
考
へ
出
さ
れ
る
の
は
、
常
在
す
る
地
物
の
神
に

は
な
い
事
で
、
時
を
定
め
て
常
に
新
し
く
来
り
臨
む
神
の
上
か
ら
は
じ
ま
る

も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
但
し
、
海
の
あ
な
た
の
神
の
国
か
ら
来
る
神

も
、
必
し
も
一
村
に
一
神
と
は
き
ま
つ
て
居
な
か
つ
た
様
で
あ
る
。
が
、
大
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体
あ
る
村
に
き
ま
つ
た
「
常
世
の
神
」
は
一
体
或
は
、
一
群
だ
つ
た
の
で
あ

ら
う
。
村
々
の
信
仰
が
「
常
世
の
神
」
或
は
大
空
の
神
（
　
　
宮
廷
の
言
ひ

方
で
は
高
天
原
　
　
）
に
、
主
神
と
見
る
べ
き
も
の
を
考
へ
て
来
る
と
、
段

々
主
神
に
倫
理
的
の
性
質
を
考
へ
て
来
る
。
併
し
さ
う
し
た
神
た
ち
も
怒
り

を
発
し
て
祟
ら
れ
る
事
は
あ
る
の
で
あ
る
。
常
世
神
が
後
世
地
方
々
々
の
神

社
の
神
と
な
つ
た
と
は
言
は
れ
な
い
。
神
の
属
性
を
高
め
る
事
は
す
る
。
其

上
、
神
の
殿
に
神
の
常
在
せ
ぬ
と
言
ふ
観
念
を
、
地
物
の
神
の
殿
に
ま
で
及

す
ま
で
に
、
力
強
く
働
き
か
け
て
ゐ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
明
ら
か
に
一
処
に

常
在
せ
ぬ
、
臨
時
に
こ
ひ
お
ろ
す
事
の
出
来
ぬ
事
は
、
此
種
の
神
が
存
外
神

殿
に
祀
ら
れ
て
ゐ
な
い
一
つ
の
理
由
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
も
、
訣
が
あ
る
。

邑
人
全
体
の
自
由
祭
祀
に
よ
つ
て
、
村
の
中
堅
な
る
年
齢
の
若
衆
が
、
共
同

17



に
神
職
で
あ
る
為
、
素
質
の
優
れ
た
者
が
、
宗
教
的
自
覚
を
発
す
る
事
が
起

る
。
神
職
の
中
、
一
人
だ
け
一
生
交
替
せ
ぬ
上
位
の
者
と
し
て
、
常
任
す
る
。

か
う
し
て
専
門
化
す
る
と
、
常
世
か
ら
定
期
に
渡
る
神
以
外
に
も
、
色
々
の

神
の
啓
示
を
受
け
る
事
に
な
る
。
此
が
一
つ
。
此
種
の
自
覚
者
が
、
常
住
其

意
を
問
ふ
事
の
出
来
る
神
が
定
ま
つ
て
来
る
と
、
其
神
力
を
以
て
邑
落
生
活

の
方
針
を
訓
へ
る
事
に
な
る
。
其
が
、
我
々
の
想
像
を
超
越
し
た
時
代
の
村

々
に
は
、
君
主
と
し
て
の
位
置
を
持
つ
て
来
る
。
さ
う
な
る
と
、
其
神
は
、

必
し
も
邑
人
の
共
同
に
待
ち
迎
へ
る
常
世
の
神
と
違
ふ
事
が
多
か
つ
た
で
あ

ら
う
。
此
が
理
由
の
二
つ
。
世
の
中
が
進
む
と
、
共
同
神
職
な
る
青
年
が
、

自
分
自
身
に
近
い
神
を
軽
く
見
、
次
第
に
此
神
の
神
秘
の
内
容
を
熟
知
す
る

に
連
れ
て
、
其
神
に
対
す
る
畏
れ
は
持
つ
て
ゐ
て
も
、
更
に
新
な
神
が
出
れ
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ば
、
含
蓄
の
知
れ
ぬ
神
の
方
に
心
の
傾
く
の
は
、
当
然
で
あ
ら
う
。
其
処
へ
、

新
神
が
出
る
と
、
此
神
の
祭
り
は
、
第
一
番
の
地
位
を
失
ふ
事
に
な
る
。
第

三
の
理
由
で
あ
る
。

石
垣
島
の
話
で
言
ひ
残
し
た
「
ま
や
の
神
」
に
現
れ
た
ま
や
の
国
の
考
へ
は
、

理
想
の
国
土
と
し
て
の
意
味
に
な
つ
て
居
る
。
此
ま
や
の
神
の
行
事
は
、
若

衆
の
す
る
事
で
あ
る
。
成
年
式
を
経
た
若
衆
が
、
厳
重
な
秘
密
の
下
に
、
簑

笠
を
着
、
顔
を
蒲
葵
ビ
ラ
ウ
の
葉
で
隠
し
て
、
神
の
声
色
を
使
う
て
家
々
を
廻
る
の

で
あ
る
。
海
の
あ
な
た
か
ら
渡
来
し
た
神
に
扮
し
て
居
る
訣
で
あ
る
。
村
人

も
此
秘
密
の
大
体
に
は
通
じ
て
居
な
が
ら
、
尚
仮
装
し
た
ま
や
の
神
な
る
若

衆
の
気
分
と
同
様
、
遊
戯
の
分
子
は
少
し
も
交
ら
ぬ
神
聖
な
感
激
に
入
る
事

が
出
来
る
と
い
ふ
。
併
し
、
段
々
厳
粛
な
神
秘
の
制
約
が
緩
ん
で
来
る
と
、
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単
な
る
年
中
行
事
と
し
て
意
味
は
忘
れ
ら
れ
、
唯
戸
に
お
と
づ
れ
る
音
ば
か

り
を
模
し
て
、
「
ほ
と
〳
〵
」
な
ど
言
う
て
歩
く
。
徒
然
草
の
四
季
の
段
の

末
の
「
東
で
は
ま
だ
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
」
と
都
に
は
既
に
廃
れ
た
事
を
書

い
た
家
の
戸
を
叩
い
て
廻
る
大
晦
日
の
夜
の
為
来
り
が
、
今
も
地
方
々
々
に

は
残
つ
て
居
る
。
此
は
、
柳
田
国
男
先
生
が
既
に
書
か
れ
た
事
で
あ
る
。

常
世
の
国
は
、
我
が
記
録
の
上
の
普
通
の
用
法
で
は
、
常
闇
の
国
で
は
な
い
。

光
明
的
な
富
み
と
齢
の
国
で
あ
つ
た
。
奈
良
朝
に
な
る
と
、
信
仰
の
対
象
な

る
事
を
忘
れ
実
在
の
国
の
事
と
し
て
、
わ
が
国
の
内
に
、
こ
ゝ
と
推
し
当
て
ゝ

誇
る
風
が
出
て
来
た
様
で
あ
る
。
常
陸
を
常
世
の
国
だ
と
し
た
の
も
其
一
例

で
あ
る
。
唯
海
外
に
常
世
を
考
へ
る
事
は
、
其
か
ら
見
れ
ば
自
然
で
あ
る
。

田
道
間
守

タ
ヂ
マ
モ
リ

が
と
き
じ
く
の
　
か
ぐ
の
こ
の
み
を
採
り
に
行
つ
た
と
伝
へ
の
あ

20「とこよ」と「まれびと」と



る
南
方
支
那
と
思
は
れ
る
地
方
は
、
か
く
の
如
き
木
の
実
の
実
る
富
み
の
国

で
あ
つ
た
の
だ
。
け
れ
ど
、
此
史
実
と
思
は
れ
る
事
柄
に
も
、
民
譚
の
匂
ひ

が
あ
る
。
垂
仁
天
皇
の
命
で
出
向
い
た
の
に
、
還
つ
て
見
れ
ば
待
ち
歓
ば
れ

る
天
子
崩
御
の
後
で
あ
つ
た
と
言
ふ
の
は
、
理
に
於
て
不
合
な
点
は
な
い
が
、

此
は
常
世
の
国
と
我
々
の
住
む
国
と
の
時
間
の
基
準
が
違
う
て
居
る
他
界
観

念
か
ら
出
来
た
民
譚
の
世
界
的
類
型
に
入
る
べ
き
も
の
が
、
か
う
言
ふ
形
を

と
つ
た
と
見
る
事
も
出
来
る
。
浦
島
子
の
行
つ
た
の
も
、
常
世
の
国
で
あ
る
。

此
は
驚
く
べ
き
時
間
の
相
違
を
見
せ
て
ゐ
る
。
而
も
、
海
の
あ
な
た
の
国
と

言
ふ
点
で
は
一
つ
で
あ
る
。
此
話
は
、
飛
鳥
の
都
の
末
に
は
、
既
に
纏
つ
て

ゐ
た
も
の
ら
し
い
が
、
既
に
わ
た
つ
み
の
宮
と
常
世
と
を
一
つ
に
し
て
ゐ
る
。

海
底
と
海
の
彼
方
と
に
区
別
を
考
へ
な
い
の
は
、
富
み
と
齢
と
の
理
想
国
と
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見
た
か
ら
だ
ら
う
。

常
世
を
一
層
理
想
化
す
る
に
到
つ
た
の
は
、
藤
原
京
頃
か
ら
と
思
は
れ
る
。

道
教
の
信
者
の
空
想
す
る
所
は
、
不
死
・
常
成
の
国
で
あ
つ
た
。
其
上
、
支

那
持
ち
越
し
の
通
俗
道
教
で
は
、
仙
境
を
恋
愛
の
浄
土
と
説
く
も
の
が
多
か

つ
た
。
我
が
国
の
海
の
中
の
国
に
、
恋
愛
の
結
び
つ
い
た
ほ
を
り
の
　
み
こ

と
の
神
話
が
あ
る
。
此
が
、
浦
島
子
の
民
譚
と
酷
似
し
て
居
る
に
拘
ら
ず
違

う
て
ゐ
る
の
は
、
時
間
観
念
に
彼
此
両
土
に
相
違
の
な
い
事
で
あ
る
。
常
世

の
国
と
言
は
れ
た
海
の
あ
な
た
の
国
の
中
に
は
、
わ
た
つ
み
の
国
を
容
れ
な

か
つ
た
時
代
が
あ
る
の
か
と
も
考
へ
る
。
け
れ
ど
も
富
み
の
方
で
は
、
大
い

に
常
世
ら
し
い
様
子
を
備
へ
て
ゐ
る
。
海ミ
驢チ
の
皮
を
重
ね
て
居
る
王
宮
の
様

な
ど
に
、
憧
れ
心
地
が
仄
め
い
て
居
る
。
歓
楽
の
国
に
居
て
、
大
き
吐
息
ナ
ゲ
キ
一
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つ
し
た
と
言
ふ
の
は
、
浦
島
子
に
も
あ
る
形
で
、
実
在
を
信
じ
た
万
葉
人
は
、

「
お
ぞ
や
此
君
」
と
羨
み
嗤
ひ
を
洩
す
の
で
あ
ら
う
。
ほ
を
り
の
　
み
こ
と

の
帰
り
し
な
に
、
わ
た
つ
み
の
神
の
訓
へ
た
呪
言
「
此
針
や
、
お
ぼ
ち
・
す
ゝ

ち
・
ま
ぢ
ゝ
・
う
る
ち
」
と
言
ふ
の
は
、
お
ぼ
は
茫
漠
・
鬱
屈
の
意
の
語
根

だ
か
ら
此
鈎
で
つ
り
あ
げ
る
物
は
、
ぼ
ん
や
り
だ
と
言
ふ
意
と
思
は
れ
る
。

う
る
は
愚
か
の
語
根
だ
か
ら
、
鈍
を
つ
り
出
す
鈎
だ
と
言
ふ
説
が
当
る
。
ま

ぢ
ゝ
の
ま
ぢ
は
ま
づ
し
の
語
根
だ
か
ら
、
日
本
紀
の
本
註
に
も
あ
る
通
り
、

貧
窮
之
本
に
な
る
鈎
だ
と
説
い
て
よ
い
。
（
す
ゝ
は
ま
だ
合
点
が
行
か
ぬ
）

す
る
事
な
す
事
、
手
違
ひ
に
な
つ
て
、
物
に
不
足
す
る
様
に
な
る
と
の
呪
咀

を
鈎
に
こ
め
る
事
を
教
へ
た
の
で
あ
る
。
貧
窮
を
人
に
与
へ
る
事
の
出
来
る

詞
を
授
け
る
王
の
居
る
土
地
だ
か
ら
、
富
み
に
就
い
て
も
如
意
の
国
土
と
考
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へ
る
事
は
出
来
る
。
皇
極
天
皇
の
朝
、
秦
川
勝
が
世
人
か
ら
謳
は
れ
た
「
神

と
も
神
と
聞
え
来
る
常
世
の
神
」
を
懲
罰
し
た
事
件
も
、
本
体
は
桑
の
木
の

虫
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
関
し
て
居
た
。
此
神
も
突
発
的
に
駿
河
に
現
れ
て
ゐ

る
が
、
や
は
り
海
の
あ
な
た
か
ら
渡
来
し
た
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
居
た
の
で

あ
ら
う
。
其
は
ど
う
で
も
、
常
世
の
神
の
神
た
る
富
み
を
、
農
桑
の
上
に
与

へ
た
神
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

一
体
よ
と
言
ふ
語
は
、
古
く
は
穀
物
或
は
米
を
斥サ
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

後
に
は
米
の
稔
り
を
言
ふ
様
に
な
つ
た
。
と
し
と
い
ふ
語
が
米
又
は
穀
物
の

義
か
ら
出
て
年トシ
を
表
す
事
に
な
つ
た
と
見
る
方
が
、
正
し
い
様
で
あ
る
と
お

な
じ
く
、
同
義
語
な
る
「
よ
」
が
、
齢ヨ
・
世ヨ
な
ど
言
ふ
義
を
分
化
し
た
も
の

と
見
ら
れ
る
。
更
に
「
よ
」
と
言
ふ
形
に
、
「
性
欲
」
「
性
関
係
」
と
言
ふ
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義
を
持
つ
た
も
の
が
あ
る
。
此
は
別
殊
の
語
原
か
ら
出
て
ゐ
る
の
か
知
れ
な

い
が
、
多
少
関
係
が
あ
る
か
ら
挙
げ
る
。

常
世
を
齢
の
長
い
意
に
使
う
て
ゐ
る
例
は
沢
山
に
あ
る
。
私
の
考
へ
で
は
、

常
世
を
長
命
の
国
と
考
へ
た
の
は
、
道
教
の
影
響
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、

常
世
の
国
を
表
す
用
語
例
の
外
に
、
長
命
の
老
人
を
さ
し
て
、
直
に
「
と
こ

よ
」
と
言
ふ
例
も
あ
る
。
だ
が
、
昔
見
た
よ
り
若
返
つ
て
見
え
る
人
を
「
常

世
の
国
に
住
み
け
ら
し
」
と
讃
美
し
た
様
な
言
ひ
方
も
あ
る
。
記
紀
の
古
い

処
に
あ
る
か
ら
其
程
も
古
い
も
の
と
は
言
は
れ
ま
い
。
大
体
長
寿
者
の
と
こ

よ
は
、
常
世
の
国
の
意
義
が
絶
対
の
齢
即
す
な
は
ち不
死
の
寿
命
と
言
ふ
意
に
固
定
し

て
か
ら
岐
れ
た
も
の
と
見
る
が
正
し
か
ら
う
。

今
一
歩
進
め
れ
ば
、
常
世
が
恋
愛
の
浄
土
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
、
支
那
民
譚
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の
影
響
も
あ
ら
う
が
、
内
容
に
は
、
巫
女
が
人
間
と
婚
す
る
事
実
の
民
譚
化

し
た
女
神
の
、
凡
俗
で
唯
倖
運
で
あ
つ
た
男
を
誘
う
た
在
来
の
話
が
這
入
つ

て
居
る
。
外
側
か
ら
は
、
よ
な
る
語
の
性
欲
的
な
意
義
を
持
つ
た
も
の
ゝ
出

て
来
た
為
に
、
内
容
側
の
結
合
が
遂
げ
ら
れ
て
、
「
永
遠
の
情
欲
」
の
国
を

考
へ
出
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
此
意
義
の
「
よ
」
の
側
だ
け
は
、
稍
論

理
を
辿
り
過
ぎ
た
か
の
不
安
を
自
ら
持
つ
て
ゐ
る
。
と
こ
よ
な
る
語
だ
け
の

歴
史
と
思
は
れ
る
も
の
は
、
右
の
と
ほ
り
で
あ
る
。

海
の
あ
な
た
の
「
死
の
島
」
の
観
念
が
、
段
々
抽
象
的
に
な
つ
て 

幽  

界 

カ
ク
リ
ヨ

と

言
つ
た
神
と
精
霊
の
国
と
考
へ
ら
れ
る
。
其
が
一
段
の
変
化
を
経
る
と
、
最

初
の
印
象
は
全
然
失
は
な
い
ま
で
も
、
古
代
人
と
し
て
の
理
想
を
極
度
に
負

う
た
国
土
と
考
へ
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
考
へ
方
の
基
礎
は
、
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水
葬
の
印
象
か
ら
来
る
。
わ
が
国
に
於
い
て
も
、
尠
く
と
も
出
雲
人
の
上
に

は
、
其
痕
跡
が
見
え
て
ゐ
る
。
水
葬
し
た
人
々
の
ゐ
る
国
土
を
海
の
あ
な
た

に
考
へ
、
そ
の
国
に
対
す
る
恐
れ
が
、
常
夜
・
根ネ
の
国
を
形
づ
く
る
様
に
な

つ
た
。
其
と
共
に
現ウツ
し
身
に
と
つ
て
は
恐
し
い
が
、
常
に
あ
る
親
し
み
を
持

た
れ
て
ゐ
る
と
期
待
の
出
来
る
此
幽カク
り
身ミ
の
人
々
が
、
恩
寵
の
来
訪
を
す
る

と
思
ふ
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
此
稀
人
に
対
す
る
感
情
は
単
純
な

憧
憬
や
懐
し
み
で
は
な
い
。
必
其
土
台
に
は
深
い
畏
怖
が
あ
る
。
か
う
な
る

と
、
常
世
の
国
が
二
つ
の
性
質
を
持
つ
て
、
時
に
は
一
つ
、
又
あ
る
時
に
は

二
つ
に
も
分
け
ら
れ
て
来
る
。
「
常
世
」
と
「
根
」
と
の
対
立
が
こ
れ
だ
。

信
仰
系
統
の
整
理
が
つ
い
て
か
ら
は
、
村
々
の
生
活
に
根
柢
的
の
関
係
を
持

つ
常
世
神
は
、
段
々
疎
外
せ
ら
れ
、
性
質
も
忘
却
と
共
に
変
つ
て
来
た
。
大
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体
平
安
朝
末
か
ら
文
献
に
見
え
る
あ
ら
え
び
す
な
る
語
は
、
此
常
世
神
の
其

時
代
に
於
い
て
達
し
た
、
極
度
の
変
化
を
示
す
と
共
に
、
近
代
に
向
う
て
展

開
す
べ
き
信
仰
の
萌
し
を
も
見
せ
て
ゐ
る
。
「
夷
三
郎
殿
」
な
ど
ゝ
言
は
れ

た
「
え
び
す
」
神
は
、
実
は
常
世
神
の
異
教
視
せ
ら
れ
た
名
で
あ
つ
た
。
異

教
か
ら
稀
に
の
み
来
る
恐
る
べ
き
神
と
い
う
属
性
は
、 

東  

人 

ア
ヅ
マ
ド

そ
の
他
を
表

す
語
な
る
「
え
び
す
」
に
当
て
は
ま
つ
て
ゐ
た
。
「
あ
ら
え
び
す
」
の
「
荒
」

の
要
素
が
忘
ら
れ
て
来
て
、
常
住
笑
み
さ
か
え
る  

愛    

敬  

ア
イ
ギ
ヤ
ウ

の
神
と
な
つ
た

の
は
、
今
一
度
常
世
神
の
昔
に
返
つ
た
訣
な
の
で
あ
る
。
「
え
び
す
」
神
信

仰
の
内
容
を
分
解
す
れ
ば
、
す
ぐ
知
れ
る
事
で
あ
る
。
蛭
子
で
も
あ
り
、
少

彦
名
で
も
あ
り
、
乃
至
は
大
国
主
・
事
代
主
の
要
素
を
も
備
へ
て
ゐ
て
、
而

も
其
だ
け
で
は
、
説
明
の
し
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
其
は
「
ま
れ
び
と
」
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と
し
て
、
「
あ
ら
」
と
言
ふ
修
飾
語
を
冠
る
に
適
当
な
神
と
し
て
、
ま
た
単

に
漁
業
の
神
に
限
ら
な
い
と
言
ふ
点
等
に
於
い
て
ゞ
あ
る
。

近
世
の
庶
民
生
活
に
、
正
月
に
家
々
に
臨
む
年
神
を
「
若
え
び
す
」
と
し
て

居
る
も
の
が
多
く
、
又
年
神
を
別
に
祀
り
な
が
ら
尚
旦
あ
し
た「
若
え
び
す
」
を
迎

へ
る
風
の
あ
る
如
き
は
、
常
世
神
の
異
訳
せ
ら
れ
た
名
称
な
る
事
を
明
ら
か

に
し
て
ゐ
る
。
其
上
地
方
に
よ
つ
て
、
今
も 

神  

主 

シ
ン
シ
ユ

な
く
、
何
神
と
も
知
れ

ず
、
唯
古
来
か
ら
の
伝
承
と
し
て
、
あ
る
無
名
の
神
の
為
と
言
ふ
様
な
心
持

ち
を
表
す
場
合
に
は
、
「
え
び
す
」
を
以
て
代
表
さ
せ
る
風
が
あ
る
様
で
あ

る
。
此
も
日
本
神
学
以
前
の
神
で
、
そ
の
系
統
外
に
逸
し
た
神
な
る
事
を
示

し
て
ゐ
る
。

常
世
に
対
し
て
「
根
の
国
底
の
国
」
を
考
へ
、
其
を
地
下
那
落
に
あ
る
も
の
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と
見
る
事
に
な
つ
た
の
は
、
葬
法
の
変
化
か
ら
も
来
て
ゐ
る
が
、
主
と
し
て

は
常
世
と
区
別
す
る
為
で
あ
り
、
又
常
世
を
浄
化
し
て
天
上
に
移
す
様
に
な

つ
て
か
ら
の
事
で
あ
る
。
醇
化
を
遂
げ
た
神
の
住
み
か
な
る
天
上
は
、
些
い
さ
さ
かの

精
霊
臭
を
も
ま
じ
へ
な
か
つ
た
。
そ
こ
に
は
「
死
の
島
」
の
思
想
は
印
象
を

止
め
な
か
つ
た
。
天
上
を
考
へ
出
す
順
序
と
し
て
は
、
柳
田
国
男
先
生
の
常

に
説
か
れ
る
水
平
線
の
彼
方
を
空
と
し
、
海
か
ら
来
る
神
を
も
天
上
か
ら
降

つ
た
も
の
と
見
る
と
せ
ら
れ
る
の
と
反
対
に
、
海
の
あ
な
た
の
存
在
の
考
へ

が
、
雲
居
の
方
、
即
天
つ
空
の
地
を
想
定
す
る
事
に
な
つ
た
と
思
ふ
。
尤
、

此
に
は
、
天
を
以
て
神
の
常
在
地
と
す
る
民
族
の
考
へ
方
の
影
響
の
交
つ
て

ゐ
る
事
は
勿
論
で
あ
る
。
さ
う
な
つ
て
も
、
唯
「
日
の
み
子
」
に
限
つ
て
は
、

「
死
の
島
」
を
高
天
原
に
持
つ
事
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
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私
の
考
へ
で
は
、
高
天
原
と
常
世
と
を
持
つ
民
族
の
混
淆
も
あ
ら
う
が
、
主

と
し
て
は
海
岸
か
ら
広
つ
た
民
族
と
し
て
常
世
を
ま
づ
考
へ
て
ゐ
た
も
の
と

し
、
其
が
高
天
原
を
案
出
す
る
事
に
な
つ
た
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

常
世
は
富
み
・
齢
・
恋
の
国
で
あ
る
と
共
に
、
魂
の
国
で
あ
つ
た
。
人
々
の

 

祖  

々 

オ
ヤ
オ
ヤ

の
魂
は
常
世
の
国
に
充
ち
て
ゐ
る
も
の
と
し
た
。
其
故
に
其
魂
が
鳥

に
化
し
、
時
と
し
て
は
鳥
に
持
ち
搬
ば
れ
て
、
此
土
に
来
る
も
の
と
考
へ
ら

れ
た
。
此
が
白
鳥
処
女
・
白
鳥
騎
士
民
譚
世
界
的
類
型
の
基
礎
で
あ
る
。

我
々
の
祖
先
は
、
時
を
期
し
て
来
る
渡
り
鳥
に
一
種
の
神
秘
を
感
得
し
た
。

其
が
大
き
な
鳥
で
あ
り
、
色
彩
に
異
な
る
所
が
あ
る
と
、
更
に
信
を
増
し
た
。

「
た
づ
」
と
言
は
れ
る
大
鳥
の
中
、
全
身
純
白
な
鵠
ク
ヾ
ヒは
、
殊
に
此
意
味
を
深

く
感
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。 

白  

鳥 

シ
ラ
ト
リ

は
、
鵠
を
は
じ
め
と
し
て
、
鶴
・
鷺
に
至
る
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ま
で
、
元
は
常
世
か
ら
来
る
神
と
見
た
の
が
、
後
遅
く
神
使
と
見
ら
れ
て
来

た
の
は
此
故
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
渡
り
鳥
の
中
殊
に
目
を
惹
く
の
は
、

大
群
を
な
し
て
来
る
雁
で
あ
る
。
雁
を
常
世
の
ま
れ
び
と
ゝ
感
じ
た
の
は
、

単
に
一
時
の
創
作
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
白
鳥
の
富
み
を
将
来

し
た
話
は
、
若
干
あ
る
。
豊
後
風
土
記
の
白
鳥
の
飛
ん
で
来
た
の
を
見
に
や

る
と
、
餅
に
な
つ
た
。
か
と
見
る
中
再
、
芋
数
千
株
に
な
つ
た
。
天
子
之
を

讃
へ
て
、
天
之
瑞
物
・
国
の
豊
草
と
言
は
れ
た
の
で
、
豊
国
と
い
ふ
事
に
な

つ
た
と
あ
る
。
白
鳥
と
色
々
な
物
と
が
、
互
に
な
り
替
る
話
が
随
分
と
あ
る
。

餅
が
鳥
に
な
つ
た
件
は
豊
後
風
土
記
と
山
城
風
土
記
逸
文
と
に
あ
る
。
宮
古

島
旧
記
に
拠
る
と
、
甘
露
壺
が
白
鳥
と
な
つ
て
空
を
行
つ
た
。
此
は
富
み
の

神
で
あ
つ
て
、
主
人
が
物
忌
み
し
て
待
つ
て
居
る
と
、
大
世
オ
ホ
ヨ
（
穀
物
）
積  

ツ
ミ
ア
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美 

船 
ヤ
ブ
ネ

即
宝
船
が
来
り
向
う
た
と
あ
る
。
八
重
山
に
も
白
鳥
を
神
と
し
て
見

て
ゐ
る
例
が
多
い
。
内
地
で
は
や
ま
と
た
け
る
の
白
鳥
に
化
し
た
話
は
単
純

な
方
で
、
今
昔
物
語
で
は
、
妻
女
が
弓
に
化
し
、
更
に
白
鳥
に
化
し
て
ゐ
る
。

此
は
神
と
人
と
物
と
の
間
に
自
在
融
通
す
る
も
の
と
考
へ
て
居
た
か
ら
で
あ

ら
う
。
が
、
鳥
に
な
り
、
人
に
な
り
し
て
も
ま
れ
人
と
言
ふ
点
に
違
ひ
な
く
、

其
が
富
み
の
し
る
し
の
草
や
、
餅
に
な
る
道
筋
も
、
新
し
い
富
み
が
常
世
か

ら
来
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
事
を
考
へ
れ
ば
解
釈
が
つ
く
。

富
み
草
と
言
ふ
物
を
米
に
限
る
事
は
出
来
な
い
が
、
此
も
鳥
の
啄
み
来
る
も

の
と
考
へ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
常
世
の
鳥
で
な
く
と
も
、
雲
雀
が
「
天
」
に
到

つ
て
齎
す
も
の
と
思
う
た
の
で
あ
ら
う
。

お
な
じ
「
常
世
」
を
冠
し
た
鳥
の
中
に
も
、
「
常
世
の
長
鳴
き
鳥
」
な
る
類
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だ
け
は
、
海
の
あ
な
た
か
ら
来
た
長
鳴
き
に
特
徴
を
持
つ
た
鳥
と
い
ふ
の
で

は
な
く
、
常
世
へ
帰
る
神
を
完
全
に
還
る
ま
で
鳴
き
と
ほ
す
鳥
と
い
ふ
意
か

と
、
今
は
考
へ
て
ゐ
る
。

邑
落
生
活
に
於
け
る
原
始
信
仰
は
、
神
学
が
組
織
せ
ら
れ
、
倫
理
化
せ
ら
れ
、

神
殿
を
固
定
す
る
様
に
な
つ
て
も
、
其
と
併なら
ん
で
、
多
少
の
俤
は
残
ら
な
い

地
方
は
な
い
程
根
強
い
も
の
で
あ
つ
た
。

常
世
か
ら
す
る
神
に
対
す
る
感
情
は
、
寧
「
人
」
と
言
ふ
の
が
適
し
て
ゐ
た
。

又
、
其
が
「
人
」
の
す
る
事
で
あ
る
事
を
知
つ
て
居
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

我
々
の
祖
先
は
、
之
に
ま
れ
び
と
と
命
け
た
。
思
ふ
に
「
ま
れ
び
と
」
は
、

数
人
の
扮
装
し
た
「
神
」
が
村
内
を
巡
行
す
る
形
に
な
つ
て
居
る
の
が
普
通

で
あ
る
が
、
成
年
者
の
人
員
が
戸
数
だ
け
あ
つ
た
も
の
と
し
て
、
家
毎
に
迎
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へ
入
れ
ら
れ
て
一
夜
泊
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
さ
う
し
て
其
家
の
処
女
或

は
主
婦
は
、
神
の
杖
代
と
し
て
一
夜
は
神
と
起
臥
を
共
に
す
る
。
扮
装
神
の

態
度
か
ら
神
秘
の
破
れ
る
事
の
多
い
為
に
、
「
神
」
と
な
る
者
の
数
が
減
り
、

家
毎
に
泊
る
事
は
な
く
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
邑
落
生
活
に
於
け
る

女
性
は
、
悉
く
巫
女
と
し
て
の
資
格
を
持
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

巫
女
の
資
格
の
第
一
は
「
神
の
妻メ
」
と
な
り
得
る
か
如
何
と
言
ふ
事
で
あ
る
。

村
の
処
女
は
必
神
の
嫁
と
し
て
神
に
仕
へ
て
後
、
人
の
妻
と
な
る
事
が
許
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
後
期
王
朝
初
頭
に
於
い
て
、
民
間
に
設
け
る
事
を
禁
じ
た

采
女
ウ
ネ
メ
制
度
は
、
古
く
は
宮
廷
同
様
国
々
の
豪
族
の
上
に
も
行
は
れ
た
事
な
の

で
あ
る
。
邑
落
々
々
の
現
神
な
る
豪
族
が
神
と
し
て
の
資
格
を
以
て
、
村
の

す
べ
て
の
処
女
を
見
る
事
の
出
来
た
風
が
、
文
化
の
進
ん
だ
世
に
も
残
つ
て
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ゐ
た
の
だ
。
数
多
の
常
世
神
が
、
一
つ
の
神
と
な
つ
て
、
神
々
に
仕
へ
た
処

女
を
、
現
神
一
人
が
見
る
事
に
改
ま
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
而
も
、
明
ら
か

に
大
き
な
現
神
を
戴
か
な
か
つ
た
島
々
・
山
間
で
は
、
今
に
尚
俤
の
窺
は
れ

る
程
、
近
い
昔
ま
で
処
女
の
貞
操
は
、
ま
づ
常
世
神
に
献
ず
る
も
の
と
し
て

居
た
の
で
あ
る
。
初
夜
権
の
存
在
は
、
采
女
制
度
の
時
代
か
ら
現
代
ま
で
続

い
て
ゐ
る
と
見
て
よ
い
。
「
女
」
に
な
る
は
じ
め
に
、
此
式
を
経
る
事
も
あ

る
。
裳
着
は
成
女
と
な
る
儀
式
で
あ
る
。
形
式
だ
け
だ
が
、
宮
廷
に
す
ら
、

平
安
中
期
ま
で
、
之
を
存
し
て
ゐ
た
。

神
の
常
任
が
神
主
の
常
任
で
あ
る
と
共
に
、
巫
女
も
大
体
に
於
い
て
常
任
せ

ら
れ
、
初
夜
の
風
習
も
単
な
る
伝
承
と
化
し
て
し
ま
ふ
。
す
る
と
、
巫
女
な

る
処
女
の
貞
操
は
、
神
或
は
現
神
以
外
の
人
間
に
対
し
て
は
、
厳
重
に
戒
し
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め
ら
れ
る
事
に
な
る
。
即
「
人ヒト
の
妻メ
」
と
「
神
の
嫁
」
と
は
、
別
殊
の
人
と

な
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
風
の
生
じ
る
以
前
の
社
会
に
は
、
常
世
神
の

「
一
夜
配
偶

ヒ
ト
ヨ
ヅ
マ

」
の
風
が
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
と
思
ふ
事
が
出
来
る
。
其
一
人

数
人
の
長
老
・
君
主
に
集
中
し
た
も
の
が
、
初
夜
権
な
の
で
あ
る
。

常
世
神
が
来
り
臨
む
事
、
一
年
唯
一
度
と
言
ふ
風
を
守
ら
れ
な
く
な
つ
た
。

一
村
或
は
一
家
の
事
情
が
、
複
雑
に
な
つ
て
特
殊
の
場
合
が
多
く
な
る
と
、

臨
時
に
来
臨
を
仰
ぐ
風
を
生
じ
た
。
我
が
国
の
文
献
で
溯
れ
る
限
り
の
昔
は
、

既
に
此
信
仰
状
態
に
入
つ
て
後
の
世
で
あ
る
。
其
第
一
の
場
合
は
、
建
築
の

成
つ
た
時
で
あ
る
。
第
二
は
、
私
の
想
像
で
は
、
家
の
重
な
人
の
生
命
を
安

固
な
ら
せ
る
こ
と
を
欲
す
る
時
で
あ
る
。
其
外
、
年
の
始
め
に
神
の
親
し
く

予
約
し
た
詞
の
威
力
の
薄
ら
ぐ
の
を
虞
れ
て
、
さ
し
当
つ
た
個
々
の
場
合
に
、
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神
の
来
臨
を
請
う
た
事
が
多
い
様
で
あ
る
。

尠
く
と
も
奈
良
朝
以
前
に
、
其
由
来
の
忘
ら
れ
て
ゐ
た
の
は
、
新
室
の
祝
ひ

の
細
目
で
あ
る
。
大
体
「
新
室
」
の
祝
ひ
で
あ
る
べ
き
事
を
、
毎
年
宮
廷
で

は
繰
り
返
し
て
、  

大  

殿  

祭  
オ
ホ
ト
ノ
ホ
ガ
ヒ

と
称
へ
て
ゐ
た
。
其
唱
へ
る
所
の
呪
言
も
、

新
室
ほ
が
ひ
と
言
ふ
方
が
適
切
な
表
現
を
持
つ
て
ゐ
る
。
大
殿
祭
の
儀
式
に

は
、
問
題
は
多
い
が
、
此
時
夜
に
入
つ
て
、
神
の
群
行
を
学
ん
で
、
宮
廷
の

常
用
門
と
も
見
る
べ
き
西
方
の
門
扉
を
お
と
づ
れ
る
の
で
あ
る
。
此
神
の
一

行
と
見
る
べ
き
も
の
が
、
宮
廷
の
主
人
な
る
天
子
常
用
の
殿
舎
だ
け
を
呪
う

て
廻
る
。
此
式
が
、
神
今
食
・
新
嘗
祭
の
前
夜
に
行
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
の

は
、
古
代
は
刈
り
あ
げ
祭
り
の
時
に
一
度
行
う
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
即
後

世
神
の
職
掌
分
化
し
て
御
歳
ミ
ト
シ
神
と
命
け
た
「
田
の
神
」
を
祭
る
式
の
附
属
の
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様
に
見
え
る
が
、
や
は
り
此
精
霊
を
祀
る
の
で
な
く
、
常
世
神
を
迎
へ
た
の

で
あ
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
大
殿
祭
は
、
刈
り
上
げ
祭
り
の
上
に
、
新
室
ほ

が
ひ
と
家
あ
る
じ
の
寿
命
に
対
す
る
「
よ
ご
と
」
を
結
び
つ
け
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
単
に
田
の
神
に
す
る
奉
賽
の
新
嘗
の
式
と
接
近
し
て
行
ひ
な
が
ら
、

別
々
に
行
う
て
ゐ
る
の
は
、
新
嘗
の
主
賓
た
る
常
世
神
が
感
謝
を
享
け
る
と

同
時
に
、
饗
応
の
礼
心
に
生
命
・
住
宅
の
安
固
を
約
し
て
行
く
と
考
へ
た
為

で
あ
ら
う
。
生
命
・
建
築
は
、
常
世
神
の
呪
言
の
力
を
最
深
く
信
頼
し
て
ゐ

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
大
殿
祭
の
式
は
要
す
る
に
、
新
嘗
の
式
の
附
属
例
に

過
ぎ
な
い
。
新
嘗
を
享
け
る
神
が
、
最
初
の
信
仰
か
ら
し
て
、
「
田
の
神
」

で
な
か
つ
た
事
を
見
せ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。

「
大
殿
祭
」
類
似
の
毎
年
家
を
中
心
と
し
て
、
祝
言
を
述
べ
る
行
事
は
、
宮

39



廷
だ
け
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
併
し
、
「
新
室
ほ
が
ひ
」
の
変
形
で
、

常
世
の
「
ま
れ
び
と
」
に
事
の
序
つ
い
でに
委
託
す
る
の
だ
と
い
ふ
事
は
お
な
じ
で

あ
る
。
宮
廷
の
呪
詞
・
寿
詞
の
中
、
と
り
わ
け
神
秘
に
属
す
る
も
の
は
発
表

し
な
か
つ
た
ら
う
と
言
ふ
事
は
、
本
編
に
述
べ
る
が
、
「
新
室
ほ
が
ひ
」
の

呪
言
及
び
、
其
に
関
係
深
い
家
々
の
氏
上
た
る
人
々
の
生ヨ
命ゴ
呪ト
は
、
唯
二
つ

し
か
伝
つ
て
ゐ
な
い
。
だ
が
、
「
新
室
ほ
が
ひ
」
の
式
は
、
必
家
あ
る
じ
の

外
に
主
賓
と
し
て
臨
む
其
家
に
と
つ
て
は
、
尊
敬
す
べ
き
家
の
人
が
迎
へ
ら

れ
る
。
さ
う
し
て
其
人
が
、
「
新
室
」
を
祝
福
す
る
呪
言
を
唱
へ
家
の
中
を

踏
む
。
其
外
に
舞
ひ
人
と
し
て
の
家
の
処
女
又
は
婦
人
が
、
装
ひ
を
凝
し
て

舞
ひ
鎮
め
る
。
其
後
、
主
賓
は
、
其
舞
ひ
人
と
「
一
夜
づ
ま
」
と
な
る
。
か

う
し
た
要
点
だ
け
は
、
推
察
が
出
来
る
。
な
ぜ
、
処
女
を
主
賓
に
侍
ら
せ
る
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か
、
其
は
前
期
王
朝
の
盛
ん
な
頃
に
も
、
既
に
、
理
会
せ
ら
れ
な
か
つ
た
事

で
あ
ら
う
。

平
安
朝
末
か
ら
武
家
時
代
の
中
期
に
か
け
て
、
陰
陽
家
の
大
事
の
為
事
の
一

つ
は
、 

反  
閇 

ヘ
ン
バ
イ

で
あ
つ
た
。
貴
人
外
出
の
際
に
行
ふ
一
種
の
舞
踏
様
の
作
法

で
、
其
を
す
る
事
を
「
ふ
む
」
と
言
ふ
。
律
の
緩
や
か
な
脚
を
主
と
し
た
一

種
の
短
い
踊
り
で
あ
る
。
支
那
の
民
間
伝
承
と
似
な
い
点
の
少
い
我
が
風
俗

の
中
で
、
此
な
ど
は
殆
ど
類
例
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
唯
一
外
来
説
の
根
拠

に
な
つ
た
范
跋
を
起
源
と
す
る
説
な
ど
は
、
到
底
要
領
を
得
な
い
も
の
で
あ

る
。
書
物
以
外
に
似
た
俗
は
あ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
が
、
此
は
在
来
の
民
間
伝

承
を
安
倍
・
賀
茂
両
家
で
採
用
し
た
も
の
と
思
ふ
。
外
出
の
際
に
踏
む
に
限

つ
て
居
な
い
で
、
外
出
先
で
も
踏
む
。
家
に
還
つ
て
も
踏
む
。
一
種
の
悪
魔
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祓
ひ
の
様
に
考
へ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
此
風
は
予
め
、
悪
霊
の
身
に
つ

く
事
を
避
け
る
力
あ
る
も
の
と
言
ふ
考
へ
を
基
礎
と
し
て
居
る
様
だ
が
、
外

出
の
為
で
な
く
、
居﹅
つ﹅
く﹅
為
の
呪
術
で
あ
る
。
「
ふ
む
」
行
事
を
行
う
た
処

に
は
、
悪
霊
が
居
な
く
な
る
と
言
ふ
考
へ
か
ら
出
た
も
の
で
、
外
出
先
で
行

う
た
僅
か
な
例
の
方
が
、
寧
古
風
な
の
で
あ
る
。
其
が
固
定
し
て
、
外
出
に

踏
む
と
言
ふ
考
へ
か
ら
、
途
中
か
ら
邪
気
を
持
ち
返
る
事
を
防
ぐ
効
験
あ
る

も
の
と
考
へ
る
様
に
な
つ
た
次
第
で
あ
る
。

神
の
脚
に
よ
つ
て
踏
み
と
ゞ
ろ
か
さ
れ
た
地
に
は
、
悪
精
霊
が
居
る
事
が
出

来
な
い
上
に
、
新
に
来
る
事
も
し
な
い
。
其
で
新
室
に
住
む
始
め
に
、
神
に

踏
み
固
め
て
貰
ふ
の
で
あ
つ
た
。
「
新
室
を 
踏 

静 

児 
フ
ミ
シ
ズ
ム
コ
」
な
ど
言
ふ
の
は
、

舞
ひ
人
の
処
女
の
舞
踏
に
も
威
力
を
認
め
る
様
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
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足
踏
み
の
舞
踏
を
行
ふ
事
は
、
あ
る
地
を
占
め
る
為
で
あ
る
。
目
に
見
え
ぬ

先
住
者
を
退
散
さ
せ
る
事
で
あ
る
。
今
も
土
御
門
流
の
唱
門
師
の
末
な
ど
で
、

反
閇
を
踏
ん
で
、
家
の
悪
霊
退
散
の
呪
ひ
を
す
る
者
が
あ
る
。
反
閇
は
一
種

の
「
大
殿
祭
」
の
様
な
も
の
で
、
「
新
室
ほ
が
ひ
」
の
遺
風
で
あ
ら
う
。

新
室
の
住
み
は
じ
め
に
、
な
ぜ
貴
人
を
招
待
す
る
か
。
此
古
い
形
は
、
村
々

の
君
と
し
て
、
神
の
力
を
持
つ
た
人
を
招
い
た
事
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

文
献
は
語
ら
ぬ
が
、
其
前
に
若
衆
の
中
の
一
人
が
、
仮
装
神
と
し
て
臨
ん
だ

事
も
推
察
出
来
る
。

古
代
生
活
で
、
「
ま
れ
人
」
と
お
な
じ
尊
さ
の
人
を
迎
へ
る
事
の
出
来
た
の

は
、
「
新
室
ほ
が
ひ
」
の
時
で
あ
つ
た
。
其
で
、
神
と
言
ふ
意
味
を
離
れ
て
、

ま
れ
び
と
が
明
ら
か
に
「
人
」
の
意
識
を
持
つ
事
に
な
つ
た
。
だ
か
ら
人
な
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る
ま
れ
び
と
に
対
す
る
家
々
の
態
度
は
、
や
は
り
神
で
あ
つ
た
時
代
の
風
俗

を
長
く
改
め
な
か
つ
た
。
今
も
そ
の
姿
を
残
し
て
ゐ
る
。
ま
れ
び
と
に
は
、

そ
の
家
の
処
女
か
其
が
な
く
ば
、
主
婦
を
出
し
て
、
滞
在
中
は
賓
客
の
妻
と

せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
王
朝
を
通
じ
て
都
の
官
人
が
地
方
人
の
妻
女
に
対

し
て
理
不
尽
と
見
え
る
行
ひ
を
し
て
居
た
の
は
、
地
方
人
が
都
の
貴
人
の
種
シ
ユ

を
家
の
血
の
中
に
容
れ
よ
う
と
し
た
か
ら
と
解
す
る
の
は
、
結
果
か
ら
言
ふ

事
で
あ
る
。
今
も
其
遺
風
を
持
ち
伝
へ
て
ゐ
る
島
々
は
あ
る
。
鳴
門
中
将
の

二
様
の
伝
へ
や
、
源
氏
物
語
中
、
川
の
宿
り
の
条
な
ど
も
、
後
世
か
ら
見
て

単
に
貴
顕
の
威
に
任
せ
た
も
の
と
見
る
の
は
、
真
の
理
会
で
は
な
い
。

あ
る
じ
と
言
ふ
語
も
、
実
は
ま
れ
び
と
の
対
語
と
し
て
あ
る
の
で
、
唯
の
主

人
と
言
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
主
人
と
し
て
馳
走
を
す
る
か
ら
、
饗
応
を
あ
る
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じ
ま
う
け
と
言
ひ
略
し
て
、
あ
る
じ
と
言
ふ
と
解
し
て
来
た
の
も
わ
る
か
つ

た
。
今
少
し
広
く
喰
ひ
物
か
ら
喰
ひ
物
の
進
め
主
ま
で
を
含
め
て
言
ふ
語
で

あ
つ
た
ら
う
と
思
ふ
。
は
つ
き
り
知
ら
れ
る
の
は
、
珍
客
を
迎
へ
た
と
き
に

限
つ
て
言
ふ
べ
き
語
で
、 

家  

主 

イ
ヘ
ヌ
シ

な
ど
言
ふ
平
常
の
用
語
例
と
は
別
な
事
で

あ
る
。
裳
着
の
条
の
註
に
引
い
た
「
尊
者
の
大
臣
」
は
実
は
「
ま
れ
び
と
」

の
宮
廷
風
の
訳
語
で
、
近
代
の
正
客
に
当
る
が
、
座
中
の
最
尊
者
と
言
ふ
単

純
な
意
義
で
は
な
い
。
宴
会
に
客
の
中
か
ら
尊
者
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
予

め
尊
者
を
定
め
て
其
尊
者
の
為
に
宴
を
設
け
る
と
言
ふ
形
を
と
る
の
が
正
し

い
の
で
あ
る
。
大
臣
大
饗
に
尊
者
と
し
て
招
か
れ
る
左
大
臣
な
ど
は
、
ま
れ

び
と
の
沿
革
の
中
に
際
だ
つ
て
目
に
つ
く
事
実
で
あ
る
。
此
も
身
祝
ひ
に
ま

れ
び
と
を
招
じ
た
風
が
、
宮
廷
生
活
の
上
に
新
任
披
露
の
先
輩
招
待
式
の
様
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な
形
を
と
つ
た
の
で
あ
る
。
此
時
の
尊
者
な
る
左
大
臣
の
物
の
喰
ひ
様
に
は

や
か
ま
し
い
方
式
が
出
来
た
様
で
あ
る
が
、
「
ま
れ
び
と
」
と
し
て
の
仮
装

神
の
喰
ひ
方
が
自
ら
固
定
し
て
来
た
も
の
と
見
る
事
も
出
来
る
。

近
代
婚
礼
の
座
に
ば
か
り
出
る
様
に
な
つ
た
島
台
は
、
賓
客
に
も
出
す
洲
浜
ス
ハ
マ

・
蓬
莱
台
で
、
宴
席
の
飾
り
の
様
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
正
式
に
は
神
の

居
る
座
敷
に
据
ゑ
る
物
で
、
今
も
地
方
で
は
、 

年  

棚 

ト
シ
ダ
ナ

の
下
に
置
く
処
も
あ

る
。
つ
ま
り
は
、
神
を
招ヲ
ぎ
お
ろ
し
其
居
給
ふ
べ
き
処
を
示
す
「
作
り
山
」

な
の
だ
。
武
家
の
正
格
な
宴
会
に
は
、
之
を
正
客
の
前
に
据
ゑ
、
其
他
の
盤

・
膳
の
類
に
も
、
植
物
の
枝
を
挿
す
。
す
べ
て
「
ま
れ
び
と
」
に
対
す
る
古

風
が
、
形
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

近
世
、
階
級
高
い
者
の
低
い
人
の
家
に
行
く
事
が
珍
し
く
な
く
な
つ
て
、
ま﹅
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ら﹅
う﹅
ど﹅
と
は
会ト
ら
な
か
つ
た
。
此
ひ﹅
と﹅
と
し
て
見
る
事
も
出
来
よ
う
。
常
世

神
の
人
な
る
事
を
知
つ
た
為
、
人
を
言
う
た
も
の
と
説
く
事
で
あ
る
。
併
し

ど
う
と
つ
て
も
根
本
の
思
想
だ
け
は
、
易
ら
な
い
と
思
ふ
。

第
二
の
場
合
は
、
時
候
の
替
り
目
或
は
人
の
病
ひ
の
篤
く
な
つ
た
時
に
行
ふ

も
の
で
あ
る
。
家
に
関
し
た
呪
言
が
家
長
の
生
命
の
祝
福
と
結
び
つ
い
て
ゐ

る
の
は
、
「
よ
ご
と
」
の
文
献
に
長
い
有
史
以
前
の
あ
る
事
を
見
せ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
生
命
の
呪
言
は
、
宮
廷
で
は
正
月
朝
賀
の
を
り
、
大
殿
祭
の
を

り
、
特
殊
な
場
合
で
は
、
即
位
の
始
め
の
新
嘗
即
大
嘗
祭
の
時
で
あ
る
。
其

他
何
事
か
に
関
聯
し
て
主
上
万
歳
の
祝
福
の
考
へ
に
結
び
つ
く
事
に
な
つ
て

居
る
。
諸
氏
の
氏
上
た
る
豪
族
に
し
て
神
主
な
る
人
、
下
は
国
造
か
ら
上
は

宮
廷
の
権
臣
と
し
て
政
治
に
専
ら
な
者
も
、
天
子
の
為
に
生
命
の
呪
言
を
唱
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へ
る
き
ま
り
で
あ
つ
た
。
夙
く
簡
略
に
な
つ
て
、
大
臣
群
臣
を
代
表
し
て
陳

べ
る
事
に
な
つ
た
が
、
か
う
し
た
呪
言
の
性
質
上
氏
々
の
神
主
と
し
て
の
資

格
を
以
て
、
其
等
の
人
々
が
皆
「
よ
ご
と
」
を
奏
し
た
の
で
あ
る
。
遂
に

「
賀
正
事
」
と
言
ふ
字
が
「
よ
ご
と
」
に
宛
て
ら
れ
、
正
月
と
言
ひ
、
朝
賀

と
言
ふ
と
、
「
よ
ご
と
」
を
聯
想
す
る
事
に
な
り
、
後
代
の
人
に
は
持
ち
に

く
い
程
の
内
容
を
含
む
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

更
に
推
定
の
歩
を
進
め
る
と
、
諸
豪
族
の
家
長
の
交
替
す
る
時
、
其
土
地
を

持
ち
、
氏
人
を
持
ち
、
家
業
を
継
ぐ
事
の
勅
許
を
受
け
る
為
に
拝
謁
し
て
、

其
家
に
伝
へ
た
寿
詞
を
唱
へ
る
形
式
を
と
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
出
雲

国
造
ば
か
り
が 

神 

賀 

詞 

カ
ム
ヨ
ゴ
ト

を
唱
へ
に
上
京
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
家
々
の

宮
廷
に
事
へ
た
由
緒
を
陳
べ
其
と
共
に
、
今
の
天
子
の
長
命
を
呪
し
て
忠
勤
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を
示
す
事
、
祭
政
分
離
の
政
策
が
、
こ
の
風
を
変
改
す
る
に
到
る
ま
で
、
継

続
し
て
居
た
も
の
で
あ
ら
う
。
出
雲
国
造
ば
か
り
は
、
神
主
た
る
資
格
を
失

は
な
か
つ
た
為
、
他
の
神
主
を
別
に
立
て
て
祭
事
と
は
離
れ
た
家
々
と
は
違

つ
て
、
特
殊
な
家
風
の
様
な
観
を
持
つ
事
に
な
つ
た
ら
し
い
。

家
々
の
氏
上
が
寿
詞
を
唱
へ
る
事
は
、
其
家
々
が
邑
落
生
活
に
権
力
を
得
た

源
を
示
し
て
い
る
。
神
主
で
あ
り
、
神
と
な
り
得
た
村
君
の
、
も
一
つ
以
前

の
「
常
世
神
」
と
し
て
の
生
活
の
俤
が
見
え
る
で
は
な
い
か
。
此
場
合
、
第

一
次
の
神
語
を
唱
へ
る
の
で
は
な
い
。
天
子
の
寿
を
為
す
た
め
に
作
ら
れ
、

家
々
に
伝
誦
せ
ら
れ
た
詞
を
唱
へ
る
の
で
あ
る
。
呪
言
に
対
す
る
信
仰
と
し

て
、
神
の
詞
と
言
ふ
考
へ
は
ま
じ
つ
て
ゐ
て
も
、
大
体
は
人
作
の
文
句
と
言

ふ
事
は
知
つ
て
ゐ
た
ら
う
と
思
ふ
。
さ
う
し
て
唱
へ
る
人
も
固
よ
り
神
と
し
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て
ゞ
は
な
く
、
人
と
し
て
我
が
主
君
に
奏
上
す
る
意
識
は
持
つ
て
居
た
に
違

ひ
な
い
。
目
的
は
お
な
じ
で
も
、
態
度
は
非
常
に
変
つ
て
来
て
ゐ
る
訣
で
あ

る
。
神
と
し
て
唱
へ
た
呪
言
を
、
人
と
し
て
言
ふ
事
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

勢
ひ
、
文
調
に
神
秘
力
の
あ
る
事
を
信
じ
る
事
に
な
る
。

神
の
詞
と
し
て
の
生
命
の
呪
言
は
、
他
の
第
一
次
の
呪
言
と
共
に
亡
び
て
し

ま
う
て
ゐ
る
。
だ
が
、
普
通
の
場
合
は
、
定
期
に
行
は
れ
る
生
業
の
呪
や
、

建
築
物
の
呪
と
同
時
に
行
ふ
事
が
多
い
為
と
、
呪
言
の
本
質
と
し
て
比
喩
表

現
を
と
る
為
に
、
錯
乱
し
た
形
を
と
つ
て
来
る
。
多
く
は
家
長
の
長
命
を
示

す
と
並
行
し
て
建
築
の
堅
固
を
も
祝
福
し
て
ゐ
る
。
又
、
農
産
・
食
物
が
比

喩
と
な
つ
て
ゐ
る
の
は
、
生
業
の
は
じ
め
に
併
せ
て
呪
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
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常
世
の
神
の
な
し
た
呪
言
は
、
秘
密
を
守
り
遂
げ
て
世
に
出
ず
に
亡
び
た
も

の
が
多
か
つ
た
。

51



52「とこよ」と「まれびと」と



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　4

」
中
央
公
論
社

　
　
　1995
（
平
成7

）
年5

月10

日
初
版
発
行

※
底
本
の
題
名
の
下
に
は
、
「
草
稿
」
の
表
記
が
あ
り
ま
す
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
仙
酔
ゑ
び
す

2009

年10

月31

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

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

53



の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

54「とこよ」と「まれびと」と



「とこよ」と「まれびと」と
折口信夫

２０２０年　７月１３日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


