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「
吉
備
津
の
釜
」
は
、
な
ぜ
あ
の
奇
妙
な
妬
婦
断
罪
論
か
ら
は
じ
ま
る
の
だ
ろ
う
か
？

妬
婦
の
養
ひ
が
た
き
も
。
老
て
の
後
其
功
を
知
る
と
。
咨
こ
れ
何
人
の

語

ぞ
や
。

と

ふ

あ
ゝ

こ
と
ば

語
り
手
は
ま
ず
、
妬
婦
に
も
そ
れ
な
り
に
い
い
と
こ
ろ
は
あ
る
、
と
い
う
先
人
の
言
を
あ
た
ま
か
ら
否
定

す
る
と
こ
ろ
か
ら
議
論
を
は
じ
め
る
。
ま
る
で
妬
婦
に
個
人
的
な
う
ら
み
で
も
抱
い
て
い
る
か
の
よ
う
に

…
…
。
し
か
し
、
こ
の
あ
と
に
続
く
の
は
、
意
外
に
一
般
的
・
常
識
的
な
議
論
で
あ
る
。
観
念
的
と
い
っ

て
も
い
い
。

害

ひ
の
甚
し
か
ら
ぬ
も
商
工
を
妨
げ
物
を
破
り
て
。
垣
の
隣
の

口

を
ふ
せ
ぎ
が
た
く
。

害

ひ
の

わ
ざ
は

わ
た
ら
ひ

そ
し
り

わ
ざ
は

大
な
る
に
お
よ
び
て
は
。
家
を
失
ひ
国
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
。
天
が
下
に
笑
を
伝
ふ
。

要
す
る
に
、
妬
婦
と
い
う
も
の
は
「
商
工
を
妨
げ
」
「
家
を
失
ひ
国
を
ほ
ろ
ぼ
」
か
ら
、
「
害
」
が
あ
る
と

い
う
の
だ
が
、
こ
こ
は
な
る
ほ
ど
ま
あ
そ
ん
な
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
レ
ベ
ル
の
議
論
に

す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
突
然
は
げ
し
い
口
調
に
な
っ
て
、

い
に
し
へ
よ
り
此
毒
に
あ
た
る
人
幾
許
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
。
死
て

蟒

と
な
り
。
或
は
霹

靂
を
震

い
く
ば
く

み
づ
ち

は
た
ゝ
が
み

ふ
て

怨

を
報
ふ

類

は
。
其
肉
を

醢

に
す
る
と
も
飽
べ
か
ら
ず
。

う
ら
み

た
ぐ
ひ

し
ゝ
び
し

あ
く

と
言
い
は
じ
め
る
の
だ
か
ら
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
こ
の
一
節
が
中
国
の
随
筆
『
五
雑
組
』
を
下

敷
き
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
割
り
引
い
た
と
し
て
も
、
「
其
肉
を
醢
に
す
る
と
も
飽
べ
か
ら
ず
」
な

ど
と
い
う
激
越
な
言
葉
は
完
全
に
常
軌
を
逸
し
て
い
る
と
い
う
し
か
な
い
。
な
に
よ
り
も
問
題
な
の
は
、

こ
こ
で
「
毒
」
と
い
い
「
害
ひ
」
と
い
う
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
「
嫉
妬
」（
後
述
の
ご
と
く
こ
こ
で
は
「
女

の

慳

し
き
性
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
）
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
な
ぜ
そ

か
だ
ま

さ
が

う
い
う
事
態
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
は
全
く
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
な
ぜ
「
死
て
蟒
と
な
り
。

或
は
霹
靂
を
震
ふ
て
怨
を
報
ふ
」
よ
う
な
激
し
い
嫉
妬
が
生
ま
れ
る
か
を
考
え
て
み
れ
ば
「
醢
に
す
る
と

も
飽
べ
か
ら
ず
」
と
断
罪
す
る
だ
け
で
す
ま
な
い
こ
と
は
明
白
な
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
問
題
を
全

く
顧
慮
し
な
い
こ
の
一
節
は
、
男
の
側
の
都
合
だ
け
を
考
え
た
一
方
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る

を
え
な
い
。

語
り
手
も
、
さ
す
が
に
そ
こ
に
は
気
づ
い
た
ら
し
く
、
こ
の
直
後
、
「
さ
る
た
め
し
は
希
な
り
」
と
議

論
の
方
向
を
転
換
し
、
以
後
、
男
の
側
の
問
題
を
語
り
は
じ
め
る
。

夫
の
お
の
れ
を
よ
く
脩
め
て
教
へ
な
ば
。
此

患

お
の
づ
か
ら
避
べ
き
も
の
を
。
只
か
り
そ
め
な
る
徒

お
さ

う
れ
ひ

さ
く

あ
だ
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こ
と
に
。
女
の

慳

し
き
性
を
募
ら
し
め
て
。
其
身
の

憂

を
も
と
む
る
に
ぞ
あ
り
け
る
。

か
だ
ま

さ
が

つ
の

う
れ
ひ

夫
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
そ
の
「
害
」
は
防
げ
る
の
に
、
そ
れ
が
で
き
な
い
た
め
に
「
憂
を
も
と
む
る
」

こ
と
に
な
る
の
だ
、
と
説
明
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
嫉
妬
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
に
「
か

り
そ
め
な
る
徒
こ
と
」
と
言
い
捨
て
る
だ
け
で
す
ま
せ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
よ
く
覚
え
て
お
く
こ
と
に

し
よ
う
。
結
局
、

禽
を
制
す
る
は
気
に
あ
り
。
婦
を
制
す
る
は
其
夫
の
雄
ゝ
し
き
に
あ
り
と
い
ふ
は
。
現
に
さ
る
こ
と

ぞ
か
し
。

と
い
う
教
訓
で
こ
の
冒
頭
文
は
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
程
度
の
教
訓
で
、

男
と
女
の
問
題
が
片
付
く
と
本
当
に
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

た
め
し
に
、
こ
の
冒
頭
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
「
吉
備
津
の
釜
」
の
作
品
世
界
の
な
か
に
投
げ

込
ん
で
み
る
だ
け
で
い
い
。
正
太
郎
と
袖
の
逃
避
行
は
「
か
り
そ
め
な
る
徒
こ
と
」
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ

う
か
？

礒
良
が
死
霊
と
し
て
正
太
郎
に
し
た
こ
と
は
「
醢
に
す
る
と
も
飽
べ
か
ら
」
ざ
る
も
の
と
し
て

断
罪
す
れ
ば
す
ん
で
し
ま
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？

こ
の
よ
う
に
問
い
か
け
て
み
れ
ば
す
ぐ
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
内
容
は
、
こ
の
冒
頭
文
の
内

容
を
み
ご
と
に
裏
切
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
教
訓
が
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
何
の
意
味
も
持
ち
え

な
い
こ
と
を
、
作
品
自
体
が
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
不
要
な
も
の
と
し
て
省
い
て
し
ま
っ
て
い
い
は
ず
で
あ
る
。
が
、
作
者

は
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
？

「
吉
備
津
の
釜
」
の
作
品
論
は
こ
こ
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
問
い
に
答
え
ら

れ
な
い
か
ぎ
り
、
私
の
「
吉
備
津
の
釜
」
論
は
終
ら
な
い
の
で
あ
る
。

２

一
人
息
子
正
太
郎
の
放
蕩
を
嘆
い
た
両
親
が
、

あ
は
れ
良
人
の
女
子
の

よ
き
を
娶
り
て
あ
は
せ
な
ば
。
渠
が
身
も
お
の
づ
か
ら
脩
ま
り
な
ん

よ
き

む

す

め

か
ほ

め
と

か
れ

を
さ

と
考
え
、
嫁
探
し
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、「
吉
備
津
の
神
主
香
央
造
酒
が
女
子
」
が
候
補
に
選
ば
れ
る
。「
吉

か
ん
ざ
ね
か

さ

だ

み

き

む

す

め

備
津
の
釜
」
の
物
語
は
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
。
結
婚
が
家
の
存
続
を
前
提
と
し
て
す
べ
て
親
の
意
向
に
基

づ
い
て
行
な
わ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
当
然
と
い
う
べ
き
で
な

ん
ら
異
と
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
井
沢
家
が
香
央
の
家
の
血
筋
に
興
味
を
示
し
、
香
央
側
は

（
明
示
的
に
書
か
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
）
井
沢
家
の
経
済
力
を
尊
ん
で
両
者
の
合
意
が
成
る
と
い
う
あ

た
り
の
両
家
の
あ
り
方
は
、
簡
潔
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
事
情
を
的
確
に
押
さ
え
て
い
て
秀
逸
と
評
し

て
よ
い
。

問
題
は
、
こ
の
婚
約
が
成
っ
た
あ
と
に
香
央
造
酒
が
釜
祓
い
を
行
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

そ
も

く
当
社
に
祈
誓
す
る
人
は
。数
の
秡

物
を
供
へ
て
御
湯
を
奉
り
。吉
祥

凶

祥
を
占
ふ
。巫
子

い

の

り

は
ら
へ
つ
も
の

み

ゆ

よ
き
さ
が
あ
し
き
さ
が

か
ん
な
ぎ

祝
詞
を
は
り
。
湯
の
沸
上
る
に
お
よ
び
て
。
吉
祥
に
は
釜
の
鳴
音
牛
の
吼
る
が
如
し
。
凶
き
は
釜
に

な
る
こ
ゑ

ほ
ゆ

あ
し

音
な
し
。
是
を
吉
備
津
の
御
釜
秡
と
い
ふ
。

み
か
ま
ば
ら
ひ

釜
祓
い
の
神
事
の
由
来
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
が
、
も
し
、
こ
の
神
事
が
本
当
に
「
吉
祥
凶
祥
を
占
ふ
」

も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
媒
人
が
話
を
も
っ
て
き
た
段
階
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
段
階
で

あ
れ
ば
、
占
い
の
結
果
に
基
づ
い
て
断
わ
る
こ
と
は
簡
単
に
で
き
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
行
な
わ
れ
ず
、
婚
儀
の
整
っ
た
段
階
で
神
事
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
も
順
序

が
狂
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
出
さ
れ
て
い
た
（
重
友
一
九
六
三
な
ど
）
。
当
然
予
想
さ
れ
る
見
解
だ
が
、
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し
か
し
、
こ
の
神
事
は
本
当
に
「
吉
祥
凶
祥
を
占
ふ
」
役
割
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
こ

の
釜
祓
い
は
儀
式
と
し
て
の
意
味
合
い
が
ほ
と
ん
で
、
「
吉
祥
凶
祥
を
占
ふ
」
と
い
う
意
味
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

き
ち
ん
と
し
た
文
献
を
提
示
し
て
い
う
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
こ
の
釜
祓
い
は
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
「
牛
の
吼
る
が
如
」
き
音
が
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
音
の
し
な
い
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
、
と

い
う
よ
う
な
説
明
を
吉
備
津
神
社
を
訪
れ
た
お
り
に
私
は
た
し
か
に
聞
い
た
お
ぼ
え
が
あ
る
。
テ
レ
ビ
で

の
実
演
も
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
や
は
り
そ
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
な
ん
の
苦
も
な
く
釜

の
鳴
る
音
を
出
し
て
い
た
。
身
近
な
例
に
た
と
え
て
い
え
ば
、
寺
社
の
お
み
く
じ
の
大
部
分
が
「
吉
」（
大

吉
～
末
吉
ま
で
あ
る
が
）
で
あ
り
、
「
凶
」
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
な
い
（
神
主
に
知
り
合
い
が
い
れ
ば

そ
の
割
合
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
便
宜
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
企
業
秘
密
に
属
す
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
吉
凶
の
割
合
に
つ
い
て
御
教
示
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
）
、
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
い
い
は
ず
で
、
こ
の
釜
祓
い
は
吉
と
凶

が
任
意
の
確
率
で
出
る
（
＝
吉
が
出
る
か
凶
が
出
る
か
は
神
の
み
ぞ
知
る
）
と
い
う
純
粋
な
占
い
で
は
な

か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

だ
か
ら
こ
そ
、
香
央
造
酒
が
釜
祓
い
を
す
る
箇
所
の
本
文
に
は
「
猶
幸
を
神
に
祈
る
と
て
」
と
は
書
か

、
、

れ
て
い
て
も
、
「
神
に
吉
祥
凶
祥
を
占
ふ
」
と
は
書
か
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
香
央
造
酒
は
、
い
つ
も
試

、
、

み
て
い
る
と
き
と
同
じ
結
果
（
お
そ
ら
く

％
以
上
の
確
率
で
釜
が
鳴
っ
た
は
ず
で
あ
る
）
の
出
る
こ
と

95

を
予
想
し
、
こ
の
結
婚
が
神
に
祝
福
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
信
し
て
釜
祓
い
を
行
な
っ
た
は
ず

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

さ
る
に
香
央
が
家
の
事
は
。
神
の
祈
さ
せ
給
は
ぬ
に
や
。
只
秋
の
虫
の

叢

に
す
だ
く
ば
か
り
の
声

う
け

く
さ
む
ら

も
な
し
。

こ
の
結
果
に
当
惑
し
、
妻
に
相
談
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
妻
が
「
祝
部
等
が
身
の
清
か
ら
ぬ
に
ぞ
あ
ら

め
」
と
し
て
そ
の
結
果
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

○
吉
備
津
神
社
の
神
主
が
、
神
社
の
神
の
託
宣
を
用
い
な
か
っ
た
。（
長
島
弘
明
一
九
九
八
）

○
禁
止
の
神
託
へ
の
抗
命
は
、
す
で
に
神
託
や
易
占
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
、
近
世
的
な
合
理

思
想
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。
（
高
田
衛
・
稲
田
篤
信
一
九
九
七
）

と
い
う
ふ
う
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
言
う
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
。
た
し
か
に
、
結
果
と
し
て

は
、
そ
う
言
わ
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
た
の
だ
が
、
物
語
の
段
階
に
即
し
て
み
れ
ば
、

釜
祓
い
を
彼
等
が
本
当
の
意
味
で
の
占
い
と
は
み
な
し
て
い
な
か
っ
た
以
上
、
無
視
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
責

め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
（
先
の
例
で
い
え
ば
、
お
み
く
じ
で
「
凶
」
が
出
た
か

ら
と
い
っ
て
、
す
で
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
結
婚
話
を
す
ぐ
に
こ
わ
そ
う
と
す
る
か
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え

て
み
れ
ば
よ
い
）
。

む
し
ろ
、
こ
の
神
託
が
神
官
自
身
も
予
想
し
な
か
っ
た
き
わ
め
て
異
例
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
な
に

よ
り
も
先
に
確
認
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
生
身
の
人
間
で
あ
る
神
官
は
（
あ
る
い
は
、
神

託
を
尊
重
す
べ
き
立
場
に
あ
る
神
官
で
さ
え
、
と
い
っ
て
も
い
い
）
そ
の
神
託
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
解
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

注
１

３

神
託
の
凶
祥
は
、
こ
の
作
品
の
主
調
低
音
と
な
っ
て
、
礒
良
と
正
太
郎
の
結
婚
生
活
を
規
定
し
て
い
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
二
人
の
結
婚
生
活
破
綻
の
原
因
な
の
で
は
な
い
。
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礒
良
が
い
か
に
「
夙
に
起
。
お
そ
く
臥
て
。
常
に
舅
姑
の

傍

を
去
ず
。
夫
が
性
を
は
か
り
て
。
心
を

つ
と

お
き

お
や
／
＼

か
た
へ

さ
が

尽
し
」
て
、
高
田
・
稲
田
一
九
九
七
に
お
け
る
評
釈
が
ま
こ
と
に
適
切
に
指
摘
す
る
ご
と
く
『
女
大
学
』

の
権
化
の
よ
う
に
「
仕
へ
」
て
も
、
あ
る
い
は
、
井
沢
夫
婦
に
「
孝
節
」
ぶ
り
を
感
心
さ
れ
て
も
、
ま
た
、

夫
が
「
其
志
に
愛
て
む
つ
ま
じ
く
」
し
て
く
れ
た
と
し
て
も
、
結
局
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
の
は
、
正
太

め
で

郎
の
「
お
の
が
ま
ゝ
の

た
る
性
」
に
他
な
ら
な
い
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
彼
の
本
性
と
し
て
措
定
さ

た
は
け

さ
が

れ
た
こ
の
性
格
が
、
以
後
の
す
べ
て
の
不
幸
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
正
太
郎
の
「
性
」
に
よ
っ
て
夫
婦
生
活
の
破
綻
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い
う
説
明

さ
が

の
存
在
す
る
こ
と
が
、
こ
の
作
品
の
近
世
小
説
と
し
て
の
質
を
決
定
し
て
い
る
。
こ
れ
以
後
、
「
お
の
が

ま
ゝ
の

た
る
性
」
の
発
露
で
あ
る
と
こ
ろ
の
妻
礒
良
へ
の
不
実
ぶ
り
が
丁
寧
に
記
さ
れ
、
そ
れ
は
、
妻

礒
良
の
努
力
に
よ
っ
て
も
ど
う
に
も
し
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
を
た

だ
見
守
る
し
か
な
い
井
沢
・
香
央
の
人
々
を
人
々
も
含
め
て
、
こ
の
あ
た
り
の
人
間
模
様
の
描
き
方
に
は

ほ
と
ん
ど
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
う
し
て
、
以
下
の
物
語
は
、
正
太
郎
の
「
性
」
の
引
き
起
こ
す

悲
劇
と
い
う
見
取
り
図
の
も
と
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
釜
祓
い
の
神
託
は
、
そ
れ
ら
の

背
後
に
奥
深
く
秘
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

鞆
の
津
の
遊
女
袖
と
の
出
奔
、
そ
の
折
の
礒
良
に
対
す
る
裏
切
り
に
つ
い
て
は
特
に
言
う
べ
き
こ
と
は

な
い
が
、
袖
と
別
宅
に
住
み
は
じ
め
た
正
太
郎
に
対
し
て
、

礒
良
こ
れ
を
怨
み
て
。
或
は
舅
姑
の

忿

に
托
て
諫
め
。
或
ひ
は
徒
な
る
心
を
う
ら
み
か
こ
て
ど
も
。

う
ら

お
や
／
＼

い
か
り

よ
せ

あ
だ

と
あ
る
こ
と
、
及
び
礒
良
か
ら
だ
ま
し
取
っ
た
金
を
持
っ
て
出
奔
し
た
正
太
郎
に
対
し
て
、

か
く
ま
で
た
ば
か
ら
れ
し
か
ば
。
今
は
ひ
た
す
ら
に
う
ら
み
嘆
き
て
。
遂
に
重
き
病
に
臥
に
け
り
。

と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
ぜ
ひ
書
き
留
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
冒
頭
文
に
則
し
て
い
え
ば
、
礒

良
が
「
妬
婦
」
と
化
し
て
い
く
場
面
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
そ
の
原
因
に
あ
た
る
正
太
郎
の
一
連
の
不
実
な
所
行
が
ま
こ
と
に
丁
寧
に
叙
述
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
、
改
め
て
引
用
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
忘
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
ま
た
、
冒
頭
文

の
流
儀
で
い
え
ば
、
正
太
郎
の
「
か
り
そ
め
な
る
徒
こ
と
」
の
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
妻

を
裏
切
り
親
を
悲
し
ま
せ
る
正
太
郎
の
行
為
は
ど
う
弁
護
し
て
み
て
も
「
か
り
そ
め
な
る
徒
こ
と
」
と
い

っ
て
す
ま
せ
ら
れ
る
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
い
。

井
沢
香
央
の
人
々
彼
を
悪
み
此
を

哀
み
て
。

専
医
の

験
を
も
と
む
れ
ど
も
。
粥
さ
へ
日
々
に
す

に
く

か
な
し

も
は
ら

し
る
し

も
の

た
り
て
。
よ
ろ
づ
に
た
の
み
な
く
ぞ
見
え
に
け
り
。

と
い
う
ふ
う
に
、
正
太
郎
が
両
家
の
人
々
か
ら
指
弾
さ
れ
、
礒
良
が
同
情
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
な

に
よ
り
も
雄
弁
に
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
く
ど
い
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
言
う
の
だ
が
、
正
太
郎
は
、
こ
こ
で
は
、
も
は
や
、
「
夫

の
お
の
れ
を
よ
く
脩
め
て
教
へ
な
ば
。
此
患
お
の
づ
か
ら
避
べ
き
」
と
か
、「
禽
を
制
す
る
は
気
に
あ
り
。

婦
を
制
す
る
は
其
夫
の
雄
ゝ
し
き
に
あ
り
」
と
い
う
よ
う
な
一
般
的
な
夫
の
倫
理
規
範
で
解
決
し
う
る
範

囲
を
逸
脱
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
段
階
で
、
物
語
は
す
で
に
、

冒
頭
文
が
カ
バ
ー
し
う
る
範
囲
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
か
り
に
、
冒
頭
文
的
な
立
場
を
男
性
原
理
と
呼
ん
で
お
け
ば
、
物
語
が
佳
境
に
入
っ
た
こ
の

段
階
で
そ
の
原
理
は
崩
壊
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
り
手
は
そ
の
原
理
が
依
然
と
し
て
有
効
で
あ

る
よ
う
に
ふ
る
ま
う
。
以
後
の
叙
述
が
、
逃
亡
す
る
正
太
郎
に
即
し
て
す
す
め
ら
れ
、
礒
良
の
側
か
ら
書

か
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
端
的
な
証
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
丁
寧
に
読
ん
で
い
け
ば
、
物

語
の
深
層
に
、
礒
良
の
立
場
に
寄
り
添
っ
た
女
性
原
理
に
よ
る
物
語
が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ

る
よ
う
。
そ
し
て
、
物
語
は
、
両
者
の
亀
裂
を
か
か
え
た
ま
ま
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
と
突
き
進
ん
で
い
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く
の
で
あ
る
。

袖
の
従
兄
彦
六
と
出
会
い
、
そ
の
隣
の
「
破
屋
」
で
住
い
を
は
じ
め
た
正
太
郎
と
袖
に
た
ち
ま
ち
の
う

あ

れ

や

ち
に
礒
良
の
「
窮

鬼
」
の
手
が
忍
び
寄
っ
て
く
る
。

い
き
す
だ
ま

袖
。
風
の
こ
ゝ
ち
と
い
ひ
し
が
。
何
と
な
く
脳
み
出
て
。
鬼
化
の
や
う
に
狂
は
し
げ
な
れ
ば
。
こ
ゝ

な
や

も
の
ゝ
け

に
来
り
て
幾
日
も
あ
ら
ず
。
此

禍

に
係
る
悲
し
さ
に
。
み
づ
か
ら
も
食
さ
へ
わ
す
れ
て
抱
き
扶
く

わ
ざ
は
ひ

か
ゝ

も
の

い
だ

た
す

れ
ど
も
。
只
音
を
の
み
泣
て
。
胸
窮
り
堪
が
た
げ
に
。
さ
む
れ
ば
常
に
か
は
る
と
も
な
し
。
窮

鬼

せ
ま

い
き
す
だ
ま

と
い
ふ
も
の
に
や
。
古
郷
に
捨
し
人
の
も
し
や
と

独

む
ね
苦
し
。

ふ
る
さ
と

ひ
と
り

こ
こ
に
『
源
氏
物
語
』
「
葵
」
の
六
条
御
息
所
の
生
霊
の
登
場
す
る
場
面
の
語
彙
が
頻
出
す
る
こ
と
を
あ

ら
た
め
て
指
摘
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、「
妬
婦
」
と
化
し
た
礒
良
が
、『
源
氏
物
語
』

に
お
け
る
六
条
御
息
所
の
あ
り
よ
う
を
投
影
し
な
が
ら
登
場
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、
光
源
氏
と
御
息
所
の
不
幸
な
関
係
が
、
彼
等
二
人
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
を
礒
良
の
側
―
さ
き
の
用
語
で
い
え
ば
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
女
性
原
理
の
側
―
か
ら
い

え
ば
、
結
婚
す
る
前
か
ら
、
「
佳
婿
の
麗
な
る
を
ほ
の
聞
て
。
我
児
も
日
を
か
ぞ
へ
て
待
わ
ぶ
る
」
と
言

む
こ
が
ね

あ
て

こ

わ
れ
、
嫁
い
で
か
ら
も
「
夫
が
性
を
は
か
り
て
。
心
を
尽
し
て
仕
へ
」
、
父
母
に
よ
っ
て
押
し
込
め
ら
れ

た
夫
を
「
悲
し
が
り
て
。
朝
夕
の

奴

も
殊
に
実
や
か
に
」
つ
と
め
、
夫
の
い
つ
わ
り
の
無
心
に
対
し
て

つ
ぶ
ね

ま
め

も
「
い
と
も
喜
し
く
。
此
事
安
く
お
ぼ
し
給
へ
と
て
。
私
に
お
の
が
衣
服
調
度
を
金
に
貿
。
猶
香
央
の
母

が
許
へ
も
偽
り
て
金
を
乞
。
正
太
郎
に
与
へ
」
る
と
い
う
彼
女
の
一
連
の
行
為
が
、
夫
に
対
す
る
深
い
愛

も
と

情
―
と
い
う
言
い
方
は
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
恋
情
あ
る
い
は
愛
執
と
い
う
よ
う
な
用

語
を
使
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
―
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
、

夫
正
太
郎
に
は
全
く
理
解
さ
れ
な
い
一
方
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
袖
と
と

も
に
駆
け
落
ち
す
る
正
太
郎
の
姿
は
そ
の
こ
と
を
な
に
よ
り
も
雄
弁
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い

う
礒
良
の
心
情
が
、
光
源
氏
に
絶
望
的
な
愛
情
を
そ
そ
ぎ
つ
つ
も
、
か
な
え
ら
れ
な
い
ま
ま
生
霊
と
な
る

し
か
な
か
っ
た
六
条
御
息
所
の
姿
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
な
に
よ
り
も
重
要
な
こ
と
な

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
叙
述
の
視
点
―
さ
き
の
言
い
方
で
い
え
ば
、
物
語
の
表
層
を
占
め
る

男
性
原
理
で
あ
る
―
が
正
太
郎
に
固
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
彼
に
と
っ
て
そ
の
礒
良
の
愛
情
（
な
い
し
恋

情
な
い
し
愛
執
）
は
、
袖
の
死
と
、
そ
れ
が
「
古
郷
に
捨
し
人
の
」
「
窮
鬼
」
の
し
わ
ざ
に
よ
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
恐
れ
と
し
て
の
意
味
し
か
持
ち
え
な
い
。
両
者
の
懸
隔
は
想
像
以
上
に
は
な
は
だ
し
い
の

で
あ
る
。

葵
の
上
に
取
り
憑
い
た
生
霊
の
正
体
が
御
息
所
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
と
き
、
御
息
所
と
光
源
氏
と

の
関
係
は
実
質
的
に
終
わ
り
、
傷
心
の
御
息
所
は
娘
の
斎
宮
と
と
も
に
伊
勢
に
下
る
の
で
あ
る
が
、
礒
良

と
正
太
郎
の
関
係
は
袖
の
死
で
終
わ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
「
吉
備
津
の
釜
」
独
自
の
「
妬
婦
」
像
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
冒

頭
文
で
「
女
の
慳
し
き
性
」
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
た
「
嫉
妬
」
と
い
う
も
の
の
本
質
が
開
示
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

４

袖
の
死
後
、
正
太
郎
は
魅
入
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
礒
良
の
死
霊
に
招
き
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
荒
野
の
三
昧
堂
で
展
開
さ
れ
る
怪
異
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
よ
く
わ
か
ら
な
い

点
が
あ
る
。
そ
の
わ
か
ら
な
さ
は
、
末
尾
の
死
霊
の
詐
術
と
さ
れ
る
場
面
と
も
関
連
し
て
い
る
は
ず
な
の
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で
、
す
こ
し
丁
寧
に
み
て
お
き
た
い
と
思
う
。

袖
の
死
か
ら
あ
と
は
、

１
、
袖
の
死

２
、
袖
の
葬
送

３
、
墓
参
り

４
、
墓
参
り
を
す
る
若
い
女
と
の
出
会
い
（
以
下
略
）

と
い
う
順
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
４
以
後
に
登
場
す
る
若
い
女
は
あ
き
ら
か
に
礒
良
の
し
わ

ざ
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
正
太
郎
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
礒
良
の
ワ
ナ
の
な
か
に
入
り
込
ん
で
い
る

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
１
に
お
け
る
、
袖
の
死
に
対
し
て
正
太
郎
が
、

注
２

天
を
仰
ぎ
。
地
を
敲
き
て
哭
悲
し
み
。
と
も
に
も
と
物
狂
は
し
き
を

た
ゝ

な
き

と
嘆
き
、
３
で
も
、

正
太
郎
今
は
俯
し
て
黄
泉
を
し
た
へ
ど
も
招
魂
の
法
を
も
も
と
む
る
方
な
く
。
仰
ぎ
て
古
郷
を
お
も

よ

み

ぢ

へ
は
か
へ
り
て
地
下
よ
り
も
遠
き
こ
ゝ
ち
せ
ら
れ
。
前
に
渡
り
な
く
。
後
に
途
を
う
し
な
ひ
。
昼
は

し
み
ら
に
打
臥
て
。
夕

く
ご
と
に
は

の
も
と
に
詣
て
見
れ
ば
。

よ
ひ

つ
か

と
い
う
ふ
う
に
嘆
く
様
子
の
描
写
は
、
い
さ
さ
か
大
袈
裟
に
す
ぎ
る
よ
う
な
感
じ
を
受
け
な
く
も
な
い
。

そ
の
理
由
の
大
部
分
は
、
意
識
的
に
漢
文
的
な
対
句
表
現
を
多
用
し
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
う

い
う
表
現
上
の
特
色
か
ら
み
て
も
、
こ
の
あ
た
り
で
す
で
に
正
太
郎
は
礒
良
の
術
中
に
陥
っ
て
い
る
と
み

な
す
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
り
に
、
そ
の
よ
う
に
解
し
て
み
る
と
、
死
霊
と
な
っ
た
礒
良

が
正
太
郎
に
対
し
て
発
し
た
言
葉
の
意
味
は
よ
り
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。め

づ
ら
し
く
も
あ
ひ
見
奉
る
も
の
か
な
。
つ
ら
き
報
ひ
の
程
し
ら
せ
ま
い
ら
せ
ん

と
い
う
礒
良
の
言
葉
は
、
む
ろ
ん
正
太
郎
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
彼
自
身
は
恐
怖
が
先
行
し
て
い
る

た
め
、
そ
の
言
葉
の
意
味
を
ほ
と
ん
ど
ま
と
も
に
受
け
取
ろ
う
と
は
し
な
い
。

我
を
指
た
る
手
の
青
く
ほ
そ
り
た
る
恐
し
さ
に
。
あ
な
や
と
叫
ん
で
た
を
れ
死
す
。

こ
こ
の
「
我
を
」
と
い
う
人
称
代
名
詞
の
使
い
方
は
、
重
友
一
九
五
七
以
来
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
だ
が
、
こ
う
い
う
表
現
が
成
立
す
る
の
は
、
こ
の
前
後
の
描
写
が
す
べ
て
正
太
郎
の
心
理
に
即
し
て
な

さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
お
い
て
よ
い
こ
と
だ
と
思
う
。
読
者
も
当
然
正
太
郎
の

側
に
立
っ
て
読
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
礒
良
の
言
葉
の
意
味
は
深
く
反
芻
さ
れ
な
い
ま
ま
、

そ
の
あ
と
の
陰
陽
師
の
言
葉
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
怪
異
は
す
べ
て
男
性
原
理
の
側
か
ら
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
「
目
の
前

に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
戦
慄
感
」
（
重
友
一
九
五
七
）
云
々
の
評
語
・
評
価
等
は
す
べ
て
そ
れ
に
従

っ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
女
性
原
理
の
側
に
立
て
ば
、
怪
異
自
体
の
意
味
も
当
然
異
な
っ
て
見
え
て
く

る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
礒
良
の
言
葉
に
つ
い
て
み
て
も
、
陰
陽
師
の
「
さ
き
に
女
の
命
を
う
ば
ひ
。
怨
み
猶
尽
ず
。
足
下

の
命
も
旦
夕
に
せ
ま
る
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
正
太
郎
へ
の
復
讐
だ
け
が
目
的
な
ら
、

な
ぜ
「
見
奉
る
」
「
ま
い
ら
せ
ん
」
等
の
敬
語
を
使
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
す
ぐ
そ
の
場
で
取
り
殺

す
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
に
、
気
絶
さ
せ
る
だ
け
で
終
っ
た
の
は
な
ぜ
か
等
々
、
疑
問
は
い
く
つ

も
わ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
ふ
た
つ
の
原
理
の
対
立
を
如
実
に
示
す
の
が
、
こ
の
箇
所
の
現
代
語
訳
で
あ
る
。

「
め
づ
ら
し
く
も
あ
ひ
見
奉
る
も
の
か
な
」
と
い
う
一
文
を
高
田
・
稲
田
一
九
九
七
は
「
不
思
議
な
ご

縁
で
お
会
い
す
る
も
の
で
す
。」
と
訳
し
、
長
島
一
九
九
八
は
、
「
珍
し
い
と
こ
ろ
で
お
会
い
い
た
し
ま
す
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こ
と
よ
」
と
訳
し
て
い
る
。
た
ま
た
ま
、
お
な
じ
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
こ
の
二
書
に
お
け
る
こ
う
し
た
訳

の
違
い
は
、
ど
ち
ら
の
原
理
に
立
っ
て
訳
す
か
の
違
い
を
典
型
的
に
示
す
興
味
深
い
例
と
い
え
る
。

長
島
訳
は
正
太
郎
の
立
場
で
訳
し
た
も
の
で
、
礒
良
の
言
葉
が
彼
に
は
、
庭
瀬
の
実
家
で
は
な
い
「
め

ず
ら
し
い
」
場
所
で
お
会
い
す
る
も
の
で
す
ね
、
と
い
う
皮
肉
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
高
田
・
稲
田
訳
は
礒
良
の
心
情
に
重
点
を
お
い
て
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
め
ず
ら
し
い
御
縁
で
、
や
っ
と
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
ね
」
と
い
う
、
正
太
郎
と
の
出
会
い

を
喜
ぶ
気
持
ち
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
喜
ぶ
と
は
い
っ
て
も
、
「
浅
茅
が

宿
」
の
宮
木
の
「
今
は
長
き
恨
み
も
は
れ

ぐ
と
な
り
ぬ
る
事
の
喜
し
く
侍
り
。
逢
を
待
間
に
恋
死
な
ん

あ
ふ

ま

つ

ま

は
人
し
ら
ぬ
恨
み
な
る
べ
し
」
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
ス
ト
レ
ー
ト
（
と
は
い
っ
て
も
「
長
き
恨
み
」「
逢

を
待
間
に
恋
死
な
ん
」
と
い
う
語
句
は
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
）
に
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

自
分
の
も
と
か
ら
逃
亡
し
つ
づ
け
る
夫
正
太
郎
と
や
っ
と
対
面
で
き
た
（
と
い
う
よ
り
、
つ
か
ま
え
こ
と

が
で
き
た
、
と
で
も
い
う
べ
き
か
）
と
い
う
気
持
ち
の
表
明
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

こ
の
言
葉
は
、
一
種
類
の
現
代
語
訳
だ
け
で
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
二
重
性
は
伝
え
え
な
い
と
い
う

べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
つ
づ
く
「
つ
ら
き
報
ひ
の
程
」
と
は
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
礒
良
の
苦
し
み
を
い
う
が
、
正
太

郎
に
は
お
そ
ら
く
「
報
ひ
」
と
い
う
言
葉
だ
け
が
、
印
象
づ
け
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
単
に
復

讐
す
る
だ
け
な
ら
、
こ
こ
で
殺
し
て
し
ま
っ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
礒
良
の
目
的
は
そ
こ
に
は

な
い
。
「
し
ら
せ
ま
い
ら
せ
ん
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
正
太
郎
に
も
味
わ
せ
た
い
、
と
彼
女

は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
の
こ
と
を
全
く
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
正
太
郎
に
対
し
て
、
「
霊
」
と

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
方
法
に
よ
っ
て
自
分
の
思
い
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
な
か
に
は
、
恨
み
の
気
持
ち
も
復
讐
の
念
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
根
底
に
あ
る

の
は
、
自
分
と
ま
と
も
に
向
き
あ
う
こ
と
を
し
な
い
夫
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
復
の
思
い
で

あ
る
。
遥
か
彼
方
か
ら
の
長
い
長
い
呼
び
か
け
―Long

D
istantC

all

が
、
い
ま
こ
の
と
き
、
彼
女
の
口

か
ら
初
め
て
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
袖
の
死
は
、
そ
の
第
一
歩
と
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
大
切
な
存
在

を
奪
わ
れ
る
こ
と
の
痛
み
を
身
を
も
っ
て
体
験
さ
せ
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
袖
の

死
を
大
袈
裟
に
嘆
く
正
太
郎
は
、
す
で
に
礒
良
の
術
中
に
は
ま
り
こ
ん
で
い
る
と
見
て
い
い
は
ず
な
の
で

あ
る
。

５

陰
陽
師
は
、

災

す
で
に
窮
り
て
易
か
ら
ず
。
さ
き
に
女
の
命
を
う
ば
ひ
。
怨
み
猶
尽
ず
。
足
下
の
命
も
旦
夕
に

わ
ざ
は
ひ

せ
ま

そ

こ

あ
さ
ゆ
ふ

せ
ま
る
。
此
鬼
世
を
さ
り
ぬ
る
は
七
日
前
な
れ
ば
。今
日
よ
り
四
十
二
日
が
間
戸
を
閉
て
お
も
き
物
斎

た
て

い
み

す
べ
し
。
我
禁
し
め
を
守
ら
ば
九
死
を
出
て
全
か
ら
ん
か
。
一
時
を
過
る
と
も
ま
ぬ
が
る
べ
か
ら
ず

い
ま

と
警
告
し
、
正
太
郎
の
体
に
梵
字
を
書
き
、
朱
符
を
与
え
て
「
此
呪
を
戸
毎
に
貼
て
神
仏
を
念
ず
べ
し
。

お
し

あ
や
ま
ち
し
て
身
を
亡
ぶ
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
ま
し
め
て
い
る
。
が
、
「
神
の
祈
さ
せ
給
は
ぬ
」
結
婚

の
当
事
者
の
一
人
で
あ
る
正
太
郎
に
と
っ
て
「
神
仏
を
念
ず
」
る
こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
ろ
う
か
。

陰
陽
師
の
警
告
が
失
敗
に
終
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
物
語
を
先
取
り
し
て
は
い
け
な
い
。
我
々
は
こ
の
陰
陽
師
の
警
告
に
従
っ
て
、
以
下
の
場
面

を
読
ん
で
い
く
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
、
再
び
正
太
郎
の
も
と
を
訪
れ
て
く
る
「
鬼
」
を
体
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験
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
う
べ
き
シ
ー
ン
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
の
「
鬼
」
に
つ
い
て
の
描
写
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
具
体
的
な
描
写
が
意
外
に
少
な
い

こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。「
鬼
」
に
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

下
屋
の
窓
の
紙
に
さ
と
赤
き
光
さ
し
て

し

も

や

か
の
鬼
も
夜
ご
と
に
家
を
繞
り
或
は
屋
の
棟
に
叫
び
て
。
忿
れ
る
声
夜
ま
し
に
す
ざ
ま
し

め
ぐ

い
か

と
い
う
二
ヶ
所
だ
け
で
、
あ
と
は
、

お
そ
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
に
長
き
夜
を
か
こ
つ
。
程
な
く
夜
明
ぬ
る
に
生
出
て
。…
…
松
ふ
く
風
物
を
僵た

を

す
が
ご
と
く
。
雨
さ
へ
ふ
り
て
常
な
ら
ぬ
夜
の
さ
ま
に
。
壁
を
隔
て
声
を
か
け
あ
ひ
。
既
に
四
更
に

た
ゞ

い
た
る
。
…
…
深
き
夜
に
は
い
と
ゞ
凄
し
く
。
髪
も
生
毛
も
こ
と

く
く
聳
立
て
。
し
ば
ら
く
は
死

う

ぶ

け

そ
ば
た
ち

入
た
り
。
明
れ
ば
夜
の
さ
ま
を
か
た
り
。
暮
れ
ば
明
る
を
慕
ひ
て
。
此
月
日
頃
千
歳
を
過
る
よ
り
も

久
し
。

と
い
う
正
太
郎
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
恐
怖
感
は
、
さ
き
の
三

昧
堂
に
お
け
る
礒
良
の
、

顔
の
色
い
と
青
ざ
め
て
。
た
ゆ
き
眼
す
ざ
ま
し
く
。
我
を
指
た
る
手
の
青
く
ほ
そ
り
た
る

と
い
う
よ
う
な
具
体
的
描
写
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
は
、
正
太
郎
の
恐
が
り
方
に
起
因
す
る
と

い
っ
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
こ
の
「
鬼
」
が
言
葉
を
発
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

が
、
そ
の
言
葉
は
、

あ
な
に
く
や
。
こ
ゝ
に
た
ふ
と
き
符
文
を
設
つ
る
よ
。

で
あ
り
、

あ
な
悪
や
。
こ
ゝ
に
も
貼
つ
る
よ
。

に
く

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
朱
符
が
貼
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
正
太
郎
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
ト

す
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
恨
み
言
で
は
あ
っ
て
も
、
正
太
郎
を
お
ど
そ
う
と
す
る
（
「
つ

ら
き
報
ひ
の
程
し
ら
せ
ま
い
ら
せ
ん
」
と
い
う
よ
う
な
）
意
志
は
微
塵
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味

で
、
礒
良
は
正
太
郎
に
対
し
て
は
た
っ
た
一
つ
の
こ
と
し
か
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
お
い
て
、
怪
異
の
場
面
は
す
べ
て
正
太
郎
の
心
理
に
即
し
て
叙
述

さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
心
理
は
、
礒
良
へ
の
罪
悪
感
と
恐
怖
感
と
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
自
身
の
内
部
に
お
い
て
も
明
確
に
自
覚
さ
れ
な
い
ま
ま
、
恐
怖
感
だ
け
が
先
行
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
に
と
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
す
が
れ
る
の
は
、
陰
陽
師
の
警
告
に
従
っ
て
、
四
十
九
日
の
「
物
斎
」
を

無
事
に
切
り
抜
け
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
四
十
九
日
目
が
過
ぎ
れ
ば
本
当
に
彼
は
無
罪
放
免

さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
れ
に
取
り
憑
い
て
い
る
「
鬼
」
は
そ
ん
な
に
簡
単
に
退
散
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
、
そ
れ
が
「
吉
備
津
の
釜
」
の
直
前
の
作
品
で
あ
る
「
仏
法
僧
」
の
よ
う
に
場
所
に
出
現
す
る
怪
異

な
ら
ば
、
夢
然
父
子
の
よ
う
に
、
朝
に
な
り
高
野
山
を
下
り
て
い
け
ば
、
も
は
や
秀
次
一
行
の
亡
霊
と
は

無
関
係
で
い
ら
れ
よ
う
。
が
、
正
太
郎
と
礒
良
の
関
係
は
そ
ん
な
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
怪
異
譚
と
し
て
み
れ
ば
、
陰
陽
師
の
予
言
は
絶
対
的
な
も
の
だ
が
、
し
か
し
、
礒
良
が
そ
れ
を
受
け

入
れ
て
い
る
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
は
、
怪
異
譚
と
し
て
の
約
束
に
従
っ
て
、
四
十
九

日
目
が
ま
る
で
最
後
の
審
判
の
日
で
あ
る
か
の
よ
う
に
進
行
し
て
い
く
。

か
く
し
て
四
十
二
日
と
い
ふ
其
夜
に
い
た
り
ぬ
。
今
は
一
夜
に
み
た
し
ぬ
れ
ば
。
殊
に
慎
み
て
。
や

ゝ
五
更
の
天
も
し
ら

く
と
明
わ
た
り
ぬ
。
長
き
夢
の
さ
め
た
る
如
く
。
や
が
て
彦
六
を
よ
ぶ
に
。

壁
に
よ
り
て
い
か
に
と
答
ふ
。
お
も
き
物
い
み
も
既
に
満
ぬ
。
絶
て
兄
長
の
を
見
ず
。
な
つ
か
し
さ

こ
の
か
み
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に
。
か
つ
此
月
頃
の
憂

怕
し
さ
を
心
の
か
ぎ
り
い
ひ
和
さ
ま
ん
。
眠
さ
ま
し
給
へ
。
我
も
外
の
方

う
さ
お
そ
ろ

に
出
ん
と
い
ふ
。
彦
六
用
意
な
き
男
な
れ
ば
。
今
は
何
か
あ
ら
ん
。
い
ざ
こ
な
た
へ
わ
た
り
給
へ
と
。

戸
を
明
る
事

半

な
ら
ず
。
と
な
り
の
軒
に
あ
な
や
と
叫
ぶ
声
耳
を
つ
ら
ぬ
き
て
。
思
は
ず
尻
居
に

な
か
ば

し

り

ゐ

座
す
。

こ
こ
で
は
、「
や
ゝ
五
更
の
天
も
し
ら

く
と
明
わ
た
り
ぬ
。」
と
い
う
の
が
正
太
郎
だ
け
の
理
解
で
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
が
す
べ
て
で
あ
る
。
青
木
正
次
一
九
八
一
は
、
こ
の
部
分
の
会
話
の
主
体
に
つ
い
て
様

々
の
解
釈
可
能
性
を
検
討
し
て
い
て
た
い
へ
ん
参
考
に
な
る
が
、
大
切
な
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
ず
っ
と
正

太
郎
に
即
し
て
叙
述
が
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、
彼
の
姿
が
物
語
か
ら
消
え
た
瞬
間
、
本
来
の
叙
述
に
も
ど

り
、
正
太
郎
が
詐
術
に
ひ
っ
か
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
し
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

彦
六
が
外
に
出
た
と
き
「
夜
は
い
ま
だ
く
ら
く
。
月
は
中
天
な
が
ら
影
朧

く
と
し
て
。
風
冷
や
か
に
。
」

な
か
ぞ
ら

ら
う

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
直
前
に
「
明
た
る
と
い
ひ
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
す
る
と
、
彼
は
自
分
の
目
で
夜
明
け
を
確
認
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
正
太
郎
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
「
今
は
何
か
あ
ら
ん
。
い
ざ
こ
な
た
へ
わ
た

り
給
へ
」
と
誘
い
か
け
た
こ
と
が
「
用
意
な
き
男
」
と
書
か
れ
る
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
男
性
原
理
と
女
性

原
理
が
も
っ
と
も
は
な
は
だ
し
い
亀
裂
を
み
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

表
層
の
叙
述
に
従
え
ば
、
正
太
郎
は
「
戸
腋
の
壁
」
の
「
腥

く
し
き
血
」
と
「
髪
の

髻

」
だ
け
を

と

わ

き

な
ま

も
と
ゞ
り

残
し
て
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
遺
体
の
残
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
彦
六
も
遺
族
も
さ
し
て

不
思
議
が
る
こ
と
は
せ
ず
、
陰
陽
師
の
い
ま
し
め
を
破
っ
た
た
め
「
悪
鬼
」
礒
良
の
復
讐
を
受
け
た
の
で

あ
ろ
う
、
と
理
解
さ
れ
て
終
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
末
尾
に
、

さ
れ
ば
陰
陽
師
が
占
の
い
ち
じ
る
き
。
御
釜
の
凶

祥
も
は
た
た
が
は
ざ
り
け
る
ぞ
。
い
と
も
た
ふ

う
ら

あ
し
き
さ
が

と
か
り
け
る
と
か
た
り
伝
へ
け
り
。

と
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
層
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
悪
鬼
」
に
よ
る
復
讐
の
物
語
と
し
て
の
つ
じ
つ

ま
は
き
ち
ん
と
合
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
礒
良
の
名
前
が
醜
貌
の
神
の
名
に
由
来
す
る
こ

と
な
ど
も
巧
妙
に
情
報
と
し
て
加
味
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
末
尾
の
部
分
に
つ
い
て
は
、「
古
今
東
西
の
怪
談
小
説
を
通
じ
て
見
る
こ
と
を
得
な
い
」「
恐
怖
と

戦
慄
を
覚
え
し
め
る
」
（
重
友
一
九
五
三
）
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
従
来
か
ら
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ

て
き
た
。
そ
の
こ
と
に
異
論
を
唱
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
い
う
怪
異
譚
と
し
て
の
性
格
は
あ
く
ま

で
も
こ
の
物
語
の
表
層
の
レ
ベ
ル
に
関
し
て
お
り
、
深
層
に
は
さ
ら
に
別
の
物
語
の
存
在
す
る
こ
と
を
見

逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
す
で
に
折
に
触
れ
て
語
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

の
問
題
と
し
て
い
え
ば
、
遺
体
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
で
あ
る
。
「
次
元
を
異
に
す
る

強
烈
な
力
の
は
た
ら
き
か
け
」（
重
友
一
九
五
三
）
」
と
か
「
土
俗
的
伝
承
と
人
身
消
失
譚
の
む
す
び
つ
き
」

（
高
田
・
稲
田
一
九
九
七
）
等
の
説
明
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
怪
異
譚
の
範
疇
で
考
え
る
べ
き
問
題
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
物
語
の
深
層
＝
女
性
原
理
の
原
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
、
私
は
、
新
聞
に
連
載
し
た
文
章
（
父
と
子
の
対
話
形
式
を
と
っ
て
い
る
）
の
中
で
、

子
＝
で
、
正
太
郎
の
遺
体
は
ど
う
な
っ
た
の
？

父
＝
礒
良
の
亡
霊
に
よ
っ
て
あ
の
世
へ
連
れ
去
ら
れ
た
ん
だ
ろ
う
。

子
＝
殺
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
？

父
＝
彦
六
や
正
太
郎
の
遺
族
に
と
っ
て
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
礒
良
に
し
て
み
れ
ば
、
自
分

か
ら
逃
げ
続
け
て
い
た
亭
主
を
や
っ
と
こ
う
い
う
か
た
ち
で
自
分
の
も
と
に
呼
び
戻
し
た
、
と
い
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う
ふ
う
に
も
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
。

と
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
注
目
し
、
仏
教
的
な
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
が
、
鷲
山
樹

心
一
九
九
二
で
あ
る
。
私
の
想
定
は
、
仏
教
的
に
も
裏
付
け
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
大
変
心

強
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
こ
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
礒
良
に
と
っ
て
は
、
こ
の
末
尾
の
段

階
に
お
い
て
は
じ
め
て
正
太
郎
を
わ
が
も
と
に
ひ
き
よ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
こ
と
を

決
し
て
か
え
り
み
よ
う
と
せ
ず
、
た
だ
恐
れ
逃
げ
る
だ
け
を
男
を
、
彼
女
は
や
っ
と
わ
が
も
と
に
引
き
寄

せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
二
人
が
ど
う
な
っ
た
の
か
は
物
語
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
れ
を

も
っ
て
復
讐
と
い
う
の
な
ら
、
そ
う
呼
ん
で
も
い
い
が
、
こ
の
作
品
で
、
礒
良
が
一
貫
し
て
正
太
郎
に
呼

び
か
け
て
い
る
の
は
、
み
ず
か
ら
の
苦
し
み
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
自

分
に
と
も
に
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
彼
女
の
願
い
は
、
「
浅
茅
が
宿
」
の
宮
木
と
全
く
同

じ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
彼
女
は
、
宮
木
の
よ
う
に
、
た
だ
、
待
つ
だ
け
の
女
で
は
な
か
っ
た
。

積
極
的
に
そ
の
こ
と
を
夫
に
対
し
て
伝
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
生
霊
・
死
霊
と
な
っ
て
。

嫉
妬
が
「
女
の
慳
し
き
性
」
に
よ
る
と
し
て
封
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
の
女
性
に
と
っ
て
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど

唯
一
の
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
宮
木
は
、
「
地
霊
」
と
し
て
ひ
と
と

こ
ろ
に
と
ど
ま
り
、
夫
を
待
ち
つ
づ
け
た
が
、
礒
良
は
、
「
生
霊
・
死
霊
」
と
し
て
夫
を
追
い
か
け
つ
づ

け
た
、
と
い
う
ふ
う
な
対
比
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
物
語
の
大
き
な
特
色
と
し
て
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
冒
頭
文
か
ら
ほ
ぼ
一
貫

し
て
、
叙
述
が
、
男
性
＝
正
太
郎
の
側
に
寄
り
添
っ
て
す
す
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

叙
述
の
レ
ベ
ル
に
従
え
ば
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
く
の
は
、
断
罪
さ
れ
る
男
の
物
語
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
断
罪
す
る
側
の
女
性
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
怪
異
と
し
て
、
恐
怖
に
彩
ら
れ
た
か
た
ち
で
処
理
さ
れ

て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
も
、
こ
の
作
品
は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
物
語
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
す
べ
て
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
怪
異
の
背
後
に
、
夫
を
遥
か
遠
く
か
ら
呼
び
つ

づ
け
る
妻
の
声
を
聞
く
の
で
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
作
品
を
真
の
意
味
で
理
解
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ

る
。「

菊
花
の
約
」
で
は
友
情
の
物
語
と
い
う
ワ
ク
組
み
で
物
語
を
作
り
、
「
浅
茅
が
宿
」
で
は
夫
婦
の
情

愛
を
た
た
え
つ
つ
物
語
を
展
開
し
て
き
た
作
者
は
、
こ
の
作
品
に
至
っ
て
、
妬
婦
断
罪
論
を
語
る
ふ
り
を

し
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
物
語
を
語
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
見
す
る
と
、
断
罪

さ
れ
る
男
の
物
語
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
、
断
罪
す
る
女
の
側
に
立
っ
た
物
語
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
気
づ
い
た
と
き
は
じ
め
て
、
冒
頭
の
妬
婦
断
罪
論
は
、
真
の
意
味
で
無
化
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
「
菊
花
の
約
」
の
よ
う
に
末
尾
で
冒
頭
文
へ
の
回
帰
は
な
さ
れ
な
い
。
御
釜
祓
い
や
陰

陽
師
の
予
言
は
反
芻
さ
れ
て
も
、
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
冒
頭
文
は
、
た
だ
、
作
品
の
叙
述
が
寄
り
添
う
立

場
を
示
す
意
味
し
か
持
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
後
、
『
雨
月
物
語
』
で
は
、
こ
の
種
の
マ
ク
ラ
を
作
品
の
冒
頭
に
置
く
こ
と
は
な
く
な
る
。
そ

れ
は
、
「
仏
法
僧
」
に
む
至
る
ま
で
、
日
常
的
な
道
徳
・
倫
理
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
展
開
さ
れ
て

き
た
『
雨
月
物
語
』
の
作
品
世
界
が
変
質
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
高
野
山
と

い
う
場
所
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
仏
法
僧
」
に
お
い
て
い
く
ら
か
は
予
感
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、「
吉

備
津
の
釜
」
以
後
の
『
雨
月
物
語
』
後
半
部
で
は
、
読
者
（
そ
れ
は
、
な
に
も
近
世
の
読
者
に
限
る
も
の

で
は
な
い
）
の
抱
え
こ
ん
で
い
る
日
常
的
な
道
徳
・
倫
理
に
挑
戦
す
る
か
た
ち
で
物
語
は
形
成
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
品
に
お
け
る
女
性
原
理
と
男
性
原
理
の
問
題
は
、
次
の
「
蛇
性
の
婬
」
に
お

い
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
し
た
対
立
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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注１
、
吉
備
津
の
釜
の
神
託
は
、
作
品
の
題
名
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
た
し
か
に
重
要
な
素
材
で

あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
は
、
こ
の
作
品
が
、
そ
の
神
託
に
そ
む
い
た
た
め
に
起
き
た
不
幸

な
物
語
、
と
い
う
ふ
う
な
単
純
な
構
造
の
作
品
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
神
仏
の
霊
験
譚
で
な

い
限
り
そ
う
い
う
物
語
は
成
立
し
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
神
託
の
意
味
を
作
品
の

ど
の
範
囲
に
ま
で
及
ぼ
し
て
考
え
る
か
は
「
吉
備
津
の
釜
」
論
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
の

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
、
中
世
の
説
話
で
も
古
代
の
物
語
で
も
な
い
、
近
世
の
小
説
作
品
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
の
神

託
の
及
ぶ
射
程
を
慎
重
に
は
か
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

２
、
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
若
い
女
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
説
明
し
た
ら
い
い
の
か
、
私
に
は
う
ま
い
言
葉

が
見
つ
か
ら
な
い
。
礒
良
の
化
身
と
す
る
の
が
一
番
簡
単
な
説
明
だ
ろ
う
が
、
さ
し
絵
で
は
彼
女
が

礒
良
の
死
霊
の
そ
ば
に
控
え
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
あ
ま
り
納
得
い
く
説
明
と

は
い
え
な
い
。
諸
家
の
注
や
解
説
で
も
、
こ
の
点
は
特
に
問
題
に
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

３
、
木
越

治

「
〈
平
成
古
典
講
座
〉
雨
月
物
語
」
北
国
新
聞
日
曜
版
連
載

一
九
九
一
年
６
～

月
12

引
用
文
献
一
覧

重
友

毅

『
雨
月
物
語
評
釋[

増
訂
版]

』

明
治
書
院
刊

一
九
五
七
年

月
10

重
友

毅

雨
月
物
語
評
論
（
四
）
再
び
「
吉
備
津
の
釜
」
に
つ
い
て

『
近
世
文
学
史
の
諸
問
題
』（
明

治
書
院
刊

一
九
六
三
年

月
）
、
な
お
、『
重
友
毅
著
作
集
〈
第4

巻
〉
秋
成
の
研
究
』（
文

12

理
書
院
刊

1971

年
５
月
）
に
も
収
録
。

青
木
正
次

『
雨
月
物
語
』

講
談
社
学
術
文
庫
刊

一
九
八
一
年
６
月

鷲
山
樹
心

「
吉
備
津
の
釜
」
結
末
に
つ
い
て

花
園
大
学
国
文
学
論
究

一
九
九
二
年

月

20

11

高
田
衛
・
稲
田
篤
信

『
雨
月
物
語
』

ち
く
ま
学
芸
文
庫
刊

一
九
九
七
年

月
（
も
と
、
『
雨
月
物

10

語
評
解
』

有
精
堂
出
版
刊

一
九
八
〇
年
９
月
を
文
庫
化
し
た
も
の
）

長
島
弘
明

『
雨
月
物
語
の
世
界
』

ち
く
ま
学
芸
文
庫
刊

一
九
九
八
年
４
月
（
も
と
、『
〈
Ｎ
Ｈ
Ｋ
セ

ミ
ナ
―
・
江
戸
文
芸
を
よ
む
〉
雨
月
物
語
・
幻
想
の
宇
宙
（
上
）（
下
）』

日
本
放
送
出
版

協
会
刊

一
九
九
四
年

月
・
一
九
九
五
年
１
月
を
文
庫
化
し
た
も
の
）

10

な
お
、
『
雨
月
物
語
』
の
本
文
は
、
上
田
秋
成
全
集
第
七
巻
に
よ
っ
た
が
、
振
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。
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付
記中

村
博
保
先
生
の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

卒
業
論
文
の
準
備
を
し
て
い
る
と
き
に
読
ん
だ
先
生
の
御
論
文
「
『
目
ひ
と
つ
の
神
』
研
究
」
は
、
私

に
と
っ
て
、
以
後
の
研
究
上
の
目
標
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
『
雨
月
物
語
評
釈
』
の
先
生
の
執
筆
部
分

を
折
に
触
れ
て
熟
読
し
て
い
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。

そ
う
し
た
気
持
を
持
ち
な
が
ら
、
し
か
し
、
研
究
者
と
し
て
同
じ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
は
、
直
接
・
間
接
に
し
ば
し
ば
き
つ
い
批
評
を
し
た
た
め
、
「
直
言
家
」
と
し
て
け
む
た
く
お
思
い

に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
拙
著
の
書
評
の
中
で
、
そ
う
し
た
生
意
気
な
「
直
言
」
に
対
し
て

も
真
摯
に
答
え
よ
う
と
し
て
下
さ
っ
た
先
生
の
態
度
に
は
、
本
当
に
頭
の
下
が
る
思
い
で
す
。

つ
た
な
い
本
稿
を
、
先
生
の
御
霊
前
に
捧
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
次
第
で
す
。


