
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

　
　
　
年
間
習
俗
と
聖
者
崇
拝
の
研
究

植
　
田

重
　
雄

序
　
（
A
）

　
日
本
に
お
げ
る
民
俗
学
の
創
始
者
と
も
い
う
べ
き
柳
田
国
男
は
か
な
り
早
い
時
代
に
、
　
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
（
宙
9
胃
－
g

｝
①
巨
⑦
）
の
「
流
刑
の
神
々
」
（
O
α
篶
竃
μ
昌
向
邑
－
）
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
。
こ
の
作
品
は
か
つ
て
撃
々
し
く
歴
史
の
上
で
活
躍
し

た
ギ
リ
シ
ヤ
・
口
ー
マ
の
神
々
が
、
あ
と
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
い
っ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
に
、
き
び
し
く
圧
迫
さ
れ
、
異
端
の
刻

印
を
押
さ
れ
て
山
閻
僻
地
に
僅
か
に
生
き
廷
び
て
い
る
有
様
を
伝
説
や
歌
謡
、
習
俗
の
中
に
見
出
し
同
情
の
眼
を
向
け
て
叙
述
し
て
い

る
。
ハ
イ
ネ
自
身
は
自
由
な
詩
人
、
文
人
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
に
執
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
彼
の
詩
魂
は
流
刑
悲
運

の
神
々
に
一
掬
の
涙
を
注
い
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
柳
田
国
男
は
ハ
イ
ネ
の
も
つ
詩
情
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
キ

リ
ス
ト
教
文
化
以
外
に
ギ
リ
シ
ヤ
・
ロ
ー
マ
文
化
あ
り
、
さ
ら
に
ゲ
ル
マ
ソ
・
ケ
ル
ト
の
先
行
宗
教
が
あ
る
事
実
を
知
っ
た
と
い
う
こ

と
を
「
不
幸
な
る
芸
術
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
作
品
か
ら
民
俗
学
的
な
問
題
を
掴
み
出
そ
う
と
す
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
に
よ

っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
英
国
の
フ
レ
イ
ザ
ー
な
ど
か
ら
民
俗
学
の
着
眼
点
と
研
究
方
法
を
す
で
に
十
分
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
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と
も
柳
田
が
ハ
イ
ネ
の
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
の
は
、
ド
イ
ツ
語
か
ら
で
は
な
く
、
英
訳
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
明
治
末
期

（
あ
る
い
は
大
正
期
）
に
こ
の
方
面
に
着
目
し
て
、
日
本
の
民
俗
学
の
研
究
の
歩
を
進
め
た
旺
盛
な
知
識
カ
に
は
注
圓
し
な
け
れ
ぱ
た

ら
ぬ
。
そ
の
後
日
本
に
お
げ
る
民
俗
資
料
の
集
成
に
専
心
努
力
し
た
功
績
は
認
め
る
が
、
他
の
文
化
圏
と
の
関
遵
と
か
相
互
性
の
間
題
、

文
化
形
態
論
に
至
っ
て
い
な
い
の
は
、
今
後
に
残
さ
れ
た
主
要
研
究
課
題
で
あ
る
。

　
現
段
階
に
お
い
て
は
、
目
本
に
お
け
る
夫
方
の
民
俗
資
料
は
完
全
と
は
い
え
な
い
が
、
ほ
ぽ
集
成
整
理
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
他
方

で
は
ど
の
分
野
の
民
俗
的
特
色
を
攻
究
す
べ
き
か
、
そ
の
領
域
別
に
よ
る
研
究
は
ま
だ
未
完
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
申
部
ヨ
ー

ー
ロ
ヅ
パ
は
、
文
化
形
成
の
段
階
で
日
本
と
の
関
違
に
お
い
て
そ
の
形
態
や
精
神
態
度
に
見
る
べ
き
も
の
、
相
互
に
刺
戟
し
合
う
も
の
、

そ
の
共
通
性
と
異
質
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
広
い
人
類
的
文
化
史
的
視
野
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
の

全
体
と
し
て
の
見
通
し
は
、
日
本
（
東
ア
ジ
ア
を
含
め
て
）
と
ド
イ
ツ
（
中
部
ヨ
ー
目
ツ
パ
の
他
の
領
域
を
も
含
め
て
）
の
民
俗
性
、

さ
ら
に
思
惟
と
心
情
の
立
体
的
な
考
察
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
予
測
や
予
見
な
し
で
調
査
や
研
究
を
す
す
め
る
こ
と
を
ま
ず
意
図

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
第
二
次
大
戦
で
敗
北
し
た
二
国
は
、
再
建
復
興
に
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
俗
学
の
分

野
で
は
い
ち
ぢ
る
し
い
差
が
あ
る
。
目
本
の
場
合
に
は
戦
前
の
制
約
化
に
お
か
れ
た
研
究
が
解
放
さ
れ
、
自
由
に
調
査
考
察
が
な
さ
れ

て
き
た
の
に
比
べ
、
ド
イ
ツ
の
民
俗
学
は
戦
前
に
比
べ
や
や
停
滞
し
た
か
に
見
え
る
。
も
っ
と
も
ド
イ
ツ
の
民
俗
学
の
出
発
自
体
が
ひ

じ
ょ
う
に
遅
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ド
イ
ツ
的
ゲ
ル
マ
ン
的
な
も
の
を
戦
争
中
に
強
調
し
た
た
め
に
、
そ
の
反
動
と
し
て
意
識
的
に

敬
遠
さ
れ
た
面
は
あ
る
。
と
に
か
く
、
現
在
は
政
治
や
民
族
主
義
と
は
全
く
関
係
な
く
純
粋
に
学
問
的
探
究
と
し
て
始
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
全
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
的
視
野
と
文
化
交
流
の
通
す
じ
を
た
ど
る
冷
静
な
思
考
を
働
か
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
ら
に
拡
大

す
れ
ば
オ
リ
エ
ン
ト
や
東
ア
ジ
ア
と
の
関
連
を
も
比
較
す
べ
き
点
が
多
く
な
る
。
も
っ
と
も
比
較
の
場
合
は
た
だ
何
の
根
拠
な
く
比
較

す
れ
ば
、
事
足
り
る
と
考
え
る
の
は
大
い
な
る
誤
り
で
あ
る
。
現
在
、
日
本
の
学
会
の
風
潮
に
比
較
研
究
を
い
と
も
簡
単
に
濫
用
す
る
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軽
薄
な
人
々
が
い
る
。
学
間
的
根
拠
な
く
し
て
い
た
ず
ら
に
こ
れ
を
行
う
の
は
、
厳
に
漠
L
む
べ
き
で
あ
る
。

序
　
（
B
）

　
ヨ
ー
回
ヅ
パ
諸
国
が
キ
リ
ス
ト
教
国
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
目
自
明
の
前
提
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
文
化
の
内
容
を
仔
細
に
検
討
し
て
ゆ
く
と
、
単
純
に
キ
リ
ス
ト
教
一
色
で
は
な
い
。
た
と
え
ぱ
キ
リ
ス
ト
教
自
体
は
ヨ
ー
ロ

ッ
バ
で
発
生
し
た
宗
教
で
は
な
く
、
パ
レ
ス
チ
ナ
か
ら
地
中
海
を
渡
っ
て
伝
道
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
来
す
る
以
前
、
ゲ
ル
マ
ン
固
有
の
原
始
信
仰
と
祭
儀
が
あ
っ
た
。
今
日
週
名
や
地
名
に
名
を
と
ど
め
て
い
る
ウ
オ

ー
ダ
ン
（
オ
ー
デ
ィ
ン
、
ミ
◎
註
員
O
昌
箏
）
と
か
、
フ
リ
ー
ア
（
フ
ラ
ィ
ア
、
軍
邑
印
句
富
ぎ
）
の
神
々
は
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
神

諸
で
主
役
を
演
じ
た
神
々
で
あ
り
、
現
在
民
間
習
俗
で
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
ベ
ル
ヒ
タ
、
ホ
レ
等
々
の
魔
女
は
ヘ
ク
セ
ソ
（
籟
婁
g
）
の

存
在
と
し
て
元
来
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
の
生
活
習
俗
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
表
象
さ
れ
て
き
た
精
霊
た
ち
で
あ
る
。

　
ガ
リ
ヤ
戦
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
指
導
者
た
ち
は
、
北
の
脅
威
を
除
く
た
め
に
ド
ナ
ウ
河
、
ラ
イ
ソ
河
を
湖
り
、

ゴ
ー
ル
、
ゲ
ル
マ
ン
の
地
を
平
定
し
よ
う
と
し
て
軍
を
進
め
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
い
っ
た
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
、
そ
の
地
に
ロ
ー
マ
の

文
化
を
伝
搬
し
た
。
ラ
イ
ン
沿
岸
の
葡
萄
の
栽
培
、
新
し
い
農
耕
技
術
、
牧
畜
法
、
医
学
な
ど
を
は
じ
め
、
都
市
域
塞
の
築
造
、
道
路

の
整
傭
等
々
ゲ
ル
マ
ソ
人
た
ち
に
新
し
い
生
活
様
式
や
技
術
を
教
え
た
。
同
時
に
回
ー
マ
人
た
ち
が
信
ず
る
ロ
ー
マ
固
有
の
神
々
を
祀

る
神
殿
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
建
立
し
た
。
や
が
て
ゲ
ル
マ
ン
人
も
こ
れ
を
継
承
し
た
と
お
も
わ
れ
る
し
、
ラ
テ
ソ
人
と
ゲ
ル
マ
ソ
人

の
混
血
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
か
し
ロ
ー
マ
の
衰
亡
と
と
も
に
ロ
ー
マ
文
化
は
そ
の
ま
ま
キ
リ
ス
ト
教
に
継
承
さ
れ
る
。
L
か
し
、
同

時
に
ロ
ー
マ
（
ギ
リ
シ
ヤ
）
固
有
の
宗
教
は
異
端
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
ハ
イ
ネ
の
い
う
、
「
流
刑
の
神
々
」
と
な
り
、

ド
イ
ツ
各
地
の
辺
境
地
に
そ
の
崇
拝
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
運
命
は
ゲ
ル
マ
ン
の
神
々
も
同
じ
で
あ
っ
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て
、
森
や
山
地
へ
追
い
つ
め
ら
れ
、
表
面
上
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
、
そ
の
崇
拝
の
神
殿
比
す
ら
と
ど
め
て
い
な
い
。

わ
ず
か
に
民
間
の
伝
承
、
伝
説
、
諺
な
ど
に
そ
の
面
影
を
伝
え
、
農
民
、
漁
師
た
ち
の
間
に
習
俗
と
し
て
残
る
。
あ
る
い
は
森
の
精
、

水
の
精
（
自
ま
ぎ
①
）
、
小
人
た
ど
と
し
て
民
話
や
グ
リ
ム
た
ど
の
董
話
の
世
界
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ゲ
ル
マ
ン
人
よ
り
も
早
く
あ
る
い
は
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
居
住
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ケ
ル
ト
人
の
遺
蹟
は
さ
ら
に
遠
く
幽

か
で
あ
る
。
ケ
ル
ト
人
と
ゲ
ル
マ
ン
人
は
敵
対
者
と
し
て
争
っ
た
の
で
は
な
く
、
各
地
で
共
存
し
て
い
た
ら
し
い
。
ケ
ル
ト
人
の
痕
蹟

を
濃
厚
に
残
し
て
い
る
の
は
、
英
国
で
あ
る
。
英
国
に
は
巨
石
遺
構
、
ド
ル
イ
ー
ド
の
崇
拝
石
な
ど
の
原
始
的
な
も
の
と
か
、
発
掘
に

よ
る
各
種
の
造
型
遺
物
と
か
さ
ら
に
各
地
の
地
名
た
ど
に
遺
っ
て
い
る
。
し
か
し
ケ
ル
ト
文
化
は
ケ
ル
ト
の
移
動
と
と
㌔
に
、
衰
退
し
、

わ
ず
か
に
民
間
の
呪
術
、
薬
草
な
ど
に
推
測
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
以
上
の
も
の
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
文
化
構
造
は
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
を
主
軸
と
す
る
が
、
そ
の
他
の
要
素
と
し
て

ゲ
ル
マ
ソ
の
宗
教
と
習
俗
が
あ
り
、
ギ
リ
シ
ヤ
を
含
め
る
ロ
ー
マ
文
化
が
融
合
し
、
そ
れ
ら
の
基
部
に
ケ
ル
ト
文
化
あ
り
、
の
ち
に
は

ス
ベ
イ
ン
方
面
か
ら
流
入
移
動
し
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
文
化
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
重
層
を
な
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
構
造
を
構
築
し
て
お
り
、

か
な
り
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
て
、
げ
っ
し
て
単
純
単
一
な
も
の
で
は
汰
い
の
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に
伝
道
に
従
事
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
司
祭
、
神
父
、
宣
教
着
た
ち
は
、
ゲ
ル
マ
ン
や
口
i
マ
の
迫
害
を
受
け
て
殉
教
L
た
こ
と

も
相
当
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
や
が
て
力
を
得
る
と
と
も
に
、
逆
に
先
行
の
ゲ
ル
マ
ソ
の
信
仰
を
否
定
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は

共
存
と
い
う
形
で
は
な
く
、
そ
の
宗
教
的
聖
所
を
破
壌
し
、
異
端
の
宗
教
と
し
て
否
定
拒
絶
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
公
的
に
は
抹
穀
さ

れ
た
が
、
ゲ
ル
マ
ン
の
信
仰
や
神
話
は
僻
地
の
村
落
な
ど
に
残
っ
て
い
っ
た
。
婁
言
す
れ
ば
、
公
け
に
は
存
在
し
な
い
が
、
ド
イ
ツ
人

の
民
俗
の
中
に
は
生
き
つ
づ
け
た
。
教
父
た
ち
も
、
た
ん
に
原
始
宗
教
の
抹
殺
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
形
態
に
名
を
換
え
た
り
、

ゲ
ル
マ
ソ
的
習
俗
を
摂
り
入
れ
た
り
し
て
、
む
し
ろ
双
方
の
融
和
を
は
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
。
多
少
の
変
容
か
あ
る
い
は
そ
の
ま
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ま
の
温
存
な
ど
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
民
俗
行
事
も
少
た
く
た
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
一
応
表
面
的
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
年
間
習
俗

の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
よ
く
探
っ
て
み
る
と
、
ゲ
ル
マ
ン
の
そ
れ
を
実
際
に
は
伝
え
て
い
る
場
合
が
か
な
り
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

の
間
に
民
俗
や
伝
説
も
思
想
的
に
深
ま
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
潭
然
と
拝
情
的
あ
る
い
は
拝
事
的
な
も
の
に
昇
奉
す
る
こ
と
も
あ
り
得

る
。
元
来
歌
劇
や
詩
歌
、
音
楽
、
演
劇
な
ど
の
芸
術
的
な
も
の
に
昇
華
す
る
以
前
、
芸
術
家
た
ち
が
そ
の
素
材
と
し
て
着
目
し
た
の
は
、

民
俗
的
行
事
、
地
方
伝
説
と
か
民
謡
、
郷
土
芸
能
な
ど
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
歌
劇
「
タ
ソ
ホ
イ
ザ

ー
」
、
ス
メ
タ
ナ
の
交
響
曲
「
モ
ル
ダ
バ
」
そ
の
他
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
従
来
の
目
本
の
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
研
究
、
ド
イ
ツ
研
究
は
、
あ

る
特
定
の
文
学
者
や
思
想
家
の
作
品
の
理
解
と
解
釈
に
偏
よ
り
過
ぎ
た
。
そ
れ
は
是
非
と
も
必
要
た
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
人
々
が
年
間
ど
の
よ
う
な
生
活
を
営
ん
で
い
る
か
を
も
知
ら
ず
に
文
学
や
哲
学
だ
け
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
原
興
を
忠

実
に
読
み
、
註
を
下
し
た
に
し
て
も
帰
す
る
と
こ
ろ
生
活
や
歴
史
、
自
然
の
重
み
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
主
観
主
義
に
陥
ち
入
る
危
険
性
が

あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
と
に
か
く
本
稿
に
お
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
年
問
習
俗
や
祭
儀
な
ど
の
基
底
に
あ
る
も
の
、
そ
の
成
立
と
意
義

を
考
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

冬
の
習
俗
と
聖
者
崇
拝

　
一
体
「
冬
」
と
い
う
季
節
を
い
つ
か
ら
何
日
と
定
め
る
べ
き
か
。
ゲ
ル
マ
ソ
に
お
い
て
は
、
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
今
日
の
わ
れ

わ
れ
は
太
陽
暦
に
基
づ
い
て
す
べ
て
を
処
理
し
て
い
る
が
、
古
く
溺
れ
ば
潮
る
ほ
ど
月
暦
（
犬
陰
暦
）
の
要
素
が
多
く
な
り
、
さ
ら

に
自
然
暦
の
よ
う
に
人
間
体
験
を
つ
み
重
ね
た
も
の
が
あ
る
。
一
般
に
「
冬
」
（
ミ
ぎ
箒
H
）
　
の
語
源
は
古
代
ガ
ー
ル
語
の
ヴ
ィ
ン
ド

（
峯
｝
邑
O
）
白
い
（
峯
①
罵
）
と
い
う
意
味
で
、
「
白
い
季
節
」
を
表
わ
す
。
冬
は
寒
気
、
嵐
、
雪
、
氷
、
霜
の
季
節
、
右
手
、
あ
る
い

は
両
手
を
口
に
置
い
て
温
め
る
動
作
で
表
わ
し
て
い
る
。
サ
ン
・
ガ
レ
ソ
で
は
十
月
十
六
日
の
目
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
た
諺
が
残
っ

676



て
い
る
。

　
聖
ガ
レ
ン
様
が
雪
を
降
ら
っ
し
ゃ
る
ω

　
中
世
以
來
宗
教
的
に
重
要
な
サ
ソ
・
ガ
レ
ン
は
、
ス
ィ
ス
山
の
中
で
雪
の
訪
れ
が
早
い
。
そ
の
他
地
域
に
よ
っ
て
は
シ
モ
ソ
・
ユ
ダ

の
祭
の
日
（
十
月
二
十
八
日
）
と
し
た
り
、
カ
ー
ル
大
帝
の
頃
、
聖
エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス
の
日
（
九
月
一
日
）
と
定
め
た
り
L
た
。
こ
れ
少

少
早
い
よ
う
に
思
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
古
い
時
代
に
は
ゲ
ル
マ
ン
人
は
冬
と
夏
の
二
季
の
み
で
一
年
を
考
え
て
い
た
の
で
、
冬
の
始

ま
り
は
当
然
秋
の
始
ま
り
と
重
な
り
早
く
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
活
実
感
か
ら
体
験
さ
れ
る
自
然
暦
は
、
地
方
に
よ
っ
て
異
っ
て

い
た
。
黄
葉
が
北
風
に
吹
き
ま
く
ら
れ
て
、
わ
ず
か
二
、
三
目
の
中
に
舞
い
散
っ
て
講
篠
と
し
た
裸
木
に
な
る
有
様
は
、
詩
歌
に
も
よ

く
歌
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
を
追
う
よ
う
に
霜
が
降
り
、
雪
が
舞
う
。
し
か
し
、
気
ま
ぐ
れ
な
天
侯
の
た
め
に
、
温

か
い
日
が
つ
づ
い
て
、
冬
が
お
そ
く
到
来
す
る
年
で
あ
れ
ば
、
「
聖
ア
ン
ド
レ
ア
ス
」
（
ω
け
＞
邑
篶
蕩
）
の
祭
の
日
の
頃
を
冬
と
見
る

の
が
適
当
と
思
う
地
方
も
あ
る
。

　
ア
ン
ド
レ
ア
ス
様
の
日
に
は
間
違
い
な
く
冬
が
や
っ
て
来
る
②

　
太
陽
暦
の
天
文
学
的
な
冬
の
到
来
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
前
、
十
二
月
二
十
一
、
二
十
二
日
で
あ
る
が
、
し
か
し
ド
イ
ツ
の
風
土
の
実

感
か
ら
は
、
到
底
信
じ
が
た
い
。
十
一
月
に
は
い
る
と
、
小
雪
が
ち
ら
つ
き
、
十
二
月
半
ぱ
遇
ぎ
か
ら
は
、
完
全
に
雪
の
世
界
に
閉
さ

れ
る
か
ら
、
今
更
十
二
月
二
十
一
目
頃
と
い
っ
て
も
、
大
低
の
人
は
承
服
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
生
活
に
よ
る
季
節
感
に
重
点
を
お
い

て
ゆ
け
ば
、
十
一
月
十
一
日
の
聖
マ
ル
チ
ソ
祭
あ
た
り
を
冬
の
開
始
と
見
敬
す
の
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。

6フ5



7

聖
マ
ル
チ
ン
様
が
馬
に
乗
っ
て
や
っ
て
来
る
と
、
雪
を
降
ら
し
て
下
さ
る
③

　
聖
着
マ
ル
チ
ン
を
祝
う
頃
、
大
低
初
雪
が
降
る
。
雪
の
中
を
馬
で
歩
く
マ
ル
チ
ン
は
冬
の
到
来
を
告
げ
る
象
徴
で
あ
る
。
同
時
に
マ
ル

チ
ン
祭
は
じ
つ
は
一
年
間
の
生
活
を
締
め
く
く
る
大
切
な
祭
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
十
一
月
（
乞
o
さ
冒
冨
『
）

は
、
ロ
ー
マ
の
古
い
暦
で
三
月
か
ら
始
ま
っ
て
九
カ
月
目
を
意
味
す
る
ロ
ー
マ
の
月
名
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
古
い
呼

び
名
は
、
「
風
の
月
」
（
峯
｝
己
冒
暮
津
）
、
「
冬
月
」
（
考
巨
冨
H
冒
9
9
）
と
い
い
、
十
二
月
と
区
別
す
る
た
め
に
、
「
第
一
の
冬
月
」

（
宰
黒
①
ミ
巨
箒
H
冒
9
算
）
と
名
付
け
る
。
こ
の
月
を
「
屠
殺
の
月
」
（
ω
O
巨
き
奉
冒
9
算
）
と
呼
ぶ
地
方
も
あ
る
が
、
一
年
間
飼
育

し
て
肥
え
た
家
畜
を
屠
殺
し
て
こ
れ
を
神
々
に
捧
げ
て
感
謝
を
表
わ
し
、
塩
漬
け
に
し
た
貯
蔵
肉
を
ふ
る
ま
っ
て
、
人
間
も
御
馳
走
の

喜
び
を
頒
ち
合
い
、
来
る
べ
き
冬
の
季
節
の
体
力
づ
げ
を
す
る
。
別
に
「
結
婚
の
月
」
と
も
い
う
。
農
耕
や
牧
畜
な
ど
の
仕
事
か
ら
解

放
さ
れ
、
貯
え
も
出
来
て
い
る
の
で
、
結
婚
す
る
風
習
が
古
代
か
ら
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
呼
名
で
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
「
マ
ル
チ
ソ

の
月
」
．
（
雪
胃
言
易
冒
竃
一
）
と
か
「
万
霊
の
月
」
（
≧
一
①
｝
邑
厨
9
冒
9
呉
）
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
聖
者
崇
拝

と
結
び
付
い
た
聖
マ
ル
チ
ソ
の
祭
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二
　
聖
マ
ル
チ
ン
祭
の
意
義

　
聖
者
マ
ル
チ
ソ
の
呼
び
名
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
各
地
で
じ
つ
に
多
種
多
様
で
あ
る
。
そ
の
一
部
を
列
挙
す
る
と
、
冨
彗
戸
旨
⑦
弐
窒
9

雪
脳
ス
彗
9
呂
§
呉
⑦
員
竃
彗
弐
一
竃
費
け
き
昌
弩
け
ぎ
9
岩
昌
9
髪
o
富
員
オ
Φ
曇
一
峯
實
匡
量
等
々
あ
る
。
こ
の
聖
老
は
子
供
の
守

護
聖
者
と
な
っ
た
た
め
、
子
供
が
親
し
ん
で
い
う
呼
び
名
が
い
ろ
い
ろ
変
化
し
て
こ
の
よ
う
に
多
い
の
で
は
底
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

と
に
か
く
彼
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
お
い
て
最
初
に
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
告
白
し
て
伝
道
し
た
聖
老
で
あ
る
。
し
か
も
パ
レ
ス
チ
ナ
や
口
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ー
マ
の
聖
者
と
ち
が
っ
て
殉
教
老
で
た
い
こ
と
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
聖
マ
ル
チ
ソ
は
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
な
い
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ

に
は
じ
め
て
修
道
院
を
建
て
た
し
、
す
ぐ
れ
た
修
道
僧
、
教
父
と
し
て
民
間
の
聖
者
と
し
て
崇
敬
を
あ
つ
め
た
。
と
く
に
メ
ロ
ー
ヴ
ィ

ン
ガ
王
家
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
の
守
護
聖
者
で
も
あ
っ
た
。
十
一
月
十
一
日
は
本
来
彼
の
残
し
た
目
で
あ
る
が
、
次
第
に
そ
の
徳
を
讃

え
る
祝
い
の
祭
と
な
り
、
提
燈
を
点
し
、
教
会
の
広
場
で
は
大
き
な
か
が
り
火
を
焚
い
て
祝
う
。
提
燈
の
行
列
は
い
わ
ゆ
る
「
光
の
行

進
」
（
［
暮
①
昌
竃
ζ
冒
）
で
雪
の
降
る
市
の
城
門
ま
で
い
っ
て
、
や
さ
し
い
愛
に
満
ち
た
騎
士
姿
の
聖
者
を
迎
え
、
町
や
村
の
中
央
広

場
や
古
い
教
会
へ
と
提
燈
を
振
り
、
歌
い
な
が
ら
案
内
す
る
。
伝
説
に
よ
れ
ば
、
ア
ミ
ア
ン
の
市
の
城
門
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
貧

し
い
乞
食
が
飢
え
と
寒
さ
に
震
え
て
い
る
の
を
見
る
や
、
騎
士
マ
ル
チ
ン
は
す
ぐ
さ
ま
劒
を
抜
い
て
外
套
を
二
つ
に
裂
い
て
そ
の
一
つ

を
乞
食
に
着
せ
、
所
持
し
て
い
た
パ
ソ
を
も
与
え
た
。
こ
の
乞
食
（
じ
つ
は
キ
リ
ス
ト
）
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
、

「
未
だ
洗
礼
を
も
受
け
て
い
な
い
マ
ル
チ
ン
が
、
わ
た
し
に
こ
の
よ
う
に
し
て
く
れ
た
」
と
彼
の
や
さ
し
い
心
を
賞
讃
し
た
と
い
う
伝

承
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
や
さ
し
い
愛
」
の
行
為
が
民
衆
に
親
し
ま
れ
、
愛
さ
れ
る
聖
者
と
な
り
、
と
く
に
子
供
た
ち
に

も
恵
み
を
与
え
る
聖
者
と
し
て
崇
ぼ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
祭
の
目
に
は
子
供
た
ち
は
聖
者
の
恵
み
に
預
っ
て
爾
親
そ
の
他
親
し
い
聞
柄
の
人
々
に
欲
し
い
も
の
を
ね
だ
っ
た
り
せ
が
ん
だ

り
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
家
族
や
親
戚
だ
げ
で
な
く
見
知
ら
ぬ
家
の
前
で
マ
ル
チ
ン
の
提
燈
を
さ
げ
て
立
っ
て
歌
を
歌
う
と
、
お
蘂
子

や
パ
ン
、
果
物
な
ど
を
与
え
ら
れ
る
風
習
が
あ
る
。
こ
れ
は
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
が
子
供
の
聖
者
と
な
っ
て
い
る
の
と
よ
き
対
照
で
あ
る
。

ラ
イ
ソ
ラ
ソ
ト
地
方
、
ボ
ソ
や
ケ
ル
ン
を
中
心
に
し
た
マ
ル
チ
ン
祭
の
行
事
は
、
有
名
で
あ
り
、
サ
ソ
タ
ク
ロ
ー
ス
以
上
の
意
味
を
現

在
も
持
ち
つ
づ
け
て
い
る
。

　
マ
ル
チ
ン
祭
に
驚
鳥
を
食
べ
る
慣
わ
し
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
寒
く
長
い
冬
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
栄
養
を
つ

げ
る
た
め
で
あ
る
か
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
マ
ル
チ
ソ
祭
の
あ
と
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
い
る
ま
で
に
、
詳
し
く
い
え
ぱ
、
ア
ド
ヴ
ェ
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ン
ト
ま
で
の
数
週
間
は
昔
は
断
食
を
し
た
り
、
一
定
の
食
事
の
み
を
摂
っ
て
精
進
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
以
前
に
十
分
に
栄
養
を
と
る

必
要
が
あ
っ
た
。
と
く
に
鷲
鳥
や
家
鴨
は
こ
の
季
節
に
は
た
っ
ぶ
り
餌
を
と
り
肥
え
て
美
味
し
く
た
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
恰
も
復
活
祭

に
は
い
る
前
、
「
灰
の
水
曜
日
」
（
＞
ω
O
ぎ
『
旨
ま
峯
O
争
）
の
麟
悔
と
精
進
に
は
い
る
前
に
、
カ
ル
ネ
ヴ
ァ
ル
で
大
い
に
御
馳
走
を
食
べ

る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
鷲
鳥
が
な
ぜ
マ
ル
チ
ン
祭
に
食
べ
ら
れ
る
か
と
い
う
い
わ
れ
は
、
聖
者
が
熱
心
に
説
教
を
し
て
い
た
と
き
、

鴛
鳥
が
ガ
ァ
ガ
ァ
鳴
い
て
聞
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
罰
と
し
て
食
べ
ら
れ
る
の
だ
と
か
、
謙
虚
な
マ
ル
チ
ソ
は
、
ト
ウ

ー
ル
の
司
教
に
人
々
か
ら
推
薦
さ
れ
た
と
き
、
固
辞
し
て
鷲
鳥
小
屋
へ
か
く
れ
た
が
、
驚
鳥
が
鳴
き
騒
い
だ
た
め
に
発
見
さ
れ
た
罰
で

あ
る
と
か
い
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
祭
の
と
き
に
話
さ
れ
る
冗
談
（
ω
o
ぎ
昌
）
で
あ
る
。
祭
の
と
き
に
は
、
冗
談
を
い
い
合
っ
た

り
、
面
白
い
話
を
し
た
り
、
ふ
ざ
け
た
り
す
る
こ
と
が
半
ぱ
公
然
と
許
さ
れ
て
い
る
。
鷲
鳥
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
の
農
村
で
沢
山
飼
っ
て
い

て
、
不
審
な
者
が
来
る
と
鳴
き
騒
ぎ
、
人
間
の
背
丈
位
あ
る
驚
鳥
は
つ
つ
い
て
追
い
出
し
て
し
ま
う
か
ら
、
盗
難
除
け
に
も
な
る
。
兎

に
角
、
鷲
鳥
に
と
っ
て
こ
の
マ
ル
チ
ン
祭
は
御
難
の
と
き
で
あ
る
。

　
し
か
し
マ
ル
チ
ン
祭
の
重
要
性
は
、
こ
の
聖
老
の
徳
を
讃
え
る
こ
と
だ
け
で
た
く
、
こ
の
十
一
月
十
一
日
が
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
キ
リ
ス

ト
教
国
で
は
一
年
の
す
べ
て
の
行
事
の
終
了
を
意
味
し
て
い
る
。
年
間
の
宗
教
行
事
だ
け
で
な
く
、
一
切
の
生
活
の
収
支
決
済
を
お
こ

な
い
、
次
の
新
L
い
ク
リ
ス
マ
ス
（
新
年
）
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
主
神
ウ
ォ
ー
ダ
ソ
に
た
い
す
る
収
穫
感

謝
の
祭
と
大
体
に
お
い
て
一
致
す
る
祭
な
の
で
あ
る
。
原
始
習
俗
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
さ
L
て
不
自
然
校
こ
と
た
く
移
行
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
た
。
一
切
の
取
引
、
貸
借
、
地
代
家
賃
の
決
済
、
雇
傭
の
更
新
も
こ
の
マ
ル
チ
ン
祭
を
基
準
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

年
間
習
俗
の
終
り
が
そ
の
ま
ま
冬
の
始
ま
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
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三
　
万
聖
節
と
万
霊
節

　
年
間
暦
の
上
で
特
別
に
祭
を
行
わ
な
い
多
く
の
殉
教
聖
老
た
ち
を
祀
る
「
万
聖
節
」
（
≧
－
g
ぎ
旨
①
q
g
・
皆
弩
）
が
あ
る
。
十
一
月
一

日
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
大
司
教
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
四
世
が
東
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
ォ
カ
ス
か
ら
贈
ら
れ
た
神
殿
を
、
聖
母
と
す
べ
て
の
殉

教
者
に
奉
献
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
を
記
念
し
て
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
オ
四
世
が
八
三
五
年
に
十
一
月
一
日
と
定
め
、
ド
イ
ツ
で
も

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヅ
ヒ
敬
慶
王
が
早
く
か
ら
こ
れ
を
取
り
入
れ
た
。
英
国
で
は
こ
れ
よ
り
は
る
か
前
に
十
一
月
一
日
と
し
て
取
り
入
れ
た
。

ケ
ル
ト
人
が
年
の
始
め
と
し
て
祝
っ
て
い
た
こ
の
日
に
当
て
た
の
で
あ
る
。
十
月
の
終
り
に
蒔
く
穀
物
は
、
万
聖
着
が
畑
を
祝
福
し

て
く
れ
る
の
で
よ
く
実
る
と
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
で
は
い
い
慣
わ
し
て
い
る
。
オ
ル
デ
ソ
ブ
ル
ク
地
方
で
は
、
こ
れ
と
反
対
に
こ
の

祭
の
頃
に
畑
を
耕
し
た
り
、
種
子
を
蒔
い
て
は
な
ら
ぬ
と
い
い
伝
え
る
。
一
般
に
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
日
を
夏
の
終
り
と
し
、
冬
の
始
ま

り
と
見
傲
す
。
こ
の
日
の
具
合
に
よ
っ
て
、
来
る
べ
き
冬
季
は
ど
ん
な
状
態
か
分
る
と
い
う
。
一
対
の
豆
を
火
に
投
げ
入
れ
、
そ
の
ま

ま
よ
く
燃
え
れ
ぱ
、
若
い
勇
女
は
幸
福
に
な
り
、
弾
ぜ
て
飛
ん
だ
り
す
る
と
不
幸
に
な
る
と
い
う
占
い
事
を
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
万

霊
節
（
≧
尿
屋
8
－
§
－
｛
霧
叶
）
の
方
は
ク
リ
ュ
ニ
i
の
オ
デ
ィ
ロ
（
o
讐
o
）
に
よ
っ
て
九
九
八
年
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
遣
院
に
お
い

て
こ
の
世
に
生
を
享
け
て
死
ん
で
い
っ
た
す
べ
て
の
者
を
祀
る
祭
と
し
て
、
万
聖
節
の
一
日
あ
と
の
十
一
月
二
日
と
定
め
た
。
一
〇
〇

六
年
教
皇
ヨ
ハ
ン
十
九
世
は
全
カ
ト
リ
ッ
ク
が
こ
の
祭
を
行
う
よ
う
勅
令
を
出
し
た
。
し
か
し
民
聞
信
仰
や
習
俗
の
上
か
ら
い
う
と
、

死
者
の
魂
が
こ
の
祭
の
頃
に
帰
っ
て
来
る
の
を
祀
る
た
め
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ソ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
十
月
三
十
日
か
ら
十
一
月
二

日
ま
で
死
者
は
生
前
住
ん
で
い
た
家
を
訪
ね
て
く
る
と
い
う
。
こ
の
前
後
一
週
間
小
さ
な
燭
火
を
と
も
し
て
、
彼
ら
が
無
事
帰
れ
る
よ

う
に
す
る
。
万
霊
節
の
日
に
墓
地
へ
赴
い
て
墓
を
き
よ
め
、
花
な
ど
を
飾
る
。
煉
獄
の
火
で
魂
が
菩
し
ま
ぬ
よ
う
墓
に
は
清
め
た
水
を

注
ぎ
バ
ン
、
ワ
ィ
ソ
、
豆
な
ど
死
者
へ
食
物
を
供
え
る
。
さ
ら
に
麟
燭
、
と
く
に
色
ガ
ラ
ス
で
作
っ
た
小
さ
な
ラ
ソ
ブ
を
た
ず
さ
え
て

17’
o
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墓
前
に
点
す
。
た
だ
L
自
殺
者
の
墓
に
は
光
も
点
さ
な
い
。
も
し
点
せ
ば
、
そ
の
子
孫
も
自
殺
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
墓
に

点
さ
れ
た
光
は
死
者
た
ち
を
悪
霊
か
ら
守
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
光
は
死
者
と
生
着
の
聞
に
そ
の
区
別
を
つ
げ
て
置
く
た

め
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　
家
の
申
に
死
者
た
ち
が
帰
っ
て
き
て
、
安
ら
か
に
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
生
前
好
ん
だ
食
物
や
飲
物
（
ミ
ル
ク
、

水
、
バ
ン
層
な
ど
）
を
供
え
て
置
く
。
煉
獄
の
火
傷
を
癒
し
て
や
る
た
め
に
は
、
脂
肪
を
小
さ
な
容
器
に
入
れ
、
魂
が
涼
し
く
感
ず
る

よ
う
に
冷
や
し
た
牛
乳
を
用
意
す
る
。
何
も
は
い
っ
て
い
な
い
フ
ラ
イ
パ
ソ
を
火
の
上
に
置
い
た
り
、
ス
ト
ー
ブ
の
火
掻
き
棒
を
逆
さ

に
し
て
ス
ト
ー
ブ
の
と
こ
ろ
に
置
い
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
も
の
を
切
る
ナ
イ
フ
を
テ
ー
ブ
ル
に
置
い
て
は
な
ら
ぬ
。
ド
ア
や
窓
の
開

閉
に
音
の
せ
ぬ
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
死
者
の
魂
に
苦
し
み
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
か
ま
ど
の
火

は
燃
し
つ
づ
け
、
け
っ
し
て
絶
や
し
て
は
な
ら
ぬ
、
遠
い
旅
を
し
て
死
者
は
冷
え
切
っ
て
い
る
の
で
暖
め
る
必
要
が
あ
る
。
部
屋
に
は

臓
燭
の
火
を
点
し
て
死
者
の
魂
の
安
ら
ぎ
を
祈
る
。
こ
の
火
の
光
は
永
遠
の
光
へ
導
く
助
け
と
も
在
る
。

　
死
老
の
霊
は
光
と
な
っ
て
、
墓
を
訪
れ
、
あ
る
い
は
鳥
に
な
っ
て
飛
び
、
教
会
の
庭
の
草
の
茎
あ
る
い
は
畑
や
遭
端
に
坐
っ
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
ア
ル
プ
ス
地
方
で
は
墓
地
や
教
会
で
ひ
き
が
え
る
を
見
た
ら
、
こ
れ
は
死
者
の
霊
で
あ
る
か
ら
、
い
ぢ
め
た
り
、
傷
つ

げ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
霊
た
ち
が
風
の
よ
う
に
大
気
を
通
っ
て
歩
ん
だ
り
、
白
い
霧
と
な
っ
て
見
え
る
の
は
、
特
別
な
恵

み
を
得
た
人
間
に
の
み
可
能
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
真
夜
中
頃
に
死
者
の
霊
が
歌
っ
て
い
る
の
を
き
く
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
都

屋
の
中
や
教
会
の
地
面
の
下
で
ぎ
し
ぎ
L
い
っ
た
り
、
碑
い
た
り
す
る
声
も
き
こ
え
て
く
る
と
い
う
。
や
が
て
死
老
た
ち
は
死
の
国
へ

帰
っ
て
ゆ
く
。
あ
る
地
方
で
は
牧
草
地
や
畑
に
馬
を
放
っ
て
お
く
と
、
そ
れ
に
乗
っ
て
帰
る
と
も
い
う
。
こ
の
万
霊
節
の
頃
、
ゲ
ル
マ

ン
の
狩
猟
の
神
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
は
嵐
の
ご
と
く
天
空
を
駆
り
、
か
つ
て
海
に
沈
ん
だ
町
の
財
宝
が
浮
び
上
り
、
沈
鐘
が
き
こ
え
て
く
る
。

裁
判
は
一
切
中
止
し
、
穀
物
は
蒔
い
て
は
な
ら
ず
、
麗
狩
な
ど
も
一
切
禁
ぜ
ら
れ
る
。

6？0
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万
霊
節
に
は
、
物
故
し
た
近
親
者
を
偲
び
、
か
な
り
年
月
を
距
て
た
死
者
へ
の
回
想
に
ふ
け
る
。
こ
こ
に
は
原
始
ゲ
ル
マ
ン
の
死
着

の
霊
の
祀
り
、
古
代
ロ
ー
マ
の
死
者
の
祭
の
要
素
も
多
く
残
っ
て
お
り
、
霊
へ
の
お
そ
れ
や
慰
め
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
も
て
な
し
方
、

迎
え
方
、
送
り
方
が
あ
り
、
想
像
力
を
加
え
、
心
情
を
こ
め
て
い
る
こ
と
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
う
多
く
の
禁
忌
も
時

代
、
各
地
域
ご
と
に
生
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
死
者
へ
の
民
間
信
仰
や
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
ま
た
の
ち
に
「
十
二
夜
」
、
「
燥

し
夜
」
で
触
れ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
夏
、
冬
二
回
死
者
が
帰
っ
て
く
る
と
民
間
信
仰
で
考
え
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
冬
帰
っ
て
く

る
と
い
う
意
識
が
濃
厚
で
あ
る
。

669

四
　
待
　
降
　
節

　
一
年
間
の
生
活
を
締
め
く
く
る
聖
マ
ル
チ
ン
祭
が
終
り
、
つ
ぎ
に
待
降
節
を
迎
え
る
。
現
在
の
待
降
節
（
＞
ま
①
算
－
守
撃
）
は
十

一
月
二
十
六
目
後
の
日
曜
の
聖
日
を
以
て
第
一
の
待
降
節
と
す
る
。
こ
の
待
降
節
は
二
つ
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
一
つ
は
四
三
一
年

エ
ベ
ソ
ス
の
宗
教
会
議
に
お
い
て
決
定
付
げ
ら
れ
た
受
肉
説
や
神
学
に
基
い
て
ク
リ
ス
マ
ス
前
の
一
週
間
を
ク
リ
ス
マ
ス
の
準
備
期
間

と
す
る
考
え
方
で
、
や
が
て
ロ
ー
マ
で
は
マ
リ
ア
受
胎
と
聖
子
受
肉
説
か
ら
十
二
月
の
三
週
間
が
待
降
節
と
な
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て

ガ
リ
ヤ
地
域
で
は
フ
ラ
ソ
ク
・
ヶ
ル
ト
・
ラ
テ
ソ
諸
文
化
の
融
合
の
プ
ロ
セ
ス
（
そ
の
代
表
は
メ
ロ
ー
ヴ
ィ
ソ
ガ
王
朝
、
ゲ
ル
マ
ソ
の
二

ー
ベ
ル
ン
ゲ
ソ
の
歌
の
形
成
）
に
際
し
て
キ
リ
ス
ト
教
僧
侶
た
ち
は
、
終
末
論
的
な
思
想
や
世
界
の
審
判
を
強
調
し
た
。
こ
の
ガ
リ
ヤ

地
方
の
待
降
節
は
世
界
の
審
判
と
福
音
、
さ
ら
に
数
多
く
の
キ
リ
ス
ト
再
臨
に
関
す
る
独
特
な
考
え
方
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
象
徴
的

な
造
型
は
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
の
聖
ア
ポ
リ
ナ
ー
レ
教
会
の
丸
天
井
の
ア
プ
シ
ス
モ
ザ
イ
ク
で
つ
く
ら
れ
た
全
天
に
輝
く
星
の
前
に
大
き
く
く

っ
き
り
と
巨
き
な
十
字
が
浮
び
出
て
い
る
。
こ
れ
は
終
末
に
再
臨
す
る
キ
リ
ス
ト
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
の
終
末
に
再
臨
す
る
キ
リ
ス
ト

と
キ
リ
ス
ト
の
受
胎
告
知
、
そ
の
誕
生
と
は
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
音
ぱ
マ
ル
チ
ン
祭
に
始
ま
り
、
ク
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リ
ス
マ
ス
ま
で
三
週
間
の
断
食
を
お
こ
な
っ
た
。
一
〇
二
二
年
、
キ
リ
ス
ト
誕
生
の
祭
（
ク
リ
ス
マ
ス
）
ま
で
十
四
日
間
信
仰
深
い
考

は
断
食
す
べ
き
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
待
降
節
か
ら
公
顕
節
ま
で
は
結
婚
も
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
待
降
節
の
第
一
週
の
日
曜
日

か
ら
教
会
暦
の
新
年
が
は
じ
ま
る
と
し
て
い
る
の
は
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
同
じ
で
あ
る
。

　
待
降
節
の
花
環
（
＞
穿
彗
算
轟
冒
）
が
こ
の
祭
の
間
教
会
や
家
庭
で
飾
ら
れ
る
。
夏
を
象
徴
す
る
白
樺
、
冬
を
表
わ
す
椛
の
木
、

こ
の
二
つ
の
枝
を
組
み
合
せ
、
ク
ラ
ン
ツ
を
作
る
。
そ
の
中
に
四
本
の
臓
燭
を
点
す
。
こ
れ
は
週
ご
と
に
一
本
づ
つ
点
し
て
ゆ
く
。
大

聖
堂
や
修
道
院
教
会
で
は
十
五
本
と
も
す
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
は
讃
美
歌
の
数
、
九
つ
の
マ
ト
ウ
テ
ィ
ソ
（
竃
撃
暮
ぎ
）
、
五
曲
の

ラ
ウ
ダ
（
い
彗
夢
）
、
こ
れ
に
ベ
ネ
デ
ク
ト
ス
の
カ
ン
テ
ィ
ク
ム
を
加
え
て
十
五
曲
に
合
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
待
降
節
は
は
じ
め
に
繊
悔
や
断
食
、
精
進
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
婦
人
、
若
い
娘
た
ち
も
黒
の
衣
服
を
つ
け
て
教
会
に
ゆ
く
、
教
会
で

も
祭
壇
や
カ
ン
ツ
ェ
ル
に
黒
い
も
の
を
飾
る
。
し
か
し
二
週
、
三
週
と
な
る
に
つ
れ
て
次
第
に
黒
か
ら
転
じ
て
柔
ら
か
い
色
彩
を
着
げ
、

ク
リ
ス
マ
ス
に
近
付
く
に
つ
れ
て
、
明
る
い
喜
び
の
衣
裳
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
信
仰
と
習
俗
は
二
重
の
表
情
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の

待
降
節
に
あ
た
り
、
キ
リ
ス
ト
誕
生
を
祝
い
、
抹
桶
を
飾
り
、
村
の
若
者
た
ち
は
角
笛
や
笛
で
ク
リ
ス
マ
ス
の
歌
を
吹
く
。
こ
の
よ
う

な
習
俗
は
、
暗
く
寒
い
季
節
、
悪
い
霊
を
追
い
払
う
こ
と
か
ら
来
た
も
の
で
、
こ
れ
を
「
野
の
声
」
（
句
①
一
烏
霧
O
～
9
）
と
呼
ん
で

い
る
。
こ
の
待
降
節
の
頃
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
霊
が
跳
梁
す
る
。
サ
バ
ト
の
日
に
魔
女
が
現
わ
れ
る
の
で
煙
を
嬢
し
て
追
い
払
う
。
樹
木

娘
（
｝
◎
－
邑
墨
邑
①
ぎ
）
や
黒
男
が
閃
め
く
玉
、
火
の
塊
り
を
通
り
か
か
る
村
人
に
投
げ
つ
け
る
。
森
の
中
で
ヒ
ユ
イ
マ
ソ
（
国
邑
昌
竃
自
）

が
呼
び
か
け
る
。
コ
ー
ポ
ル
ト
が
い
ろ
い
ろ
な
姿
を
と
っ
て
狩
人
を
迷
わ
せ
る
。
ア
ド
ヴ
ェ
ソ
ト
の
豚
、
犬
な
ど
が
う
ろ
つ
き
廻
り
、

大
気
の
中
か
ら
祈
る
声
や
音
楽
が
き
こ
え
て
く
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
魔
女
や
繕
霊
た
ち
の
惑
わ
し
で
あ
る
。
こ
れ
を
制
圧
す
る
た
め

に
は
特
別
に
聖
着
や
信
仰
の
力
に
よ
る
祓
い
の
行
事
が
必
要
で
あ
る
。

668
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五
　
聖
ア
ン
ド
レ
ア
ス
祭

　
待
降
節
は
十
一
月
三
十
日
の
聖
ア
ソ
ド
レ
ア
ス
祭
の
夜
か
ら
始
ま
る
と
見
徴
L
て
い
る
地
方
が
多
い
。
聖
ア
ン
ド
レ
ア
ス
（
望
・

＞
己
葛
蕩
）
は
聖
書
に
よ
れ
ば
、
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
畔
の
カ
ベ
ル
ナ
ウ
ム
の
漁
師
で
ベ
テ
肩
の
弟
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
宣
べ
伝
え
、

ギ
リ
シ
ヤ
の
パ
ト
ラ
ス
で
殉
教
を
遂
げ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
漁
業
関
係
老
、
英
国
で
は
彼
を
守
護
聖
者
に
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
聖
者
は
一
般
の
民
聞
信
仰
で
は
結
婚
す
る
老
の
守
護
聖
老
と
い
う
役
割
を
果
し
て
い
る
。
現
代
の
自
由
恋
愛
と
ち

が
い
、
自
己
の
運
命
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
彼
方
を
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
昔
は
、
と
く
に
女
性
は
愛
の
相
手
を
知
る
た
め
の
占
い
役
を
守
護

聖
者
に
願
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
三
百
年
前
に
詩
人
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
　
ロ
ガ
ゥ
（
睾
一
＆
ユ
g
く
昌
－
潟
§
）
は
っ
ぎ

の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。

　
聖
ア
ン
ド
レ
ア
ス
の
祭
が
や
っ
て
来
る
と
、

　
妻
を
も
と
め
る
若
者
も

　
夫
を
迎
え
よ
う
と
す
る
娘
も

　
熱
烈
な
祈
り
す
る
債
わ
し
で
あ
る
。
ω

66フ

　
こ
の
よ
う
な
熱
烈
な
祈
り
は
つ
ぎ
の
「
ア
ソ
ド
レ
ア
ス
の
歌
」
に
う
か
が
わ
れ
る
。
若
い
娘
は
こ
の
歌
を
歌
い
な
が
ら
、

き
の
ま
ま
、
ベ
ヅ
ト
に
た
お
れ
て
占
う
。
そ
の
時
、
未
来
の
相
手
の
面
影
が
浮
ぶ
と
い
う
。

う
し
ろ
向

親
愛
な
る
聖
な
る



ア
ン
ド
レ
ア
ス
聖
老
さ
ま
、

わ
た
し
の
心
か
ら
愛
す
る
い
と
し
い
方
を

わ
た
し
の
力
の
中
に
、
わ
た
L
の
姿
の
中
に

彼
が
ど
の
よ
う
た
具
合
で
あ
る
の
か
、

ど
ん
な
方
で
あ
る
の
か
、
お
教
え
下
さ
い
！

彼
が
ど
の
よ
う
に
祭
壇
の
前
で
誓
い
を
立
て
る
か
、

ビ
ー
ル
や
ワ
イ
ン
を
飲
む
と
き
の
様
子
を
お
教
え
下
さ
い
。

わ
た
し
は
そ
の
方
と
一
し
ょ
で
幸
福
で
あ
り
た
い
、

水
や
パ
ン
の
食
事
の
と
き
の
様
子
も
示
し
て
下
さ
い
、

わ
た
し
は
彼
と
一
し
ょ
に
苦
し
み
を
と
も
に
L
た
い
の
で
す
。
⑤

六
十
二
月
の
意
義

15

　
十
一
月
の
下
旬
頃
か
ら
、
毎
日
雪
が
降
り
つ
づ
き
、
十
二
月
の
待
降
節
に
は
い
れ
ぱ
、
冬
は
間
違
い
な
い
。
十
二
月
（
U
g
①
彗
σ
睾
）

と
は
本
来
古
代
ロ
ー
マ
の
暦
で
十
番
目
の
月
と
い
う
名
で
あ
り
、
昔
は
十
ニ
カ
月
で
な
く
、
十
カ
月
で
一
年
が
終
り
、
現
在
の
三
月

が
新
年
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
最
も
古
い
ド
イ
ツ
の
呼
び
名
は
■
邑
鍔
昌
ぎ
o
亭
（
聖
な
る
月
）
と
い
い
、
の
ち
に
「
キ
リ
ス
ト
の
月
」

（
O
巨
艮
彗
冨
o
蔓
け
）
に
あ
た
る
。
こ
れ
と
な
ら
ぶ
「
冬
の
月
」
（
幸
巨
言
『
昌
昌
津
）
は
、
十
一
月
そ
の
他
の
月
と
区
別
し
て
の
呼
び

名
で
あ
る
。
「
狼
の
月
」
（
峯
◎
豪
昌
昌
箒
）
「
厳
し
い
月
」
（
｝
費
け
昌
昌
算
）
も
同
じ
で
、
あ
ち
こ
ち
に
狼
が
う
ろ
つ
き
、
人
間
を
襲
う

お
そ
ろ
し
季
節
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
「
待
降
節
の
月
」
（
＞
身
①
算
昌
昌
算
）
、
「
ア
ン
ド
レ
ア
ス
の
月
」
（
＞
邑
詰
轟
・

666
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昌
◎
§
け
）
と
も
呼
ぶ
。
と
に
か
く
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
祝
う
夫
き
杜
祭
の
月
で
あ
り
、

間
習
俗
の
上
で
重
要
な
月
で
あ
る
。
十
二
月
の
諺
が
あ
る
。

同
時
に
ゲ
ル
マ
ソ
の
冬
至
の
祭
の
遺
習
な
ど
年

665

十
二
月
は
雪
と
寒
さ
を
も
た
ら
す
が
、
そ
れ
に
応
じ
て
穀
物
を
も
与
え
る
。
㈲

七
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
祭

　
聖
ニ
コ
ラ
ス
は
、
小
ア
ジ
ア
の
、
ミ
ュ
ラ
（
竃
く
量
）
と
い
う
町
の
司
教
で
、
　
二
ー
カ
ィ
ア
の
宗
教
会
議
の
重
要
な
メ
ン
バ
ー
の
一
人

で
あ
っ
た
。
東
方
教
会
（
ギ
リ
シ
ヤ
正
教
）
で
ま
ず
崇
拝
さ
れ
た
聖
者
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
で
は
オ
ッ
ト
ー
二
世
の
后
テ
オ
フ
ァ
ヌ

ウ
（
↓
ぎ
o
冨
§
貢
）
が
九
七
三
年
頃
こ
の
聖
者
崇
拝
の
習
俗
を
も
た
ら
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
は
じ
め
は
教
会
の
共
同
の
守
護
聖
者

と
し
て
一
〇
〇
〇
年
頃
に
ア
ー
ヘ
ン
の
ブ
ル
ト
シ
ヤ
イ
ド
の
修
道
院
に
祀
ら
れ
、
一
〇
二
四
年
頃
、
ケ
ル
ソ
郊
外
の
ブ
ラ
ウ
ヴ
ァ
イ
ラ

ー
に
ニ
コ
ラ
ウ
ス
教
会
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
一
〇
八
七
年
サ
ラ
セ
ン
と
の
戦
い
の
中
で
聖
二
三
フ
ウ
ス
の
骨
は
無
事
バ
リ
ヘ
持
ち
運

ば
れ
た
。
こ
の
頃
か
ら
ギ
リ
シ
ヤ
正
教
に
聖
二
三
フ
ウ
ス
伝
説
が
培
わ
れ
、
民
間
の
崇
拝
が
さ
か
ん
に
な
る
。
ま
ず
第
一
に
こ
の
聖
者

は
学
生
、
生
徒
の
守
護
聖
老
で
あ
っ
た
。
彼
は
学
生
を
死
か
ら
目
覚
し
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
こ
の
聖
老
の
祭
は
十
二
月
五
日
か
六

目
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
古
い
習
俗
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
終
っ
た
あ
と
の
十
二
月
二
十
八
目
で
あ
っ
た
。
学
生
の
中
か
ら
聖

著
に
な
る
者
（
あ
る
い
は
修
遣
院
長
、
首
席
司
祭
）
が
選
ば
れ
た
。
の
ち
に
は
少
年
が
変
装
し
て
そ
の
役
を
演
じ
、
子
供
の
祭
と
な

り
、
ド
イ
ツ
で
は
「
子
供
の
司
教
の
演
劇
」
（
冒
己
彗
巨
ω
o
ぎ
済
岩
邑
）
も
催
さ
れ
る
。

　
、
ミ
ュ
ラ
の
町
に
善
良
で
睦
じ
い
三
人
の
姉
妹
が
い
た
。
良
縁
が
あ
っ
た
が
貧
し
い
た
め
に
結
婚
の
仕
度
が
出
来
ず
、
あ
き
ら
め
よ
う

と
思
い
悩
ん
で
い
る
と
、
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
が
事
情
を
き
い
て
気
の
毒
に
思
い
姉
妹
が
寝
て
い
る
と
き
に
、
こ
っ
そ
り
窓
か
ら
支
度
金
の
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は
い
っ
た
財
布
を
投
げ
込
ん
で
帰
っ
た
。
そ
の
お
蔭
で
姉
娘
は
目
出
度
く
結
婚
出
来
、
幸
福
な
人
生
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
の
娘

も
ま
た
末
娘
の
と
き
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
、
最
後
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
人
は
だ
れ
な
の
か
確
か
め
る
べ
く
、
財
布
を
投
げ

込
む
ぬ
し
の
あ
と
を
追
い
掛
げ
、
司
教
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
神
の
恵
み
と
し
て
三
人
は
心
か
ら
感
謝
し
た
。
こ
の
喀

さ
は
、
・
ニ
ラ
の
町
に
広
く
知
れ
わ
た
っ
た
。
こ
の
二
三
フ
ウ
ス
の
慈
善
の
行
為
は
、
学
生
を
死
か
ら
目
覚
さ
せ
た
行
為
と
と
も
に
、
聖

者
に
た
い
す
る
学
生
の
感
謝
と
模
範
の
祭
と
な
っ
た
。
む
ろ
ん
聖
着
の
残
後
、
そ
の
徳
を
偲
ん
で
、
は
じ
め
修
遣
院
で
若
い
修
遣
僧
た

ち
が
、
後
世
附
属
の
大
学
の
学
生
、
次
第
に
生
徒
、
児
童
が
劇
と
し
て
演
ず
る
よ
う
に
な
る
。
善
行
は
人
に
知
ら
れ
ず
に
為
さ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
信
仰
が
こ
こ
に
あ
る
。
た
れ
か
が
聖
二
三
フ
ウ
ス
に
変
装
し
て
、
彼
の
祭
の
日
に
人
々
に
施
L
を
す
る
。
こ
れ
が
漸
次

一
般
化
し
て
愛
の
施
し
を
行
う
聖
老
と
見
徴
さ
れ
、
や
が
て
子
供
に
恵
み
を
与
え
る
守
護
聖
者
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
崇
拝
が
は
い
っ
て
来
る
と
、
こ
れ
に
別
の
要
素
が
加
わ
っ
た
。
聖
二
三
フ
ウ
ス
は
子

供
の
家
を
訪
ね
る
と
き
、
お
伴
の
ル
プ
レ
ヒ
ト
を
連
れ
て
ゆ
き
、
地
方
に
よ
っ
て
は
そ
の
ほ
か
に
ク
ラ
ム
プ
ス
（
肉
量
旨
葛
）
、
　
ハ
ソ

ス
ム
フ
（
曽
竃
ω
峯
自
寓
）
が
加
わ
る
。
こ
れ
ら
の
お
供
は
一
年
間
子
供
た
ち
が
親
の
い
い
付
げ
を
よ
く
守
っ
た
か
、
悪
い
こ
と
を
し

た
か
、
ス
ー
プ
を
よ
く
飲
ん
だ
か
、
寝
る
前
に
お
祈
り
を
し
た
か
ど
う
か
を
た
ず
ね
、
し
な
か
っ
た
老
に
は
こ
れ
か
ら
は
よ
く
守
る
よ

う
に
命
じ
、
最
後
に
子
供
の
喜
ぶ
お
葉
子
、
果
物
、
文
房
具
、
お
も
ち
ゃ
な
ど
を
与
え
る
。
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
今
目
で
は
恵
み
深
い
聖

者
と
な
っ
て
い
る
が
、
以
前
に
は
お
そ
ろ
し
い
存
在
で
あ
り
、
同
時
に
待
ち
ど
お
L
い
聖
者
で
あ
っ
た
。
昔
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
形
態
は
、

な
ま
は
げ
の
よ
う
に
擢
い
存
在
で
あ
り
、
バ
イ
ユ
ル
ン
地
方
で
は
二
三
フ
ウ
ス
夫
人
（
あ
る
い
は
ベ
ル
ヒ
タ
）
ま
で
登
場
し
て
、
ど
す
ど

す
と
雪
の
夜
更
げ
に
家
々
を
歩
き
ま
わ
っ
て
、
子
供
た
ち
の
肝
を
冷
や
す
の
で
あ
る
。
こ
の
二
三
フ
ウ
ス
の
祭
の
夜
、
犬
体
三
、
四
歳

か
ら
七
、
八
歳
位
ま
で
の
子
供
の
い
る
家
を
あ
ら
か
じ
め
両
親
の
申
出
に
よ
っ
て
予
定
し
、
大
き
な
プ
レ
ゼ
ソ
ト
の
袋
を
お
供
の
ル
プ

レ
ヒ
ト
に
背
負
わ
せ
て
、
家
毎
に
訪
問
し
、
幼
児
な
ど
の
し
た
い
た
ず
ら
や
悪
い
こ
と
、
駿
げ
な
ど
に
つ
い
て
メ
モ
帳
を
持
ち
、
叱
っ

664
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た
り
、
さ
と
し
た
り
し
た
の
ち
に
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
与
え
、
や
が
て
近
付
く
ク
リ
ス
マ
ス
の
祝
福
を
行
う
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
子
供
の

欲
L
が
る
お
も
ち
ゃ
を
無
暗
み
に
与
え
る
の
で
は
な
い
。

　
一
五
三
五
年
宗
教
改
革
後
、
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
か
ら
の
子
供
へ
の
贈
物
の
習
俗
は
な
く
な
り
、
聖
な
る
キ
リ
ス
ト
が
贈
り
主
と
な
り
、

幼
児
キ
リ
ス
ト
の
祝
い
と
ク
リ
ス
マ
ス
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
結
び
付
き
、
聖
二
三
フ
ウ
ス
は
子
供
た
ち
に
キ
リ
ス
ト
か
ら
の
贈
物
を
運
ぶ

た
ん
な
る
運
搬
人
と
放
る
。
こ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
げ
る
変
化
で
あ
り
、
赤
い
帽
子
、
赤
い
マ
ソ
ト
．
長
靴
を
は
い
た
白
い

髪
の
好
々
爺
の
サ
ソ
タ
ク
ロ
ー
ス
は
そ
の
所
産
で
あ
り
、
こ
の
呼
名
は
オ
ラ
ン
ダ
方
面
か
ら
拡
が
り
、
北
米
犬
陸
か
ら
ヨ
ー
ロ
ツ
バ

ヘ
逆
輸
入
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
聖
二
三
フ
ウ
ス
と
従
者
ル
プ
レ
ヒ
ト
は
「
ク
リ
ス
マ
ス
爺
さ
ん
」
（
峯
Φ
旨
墨
9
雰
昌
竃
づ
）

と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
北
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
ゆ
く
と
こ
の
ク
リ
ス
マ
ス
爺
さ
ん
も
「
ユ
ル
ト
ム
テ
」
（
旨
写
◎
冒
箒
）
と
い
っ
て
一

種
の
民
間
信
仰
の
奇
怪
な
存
在
、
精
霊
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
た
る
。
し
か
し
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
「
ユ
ル
ク
ラ
ツ
ブ
」
（
旨
麦
岩
O
）

の
習
俗
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
晩
に
主
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
が
た
れ
に
も
知
れ
ぬ
よ
う
に
人
を
喜
ば
せ
る
贈
物
を

送
る
と
い
う
行
為
を
受
け
つ
い
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
晩
、
贈
物
を
「
ユ
ル
ク
ラ
ツ
プ
」
と
い
っ
て
窓
か
ら
投
げ
込

む
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
で
は
親
し
い
友
達
、
恋
人
、
婚
約
者
へ
こ
っ
そ
り
プ
レ
ゼ
ソ
ト
す
る
習
俗
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
キ
リ
ス
ト

教
の
徳
高
き
聖
者
が
子
供
の
守
護
聖
者
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
従
者
に
ゲ
ル
マ
ン
人
に
と
っ
て
音
か
ら
身
近
か
な
自
然
の
精
霊
や
神

性
を
か
な
ら
ず
添
え
る
と
い
う
風
に
変
化
適
応
し
て
ゆ
く
こ
と
も
注
目
す
べ
き
現
象
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
（
本
論
稿
に
お
い

て
は
、
聖
バ
ル
バ
ラ
、
聖
ト
マ
ス
の
祭
、
す
な
わ
ち
ク
リ
ス
マ
ス
前
の
習
俗
に
つ
い
て
は
か
つ
て
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ク
リ
ス
マ

ス
だ
け
で
優
に
本
論
稿
の
枚
数
を
越
え
る
内
容
と
た
る
の
で
別
個
に
論
述
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
ゲ
ル
マ
ソ
古
習
俗
に
関
係
深
い

も
の
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
）
。

663
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八
　
十
二
夜
（
懐
し
夜
）

　
十
二
夜
（
N
冬
蟹
ま
ぎ
葦
①
）
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
と
と
も
に
や
っ
て
来
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
十
二
月
二
十
五
目
か
ら

一
月
六
目
ま
で
を
い
う
。
太
陽
年
の
三
六
六
日
と
古
い
太
陰
年
（
月
暦
）
の
三
五
四
日
を
差
引
く
と
十
二
夜
（
日
）
が
あ
り
、
日
時
の

調
整
と
し
て
こ
の
十
二
夜
が
生
れ
た
と
い
う
説
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
十
二
夜
は
ど
ち
ら
に
も
属
さ
ぬ
日
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
日
は
一
律
に
決
っ
て
い
た
わ
げ
で
は
な
く
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
前
で
あ
る
と
か
、
後
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い

は
一
月
の
半
ぼ
頃
と
か
地
方
に
よ
り
時
代
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
地
方
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
地
方
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
よ

り
三
王
礼
拝
の
間
と
し
、
シ
ュ
レ
ジ
ヤ
地
方
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
に
な
る
前
の
十
二
日
間
を
当
て
、
フ
ラ
ソ
ケ
ン
地
方
や
メ
ク
レ
ン
ブ
ル

ク
地
方
で
は
、
新
年
を
迎
え
て
の
ち
の
寒
さ
の
き
び
し
い
頃
を
十
二
夜
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
異
っ
て
い
る
の
は
、
元
来
キ
リ
ス

ト
教
が
宣
教
さ
れ
る
前
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
ゲ
ル
マ
ン
の
古
い
信
仰
習
俗
の
名
残
り
が
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
と
な
っ
て
残
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
十
二
夜
よ
り
も
童
ず
「
癬
し
夜
」
（
肉
婁
O
ぎ
ぎ
奪
Φ
）
か
ら
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
家
庭
で
は
、
草
や
薪
を
爆
し
て
潔
め
る
こ
と
を
よ
く
行
う
が
、
乳
香
没
薬
を
焚
く
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
昔
は
高
価
な
も
の
ゆ
え
、
庶
民
の
間
で
は
普
通
の
薪
や
石
炭
、
あ
る
い
は
山
野
で
採
集
で
き
る
ヨ
モ
ギ
な
ど
の
薬
草
を
い
ぶ
す

こ
と
が
多
い
。
と
く
に
大
き
な
祭
に
は
そ
の
前
の
晩
（
土
曜
日
）
に
お
こ
な
う
。
も
ち
ろ
ん
、
爆
す
だ
げ
で
な
く
家
の
中
を
大
掃
除
す

る
。
こ
の
爆
夜
は
「
き
よ
め
夜
」
（
厚
⑦
ぎ
ぎ
9
①
）
、
「
黒
く
煤
け
た
夜
」
（
ω
9
峯
胃
彗
ぎ
葦
①
）
と
も
呼
ぶ
。
聖
ト
マ
ス
、
聖
ニ
コ
ラ

ウ
祭
、
ク
リ
ス
マ
ス
、
三
王
礼
捧
祭
、
謝
肉
祭
、
ヴ
ァ
ル
ブ
ル
ギ
ス
祭
、
フ
ー
ベ
ル
タ
ス
祭
、
聖
ル
プ
レ
ヒ
ト
祭
等
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の

潔
め
の
祭
と
な
っ
て
い
る
。
ウ
ソ
タ
ー
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
十
二
月
十
三
目
「
ル
ー
ツ
ィ
ア
の
祭
」
（
－
旨
甘
彗
暮
o
薫
）
の
夜
に
そ
の

年
の
復
活
祭
の
土
曜
目
に
燃
し
た
薪
や
石
炭
を
家
の
主
婦
が
嬢
す
。
こ
れ
を
「
ユ
ダ
の
石
炭
」
（
冒
皆
寿
◎
巨
①
）
と
か
、
薪
と
か
呼
ん
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で
い
る
。
こ
の
間
中
、
家
中
の
何
人
も
通
気
孔
や
窓
を
開
け
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
般
に
煩
夜
の
夕
方
に
は
、
司
祭
、

家
主
、
家
婦
は
家
の
す
べ
て
の
部
屋
を
ヨ
モ
ギ
そ
の
他
の
薬
草
や
乳
香
没
薬
で
嬢
す
。
家
畜
小
屋
、
犬
小
屋
な
ど
も
同
じ
よ
う
に
擦
し
、

聖
水
を
ふ
り
か
け
て
潔
め
、
魔
女
、
悪
霊
を
追
い
出
す
祈
り
が
唱
え
ら
れ
る
。
地
方
に
よ
っ
て
は
十
二
月
二
十
一
日
の
聖
ト
マ
ス
祭
、

ク
リ
ス
マ
ス
、
大
晦
目
、
三
王
礼
拝
祭
の
前
の
晩
に
嬢
し
を
お
こ
な
う
こ
と
に
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ピ
ソ
ツ
ガ
ウ
（
勺
ぎ
．

潟
婁
）
附
近
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
前
の
第
三
木
曜
日
に
若
者
た
ち
は
ペ
ル
ヒ
タ
（
霊
『
g
＄
）
や
魔
女
に
変
装
し
て
騒
ぎ
、
そ
れ
を
癬
し

て
追
い
出
す
と
い
う
行
事
を
お
こ
た
う
。

　
こ
の
季
節
に
暴
れ
廻
り
騒
ぎ
歩
く
の
は
、
ペ
ル
ヒ
タ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
十
二
夜
の
頃
に
は
、
雪
や
嵐
が
吹
き
荒
れ
、
全
ヨ
ー
ロ

ヅ
パ
に
妖
怪
が
跳
梁
政
層
す
る
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
は
ゲ
ル
マ
ン
の
民
間
信
仰
に
基
い
て
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
雪
嵐
、
風

の
吹
き
荒
れ
る
夜
主
神
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
（
幸
o
麸
自
）
、
あ
る
い
は
魔
王
は
春
属
の
魔
の
狩
人
（
事
星
、
－
、
o
冒
o
）
た
ち
を
ひ
き
つ
れ
て
大

空
を
駆
け
、
不
気
味
な
音
を
立
て
る
の
で
戸
や
窓
は
固
く
閉
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
魔
群
が
家
に
飛
び
込
ん
で
く
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
魔
王
の
軍
勢
に
は
首
の
た
い
騎
士
、
あ
る
い
は
首
を
持
っ
て
駆
げ
る
白
馬
の
騎
士
、
鼻
の
曲
っ
た
ペ
ル
ヒ
タ
、
ホ
レ
婆
さ
ん
な
ど

の
魔
女
・
牙
を
む
い
た
毛
む
く
じ
ゃ
ら
の
怪
物
、
痩
せ
細
っ
た
蜘
蛛
の
よ
う
な
足
の
長
い
精
霊
、
鴉
や
豚
、
熊
や
狼
、
野
ね
ず
み
、
も

ぐ
ら
、
桑
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
、
蛇
、
む
か
で
、
さ
ん
し
ょ
う
魚
、
蠣
輻
な
ど
が
押
し
寄
せ
て
わ
め
き
散
ら
し
て
通
っ
て
ゆ
く
。
悪
業
を
重

ね
た
末
、
つ
い
に
狼
と
化
し
た
「
人
狼
」
（
幸
實
婁
◎
旨
①
）
も
暴
れ
、
真
物
の
狼
十
二
匹
も
あ
ら
わ
れ
る
。
恐
ろ
し
い
魔
群
で
は
あ
る

が
、
こ
の
十
二
夜
の
頃
に
、
暴
れ
て
く
れ
れ
ば
く
れ
る
ほ
ど
、
春
に
な
っ
て
か
ら
も
の
が
よ
く
実
り
、
豊
作
で
あ
る
と
い
っ
て
宣
目
ぶ
地

方
も
あ
る
。
恐
る
べ
き
魔
群
や
精
霊
た
ち
に
た
い
し
人
間
は
た
だ
じ
っ
と
し
て
い
る
だ
げ
で
は
た
く
、
対
抗
し
て
さ
ら
に
恐
ろ
し
い
奇

怪
な
仮
面
や
服
装
を
つ
げ
て
若
老
た
ち
が
叫
び
声
を
あ
げ
て
騒
い
で
町
の
通
り
を
歩
い
て
ゆ
く
。
美
味
し
い
御
馳
走
で
も
て
な
L
て
く

れ
る
よ
う
に
家
々
に
押
し
入
る
習
俗
が
あ
る
。
こ
の
仮
面
は
春
の
フ
ア
ス
ナ
ハ
ト
に
似
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
習
俗
は
本
来
人
間
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班

に
害
を
及
ぼ
す
魔
女
や
精
霊
を
制
圧
し
、
駆
逐
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
仮
面
、
仮
装
し
た
若
者
た
ち
は
、
嵐
の
よ
う
に
畑
を
踊
っ

た
り
駆
け
た
り
す
る
。
そ
れ
は
畑
に
地
カ
を
つ
げ
、
豊
饒
に
す
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た
同
じ
魔
女
や
精
霊
で
も
人
間
に
と
っ
て
味
方

す
る
良
き
存
在
も
い
る
。
良
き
精
霊
が
悪
い
精
霊
を
制
圧
す
る
た
め
の
行
事
を
お
こ
な
う
。
白
馬
の
騎
士
や
白
布
で
顔
を
か
く
し
た
繕

の
霊
若
者
が
家
に
は
い
っ
て
来
て
、
踊
っ
た
り
暴
れ
た
り
し
た
あ
と
、
魔
女
の
ホ
レ
婆
さ
ん
や
ペ
ル
ヒ
タ
た
ど
の
仮
面
を
つ
げ
た
魔
群

を
追
い
出
し
、
追
い
散
ら
す
こ
と
も
や
る
。

　
ゲ
ル
マ
ン
の
信
仰
に
よ
れ
ば
、
冬
と
夏
の
二
季
に
死
老
の
霊
や
祖
先
の
霊
が
生
れ
故
郷
の
家
に
帰
っ
て
来
る
と
い
い
伝
え
、
と
く
に

こ
の
十
二
夜
の
お
こ
な
わ
れ
る
冬
至
の
頃
に
家
を
訪
れ
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
や
は
り
子
孫
に
豊
饒
と
恵
み
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
、

こ
れ
を
大
切
に
も
て
な
す
よ
う
に
努
め
る
行
事
で
も
あ
る
。
火
を
焚
き
、
騰
燭
を
と
も
し
、
故
人
の
生
前
好
き
で
あ
っ
た
飲
み
も
の
、

食
べ
も
の
を
と
と
の
え
る
。
こ
の
死
者
の
霊
、
祖
霊
は
家
族
が
迎
え
る
の
で
は
な
く
、
霊
た
ち
の
方
か
ら
訪
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
家

の
守
護
霊
と
も
な
る
存
在
で
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ソ
の
習
俗
に
は
、
こ
の
死
者
の
霊
の
送
迎
の
信
仰
が
、
は
じ
め
冬
と
夏
の
二
季
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
な
ぜ
か
冬
の
方
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
こ
へ
行
事
が
移
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い

て
は
、
次
の
「
新
年
、
年
の
は
じ
ま
り
」
で
も
詳
し
く
ふ
れ
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
た
だ
し
今
日
広
く
知
ら
れ
て
い
る
習
俗
が

イ
ン
河
地
方
（
ド
ナ
ウ
の
支
流
）
の
山
間
部
に
残
っ
て
い
て
、
白
布
で
顔
を
お
お
い
、
白
衣
に
身
を
包
ん
だ
死
者
に
仮
装
し
た
村
の
若

者
た
ち
が
、
ど
こ
の
家
に
で
も
遠
慮
会
釈
な
く
は
い
っ
て
来
て
、
テ
ー
ブ
ル
に
傑
え
て
あ
る
ワ
イ
ソ
や
す
ぐ
り
酒
を
欽
み
、
御
馳
走
を

食
べ
、
も
て
な
す
人
々
が
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
や
ヴ
ァ
ィ
オ
リ
ソ
を
弾
い
て
歌
い
、
仮
装
の
若
老
た
ち
も
一
」
れ
に
合
せ
て
踊
り
、
ま
た
元

の
よ
う
に
威
儀
を
正
し
て
出
て
ゆ
き
、
雪
深
い
家
を
一
軒
一
軒
訪
ね
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
死
者
や
祖
先
の
霊
の

訪
問
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
習
俗
化
し
た
行
事
の
名
残
り
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
霊
た
ち
の
祝
福
と
加
護
を
祈
る
の
で
あ
る
。

　
べ
ー
メ
ソ
地
方
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
前
の
十
二
日
問
に
ひ
ど
く
激
し
い
風
が
吹
く
の
で
こ
れ
を
「
風
の
花
嫁
」
（
オ
巨
～
ぴ
轟
暮
）
と
呼
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ん
で
い
る
。
こ
う
い
う
呼
び
名
も
デ
ー
モ
ソ
を
お
そ
れ
敬
ま
っ
て
た
だ
め
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
土
地
の
人
々
は
好
ま
し
か
ら
ぬ

こ
の
花
嫁
を
追
い
払
う
た
め
に
、
燃
え
て
い
る
ス
ト
ー
ブ
に
林
檎
や
く
る
み
を
投
げ
込
ん
だ
り
、
鞭
を
ぴ
し
ぴ
し
鳴
ら
し
た
り
す
る
。

ペ
ル
ヒ
タ
、
ホ
レ
以
外
に
地
方
毎
に
さ
ま
ざ
ま
注
名
で
呼
ば
れ
る
魔
女
が
、
こ
の
時
期
に
は
あ
ち
こ
ち
を
歩
き
ま
わ
り
、
し
わ
だ
ら
け

の
醜
い
婆
さ
ん
に
な
っ
た
り
、
鳥
の
よ
う
に
飛
ん
だ
り
、
長
い
鼻
の
怪
物
に
化
げ
た
り
し
て
糸
を
紡
ぐ
女
た
ち
を
ね
ら
う
。
こ
の
時
期

に
は
亜
麻
を
紡
い
だ
り
、
破
っ
た
り
し
て
は
な
ら
ぬ
。
奇
妙
な
動
物
を
見
か
け
た
ら
、
信
用
し
て
は
な
ら
ぬ
。
と
ん
で
も
な
い
と
－
」
ろ

へ
連
れ
て
ゆ
か
れ
た
り
、
気
が
ふ
れ
た
り
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
頃
の
ネ
ズ
ミ
や
カ
エ
ル
な
ど
は
み
な
魔
女
の
化
け
た
も
の
で
、
こ
れ
を

防
ぐ
に
は
手
に
三
つ
十
字
の
印
を
書
き
付
け
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
大
自
然
の
冬
の
威
嚇
と
危
険
を
防
ぎ
鎮
め
る

方
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
来
十
二
夜
は
静
寂
と
沈
黙
の
慎
し
み
の
時
期
で
あ
る
。
家
の
内
外
を
掃
き
き
よ
め
た
の
ち
、
家
の
者
は

み
な
挙
作
動
作
す
べ
て
静
か
に
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
咳
が
出
た
ら
、
砥
石
の
と
こ
ろ
へ
い
っ
て
せ
よ
と
も
い
い
、
幼
児
が
寝
つ
か

れ
ぬ
と
き
は
、
母
親
の
腹
の
と
こ
ろ
へ
か
く
す
よ
う
に
し
て
眠
ら
せ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
い
と
魔
群
に
す
き
を
与
え
る
こ
と
に

な
る
。
部
屋
で
薬
章
な
ど
を
燥
し
た
の
ち
に
は
、
魔
除
げ
の
蹄
鉄
や
十
字
架
を
都
屋
ご
と
に
打
ち
つ
け
、
さ
ら
に
小
弓
で
矢
を
射
た
り
、

鞭
を
な
ら
し
て
魔
女
を
退
散
さ
せ
る
。
こ
の
十
二
夜
の
頃
、
掃
除
し
て
出
た
慶
挨
、
芥
な
ど
を
家
の
門
の
前
に
放
り
出
し
た
ま
ま
に
し

て
は
た
ら
ぬ
。
家
畜
小
屋
も
同
じ
く
家
畜
の
糞
尿
を
外
に
出
し
た
ま
ま
に
し
て
は
な
ら
ぬ
。
朝
早
く
か
ら
口
笛
を
吹
い
て
は
な
ら
ぬ
。

高
声
で
歌
な
ど
歌
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
も
し
定
め
ら
れ
た
禁
忌
を
守
ら
ぬ
場
合
は
、
ヵ
エ
ル
、
ガ
マ
、
ネ
ズ
ミ
、
モ
グ
ラ
、
悪
い
姦
な
ど

が
家
に
は
い
り
込
み
、
き
の
こ
が
生
え
て
不
幸
が
や
っ
て
来
る
と
い
い
伝
え
る
。
シ
ュ
レ
ジ
ヤ
地
方
の
水
章
小
屋
の
主
人
は
、
「
水
の

精
霊
」
（
事
轟
8
轟
9
9
9
）
や
水
死
者
の
た
め
に
川
へ
食
物
を
投
げ
て
慰
め
、
ヘ
ク
セ
ソ
た
ち
が
悪
戯
を
し
な
い
よ
う
に
と
燃
え
木

を
井
戸
の
中
へ
投
げ
込
む
。

　
こ
の
よ
う
な
慎
し
み
は
宗
教
の
基
礎
的
態
度
で
宗
教
の
語
義
は
聖
た
る
も
の
か
ら
分
離
し
た
人
聞
が
、
再
び
繕
合
す
る
こ
と
、
聖
な
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る
も
の
を
回
復
す
る
意
味
だ
と
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
が
、
他
方
ギ
リ
シ
ヤ
語
に
は
聖
な
る
も
の
に
た
い
し
「
慎
し
み
」
（
富
－
厨
ざ
）

お
そ
れ
る
意
味
が
あ
る
・
」
と
を
想
起
さ
せ
る
。
む
ろ
ん
十
二
夜
（
燥
し
夜
）
は
お
そ
れ
や
戦
操
ば
か
り
で
な
く
、
祝
福
も
あ
る
。
靭
を

馬
車
馬
か
ら
は
ず
し
て
こ
の
時
期
に
目
光
に
当
て
て
や
る
と
、
翌
年
馬
も
元
気
で
よ
く
車
を
ひ
く
と
い
わ
れ
、
果
物
の
な
る
木
や
果
樹

園
は
こ
の
頃
の
激
し
い
嵐
で
枝
を
打
ち
合
う
と
沢
山
実
る
と
い
っ
て
よ
ろ
こ
ぶ
。
さ
き
に
亜
麻
な
ど
を
紡
い
で
は
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
が
、

反
対
に
こ
の
時
期
に
紡
い
だ
亜
麻
は
ひ
じ
ょ
う
に
丈
夫
で
あ
り
、
魔
女
な
ど
の
誘
惑
か
ら
人
間
を
守
っ
て
く
れ
る
と
も
い
う
。
よ
き
精

霊
の
一
つ
に
「
火
の
精
」
（
黒
幕
『
旨
ぎ
竃
『
）
が
こ
の
冬
の
夜
に
は
現
わ
れ
、
互
い
に
闘
っ
た
り
、
踊
っ
た
り
し
て
部
屋
を
暖
め
て
く

れ
る
。
こ
の
時
期
に
は
家
の
守
護
霊
の
小
人
が
現
わ
れ
る
の
で
、
よ
く
も
て
な
す
と
祝
福
を
受
け
る
と
も
い
う
。
コ
ヅ
ペ
リ
ア
キ
の
作

品
に
「
火
の
踊
り
」
と
い
う
舞
曲
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
曲
の
発
想
は
音
楽
家
の
着
想
と
い
う
よ
り
、
長
い
聞
の
民
聞
習
俗
の
申
で

培
わ
れ
た
火
へ
の
観
想
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

九
　
冬
至
の
習
俗
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な
ぜ
燥
し
夜
、
十
二
夜
が
各
地
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
キ
リ
ス
ト
誕
生
の
祭
の
ク
リ
ス
マ
ス
が
太
陽
の
再
生
す

る
冬
至
の
祭
の
日
に
行
う
よ
う
に
た
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
冬
至
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
年
問
で
日
が
一
番
短

か
い
日
で
、
夏
の
夏
至
が
一
番
長
い
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
最
短
の
こ
の
日
を
極
点
と
し
て
、
そ
れ
以
後
は
貿
に
は
見
え
な
い
が
、
日

脚
は
延
び
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
真
冬
ス
カ
ソ
ヂ
ナ
ヴ
4
ア
の
国
を
訪
れ
た
人
恋
ら
ぽ
実
感
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
太
陽
が
出
て
く
る

の
は
よ
う
や
く
十
蒔
頃
で
あ
り
、
三
時
頃
に
は
も
う
日
が
沈
ん
で
し
ま
う
。
し
か
も
連
日
雪
が
降
り
つ
づ
き
こ
の
世
界
か
ら
太
陽
が
消

減
し
た
よ
う
な
暗
さ
で
あ
る
。
北
欧
神
話
に
よ
れ
ぱ
、
悪
い
狼
（
悪
魔
）
が
太
陽
を
食
べ
つ
く
さ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
食
べ
つ
く
し
た
と
思
っ
た
途
端
、
新
し
い
生
命
と
光
を
も
つ
太
陽
が
生
れ
出
て
く
る
。
真
冬
の
暗
く
て
寒
い
さ
中
で
は
あ
る
が
、
ノ
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以

ル
マ
ン
人
や
ゲ
ル
マ
ン
人
に
と
っ
て
冬
至
の
祭
は
重
要
な
祭
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
エ
ジ
ブ
ト
、
シ
リ
ヤ
、
ギ
リ
シ
ヤ
、
ロ
ー
マ

に
お
い
て
も
「
無
敵
の
太
陽
」
（
ω
O
－
H
暑
軍
瘍
）
は
、
こ
の
冬
至
の
極
点
で
よ
み
が
え
り
、
新
し
い
力
を
得
る
と
考
え
る
。
カ
と
は
古

代
で
は
霊
の
力
で
あ
る
。
イ
ラ
ソ
の
、
ミ
ト
ラ
ス
信
仰
も
同
じ
で
す
べ
て
太
陽
神
の
信
仰
で
は
、
太
陽
の
誕
生
、
乃
至
は
再
生
を
祝
う
最

大
の
祭
は
こ
の
冬
至
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
て
一
年
の
開
始
と
見
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
こ
の
十
二
月
二
十
五
日
の
太
陽
神
誕
生
の
冬
至
の

日
に
信
仰
の
太
陽
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
と
一
致
さ
せ
た
の
は
、
ほ
ぽ
四
世
紀
頃
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
日
は
、

公
顕
節
（
固
宮
o
げ
彗
武
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
が
ヨ
ル
ダ
ン
川
で
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
か
ら
洗
礼
を
受
け
、
聖
書
に
よ

れ
ば
鳩
の
ご
と
く
聖
霊
が
下
っ
た
と
き
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
精
神
的
誕
生
と
し
て
祝
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
宗
教
的
意
味
か
ら
い
っ
て

十
分
納
得
の
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
洗
礼
の
目
は
、
一
月
六
日
で
あ
り
、
今
目
で
も
ア
ル
ブ
ス
山
地
そ
の
他
で
も
農
民
暦
は
、
一
月

六
目
を
年
の
開
始
の
日
（
新
年
）
と
L
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ヨ
ル
ダ
ソ
川
の
キ
リ
ス
ト
の
洗
礼
を
も
っ
て
宗
教
的
誕
生
と
し
て
い

た
が
、
十
二
月
二
十
五
目
を
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
の
日
と
し
て
定
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
三
五
年
頃
、
ロ
ー
マ
の
司
教
た
ち
は
一
年
の

開
始
、
新
年
の
始
め
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
う
か
が
わ
れ
る
。
や
が
て
太
陽
暦
の
採
用
と
と
も
に
二
十
五
日
か
ら
一
月
三
日
ま
で
を

新
年
の
祭
を
も
含
め
て
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
祝
い
と
な
っ
た
。
・
」
れ
で
冬
至
と
新
年
の
食
い
違
い
の
間
題
も
解
決
さ
れ
た
。
太
陽
神
崇
拝

が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
帝
国
の
圏
内
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
を
太
陽
神
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
陽
崇
拝
の
異
教
徒
の

包
摂
が
迅
速
に
お
こ
た
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
同
一
性
の
提
起
は
、
等
価
性
で
は
恋
く
、
包
摂
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
歴
史
が
示
す

論
理
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
誕
生
の
祭
が
ゲ
ル
マ
ン
の
古
い
冬
至
の
祭
と
一
致
さ
せ
た
の
で
古
く
か
ら
あ
る
悪
魔
精
霊
を
追
い
出
し
た
り
、
潔
め
た
り

す
る
古
い
習
俗
が
前
後
に
分
断
さ
れ
、
ク
リ
ス
マ
ス
前
に
お
こ
放
っ
て
新
し
い
気
分
で
ク
リ
ス
マ
ス
を
迎
え
る
と
か
、
ク
リ
ス
マ
ス
以

後
に
改
め
て
残
さ
れ
る
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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十
　
ヤ

ヌ
ス
の
月

　
一
月
（
盲
昌
胃
）
は
、
ロ
ー
マ
の
ヤ
ヌ
ス
（
旨
ε
ω
）
の
神
に
も
と
づ
い
て
、
ヌ
マ
・
ポ
ン
ピ
リ
ウ
ス
（
2
口
冒
四
～
o
旨
り
旨
易
）
が

一
カ
年
の
冒
頭
の
月
と
定
め
た
。
ロ
ー
マ
の
古
い
暦
で
は
「
マ
ル
ス
の
月
」
（
竃
賢
ω
）
と
呼
ぶ
現
在
の
「
三
月
」
（
竃
等
ぶ
峯
胃
争
）

が
当
時
の
一
月
（
正
月
）
で
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ソ
に
お
い
て
は
、
十
二
月
同
様
こ
の
月
も
冬
月
（
考
弐
8
H
旨
o
墨
け
）
ブ
レ
ス
ラ
ウ
暦
で

は
「
狼
月
」
（
ミ
O
罵
旨
昌
9
）
と
も
い
い
、
「
厳
し
い
月
」
（
籟
彗
け
昌
冒
黒
）
と
も
い
う
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
「
厳
し
い
寒
さ
の
月
」

（
プ
弩
箒
轟
－
8
冒
昌
津
）
の
意
味
で
あ
る
。
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ヤ
地
方
で
は
「
ト
ウ
ー
ル
の
月
」
（
弓
げ
◎
H
昌
ぎ
ぎ
）
と
い
う
。
「
ト

ウ
ー
ル
の
神
が
再
誕
す
る
月
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
名
も
原
始
ゲ
ル
マ
ン
の
面
影
を
伝
え
て
い
る
呼
名
で
あ
る
。
古
代
ロ
ー
マ
で
は

ヤ
ヌ
ス
の
月
に
な
る
と
鹿
、
牛
そ
の
他
の
皮
を
か
む
り
、
道
化
、
仮
装
の
踊
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
恰
も
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の

カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
（
フ
ァ
ス
ナ
ツ
ト
）
の
祭
に
近
似
し
て
い
る
。
こ
れ
は
時
の
政
府
が
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
月
に
は
星
が
多
く
な
り
、

鶏
が
よ
く
卵
を
産
む
よ
う
に
な
り
、

日
足
が
廷
び
、

冬
は
去
っ
て
ゆ
く
。
ω

25

　
「
年
」
（
－
彗
二
8
旨
～
一
｝
①
胃
）
に
つ
い
て
の
根
本
観
念
は
、
春
の
再
来
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
現
今
の
太
陽
年
を
は
じ
め
ゲ
ル

マ
ン
人
は
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
の
ち
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
の
影
響
を
受
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
摂
り
入
れ
る
よ
う
に
底
る
が
、
現
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実
に
は
月
暦
を
も
併
用
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
暦
は
こ
れ
ら
双
方
を
調
和
さ
せ
る
よ
う
に
務
め
て
き
た
。
ど
こ
の
文
化
圏
で
も
き
れ

い
に
割
り
切
れ
る
暦
は
な
い
。

　
い
っ
た
い
年
の
開
始
点
を
い
つ
か
ら
定
め
る
か
は
、
諾
民
族
、
諸
文
化
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
プ
レ
イ
ア
デ
ス
星
団
が
空
に

現
わ
れ
る
と
と
も
に
新
年
と
す
る
の
は
セ
ム
、
ハ
ム
民
族
で
あ
り
、
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
の
天
文
学
は
春
が
新
年
と
定
め
て
い
る
が
、
ユ
ダ
ヤ

教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
た
ど
で
は
秋
が
新
年
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
す
で
に
の
べ
た
ケ
ル
ト
人
は
十
月
一
日
を
新
年
と
し
て
い
た
。
歴
史
時

代
に
な
っ
て
ゲ
ル
マ
ソ
人
た
ち
は
、
十
月
十
四
日
頃
、
さ
ら
に
十
一
月
十
一
日
の
マ
ル
チ
ソ
祭
を
以
て
冬
と
し
、
同
時
に
こ
れ
を
新
年

と
し
た
こ
と
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
は
じ
め
キ
リ
ス
ト
洗
礼
の
日
の
一
月
六
日
を
新
年
と
し
て
い
た
。
ア
ル
プ
ス
地
方
の
農
民
暦

の
中
に
は
現
在
で
も
一
月
六
目
を
新
年
と
し
て
生
活
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
太
陽
神
の
誕
生
を
祝
い
、
イ
ラ
ソ
の
、
、
、
ト
ラ
ス
信
仰

で
は
十
二
月
二
十
五
目
の
冬
至
の
祭
が
あ
る
こ
と
、
四
世
紀
に
は
キ
リ
ス
ト
誕
生
目
が
十
二
月
二
十
五
目
と
な
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に

ふ
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
新
年
を
ア
ド
ヴ
ェ
ソ
ト
ス
と
し
た
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
と
し
た
り
動
揺
が
絶
え
た
か
っ
た
。
ユ
リ
ア
ノ

ス
暦
に
お
い
て
一
月
一
目
が
新
年
の
始
ま
り
と
決
定
さ
れ
、
ク
リ
ス
マ
ス
は
そ
の
一
週
間
前
に
祝
う
こ
と
に
愈
る
。
さ
ら
に
一
六
九
一

年
教
皇
イ
ノ
ケ
ソ
ト
十
二
世
が
年
の
新
旧
交
代
を
一
月
一
日
と
確
定
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ー
ル
大
帝
の
治
世
の

頃
は
、
同
ー
マ
の
暦
と
キ
リ
ス
ト
教
と
か
混
り
合
い
、
三
月
二
五
日
を
新
年
の
始
ま
り
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
マ
リ
ア
の
受
胎
告
知
を

も
っ
て
こ
の
世
界
の
救
い
の
始
ま
り
と
解
し
た
時
期
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
と
別
個
に
新
年
開
始
の
一
月
一
日
に
特
別
な
祝
い
の
行
事
を
お
こ
な
う
と
こ
ろ
は
、
ま
だ
多
い
。
下
部
オ
ー
ス

ト
リ
ア
地
方
の
マ
ソ
ク
（
竃
竃
〆
）
で
は
、
こ
の
大
晦
目
の
夜
、
火
を
消
し
て
暗
闇
に
し
て
お
き
、
十
二
時
に
な
る
と
と
も
に
火
や

明
り
を
と
も
し
、
教
会
は
一
斉
に
鐘
を
鳴
ら
し
て
そ
の
年
の
豊
饒
を
祈
る
。
イ
ー
ゼ
ル
ゲ
ビ
ル
ゲ
（
尿
①
厨
①
巨
擾
①
）
で
は
、
新
年
に

な
る
と
三
〇
分
間
、
家
毎
に
窓
や
扉
を
す
べ
て
閉
め
、
嚢
の
戸
口
だ
げ
を
開
げ
て
そ
こ
か
ら
祝
福
が
は
い
っ
て
く
る
よ
う
に
す
る
と
い
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う
。
ア
ン
ナ
ベ
ル
ク
（
＞
b
§
冨
握
）
で
は
大
晦
日
の
鐘
が
鳴
り
は
じ
め
る
と
、
家
族
は
集
っ
て
大
き
な
一
つ
の
グ
ラ
ス
を
飲
み
合
い
、

最
後
に
窓
に
投
げ
つ
げ
て
こ
な
ご
な
に
砕
き
靴
で
踏
み
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
。
教
会
の
鐘
が
明
る
く
は
っ
き
り
聞
え
れ
ば
そ
の
年
は
幸
福

が
多
い
と
い
い
、
そ
の
反
対
の
場
合
は
不
幸
や
災
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
。
こ
れ
は
洋
の
東
西
を
間
わ
ず
行
わ
れ
る
予

兆
・
予
祝
の
一
形
態
で
あ
る
。
さ
ら
に
新
年
が
も
つ
重
要
な
行
事
は
、
死
者
が
帰
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
年
の
最
後
大
晦

日
に
エ
ル
ツ
ゲ
ビ
ル
ゲ
（
胃
娼
①
巨
擾
①
）
の
住
民
た
ち
は
、
帰
っ
て
く
る
死
老
た
ち
の
た
め
に
食
事
を
テ
ー
ブ
ル
に
供
え
、
席
を
設

け
て
お
く
。
故
人
の
生
前
の
好
物
を
わ
ざ
わ
ざ
作
っ
て
お
く
。
エ
ソ
メ
ン
タ
ー
ル
（
向
昌
昌
g
冨
－
）
で
は
、
家
の
守
護
霊
と
た
っ
て
も

ら
う
た
め
に
死
者
た
ち
の
ナ
イ
フ
、
フ
ォ
ー
ク
を
き
ち
ん
と
揃
え
、
昔
の
ま
ま
の
型
の
パ
ン
を
焼
い
て
な
ら
べ
る
。
東
プ
ロ
イ
セ
ン
で

は
、
死
者
が
身
体
を
暖
め
る
よ
う
に
、
ス
ト
ー
ブ
の
火
を
た
く
さ
ん
焚
い
て
お
く
。
そ
の
側
に
椅
子
を
置
い
て
お
き
、
翌
朝
新
年
に
な

っ
て
よ
く
見
る
と
、
灰
の
中
に
訪
れ
た
足
跡
が
あ
る
と
い
う
。
生
前
故
人
が
可
愛
が
っ
た
馬
を
見
に
訪
れ
る
の
で
、
と
く
に
そ
の
馬
や

馬
小
屋
を
縛
麗
に
し
て
お
く
。

　
だ
が
こ
の
よ
う
な
死
著
や
祖
霊
の
訪
問
と
は
別
に
大
晦
日
の
夜
か
ら
新
年
に
か
げ
て
さ
ま
ざ
ま
の
精
霊
、
デ
ー
モ
ソ
た
ち
が
跳
梁
を

ほ
し
い
ま
ま
に
L
、
原
始
ゲ
ル
マ
ン
の
嵐
の
神
ウ
ォ
ー
ダ
ソ
が
軍
勢
を
ひ
き
つ
れ
て
天
空
を
疾
駆
し
、
狩
猟
す
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ

た
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
表
象
と
行
事
は
地
方
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
異
る
。
東
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
地
方
で
は
こ
れ
を
王
ラ
ポ
リ

ゥ
ス
（
勾
o
σ
o
－
ぎ
9
閃
邑
げ
a
）
が
冥
界
か
ら
や
っ
て
来
る
と
い
い
、
ヴ
ィ
ス
マ
ー
ル
（
峯
げ
昌
彗
）
の
修
遣
院
教
会
で
は
こ
こ
に
埋

葬
さ
れ
た
大
公
妃
が
黄
金
の
馬
車
で
現
わ
れ
る
と
い
い
伝
え
て
い
る
。
こ
の
夜
は
冥
界
に
い
る
者
た
ち
の
仕
事
を
し
て
い
る
音
が
き
こ

え
て
く
る
。
ま
た
海
底
に
沈
ん
だ
鐘
の
音
が
ぎ
こ
え
、
吸
血
鬼
型
の
「
ム
ロ
」
（
竃
邑
o
）
の
悪
霊
が
女
性
を
掠
奪
に
や
っ
て
来
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
　
；
　
圭

ジ
プ
シ
ー
の
女
た
ち
は
天
幕
の
入
口
に
毒
性
の
つ
よ
い
チ
ヨ
ウ
セ
ソ
ア
サ
ガ
オ
（
望
8
ぎ
忌
g
）
の
実
を
し
い
て
置
く
。
こ
の
夜
魔
女

（
由
婁
①
）
が
十
字
路
に
ひ
そ
ん
で
い
て
、
通
行
人
、
族
人
に
襲
い
か
か
る
。
家
長
は
家
族
が
家
の
外
を
歩
く
と
き
は
、
臓
燭
を
と
も
し
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て
魔
女
を
近
付
け
ぬ
よ
う
に
し
、
家
の
扉
、
窓
、
門
、
飲
食
物
の
貯
え
て
あ
る
と
こ
ろ
に
は
ベ
ン
タ
グ
ラ
ム
（
霊
暮
鍔
冨
冒
旨
）
を
貼

っ
た
り
、
吊
し
た
り
す
る
。
メ
ッ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
（
書
8
匡
g
ぎ
お
）
地
方
で
は
大
晦
日
の
夜
家
族
全
員
が
慎
し
み
に
は
い
り
、
家

具
、
日
用
の
器
物
を
閉
ざ
し
て
し
ま
い
、
泉
や
井
戸
の
挺
子
、
錠
、
ポ
ソ
プ
の
ハ
ソ
ド
ル
を
閉
め
て
し
ま
う
。
鞭
を
ピ
シ
ピ
シ
鳴
ら
し
、

射
撃
を
し
て
悪
霊
を
追
う
。
結
婚
す
る
娘
た
ち
の
た
め
、
ま
た
穀
物
畑
に
出
か
け
て
射
撃
す
る
。
射
撃
音
は
穀
物
の
種
子
を
よ
く
目
覚

せ
実
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
果
樹
園
に
は
い
っ
て
射
撃
を
す
る
。
不
気
味
な
音
、
騒
が
し
い
音
は
、
精
霊
た
ち
を
追
い
出
す
。
そ
の
音

や
声
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
豊
饒
へ
の
希
望
が
増
す
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
夜
家
の
外
で
火
を
よ
く
燃
や
し
、
都
屋
の
中
で
も
薪
や

石
炭
を
さ
か
ん
に
燃
や
す
。
そ
の
夜
に
燃
え
き
ら
ず
に
の
こ
っ
た
木
株
や
薪
、
石
炭
は
翌
年
（
新
年
）
の
火
災
や
不
幸
を
守
っ
て
く
れ

　
　
、
　
　
　
o

る
と
し
う

　
そ
の
他
こ
の
大
晦
日
の
十
二
時
に
家
長
が
家
の
四
方
四
隅
に
柱
を
打
ち
込
む
と
火
事
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
と
い
い
、
新
年
に
な
っ
て
は

じ
め
て
出
逢
っ
た
女
性
か
ら
「
新
年
お
め
で
と
う
」
（
Ω
亮
言
2
9
⑦
盲
巨
）
と
い
わ
れ
た
ら
、
そ
の
年
は
あ
ま
り
よ
い
年
に
は
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に
反
対
に
ま
ず
男
性
の
側
、
と
く
に
家
長
か
ら
「
新
年
お
め
で
と
う
」
を
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
と
い
う
し
き
た

り
も
あ
る
。

　
農
耕
生
活
者
に
と
っ
て
、
畑
地
に
穴
を
あ
け
る
モ
グ
ラ
は
ノ
ネ
ズ
ミ
た
ど
と
と
も
に
有
害
放
存
在
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
で
も
「
モ

グ
ラ
打
ち
」
（
モ
グ
ラ
追
い
峯
弩
ξ
膏
申
）
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
の
火
曜
日
、
三
月
の
最
初
の
金
曜
日
、
グ
リ
ュ

ン
ド
ン
ネ
ル
ス
タ
ー
ク
、
カ
ー
ル
フ
ラ
イ
タ
ー
ク
な
ど
特
定
の
目
と
き
ま
っ
て
い
る
。
動
物
た
ち
が
そ
ろ
そ
ろ
目
覚
め
よ
う
と
す
る
頃

で
あ
る
が
、
ま
だ
雪
深
い
大
晦
日
の
夜
、
新
年
の
夜
に
予
祝
と
し
て
カ
ラ
サ
オ
や
棒
で
も
っ
て
畑
や
地
面
を
叩
く
。
中
世
フ
ラ
ソ
ス
で

は
棒
に
藁
を
巻
き
つ
げ
て
火
を
つ
げ
て
庭
園
の
中
を
歌
っ
て
歩
く
。
あ
る
い
は
た
い
ま
つ
や
石
炭
を
も
ぐ
ら
の
盛
上
げ
た
土
に
置
い
た

り
す
る
。
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
太
陽
が
沈
む
と
庭
に
お
り
て
ゆ
き
そ
グ
ラ
の
土
を
一
握
り
持
っ
て
庭
を
歩
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
歌
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も
ぐ
ら
ど
の
、
わ
た
し
の
庭
を
避
け
て
下
さ
り
ま
せ
山
の
向
う
に
い
っ
て
く
だ
さ
れ
、

川
や
水
を
た
く
さ
ん
泳
い
で
ゆ
き
、

樹
木
の
ほ
と
り
で
肥
え
ふ
と
っ
て
下
さ
り
ま
せ
、
お
ま
え
さ
ま
に
も
き
っ
と
い
∫
こ
と
が
あ
り
ま
す
ぞ
。
㈱

　
ま
だ
季
節
と
し
て
は
耕
作
に
は
ほ
ど
遠
い
け
れ
ど
、
モ
グ
ラ
や
ね
ず
み
が
目
を
覚
さ
ぬ
前
に
先
手
を
打
っ
て
制
圧
し
よ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
他
、
鳥
追
い
に
似
た
行
事
と
か
、
姦
追
い
な
ど
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
ふ
れ
る
。

十
一
　
バ
ウ
ロ
回
心
の
目

29

　
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
迫
害
し
て
い
た
バ
ウ
ロ
は
ダ
マ
ス
コ
ス
の
途
上
、
復
活
の
キ
リ
ス
ト
か
ら
「
パ
ウ
ロ
よ
、
な
ん
ぢ
は
な
に
ゆ
え
わ

れ
に
敵
対
し
迫
害
す
る
か
」
と
語
り
か
け
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
パ
ウ
ロ
は
徹
底
的
な
回
心
を
遂
げ
る
。
こ
の
回
心
を
記
念
し
て
カ
ト

リ
ヅ
ク
に
お
い
て
は
、
一
月
二
十
五
目
を
「
パ
ウ
ロ
回
心
の
日
」
（
｝
豊
－
田
呉
2
昌
5
0
q
）
と
し
て
祝
う
。
冬
を
短
か
い
単
位
で
測
れ

ぱ
、
十
二
月
二
十
五
目
か
ら
数
え
て
一
カ
月
、
一
月
二
十
五
日
で
冬
の
前
半
を
終
え
、
あ
と
後
半
は
二
月
二
十
五
日
「
ペ
テ
ロ
の
日
」

で
春
を
迎
え
る
。
長
い
単
位
で
み
る
と
十
一
月
二
十
五
日
聖
ア
ン
ド
レ
ア
ス
祭
か
ら
ニ
カ
月
目
、
「
パ
ウ
ロ
回
心
の
日
」
か
ら
ニ
カ
月

遇
ぎ
て
三
月
二
十
五
日
「
マ
リ
ア
の
受
胎
告
知
の
日
」
を
も
っ
て
春
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
冬
の
真
中
に
「
パ
ウ
ロ
回
心
の
日
」

を
据
え
、
冬
を
前
半
後
半
に
分
割
し
た
こ
と
は
、
心
理
的
に
見
て
興
味
あ
る
処
理
の
仕
方
と
い
え
る
。
人
々
は
長
い
寒
く
暗
い
冬
に
倦

き
飽
き
し
て
い
る
。
成
可
く
冬
を
早
く
終
ら
せ
、
春
の
遠
く
な
い
こ
と
を
報
せ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
だ
寒
さ
は
厳
し
い
が
、
も
う
眼
に

652
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見
え
ぬ
と
こ
ろ
で
春
は
準
備
さ
れ
、

民
間
に
語
ら
れ
て
い
る
。

少
し
づ
つ
動
い
て
い
る
こ
と
を
精
神
的
に
確
信
さ
せ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
諺
が

651

パ
ウ
ロ
の
回
心
で
冬
の
半
分
が
過
ぎ
去
り
、

パ
ウ
ロ
の
回
心
で

大
地
の
中
で
根
は
向
き
直
る
。
ω

も
う
あ
と
半
分
だ
げ
が
の
こ
る
。
倒

　
天
侯
が
ど
ん
な
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
目
が
来
る
と
冬
眠
し
て
い
た
昆
虫
た
ち
も
今
ま
で
地
中
に
身
体
を
向
け
て
い
た
の
を
地
上
に
向

き
を
変
え
る
と
い
い
、
植
物
も
根
の
向
き
を
か
え
て
活
動
の
準
備
に
取
り
か
か
る
。
こ
の
日
に
若
者
や
娘
た
ち
は
罪
の
な
い
占
い
を
や

っ
て
見
る
。
後
ろ
向
き
に
し
て
歩
い
て
き
て
ベ
ヅ
ト
に
仰
向
け
に
寝
こ
ろ
が
り
、
ま
た
寝
返
り
（
向
き
を
変
え
て
）
そ
の
ま
ま
の
姿
勢

で
祈
っ
て
い
る
と
、
未
来
の
こ
と
が
見
え
て
く
る
と
か
、
未
来
の
花
む
こ
、
花
嫁
が
見
え
て
く
る
と
も
い
う
。
ま
た
鳥
の
結
婚
式
の
季

節
と
い
っ
て
、
予
供
た
ち
は
母
親
か
ら
パ
ン
や
ミ
ル
ク
を
も
ら
い
、
皿
に
入
れ
て
窓
の
と
こ
ろ
に
置
い
て
鳥
た
ち
に
与
え
る
。
か
っ
て

は
ヵ
ラ
ス
、
ス
ズ
メ
、
そ
の
他
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
と
ど
ま
っ
て
冬
を
遇
す
四
十
雀
、
ア
ム
ゼ
ル
な
ど
の
挙
作
動
作
で
占
い
を
し
た
が
、
こ

の
パ
ウ
ロ
の
回
心
の
恵
み
と
喜
び
を
鳥
た
ち
に
も
頒
ち
合
お
う
と
い
う
の
が
こ
う
い
っ
た
習
俗
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
　
二
月
と
そ
の
習
俗

　
二
月
（
茅
げ
昌
弩
）
は
元
来
ラ
テ
ソ
語
で
「
潔
め
の
月
」
の
意
味
で
、
一
年
の
最
後
の
月
、
大
掃
除
の
月
と
い
う
こ
と
に
た
り
、
今

日
の
十
二
月
に
あ
て
は
ま
る
。
古
代
ロ
ー
マ
の
暦
は
十
カ
月
で
成
り
立
ち
、
二
月
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
ヌ
マ
・
ポ
ン
ピ
リ
ウ
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ス
（
2
0
旨
輿
ま
冒
豆
；
ω
）
は
一
年
を
十
ニ
カ
月
に
分
割
し
た
の
で
、
最
後
の
月
を
「
潔
め
の
月
」
と
呼
ん
で
薪
し
い
年
を
迎
え
る
準

備
期
間
と
し
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
一
月
を
「
大
き
な
角
」
と
呼
ぶ
の
に
た
い
し
、
二
月
を
「
小
さ
な
角
」
（
曽
O
H
旨
目
①
q
）
と
呼
ん

だ
。
冬
は
激
し
い
風
が
吹
き
ま
く
る
。
こ
の
時
期
を
表
わ
す
の
に
角
笛
型
あ
る
い
は
三
日
月
型
の
バ
ン
を
作
っ
て
祭
壇
に
供
え
た
。

オ
バ
ー
オ
ー
ス
ト
リ
ア
地
方
で
は
ヘ
ル
ン
ド
ル
（
目
①
；
昌
）
と
い
う
。
曽
o
冒
昌
①
巨
の
託
り
で
あ
ろ
う
。
馳
え
立
て
吹
き
荒
れ
る

風
や
嵐
の
風
土
を
背
景
に
二
月
を
擬
人
化
し
た
も
の
で
、
こ
の
月
に
は
角
笛
型
の
酒
杯
で
酒
を
飲
む
季
節
な
の
で
「
角
笛
の
日
々
」

（
曽
O
彗
3
0
q
①
）
と
も
い
う
説
も
あ
る
。
他
方
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
附
近
で
は
二
月
を
「
シ
ュ
ベ
ル
ケ
ル
」
（
ω
0
0
：
寿
①
－
）
と
呼
ん
で
い
る
。
他

に
シ
ュ
ポ
ル
ケ
ル
（
ω
o
o
鼻
g
）
、
ス
パ
ル
ケ
リ
ッ
シ
ュ
（
ω
寝
鼻
色
①
易
9
）
も
あ
り
、
い
ず
れ
も
同
じ
で
あ
る
。
原
語
の
「
シ
ュ
ピ

ル
ケ
ル
」
（
留
庁
ぎ
－
）
は
天
地
を
産
む
女
性
神
「
シ
ュ
プ
ル
ケ
」
（
O
o
冒
寿
①
）
に
由
来
す
る
言
葉
で
英
語
の
「
ス
パ
ー
ク
」
（
ω
寝
『
F

火
花
、
閃
光
）
と
同
根
で
あ
る
。
漸
く
萌
え
出
よ
う
と
す
る
春
に
た
い
し
、
ま
ず
火
を
焚
い
て
潔
め
、
焚
き
火
を
あ
ち
こ
ち
に
撤
き
散

ら
し
、
豊
饒
を
願
う
の
で
こ
の
よ
う
な
い
い
方
が
生
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
二
月
に
な
る
と
と
も
に
太
陽
は
魚
座
に
入
る
。
ゲ
ル
マ
ン
人
も
多
く
の
他
の
民
族
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
月
に
悪
魔
祓
い
を
お
こ
な

う
（
祓
い
は
こ
の
月
だ
け
で
な
く
、
秋
の
終
り
冬
の
始
め
か
ら
冬
至
の
前
後
に
か
け
て
さ
か
ん
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
為
が
原
始
信
仰

の
特
質
で
も
あ
る
）
。
と
く
に
二
月
は
荒
れ
狂
う
冬
を
終
ら
せ
、
冬
と
夏
の
争
い
で
も
夏
に
勝
ち
を
あ
げ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
最
高

潮
は
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
「
レ
タ
ー
レ
」
（
墨
け
彗
①
）
の
祭
、
そ
の
他
数
々
の
祭
や
行
事
が
あ
る
。
そ

の
序
曲
が
二
月
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
二
月
の
重
要
な
祭
は
潔
め
の
祭
と
死
老
の
霊
の
祭
の
二
つ
で
あ
る
。
す
で
に
の
べ
た
二
月
の
語

義
は
さ
ら
に
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
動
物
の
犠
牲
を
神
に
捧
げ
て
罪
を
潔
め
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
「
フ
ェ
ブ
ラ
チ
オ
」
（
庁
ぎ
§
ま
◎
）
に

由
来
す
る
。
四
九
四
年
司
教
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
（
O
⑦
量
色
毒
）
は
こ
の
ロ
ー
マ
の
祭
を
キ
リ
ス
ト
教
の
マ
リ
ア
の
潔
め
の
祭
（
内
①
巨
①
9
旨
o
o
）
、

す
な
わ
ち
今
日
行
わ
れ
て
い
る
マ
リ
ア
の
「
光
の
ミ
サ
」
（
＝
O
巨
冒
霧
竃
）
に
変
容
さ
せ
た
。
オ
ー
バ
ー
バ
イ
エ
ル
ン
地
方
で
は
こ
の

650
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リ
ヒ
ト
メ
ッ
セ
の
夕
方
に
は
、
洗
礼
を
う
け
ず
死
ん
だ
子
供
や
煉
獄
に
い
る
気
の
毒
な
霊
の
た
め
に
小
さ
な
麟
燭
を
さ
さ
げ
る
。
二
月

の
餓
悔
日
は
こ
の
「
マ
リ
ア
の
光
の
ミ
サ
」
と
「
ベ
ト
リ
シ
ュ
ト
ー
ル
」
（
二
月
二
二
日
）
、
「
マ
ィ
テ
ィ
ア
ス
」
（
峯
算
巨
麸
）
の
二
月

二
十
四
日
で
あ
る
。

946

十
三
　
マ
リ
ア
の
光
の
ミ
サ

　
「
マ
リ
ア
の
光
の
ミ
サ
」
（
呂
彗
｝
竃
巨
O
奪
蔓
霧
器
）
は
「
聖
燭
節
」
と
も
い
い
、
二
月
二
日
に
お
こ
た
わ
れ
る
。
こ
の
祭
は
翼
在

子
供
た
ち
が
主
役
に
な
っ
て
い
て
、
冬
の
間
に
燃
や
し
た
古
い
臓
燭
を
教
会
へ
持
っ
て
ゆ
く
行
事
で
あ
る
。
し
か
し
昔
は
や
は
り
犬
人

た
ち
の
お
務
め
だ
っ
た
。
二
月
は
じ
め
は
ま
だ
雪
深
い
の
で
、
子
供
た
ち
は
長
靴
を
履
き
、
厚
い
帽
子
を
か
む
り
、
近
所
の
子
供
と
語

ら
い
た
が
ら
家
庭
祭
壇
に
点
し
て
い
た
古
い
騰
燭
を
教
会
へ
持
参
し
て
奉
納
す
る
。
教
会
で
は
こ
の
光
の
、
ミ
サ
の
日
に
祭
壇
の
古
い
火

を
す
べ
て
消
し
、
燧
石
で
新
し
い
火
を
お
こ
し
て
こ
れ
を
新
し
い
臓
燭
に
と
も
す
。
こ
れ
が
新
し
い
年
の
春
の
生
命
を
も
っ
た
光
で
あ

り
、
「
光
の
潔
め
の
ミ
サ
」
で
あ
る
。
い
つ
も
ほ
の
暗
い
教
会
や
カ
ベ
レ
ル
も
こ
の
日
に
限
っ
て
祭
壇
を
中
心
に
万
花
が
咲
い
た
ご
と

く
到
る
と
こ
ろ
に
臓
燭
を
点
す
の
で
ま
さ
に
光
の
海
の
よ
う
に
な
る
。
子
供
や
信
老
た
ち
は
教
会
の
新
し
く
切
り
出
さ
れ
た
火
を
臓

燭
に
移
し
て
も
ら
い
、
行
列
を
つ
く
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
家
へ
帰
る
。
そ
の
間
聖
母
の
讃
歌
を
歌
う
。
雪
の
ち
ら
つ
く
路
上
畷
燭
の
鱈
が

ゆ
ら
め
き
、
消
え
か
か
る
の
を
気
遺
い
な
が
ら
帰
っ
て
ゆ
く
子
供
た
ち
の
姿
は
一
つ
の
風
物
詩
で
も
あ
る
。
家
に
帰
れ
ぼ
教
会
か
ら
点

し
て
き
た
火
を
火
種
と
し
て
祭
壇
は
も
と
よ
り
、
台
所
、
各
部
屋
ご
と
に
で
き
る
だ
げ
沢
山
の
臓
燭
を
点
し
、
春
の
訪
れ
と
マ
リ
ア
の

祝
福
を
願
う
の
で
あ
る
。
こ
の
明
る
い
光
の
ミ
サ
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
と
異
た
る
別
の
趣
き
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
臓
燭
の
火
を
手

づ
く
り
の
パ
ソ
の
上
へ
三
滴
し
た
た
ら
せ
て
祝
福
し
、
子
供
を
は
じ
め
、
家
族
が
食
べ
る
。
と
き
に
は
家
畜
小
屋
に
も
新
し
い
火
を
点

し
、
牛
や
馬
、
羊
な
ど
に
も
臓
涙
の
し
た
た
る
パ
ソ
を
お
裾
分
け
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
新
し
い
畷
燭
の
光
は
病
気
や
災
い
、
と



く
に
雷
や
電
を
除
げ
る
力
が
あ
る
と
い
い
慣
わ
し
て
い
る
。
赤
い
臓
燭
の
麟
涙
で
十
字
架
を
つ
く
り
、
鍬
、
鋤
、
鎌
、
カ
ラ
ス
キ
、
石

目
、
帽
子
、
日
用
の
道
具
や
用
具
に
ま
で
滴
ら
せ
、
マ
リ
ア
の
祝
福
を
祈
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
オ
ー
バ
ー
バ
イ
エ
ル
ン
地
方
で

は
洗
礼
を
受
げ
ず
に
世
を
去
っ
た
不
幸
な
子
供
や
煉
獄
の
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
不
幸
た
魂
の
た
め
に
騰
燭
を
三
本
点
し
、
テ
ー
ブ
ル

と
聖
水
盤
の
上
に
置
い
て
祝
福
と
救
い
を
願
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
「
マ
リ
ア
の
光
の
、
ミ
サ
」
の
頃
は
、
丁
度
大
陰
暦
で
数
え
る
と

新
年
元
目
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。

十
四
　
聖
ア
ガ
タ
の
目
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「
マ
リ
ア
の
光
の
ミ
サ
」
に
よ
っ
て
冬
の
間
使
っ
た
獺
燭
の
火
を
消
し
、
新
し
い
春
の
火
を
教
会
か
ら
点
し
て
く
る
よ
う
に
、
二
月

五
日
の
聖
ア
ガ
タ
（
ω
戸
＞
電
片
ぎ
）
の
目
に
は
村
の
農
婦
た
ち
は
自
分
で
焼
い
た
パ
ン
を
教
会
へ
持
っ
て
ゆ
き
、
潔
め
て
も
ら
う
。
聖

女
ア
ガ
タ
崇
拝
は
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
、
ア
レ
マ
ン
地
方
が
さ
か
ん
で
あ
る
。
彼
女
へ
の
捧
げ
物
は
主
に
パ
ン
と
臓
燭
で
あ
り
、
タ
方
村
人

た
ち
は
こ
れ
ら
を
物
故
者
の
た
め
に
祭
壇
に
供
え
る
。
こ
の
と
き
火
の
点
っ
て
い
る
臓
燭
が
倒
れ
た
り
す
る
と
不
幸
が
あ
り
、
立
て
た

人
が
最
先
き
に
死
ぬ
と
い
っ
て
忌
ま
れ
る
。
教
会
の
中
庭
で
燃
や
し
た
薪
の
灰
は
家
畜
小
屋
や
穀
倉
に
運
び
、
飼
料
と
混
ぜ
合
せ
る
と

家
畜
が
病
気
し
な
い
と
い
い
、
畑
に
も
撤
い
た
り
す
る
。
臓
の
雫
を
十
字
型
に
羊
飼
の
ズ
ボ
ン
に
た
ら
す
と
無
病
息
災
と
い
う
。
ウ
ェ

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
地
方
で
は
こ
の
聖
女
の
日
に
家
畜
小
屋
ま
で
臓
燭
を
と
も
す
。
そ
う
し
た
行
為
だ
げ
で
も
春
の
近
き
を
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
二
月
五
日
の
前
の
晩
、
聖
職
者
は
依
頼
を
受
げ
た
パ
ソ
屋
の
パ
ン
焼
か
ま
ど
な
ど
を
潔
め
に
赴
く
。
あ
る
い
は
当
日
教
会
で
焼
い

た
パ
ン
、
村
人
が
残
し
た
パ
ン
た
ど
を
潔
め
る
。
こ
の
潔
め
ら
れ
た
パ
ン
を
家
毎
に
食
べ
、
家
畜
に
も
少
し
つ
づ
混
ぜ
て
食
べ
さ
せ
る
。

こ
の
ア
ガ
タ
の
日
の
パ
ソ
を
故
郷
を
去
っ
て
遠
く
で
勉
学
し
た
り
、
勤
め
て
い
る
息
子
の
も
と
へ
伝
（
つ
て
）
を
求
め
て
母
親
は
届
け

て
も
ら
う
。
「
故
郷
か
ら
の
パ
ン
」
は
少
年
や
若
老
を
郷
愁
や
悪
霊
、
病
気
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
ガ
タ
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弘

の
バ
ン
に
は
「
電
光
、
電
、
火
事
よ
り
わ
れ
ら
を
守
り
給
え
、
お
お
聖
な
る
ア
ガ
タ
よ
」
㈹
と
い
う
言
葉
を
書
き
そ
え
る
。

　
聖
ア
ガ
タ
ば
「
カ
タ
ニ
ァ
（
O
導
彗
酎
）
の
ア
ガ
タ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
五
一
年
頃
シ
チ
リ
ァ
の
カ
タ
ニ
ァ
の
町
で
殉

教
を
遂
げ
た
聖
女
で
あ
る
。
そ
の
名
前
が
ギ
リ
シ
ヤ
語
に
由
来
す
る
「
善
き
も
の
」
、
「
柔
和
な
る
も
の
」
を
意
味
し
、
エ
ト
ナ
火
山
が

爆
発
し
た
と
き
彼
女
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
熔
岩
の
流
れ
の
方
向
が
変
っ
て
カ
タ
ニ
ア
の
町
は
救
わ
れ
た
。
ニ
ハ
七
四
年
の
爆
発
の
と
き
も

ア
ガ
タ
は
熔
岩
流
を
防
い
だ
。
そ
の
他
い
く
度
も
町
を
火
災
、
地
震
、
ベ
ス
ト
、
磯
饅
か
ら
救
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ア
ガ

タ
は
ま
づ
火
災
の
守
護
聖
者
、
と
く
に
鍛
鉄
工
場
、
ガ
ラ
ス
エ
場
、
パ
ソ
焼
か
ま
ど
を
持
つ
バ
ン
屋
た
ど
で
は
、
「
火
の
娘
」
（
句
9
弩
・

冒
轟
｛
）
と
し
て
崇
拝
し
て
い
る
。
「
聖
ア
ガ
タ
の
護
符
」
は
火
災
を
防
ぐ
も
の
と
L
て
家
の
門
や
工
場
に
貼
ら
れ
、
ア
ガ
タ
の
聖
女
の

絵
が
教
会
や
家
の
中
に
飾
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
人
間
が
不
幸
や
薔
悩
の
炉
の
中
で
苦
し
み
悩
む
と
き
、
こ
れ
を
守
る
の
が
聖
女

の
救
い
の
パ
ン
と
さ
れ
る
。
南
欧
の
女
神
的
性
格
の
聖
女
が
ど
の
よ
う
な
経
路
を
と
っ
て
ド
イ
ツ
ヘ
は
い
り
、
新
し
い
意
味
と
習
俗
を

見
出
し
て
い
っ
た
か
多
く
の
間
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

十
五
　
ペ
テ
ロ
の
目
と
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
日

　
「
ベ
テ
P
の
日
」
す
な
わ
ち
「
ベ
ト
リ
・
シ
ュ
ト
ー
ル
フ
ァ
ィ
ヤ
ー
」
（
霊
巨
ω
9
巨
｛
9
雪
）
は
現
在
二
月
二
十
二
日
に
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
祭
で
あ
る
が
、
旧
来
の
一
月
十
八
日
で
も
よ
い
と
さ
れ
、
い
ず
れ
で
も
祝
っ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
一

五
五
八
年
教
皇
パ
ウ
ロ
六
世
の
布
告
に
よ
る
。
四
世
紀
に
は
じ
ま
っ
た
「
カ
テ
ド
ラ
・
ペ
ト
リ
」
（
O
纈
ま
＆
§
患
巨
）
の
祭
は
、
使

徒
ベ
テ
ロ
が
教
皇
首
位
権
を
得
て
教
皇
座
に
着
い
た
祝
い
の
祭
で
あ
る
。
古
代
目
－
マ
の
「
カ
リ
ス
テ
ィ
ア
」
（
O
胃
雲
ぎ
死
者
の

祭
）
の
二
月
二
十
二
日
の
祭
の
目
に
こ
れ
を
移
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
間
で
は
ベ
テ
ロ
と
ル
タ
ー
が
教
皇
に
な

る
試
験
を
受
げ
、
ま
ず
年
上
の
ペ
テ
ロ
が
合
格
し
た
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。
民
聞
習
俗
で
ば
こ
の
二
月
二
十
二
日
を
春
の
は
じ
童
り
と
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見
傲
し
、
一
月
二
十
五
日
の
パ
ウ
ロ
の
回
心
と
対
応
さ
せ
て
い
る
。
ま
だ
雪
深
い
村
々
で
は
死
神
の
冬
を
藁
人
形
に
作
っ
て
火
で
焼
き
、

川
に
運
ん
で
い
っ
て
投
げ
棄
て
る
、
い
わ
ゆ
る
死
神
払
い
の
行
事
を
お
こ
な
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
オ
ー
バ
ー
バ
イ
エ
ル
ソ
地
方
や
チ
ロ

i
ル
地
方
で
は
村
の
若
老
や
子
供
た
ち
が
牛
の
頸
に
つ
け
る
鈴
を
鳴
ら
し
て
春
を
早
く
醒
さ
せ
よ
う
と
す
る
習
俗
が
あ
り
、
あ
る
地
方

で
は
鋤
や
鍬
を
村
人
が
か
つ
い
で
村
を
行
列
す
る
。
エ
ル
ム
ラ
ン
ト
（
宰
昌
5
邑
）
地
方
で
は
、
・
」
の
ペ
テ
ロ
の
祭
の
日
に
若
者
が
鞭
を

鳴
ら
し
た
り
、
小
屋
か
ら
豚
を
い
っ
せ
い
に
追
い
出
し
、
追
い
散
ら
す
。
豚
を
も
っ
て
冬
の
悪
霊
に
見
立
て
る
の
で
あ
る
。
バ
ー
デ
ン

で
は
こ
の
ベ
テ
ロ
の
日
に
泉
の
ま
わ
り
を
市
民
や
若
者
が
三
度
廻
っ
て
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
す
る
。
こ
の
日
に
は
凍
っ
た
泉
も
目
覚
め

て
音
を
立
て
て
流
れ
出
す
と
い
う
。
天
気
占
い
も
お
こ
な
わ
れ
、
こ
の
日
に
氷
が
融
け
る
が
、
も
し
融
け
な
け
れ
ば
、
あ
と
十
四
日
凍

り
、
さ
ら
に
四
十
日
寒
さ
が
厳
し
い
と
い
う
。
こ
の
ペ
テ
ロ
の
目
の
前
に
三
日
晴
天
が
つ
づ
く
と
、
あ
と
の
三
目
も
よ
い
日
に
な
る
と

い
う
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
日
脚
も
少
し
づ
つ
延
び
、
夕
食
の
頃
に
騰
燭
を
点
さ
な
く
な
り
、
冬
の
間
精
を
出
し
た
糸
紡
ぎ
も
し
な
く

な
る
。
農
家
の
人
々
は
畑
仕
事
の
こ
と
を
話
題
に
し
た
り
、
秋
の
終
り
か
ら
踏
み
入
れ
て
い
な
い
葡
萄
山
や
葡
萄
畠
へ
い
っ
て
葡
萄
の

木
や
蔓
が
傷
ん
で
い
な
い
か
ど
う
か
を
見
に
ゆ
く
。

　
ウ
ユ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
地
方
で
は
村
の
大
人
や
子
供
た
ち
が
木
槌
な
ど
を
手
に
し
て
「
悪
さ
を
す
る
鳥
」
（
望
暮
雲
轟
邑
窪
自
・

く
o
o
目
⑦
－
）
（
す
べ
て
農
作
に
害
を
な
す
も
の
）
を
追
い
出
す
。
森
林
や
植
林
地
に
害
虫
が
つ
く
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
こ
の
ペ
テ
ロ
の
祭
の

日
に
、
ま
だ
太
陽
が
昇
ら
ぬ
う
ち
に
樫
の
棒
で
樹
木
を
一
本
一
本
叩
き
な
が
ら
唱
え
言
を
い
う
。

貴
い
お
虫
様
よ
、
ど
う
ぞ
出
て
い
っ
て
下
さ
り
ま
せ
、

聖
ペ
テ
目
様
が
お
い
で
に
な
り
ま
L
た
で
な
。
胸
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オ
ー
デ
ヴ
ァ
ル
ト
（
o
ま
ξ
印
量
）
の
子
供
た
ち
ぼ
金
ダ
ラ
ィ
や
空
鐘
な
ど
を
叩
き
、
鋏
を
か
ち
か
ち
鳴
ら
し
家
毎
に
廻
っ
て
歩
く
。

ベ
テ
目
の
目
は
春
の
到
来
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
自
然
や
精
霊
を
呼
び
醒
す
行
事
で
あ
る
。
メ
ヅ
ク
レ
ソ
ブ
ル
ク
地
方
で
は
こ
の
ペ
テ

ロ
の
日
を
期
し
て
今
ま
で
片
隅
に
あ
っ
た
蜜
蜂
の
巣
箱
の
掃
除
を
す
る
。
シ
ュ
タ
イ
ヤ
ー
マ
ル
ク
（
望
9
異
旨
彗
オ
）
地
方
の
農
家
で

は
蜂
を
巣
の
外
に
出
し
、
箱
を
叩
い
て
唱
え
言
を
す
る
。

645

蜜
蜂
よ
、
目
を
覚
し
な
さ
い
、
覚
し
な
さ
い
、

聖
ペ
テ
ロ
様
が
お
国
入
り
な
さ
れ
ま
す
ぞ
。
㈹

　
こ
の
ペ
テ
ロ
の
日
は
、
少
年
少
女
の
早
春
の
祭
で
も
あ
る
。
「
ペ
テ
ロ
の
跳
躍
」
（
霊
蕃
昌
ω
冒
巨
①
q
9
）
と
も
い
っ
て
、
キ
ソ
ツ
ィ

ヒ
タ
ー
ル
地
方
な
ど
は
蛙
、
が
ま
、
蛇
そ
の
他
害
虫
な
ど
を
追
い
出
す
習
俗
が
あ
り
、
子
供
た
ち
は
鎖
や
鈴
を
鳴
ら
し
て
村
を
と
び
は

ね
る
。
と
く
に
家
や
ブ
ル
ン
ネ
ソ
の
周
囲
を
三
度
ま
わ
っ
て
唱
え
言
を
い
い
、
褒
美
を
ね
だ
る
。
ザ
ン
ク
ト
・
ロ
マ
ソ
（
望
．
内
o
冒
竃
）

や
オ
ー
バ
ー
ヴ
ォ
ル
フ
ァ
ッ
ハ
（
〇
一
U
①
H
ξ
◎
罵
碧
ブ
）
で
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
唱
え
る
。

ベ
テ
ロ
さ
ま
、
ベ
テ
ロ
さ
ま
、

長
い
虫
も
嵐
と
一
し
ょ
に

ペ
テ
ロ
さ
ま
の
日
に
吹
か
れ
て
消
え
ろ

が
ま
も
蛇
も
み
な
失
せ
ろ



出
て
ゆ
け
出
て
ゆ
け
、

林
檎
や
梨
か
ら
と
ん
で
出
よ
、

家
の
中
へ
幸
福
様
よ
、
お
い
で
な
さ
れ
、

一
番
高
い
屋
根
の
て
っ
べ
ん
ま
で
お
い
で
た
さ
れ
！
ω

　
キ
ン
ツ
ィ
ヒ
タ
ー
ル
の
ハ
ス
ラ
ッ
ハ
（
曽
竈
5
争
）
で
は
こ
の
ペ
テ
ロ
の
目
を
「
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
日
」
（
望
◎
き
ぎ
津
潟
）
と
呼
ぶ
珍

ら
し
い
行
事
を
お
こ
な
う
。
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
雌
雄
二
匹
の
コ
ウ
ノ
ト
リ
を
帽
子
の
左
右
に
つ
け
、
背

中
に
大
き
な
二
つ
の
バ
ン
の
塊
り
を
背
負
っ
た
「
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
小
父
さ
ん
」
（
望
睾
争
雲
9
撃
）
が
や
っ
て
来
る
。
こ
の
小
父
さ
ん

は
車
に
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
ハ
リ
ボ
デ
を
載
せ
て
や
っ
て
来
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
ず
ミ
ュ
ー
レ
ン
カ
ペ
ル
レ
で
受
胎
告
知
の
祈
り
を
し
た
の

ち
に
、
子
供
た
ち
は
こ
の
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
小
父
さ
ん
と
一
し
ょ
に
町
中
を
あ
ち
こ
ち
歩
い
て
歌
う
。

出
て
ゆ
け
出
て
ゆ
け
、

林
檎
や
梨
か
ら
と
ん
で
出
よ
、

37

　
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
近
郊
の
ア
ッ
テ
ソ
タ
ー
ル
（
＞
津
彗
冨
－
）
で
は
ヘ
ン
ゼ
ラ
ー
ホ
フ
の
「
蛇
の
カ
ベ
ル
レ
」
（
ω
o
巨
彗
o
q
9
ぎ
潟
忌
）

で
一
同
お
祈
り
を
し
た
の
ち
に
家
の
ま
わ
り
を
鎖
り
で
つ
な
ぎ
三
度
ま
わ
っ
て
蛇
や
が
ま
や
害
虫
を
寄
せ
つ
げ
ぬ
唱
え
詞
を
い
う
。
こ

の
日
の
主
役
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
小
父
さ
ん
で
子
供
た
ち
は
あ
ち
こ
ち
の
家
へ
案
内
す
る
。
コ
ウ
ノ
ト
リ
は
、
悪
い
虫
、
ハ
エ
、
蚊
、
農

作
物
の
害
虫
、
ネ
ズ
、
ミ
、
モ
グ
ラ
、
ヘ
ビ
等
々
を
掘
え
た
り
追
い
出
し
て
く
れ
る
の
で
歓
迎
さ
れ
る
。
こ
の
小
父
さ
ん
は
む
ろ
ん
コ
ウ
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ノ
ト
リ
に
な
り
か
わ
り
、
唱
え
言
を
し
て
祝
福
し
、
春
の
到
来
を
告
げ
る
。
各
家
毎
に
コ
ウ
ノ
ト
リ
を
案
内
し
て
く
れ
た
子
供
た
ち
に

御
礼
と
し
て
お
菓
子
、
バ
ソ
、
果
物
な
ど
を
与
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
小
父
さ
ん
を
案
内
す
る
子
供
の
数
は
多
い
の
で

伸
々
賑
や
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
た
子
供
の
声
の
中
に
早
く
も
春
の
気
分
が
漂
う
。
こ
の
よ
う
な
諺
が
あ
る
。
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聖
ペ
テ
ロ
様
が
教
皇
の
座
に
お
即
き
に
た
る
と
き
、

コ
ウ
ノ
ト
リ
も
池
や
沼
を
探
す
。
蝸

　
コ
ゥ
ノ
ト
リ
は
普
通
シ
ュ
ト
ル
ヒ
（
撃
冒
9
）
と
い
う
が
、
低
地
ド
イ
ツ
地
方
で
は
「
ア
デ
バ
ー
ル
」
（
＞
｛
。
び
顯
、
）
と
も
い
う
。
こ

れ
は
「
幸
福
を
も
た
ら
す
も
の
」
の
意
味
で
、
こ
の
鳥
は
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
に
と
り
わ
け
親
し
ま
れ
、
愛
さ
れ
て
き
た
の
は
、
雛
に
示
す
親

鳥
の
愛
情
で
あ
る
。
コ
ウ
ノ
ト
リ
は
自
分
の
や
わ
ら
か
い
羽
根
を
抜
い
て
卵
か
ら
か
え
っ
た
と
き
雛
が
巣
の
中
に
坐
れ
る
よ
う
し
き
つ

め
る
と
い
う
。
筆
者
も
ギ
リ
シ
ヤ
申
部
の
フ
ァ
ル
ス
ラ
と
い
う
町
で
民
家
の
赤
い
屋
根
に
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
二
、
三
匹
の
雛
と
と
も
に

巣
の
中
に
い
る
の
を
見
て
、
撮
影
し
よ
う
と
近
付
く
と
、
親
鳥
二
羽
は
突
然
磐
を
空
に
向
げ
、
調
子
を
合
せ
て
カ
タ
カ
タ
と
鳴
ら
す
。

奇
妙
な
動
作
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
雛
を
巣
の
奥
に
か
く
し
て
し
ま
う
の
を
見
た
。
コ
ウ
ノ
ト
リ
は
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
に
お
い
て
は
春

を
運
ん
で
く
る
使
老
と
し
て
大
い
に
歓
迎
さ
れ
る
神
聖
な
る
鳥
で
あ
る
。
ツ
バ
メ
と
同
じ
よ
う
に
人
家
の
屋
根
、
教
会
や
城
門
の
塔
な

ど
に
巣
を
か
げ
、
卵
を
産
み
、
雛
を
育
て
秋
に
な
る
と
エ
ジ
プ
ト
そ
の
他
暖
か
い
南
国
の
地
に
帰
っ
て
ゆ
く
侯
鳥
で
あ
る
。
洋
の
東
繭

を
間
わ
ず
・
天
文
学
的
暦
よ
り
も
具
体
的
な
自
然
暦
が
一
般
の
庶
民
の
生
活
に
季
節
を
示
し
て
く
れ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
侯
鳥

で
あ
り
、
焦
や
動
物
で
あ
り
、
植
物
で
あ
る
。
コ
ウ
ノ
ト
リ
は
不
思
議
に
人
間
と
共
存
し
て
き
た
鳥
で
、
春
を
早
く
告
げ
る
鳥
と
し
て

喜
ば
れ
る
。
た
だ
し
ペ
テ
ロ
の
祭
の
二
月
二
十
二
日
に
来
る
こ
と
は
ま
づ
あ
り
得
た
い
の
で
、
こ
れ
は
春
を
待
ち
望
む
人
間
の
予
祝
と



し
て
お
こ
な
う
行
事
で
あ
る
。
コ
ウ
ノ
ト
リ
は
火
事
や
落
雷
を
予
知
す
る
と
か
、
守
護
す
る
と
か
い
わ
れ
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
巣
を
つ
く

る
家
は
幸
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
ヘ
ヅ
セ
ソ
州
で
は
火
事
が
あ
る
と
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
曙
に
水
を
入
れ
て
消
す
と
い
わ
れ
て
お
り
、
ま
た

巣
を
か
げ
た
家
は
落
雷
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
と
い
い
伝
え
て
い
る
。
も
し
育
て
て
い
る
雛
を
盗
ん
だ
り
殺
し
た
り
す
る
と
、
怒
っ
て

燃
え
る
石
炭
を
家
に
を
投
げ
つ
け
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
幸
に
あ
わ
せ
る
と
い
う
。
鳥
に
神
的
な
霊
力
を
感
じ
て
い
た
名
残
り
を
こ

の
鳥
に
は
多
く
を
と
ど
め
て
お
り
、
群
を
な
し
て
飛
来
し
て
く
る
あ
り
さ
ま
は
、
春
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
か
。
と
に
か
く
ハ
ウ
フ

（
事
．
曽
彗
寓
）
の
「
コ
ゥ
ノ
ト
リ
に
な
っ
た
王
様
」
の
童
話
を
は
じ
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
伝
説
や
習
俗
に
は
欠
か
せ
ぬ
存
在
と
な
っ

て
い
る
。

十
六
　
「
フ
リ
ュ
ー
リ
ン
グ
」
考
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春
は
「
フ
リ
ュ
ー
リ
ン
グ
」
（
写
書
－
目
閑
）
で
現
代
ド
イ
ツ
語
は
表
わ
し
て
い
る
が
、
古
代
に
湖
れ
ば
春
と
い
う
季
節
の
呼
び
名
は

な
い
し
、
春
と
い
う
季
節
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
厳
し
い
冬
の
あ
と
、
夏
に
「
先
駆
け
る
季
節
」

と
し
て
春
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
フ
リ
ュ
ー
リ
ソ
グ
」
で
さ
え
、
「
早
く
訪
れ
る
も
の
」
の
直
訳
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
よ
り

古
い
「
春
」
の
語
は
「
レ
ソ
ツ
」
（
－
彗
“
與
巨
二
彗
轟
・
轟
9
－
竃
9
彗
）
で
あ
る
。
　
レ
ソ
ツ
と
は
長
い
日
で
、
日
が
長
く
な
る
季

節
の
意
味
で
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ン
に
お
い
て
は
カ
ー
ル
大
帝
の
時
、
「
レ
ソ
ツ
モ
ナ
ー
ト
」
（
－
①
富
冒
O
墨
8
）
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
日
で
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
バ
イ
エ
ル
ソ
、
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
セ
ソ
州
で
は
、
春
を
「
ア
ウ
ス
ヴ
ユ
ル
ツ
」
（
＞
富
峯
腎
冨
）
と
呼
ぶ
と
－
」

ろ
が
あ
る
。
一
種
の
方
言
で
あ
ろ
う
が
、
「
戸
外
で
」
の
意
で
あ
り
、
「
外
に
出
て
生
活
す
る
」
季
節
を
表
わ
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お

い
て
は
今
日
で
も
三
月
中
旬
頃
お
こ
な
わ
れ
る
「
レ
タ
ー
レ
」
（
－
津
彗
①
）
の
日
曜
日
を
「
夏
の
始
ま
り
」
の
時
期
と
し
て
い
る
。
「
レ

タ
ー
レ
」
は
一
応
キ
リ
ス
ト
教
暦
的
に
「
喜
び
の
主
目
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
習
俗
的
に
は
「
死
神
や
ら
い
」
（
↓
O
旨
易
弐
轟
彗
）
と
い
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っ
て
死
の
冬
を
追
い
出
し
、
生
命
の
夏
を
迎
え
る
行
事
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
夏
迎
え
」
（
ω
◎
旨
旨
撃
σ
ユ
握
彗
）
と
い
っ
て
、
特
に

「
春
迎
え
」
と
い
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
冬
と
夏
と
い
う
二
季
で
把
握
し
て
き
た
太
古
か
ら
の
習
慣
を
保
持
し
て
い
る
好
個

の
言
語
用
例
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
レ
ジ
ヤ
地
方
で
は
「
椋
欄
の
日
曜
日
」
（
霊
－
旨
ω
9
巨
髭
）
を
「
夏
の
日
曜
日
」
、
「
夏
の

始
ま
り
の
日
曜
日
」
（
ω
O
昌
昌
①
轟
昌
算
潟
）
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
夏
で
あ
る
。
「
夏
」
（
ω
O
冒
冒
彗
）
は
サ
ン
ス
ク
リ
ヅ

ト
の
「
サ
マ
」
（
蟹
昌
件
一
年
の
半
分
の
意
）
と
語
源
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ヤ
語
の
「
ホ
モ
ス
」
（
書
ぎ
等
し
い
意
）
ま
た

は
「
暑
い
時
期
」
（
も
昔
易
）
と
も
い
う
。
「
フ
リ
ュ
ー
リ
ソ
グ
」
は
中
高
ド
イ
ツ
語
、
古
高
ド
イ
ツ
語
に
も
な
く
、
南
欧
の
「
プ
リ
マ

ヴ
ユ
ラ
」
（
軍
－
彗
婁
①
§
）
、
「
プ
リ
ソ
タ
ン
ブ
」
（
軍
巨
冨
旨
湯
）
か
ら
ド
イ
ツ
語
に
造
語
し
た
も
の
で
、
「
年
の
は
じ
め
」
、
「
早
く
来

る
も
の
」
の
意
で
あ
る
。
本
来
は
春
の
始
ま
り
は
一
年
の
始
ま
り
と
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ゲ
ル
マ
ン
神
話
に
お
い
て
は
冬
と
春
（
夏
）
の
間
の
争
剋
は
嵐
、
電
光
雷
鳴
の
神
で
あ
る
ト
ウ
ー
ル
（
↓
｝
◎
『
）
と
天
上
の
神
で
あ

り
、
秩
序
と
平
和
の
神
と
さ
れ
る
フ
ラ
イ
の
間
の
闘
い
と
見
立
て
て
い
る
。
フ
ラ
イ
は
「
フ
ラ
イ
ヤ
ー
」
（
睾
①
言
）
と
も
い
い
、
女
神

「
フ
ラ
イ
ヤ
」
（
厚
曽
）
と
も
呼
ぶ
。
ト
ウ
ー
ル
の
神
は
の
ち
に
農
耕
神
の
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
週
の
曜
日
に
残
っ
て
い
る
神

の
名
で
「
ド
ン
ネ
ル
ス
タ
ー
ク
」
（
U
9
罵
易
け
墨
）
は
「
ド
ナ
ー
ル
の
神
の
目
」
の
意
味
で
あ
り
、
「
フ
ラ
イ
タ
ー
ク
」
（
厚
①
岸
嵩
）

は
「
フ
ラ
イ
ヤ
の
女
神
の
日
」
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
英
語
に
の
こ
っ
て
い
る
「
ウ
ェ
ン
ズ
デ
ー
」
（
ミ
＆
篶
＆
ξ
）
は
ゲ
ル
マ

ン
の
主
神
「
ヴ
ォ
ー
ダ
ソ
の
目
」
（
オ
a
竃
ω
ま
き
事
o
3
易
＄
①
q
）
の
意
味
で
あ
る
。
春
の
始
ま
り
と
年
の
始
ま
り
の
一
致
L
て
い
た

時
代
は
、
太
陽
の
大
い
な
る
力
と
生
命
の
輝
き
の
勝
利
を
意
味
し
、
そ
の
祝
い
と
祭
は
夏
至
の
日
ま
で
つ
づ
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
キ

リ
ス
ト
教
が
は
い
っ
て
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
謝
肉
祭
（
句
麸
量
o
巨
）
の
よ
う
な
春
を
迎
え
る
祭
と
復
活
祭
（
0
9
①
菖
）
の
よ
う
な

キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
祝
う
祭
と
に
分
裂
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
一
体
春
は
い
つ
か
ら
始
ま
る
の
か
、
天
文
学
的
気
象
学
的
に
規
定

す
る
春
と
農
耕
牧
畜
の
生
活
に
お
い
て
実
感
す
る
春
、
あ
る
い
は
自
然
の
具
体
的
な
告
知
に
よ
る
も
の
と
さ
ら
に
人
間
が
か
く
あ
っ
て
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欲
し
い
願
望
の
中
に
考
え
る
も
の
と
の
多
様
な
食
い
違
い
が
、
春
の
開
始
の
決
定
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る
。
そ
の
上
冬
の
開
始
の
場

合
と
同
じ
よ
う
に
地
理
的
状
態
、
気
侯
な
ど
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
マ
リ
ア
の
光
の
ミ
サ
」
（
書
弩
厨
＝
O
巨
昌
鶉
窒
）
の
二
月
二
日
を
も
っ
て
春
の
第
一
日
と
す
る
か
、
二
月
二
十
日
の
「
ペ
テ
ロ
祭
」

（
霊
邑
架
亭
篶
9
睾
）
と
す
る
か
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
十
八
日
も
開
き
が
あ
り
、
ブ
レ
ス
ラ
ウ
あ
た
り
で
の
月
毎
の
古
暦
詩
に
よ
れ

ぼ
、
三
月
か
ら
を
春
と
し
、
三
月
二
十
四
日
の
「
聖
マ
テ
ィ
ア
ス
祭
」
（
撃
冒
算
巨
轟
票
｝
實
）
を
も
っ
て
春
の
開
始
と
定
め
て
い

る
の
は
、
農
耕
生
活
に
則
し
た
農
民
暦
（
｝
§
①
冒
ぎ
－
9
ま
『
）
の
智
恵
で
あ
る
。
三
月
十
七
日
の
「
聖
ゲ
ル
ト
ル
ユ
ー
ド
」
（
撃
・

○
睾
言
邑
）
の
祭
の
日
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
三
月
三
目
の
聖
ク
ニ
グ
ン
デ
（
ω
．
内
旨
樹
旨
ま
）
の
祭
と
見
傲
す
の
は
べ
ー

メ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
地
方
で
あ
る
。
太
陽
暦
の
算
定
で
は
三
月
二
十
二
日
の
昼
夜
平
分
線
の
目
（
春
分
の
日
）
を
春
の
始
ま
り
と
し
て
い
る
。

三
月
二
十
五
日
は
「
マ
リ
ア
の
受
胎
告
知
の
祭
」
（
書
胃
影
く
9
婁
邑
樹
旨
O
q
）
に
当
る
。
自
然
は
年
を
通
じ
て
新
し
い
生
命
を
得
て

若
返
え
り
、
世
界
の
創
造
が
い
と
な
ま
れ
て
ゆ
く
。
マ
リ
ア
の
受
胎
告
知
は
、
世
界
の
救
い
の
始
ま
り
で
あ
り
、
新
し
い
年
の
春
の
開

始
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
カ
ー
ル
大
帝
の
と
き
三
月
二
十
五
日
を
も
っ
て
春
の
は
じ
め
と
し
た
の
で
あ
る
。
創
世
記
の

「
天
地
創
造
」
で
神
は
混
沌
を
光
と
闇
に
分
け
た
。
こ
れ
は
昼
と
夜
（
光
と
闇
）
が
等
分
に
分
か
れ
た
起
源
を
示
す
。
こ
れ
を
も
っ
て

す
れ
ば
、
天
文
学
的
春
の
始
点
と
宗
教
的
な
出
発
点
は
ほ
ぼ
接
近
す
る
と
こ
ろ
と
た
る
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
自
然
暦
の
諺
が
よ
く
あ
て
は

ま
る
と
い
え
る
o

マ
リ
ア
の
受
胎
告
知
に
は

ツ
バ
メ
が
再
び
帰
っ
て
来
る
。
㈹
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さ
き
に
あ
げ
た
コ
ウ
ノ
ト
リ
と
同
じ
よ
う
に
ツ
バ
メ
も
春
告
げ
鳥
の
侯
鳥
で
あ
り
、
あ
と
に
つ
づ
く
蝶
、
カ
ブ
ト
ム
シ
、
カ
ヅ
コ
ウ

な
ど
も
春
に
次
っ
た
こ
と
の
し
る
し
で
あ
る
。
ウ
ェ
ス
ト
7
ア
ー
レ
ソ
州
で
ば
カ
ヅ
コ
ウ
（
内
ε
ぎ
鼻
）
の
鳴
き
声
を
そ
の
土
地
で

は
じ
め
て
き
い
た
日
を
も
っ
て
春
の
始
め
と
す
る
習
俗
が
あ
る
。
カ
ヅ
コ
ウ
の
声
を
は
じ
め
て
聞
い
た
者
は
、
村
長
や
長
老
に
報
せ
る

と
褒
美
と
し
て
卵
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
十
七
世
紀
頃
ま
で
は
村
の
紡
ぎ
嬢
が
森
の
中
に
春
の
使
者
で
あ
る
「
カ
ブ
ト
ム
シ
」

（
竃
印
寿
驚
弩
）
を
迎
え
に
出
掛
げ
、
見
付
げ
て
帰
っ
て
く
る
と
皆
で
春
の
祝
い
を
し
た
。
十
八
世
紀
に
な
っ
て
も
ド
イ
ツ
の
都
市
で
は

ど
こ
の
教
会
や
塔
の
上
に
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
巣
を
か
け
は
じ
め
た
か
を
市
長
に
報
せ
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
そ
の
吉
報
に
よ
っ
て
地
下
貯
蔵

の
ワ
イ
ン
を
取
り
出
し
て
市
民
は
祝
杯
を
あ
げ
た
。
こ
の
場
合
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
春
の
開
始
の
目
標
と
な
っ
て
い
る
。
早
く
花
を
つ
け
た

り
蕗
え
で
る
ス
ミ
レ
や
ル
リ
チ
サ
、
ハ
ナ
ハ
ッ
カ
た
ど
が
喜
ば
れ
る
。
村
の
ど
こ
か
に
ス
ミ
レ
が
咲
い
て
い
る
と
告
げ
る
と
、
村
中
の

人
々
（
と
く
に
若
者
や
娘
）
が
集
っ
て
摘
み
と
っ
て
春
棒
や
白
樺
の
若
枝
に
結
わ
い
つ
げ
－
」
れ
を
手
に
持
ち
、
あ
る
い
は
地
中
に
突
き

立
て
て
そ
の
ま
わ
り
に
輸
に
な
っ
て
歌
っ
た
り
、
踊
っ
た
り
し
て
春
の
訪
れ
を
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
ス
ミ
レ
の
ほ
か
に
、
ク
ロ
ッ
カ
ス
、

タ
ン
ポ
ポ
、
フ
キ
タ
ソ
ポ
ポ
も
野
山
を
彩
る
。
雪
深
い
北
国
で
は
一
層
春
の
訪
れ
が
待
ち
こ
が
れ
る
。
し
か
し
一
旦
春
が
訪
れ
だ
す
と

今
度
は
激
し
い
勢
い
で
花
は
一
せ
い
に
咲
く
。
ウ
ィ
ル
ト
ア
ネ
モ
ネ
、
ヴ
ィ
ン
ト
レ
ー
ス
ヘ
ン
（
ミ
ぎ
睾
9
9
竃
）
、
水
仙
、
ス
ノ
ー

ド
ロ
ヅ
プ
、
キ
ソ
ポ
ウ
ゲ
等
々
も
咲
き
出
し
、
花
の
明
る
さ
で
地
上
は
輝
き
を
増
す
の
で
あ
る
。
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七
　
三
　
月

　
ロ
ー
マ
の
古
い
暦
で
は
、
軍
神
マ
ル
ス
（
竃
彗
⑰
）
に
基
づ
い
て
一
年
の
最
初
の
月
を
「
マ
ル
チ
ウ
ス
」
（
竃
彗
ま
蕩
）
と
名
付
げ
て

い
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
マ
ル
ス
の
月
」
の
意
味
で
あ
る
。
カ
ー
ル
大
帝
の
時
代
の
ド
イ
ツ
語
で
は
こ
の
月
を
「
レ
ソ
ツ
そ

ナ
ー
ト
」
（
－
①
竃
昌
9
9
）
、
「
日
が
長
く
な
る
月
」
（
厳
密
に
は
－
①
冨
巨
冒
昌
9
）
と
呼
ん
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
春
の
月
」
の
意



蝿

味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
呼
び
名
と
な
ら
ん
で
、
他
の
月
名
と
同
じ
よ
う
に
ロ
ー
マ
風
の
マ
ル
ス
が
訊
っ
て
「
メ
ー
ル
ツ
」
（
峯
叫
富
）

が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
た
る
。
し
か
し
ド
イ
ツ
の
各
地
方
に
は
も
っ
と
実
際
的
た
呼
び
名
が
あ
る
。
テ
i
ゲ
ル
ン
ゼ
ー
（
↓
⑦
晶
①
易
8
）

地
方
で
は
「
イ
エ
ル
ス
ト
・
ア
ッ
カ
ー
モ
ナ
ー
ト
」
（
宰
9
＞
艮
睾
昌
o
量
け
）
と
い
う
。
「
最
初
の
農
耕
の
月
」
で
あ
る
。
北
海
の
西

フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
諸
島
で
は
「
フ
ォ
ル
イ
ニ
ー
ル
ス
モ
ア
ン
ネ
」
（
｝
o
昌
①
易
暮
o
竃
竃
）
、
す
な
わ
ち
「
年
の
初
め
の
月
」
と
い
う
呼

び
方
が
あ
る
。
古
代
ロ
ー
マ
で
は
三
月
一
日
が
新
年
正
月
元
旦
で
こ
の
日
か
ら
新
し
い
一
カ
年
が
始
ま
る
。
こ
れ
は
古
代
ペ
ル
シ
ヤ
の

暦
の
第
一
月
と
も
対
応
し
、
ス
ラ
ブ
や
そ
の
他
の
諸
民
族
に
も
類
似
す
る
も
の
が
多
い
。
厳
密
に
は
現
在
の
暦
で
三
月
（
マ
ル
ス
の

月
）
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
、
じ
つ
は
昔
の
正
月
で
春
の
始
ま
り
な
の
で
あ
る
。

　
古
代
ロ
ー
マ
の
新
年
正
月
（
マ
ル
ス
の
月
）
に
は
神
殿
で
新
た
に
切
り
火
に
よ
っ
て
お
こ
さ
れ
た
火
を
も
ら
っ
て
家
の
か
ま
ど
に
春

火
と
し
て
焚
く
。
新
た
に
焼
い
た
パ
ン
、
「
マ
ル
ス
の
月
の
パ
ソ
」
（
勺
§
涼
呂
彗
弐
ω
）
を
頒
ち
合
い
、
家
族
は
食
事
を
と
も
に
す
る
。

こ
の
風
習
と
名
称
は
中
部
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
に
も
伝
わ
っ
て
い
て
、
「
マ
ル
チ
パ
ン
」
（
く
彗
N
骨
彗
）
と
い
う
。
新
年
に
親
族
知
人
の
間
で

贈
答
を
し
た
り
、
互
い
に
祝
福
し
合
い
、
一
年
の
幸
福
を
願
う
こ
と
は
口
i
マ
も
他
の
民
族
も
同
じ
で
あ
る
。
新
し
く
若
々
し
い
年
神

（
O
O
竺
雲
）
を
迎
え
て
市
民
た
ち
は
行
列
を
行
っ
て
祝
い
、
力
の
衰
え
た
古
い
年
神
「
マ
ム
リ
ウ
ス
」
（
竃
φ
昌
昌
巨
ω
）
、
「
ヴ
ェ
ト
リ
ウ

ス
」
（
く
9
暮
ζ
ω
）
を
鞭
で
叩
い
て
追
い
立
て
る
行
事
が
あ
る
。
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
が
ポ
ソ
ベ
ウ
ス
に
刺
殺
さ
れ
た
の
は
、
三
月

十
五
日
（
古
代
ロ
ー
マ
暦
の
満
月
の
日
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
満
月
の
日
に
は
「
ア
ソ
ナ
・
ペ
レ
ソ
ナ
」
（
＞
目
墨
霊
H
彗
冨
）

の
祭
の
目
で
あ
り
、
上
部
イ
タ
リ
ア
、
南
チ
ロ
ー
ル
、
フ
ラ
ソ
ス
、
ス
ベ
イ
ソ
な
ど
は
「
年
老
い
た
年
」
（
σ
昌
吻
賢
5
き
8
武
）
を

燃
し
て
し
ま
う
憤
習
が
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
、
ゲ
ル
マ
ソ
そ
の
他
の
民
族
も
三
月
か
ら
新
し
い
春
を
迎
え
る
の
で
、
す
で
に
今
ま
で
に
幾

度
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
三
月
も
悪
魔
、
魔
女
、
害
を
な
す
精
霊
や
病
気
害
虫
害
獣
、
災
い
な
ど
を
追
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新

し
い
春
と
と
も
に
こ
れ
ら
が
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。
古
代
ロ
ー
マ
も
デ
ー
モ
ソ
を
象
る
人
形
を
石
打
ち
の
刑
に
処
L
た
り
す
る
祭
が

638



μ

あ
る
。
さ
ら
に
人
間
や
家
畜
な
ど
を
鞭
で
叩
い
た
り
L
て
、
呪
術
に
よ
っ
て
生
命
を
更
新
し
健
康
を
取
り
戻
し
、
豊
饒
、
繁
殖
を
願
う

行
事
が
あ
る
。
ア
ル
バ
ニ
ヤ
の
古
い
習
俗
に
は
ミ
ズ
キ
の
枝
で
人
間
や
家
畜
を
叩
い
て
丈
夫
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
が
あ
る
。
ド
イ

ツ
で
は
日
程
が
多
少
あ
と
に
た
る
が
、
聖
ゲ
オ
ル
ク
の
日
に
家
畜
小
屋
か
ら
家
畜
を
出
し
て
牧
草
地
に
放
牧
す
る
と
き
、
白
棒
の
鞭
で

叩
い
て
祝
福
を
与
え
る
習
俗
が
残
っ
て
い
る
。
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
も
三
月
一
日
に
神
殿
の
聖
火
を
消
し
、
新
し
い
火
を
お
こ
す
の

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
摂
取
し
て
い
る
が
、
と
く
に
一
〇
九
〇
年
三
月
に
法
的
に
定
ま
っ
た
「
春
の
火
」
（
軍
葦
ご
轟
除
9
①
昌
）
「
復

活
祭
の
火
」
（
◎
ω
冨
ユ
①
罵
昌
）
「
夏
至
の
火
」
（
ω
9
目
峯
彗
ま
｛
9
①
冒
）
な
ど
は
、
教
会
や
広
場
で
さ
か
ん
に
焚
い
て
火
の
力
を
祭
る

の
は
、
太
陽
の
光
と
熱
、
火
の
魔
力
に
つ
い
て
の
原
始
か
ら
持
つ
神
秘
な
る
も
の
へ
の
憧
撮
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

63？

十
八
　
ツ
バ

メ
の
習
俗

　
中
部
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
、
と
く
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ツ
バ
メ
（
ω
9
峯
印
亭
①
）
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
と
た
ら
ん
で
春
を
告
げ
幸
福
を
も
た

ら
す
鳥
と
し
て
喜
ば
れ
る
。
ツ
バ
メ
は
そ
の
他
の
名
に
「
壁
を
飛
ぶ
も
の
」
（
呂
曽
①
屋
①
魁
9
）
、
「
ア
ル
。
フ
ス
を
飛
ぶ
も
の
」
（
≧
・

潟
易
轟
享
）
な
ど
が
あ
る
。
よ
く
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
聖
母
画
像
に
は
ツ
バ
メ
の
聖
母
子
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
幼
児
イ
ユ

ス
が
ツ
バ
メ
を
手
に
し
て
い
る
と
か
、
マ
リ
ア
の
肩
に
と
ま
っ
て
い
る
と
か
い
っ
た
画
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
勝
手
に
画
家
が
思
い
付
き

で
描
い
て
い
る
の
で
は
た
く
、
民
間
習
俗
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
ツ
バ
メ
は
「
聖
母
の
鳥
」
（
峯
暮
冨
握
O
暮
易
き
鷺
匡
旨
）
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
マ
リ
ア
の
受
胎
告
知
の
祭
（
三
月
二
十
五
日
）
の
頃
、
南
の
方
か
ら
渡
っ
て
来
て
、
マ
リ
ア
の
誕
生
の
日
（
十
一

月
八
日
）
頃
ま
た
帰
っ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ヤ
、
ロ
ー
マ
人
も
ツ
バ
メ
が
来
る
の
を
春
の
到
来
と
し
て
祝
っ
た
。
ロ
ー
ド
ス

島
で
は
ツ
バ
メ
が
飛
ん
で
く
る
と
、
少
年
た
ち
は
ツ
バ
メ
を
捕
え
、
両
手
に
ツ
バ
メ
を
つ
か
ん
だ
ま
ま
春
が
来
た
と
い
っ
て
歌
い
恋
が

ら
行
列
行
進
を
し
て
島
を
巡
り
、
そ
の
あ
と
で
放
し
て
や
る
。
ギ
リ
シ
ヤ
の
マ
ケ
ド
ニ
ヤ
方
面
で
は
現
在
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い



う
。
ド
イ
ツ
で
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
ツ
バ
メ
の
姿
を
は
じ
め
に
見
か
げ
た
老
は
市
町
村
の
長
老
の
と
こ
ろ
へ
報
せ
る

と
報
酬
に
卵
な
ど
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
は
じ
め
て
ツ
バ
メ
を
見
た
と
き
、
そ
れ
を
左
の
肩
に
見
れ
ば
、
一
年
中
悪
霊
か
ら

災
い
を
う
げ
る
と
い
う
い
い
伝
え
が
あ
る
。
ツ
バ
メ
が
家
の
軒
端
な
ど
に
巣
を
つ
く
る
と
、
そ
の
家
に
幸
福
が
も
た
ら
さ
れ
、
火
災

や
落
雷
を
防
い
で
く
れ
る
と
い
い
、
ツ
バ
メ
が
巣
を
か
け
る
家
畜
小
屋
の
家
畜
は
病
気
や
災
い
で
死
た
な
い
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
鳥

が
何
ら
か
の
理
由
で
巣
を
他
へ
移
し
た
り
、
雛
が
巣
か
ら
落
ち
た
り
し
た
と
き
に
死
や
不
吉
な
こ
と
が
起
る
。
白
い
ツ
バ
メ
が
飛
ん
で

き
た
ら
そ
れ
は
ベ
ス
ト
が
流
行
す
る
前
兆
で
あ
る
と
い
う
迷
信
も
あ
る
。
ま
た
天
気
占
い
と
し
て
は
、
ツ
バ
メ
が
大
地
す
れ
す
れ
に
飛

ぶ
と
き
は
雨
と
な
り
、
反
対
に
高
く
飛
ぶ
と
晴
れ
る
と
い
い
伝
え
て
い
る
。
早
春
に
ツ
バ
メ
が
樹
や
電
信
柱
に
と
ま
っ
て
い
る
の
を
見

る
人
は
、
そ
の
年
い
い
こ
と
が
あ
る
と
い
い
、
ツ
バ
メ
を
嫌
う
と
悪
霊
や
悪
い
人
間
が
そ
こ
に
は
い
っ
て
来
る
と
も
い
い
伝
え
て
い
る
。

ツ
バ
メ
を
歌
っ
て
い
る
民
謡
が
あ
る
。
直
訳
す
る
と
「
わ
た
し
が
渡
っ
て
ゆ
く
と
、
わ
た
し
が
渡
っ
て
ゆ
く
と
箪
笥
も
箱
も
一
杯
だ
、

箪
笥
も
箱
も
一
杯
だ
、
わ
た
し
が
帰
っ
て
来
る
と
、
わ
た
し
が
帰
っ
て
来
る
と
皆
空
ヅ
ポ
に
な
っ
て
い
る
。
」
し
か
L
こ
れ
は
ド
イ
ツ

語
の
原
詩
に
ツ
バ
メ
の
囎
り
の
ひ
び
き
を
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
面
白
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
帥
こ
れ
は
丁
度
日
本
で
も
ツ
パ
メ
の
鳴

声
を
解
し
て
「
泥
く
っ
て
土
く
っ
て
口
し
1
ぶ
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
鳴
き
癖
を
写
し
て
面
白
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
ツ
バ
メ
が

「
幸
福
な
王
子
」
（
串
ξ
婁
串
巨
8
）
の
使
い
役
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
も
け
っ
し
て
偶
然
の
作
家
の
思
い
付
き
で
は
な
い
。

十
九
　
夏
迎
え
の
諸
習
俗

45

　
普
通
キ
リ
ス
ト
教
的
名
称
「
レ
タ
ー
レ
」
（
9
S
員
喜
び
の
主
の
B
）
で
知
ら
れ
て
い
る
行
事
は
、
復
活
祭
前
の
第
二
日
曜
目
に
お

こ
な
わ
れ
る
。
復
活
祭
が
春
分
の
目
の
後
、
最
初
の
満
月
を
過
ご
し
た
の
ち
の
目
曜
日
に
お
こ
恋
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
移
動

祝
日
で
あ
る
た
め
に
レ
タ
ー
レ
の
祝
い
も
毎
年
ち
が
っ
て
い
る
。
大
体
の
と
こ
ろ
を
い
え
ば
、
三
月
中
旬
頃
に
催
さ
れ
る
。
こ
の
習
俗

636



46

は
フ
ラ
ン
ケ
ン
州
や
東
部
ド
イ
ツ
で
盛
ん
の
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
て
き
た
ご
と
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
部
、
北
部
は
緯
度
も
高
く
冬

の
到
来
は
早
く
、
ス
イ
ス
、
チ
ロ
ー
ル
な
ど
の
山
地
は
格
別
と
し
て
、
十
一
月
初
旬
に
は
雪
が
ち
ら
つ
き
、
霜
や
氷
が
降
り
、
十
一
月

下
句
か
ら
十
二
月
初
旬
に
は
完
全
に
冬
の
雪
と
氷
に
お
お
わ
れ
る
。
雪
の
晴
れ
間
は
二
月
下
旬
に
は
多
く
な
り
、
三
月
に
は
に
わ
か
雪

は
あ
る
が
、
雪
解
け
と
な
り
、
草
が
萌
え
木
の
芽
が
芽
ぶ
い
て
く
る
。
し
か
し
春
が
確
実
に
来
た
と
い
う
感
じ
は
、
復
活
祭
を
待
た
な

け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
冬
が
大
体
五
カ
月
か
ら
六
カ
月
支
配
す
る
風
土
で
あ
る
。
暗
く
寒
い
冬
を
嫌
い
、
暖
か
い
春
や
夏
を
求
め
る
の
は
、

人
間
の
自
然
な
感
情
で
あ
る
。
ま
し
て
現
実
と
し
て
は
五
カ
月
以
上
に
及
ぶ
冬
を
早
く
終
ら
せ
、
春
（
夏
）
を
迎
え
た
い
願
望
は
、
と

く
に
冬
の
半
ぼ
か
ら
春
ま
で
に
多
く
の
祭
や
行
事
が
集
中
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
と
く
に
こ
の
「
レ
タ
ー
レ
」

の
祭
は
ゲ
ル
マ
ソ
人
の
自
然
に
た
い
す
る
態
度
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
死
神
や
ら
い
」
（
↓
◎
註
蕩
言
轟
窒
）
と
「
夏
迎
え
」
（
ω
O
旨
昌
實
⑦
ぎ
写
巨
胴
窒
）
の
行
事
は
、
か
な
ら
ず
し
も
一
つ
に
結
び
付
い
て

い
る
も
の
の
で
は
な
く
、
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
L
い
が
、
現
在
同
時
に
行
う
よ
う
で
あ
る
。
ラ
ン
ゲ
ン
ド
ル
フ
（
肉
彗
岬
目
窒
o
o
艮
）

で
は
藁
で
男
性
女
性
の
「
お
ど
げ
人
形
」
（
昏
寝
冨
）
を
作
っ
て
隣
の
村
へ
投
げ
捨
て
て
く
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
年
の
村
人
の
病

気
や
災
い
を
追
い
払
っ
て
し
ま
う
と
い
う
行
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
祓
い
が
原
初
的
形
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
ュ
レ
ジ
ヤ

地
方
の
子
供
た
ち
は
冬
を
表
わ
す
「
死
神
」
の
人
形
を
か
つ
い
で
、
村
の
家
毎
に
窓
か
ら
そ
の
家
の
内
部
を
の
ぞ
か
せ
る
。
死
神
な
ど

に
家
の
様
子
を
見
ら
れ
た
り
、
取
り
愚
か
れ
た
り
さ
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
の
で
子
供
た
ち
に
鋸
銭
や
お
菓
子
を
与
え
て
退
散
し
て
も
ら

う
。
あ
る
い
は
こ
の
死
神
を
か
つ
い
で
村
は
ず
れ
ま
で
ゆ
く
間
、
チ
ャ
リ
ン
チ
ャ
リ
ン
と
た
て
る
ク
ロ
ー
ン
タ
ー
ル
の
鋸
銭
の
音
を
高

く
鳴
ら
さ
せ
る
。
死
神
に
そ
の
音
を
き
か
せ
て
家
に
と
り
愚
か
せ
な
い
た
め
で
あ
る
。
あ
る
い
は
死
神
の
藁
人
形
を
川
に
投
げ
棄
て
る

と
き
、
村
に
帰
る
ま
で
は
げ
っ
し
て
う
し
ろ
を
ふ
り
向
か
な
い
と
か
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
掻
ま
え
ら
れ
た
い
よ
う
に
、
出
来
る
限
り
走
っ

て
逃
げ
る
。
バ
イ
ロ
イ
ト
附
近
の
村
で
は
子
供
た
ち
が
豚
を
小
屋
か
ら
連
れ
出
し
て
教
会
の
ま
わ
り
を
鳴
い
て
走
り
ま
わ
る
豚
を
奇
声
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を
は
り
あ
げ
て
追
い
立
て
る
。
こ
の
場
合
は
豚
を
醜
悪
な
冬
や
死
神
に
見
立
て
て
追
い
出
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
の
冬
の
追
い
出
し
と
一
し
ょ
に
夏
迎
え
の
行
事
が
華
や
か
に
若
者
や
子
供
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
長
い
髪
を
生
や
し
て
や
せ

衰
え
た
老
人
の
藁
人
形
と
若
々
し
い
濠
刺
と
し
た
女
性
の
藁
人
形
を
車
に
乗
せ
、
五
色
の
布
を
ま
い
た
春
棒
（
句
蟄
巨
轟
窃
蟹
ず
）
を

か
ざ
し
て
町
や
村
を
練
り
歩
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
冬
を
追
い
出
し
、
夏
を
迎
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
時
の
歌
に
、

ぽ
く
ら
が
死
神
追
い
出
し
て
、

た
の
し
い
春
を
よ
び
戻
す
、

。
ほ
く
ら
、
が
こ
れ
を
や
ら
な
け
り
ゃ
、

冬
は
い
つ
ま
で
盾
据
ろ
う
。
胸

奴

　
冬
と
夏
の
闘
い
は
ド
イ
ツ
だ
げ
で
な
く
、
イ
タ
リ
ヤ
、
ス
ペ
イ
ン
、
南
ロ
シ
ヤ
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
と
相
当
広
い
範
囲
で
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
行
事
で
あ
る
。
冬
の
間
の
生
活
で
溜
っ
た
塵
芥
、
す
べ
て
の
も
の
を
掃
除
し
、
祭
壇
や
か
ま
ど
に
燃
や
す
火
も
一
新
し
、
全

く
新
し
い
夏
型
の
生
活
を
始
め
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
の
冬
と
夏
の
交
代
は
な
か
な
か
ら
ち
が
あ
か
な
い
。
人
間
が
こ
の
冬
と
夏
の

闘
い
に
加
わ
っ
て
そ
の
結
着
を
つ
げ
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
子
傑
た
ち
が
手
に
し
て
い
る
夏
棒
は
、
夏
迎
え
の
た
め
に
必
要
な
白
棒
、

楡
、
は
し
ば
み
な
ど
の
若
枝
を
束
ね
た
も
の
を
用
い
る
方
が
古
い
型
で
あ
る
と
い
え
る
。
中
部
シ
ユ
レ
ジ
ヤ
地
方
で
は
子
供
た
ち
ば
縦

の
枝
に
布
や
色
紙
な
ど
で
き
れ
い
に
飾
り
立
て
、
こ
れ
を
牛
小
屋
、
羊
小
屋
な
ど
の
門
や
扉
に
立
て
か
け
た
り
、
結
え
付
け
た
り
す
る
。

家
畜
の
繁
殖
を
願
い
、
悪
魔
の
災
い
を
防
ぎ
止
め
る
た
め
で
あ
り
、
復
活
祭
が
終
る
ま
で
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
ポ
ヘ
、
ミ
ヤ

地
方
で
は
こ
の
レ
タ
ー
レ
を
「
五
月
迎
え
」
（
雪
巴
①
巨
鴨
ブ
彗
）
と
も
呼
ん
で
い
る
。
二
ー
ダ
ー
コ
ル
ン
（
峯
＆
雪
ぎ
昌
）
で
は
「
マ
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リ
ア
の
光
の
ミ
サ
」
の
と
き
潔
め
た
臓
燭
の
火
で
、
果
樹
園
の
樹
に
臓
を
垂
ら
し
て
十
字
架
の
L
る
し
を
つ
け
る
。
レ
タ
ー
レ
の
日
の

祝
福
は
そ
の
年
の
豊
作
に
効
果
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
と
に
か
く
こ
の
レ
タ
ー
レ
の
祭
と
行
事
は
、
「
喜
べ
」
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ

し
く
、
親
戚
知
人
互
い
に
訪
問
し
合
い
、
ブ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
り
、
御
馳
走
を
作
っ
て
も
て
た
し
、
春
を
迎
え
た
喜
び
で
男
た
ち
は
酒
場

や
ゲ
ス
テ
シ
ュ
タ
ヅ
ト
で
若
さ
と
健
康
を
祝
っ
て
祝
杯
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

　
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
お
い
て
は
古
代
四
季
を
知
ら
ず
、
夏
冬
の
二
季
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
し

か
し
「
春
」
「
秋
」
二
季
の
存
在
を
考
え
て
い
る
南
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
習
俗
や
文
化
を
次
第
に
と
り
入
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
し
か

し
中
部
、
北
部
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
は
よ
く
見
る
と
春
と
夏
の
区
別
が
東
ア
ジ
ア
、
と
く
に
日
本
な
ど
の
よ
う
に
は
っ
き
り
L
て
い
な
い
し
、

秋
も
あ
る
げ
れ
ど
、
き
わ
め
て
短
か
く
、
せ
い
ぜ
い
一
カ
月
位
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
冬
」
と
「
夏
」
、
あ
る
い
は
年
聞
を
「
冬
型
」

と
「
夏
型
」
で
考
え
、
規
定
し
て
ゆ
く
と
い
う
古
代
ゲ
ル
マ
ソ
的
な
思
考
方
法
は
今
日
で
も
生
活
の
墓
本
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

大
学
の
学
期
の
定
め
方
も
夏
学
期
（
ω
o
冒
旨
①
轟
①
昌
窃
冨
『
）
、
冬
学
期
（
考
巨
箒
屋
①
昌
窪
箒
H
）
と
二
学
期
制
で
あ
る
。
彼
等
の
生
活
様

式
も
夏
型
、
冬
型
の
交
代
を
お
こ
な
い
、
そ
の
区
切
り
が
聖
マ
ル
チ
ン
祭
か
ら
聖
ベ
テ
ロ
祭
あ
る
い
は
「
レ
タ
ー
レ
」
「
復
活
祭
」
と

な
っ
て
い
る
。
衣
服
も
夏
か
冬
か
で
あ
っ
て
、
日
本
風
の
「
合
い
服
」
（
春
秋
の
中
間
の
も
の
）
ぱ
少
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
思
想
の
根

底
に
は
自
然
に
順
応
す
る
よ
り
も
、
冬
を
追
い
出
し
、
夏
を
迎
え
と
る
と
い
う
風
に
、
人
聞
が
自
然
の
活
動
の
中
に
参
加
し
て
変
様
さ

せ
よ
う
と
す
る
意
欲
を
も
っ
て
い
る
。
二
十
四
節
気
、
七
十
二
候
を
も
ち
、
早
春
、
中
春
、
晩
春
と
い
う
風
に
そ
れ
ぞ
れ
三
カ
月
を
一

つ
の
季
節
と
し
て
は
っ
き
り
生
活
で
き
る
自
然
の
変
化
に
恵
ま
れ
た
目
本
で
は
、
自
然
へ
の
順
応
、
融
合
同
化
は
あ
っ
て
も
、
自
然
と

の
対
立
に
よ
る
闘
争
の
思
考
は
乏
し
い
。
へ
ー
ゲ
ル
の
体
系
化
し
た
弁
証
法
（
具
竺
Φ
ζ
津
）
の
よ
う
に
命
題
、
反
命
題
、
綜
合
命
題

の
対
立
と
止
揚
の
思
惟
方
法
は
そ
の
基
礎
に
彼
等
の
風
土
と
習
俗
に
負
う
て
い
る
の
で
は
放
い
か
と
わ
た
し
は
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、

な
お
後
考
を
侯
っ
て
結
論
を
出
し
て
ゆ
き
た
い
。
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二
十
　
フ
ァ
ス
ナ

ハ
ト

　
冬
か
ら
春
へ
さ
ま
ざ
ま
な
習
俗
や
祭
が
つ
づ
く
が
、
三
月
の
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
（
霊
竃
彗
ξ
霊
段
§
o
臣
）
の
祭
に
お
い
て
最
高
頂

に
達
す
る
。
こ
の
祭
の
起
源
と
本
質
は
野
性
的
な
遣
化
な
ど
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
冬
を
追
い
出
し
、
新
し
い
生
長
力
を
も
つ
春

を
も
た
ら
す
大
切
な
行
事
で
、
ひ
じ
ょ
う
に
古
い
宗
教
的
観
念
と
祭
儀
行
為
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

　
ま
ず
こ
の
祭
の
習
俗
の
名
称
と
語
義
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
者
と
ド
イ
ツ
民
俗
学
者
、
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
閻
で
長

い
間
論
議
が
闘
わ
さ
れ
、
い
ま
だ
に
結
着
が
つ
か
ぬ
難
間
の
一
つ
で
あ
る
。
　
フ
ブ
ス
ト
ナ
ハ
ト
（
霊
g
§
o
賢
）
は
餓
悔
断
食
に
は
い

る
夜
と
い
う
の
が
直
訳
で
あ
る
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
を
ミ
①
豪
量
o
巨
と
い
う
よ
う
に
、
聖
な
る
祭
に
は
い
る
の
は
夜
か
ら
始
ま
る

の
で
あ
っ
て
、
夜
の
意
味
は
な
い
。
だ
か
ら
ク
リ
ス
マ
ス
の
前
夜
と
い
う
と
き
に
は
、
名
⑦
肇
墨
o
軍
彗
8
軍
と
二
つ
重
ね
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
は
キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
十
字
架
の
死
を
記
念
し
て
三
十
日
間
肉
食
を
断
っ
て
精
進
す
る
の
で
「
四
旬
節
」

（
O
§
字
鍔
霧
｝
冒
與
）
と
も
い
う
。
こ
の
「
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
」
の
民
間
的
に
く
ず
れ
た
言
葉
が
「
フ
ァ
ス
ナ
ッ
ト
」
（
司
霊
墨
巨
）
で
あ

る
と
い
う
。
L
た
が
っ
て
「
フ
ァ
ス
ト
ナ
ハ
ト
」
（
フ
ァ
ス
ナ
ッ
ト
）
は
精
進
（
断
食
）
に
は
い
る
前
の
謝
肉
祭
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
た
い
し
て
、
民
俗
学
老
、
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
た
ち
は
反
論
す
る
。
民
間
で
用
い
て
い
る
「
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
」
（
句
易
冨
o
臣
一
句
轟
彗
“

司
鶉
暮
戸
匂
諾
①
邑
）
は
げ
っ
し
て
「
フ
ァ
ス
ト
ナ
ハ
ト
」
の
く
づ
れ
た
形
で
は
な
く
、
「
繁
殖
す
る
、
子
を
産
む
、
馬
鹿
げ
た
ふ
る
ま

い
を
す
る
」
、
「
酔
っ
て
う
か
れ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
を
持
つ
「
フ
ァ
ー
ゼ
ル
ン
」
（
誌
窒
冒
二
麸
－
彗
）
や
「
フ
ァ
ー
ゼ
ン
」
（
発

情
す
る
、
繁
殖
す
る
）
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
る
。
ア
レ
マ
ソ
地
方
と
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
で
は
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
を
一
般
に
用

い
、
バ
イ
エ
ル
ン
地
方
で
は
「
7
ア
シ
ソ
ク
」
（
句
鶉
巨
づ
o
q
）
と
い
い
、
ラ
イ
ソ
ラ
ソ
ト
地
方
で
は
「
カ
ル
ネ
ヴ
ァ
ル
」
（
O
彗
冨
き
－
）

と
い
い
憤
わ
し
て
い
る
。
「
7
ア
シ
ソ
ク
」
は
「
フ
ァ
シ
ャ
ソ
ク
」
（
司
鶉
ぎ
昌
ぎ
句
麸
亭
吻
9
§
庁
酒
屋
を
浮
れ
歩
く
）
か
ら
生
じ
た
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言
葉
ら
L
く
、
カ
ル
ネ
ヴ
ァ
ル
の
語
源
に
つ
い
て
は
ヴ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学
の
ヘ
ル
マ
ン
・
、
ミ
ュ
ラ
ー
（
葭
實
昌
彗
■
竃
彗
撃
）
教

授
が
一
八
四
四
年
に
ラ
テ
ン
語
の
「
カ
ル
ス
・
ナ
ヴ
ァ
リ
ス
」
（
9
員
易
Z
彗
簑
9
海
の
彼
方
か
ら
の
宝
舟
）
か
ら
導
き
出
き
う
と

試
み
た
。
と
こ
ろ
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
民
俗
学
者
オ
イ
ゲ
ソ
・
フ
ェ
ー
ル
レ
（
向
轟
彗
雰
巨
色
①
）
は
、
「
祭
と
民
間
習
俗
」

（
句
窃
け
目
自
｛
く
◎
寿
争
墨
暮
ぎ
岩
雷
）
の
中
で
こ
れ
は
ラ
テ
ソ
語
で
は
な
く
、
「
肉
よ
い
つ
ま
で
も
健
か
な
れ
」
（
O
弩
暮
き
亙

ヨ
9
穿
τ
冨
峯
◎
巨
）
と
い
う
イ
タ
リ
ヤ
語
に
基
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
出
し
て
い
る
。
断
食
、
精
進
に
は
い
る
た
め
に
、

し
ば
ら
く
肉
か
ら
別
れ
る
の
で
、
機
智
に
富
ん
だ
聖
職
者
が
ユ
ー
モ
ア
（
留
茜
）
を
飛
ぼ
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
豊
饒

と
幸
福
を
も
た
ら
す
神
々
が
海
を
渡
っ
て
船
で
や
っ
て
来
る
と
い
う
表
象
も
、
春
の
生
長
と
繁
栄
の
先
駆
げ
を
示
す
も
の
で
、
な
か
な

か
捨
て
が
た
い
。

136

二
十
一
　
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
の
準
備
段
階

　
十
二
夜
（
爆
し
夜
）
が
終
り
、
三
王
礼
拝
（
U
H
9
丙
言
厨
Φ
）
の
一
月
六
目
に
な
る
と
、
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
で
騒
ぎ
狂
ず
る
「
愚
老
伸

問
」
（
Z
彗
冒
竃
暮
3
を
組
織
し
て
い
る
人
々
（
こ
こ
で
は
ポ
ー
デ
ン
ゼ
ー
、
リ
ン
ツ
ガ
ウ
、
ユ
ィ
バ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
、
　
マ
ル
ク
ト
ド

ル
フ
等
々
）
は
、
革
鞭
を
鳴
ら
し
、
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
が
や
っ
て
来
ま
す
ぞ
と
い
う
こ
と
を
町
や
村
の
中
に
ふ
れ
廻
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ

ン
の
ロ
ヅ
ト
ヴ
ァ
ィ
ル
（
肉
o
言
◎
峯
邑
）
や
シ
ュ
ラ
ム
ベ
ル
ク
（
ω
｝
麸
昌
冨
お
）
で
は
愚
老
（
ナ
ー
レ
ソ
）
に
扮
す
る
衣
裳
を
箪
笥
か

ら
取
り
出
し
て
わ
ざ
と
お
ご
そ
か
に
「
な
ん
じ
愚
者
の
貴
き
衣
裳
よ
、
わ
れ
に
挨
拶
せ
ら
れ
よ
、
、
」
な
ど
と
宣
言
す
る
。
あ
る
村

で
は
こ
の
日
は
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
の
始
ま
り
と
し
て
云
い
た
い
放
題
の
こ
と
を
伸
間
に
云
っ
て
も
良
し
と
さ
れ
、
ロ
ヅ
テ
ン
ブ
ル
ク
で
は

レ
ス
ト
ラ
ン
や
ホ
テ
ル
で
魔
女
や
道
化
の
仮
面
を
つ
げ
た
ま
ま
客
を
接
待
し
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
二
月
二
日
「
マ
リ
ア
の
光
の
ミ
サ
」
は
、
来
る
べ
き
春
の
天
気
占
い
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
ド
ナ
ウ
河
畔
の
ブ
ロ
イ
リ
ソ
ゲ
ソ



（
卑
ぎ
＝
轟
9
）
で
は
森
の
奥
に
あ
る
ド
ル
イ
ー
ド
の
石
か
ら
「
ウ
ル
ヘ
ク
セ
」
（
；
ぎ
曽
）
を
呼
び
出
す
。
若
者
た
ち
は
こ
こ
で
燧

石
を
打
っ
て
火
を
発
し
、
こ
の
年
は
じ
め
て
魔
女
た
ち
が
眠
り
か
ら
目
醒
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
だ
雪
が
降
る
寒
さ
で
あ
る
が
、
魔
女

は
目
に
見
え
る
こ
と
に
な
り
、
町
中
を
若
者
が
跳
び
は
ね
、
子
供
た
ち
も
ヘ
ク
セ
、
ヘ
ク
セ
と
い
っ
て
走
り
廻
っ
て
騒
ぐ
。

　
「
汚
れ
の
木
曜
日
」
（
騒
ぎ
の
木
躍
目
、
ω
9
昌
鼻
邑
鷺
U
O
…
①
易
冨
血
冒
）
に
は
豚
を
屠
殺
し
て
そ
の
肉
で
、
御
馳
走
を
つ
く
る
と
こ

ろ
が
あ
る
の
で
こ
の
よ
う
に
い
う
が
、
早
朝
六
時
頃
か
ら
若
者
や
ナ
レ
ー
ン
ツ
ン
フ
ト
の
メ
ン
バ
ー
は
騒
が
し
く
楽
器
た
ど
を
奏
し
、

狭
い
横
丁
を
歌
い
歩
き
、
う
か
れ
た
よ
う
に
リ
ズ
ム
を
と
っ
て
ゆ
く
、
そ
の
歌
の
一
部
は
（
o
，
旨
昌
g
①
ぎ
ε
窪
ぎ
暮
）
と
歌
う
。

ゼ
ヅ
キ
ン
ゲ
ン
で
は
五
時
に
起
き
て
楽
隊
の
行
進
を
お
こ
な
っ
て
、
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
が
い
よ
い
よ
開
始
し
た
こ
と
を
町
中
に
告
知
し
、

ナ
ー
レ
ン
バ
ウ
ム
（
乞
睾
喬
ま
彗
員
愚
者
の
お
柱
）
と
い
っ
て
巨
大
な
椎
の
木
を
町
の
広
場
に
建
て
る
。
そ
し
て
子
供
た
ち
に
ソ
ー

セ
ー
ジ
や
ロ
ー
ル
バ
ン
の
ヴ
ェ
ッ
ヶ
ン
（
事
8
ぎ
目
）
な
ど
を
配
り
、
ま
ず
子
供
達
の
フ
ァ
ス
ト
ナ
ハ
ト
を
祝
う
の
で
あ
る
。
家
毎
に

「
フ
ァ
ス
ネ
ヅ
ト
の
お
菓
子
」
（
句
與
竃
9
丙
箒
O
；
）
を
焼
き
、
子
供
た
ち
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
を
歌
う
。

フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
は
楽
し
い
な
、

マ
マ
が
ケ
ク
リ
（
ケ
ー
キ
）
を
焼
い
て
く
れ
、

も
し
も
焼
い
て
く
れ
な
け
り
ゃ
、

他
に
楽
し
み
あ
り
ゃ
し
な
い
。
㈲
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エ
ル
ツ
ァ
ハ
（
雪
§
g
）
な
ど
に
は
今
も
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
の
仮
面
を
作
る
職
人
が
い
る
。
大
き
な
鼻
の
曲
が
っ
た
魔
王
、
魔
女
、

熊
や
狼
、
猿
、
鹿
な
ど
の
動
物
面
、
死
者
の
仮
面
、
狐
や
リ
ス
の
尻
尾
を
ぶ
ら
さ
げ
た
ハ
ン
ゼ
レ
（
■
竃
ω
色
①
ハ
ン
ス
小
僧
）
、
カ
タ
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ツ
ム
リ
の
殻
で
全
身
を
お
お
う
ヒ
ュ
ス
リ
ナ
ロ
（
ω
o
ぎ
8
ぎ
暮
娑
量
冒
o
）
そ
の
他
ウ
サ
ギ
、
リ
ス
、
モ
グ
ラ
、
ノ
ネ
ズ
、
、
、
、
鴉
、

蛙
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
動
物
な
ど
に
化
装
し
た
男
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
町
を
飛
ん
だ
り
跳
ね
た
り
、
大
声
を
発
し
、
奇
妙
な

「
猫
の
鳴
き
声
」
（
穴
呉
N
彗
旨
易
寿
）
を
あ
げ
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
の
鳴
き
声
を
出
し
、
ア
コ
ー
デ
イ
ォ
ソ
、
笛
、
牛
の
鈴
、
金
ダ
ラ

イ
、
ブ
リ
キ
鑑
な
ど
で
奇
声
を
あ
げ
る
。
地
域
に
よ
り
職
業
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
着
想
や
衣
裳
を
つ
け
る
。
現
在
で
は
ア
フ
リ
カ
原

住
民
や
ア
メ
リ
カ
原
住
民
、
エ
ス
キ
モ
ー
の
服
装
を
し
た
も
の
ま
で
登
場
す
る
。
こ
う
し
た
「
馬
鹿
跳
び
」
（
2
彗
『
S
．
ω
肩
書
O
q
）
と

狂
騒
は
目
曜
目
を
も
っ
て
最
高
潮
に
達
す
る
が
、
昔
な
が
ら
の
ベ
ル
ヒ
タ
夫
人
、
ホ
レ
婆
さ
ん
も
登
場
す
る
。
ベ
ル
ヒ
タ
夫
人
も
年
老

い
て
衰
え
た
姿
と
、
着
々
し
い
娘
の
姿
が
仲
睦
じ
く
行
進
す
る
が
、
元
来
は
冬
と
死
の
ベ
ル
ヒ
タ
と
新
し
い
春
と
生
命
の
ペ
ル
ヒ
タ
と

の
交
代
を
行
事
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ヴ
ァ
ル
ト
ゼ
ー
（
事
陣
巨
ω
8
）
の
町
で
は
、
町
役
場
の
広
場
で
大
き
な
か
が
り
火
を
焚
き
、
こ
の
魔
術
の
火
の
ま
わ
り
で
魔
女
の
仮

面
を
つ
け
た
者
が
、
帝
を
手
に
し
て
踊
り
狂
う
。
オ
ヅ
フ
ェ
ソ
ブ
ル
ク
（
O
萬
窒
び
膏
o
q
）
で
は
い
く
つ
も
の
か
が
り
火
の
上
を
魔
女
た

ち
が
跳
躍
し
、
原
始
的
力
感
に
あ
ふ
れ
た
舞
踏
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
ヘ
ク
セ
た
ち
が
騒
が
し
く
躍
れ
ぱ
躍
る
像
ど
豊
饒
な
夏
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
む
ろ
ん
こ
の
ヘ
ク
セ
は
男
性
が
演
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
フ
ブ
ス
ナ
ハ
ト
の
祭
に
参
加
す
る
者
は
男
性
に
限
ら
れ
て
い
る
。

ヘ
ク
セ
た
ち
は
屋
根
や
バ
ル
コ
ニ
ー
に
の
ぽ
り
、
そ
こ
か
ら
林
檎
や
穀
物
の
種
子
を
投
げ
散
ら
す
。
樹
の
上
か
ら
通
る
人
々
に
オ
レ
ソ

ヂ
や
ヴ
ル
ス
ト
に
投
げ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
取
っ
て
食
べ
る
著
は
一
年
中
幸
福
で
あ
る
と
い
う
。
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
の
季
節
に

は
冬
の
聞
眠
っ
て
い
た
デ
ー
モ
ン
が
動
き
出
す
。
こ
れ
を
熊
手
や
、
古
い
希
、
ニ
ソ
ニ
ク
で
押
え
つ
け
よ
う
と
す
る
。
他
面
こ
れ
ら
の

力
を
人
間
の
た
め
に
有
益
な
味
方
に
し
た
い
と
願
う
。
あ
る
村
で
は
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
の
終
り
に
「
レ
タ
ー
レ
」
と
同
じ
よ
う
に
藁
人
形

で
作
っ
た
ヘ
ク
セ
ソ
を
燃
や
し
た
り
、
川
に
流
し
た
り
し
て
、
い
よ
い
よ
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
精
進
期
間
の
「
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
」

（
5
き
o
き
津
）
に
は
い
る
の
で
あ
る
。
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ゲ
ル
マ
ン
の
民
俗
信
仰
に
よ
れ
ば
、
若
々
し
い
美
し
い
魔
女
ベ
ル
ヒ
タ
と
老
い
て
醜
い
ベ
ル
ヒ
タ
と
の
争
い
、
夏
（
春
）
と
冬
、
生

命
と
死
、
光
と
闇
、
誕
生
す
る
老
と
夫
鞄
へ
帰
る
者
と
の
間
の
交
代
の
神
秘
の
行
事
は
、
三
位
一
体
の
宗
教
確
信
を
も
つ
キ
リ
ス
ト
教

に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
、
抹
殺
さ
れ
た
か
に
見
え
る
。
善
と
悪
の
デ
ー
モ
ン
た
ち
と
い
っ
た
多
神
教
的
自
然
の
精
霊
信
仰
は
、
理
性
や
悟

性
の
神
学
的
内
容
を
も
つ
も
の
か
ら
批
判
を
受
げ
て
き
た
。
し
か
し
理
桂
で
納
得
し
て
も
心
情
の
上
で
は
認
め
が
た
い
も
の
が
人
間
の

中
に
内
在
し
て
い
る
。
信
仰
に
は
民
俗
的
な
も
の
が
つ
き
ま
と
う
。
非
合
理
的
た
情
感
と
行
動
の
た
だ
中
で
生
の
真
実
を
体
験
す
る
。

ホ
ー
エ
ン
ツ
オ
ル
レ
ン
附
近
の
グ
ロ
ッ
セ
ル
フ
ィ
ン
ゲ
ン
（
㊦
昌
霧
①
匡
畠
g
）
の
村
で
は
毎
年
蝶
の
踊
り
が
村
の
若
者
や
娘
た
ち
に

よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
踊
り
は
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
の
関
係
も
た
い
ゲ
ル
マ
ソ
的
な
素
朴
な
遺
習
に
す
ぎ
な
い
が
、
村
の
吉
老

た
ち
は
こ
れ
が
演
ぜ
ら
れ
な
い
と
そ
の
年
に
は
祝
福
が
な
い
と
い
っ
て
嘆
く
。
冬
の
間
荒
れ
狂
う
嵐
の
神
ウ
ォ
ー
ダ
ン
の
軍
勢
も
次
第

に
衰
え
を
見
せ
、
和
や
か
で
力
に
み
ち
た
春
と
秩
序
の
世
界
が
や
っ
て
来
る
と
、
人
問
も
一
し
ょ
に
う
か
れ
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
す
る

が
、
同
時
に
乱
暴
な
者
を
追
い
出
し
、
植
物
や
動
物
の
力
を
手
助
げ
し
て
芽
を
出
し
、
花
を
咲
か
せ
、
実
を
結
ば
せ
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
詩
人
ブ
ッ
セ
（
甲
軍
｝
轟
窒
）
は
ゲ
ル
マ
ソ
の
行
事
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
年
の
入
口
に
も
っ
と
も
暗
く
長
い
夜
が
た
た
ず
ん
で
い
る
。
太
陽
の
な
い
幾
日
か
に
は
霧
が
立
ち
昇
る
。
ド
イ
ツ
の
森
に
は
か
つ

て
は
デ
ー
モ
ン
（
魔
）
や
不
気
味
な
精
霊
が
か
く
れ
て
い
た
。
お
そ
ろ
し
い
姿
、
醜
い
も
の
、
古
い
ウ
ォ
ー
ダ
ン
の
死
者
の
国
の
者
た

ち
、
ウ
ォ
ー
ダ
ソ
の
伸
間
た
ち
（
ミ
篶
誌
讐
①
胃
霧
）
、
こ
れ
ら
ぼ
嵐
と
き
び
し
い
冬
の
戦
い
の
申
で
豊
饒
、
光
、
大
地
の
祝
福
、
人

間
の
魂
に
た
い
す
る
敵
で
あ
る
。
し
か
し
冬
至
を
境
い
に
し
て
難
の
卵
の
黄
味
の
目
ほ
ど
の
も
の
が
生
れ
、
日
は
一
日
一
日
と
鶏
の
足

程
に
の
び
て
ゆ
き
、
や
が
て
巨
人
の
よ
う
な
足
ど
り
で
光
は
森
や
畠
や
田
舎
に
ひ
ろ
が
り
、
人
間
の
力
は
信
仰
の
防
禦
に
よ
っ
て
好
ま

し
か
ら
ざ
る
も
の
、
悪
し
き
も
の
、
暗
い
も
の
、
魔
的
な
も
の
に
対
抗
す
る
よ
う
に
な
る
。
畏
怖
を
ひ
き
起
す
力
に
慣
れ
親
し
む
武
器

を
手
に
」
て
、
跳
躍
と
仮
装
に
よ
っ
て
勝
利
に
勝
ち
誇
り
な
が
ら
力
を
増
し
て
ゆ
く
春
の
光
に
た
い
し
お
そ
れ
揮
る
デ
ー
毛
ソ
を
す
べ
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て
畠
地
か
ら
打
ち
の
め
し
、
追
い
出
す
の
で
あ
る
。
」
い
か
に
も
詩
人
ら
し
い
直
観
力
に
よ
っ
て
民
間
習
俗
の
意
味
を
感
敢
し
て
い
る
。

　
西
南
ド
イ
ツ
地
方
で
仮
面
服
装
の
踊
り
の
も
っ
と
も
古
い
記
録
は
、
ボ
ー
デ
ソ
湖
中
の
ラ
イ
ヘ
ナ
ウ
島
の
修
道
院
か
ら
出
た
「
プ
リ

、
ミ
ニ
修
遣
院
長
の
布
告
」
（
－
）
－
O
＄
＞
募
註
ω
串
ぎ
巨
）
が
あ
る
。
こ
の
プ
リ
ミ
ニ
修
遺
院
長
は
七
五
三
年
残
し
て
い
る
が
、
二
二
章

か
ら
な
る
条
令
の
中
で
六
条
が
仮
装
踊
り
の
古
い
形
態
を
示
し
て
い
る
。
「
月
の
朔
日
、
祭
の
日
に
ま
た
こ
の
日
以
外
の
日
で
あ
っ
て

も
、
魔
に
仮
装
し
た
り
、
老
女
に
仮
装
し
て
俳
個
し
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
男
子
が
女
子
に
、
女
予
が
男
子
の
服
装
」
て
は
な
ら
ぬ
。
L
㈱

の
ち
に
は
野
性
人
、
山
男
、
山
姥
な
ど
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
の
類
型
と
な
る
。
老
女
は
ヘ
ク
セ
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
の
以

外
の
祭
、
た
と
え
ば
十
一
月
十
一
目
の
聖
マ
ル
チ
ン
祭
、
聖
霊
降
臨
祭
に
も
仮
面
、
仮
装
の
習
俗
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
教
会
の
雨
水
の

落
ち
口
、
橋
ケ
タ
、
椅
子
な
ど
に
奇
怪
な
顔
を
し
た
デ
ー
モ
ン
や
精
霊
な
ど
の
像
は
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
祭
儀
形
態
の
バ
ロ
デ
ィ
と
さ

れ
て
い
る
。
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
は
何
度
も
禁
止
令
が
出
て
い
る
が
、
伸
々
中
止
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
最
高
の
頂
点
は
有
名
な
ニ
ュ
ル
ソ

ベ
ル
ク
の
ハ
ン
ス
・
ロ
ー
ゼ
ン
プ
リ
ュ
ッ
ト
（
｝
β
箏
ω
内
o
ω
①
自
亘
葦
）
や
ハ
ン
ス
・
ザ
ッ
ク
ス
（
曽
凹
■
ω
ω
碧
チ
伽
）
の
マ
イ
ス
タ
ー
ジ

ン
ガ
ー
た
ど
で
あ
ろ
う
。
市
民
や
農
民
の
仮
面
の
踊
り
が
、
宮
廷
で
の
仮
面
舞
踊
会
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
り
し
た
。

　
こ
の
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
に
お
げ
る
仮
面
を
つ
げ
て
踊
り
跳
ね
る
習
俗
は
、
日
常
生
活
と
は
全
く
ち
が
う
別
の
世
界
へ
人
々
を
高
揚
さ
せ

る
。
デ
ー
モ
ン
や
ヘ
ク
セ
な
ど
の
奇
怪
肢
マ
ス
ク
や
仮
装
に
か
く
れ
て
人
間
を
解
放
す
る
。
愚
者
た
ち
ぱ
全
く
別
の
国
か
ら
や
っ
て
来

て
、
こ
の
世
界
が
ど
ん
な
状
態
な
の
か
あ
り
の
ま
ま
を
見
る
役
割
を
果
す
。
「
愚
着
は
真
実
を
語
る
」
と
い
う
諺
が
あ
る
が
、
古
い
夏

と
冬
の
争
い
の
行
事
か
ら
ま
ず
始
ま
り
、
愚
老
た
ち
が
暴
れ
た
り
騒
い
だ
り
踊
っ
た
り
し
な
が
ら
、
政
治
や
杜
会
の
諏
刺
な
ど
も
行

い
や
が
て
バ
ロ
デ
ィ
ヘ
と
発
展
し
た
。
愚
者
の
裁
判
は
そ
の
こ
と
を
意
味
し
、
一
種
の
無
礼
講
で
も
あ
っ
た
。
心
理
学
着
シ
ュ
ミ
ー
ダ

ー
（
厚
μ
色
ま
婁
ω
9
昌
｝
＆
撃
）
は
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
の
よ
う
恋
馬
鹿
騒
ぎ
は
「
精
神
衛
生
上
の
必
要
性
」
（
雰
さ
ぎ
げ
＜
阻
彗
｛
8
ぎ

2
o
け
峯
⑦
邑
碕
ぎ
5
で
あ
る
と
い
っ
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
こ
の
祭
に
た
い
し
て
静
か
に
沈
黙
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
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る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
が
終
っ
た
あ
と
の
日
曜
目
に
「
古
い
フ
ァ
ス
ネ
ッ
ト
」
（
O
、
印
斥
勺
印
彗
9
）
と
呼
ぶ
古
い
形
の
祭
を
お
こ
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
は
全
く
地
方
の
郷
土
的
な
祭
で
レ
タ
ー
レ
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
異
教
的
な
も
の
と
キ
リ
ス
ト
教
の
結
び
つ

い
た
早
春
の
行
事
で
あ
る
。
「
火
の
日
曜
日
」
（
勾
旨
ぎ
易
9
鼻
潟
）
と
い
っ
て
車
輸
に
藁
を
ま
き
つ
け
、
こ
れ
に
火
を
つ
け
て
畠
や

谷
地
を
転
が
し
、
春
を
呼
び
戻
し
、
太
陽
の
光
を
明
る
く
照
ら
さ
せ
、
新
し
い
年
の
大
地
に
祝
福
を
与
え
よ
う
と
す
る
行
事
で
あ
る
。

エ
ル
ツ
タ
ー
ル
の
若
者
た
ち
は
森
に
薪
を
取
り
に
ゆ
き
、
小
学
生
位
の
子
供
は
村
の
家
毎
た
づ
ね
て
柴
の
束
と
麦
藁
を
も
ら
う
。
教
会

の
塔
で
日
曜
の
晩
鐘
が
鳴
る
と
、
若
者
た
ち
は
柴
や
ま
き
を
使
っ
て
輸
型
を
作
り
、
こ
ろ
が
し
て
山
の
上
に
運
び
、
天
使
の
告
知
の
言

葉
を
唱
え
た
り
、
ま
た
昔
か
ら
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
唱
え
詞
を
唱
え
な
が
ら
火
を
つ
け
た
輸
型
を
谷
に
向
っ
て
転
が
し
落
し
て
ゆ
く
。
沢

山
の
輸
が
燃
え
た
が
ら
こ
ろ
が
り
、
枯
草
や
落
葉
も
燃
え
、
輸
と
輪
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
若
者
と
子
供
た
ち
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
叫
ぶ
。

火
の
輸
よ
、
火
の
輸
よ
ど
こ
へ
ゆ
く
、

誰
誰
さ
ん
へ
ゆ
く
は
ず
だ
、

も
し
も
真
直
ぐ
行
か
な
げ
り
ゃ
、
火
の
輸
の
値
打
ち
は
あ
り
は
せ
ぬ
！
帥
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一
番
に
司
祭
、
村
長
、
先
生
の
と
こ
ろ
に
火
の
輸
は
た
ど
り
つ
き
、
や
が
て
家
々
に
到
着
す
る
。
し
か
し
こ
の
行
事
に
心
を
と
き
め

か
せ
て
見
守
っ
て
い
る
若
い
娘
の
と
こ
ろ
に
、
青
年
た
ち
の
火
の
輸
が
早
く
た
ど
り
つ
く
の
は
、
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
の
火
の

輸
が
村
に
た
ど
り
つ
く
と
、
改
め
て
藁
を
ま
き
つ
け
た
車
輸
（
荷
馬
車
な
ど
）
に
火
を
と
も
し
あ
ち
こ
ち
の
畑
に
走
ら
せ
再
び
行
事
は

に
ぎ
や
か
さ
を
増
し
、
家
ご
と
に
灯
を
明
る
く
と
も
し
、
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
の
ケ
ー
キ
を
食
べ
、
ワ
イ
ン
を
欽
ん
で
春
を
祝
う
。
こ
の
よ

626
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う
に
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
の
ヘ
ク
セ
ン
の
火
の
踊
り
や
火
の
輸
こ
ろ
が
し
な
ど
は
、
素
朴
で
は
あ
る
が
農
耕
の
開
始
に
欠
か
せ
な
い
ゲ
ル

ン
人
の
古
く
か
ら
の
習
俗
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
未
完
）
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竃
　　　　　　§

Mo11，du　sollst　meinen　Garten　meiden，

Und　in　alle　Berge　scheiden．

Und　in　alle（n）Wasser（n）baden，

Und　an　a11e（n）B加me（n）bladen，

Dann　sol1st　du　sein　in　Gnaden．

Pauli　Bekehr　halb　hin　halb　her．

Pauli　Bekehr　dreht　sich　die　WOrze1um　in　der　Erde．

Von　B1itz，Hage1und　Feuergefahr，bewahr　uns，0hei1ige　Agatha！

Sunteworm　wut　du　herut，

Sunte　Peter　ist　kommen．

Bien1，auf，auf，

St．Peter　ist　im　Land．

Peter，Peter，Sturm

Mit　dem1a㎎en　Wurm！

Peterstag　ist　ba－d　vergangen，

verrecken　alle　Krotten　und　Schlangen，

ll－e・rus・he・rus

Apfel　un　Bire　zum　L副d　rus1

G1血ck　ins　H舳s，GlOck　ins　Haus，bis　zum　oberste　Dach趾st　rus！

W㎝n　St．Peter　geht刎Stuh－

Sucht　der　Storch　nach　dem　pfuh1．

A雌M虹i乳▽erkundigung・

Kommen　die　Schwalben　wiederum．

We㎜ich　fortzieh’，w㎝n　ich　fortzieh’，ist　Kist　md　Kaste　vo1l，ist　Kist㎜d　Kaste　vol1，

寸N
地



竃
　　　　Wann　ich　wiederkomm’，wa㎜ich　wieder　komm’，Ist　alles　ge1eert．

竃　Nun　han　den　Tod　wir　ausgetrieben，Und　bringen　den　lieben　Sommer　wieder，h批ten　wir　den　Tod　nicht

　　　ausgetfieben・so　w註r　er　dies　Jahr　wohl　hinne　bleiben．

菖　　Luschtig　isch　die　Fasenacht，

　　　W㎝n　mei　Mueder　K廿㏄hli　bacht．

　　　W㎝n　sie　aber　kaini　bacht，

　　　isch　kai　luschtigi　Fasenacht．

8　Dicta　abbatis　Pirmini　Kap．22，6Ab．Geht　nicht　am　Monatsersten　oder　zu　irgend　einer　anderen　Zeitals

　　　Hirsche　oder　als　a1te　Weiber　verkleidet　umher！Ihr　m身nner　sollt　keine　Frauenkleider　tihre　Frauen　keine

　　　Mannerkleidung　an1egen・sei　es　am　Monatsersten　selbst　oder　bei　anderen　lustigen　Begehungen，die　sehr

　　　zahlreich　sind、

冨　Schibe，Schibe，wenn　soll　die　Schibe　goh！

　　　Die　Schibe　soll　dem　W．1V．goh．

　　　Goht　sie　nit，so　gi玉t　sie　ni1：！

　　榊榊似握

　　Die　Legenda　Aurea　des　Jacobus　de　Voragine，Ubers．Benz．H．H竈mmler，Helden　und　Heilige．L的ke；Ostfriesische

Volkskunde．H．Lehmann，Volksbrauch　im　Jahreslauf．K．Brun舶r，0stdeutsche　Volkskunde，Reinhardt，Brauchtum

im　Schwarzwald．J．Kersch，Volkstum　und　Volksleb㎝in　K61n．K．Welker；Heilige，geschichte．Leg㎝de．Kult

G・Kapfhammer；Brauchtum　in　den　Alpen1註ndem・H・R・Schindler；Aberglauben　des　Mittelalters．K，Meisen；

Rheinisches　Jahrebuch雌r　Volkskunde．
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