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歴
史
的
出
釆
事
が
つ
ね
に
一
回
性
の
こ
と
と
し
て
そ
の
特
質
を
現
わ
す
の
に
た
い
L
、
民
間
習
俗
は
歴
史
を
生
む
基
礎
と
し
て
民
衆

の
生
活
規
定
、
気
質
や
情
念
な
ど
を
維
持
存
続
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
戦
乱
の
申
で
も
ク
リ
ス
マ
ス
や
復
活
祭
、
五
月
柱

の
歌
や
踊
り
の
催
し
を
止
め
よ
う
と
し
た
い
の
が
民
衆
の
心
椿
で
あ
る
。
多
く
の
軍
団
や
輸
送
部
隊
が
通
り
過
ぎ
て
し
ま
え
ば
、
農
民

は
元
通
り
に
畑
を
耕
し
て
種
子
を
蒔
き
、
家
畜
を
牧
草
地
に
放
牧
し
、
葡
萄
を
摘
み
取
っ
て
ワ
イ
ン
を
作
り
、
収
穫
感
謝
祭
を
営
む
。

民
間
習
俗
は
統
治
考
が
命
じ
た
こ
と
で
も
、
教
会
が
決
め
た
こ
と
で
も
た
く
、
庶
民
の
心
の
中
で
こ
の
よ
う
で
あ
り
た
い
、
あ
る
べ
き

だ
と
い
う
願
望
や
想
像
が
行
為
と
慣
行
と
な
っ
て
聖
な
る
も
の
や
大
自
然
と
人
間
と
の
関
係
に
調
和
を
生
み
出
し
て
き
た
。
む
ろ
ん
歴

吏
的
出
来
事
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
が
、
記
念
と
し
て
行
事
の
中
に
は
い
っ
て
き
て
、
そ
れ
が
祭
と
た
る
こ
と
も
あ
る
。
歴
吏
と

習
俗
は
密
接
に
む
す
び
つ
い
て
古
代
中
世
か
ら
近
世
へ
と
必
要
な
も
の
を
伝
え
て
き
た
意
味
は
大
き
い
。
人
間
が
太
古
か
ら
直
面
し
た

も
の
は
、
大
自
然
が
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
の
災
害
と
脅
威
で
あ
っ
た
。
火
山
の
爆
発
、
氷
河
、
氷
雪
害
、
洪
水
、
大
風
、
山
火
事
、
雷
、



地
震
、
津
波
、
土
砂
崩
壌
、
野
獣
に
襲
わ
れ
る
こ
と
、
鰻
の
害
、
轟
の
害
、
倒
木
、
落
石
、
さ
ま
ざ
ま
の
伝
染
病
、
風
土
病
、
犯
罪
、

そ
の
他
の
不
安
に
脅
や
か
さ
れ
て
お
り
、
家
畜
が
狼
や
熊
に
襲
わ
れ
る
一
」
と
も
あ
り
、
農
耕
生
活
に
し
て
も
生
産
技
術
や
病
虫
害
の
予

防
法
、
品
種
の
改
良
は
緩
慢
で
生
産
能
力
は
低
く
、
不
安
定
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
異
民
族
と
の
圧
追
の
た
め
に
民
族
異
動
や
戦
闘
な
ど

も
あ
り
、
人
口
は
減
少
し
て
ゆ
く
揚
合
が
多
か
っ
た
。
と
く
に
冬
の
寒
さ
を
防
ぐ
方
法
設
傭
ば
未
熟
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
諸
民

族
が
現
在
の
場
所
に
定
着
し
、
■
や
や
安
定
を
得
て
文
化
を
形
成
し
は
じ
め
る
の
は
、
中
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
謎
の
ヶ
ル
ト

族
は
ゲ
ル
マ
ン
の
侵
入
と
と
も
に
大
陸
か
ら
は
姿
を
消
し
、
ロ
ー
マ
と
ロ
ー
マ
文
化
が
進
出
し
て
、
民
族
的
に
も
混
血
し
、
さ
ら
に
キ

リ
ス
ト
教
が
は
い
っ
て
き
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
は
次
第
に
自
己
固
有
の
生
活
形
態
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
。

　
以
上
述
べ
た
大
自
然
と
人
間
の
基
礎
的
関
係
や
さ
ま
ざ
ま
の
出
来
事
は
祭
や
行
事
と
し
て
習
俗
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
文
化
形
成
の
最

も
素
朴
な
あ
り
方
は
民
間
習
俗
を
存
続
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
中
に
ゲ
ル
マ
ン
の
神
話
と
習
俗
、
ロ
ー
マ
に
よ
る
ギ
リ
シ
ヤ
ξ
フ
テ

ン
文
化
の
伝
統
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
文
化
に
全
体
的
な
統
一
を
与
え
て
形
成
し
た
宗
教
的
な
習
俗
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
重
層
的
に
複

雑
な
様
相
を
た
し
て
い
て
け
っ
し
て
単
一
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
を
要
素
に
分
析
す
る
こ
と
は
、
当
面
こ
こ
で
の
目

的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
は
古
代
ゲ
ル
マ
ソ
の
宗
教
（
自
然
宗
教
）
を
荒
々
し
い
自
然
の
暴
威
と
規
定
し
た

り
、
魔
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
性
の
優
位
を
示
し
た
。
ま
た
ゲ
ル
マ
ン
の
習
俗
に
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味

を
附
与
L
て
、
新
し
い
粧
い
を
示
L
た
も
の
も
あ
る
。
中
世
期
以
降
に
発
見
さ
れ
た
泉
は
む
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
す
で
に
ゲ
ル
マ

ン
古
代
に
知
ら
れ
て
い
た
泉
に
「
マ
リ
ア
の
泉
」
と
名
を
換
え
る
だ
け
で
新
し
い
意
味
を
も
つ
こ
と
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
全
然
キ
リ
ス

ト
教
的
た
意
味
付
げ
な
し
に
古
代
か
ら
そ
の
凄
ま
の
様
相
を
も
つ
祭
の
習
俗
も
あ
る
。
た
と
え
ば
謝
肉
祭
（
7
ア
ス
ナ
ッ
ト
）
な
ど
の

仮
面
を
か
む
り
狂
い
騒
ぎ
歌
う
祭
は
、
春
の
胎
動
へ
の
自
然
な
発
露
と
も
見
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
教
会
は
多
少
道
徳
的
に
批
判
は
加

え
て
も
こ
れ
を
黙
認
し
て
い
る
。
ま
た
五
月
祭
の
五
月
柱
も
同
じ
で
春
（
夏
）
を
迎
え
た
こ
と
を
喜
び
踊
る
行
事
で
あ
り
、
こ
れ
も
特



別
に
キ
リ
ス
ト
教
的
と
い
っ
た
刻
印
を
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
先
住
文
化
に
た
い
し
キ
リ
ス
ト
教
が
優
位
に
立
っ
て
つ
ね
に
圧
迫

し
た
と
見
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
グ
リ
ム
兄
弟
が
採
集
し
た
ド
イ
ツ
の
民
話
や
民
間
信
仰
の
中
に
は
水
の
精
（
考
轟
需
轟
9
g
津
）
、
ニ

ュ
ン
フ
ェ
、
森
の
繕
、
カ
ス
マ
ン
ド
ル
（
〆
鶉
昌
彗
昌
Φ
）
、
コ
ー
ポ
ル
ト
（
宍
o
げ
o
5
）
、
　
エ
ル
フ
ェ
（
重
守
）
、
ノ
ル
ネ
（
乞
o
；
①
）
、

森
の
小
人
（
呂
ぎ
邑
①
巨
）
等
々
は
民
衆
の
心
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
近
世
以
降
の
董
話
や
幻
想
芸
術
、
　
ロ
マ
ン
派

文
学
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
自
体
も
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
は
い
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
お
の
ず
か
ら
変
化
し
、
新
し
い
内
容
を
持
つ
に
至
っ
た
。
そ
の

特
徴
の
一
つ
を
あ
げ
る
と
、
聖
母
崇
拝
で
あ
る
。
聖
母
崇
拝
は
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
か
す
か
な
崩
芽
が
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、

あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
熱
烈
た
運
動
と
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
拡
大
し
、
深
化
さ
れ
る
に
至
る
と
は
、
想
像
も
で
き
ぬ
。
教
父
は
幾
度
も
聖

母
崇
拝
を
禁
じ
た
。
し
か
し
到
底
制
止
で
き
な
か
っ
た
。
結
局
そ
れ
た
ら
ば
積
極
的
に
認
め
る
－
」
と
に
よ
っ
て
宗
教
心
を
浄
化
す
る
方

を
良
し
と
し
て
奨
励
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
ゲ
ル
マ
ン
の
大
地
母
神
崇
拝
の
要
素
が
マ
リ
ア
崇
拝
の
中
に
転
換
さ
れ
た
と
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
自
体
は
神
と
人
閥
の
伸
保
者
（
く
竃
冒
葦
9
撃
）
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

は
い
っ
て
い
っ
た
と
き
、
キ
リ
ス
ト
は
世
界
の
審
判
者
と
し
て
、
民
衆
に
と
っ
て
世
の
人
問
の
歴
史
や
行
為
を
審
く
お
そ
ろ
し
い
存
在

者
と
な
っ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
の
直
接
の
弟
子
で
あ
る
十
二
使
徒
も
各
部
署
を
担
当
す
る
軍
司
令
官
に
変
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
は
復
活
し

て
の
ち
昇
天
す
る
が
、
喜
び
こ
の
世
界
に
再
臨
し
て
最
後
の
審
判
を
行
う
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
中
世
を
溺
れ
ぱ
湖
る
ほ
ど
畏
る
べ
き

審
判
老
と
L
て
の
キ
リ
ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
リ
ア
は
弱
く
L
て
罪
深
い
人
閻
の
嘆
き
を
き
き
い
れ
る
恵
み
深

い
母
性
的
た
聖
者
と
し
て
、
神
や
キ
リ
ス
ト
に
た
い
す
る
代
願
者
と
た
っ
て
い
る
。
聖
母
崇
拝
、
マ
リ
ア
信
仰
が
熱
烈
に
拡
ま
っ
た
の

は
、
宗
教
的
権
威
の
超
絶
性
の
強
さ
に
た
い
す
る
一
般
民
衆
の
愛
の
希
求
の
現
わ
れ
と
も
い
え
よ
う
。

　
聖
母
崇
拝
を
突
破
口
と
し
て
十
二
使
徒
以
降
の
聖
着
は
、
守
護
聖
者
と
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
的
な
展
開
を
と
げ
る
。
徳
行
高
き
聖
者



が
崇
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
東
方
ビ
ザ
ン
ツ
の
聖
者
ニ
コ
ラ
オ
ス
、
伝
説
的
な
聖
女
バ
ル
バ
ラ
な
ど
も
民
問
信
仰
で
は
熱
烈

な
形
態
を
と
り
、
広
く
崇
拝
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
聖
マ
ル
チ
ン
崇
拝
が
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
ド
イ
ツ
で
盛
ん
で
あ
っ
た
り
す
る
の
は
民
間

信
仰
の
伝
搬
の
強
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
各
地
各
国
に
独
特
な
聖
老
が
出
現
し
、
職
業
や
仕
事
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
守
護
聖
着

が
出
現
し
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
山
岳
、
森
林
、
泉
、
川
、
海
、
航
海
、
狩
猟
、
家
畜
、
農
耕
、
豊
饒
、
病
気
、
出
産
そ
の
飽
職
能
に

よ
っ
て
は
、
二
重
、
三
重
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
民
閻
信
仰
に
お
い
て
は
神
や
キ
リ
ス
ト
、
マ
リ
ア
よ
り
も
さ
ら
に
親

し
み
や
す
い
存
在
と
L
て
聖
老
は
崇
拝
さ
れ
た
。
聖
者
は
キ
リ
ス
ト
の
分
身
の
ご
と
く
、
直
接
身
近
に
あ
っ
て
人
間
の
切
実
な
願
い
を

満
た
し
、
事
細
か
に
気
遣
っ
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
。
こ
の
ヨ
ー
肩
ヅ
パ
に
お
け
る
聖
者
崇
拝
は
古
代
信
仰
か
ら
脱
し
て

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
は
い
っ
て
い
っ
た
と
き
、
ゲ
ル
マ
ン
の
多
神
教
的
性
格
に
た
い
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
対
応
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
キ
リ
ス
ト
教
は
一
神
教
（
唯
一
神
教
）
で
は
た
く
、
聖
者
崇
拝
と
と
も
に
多
神
教
的
性
格
と
た
っ

て
い
る
。
も
し
彼
等
が
一
神
教
を
強
調
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
原
型
に
還
ろ
う
と
す
る
反
対
の
志
向
を
示
し
た
も
の
に
過
ぎ

な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
携
導
老
た
ち
は
守
護
聖
者
を
高
い
精
神
性
へ
と
高
め
、
そ
の
宗
教
的
意
味
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
苦
心
し
て
き

た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
民
衆
は
祭
の
と
き
は
、
守
護
聖
者
の
彫
像
を
教
会
や
カ
ペ
ル
レ
か
ら
広
場
の
祭
壇
に
迎
え
て
ミ
サ
を
行
い
、

台
座
に
載
せ
て
担
い
で
町
や
村
を
練
り
歩
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
い
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
ば
ち
が

っ
て
い
た
。
神
が
人
間
に
化
現
L
、
言
葉
（
ロ
ゴ
ス
）
が
肉
体
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
秘
儀
で
あ
り
、
出
発
点
で
あ

っ
た
。
L
た
が
っ
て
こ
の
化
現
の
秘
儀
に
添
う
思
考
の
世
界
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
規
実
の
民
間
習
俗
の
申
に
宗
教
意
識
が
展
開
し
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
な
ぜ
民
間
習
俗
の
中
に
そ
の
民
族
の
文
化
の
特
質
と
な
る
原
型
や
酵
母
が
み
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
こ
こ

で
一
端
を
一
瞥
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
民
俗
学
研
究
は
ま
－
」
と
に
多
岐
多
様
に
わ
た
っ
て
い
る
。
な
お
仔
細
に
一
つ
一
つ
の
事
例
に
つ

い
て
調
べ
、
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
な
お
本
文
中
に
引
用
し
た
原
詩
・
原
文
は
す
べ
て
末
尾
の
註
に
あ
る
の
で
、
綿
密
を



期
す
る
場
合
は
併
せ
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

四
　
　
月

5

　
四
月
は
一
般
的
に
は
ラ
テ
ソ
語
の
ア
プ
リ
リ
ス
（
＞
召
旨
ω
）
に
由
来
す
る
ア
プ
リ
ー
ル
（
＞
肩
e
と
呼
ん
で
い
る
。
オ
ヴ
ィ
デ
ィ

ウ
ス
に
よ
れ
ば
こ
の
言
葉
は
「
開
く
」
（
ε
實
ざ
⑦
）
、
と
い
う
意
味
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
閉
ざ
さ
れ
た
冬
か
ら
春
は
す
べ
て
を
開
く

意
味
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
ラ
テ
ン
語
以
外
に
別
た
呼
び
方
が
沢
山
あ
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、
四
月
を
「
復
活
祭
の
月
」

（
0
9
胃
昌
ぎ
ひ
亭
0
9
睾
昌
冒
津
）
と
呼
ぶ
よ
う
に
カ
ー
ル
大
帝
は
定
め
た
。
「
ガ
ウ
ク
（
O
彗
岸
）
の
月
」
と
い
う
。
ガ
ウ
ク
は
「
カ

ッ
コ
ウ
」
（
内
；
ぎ
鼻
）
の
こ
と
で
春
を
告
げ
る
カ
ッ
コ
ウ
の
月
の
意
味
で
あ
る
。
デ
ソ
マ
ー
ク
や
ユ
ト
ラ
ン
ト
半
島
で
は
、
「
羊
の

月
」
（
勺
墨
竃
冒
§
邑
一
ω
O
冨
｛
・
昌
O
自
津
）
と
い
い
、
あ
る
い
は
「
羊
飼
の
月
」
（
雪
罧
竃
昌
昌
算
）
と
も
い
う
。
牧
草
地
に
牛
羊
を
放

牧
す
る
季
節
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
「
牛
の
月
」
（
望
μ
實
冒
g
呉
）
と
も
い
う
。
こ
れ
は
四
月
に
は
太
陽
が
牛
座
に
は
い
る
か
ら
で
あ
る
。

民
閻
暦
な
ど
の
木
版
刷
り
に
は
牛
座
を
画
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
三
月
に
は
い
る
と
ラ
イ
ン
、
ド
ナ
ウ
河
の
本
流
、
支
流
で
は
雪
解
げ
が
は
じ
ま
っ
て
増
水
し
、
牧
草
地
や
畑
に
氾
濫
す
る
。
河
岸
に

は
高
い
堤
防
が
な
く
、
ポ
プ
ラ
や
撫
の
並
木
が
水
に
浸
り
、
村
の
家
々
が
舟
で
往
復
す
る
風
景
は
珍
し
く
な
い
。
三
月
二
十
二
日
春
分

（
春
の
始
ま
り
）
の
頃
に
は
、
太
陽
も
明
る
く
輝
き
を
増
L
、
雨
も
降
り
、
温
か
く
な
っ
て
草
が
一
斉
に
萌
え
出
す
。
天
侯
は
こ
の
頃

か
ら
四
月
に
か
け
て
変
化
が
多
く
な
る
。

　
「
四
月
は
何
を
し
た
い
の
か
、
自
分
自
身
で
も
分
ら
な
い
」
、
「
四
月
は
一
日
の
う
ち
に
雨
と
雪
と
太
陽
の
光
を
も
た
ら
す
」
ω
と
い

う
諺
が
あ
る
よ
う
に
温
く
な
る
よ
う
に
見
え
て
、
急
に
寒
さ
が
戻
っ
た
り
、
よ
い
天
気
と
思
っ
て
い
る
と
、
雲
が
あ
ら
わ
れ
て
雨
を

降
ら
す
。
日
本
の
秋
の
諺
と
反
対
に
「
四
月
と
女
性
の
心
は
い
ろ
い
ろ
に
、
ま
た
急
に
変
り
や
す
い
」
ω
と
い
う
。
だ
が
「
温
か
い
四



月
の
雨
は
大
い
な
る
祝
福
」
で
あ
り
、
「
四
月
に
月
が
冴
え
る
と
、
葡
萄
も
果
物
も
実
ら
な
い
」
と
い
う
。
「
四
月
に
や
ぶ
す
竜
も

（
ω
o
巨
夢
ま
；
）
が
早
く
咲
く
と
、
農
家
は
早
く
刈
り
入
れ
る
」
倒
と
い
う
。
「
四
月
が
冴
え
て
い
る
と
、
五
月
に
は
一
層
天
気
は
荒
れ

る
」
ω
と
も
い
う
。
「
四
月
と
五
月
が
一
年
の
お
か
ゆ
を
作
る
」
、
「
復
活
祭
に
雨
が
降
り
込
め
ば
、
ワ
イ
ン
は
水
ぽ
く
た
る
。
」
、
「
四
月

が
冷
た
く
湿
っ
ぽ
げ
れ
ば
、
牧
草
が
よ
く
育
つ
」
。
「
聖
ゲ
オ
ル
グ
の
日
（
二
十
三
日
）
に
鴉
が
麦
の
中
に
か
く
れ
る
位
汰
ら
ば
、
豊
作

の
年
に
な
る
」
、
「
聖
マ
ル
コ
の
祭
（
二
十
五
日
）
に
は
麦
に
肥
料
を
入
れ
よ
」
、
「
聖
ヴ
ィ
タ
ー
ル
の
日
（
二
十
八
日
）
に
霜
が
降
り
れ

ぼ
、
ま
だ
十
五
回
位
霜
が
来
る
」
な
ど
天
侯
に
た
い
し
て
は
他
の
季
節
よ
り
は
る
か
に
鋭
敏
な
諺
が
多
い
。
農
耕
開
始
の
時
期
で
あ
る

の
で
当
然
農
事
占
い
が
多
い
。

四
月
の
冗
談

　
「
四
月
の
冗
談
」
（
＞
冒
巨
ω
夢
⑦
§
）
と
か
、
「
四
月
馬
魔
」
（
＞
り
昌
由
8
－
）
は
十
七
世
紀
前
半
頃
か
ら
俄
か
に
い
わ
れ
出
し
た
ら

し
い
が
、
ζ
の
よ
う
な
慣
わ
し
は
広
く
イ
ン
ド
ゲ
ル
マ
ソ
系
の
文
化
に
あ
っ
た
も
の
で
、
起
源
を
溺
れ
ぱ
か
な
り
古
い
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
。
ま
づ
第
一
は
四
月
の
天
侯
気
象
が
冬
か
ら
春
へ
と
移
っ
て
峰
く
の
で
、
ひ
じ
ょ
う
に

変
り
や
す
く
、
人
間
は
騒
さ
れ
た
よ
う
な
気
に
さ
せ
ら
れ
る
。
真
面
目
で
あ
る
か
と
思
う
と
俄
か
に
巫
山
戯
た
り
、
か
ら
か
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
自
然
の
気
ま
ぐ
れ
に
人
間
も
笑
い
で
対
応
し
、
愚
著
と
た
る
。
第
二
に
は
春
を
迎
え
る
「
馬
鹿
祭
」
（
o
邑
亭

墨
臣
）
が
古
代
ロ
ー
マ
に
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
慣
わ
し
で
あ
る
。
人
々
は
仮
面
を
か
む
り
、
滑
穫
な
風
態
や
仕
草
、
踊
り
を
し
て
大

騒
ぎ
を
し
て
春
を
迎
え
る
祭
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
祭
の
遺
習
に
基
づ
く
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
と
く
に
四
月
一
日
だ
げ
馬
鹿
に
な
っ
て
騒
い
だ
り
、
か
ら
か
っ
た
り
、
冗
談
を
い
い
合
っ
て
宜
し
い
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
ら
し
い
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
慣
わ
し
は
「
謝
肉
祭
」
（
寒
ω
3
8
貢
ω
）
の
馬
鹿
騒
ぎ
を
見
れ
ぽ
、
こ
れ
は
ロ
ー
マ
の
祭



に
か
ぎ
ら
ず
、
ゲ
ル
マ
ソ
の
習
俗
と
し
て
古
く
か
ら
存
続
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
前
回
で
述
べ
た
よ
う
た
冬
送
り
、
夏
迎
え

の
祭
と
相
通
ず
る
要
素
で
あ
る
。
春
の
始
ま
り
と
と
も
に
感
ず
る
と
ら
わ
れ
な
い
喜
び
、
無
力
と
な
っ
た
冬
を
か
ら
か
っ
て
、
夏
が
恩

い
の
ま
ま
に
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
加
勢
す
る
た
め
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。

　
ロ
ー
マ
で
は
四
月
一
日
美
の
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
祭
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
「
四
月
」
（
＞
冒
旨
ω
）
を
連
れ
て
や
っ
て
く
る
と

も
い
う
。
ギ
リ
シ
ァ
神
話
に
は
何
で
も
口
に
入
れ
て
飲
み
こ
ん
で
し
ま
う
ク
ロ
ノ
ス
か
ら
、
新
L
い
オ
リ
ソ
ポ
ス
の
秩
序
を
つ
く
る
た

め
に
主
神
ゼ
ウ
ス
を
い
か
に
守
る
か
を
考
え
、
キ
ュ
ベ
レ
は
石
を
山
羊
の
皮
に
入
れ
て
ク
ロ
ノ
ス
神
を
騎
し
、
つ
い
に
世
界
を
統
治

す
る
。
他
方
中
世
で
は
四
月
一
日
は
イ
ス
カ
リ
ォ
テ
の
ユ
ダ
の
誕
生
目
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
非
難
罵
倒
に
ユ
ダ
は
耐
え
な
け
れ
ぱ
な
ら

ぬ
。
こ
の
こ
と
が
転
用
さ
れ
て
、
か
ら
か
っ
た
り
、
巫
山
戯
た
り
し
て
良
い
と
い
う
よ
う
な
誤
っ
た
習
俗
が
生
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

も
っ
と
も
別
の
解
釈
で
は
イ
エ
ス
を
ロ
ー
マ
や
ユ
ダ
ヤ
の
祭
司
に
売
り
渡
し
た
た
め
、
ニ
ダ
が
首
を
経
っ
た
日
と
も
い
う
。
い
ず
れ
に

L
て
も
春
を
迎
え
る
月
の
最
初
の
日
が
嫌
悪
す
べ
き
目
と
な
っ
て
い
る
。
南
ス
ラ
ブ
地
方
で
は
こ
の
日
に
生
れ
た
子
供
は
盗
賊
．
嘘
付

き
に
な
る
と
い
っ
て
き
ら
い
、
こ
の
日
の
結
婚
式
も
避
け
る
と
い
わ
れ
る
。

　
四
月
一
日
は
元
来
「
も
の
忌
み
」
の
日
で
あ
っ
た
。
春
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
そ
の
日
を
慎
み
家
に
こ
も
る
。
日
没
後
に
、
、
、
ル
ク
を

戸
外
に
出
す
と
、
魔
に
魅
入
ら
れ
る
と
か
、
牛
が
死
ぬ
と
い
わ
れ
、
子
供
や
女
性
は
森
に
は
い
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
仕
事
を
し
て
は
な
ら

ぬ
と
い
う
榊
雷
…
が
あ
る
。
穀
物
の
種
子
を
蒔
い
て
は
な
ら
ぬ
、
森
に
は
い
っ
て
木
を
き
る
と
怪
我
を
す
る
。
元
来
こ
の
日
は
春
を
迎
え

る
最
初
の
目
で
八
月
一
日
、
九
月
一
員
と
同
じ
よ
う
に
「
も
の
日
」
で
あ
る
。
も
の
忌
み
と
し
て
、
四
月
二
十
四
日
の
聖
ゲ
オ
ル
ク
祭

ま
で
冬
の
水
の
毒
が
残
っ
て
い
る
か
ら
、
な
ま
水
を
欽
む
な
と
か
、
野
獣
、
野
鳥
、
魚
を
と
っ
て
食
べ
る
た
と
か
い
う
。
そ
の
他
こ
の

日
に
は
薬
味
、
鯨
、
塩
漬
け
の
魚
の
た
ぐ
い
、
ピ
ツ
ク
ル
ス
を
食
べ
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
習
俗
を
守
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
月
の

は
じ
め
の
も
の
忌
み
が
や
が
て
不
吉
な
日
、
お
そ
ろ
し
い
目
、
悪
い
日
と
転
じ
て
い
っ
た
ら
し
い
。
も
の
忌
み
や
慎
み
が
生
れ
た
の
は
、



燭
作
物
や
家
畜
の
虫
害
、
病
害
、
春
と
な
っ
て
発
生
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
病
気
（
伝
染
病
）
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
春
に
目
覚
め
る
犬
自

然
の
諸
力
は
生
長
を
も
た
ら
す
よ
い
点
も
あ
る
代
り
に
、
悪
い
カ
を
ふ
る
う
悪
し
き
デ
ー
毛
ン
が
出
現
す
る
季
節
で
も
あ
る
。
そ
れ
を

軽
く
か
わ
す
た
め
に
、
馬
鹿
に
な
り
、
冗
談
を
い
っ
て
追
い
払
う
と
い
う
考
え
方
や
風
習
が
あ
っ
た
。
四
月
の
愚
著
と
か
、
四
月
の
冗

談
は
以
上
の
よ
う
た
複
雑
な
変
化
を
背
景
に
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
、
英
国
で
は
「
皆
馬
鹿
に
た
る
日
」
（
≧
；
8
一
φ
ξ
）
と
い
い
、

フ
ラ
マ
ン
地
方
で
は
「
荷
送
り
日
」
（
＜
①
易
g
旨
畠
g
鍔
）
と
い
う
。
冗
談
な
ど
書
い
た
手
紙
を
親
し
い
人
々
に
宛
て
て
出
す
日
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
。
「
も
し
あ
な
た
が
こ
の
手
紙
を
開
け
な
か
っ
た
ら
、
あ
な
た
も
笑
い
に
預
れ
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
言
葉
を
添

え
る
。
そ
の
内
容
も
相
手
が
笑
い
出
す
よ
う
な
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
「
今
日
は
四
月
の
最
初
の
日
、
だ
れ
も
が
欲
し
が
る
冗
談
を
お

届
け
し
ま
す
」
と
前
置
き
し
、
相
手
に
で
き
そ
う
も
な
い
無
理
な
註
文
を
す
る
。
た
と
え
ぱ
蟹
の
血
液
と
か
蚊
の
す
ね
を
集
め
て
下
さ

い
と
か
、
赤
く
て
し
か
も
緑
の
イ
ン
ク
を
送
っ
て
下
さ
い
、
丸
い
三
角
の
パ
ン
を
作
っ
て
下
さ
い
と
い
っ
た
類
い
で
あ
る
。
倒
子
供
た

ち
の
書
い
て
送
る
も
の
に
比
べ
れ
ば
、
大
人
達
の
も
の
は
も
っ
と
複
雑
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
破
顔
一
笑
す
る
よ
う
淀

ユ
ー
モ
ア
が
恋
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。

　
「
復
活
祭
の
笑
い
」
（
表
易
寝
ω
s
豪
）
は
、
復
活
祭
の
朝
、
教
会
の
説
教
は
人
々
を
笑
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
の
受
難
を
陣
み
、
断
食
し
た
り
、
精
進
潔
斎
し
て
き
た
人
々
に
と
っ
て
、
ユ
ー
モ
ア
や
ウ
ィ
ッ
ト
を
混
え
た
説
教

が
元
気
を
取
り
戻
さ
せ
る
唯
一
の
遣
で
あ
る
と
中
世
以
来
考
え
ら
れ
た
。
だ
か
ら
こ
の
日
は
坊
さ
ん
ぱ
人
々
を
冗
談
や
ユ
ー
モ
ア
で
少

少
は
め
を
は
ず
し
て
も
笑
わ
せ
て
よ
い
こ
と
に
次
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
復
活
祭
の
と
き
だ
け
で
法
く
、
普
段
で
も
天
性
面
白
い
こ
と

を
い
っ
て
人
々
を
笑
わ
せ
る
坊
さ
ん
が
い
て
わ
ざ
わ
ざ
遠
く
か
ら
そ
の
説
教
を
聴
き
に
来
た
。
ま
た
そ
う
い
う
坊
さ
ん
は
あ
ち
こ
ち
か

ら
説
教
を
依
頼
さ
れ
て
人
気
が
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
説
教
集
も
残
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ヤ
、
回
ー
マ
に
由
来
す
る
滑
稽
な
話
、
コ
メ
デ

ィ
も
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
ユ
ー
モ
ア
文
学
、
ジ
ョ
ー
ク
、
ウ
ィ
ヅ
ト
な
ど
の
源
と
在
る
も
の
が
存
在
す
る
。
日
本
で
も
「
笑
う



門
に
は
福
来
る
L
と
い
い
、
笑
い
声
の
絶
え
間
の
な
い
明
る
い
家
を
喜
ぶ
。
ギ
リ
シ
ヤ
で
も
「
笑
い
は
幸
福
の
源
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス

も
神
々
を
笑
い
で
喜
ば
せ
た
」
と
も
い
う
。
楽
し
く
な
る
四
月
を
ユ
ー
モ
ア
や
笑
い
で
迎
え
る
こ
と
は
春
に
ふ
さ
わ
し
い
し
、
キ
リ
ス

ト
教
で
も
笑
い
は
一
つ
の
救
い
と
見
徴
さ
れ
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
バ
四
季
図

　
ラ
ー
フ
ェ
ソ
ス
ブ
ル
ク
市
の
郷
土
博
物
館
に
「
四
季
図
」
（
ト
盲
～
霧
匡
邑
）
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
一
八
五
九
年
、
制
作
に
成
る
も

の
で
、
こ
こ
の
ホ
テ
ル
（
o
鶉
穿
o
｛
豊
蔓
5
冒
）
の
た
め
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
上
下
四
段
の
行
列
の
行
進
図
で
四
季
を
表
わ

し
て
い
る
。

　
ま
ず
最
初
に
春
が
や
っ
て
来
る
。
先
頭
に
は
コ
ガ
ネ
ム
シ
（
竃
巴
h
＄
｛
睾
）
と
コ
ウ
ノ
ト
リ
（
撃
實
争
）
で
あ
る
。
正
確
に
は
コ
フ

キ
コ
ガ
ネ
（
雪
9
o
－
◎
暮
ぎ
；
厨
彗
芭
で
擬
人
化
し
て
「
修
遣
院
の
兄
弟
」
（
匿
o
g
睾
耳
巨
睾
）
と
も
い
う
。
黒
衣
の
修
遣
僧
に
見

立
て
た
呼
び
名
で
あ
る
。
コ
ガ
ネ
ム
シ
は
春
の
使
者
と
も
呼
ぼ
れ
、
早
春
に
な
る
と
わ
ざ
わ
ざ
森
に
探
し
に
ゆ
き
、
子
供
た
ち
が
見
付

け
て
く
る
と
、
「
春
が
や
っ
て
来
た
」
と
い
っ
て
村
中
で
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
し
て
祝
う
慣
わ
し
が
あ
っ
た
。
コ
ウ
ノ
ト
リ
も
渡
り
鳥

の
中
で
い
ち
早
く
飛
来
し
、
教
会
の
塔
や
家
の
煙
突
な
ど
に
巣
を
か
け
る
。
カ
ッ
コ
ウ
、
ツ
バ
メ
と
な
ら
ぶ
春
告
鳥
で
あ
る
。
現
在
は

昔
ほ
ど
で
は
な
い
と
い
う
が
、
ギ
リ
シ
ヤ
、
南
フ
ラ
ソ
ス
、
ア
ル
ザ
ス
地
方
に
は
沢
山
や
っ
て
来
て
巣
を
つ
く
る
。
こ
れ
ら
の
地
方
は

戦
火
に
遭
わ
ず
、
家
の
破
壊
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　
エ
ジ
プ
ト
で
は
コ
フ
キ
コ
ガ
ネ
で
は
な
く
、
ウ
マ
オ
シ
コ
ガ
ネ
を
神
聖
な
虫
と
L
て
崇
拝
し
た
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
ガ
ラ
ス
製
（
ト

ン
ポ
玉
）
碧
色
の
虫
の
護
符
の
ス
カ
ラ
ベ
（
ω
ぎ
轟
訂
）
は
「
神
聖
カ
プ
ト
虫
」
と
呼
ぱ
れ
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
習
俗
が
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
童

で
伝
わ
っ
た
も
の
か
、
春
に
寄
せ
る
民
族
共
通
の
関
心
事
か
俄
か
に
断
定
し
が
た
い
が
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
タ
マ
オ
シ
コ
ガ
ネ
が
丸
め
る
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動
作
を
見
て
天
地
創
造
を
連
想
し
た
と
い
い
、
コ
ガ
ネ
ム
シ
、
カ
ブ
ト
ム
シ
は
い
ず
れ
も
復
活
神
話
の
担
い
手
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ

で
は
そ
の
他
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
、
蝶
な
ど
も
春
の
告
知
者
と
し
て
喜
ぼ
れ
た
。

　
春
の
行
列
は
順
序
と
し
て
こ
の
コ
フ
キ
コ
ガ
ネ
や
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
あ
と
に
メ
ル
ツ
エ
ソ
（
竃
腎
N
彗
）
と
か
鈴
蘭
と
か
呼
ば
れ
る
八
人

の
少
女
た
ち
が
白
い
衣
裳
で
手
に
春
の
象
徴
で
あ
る
花
束
を
持
っ
て
歩
い
て
く
る
。
そ
の
う
し
ろ
に
二
羽
の
自
鳥
に
車
を
索
か
せ
て
春

の
花
の
女
神
7
ロ
ー
ラ
（
望
◎
轟
）
が
坐
っ
て
お
り
、
い
よ
い
よ
主
役
の
お
で
ま
L
で
あ
る
。
こ
の
フ
ロ
ー
ラ
の
う
し
ろ
に
は
庭
園
や

牧
草
地
を
縞
麗
に
手
入
れ
す
る
下
女
、
下
男
、
園
丁
た
ち
が
楽
し
げ
に
熊
手
、
箒
、
鎌
な
ど
を
持
っ
て
歩
い
て
く
る
。

　
つ
ぎ
の
二
段
目
は
夏
の
行
列
の
行
進
が
つ
づ
い
て
や
っ
て
く
る
。
麦
刈
り
を
す
る
男
女
十
二
人
の
若
老
が
そ
れ
ぞ
れ
手
に
鎌
、
肩
に

カ
ラ
サ
オ
を
か
つ
い
で
水
嚢
を
持
つ
リ
ー
ダ
ー
に
率
い
ら
れ
て
や
っ
て
く
る
。
そ
の
あ
と
に
少
年
少
女
に
守
ら
れ
て
車
の
上
の
玉
座
に

腰
掛
け
て
穀
物
の
女
神
セ
レ
ス
（
ω
9
窪
）
が
や
っ
て
来
る
。
ロ
ー
マ
の
こ
の
女
神
は
ギ
リ
シ
ヤ
の
デ
メ
ー
テ
ル
に
あ
た
る
。
夏
は
楽

し
い
収
穫
の
季
節
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
行
列
の
最
後
に
ア
ル
プ
ス
に
や
っ
て
来
て
山
登
り
を
し
た
り
、
湯
治
し
た
り
す
る
英
国
の

避
暑
家
族
の
一
行
を
画
い
て
い
る
。
山
の
ガ
イ
ド
、
荷
運
び
の
ポ
ー
タ
ー
を
引
き
連
れ
た
紳
士
と
、
駿
馬
に
乗
っ
て
小
さ
た
目
傘
を
差

し
て
す
ま
し
て
い
る
夫
人
の
姿
も
画
い
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
も
の
を
画
い
た
の
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
ら
L
い
風
俗
で
あ

り
、
少
々
羨
む
べ
き
生
活
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
夏
に
な
る
と
英
国
人
や
フ
ラ
ン
ス
人
た
ど
が
な
ぜ
ス
イ
ス
ヘ
や
っ
て
来
る
か
ス
イ
ス

の
人
々
は
分
ら
た
か
っ
た
。
し
か
し
自
分
達
の
住
ん
で
い
る
山
や
渓
谷
が
他
の
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
坦
々
と
し
た
平
野
と
ど
ん
な
に
異
っ
て

い
る
風
景
で
あ
る
か
が
次
第
に
分
っ
て
き
て
、
よ
う
や
く
観
光
や
登
山
の
事
業
に
力
を
入
れ
出
し
た
。
自
分
で
自
発
的
に
気
付
い
た
の

で
は
な
く
、
他
の
国
々
か
ら
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
夏
の
レ
ジ
ャ
ー
や
バ
カ
ン
ス
の
は
し
り
は
ス
イ
ス
で
あ
っ
た
。

　
第
三
段
の
秋
の
行
進
は
、
堂
々
と
隊
伍
を
整
え
、
銃
を
肩
に
し
て
先
頭
を
進
む
の
は
射
撃
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
秋
は
狩
猟
や
収
穫
を

楽
し
む
季
節
で
あ
る
。
華
や
か
な
衣
裳
の
婦
人
が
銃
を
肩
に
し
て
い
る
の
は
、
狩
猟
を
自
ら
楽
し
も
う
と
す
る
富
廷
の
貴
婦
人
た
ち
で
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あ
ろ
う
。
そ
の
あ
と
に
お
供
が
獲
物
の
う
さ
ぎ
な
ど
を
五
、
六
匹
か
つ
い
で
ゆ
く
。
酒
樽
の
上
に
乗
り
、
大
き
な
杯
を
手
に
L
て
い
る

の
は
バ
ッ
カ
ス
の
神
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
歩
い
て
ゆ
く
の
は
ワ
イ
ン
倉
庫
の
番
人
や
葡
萄
園
主
（
尋
｛
竃
撃
）
夫
妻
と
葡
萄
運
び
の

若
者
た
ち
で
あ
る
。

　
い
よ
い
よ
最
後
は
冬
の
行
列
の
行
進
で
あ
る
。
先
頭
に
冷
い
北
風
、
霜
や
雪
を
ま
き
散
ら
す
白
髪
の
老
人
は
冬
の
擬
人
化
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
夜
廻
り
の
男
が
や
っ
て
来
る
。
冬
は
火
事
と
か
盗
難
が
多
く
、
年
末
、
年
始
の
こ
と
も
あ
り
、
夜
警
は
一
つ
の
風
俗
で
あ
っ
た
。

は
た
織
り
、
糸
紡
ぎ
は
女
性
の
冬
の
大
切
な
仕
事
で
あ
る
。
家
長
や
主
婦
の
あ
と
に
糸
巻
き
棒
を
持
つ
若
い
娘
た
ち
が
つ
づ
い
て
い
る
。

そ
の
あ
と
に
司
教
冠
を
か
む
っ
た
聖
二
三
フ
ウ
ス
（
サ
ン
タ
・
ク
ロ
ー
ス
）
が
長
い
外
衣
を
ま
と
い
杖
を
つ
い
て
歩
い
て
く
る
。
「
悪

い
子
供
は
皆
連
れ
て
ゆ
く
ぞ
」
と
い
う
。
昔
は
い
た
ず
ら
を
す
る
子
供
に
と
っ
て
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
こ
わ
い
聖
者
で
あ
っ
た
。
，
」
の
聖
者

の
あ
と
に
、
少
年
、
少
女
た
ち
が
美
し
く
飾
り
立
て
た
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
を
大
事
そ
う
に
か
つ
い
で
や
っ
て
来
る
。
そ
し
て
行
列
の

一
番
最
後
に
馬
に
車
を
索
か
せ
て
、
白
髭
を
生
や
し
た
時
間
の
神
サ
チ
ュ
ル
ノ
ス
が
飛
ん
だ
り
跳
ね
た
り
し
て
い
る
道
化
老
を
引
き
連

れ
て
や
っ
て
来
る
。
こ
れ
が
一
年
の
四
季
の
行
列
で
あ
る
。
こ
の
四
季
図
が
画
か
れ
た
一
八
五
九
年
に
は
、
日
本
で
は
目
米
修
好
通
商

条
約
が
締
結
さ
れ
、
イ
ン
ド
は
英
国
の
統
治
下
に
は
い
り
、
中
国
は
英
仏
違
合
軍
に
よ
っ
て
北
京
が
占
領
さ
れ
、
北
京
条
約
を
結
ん
で

お
り
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
列
強
の
ア
ジ
ア
植
民
地
化
は
最
後
の
段
階
に
到
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
四
季
図
と
い
え
ぱ
、
春
は
梅
か
桜
が
咲
く
も
と
で
花
見
を
す
る
か
、
農
家
と
円
錐
型
の
山
々
が
霞
ん
で
い
る
風
景
を
画
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
み

農
事
四
季
図
で
あ
れ
ぱ
、
籾
お
ろ
し
を
す
る
図
を
画
く
。
夏
な
ら
ぼ
早
苗
を
植
え
る
風
景
か
草
取
り
の
図
、
そ
れ
に
ほ
と
と
ぎ
す
か
白

鷺
が
飛
ん
で
い
る
。
秋
は
月
見
の
宴
か
、
稲
を
刈
り
入
れ
る
風
景
、
あ
る
い
ぼ
紅
葉
を
賞
で
て
酒
を
酌
み
か
わ
す
。
冬
は
雪
景
色
、
団

簗
す
る
囲
炉
裡
の
情
景
を
画
く
。
こ
れ
に
比
ベ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
四
季
図
は
擬
人
化
さ
れ
た
自
然
と
人
間
の
行
事
の
行
列
行
進
で
あ
る
。

い
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
恩
考
が
沢
山
の
擬
人
的
（
＞
巨
～
◎
君
昌
實
冨
涼
旨
）
表
現
を
用
い
て
い
る
か
と
い
う
－
」
と
が
こ
れ
で
も
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分
る
。
ま
た
こ
の
四
季
図
に
は
冬
の
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
と
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
を
除
け
ば
、
す
べ
て
ラ
テ
ソ
（
ロ
ー
マ
）
文
化
的
表
象
が

主
流
を
占
め
、
四
季
の
愉
楽
を
示
L
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
教
会
暦
は
こ
れ
と
は
別
に
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
人
の
意
識

の
中
に
は
キ
リ
ス
ト
教
（
ヘ
ブ
ラ
イ
的
）
要
素
と
ギ
リ
シ
ヤ
（
ラ
テ
ン
的
）
要
素
と
が
存
在
し
二
重
構
造
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
な
げ
れ
ば
次
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
L
ゆ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
様
椙
の
目
曜
目

　
復
活
祭
は
ク
リ
ス
マ
ス
と
な
ら
ん
で
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
に
お
け
る
最
大
の
祭
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
祝
う
前
に
キ
リ
ス
ト

受
難
の
「
悲
し
み
の
聖
週
」
（
肉
胃
－
く
0
9
9
架
肇
ミ
O
｝
①
）
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
祭
や
行
事
が
催
さ
れ
る
。
四
月
十
一
日
頃
に
行
わ
れ
る

「
榛
椙
の
日
曜
日
」
（
霊
事
ω
g
算
墨
）
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
一
週
間
前
頃
に
な
る
と
村
の
森
に
、
ミ
ヤ
マ
カ
タ
バ
、
ミ
（
ω
豊
g
．

匡
8
）
ミ
ヤ
マ
イ
チ
リ
ン
ソ
ウ
（
｝
易
3
ま
邑
き
ω
9
g
）
な
ど
が
咲
き
、
谷
の
湿
地
に
は
野
性
の
黄
花
の
プ
リ
ム
ラ
（
桜
草
）
が
咲

く
。
杭
れ
た
茂
み
か
ら
小
犬
ほ
ど
も
あ
る
野
兎
が
飛
び
出
し
、
ど
こ
も
か
し
・
」
も
春
動
く
気
配
で
あ
る
。
渓
川
沿
い
に
の
ぽ
っ
て
ゆ
く

と
、
農
夫
が
手
頃
な
権
や
榛
（
ハ
シ
バ
ミ
）
を
切
っ
て
い
る
。
挨
拶
す
る
と
、
パ
ル
ム
ゾ
ソ
タ
ー
ク
の
飾
り
木
を
作
る
た
め
に
来
た
と
い

う
。
祭
の
用
意
の
た
め
に
森
や
山
に
は
い
っ
て
材
料
を
探
し
、
自
分
で
作
る
と
こ
ろ
が
ま
だ
素
朴
改
農
村
の
生
活
の
面
影
を
の
こ
し
て

い
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
ヴ
ァ
ル
ト
キ
ル
ヘ
（
峯
当
津
庁
9
）
と
い
う
町
に
は
こ
の
祭
の
古
い
形
を
今
も
の
こ
し
て
い
る
。
友
人
の
案

内
で
朝
七
時
に
町
に
赴
い
た
。
日
曜
の
朝
早
く
ど
の
家
も
眠
っ
て
い
て
ど
ん
な
風
に
し
て
始
ま
る
の
か
と
案
じ
て
い
る
と
、
と
り
ど
り

の
趣
向
を
凝
ら
し
た
飾
り
木
を
か
つ
い
で
幾
組
も
の
家
族
が
や
っ
て
来
た
。
八
時
前
に
は
広
場
は
近
郷
近
在
の
人
々
で
一
杯
に
な
っ
た
。

　
教
会
の
コ
ー
ラ
ス
隊
が
「
ホ
サ
ナ
・
ダ
ビ
デ
の
子
」
な
ど
の
讃
美
歌
を
歌
い
、
少
年
少
女
の
コ
ー
ラ
ス
や
町
の
ブ
ラ
ス
バ
ソ
ド
を
先

頭
に
行
列
が
町
の
大
通
り
を
行
進
し
て
ゆ
く
。
飾
り
木
を
か
つ
ぐ
人
々
が
い
く
組
も
練
り
歩
き
、
伸
々
の
壮
観
で
あ
る
。
椋
椙
の
若
枝



を
振
っ
て
エ
ル
サ
レ
ム
ヘ
入
城
す
る
キ
リ
ス
ト
を
「
ホ
サ
ナ
・
ダ
ビ
デ
の
子
」
と
い
っ
て
迎
え
た
と
い
う
聖
書
に
も
と
づ
い
て
祝
う
。

ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
に
は
檬
椙
が
な
い
の
で
、
検
や
榛
な
ど
の
木
を
と
り
ど
り
の
布
や
紙
で
飾
り
、
輸
形
や
若
枝
や
花
を
と
り
つ
け
る
。
そ
の

作
り
方
、
飾
り
つ
け
は
千
差
万
別
で
あ
る
。
そ
の
中
心
の
柱
は
椛
や
松
で
あ
り
、
皮
を
は
い
で
色
を
塗
り
、
紅
白
の
布
を
巻
き
、
金
銀

の
紙
や
金
具
を
つ
け
、
リ
ボ
ン
を
垂
ら
す
。
椎
の
緑
の
枝
で
輸
形
に
し
た
り
、
柳
、
榛
、
白
棒
、
赤
い
実
の
移
、
ソ
ヨ
ゴ
な
ど
を
飾
り
の

よ
う
に
あ
し
ら
う
。
あ
る
い
は
木
形
の
卵
、
林
檎
、
パ
ン
な
ど
を
紐
に
通
し
た
り
、
リ
ポ
ン
を
垂
ら
す
。
尖
端
に
十
字
架
や
「
ア
ベ
．

マ
リ
ア
」
の
文
字
を
入
れ
た
り
、
前
年
の
枯
葉
の
つ
い
て
い
る
枝
も
挿
し
入
れ
る
の
が
正
式
と
い
わ
れ
る
。
ウ
ェ
ス
ト
フ
ア
ー
レ
ソ
地

方
で
は
こ
れ
に
鈴
を
つ
げ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
歌
う
。

梼
椙
よ
　
椋
椙
よ

ヵ
ツ
コ
ウ
鳴
け
よ

小
鳥
も
鳴
げ
よ

様
椙
も
芽
吹
け
よ
！
㈲

13

　
こ
の
祭
は
聖
書
に
し
た
が
え
ば
、
イ
エ
ス
が
い
よ
い
よ
エ
ル
サ
レ
ム
ヘ
入
域
し
、
ロ
ー
マ
の
官
憲
、
ユ
ダ
ヤ
の
祭
司
た
ち
と
対
決
し

て
最
後
に
勝
利
を
成
し
遂
げ
る
の
を
祝
う
行
事
で
あ
る
。
群
衆
は
歓
呼
し
て
駿
馬
に
乗
る
イ
エ
ス
と
使
徒
一
行
を
迎
え
る
。
オ
リ
ー
ブ

の
枝
を
振
り
、
「
ホ
サ
ナ
、
ホ
サ
ナ
、
ダ
ビ
デ
の
子
」
と
呼
ん
だ
。
一
行
の
歩
む
道
に
上
衣
を
ひ
ろ
げ
、
椋
榴
の
葉
を
撒
い
て
迎
え
た
。

と
く
に
子
供
た
ち
が
イ
エ
ス
の
姿
を
見
て
走
っ
て
出
迎
え
た
と
い
う
の
で
、
若
枝
の
祝
い
の
行
進
は
子
供
た
ち
が
中
心
に
な
る
。
し
か

し
檬
椙
と
か
オ
リ
ー
ブ
な
ど
の
よ
う
た
植
物
は
地
中
海
沿
岸
に
は
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
中
都
以
北
に
は
な
い
の
で
、
こ
れ
に
代
る
木
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を
飾
り
木
と
し
、
羊
歯
の
葉
の
よ
う
な
も
の
を
用
い
る
。
地
域
毎
に
そ
こ
に
生
え
て
い
る
も
の
で
祝
う
。
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
入
域

を
祝
い
な
が
ら
も
同
時
に
農
耕
牧
畜
の
豊
饒
を
願
う
春
の
祭
の
意
味
も
加
わ
り
、
独
特
な
形
に
発
展
し
て
ゆ
く
。

　
榛
椙
の
飾
り
木
は
小
さ
な
子
供
が
片
手
で
持
て
る
ほ
ど
の
可
愛
い
も
の
も
あ
る
が
、
少
年
、
少
女
が
持
つ
も
の
は
ニ
メ
ー
ト
ル
、
三

メ
ー
ト
ル
あ
る
。
五
、
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
犬
き
な
飾
り
木
は
少
年
、
少
女
以
外
の
若
着
や
親
た
ち
が
手
伝
っ
て
か
つ
い
で
ゆ
く
。
教

会
の
中
は
沢
山
の
パ
ル
ム
で
会
堂
が
一
杯
に
な
る
。
こ
こ
で
お
ご
そ
か
な
ミ
サ
が
行
わ
れ
、
バ
ル
ム
は
潔
め
ら
れ
、
神
の
祝
福
を
受
け

る
。
人
問
の
新
し
い
若
枝
で
あ
る
子
供
た
ち
も
祝
福
を
受
げ
、
大
人
た
ち
に
扶
け
ら
れ
な
が
ら
、
意
気
揚
々
と
各
自
の
家
に
持
ち
帰
り
、

家
の
玄
関
や
部
屋
、
高
い
と
こ
ろ
に
飾
っ
・
た
り
、
く
く
り
つ
け
た
り
す
る
。
多
い
パ
ル
ム
の
家
は
畑
や
畜
舎
、
果
樹
園
な
ど
に
も
立
て

て
、
雷
電
、
病
害
、
虫
害
を
防
ぎ
守
り
、
豊
饒
の
年
で
あ
る
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
。

　
椋
椙
の
目
曜
臼
の
あ
と
に
つ
づ
い
て
「
洗
足
の
木
曜
日
」
が
や
っ
て
来
る
。
最
後
の
晩
餐
の
と
き
、
使
徒
た
ち
の
足
を
洗
っ
た
の
を

記
念
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
を
嘆
き
、
餓
悔
、
告
白
を
す
る
。
L
か
し
他
方
こ
の
日
を
「
緑
の
聖
木
曜
日
」
（
Ω
暮
邑
9
篶
易
冨
O
q
）

と
呼
び
、
新
し
く
出
た
野
草
や
野
菜
を
摘
ん
で
ス
ー
ブ
を
作
っ
て
食
べ
る
古
く
か
ら
の
習
慣
も
あ
る
。
一
ニ
フ
、
サ
ラ
ダ
菜
、
ホ
ウ
レ

ン
ソ
ウ
、
オ
ラ
ソ
ダ
セ
リ
、
ス
イ
バ
、
タ
ン
ポ
ポ
、
イ
ラ
ク
サ
、
カ
タ
バ
、
ミ
、
キ
ク
ニ
ガ
ナ
、
ア
サ
ツ
キ
等
々
そ
の
数
は
七
種
と
も
九

種
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
日
本
の
七
草
粥
と
も
相
通
ず
る
習
俗
で
あ
り
、
野
草
を
摘
ん
で
新
鮮
な
ビ
タ
、
ミ
ソ
を
摂
取
す
る
。
童
た
・
」
の

木
曜
日
に
は
洗
濯
、
パ
ン
焼
き
た
ど
の
仕
事
は
せ
ず
、
歌
舞
、
射
撃
、
狩
猟
な
ど
も
慎
ん
で
行
わ
な
い
。
た
だ
し
キ
ャ
ベ
ツ
、
野
菜
、

花
な
ど
の
種
子
を
蒔
い
た
り
、
土
を
耕
す
こ
と
は
祝
福
さ
れ
る
こ
と
と
見
徴
し
て
い
る
。
昔
は
わ
ざ
わ
ざ
緑
の
外
衣
を
ま
と
っ
て
ミ
サ

に
参
列
し
た
と
も
い
う
。
厳
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
夕
方
の
ス
ー
プ
の
あ
と
に
、
断
食
し
た
り
、
あ
る
い
は
精
進
の
食
事
を
と
る
。
教
会

も
十
字
架
を
除
い
て
祭
壇
や
そ
の
他
す
べ
て
の
彫
像
絵
画
に
黒
い
布
を
お
お
い
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
を
偲
ん
で
鐘
も
鳴
ら
さ
ず
、
礼
拝

も
簡
単
に
終
え
る
。
鐘
の
代
り
に
ラ
ヅ
ツ
エ
ン
（
手
廼
し
鳴
る
子
）
を
カ
タ
カ
タ
と
鳴
ら
す
。
こ
れ
は
民
間
に
も
普
及
し
、
ひ
っ
そ
り



し
ず
ま
っ
た
街
や
通
り
を
子
傑
た
ち
が
鳴
ら
し
て
ゆ
く
。
－
」
れ
を
ラ
ン
ペ
ル
メ
ヅ
テ
と
か
フ
ィ
ン
ス
テ
ル
メ
ヅ
テ
と
い
い
、
復
活
祭
の

前
目
土
曜
目
の
夕
方
迄
鳴
ら
す
。
木
板
や
、
ド
ラ
ム
錐
を
叩
い
た
り
す
る
。
キ
リ
ス
ト
が
死
ん
で
す
べ
て
の
調
和
が
失
せ
、
騒
が
し
い

地
獄
の
音
が
き
こ
え
る
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
騒
が
し
い
音
は
古
い
ゲ
ル
マ
ソ
の
雷
神
ト
ー
ル
（
ド
ナ
ー
ル
）
の
声
を

象
っ
た
も
の
で
、
春
雷
の
ひ
び
き
に
由
来
す
る
春
迎
え
の
行
事
で
あ
っ
た
。

復
活
祭
の
前
目

　
曲
流
す
る
マ
イ
ン
河
が
雄
大
な
景
観
を
示
す
の
は
フ
ォ
ル
カ
ッ
ハ
、
ゾ
ン
メ
ラ
ッ
ハ
の
あ
た
り
で
あ
る
。
フ
ォ
ル
カ
ッ
ハ
の
葡
萄
園

の
御
堂
に
は
リ
ー
メ
ン
シ
ュ
ナ
ィ
ダ
ー
の
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ッ
の
マ
リ
ァ
が
あ
る
。
ゾ
ソ
メ
ラ
ッ
ハ
は
村
に
す
ぎ
な
い
が
こ
こ
で
は
早

く
か
ら
葡
萄
栽
培
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
村
に
城
門
と
城
壁
が
あ
り
自
衛
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
村
で
あ
る
。
復
活
祭
の
前
日

は
い
わ
ば
喪
に
服
し
て
い
る
の
で
通
り
を
歩
む
人
影
も
少
な
く
、
窓
を
閉
ざ
し
て
ひ
っ
そ
り
し
て
い
る
。
ま
だ
余
寒
が
残
っ
て
い
る
が

葡
萄
の
芽
は
ふ
く
ら
ん
で
い
る
。
時
折
少
年
た
ち
が
ラ
ッ
ツ
エ
ン
を
か
た
か
た
鳴
ら
L
て
は
家
並
を
歩
い
て
ゆ
く
。
そ
れ
ぞ
れ
鳴
ら
L

終
え
る
と
、
何
や
ら
大
声
で
唱
え
る
。
呼
び
と
め
て
そ
の
歌
詞
を
聞
い
て
書
き
と
め
た
。
こ
れ
は
そ
の
夕
方
か
ら
の
一
部
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
者
の
皆
様
に
祈
ら
ね
ば
な
ら
な
い
天
使
の
挨
拶
を

僕
た
ち
は
こ
の
ラ
ッ
ツ
ユ
ン
で
鳴
ら
し
ま
す

僕
た
ち
は
十
二
回
ラ
ッ
ツ
エ
ソ
を
鳴
ら
し
ま
す

皆
さ
ん
に
申
し
上
げ
ま
す

15
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さ
あ
今
五
時
を
打
ち
ま
し
た

六
時
に
僕
た
ち
ま
は
ア
ヴ
ェ
マ
リ
ァ
を
鳴
ら
L
、
神
と
マ
リ
ァ
を
讃
え
ま
す

八
時
で
す
、
皆
さ
ん
が
祈
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
蒔
で
あ
る
と
、
天
使
の
告
知
を
鳴
ら
し
ま
す

ア
ヴ
ェ
マ
リ
ア
、
神
を
讃
え
よ
、
マ
リ
ァ
、
マ
リ
ァ

　
、
ミ
サ
の
前
の
一
時
聞
で
す
、
僕
た
ち
は
第
一
回
を
鳴
ら
し
ま
す

　
、
、
・
サ
の
前
三
十
分
、
僕
た
ち
は
二
度
目
の
ラ
ッ
ツ
エ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す

　
、
ミ
サ
の
前
十
五
分
で
す
僕
た
ち
は
三
度
目
を
鳴
ら
し
ま
す

　
さ
あ
、
ミ
サ
が
始
ま
り
ま
す

　
僕
た
ち
も
一
し
ょ
に
ラ
ッ
ツ
エ
ル
ン
を
鳴
ら
し
ま
す
ω

　
　
　
　
　
　
　
復
　
活
　
察

　
復
活
祭
（
◎
ω
冨
；
－
浮
黒
向
霊
冨
『
）
は
ク
リ
ス
マ
ス
や
ヨ
ハ
ネ
ス
祭
と
ち
が
っ
て
移
動
祝
日
で
あ
る
。
　
二
ー
カ
ィ
ア
宗
教
会
議
で

定
め
ら
れ
た
ご
と
く
三
月
の
春
分
を
過
ぎ
て
か
ら
の
満
月
の
あ
と
に
来
る
最
初
の
日
曜
日
に
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
毎
年
か
わ

る
。
目
本
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
み
を
取
上
げ
て
、
復
活
祭
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
げ
れ
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
は
、
ク

リ
ス
マ
ス
に
並
ぶ
重
要
た
祭
で
あ
る
。
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
真
正
の
復
活
祭
を
見
た
い
と
い
っ
た
ら
、
7
ラ
ィ
ブ
ル
ク
の
ウ
ェ
ル
カ

ー
博
士
は
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
シ
ュ
バ
ル
ツ
ァ
ハ
（
冨
冒
易
冨
易
g
峯
胃
墨
争
）
の
大
修
道
院
を
す
す
め
、
懇
切
に
紹
介
ま
で
し
て
下
さ
っ
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た
。
こ
こ
は
バ
ィ
エ
ル
ソ
州
ヴ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
か
ら
約
五
十
キ
ロ
、
マ
イ
ソ
河
が
蛇
行
し
て
ゆ
く
と
－
」
ろ
で
大
平
原
の
真
中
に
あ
っ
て

寂
び
し
い
村
落
で
あ
る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
の
大
修
院
と
し
て
そ
の
典
礼
音
楽
は
マ
リ
ア
ラ
ー
ハ
や
オ
ヅ
ト
ー
ボ
イ
ロ
ン
な
ど
と
と
も

に
知
ら
れ
て
い
る
。

　
灰
の
木
曜
日
以
来
喪
に
服
し
た
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
っ
て
い
る
修
道
院
で
あ
る
が
、
む
ろ
ん
ミ
サ
は
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

い
る
わ
が
子
や
兄
弟
、
従
兄
弟
の
家
族
関
係
者
と
か
、
是
非
今
年
の
復
活
祭
を
こ
こ
で
し
た
い
と
思
う
信
仰
篤
い
人
々
は
附
属
の
教
会

の
、
ミ
サ
に
集
っ
て
来
る
。
「
嘆
き
の
土
曜
目
」
の
夕
方
の
ミ
サ
は
ま
こ
と
に
簡
単
で
、
い
つ
も
の
よ
う
な
讃
歌
も
歌
わ
な
い
。
祭
壇
の

中
央
の
両
手
を
ひ
ろ
げ
た
キ
リ
ス
ト
像
を
は
じ
め
、
十
字
架
や
聖
老
像
に
は
皆
黒
い
布
で
か
く
L
、
キ
リ
ス
ト
の
死
を
悲
L
む
。
鐘
は

一
切
鳴
ら
さ
ず
、
バ
イ
。
フ
オ
ル
ガ
ン
も
奏
さ
ず
修
道
士
が
木
製
の
鳴
子
の
ラ
ヅ
ツ
エ
ン
を
は
げ
し
く
鳴
ら
し
、
タ
ペ
の
務
め
を
終
え
た

修
道
士
た
ち
は
い
つ
も
の
よ
う
に
列
を
な
さ
ず
、
散
り
ぢ
り
に
大
修
院
の
方
に
帰
っ
て
ゆ
く
。
キ
リ
ス
ト
の
死
を
悼
む
表
現
か
、
あ
る

い
は
キ
リ
ス
ト
か
ら
散
り
ぢ
り
に
離
散
し
た
惨
め
な
使
徒
を
表
わ
す
も
の
か
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
鐘
も
オ
ル
ガ
ソ
も
皆
ロ
ー
マ
の
方
へ

飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
い
、
－
」
の
世
の
秩
序
や
調
和
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
表
現
で
あ
る
。

　
や
が
て
十
時
頃
に
な
る
。
四
月
半
ば
と
は
い
え
、
内
陸
部
の
平
原
は
夜
に
な
る
と
冷
え
込
み
が
き
び
し
く
な
る
が
、
手
に
蟻
燭
を
持

ち
、
き
ち
ん
と
黒
い
式
服
を
着
た
男
性
、
ヴ
ユ
ー
ル
を
か
む
っ
た
女
性
た
ち
が
大
修
院
の
石
段
を
踏
ん
で
教
会
の
中
に
吸
い
込
ま
れ
て

ゆ
く
。
灯
が
消
し
て
あ
る
の
で
外
ば
か
り
か
、
重
い
扉
を
開
け
た
内
部
も
暗
く
椅
子
に
腰
掛
け
る
の
も
お
ぽ
つ
か
な
い
。
次
第
に
人
々

の
姿
も
増
え
家
族
揃
っ
て
く
る
人
も
い
れ
ば
、
若
い
カ
ッ
プ
ル
が
は
じ
め
て
の
祝
福
を
受
け
に
く
る
場
合
も
あ
る
。
ミ
サ
が
は
じ
ま
る

の
を
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
人
々
に
は
、
－
」
れ
か
ら
劇
的
な
儀
式
に
加
わ
る
喜
び
を
内
に
秘
め
て
い
る
ら
し
く
、
長
い
と
思
っ
て
い
る
様

子
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
や
が
て
灰
か
な
灯
も
消
え
、
会
堂
は
真
の
闇
と
な
る
。
大
修
院
の
院
長
は
じ
め
多
く
の
神
父
、
司
祭
も
揃
い
、

、
、
・
サ
が
は
じ
ま
る
。
連
藤
や
歌
が
交
互
に
起
り
、
復
活
の
喜
び
と
祝
福
の
意
味
の
言
葉
を
院
長
が
語
る
。
す
る
と
正
面
の
扉
か
ら
修
遣
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士
た
ち
が
し
ず
か
に
は
い
っ
て
来
る
。
昔
か
ら
の
し
き
た
り
ど
お
り
に
、
石
と
た
が
ね
を
打
ち
合
せ
て
発
火
さ
せ
、
ホ
ク
チ
に
火
を
と

り
、
こ
れ
を
燃
え
上
ら
せ
、
復
活
祭
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
大
き
な
蟻
燭
に
先
づ
点
火
L
、
修
道
士
た
ち
の
手
に
す
る
小
さ
い
蟻
燭
に

明
り
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
う
つ
し
て
ゆ
く
。
や
が
て
壮
重
な
パ
イ
ブ
オ
ル
ガ
ン
の
高
鳴
り
と
と
も
に
光
の
列
は
祭
壇
へ
と
進
ん
で
ゆ
き
、
祭

壇
の
蟻
燭
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
光
が
と
も
る
。
柱
に
も
壁
に
も
沢
山
の
燭
火
が
ま
た
た
き
出
L
、
信
徒
た
ち
の
手
う
つ
し
で
た
ち
ま
ち
の
う

ち
に
全
体
に
火
が
と
も
り
、
内
部
は
光
の
花
が
咲
く
。
ま
さ
に
光
の
海
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
が
復
活
し
た
喜
び
が
一
杯
に
な
り
、
会
堂
の
聖
像
や
十
字
架
を
お
お
う
て
い
た
布
や
幕
は
す
で
に
降
ろ
さ
れ
て
お
り
、
祭

壇
は
白
百
合
や
カ
ラ
ー
な
ど
と
り
ど
り
の
花
で
満
ち
て
い
る
。
お
互
い
に
「
お
め
で
と
う
」
と
隣
の
人
々
と
挨
拶
す
る
。
と
く
に
若
者

と
若
い
娘
が
感
激
に
紅
潮
し
て
「
復
活
祭
お
め
で
と
う
」
一
と
握
手
す
る
。

主
を
ほ
め
た
た
え
よ
、
わ
が
魂
よ

な
ん
じ
わ
が
神
、
主
、
な
ん
じ
は
い
か
に
大
い
な
る
こ
と
ぞ

高
き
と
か
が
や
き
を
よ
そ
お
い
給
い

天
と
地
に
な
ん
じ
の
栄
光
満
ち
た
り

ハ
レ
ル
ヤ
　
ハ
レ
ル
ヤ
　
ハ
レ
ル
ヤ

さ
ら
に
行
進
し
て
ゆ
く
と
き
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
歌
っ
て
ゆ
く
。

キ
リ
ス
ト
　
殉
教
者
す
べ
て
よ
み
が
え
り
た
り



わ
れ
ら
み
な
こ
れ
を
宣
目
ぼ
ん

キ
リ
ス
ト
は
わ
れ
ら
の
慰
め
な
り
、

キ
リ
ェ
レ
ス

彼
も
し
よ
み
が
え
ら
ず
ば
、
世
界
は
空
し
か
ら
ん

彼
よ
み
が
え
り
、
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
喜
べ
り

ハ
レ
ル
ヤ
　
ハ
レ
ル
ヤ
　
ハ
レ
ル
ヤ

わ
れ
ら
す
べ
て
喜
ば
ん

キ
リ
ス
ト
は
わ
れ
ら
の
慰
め
、
キ
リ
エ
レ
ス

キ
リ
ェ
レ
ス

　
こ
の
歌
は
一
五
五
一
年
の
頃
か
ら
歌
わ
れ
て
い
る
。
ミ
サ
が
終
る
と
教
会
で
点
し
た
蟻
燭
を
風
に
吹
き
消
さ
れ
ぬ
よ
う
に
気
遺
い
な

が
ら
、
家
路
に
つ
く
村
人
も
い
る
。
復
活
の
前
夜
の
務
め
を
終
え
た
修
道
院
の
人
々
も
ほ
っ
と
し
た
面
持
ち
で
あ
る
。
夜
更
け
の
修
遣

院
は
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
再
び
静
寂
に
帰
っ
て
ゆ
く
。
落
ち
合
う
川
の
流
れ
の
音
だ
け
が
き
こ
え
、
白
い
林
檎
の
花
が
印
象
的
で
あ
る
。

　
翌
朝
復
活
祭
の
日
躍
日
の
朝
の
ミ
サ
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
無
事
復
活
祭
を
迎
え
た
喜
び
で
人
々
は
皆
明
る
い
表
情
で
あ
る
。
今
朝
は

昨
夜
の
祭
よ
り
も
人
出
は
多
く
牽
や
か
で
あ
る
。

19

わ
れ
よ
み
が
え
り
、
つ
ね
に
な
ん
じ
と
と
も
に
あ
り
、
ハ
レ
ル
ヤ

な
ん
じ
の
手
を
わ
が
上
に
重
く
置
き
た
ま
え
、
ハ
レ
ル
ヤ

い
か
な
る
奇
蹟
、
お
お
神
よ
な
ん
じ
を
知
る
こ
と
は
ハ
レ
ル
ヤ
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そ
L
て
、
復
活
祭
に
小
羊
を
犠
牲
に
捧
げ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
あ
な
た
が
た
は
潔
め
ら
れ
た
と
歌
う
讃
歌
も
あ
る
。
カ
ー
ネ
ー
シ
ヨ
ソ

や
薔
薇
、
フ
リ
ー
ジ
ア
な
ど
祝
い
の
花
を
少
女
た
ち
は
も
ら
っ
て
出
て
ゆ
く
。
心
な
し
か
復
活
祭
の
朝
は
大
気
も
澄
み
、
麦
畠
や
森
も

静
穏
な
気
分
で
あ
る
。
修
道
院
も
こ
の
復
活
祭
の
朝
の
ミ
サ
の
務
め
が
終
る
と
、
自
由
に
家
族
や
親
戚
知
人
な
ど
と
面
会
で
き
る
、
修

道
士
た
ち
に
と
っ
て
一
年
で
一
番
待
ち
遠
し
い
目
で
あ
ろ
う
。
花
束
や
慰
問
の
晶
な
ど
を
か
か
え
て
面
会
に
来
た
人
々
と
の
談
笑
が
あ

ち
ら
に
も
こ
ち
ら
に
も
ひ
び
い
て
い
る
。

復
活
祭
の
民
間
習
俗

　
キ
リ
ス
ト
教
会
の
復
活
祭
の
行
事
と
な
ら
ん
で
一
般
の
民
間
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
の
行
事
が
も
よ
お
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま

ず
復
活
祭
と
い
う
言
葉
の
用
法
に
つ
い
て
考
察
L
た
い
。
日
本
語
で
意
味
を
と
っ
て
復
活
祭
と
呼
ぶ
。
「
イ
ー
ス
タ
ー
」
（
同
四
、
甘
、
、
）
、

「
オ
ス
テ
ル
ン
」
（
O
ω
箒
；
）
は
元
来
は
「
春
の
祭
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
八
世
紀
頃
の
司
教
ベ
ダ
．
ヴ
ェ
ネ
ラ
ピ
リ
ス
（
由
①
雪

く
9
Φ
§
匡
豪
）
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
源
と
恋
る
「
オ
ス
テ
ラ
」
（
O
閉
箒
量
）
乃
至
は
「
ニ
オ
ス
ト
レ
」
（
向
O
警
O
篶
）
は
光
り

輝
く
曙
の
女
神
、
昇
り
ゆ
く
光
の
女
神
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
古
高
ド
イ
ツ
語
の
オ
ス
ト
ラ
（
o
ω
冨
＄
）
は
東
方
に
太
陽
が
再
び
昇

る
時
を
表
わ
玄
言
葉
と
も
解
す
る
学
者
も
い
る
。
と
に
角
オ
ス
ト
ラ
、
オ
ス
テ
ル
の
語
群
は
時
節
や
位
置
を
表
わ
し
、
春
の
女
神
を
迎

え
る
祭
で
あ
っ
た
。
東
洋
で
も
東
方
は
当
然
春
を
指
し
て
い
る
。
春
を
迎
え
る
こ
と
は
、
よ
み
が
え
る
太
陽
を
祝
う
祭
で
あ
り
、
古
代

ゲ
ル
マ
ン
人
も
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
た
い
L
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
キ
リ
ス
ト
の
復
活
は
自
然
と
人
間
の
生
活
を
若
返
え
ら
せ
、
更
新

す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
積
極
的
に
祝
う
よ
う
に
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
キ
リ
ス
ト
を
霊
的
太
陽
と
見
敬
し
て
お
り
、
春
の
太
陽

の
よ
み
が
え
り
（
若
返
り
）
と
と
も
に
祝
う
の
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
も
太
陽
と
の
関
わ
り
は
大
き
く
、
た
と
え
ぱ
週
の

最
初
の
日
は
日
曜
日
（
太
陽
の
日
ω
O
…
蕃
O
目
）
を
「
主
の
日
」
と
呼
ん
で
い
る
。
マ
グ
ダ
レ
i
ナ
や
ガ
リ
ラ
ヤ
の
女
た
ち
は
キ
リ
ス
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ト
を
埋
葬
し
て
嘆
き
悲
し
ん
で
い
た
が
、
三
目
目
の
目
曜
に
墓
所
に
ゆ
く
と
空
に
な
っ
て
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
知
る
。
こ
の
キ

リ
ス
ト
の
死
と
墓
へ
の
勝
利
を
祝
っ
て
主
の
目
と
た
っ
た
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
週
日
規
定
で
は
神
の
天
地
創
造
が
六
日
に
し
て
な

し
遂
げ
ら
れ
、
七
日
目
に
休
ん
だ
の
で
こ
れ
を
安
息
の
目
（
ω
き
冨
ま
）
と
し
て
聖
別
し
て
き
た
。
こ
れ
に
た
い
し
キ
リ
ス
ト
教
は
こ

の
日
曜
目
を
「
主
の
聖
な
る
日
」
と
記
念
し
て
ミ
サ
を
行
い
、
土
曜
日
（
安
息
日
）
に
行
わ
な
い
。
か
く
て
両
者
は
こ
の
よ
う
に
決
定

的
に
異
る
道
を
歩
む
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
週
毎
の
日
曜
目
は
「
小
さ
き
復
活
祭
」
と
な
り
、
金
曜
日
は
「
小
さ
き
嘆
き
の
日
」
と
な

っ
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
が
太
陽
の
誕
生
の
冬
至
と
一
致
L
て
い
る
よ
う
に
、
復
活
祭
も
春
と
な
っ
て
太
陽
の
蘇
生
、
若
返
り
と
同
一
視
さ

れ
、
不
減
の
太
陽
の
喜
び
の
祭
の
目
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
民
間
信
仰
と
し
て
も
復
活
祭
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
復
活
祭
の
朝
は
い
つ
も
よ
り
も
空
が
早
く
明
る

く
な
り
、
太
陽
は
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
祝
い
、
三
度
喜
び
の
踊
り
を
踊
る
と
い
う
。
こ
れ
は
垣
根
の
茂
み
を
と
お
し
て
見
る
と
か
、
絹

の
布
や
う
す
い
紙
な
ど
で
透
か
し
て
み
る
と
よ
く
そ
れ
が
見
え
る
。
メ
ヅ
ツ
地
方
で
は
復
活
の
喜
び
と
し
て
空
に
す
べ
て
の
色
彩
が
現

わ
れ
、
太
陽
と
雲
が
一
し
ょ
に
躍
る
と
い
い
伝
え
て
い
る
。
と
く
に
緑
の
聖
木
曜
日
（
o
暮
邑
旨
鶉
易
け
晶
）
に
き
ち
ん
と
精
進
し
た

人
に
は
、
昇
る
太
陽
の
ま
わ
り
で
羊
が
踊
る
の
を
見
る
と
い
う
。
復
活
祭
の
日
曜
日
が
た
ま
た
ま
新
月
の
と
き
に
は
、
日
の
出
前
に
三

度
主
の
祈
り
を
唱
え
る
と
、
太
陽
が
完
全
に
姿
を
現
わ
す
前
に
銀
色
に
か
が
や
く
羊
が
見
え
、
こ
の
目
は
日
没
も
青
く
見
え
る
と
か
い

わ
れ
る
。
復
活
祭
の
朝
、
太
陽
の
中
に
処
女
が
坐
っ
て
い
て
、
天
の
挨
拶
の
L
る
し
の
花
を
大
地
に
撤
き
散
ら
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
復
活
祭
は
祝
福
の
と
き
で
あ
る
の
で
、
こ
の
目
に
生
れ
た
老
は
幸
福
だ
と
い
わ
れ
、
こ
の
日
に
死
ん
だ
老
も
祝
福
さ
れ
る
。

　
復
活
祭
に
は
一
切
の
仕
事
を
止
め
、
そ
れ
以
前
に
終
ら
せ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
野
山
は
春
の
緑
が
萌
え
新
し
い
祝
福
が

見
ら
れ
る
。
復
活
祭
の
緑
の
枝
と
い
っ
て
、
と
く
に
椴
の
枝
を
家
畜
小
屋
に
挿
L
た
り
、
堆
肥
の
上
に
ひ
ろ
げ
る
の
は
、
悪
魔
や
魔
女

か
ら
家
畜
を
守
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
若
老
た
ち
が
鞭
で
も
っ
て
あ
ち
こ
ち
を
叩
く
。
こ
れ
は
古
い
も
の
を
破
砕
し
て
悪
い
力
を
追
い
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出
す
行
事
で
あ
る
。
復
活
祭
の
夜
、
ミ
ュ
ソ
ス
タ
ー
シ
ュ
バ
ル
ツ
プ
ハ
の
大
修
院
の
マ
イ
ソ
河
の
対
山
芹
の
村
落
で
「
復
活
祭
の
火
」
を
燃

や
し
て
い
る
の
を
見
た
。
こ
の
火
を
春
の
火
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
「
火
の
輸
」
を
－
」
ろ
が
し
た
り
、
畑
に
た
き
火
の
灰
を
ま
い
た
り

す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
教
会
で
新
し
い
復
活
祭
の
火
を
蟻
燭
に
う
つ
し
て
き
て
、
祭
壇
に
点
す
だ
げ
で
恋
く
、
か
ま
ど
の
火
も
一
度
消

し
て
新
し
い
火
を
鑛
り
出
す
。
復
活
祭
の
か
が
り
火
も
こ
れ
で
燃
や
す
の
が
正
式
た
習
俗
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
な
ら
ん
で
「
復
活

祭
騎
行
」
（
o
ω
箒
繧
黒
g
）
と
い
っ
て
豊
饒
を
願
っ
て
畑
地
を
馬
で
乗
り
ま
わ
し
た
り
、
あ
ち
こ
ち
へ
行
進
疾
駆
し
た
り
す
る
。
上

部
オ
ー
ス
ト
リ
ア
地
方
で
は
太
陽
の
昇
る
前
に
若
者
や
下
男
た
ち
に
で
き
る
か
ぎ
り
逮
く
畑
を
走
り
ま
わ
ら
せ
る
習
俗
が
あ
る
と
い
わ

れ
る
。
こ
の
復
活
祭
騎
行
は
自
分
た
ち
の
手
で
村
の
境
界
や
農
耕
牧
畜
の
た
め
の
土
地
の
地
形
、
状
況
を
確
か
め
る
見
廻
り
の
騎
行

（
雲
目
；
冒
町
q
竃
田
q
）
と
も
い
う
。
こ
れ
も
古
代
ゲ
ル
マ
ソ
か
ら
伝
わ
る
豊
饒
祈
薦
の
一
形
式
で
あ
ろ
う
。

　
畑
に
灰
を
ま
い
た
り
、
馬
で
走
り
ま
わ
る
だ
げ
で
た
く
、
若
者
や
娘
た
ち
が
か
が
り
火
の
ま
わ
り
で
木
の
円
盤
と
か
球
を
も
っ
て
踊

る
習
俗
が
の
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
太
陽
の
復
活
を
願
う
古
代
か
ら
の
遺
習
と
お
も
わ
れ
る
。

　
復
渚
祭
の
火
と
な
ら
ん
で
「
復
盾
祭
の
水
」
（
O
吻
雷
昌
峯
富
吻
睾
）
が
あ
る
。
日
の
出
前
に
冷
い
宥
渕
な
小
川
で
顔
を
洗
う
と
怪
裁
も

癒
り
が
早
く
、
健
康
で
若
々
し
く
い
ら
れ
る
と
い
い
、
東
の
方
に
向
っ
て
汲
む
と
よ
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
水
を
汲
む
と
き
お
し

ゃ
べ
り
を
し
て
は
な
ら
ぬ
。
沈
黙
し
て
波
む
の
で
次
げ
れ
ば
復
活
祭
の
祝
福
は
淀
い
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
復
活
祭
の
前
夜
真
夜
中
に

鐘
が
鳴
る
と
ぎ
、
た
だ
一
瞬
間
川
や
泉
の
水
が
ワ
イ
ン
に
か
わ
る
。
ワ
イ
ソ
を
飲
み
た
い
一
心
で
舌
を
水
に
浸
し
て
い
た
と
い
う
話
が

各
地
に
残
っ
て
い
る
。
復
活
祭
の
火
で
燃
や
し
た
灰
と
同
じ
よ
う
に
、
日
の
出
前
に
馬
を
川
に
乗
り
入
れ
て
、
そ
の
濡
れ
た
し
ぶ
き
を

畠
に
ま
き
散
ら
す
と
豊
作
に
な
る
と
い
う
い
い
伝
え
も
あ
る
。

　
復
活
祭
の
習
俗
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
復
活
祭
の
卵
」
（
◎
9
彗
9
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
復
活
祭
に
卵
が
特
別

に
敢
り
上
げ
ら
れ
る
か
。
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
の
由
来
が
あ
り
、
多
く
の
伝
説
や
物
語
、
地
方
ご
と
の
解
釈
や
風
習
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も
生
れ
て
く
る
か
ら
、
根
本
的
な
理
由
を
抽
出
す
る
こ
と
は
仲
々
困
難
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
比
較
的
妥
当
な
こ
と
を
あ
げ
れ
ば
、
日

目
卵
を
産
む
と
い
っ
た
よ
う
な
鶏
が
持
つ
旺
盛
な
生
産
力
が
昔
か
ら
人
間
に
と
っ
て
驚
異
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
見
れ
ぱ
、
卵
の

生
命
の
再
生
更
新
、
す
な
わ
ち
復
活
の
象
徴
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
生
卵
よ
り
も
ゆ
で
卵
に
す
る
の
は
、
保
存
の
た
め
と
こ
わ
れ
や

す
い
の
を
防
ぐ
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
卵
を
贈
っ
た
り
贈
ら
れ
た
り
し
、
飾
る
の
も
風
物
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
卵
の
殻
に
さ
ま
ざ
ま

な
模
様
や
絵
を
か
い
た
り
色
を
塗
っ
た
り
す
る
。
中
身
を
抜
き
出
し
、
か
わ
り
に
復
活
祭
の
挨
拶
に
ふ
さ
わ
L
い
詩
句
、
親
愛
を
こ
め

た
言
葉
を
書
い
た
紙
片
を
入
れ
る
。
幼
い
子
供
が
た
ど
た
ど
し
い
字
で
書
い
た
贈
物
は
両
親
に
と
っ
て
成
長
の
記
録
に
も
な
る
。
ベ
ル

ギ
ー
と
境
を
接
す
る
ア
イ
フ
ェ
ル
地
方
に
キ
ル
ヒ
ヴ
ァ
ィ
ラ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
－
」
こ
で
若
老
が
娘
に
贈
る
卵
は
、
幸
福
を
贈

る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
数
に
よ
っ
て
二
個
な
ら
ば
「
一
寸
し
た
挨
拶
程
度
」
、
三
つ
な
ら
ば
「
感
謝
の
し
る
し
」
、
四
つ
な
ら
ば
、
「
交

際
で
き
る
喜
び
」
、
五
つ
な
ら
ば
「
婚
約
」
、
六
つ
が
「
結
婚
」
の
意
志
表
示
と
な
っ
て
い
る
。
卵
を
通
じ
て
男
女
が
心
を
通
わ
せ
る
こ

と
が
公
け
に
で
き
る
の
で
復
活
祭
が
待
た
れ
た
。
子
供
の
卵
集
め
の
行
事
や
卵
割
り
や
卵
こ
ろ
が
し
の
遊
び
に
つ
い
て
は
今
更
論
ず
る

ま
で
も
な
い
。
復
活
祭
の
卵
は
兎
が
持
っ
て
く
る
と
か
、
兎
が
生
ん
だ
も
の
と
か
い
う
こ
と
は
、
十
七
世
紀
末
の
医
師
ゲ
オ
ル
ク
・
フ

ラ
ン
ク
（
Ω
8
轟
胃
彗
〆
）
の
記
録
に
、
な
ぜ
復
活
祭
の
卵
が
兎
の
卵
（
｝
塞
竃
9
弩
）
と
い
う
か
と
問
わ
れ
、
子
供
や
単
純
な
頭
の

人
々
に
た
い
し
て
は
そ
ん
た
風
に
説
明
し
て
大
笑
い
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
明
か
で
あ
る
。
兎
は
と
く
に
復
活
祭
の
頃
、
牧
草
地
や
野

山
で
よ
く
見
か
け
る
よ
う
に
な
る
し
、
他
の
動
物
の
間
に
ひ
そ
か
に
生
存
し
な
が
ら
そ
の
繁
殖
力
は
注
目
さ
れ
て
き
た
。
と
く
は
兎
は

愛
の
女
神
ア
フ
ロ
デ
ィ
ッ
ト
の
寵
愛
す
る
動
物
で
あ
り
、
ゲ
ル
マ
ソ
で
は
大
地
の
女
神
ホ
ル
ダ
（
｝
o
－
註
）
を
先
導
す
る
動
物
と
も
考

え
ら
れ
て
い
る
。
復
活
祭
を
祝
う
習
俗
は
、
ゲ
ル
マ
ソ
の
春
の
祭
を
そ
の
中
に
包
摂
し
、
さ
ま
ざ
ま
に
藍
か
に
文
化
を
形
成
し
て
い
っ

た
こ
と
、
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
復
活
祭
か
ら
一
週
問
後
復
活
祭
の
、
第
二
日
曜
日
は
「
白
い
日
曜
日
」
（
峯
O
島
睾
ω
O
彗
け
轟
）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
日
に
少
女
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や
少
年
た
ち
が
堅
信
礼
（
肉
9
｛
弩
旨
き
§
）
を
受
げ
る
。
少
年
も
白
い
長
い
服
を
着
る
が
、
と
く
に
少
女
た
ち
は
純
白
の
レ
ー
ス
の

衣
裳
に
白
靴
を
履
き
、
白
い
レ
ー
ス
の
花
飾
り
で
髪
を
飾
り
、
白
い
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
む
り
、
白
い
布
に
長
い
蟻
燭
を
持
っ
て
こ
の
式
典

に
参
列
L
、
復
活
祭
に
ふ
さ
わ
し
い
清
々
し
い
風
景
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
。
こ
の
日
少
年
、
少
女
た
ち
は
両
親
や
祖
父
母
、
親
族
に
伴
わ

れ
て
教
会
へ
ぞ
く
ぞ
く
集
っ
て
く
る
。
幼
児
洗
礼
は
受
け
て
い
る
が
、
長
じ
て
は
じ
め
て
の
第
一
の
堅
信
礼
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
信

徒
と
な
る
た
め
の
教
理
問
答
を
よ
く
学
ぶ
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
日
を
祝
福
し
て
少
女
た
ち
の
家
の
戸
口
に
白
い
砂
を
撤

き
、
緑
の
葉
を
し
き
つ
め
る
心
づ
か
い
を
す
る
家
が
多
い
。
少
女
た
ち
は
純
真
無
垢
そ
の
ま
ま
の
白
一
色
の
姿
で
あ
る
。
、
ミ
サ
が
終

る
と
蟻
燭
に
教
会
の
火
を
う
つ
し
て
行
列
を
つ
く
り
、
讃
美
歌
を
歌
う
コ
ー
ラ
ス
隊
と
と
も
に
町
や
村
を
行
進
す
る
。
彼
等
を
祝
福
す

る
先
輩
や
青
年
た
ち
が
そ
の
家
ご
と
に
稚
の
若
枝
を
挿
し
、
花
づ
恋
を
飾
る
。
こ
の
日
に
記
念
樹
と
L
て
教
会
の
墓
麹
や
緑
地
公
園
に

果
樹
の
苗
木
を
植
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
信
仰
が
苗
木
と
と
も
に
力
強
く
成
長
し
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
で
あ
る
。
こ
の
目
子
供
達
は

家
で
御
馳
走
を
食
べ
、
叔
父
叔
母
な
ど
か
ら
も
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
受
け
る
。
成
長
の
節
目
を
喜
ぶ
一
日
で
あ
る
。
丁
度
こ
の
頃
カ
ス
タ
ニ

ア
が
ど
こ
に
も
シ
ャ
ソ
デ
リ
ア
の
よ
う
に
白
い
花
を
咲
か
せ
る
季
節
で
春
も
一
層
深
み
を
増
し
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
。

聖
ゲ
オ
ル
ク
の
目
（
四
月
二
十
四
目
）

　
聖
ゲ
オ
ル
ク
（
撃
．
Ω
8
『
炉
ジ
目
ー
ジ
、
ヨ
ル
グ
）
は
小
ア
ジ
ア
の
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
出
身
の
騎
士
で
ロ
ー
マ
皇
帝
デ
ィ
オ
ク
レ
テ

ィ
ア
ノ
ス
帝
に
仕
え
た
。
ひ
そ
か
に
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
依
し
て
い
た
こ
と
が
分
り
、
帝
の
迫
害
の
も
と
で
三
〇
三
年
頃
殉
教
を
遂
げ
た

と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
聖
者
に
つ
い
て
は
歴
史
的
な
も
の
と
伝
説
的
な
も
の
と
が
顧
け
合
っ
て
い
る
。
民
間
信
仰
の
上
で
親
し
ま
れ
て

い
る
の
は
、
悪
竜
退
治
の
伝
説
で
あ
る
。
バ
レ
ス
チ
ナ
の
近
く
の
シ
レ
ネ
（
聾
－
g
①
）
に
悪
竜
が
棲
み
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
人
身
御
供
を
要

求
し
、
つ
い
に
こ
の
国
の
王
女
を
差
し
出
す
・
」
と
に
な
っ
た
。
湖
の
ほ
と
り
で
泣
い
て
い
る
王
女
を
見
て
騎
士
ゲ
オ
ル
ク
は
毒
気
を
吐



く
悪
竜
と
激
闘
の
末
に
退
治
し
、
人
々
の
難
儀
を
救
っ
た
。
こ
の
悪
竜
と
闘
う
聖
ゲ
オ
ル
ク
の
勇
敢
な
姿
は
、
好
ん
で
絵
画
や
彫
刻
な

ど
に
造
型
さ
れ
て
い
て
、
ゲ
ル
マ
ン
の
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
、
ギ
リ
シ
ヤ
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
、
ベ
ル
セ
ウ
ス
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
悪
竜
怪
物

な
ど
と
闘
っ
て
こ
れ
を
制
圧
L
た
勝
利
者
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
英
雄
、
自
由
の
戦
士
の
性
格
を
も
つ
に
至
り
、
つ
い
に
救
難
聖
者

と
な
っ
た
。
騎
士
、
戦
士
の
階
層
か
ら
篤
く
信
頼
さ
れ
、
甲
胃
、
武
器
製
造
老
か
ら
も
崇
拝
さ
れ
、
聖
ゲ
オ
ル
ゴ
ス
騎
士
団
も
生
れ
、

英
国
で
は
紳
士
（
o
窒
邑
冒
竃
）
の
守
護
聖
老
と
も
な
り
、
さ
ら
に
馬
の
守
護
聖
者
と
も
た
っ
た
。
悪
竜
と
勇
敢
に
閾
う
姿
ぱ
、
た
ん

に
自
然
の
デ
ー
モ
ソ
と
の
闘
い
だ
け
で
な
く
、
悪
の
サ
タ
ン
や
異
教
と
闘
う
信
仰
者
の
理
想
像
と
な
る
に
至
っ
た
。

　
ゲ
オ
ル
ク
が
殉
教
を
遂
げ
た
こ
の
四
月
二
十
四
日
は
、
東
欧
地
域
や
ス
ラ
ブ
地
方
は
丁
度
春
の
始
ま
り
に
た
る
。
雪
融
げ
の
あ
と
の

庭
を
手
入
れ
し
、
森
に
カ
ッ
コ
ウ
が
鳴
き
初
め
、
熊
が
穴
を
出
る
季
節
で
あ
る
。
五
月
祭
の
メ
イ
ポ
ー
ル
を
建
て
は
じ
め
る
。
要
す
る

に
中
都
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
よ
り
さ
ら
に
遅
れ
て
到
来
す
る
こ
の
地
方
の
春
の
始
め
の
目
安
に
な
る
の
で
と
く
に
こ
の
祭
は
重
要
視
さ
れ
る
。

ロ
シ
ア
の
農
民
た
ち
は
「
緑
の
ゲ
オ
ル
ギ
ー
」
と
い
っ
て
白
樺
そ
の
他
の
若
葉
で
身
体
を
お
お
う
た
村
の
若
老
を
村
中
を
連
れ
歩
き
、

最
後
に
川
の
中
に
投
げ
込
ん
で
春
の
到
来
を
祝
福
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
野
山
に
緑
が
一
斉
に
萌
え
、
温
か
い
雨
を
も
た
ら
す
と
信
じ

た
。
イ
ン
タ
ー
ル
（
－
昌
冨
一
）
地
方
の
村
で
は
こ
の
日
子
供
達
が
牛
の
大
き
な
鈴
を
つ
け
て
あ
ち
こ
ち
の
牧
草
地
を
走
り
廼
る
、
あ
る

い
は
鐘
を
鳴
ら
し
て
騒
ぎ
ま
わ
る
。
春
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
の
悪
い
自
然
の
精
霊
や
デ
ー
モ
ン
が
力
を
持
っ
て
く
る
の
を
防
ぐ
。
子
供

達
が
牧
場
や
畑
を
走
る
と
草
に
懸
く
デ
ー
モ
ン
を
追
い
払
い
、
よ
い
牧
草
に
な
る
。
む
ろ
ん
子
供
達
は
御
馳
走
に
与
る
。
元
来
は
大
人

や
若
老
た
ち
が
行
っ
た
行
事
が
子
供
へ
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
村
め
ぐ
り
（
ヨ
膏
①
目
彗
o
q
）
と
称
L
て
司
祭
や
村
の
主
だ
っ
た
人
人

が
村
の
各
地
を
馬
に
乗
っ
て
巡
視
す
る
行
列
も
あ
る
。
村
全
体
が
異
常
な
い
か
、
他
か
ら
侵
害
さ
れ
た
り
、
盗
伐
に
あ
っ
た
り
、
地
形

が
崩
れ
た
り
L
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
。
ゲ
オ
ル
ク
行
（
0
8
轟
H
葦
）
も
馬
に
祝
福
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
が
、
春
の
祝
福
の
祈
願

を
こ
め
た
も
の
が
多
い
。
ゲ
オ
ル
ク
の
鞭
に
よ
る
家
畜
放
し
の
行
事
や
狼
な
ど
の
野
獣
を
監
督
す
る
聖
者
の
役
割
な
ど
に
つ
い
て
は
す
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で
に
詳
し
く
触
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
救
難
聖
者
ゲ
オ
ル
ク
に
た
い
す
る
古
い
唱
え
詞
に
つ
ぎ
の
よ
う
た
も
の
が
あ
る
。

雄
々
し
ぎ
英
雄
の
キ
リ
ス
ト
者
　
ゲ
オ
ル
ク
よ
、

あ
な
た
の
誓
い
と
願
い
に
よ
り
、
多
く
の
不
安
の
中
に
あ
る
わ
れ
ら
を
救
い
給
え
、

あ
ら
ゆ
る
苦
難
や
魂
を
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
強
い
不
安
を
あ
な
た
は
打
ち
砕
く
、

あ
な
た
の
祈
り
に
よ
り
て
わ
れ
ら
を
救
い
た
ま
え
、

・
聖
ゲ
オ
ル
ク
よ
、
わ
れ
ら
は
喜
ん
で
あ
な
た
の
誠
実
在
る
闘
い
を
崇
め
ま
す
。
㈹

五
　
　
月

　
五
月
（
峯
巴
）
は
メ
ロ
ヴ
ィ
ソ
ガ
朝
の
頃
、
ラ
テ
ン
語
の
「
マ
ユ
ス
」
（
竃
巴
易
）
を
取
り
入
れ
て
「
マ
イ
ェ
ン
」
（
く
ミ
竃
）
、
「
マ

イ
」
（
冒
ξ
）
と
な
っ
た
。
「
目
の
長
い
月
」
（
5
冨
冒
昌
箒
）
、
「
希
望
と
愛
の
月
」
（
巨
昌
津
｛
賢
宙
島
冒
實
口
目
暮
｛
畠
Φ
冨
）
で
も

あ
る
。

　
ク
ル
ー
ゲ
の
語
源
辞
輿
に
よ
る
と
「
旨
＆
易
」
は
官
冥
9
昌
＆
衰
で
成
長
を
も
た
ら
す
神
、
あ
る
い
は
「
女
神
」
（
旨
＆
宵
）
に
基

づ
く
。
冒
＆
g
（
よ
り
大
き
く
な
る
）
大
の
月
と
し
て
一
月
、
三
月
、
八
月
同
様
に
こ
れ
を
っ
げ
て
呼
ぶ
。
も
っ
と
も
ラ
テ
ソ
語
で
は

「
ア
イ
」
（
巴
）
は
竃
巴
9
竃
9
⑦
「
喜
び
」
の
意
味
で
「
喜
び
の
月
」
（
峯
9
暮
旨
昌
呉
オ
巨
篶
）
と
も
い
う
。
敬
度
な
キ
リ
ス
ト

教
徒
は
「
マ
リ
。
ア
の
月
」
（
竃
胃
甘
窒
竃
9
箒
）
と
も
呼
ん
で
い
る
。
「
五
月
よ
、
美
し
き
五
月
よ
」
と
は
ハ
イ
ネ
の
詩
の
言
葉
で
あ
る

が
、
「
す
ぱ
ら
し
い
」
（
峯
畠
暮
）
と
か
喜
ば
し
い
と
か
い
う
気
持
は
－
」
の
月
の
名
そ
の
も
の
に
あ
り
、
ヨ
ー
口
拶
パ
人
は
五
月
に
た
い

し
て
特
別
た
意
味
と
気
分
を
抱
い
て
い
る
。



美
し
き
五
月
よ
、
よ
う
こ
そ
！

ま
た
お
目
に
か
か
り
ま
す
ね

老
い
も
若
き
も
あ
な
た
の
授
げ
る

花
飾
り
を
喜
ん
で
受
取
り
ま
す

可
愛
い
小
鳥
は
明
る
く
歌
い

ナ
ハ
テ
ィ
ガ
ル
は
よ
い
喉
を
き
か
せ
て
く
れ
る

冷
た
い
風
も
吹
か
ず

空
は
青
く
蜜
蜂
の
群
は

緑
の
牧
場
を
う
な
っ
て
飛
び

す
べ
て
は
新
し
く
よ
み
が
え
る

お
お
五
月
の
悦
び
よ

あ
な
た
は
か
ぎ
り
な
く
や
さ
し
さ
を

わ
た
し
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
⑨
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ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
人
の
手
放
し
の
五
月
の
讃
美
と
陶
酔
ば
長
く
厳
し
い
冬
を
前
提
に
し
て
考
え
な
げ
れ
ば
た
ら
ぬ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
土

は
冬
は
暗
く
、
曇
天
が
多
く
、
雪
や
氷
に
加
え
て
劇
し
い
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
竈
こ
の
世
界
か
ら
太
陽
が
消
え
失
せ
、
再
び
春
が
来
る
と

は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
に
惨
潅
た
る
状
況
と
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
春
の
到
来
の
喜
び
は
大
き
く
、
そ
の
絶
頂
の
五
月
に
は
お
の
ず
と
歌
い
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踊
り
出
し
た
く
た
る
。
五
月
柱
（
メ
ー
ポ
ー
ル
、
マ
イ
バ
ウ
ム
）
を
立
て
て
踊
り
あ
か
す
習
俗
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か

に
五
月
は
た
え
ず
さ
わ
や
か
な
徴
風
が
吹
き
、
白
樺
の
若
葉
が
村
を
つ
つ
む
。
い
た
る
と
こ
ろ
に
野
芥
子
、
矢
車
草
、
薔
薇
が
咲
き
、

カ
ヅ
コ
ウ
そ
の
他
の
鳥
が
鳴
く
。
こ
こ
に
至
っ
て
生
ぎ
て
い
て
良
か
っ
た
、
冬
の
苦
し
み
を
耐
え
た
甲
斐
が
あ
る
と
思
う
。
冬
が
不
安

定
で
自
然
が
猛
威
を
振
う
の
に
比
べ
、
春
か
ら
夏
秋
に
か
け
て
は
気
侯
は
安
定
L
、
風
雨
も
温
和
で
夏
の
頂
点
へ
と
す
す
み
、
成
熟
の

秋
に
は
い
っ
て
ゆ
く
。
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
年
問
習
俗
や
行
事
が
夏
型
と
冬
型
に
裁
然
と
分
げ
ら
れ
、
両
着
の
コ
ソ
ト
ラ
ス
ト
は
劇
的
な
形

態
を
と
る
の
は
尤
も
な
こ
と
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
夏
型
と
は
春
夏
秋
の
三
季
を
含
み
、
冬
型
は
文
字
通
り
冬
だ
け

で
あ
る
。

　
さ
き
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
四
季
図
」
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
春
を
告
げ
る
も
の
に
コ
ガ
ネ
ム
シ
（
コ
フ
キ
コ
ガ
ネ
）
が
あ
る
。
春
の

便
者
で
あ
る
。
親
し
ま
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
子
供
の
歌
が
あ
る
。

黄
金
衷
よ
飛
ん
で
ゆ
げ
、
飛
ん
で
ゆ
げ

お
ま
え
の
父
さ
ん
戦
場
だ

お
ま
え
の
母
さ
ん
は
ポ
ソ
メ
ル
ラ
ン
ト

黄
金
虫
よ
飛
ん
で
ゆ
け

黄
金
虫
よ
、
飛
ん
で
ゆ
け
、
飛
ん
で
ゆ
げ

お
ま
え
の
父
さ
ん
戦
場
だ

お
ま
え
の
母
さ
ん
長
靴
は
い
て
は
い
ま
わ
り



左
の
脛
が
折
れ
ち
ゃ
っ
た

黄
金
虫
よ
、
飛
ん
で
ゆ
け
！
ω

　
ポ
ソ
メ
ル
ラ
ン
ト
は
バ
ル
ト
海
に
面
し
た
港
町
で
ド
イ
ツ
が
東
方
へ
開
拓
進
出
し
た
歴
史
を
思
い
出
さ
せ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
オ
ラ

ン
ダ
、
ヘ
ッ
セ
ン
ラ
ン
ド
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
ラ
ン
ト
な
ど
と
さ
ま
ざ
ま
に
名
を
か
え
て
歌
う
こ
と
も
あ
る
。
黄
金
虫
の
生
態
を
よ
く

観
察
し
た
童
謡
で
あ
り
、
五
月
を
迎
え
て
虫
に
ま
で
語
り
か
け
て
い
る
喜
び
も
感
じ
ら
れ
る
。
と
に
角
五
月
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
楽
L
い

習
俗
が
あ
り
、
そ
の
最
大
の
も
の
が
五
月
柱
の
歌
と
踊
り
で
あ
る
。

玉
月
柱
の
習
俗
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原
始
時
代
に
は
人
間
は
数
百
年
、
千
年
を
経
た
老
木
、
巨
木
を
神
霊
宿
る
も
の
と
し
て
崇
め
、
ま
た
年
ご
と
に
新
L
い
若
葉
を
よ
み

が
え
ら
せ
る
樹
木
を
生
命
の
象
徴
と
し
て
貴
ん
で
き
た
。
大
家
族
や
共
同
体
の
集
落
の
人
々
は
事
あ
る
ご
と
に
神
聖
視
す
る
老
木
、
樹

木
の
も
と
に
集
っ
て
協
議
し
た
り
、
食
事
を
と
も
に
し
た
。
こ
の
樹
木
を
介
し
て
天
地
の
神
を
祀
っ
た
。
ゲ
ル
マ
ソ
人
た
ち
は
と
く
に

樹
木
信
仰
は
強
か
っ
た
こ
と
は
、
聖
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
の
伝
説
で
も
明
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
樹
木
を
き
り
た
お
し
て
、
こ
れ
を
五

月
を
迎
え
る
象
徴
と
し
て
町
や
村
に
運
び
込
ん
で
こ
れ
を
広
場
、
教
会
の
広
場
に
建
て
こ
れ
を
「
五
月
柱
」
（
書
ミ
O
〇
一
9
冒
印
旨
彗
昌

；
輿
茸
竃
）
と
呼
び
、
こ
の
ま
わ
り
で
男
女
が
歌
い
踊
る
よ
う
に
な
っ
た
。
よ
み
が
え
っ
た
若
く
し
て
新
し
い
太
陽
の
も
と
、
若
葉
と

鳥
の
鱒
る
中
で
春
を
謹
歌
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
五
月
の
月
全
体
が
祭
の
よ
う
に
楽
し
い
日
が
つ
づ
く
。
そ
し
て
五
月
柱
と
も
関
連
し

て
さ
ま
ざ
ま
の
習
俗
が
あ
る
の
で
、
順
を
追
う
て
取
り
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
四
月
二
十
四
日
、
聖
ゲ
オ
ル
ク
の
日
の
頃
、
白
樺
や
椎
の
若
枝
を
切
っ
て
こ
れ
に
花
を
添
え
、
好
意
を
寄
せ
る
娘
の
家
の
窓
に
若
老
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が
挿
し
て
ゆ
く
。
あ
る
い
は
布
や
き
れ
い
な
紙
を
飾
っ
た
り
、
卵
を
吊
し
た
り
し
て
窓
べ
に
し
っ
か
り
、
気
付
か
れ
ぬ
よ
う
に
し
ば
り

つ
げ
て
ゆ
く
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
「
五
月
の
若
枝
」
（
マ
ィ
ェ
ン
竃
邑
竃
一
彗
巴
ぎ
ω
g
彗
）
に
つ
な
が
る
。
あ
る
い
は
聖
ゲ
ォ
ル
ク

と
無
関
係
に
五
月
一
日
の
た
め
に
行
う
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
窓
と
は
い
わ
ず
、
戸
口
や
扉
に
挿
す
こ
と
も
あ
り
、
娘
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
家
へ
の
好
意
や
祝
福
を
こ
め
た
も
の
も
あ
る
。
む
ろ
ん
若
者
同
士
の
閻
で
は
結
婚
の
約
東
を
示
す
も
の
と
淀
る
こ
と
も
あ
り
、
シ

ュ
ヴ
ァ
i
ベ
ン
で
は
堆
肥
に
モ
、
ミ
の
若
木
を
植
え
、
未
来
の
子
孫
の
繁
栄
を
願
う
や
り
方
も
あ
る
。

　
今
日
で
は
五
月
一
目
の
夜
明
け
、
子
供
た
ち
は
村
は
ず
れ
の
森
に
「
五
月
迎
え
」
に
出
か
け
る
。
緑
の
若
枝
を
折
り
取
り
、
年
の
は

じ
め
に
咲
い
た
野
草
の
花
を
摘
ん
で
花
東
を
作
り
、
日
の
出
と
と
も
に
村
に
帰
り
、
そ
の
緑
の
枝
で
戸
を
叩
き
五
月
の
祝
福
を
し
て
褒

美
を
も
ら
う
風
習
も
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
仕
事
を
若
老
が
L
て
－
」
れ
を
窓
に
飾
る
こ
と
の
方
が
古
い
形
態
で
あ
る
。
こ
の
朝
草
の
葉
の

露
を
あ
つ
め
て
顔
を
洗
う
娘
も
い
る
。
美
し
く
な
る
と
い
わ
れ
、
健
康
に
も
よ
い
と
い
っ
て
欽
む
習
俗
も
あ
っ
た
。
こ
の
五
月
の
朝
露

を
ぬ
ら
す
と
シ
、
ミ
、
ソ
バ
カ
ス
も
消
え
る
と
い
う
俗
信
も
あ
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ま
じ
な
い
を
唱
え
る
。

ヴ
ァ
ル
プ
ル
ガ
さ
ま
、

取
り
去
っ
て
下
さ
い

わ
た
し
の
ソ
バ
カ
ス
を
差
し
上
げ
ま
す
。
何
卒
何
卒
お
受
げ
取
り
下
さ
い
、

同
時
に
わ
た
し
の
も
の
を
み
な

　
色
白
の
子
供
に
は
概
し
て
シ
、
ミ
、
ソ
バ
カ
ス
が
多
く
、
悩
み
の
種
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
五
月
一
日
の
夜
明
げ
に
湖
川
で
水
浴
す
る

習
俗
も
あ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ヴ
ァ
ル
ト
の
村
の
青
年
た
ち
は
こ
の
日
の
夜
一
時
、
二
時
頃
各
自
馬
に
騎
っ
て
森
の
奥
に
行
き
、
教
会

の
讃
美
歌
や
五
月
の
民
謡
な
ど
を
歌
い
、
日
の
出
と
と
も
に
村
に
帰
っ
て
き
た
。
し
か
し
こ
う
い
う
良
い
習
俗
も
な
く
恋
り
、
ゲ
ス
テ

ハ
ウ
ス
に
欽
み
に
ゆ
き
歌
い
騒
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
残
念
だ
と
い
う
古
老
も
い
る
。
五
月
の
花
嫁
花
む
こ
、
五
月
伯
と
、
五
月
伯
夫
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人
選
び
の
こ
と
は
余
り
に
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
。

　
五
月
柱
は
椴
、
唐
檜
、
唐
松
な
ど
か
ね
て
目
印
に
し
て
い
た
も
の
を
き
り
た
お
し
、
頂
点
の
み
に
枝
葉
を
残
し
、
あ
と
は
取
り
去
る
。

こ
れ
を
四
月
三
十
日
運
び
出
し
、
夜
明
け
前
一
時
頃
に
は
広
場
に
建
て
終
え
る
。
他
の
町
や
村
か
ら
襲
わ
れ
て
た
お
さ
れ
た
り
、
賂
奪

さ
れ
る
こ
と
は
恥
屠
で
あ
る
か
ら
、
見
張
り
を
立
て
厳
重
に
青
年
た
ち
が
守
る
慣
わ
し
も
あ
る
。
運
び
出
し
は
牛
や
荷
車
を
用
い
る
が
、

屈
強
の
若
者
が
大
勢
で
か
つ
い
で
来
る
こ
と
も
あ
る
。
柱
の
尖
端
に
緑
の
枝
葉
を
残
し
て
お
く
こ
と
は
、
元
来
樹
木
と
し
て
立
て
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
持
ち
運
び
が
大
変
な
の
で
一
部
分
の
み
に
本
来
の
姿
を
と
ど
め
た
の
で
あ
り
、
柱
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
数
十
人
の
若
老
に
よ
っ
て
押
し
上
げ
、
引
張
っ
て
立
て
る
の
で
あ
る
が
、
白
樺
や
樫
の
よ
う
に
一
、
二

名
の
手
で
立
て
る
簡
単
で
小
さ
い
五
月
柱
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
五
月
柱
に
は
縦
の
葉
で
編
ん
だ
輸
を
作
り
、
青
白
、
紅
黄
の
布
を
飾

り
、
人
形
や
紙
で
つ
く
っ
た
花
を
つ
け
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
娘
た
ち
の
丹
精
に
よ
る
。
最
近
で
は
パ
ン
屋
、
靴
屋
、
農
家
、

人
形
、
遣
具
を
鋳
ぬ
い
た
図
柄
の
も
の
を
柱
に
附
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
飾
り
と
な
る
以
前
そ
の
家
や
遣
具
に
新
L
い
生
命
と
幸
福
の

祝
福
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
若
い
娘
た
ち
が
夕
方
に
た
る
と
蟻
燭
を
持
っ
て
き
て
火
を
点
し
、
踊
り
が
は
じ
ま
る
。

五
月
柱
の
幹
は
す
っ
か
り
皮
を
は
い
で
、
滑
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
上
の
ク
ラ
ソ
ツ
に
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
を
飾
り
、
豊
饒
祝
福
を
祈
る

の
で
あ
る
。
幹
を
滑
り
や
す
く
す
る
の
は
、
カ
ブ
ト
ム
シ
に
化
け
た
デ
ー
モ
ン
を
近
付
け
な
い
た
め
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
こ

の
柱
の
も
と
で
の
踊
り
は
若
い
老
に
と
っ
て
も
っ
と
も
楽
し
い
も
の
で
あ
る
。
大
低
輸
舞
で
あ
り
、
組
踊
り
で
あ
る
。
マ
イ
マ
イ
踊
り

（
ω
g
毒
鼻
Φ
）
と
い
っ
て
五
月
柱
を
中
心
に
螺
旋
状
に
輸
を
画
き
次
第
に
そ
の
輸
を
小
さ
く
し
て
全
員
が
草
の
中
に
た
お
れ
て
し
ま

う
踊
り
や
、
逆
に
ま
た
大
ぎ
く
し
て
ゆ
く
な
ど
の
踊
り
で
あ
る
。
ま
た
垣
根
踊
り
（
N
彗
目
）
は
娘
た
ち
だ
げ
で
交
互
に
手
を
と
っ
て
輸

を
作
っ
て
踊
り
な
、
か
ら
次
の
よ
う
に
歌
い
、
輸
を
大
き
く
L
た
り
小
さ
く
し
た
り
す
る
。
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さ
あ
さ
あ
垣
根
を
結
い
ま
し
ょ
う
、

一
つ
垣
根
を
結
い
ま
し
ょ
う
、

わ
た
し
た
ち
の
○
O
さ
ん
（
女
性
名
）

垣
根
が
立
派
に
で
き
ま
し
ょ
う
。
㈹

は
可
愛
く
て
す
ぱ
ら
し
い

　
「
橋
」
（
卑
言
ぎ
）
は
ベ
ア
の
男
女
が
踊
り
お
わ
る
と
手
を
ア
ー
チ
に
あ
げ
、
つ
ぎ
の
男
女
が
く
ぐ
っ
て
ま
た
ア
ー
チ
を
つ
く
る
踊

り
で
あ
る
。
ベ
ン
デ
ル
タ
ン
ツ
（
｝
ぎ
宗
－
夢
冒
）
と
い
っ
て
と
り
ど
り
の
長
い
リ
ボ
ン
を
持
っ
た
娘
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
綾
や
結
び
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ
な

つ
く
っ
て
踊
な
が
ら
行
進
し
、
最
後
に
五
月
柱
の
ま
わ
り
を
踊
る
。
こ
の
花
繰
（
9
二
嘗
｛
）
を
五
月
柱
に
結
び
踊
り
な
が
ら
さ
ま
ざ

ま
に
綾
（
あ
や
）
を
つ
く
る
踊
り
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
踊
り
は
当
然
子
供
た
ち
の
小
さ
な
五
月
柱
で
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
、
」
の
世
に

生
き
て
い
る
喜
び
を
調
歌
す
る
五
月
は
た
く
さ
ん
の
民
謡
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
作
老
不
明
の
古
く
か
ら
歌
わ
れ
て
い
る
民
謡
も
あ
る
が
、

特
定
の
詩
人
の
詩
が
作
曲
さ
れ
て
広
く
民
衆
に
親
し
ま
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。

き
あ
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
愛
す
る
五
月
よ

わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
樹
立
を
緑
に
し
、

小
川
の
ほ
と
り
に
小
さ
な
す
み
れ
を
咲
か
せ
て
下
さ
い
1

わ
た
し
た
ち
は
す
み
れ
を
ま
た
見
た
い

あ
あ
愛
す
る
五
月
よ

ま
た
再
び
あ
ち
こ
ち
野
山
を
さ
ま
よ
い
た
い
。
蝪
　
　
［
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こ
の
「
来
れ
、
愛
す
る
五
月
」
（
宍
o
冒
昌
豪
冨
『
峯
昌
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
曲
を
附
げ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
ベ
ッ
ク
（
O
テ
O
き
ま
①
鼻
）

の
詩
で
あ
る
。

　
五
月
が
や
っ
て
来
た
、
さ
あ
樹
を
切
り
出
せ

　
楽
し
い
と
思
う
者
は
こ
こ
に
来
な
さ
い

　
心
配
ご
と
は
家
に
の
こ
し
、

　
雲
が
空
の
あ
ち
こ
ち
を
さ
す
ら
う
よ
う
に

　
わ
た
し
の
心
も
遠
い
は
る
か
な
世
界
に
さ
ま
よ
う
の
だ
㈱

　
「
五
月
が
や
っ
て
来
た
」
（
U
胃
呂
卵
二
9
0
①
ぎ
旨
蔓
竃
）
は
歌
詩
は
ガ
イ
ベ
ル
（
雲
0
9
冨
－
）
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
ポ
ヘ
、
ミ
ア
の
民

謡
の
も
の
で
リ
ラ
（
尋
．
－
＜
轟
）
の
編
曲
に
よ
る
。

　
つ
ぎ
に
「
五
月
は
す
べ
て
を
新
し
く
す
る
」
（
≧
－
霧
2
9
竃
彗
葦
ま
『
竃
巴
）
の
詩
は
広
く
親
し
ま
れ
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も

歌
わ
れ
て
い
る
。

　
五
月
は
す
べ
て
を
新
し
く
す
る

　
魂
を
生
き
い
き
と
自
由
に
す
る

　
家
を
出
て
外
に
出
よ
う
、

　
花
環
を
編
も
う
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目
の
光
が
ま
わ
り
に
か
が
や
い
て
い
る

牧
草
地
も
森
も
香
る
よ
う
に
き
ら
め
き

鳥
の
声

角
笛
（
ホ
ル
ン
）
の
ひ
び
き
が
森
か
ら
き
こ
え
て
く
る
。
幽

　
こ
の
詩
は
カ
ン
プ
（
籟
く
g
内
曽
彗
り
）
が
古
い
民
謡
の
曲
に
も
と
づ
い
て
作
詩
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
一
八
年
頃
の
作
と
い
わ
れ

て
い
る
。
こ
こ
に
あ
え
て
五
月
に
歌
わ
れ
る
民
謡
を
あ
げ
た
の
は
、
五
月
の
い
か
な
る
散
文
的
叙
述
や
措
写
よ
り
も
心
や
気
分
に
訴
え

る
も
の
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
五
月
柱
（
あ
る
い
は
五
月
の
若
枝
）
の
習
俗
は
、
記
録
の
上
で
は
二
一
二
五
年
カ
ー
ル
大
帝
即
位
の
地
ア
ー
ヘ
ソ
で
お
こ
な
わ
れ
た

こ
と
が
の
こ
っ
て
い
る
が
、
ゲ
ル
マ
ン
の
昔
か
ら
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
樹
木
や
枝
を
切
っ
て
家
の
前
、
窓
な
ど
に
た
て
て
、
聖
な

る
も
の
の
訪
れ
を
迎
え
る
習
俗
は
か
な
り
古
い
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
ギ
リ
シ
ヤ
・
ロ
ー
マ
の
古
代
杜
会
で
家
や
畜
舎
に
緑
の
木
や
枝

を
挿
L
て
病
気
や
悪
霊
を
防
ぐ
習
わ
し
が
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
、
新
年
、
リ
ヒ
ト
メ
ヅ
セ
に
立
て

る
ア
ダ
ム
の
木
、
夏
迎
え
の
レ
タ
ー
レ
に
夏
棒
（
又
は
木
の
枝
）
を
携
え
て
行
進
す
る
行
秦
、
聖
霊
降
臨
祭
に
も
若
枝
を
挿
す
よ
う
に

（
そ
の
他
ト
」
の
習
俗
は
自
然
に
本
能
的
に
愛
好
さ
れ
、
現
在
で
は
多
く
の
祭
で
飾
っ
て
い
る
。
）
人
間
は
新
し
い
自
然
の
春
（
夏
）
の
生

命
力
に
直
接
身
や
自
己
の
環
境
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
や
家
畜
に
も
生
命
力
を
増
加
さ
せ
、
悪
霊
や
病
気
を
防
ご
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
｝
」
れ
に
な
ら
ん
で
「
五
月
の
火
」
（
竃
注
｛
9
胃
）
と
い
っ
て
五
月
一
日
（
叉
は
そ
の
前
夜
）
穀
物
、
家
畜
の
繁
殖
を
ね
が
い
、

火
を
燃
や
し
、
ヘ
ク
セ
や
デ
ー
モ
ソ
を
追
い
払
う
行
事
を
お
こ
な
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
い
ぶ
ら
せ
て
煙
を
多
く
這
わ
せ
、
騒

い
だ
り
荒
々
し
く
走
っ
た
り
す
る
素
朴
た
行
事
で
あ
る
。



聖
霊
降
臨
祭

　
キ
リ
ス
ト
が
捕
え
ら
れ
て
十
字
架
上
で
死
を
遂
げ
た
の
ち
復
活
す
る
。
キ
リ
ス
ト
の
受
難
の
と
き
は
四
方
に
逃
げ
散
っ
た
使
徒
た
ち

も
キ
リ
ス
ト
の
復
活
に
遇
う
や
、
五
十
日
を
経
て
聖
霊
が
降
っ
て
力
と
勇
気
を
得
、
宣
教
と
伝
道
に
身
を
挺
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
聖
霊
が
あ
な
た
が
た
に
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
が
た
は
力
を
受
げ
、
わ
た
し
の
証
し
を
す
る
で
あ
ろ
う
」
（
使
徒
行
伝
一
ノ

八
）
と
あ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
復
活
祭
か
ら
五
十
日
目
に
こ
の
祭
を
行
う
。
こ
の
祭
の
名
は
「
五
十
日
目
の
祭
」
（
ベ
ン

テ
コ
ス
テ
勺
彗
冨
8
弩
霧
）
で
あ
る
。
聖
霊
降
臨
は
意
味
に
よ
っ
て
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
神
、
キ
リ
ス
ト
、
聖

霊
一
体
の
教
え
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
復
活
の
成
就
の
の
ち
に
、
聖
霊
が
人
間
に
与
え
ら
れ
て
完
全
に
な
り
、
教
会
（
エ
ク
レ

シ
ア
）
が
基
礎
づ
け
ら
れ
、
こ
の
共
同
体
の
内
的
規
律
も
生
れ
る
。
い
わ
ば
信
仰
者
の
信
仰
と
教
会
の
誕
生
を
祝
福
す
る
も
の
で
あ
る
。

神
の
子
の
誕
生
を
祝
う
ク
リ
ス
マ
ス
が
種
子
で
あ
れ
ば
、
復
活
祭
は
そ
の
開
華
で
あ
り
、
聖
霊
降
臨
祭
は
そ
の
実
の
収
穫
と
も
い
う
べ

き
祭
と
な
る
。
こ
の
ペ
ソ
テ
コ
ス
テ
は
元
来
ユ
ダ
ヤ
に
お
い
て
は
春
の
の
ち
の
最
初
の
収
穫
祭
ハ
グ
　
ハ
ヵ
シ
ィ
ー
ル
（
O
ぎ
O
q
ぎ
汗
1

ぎ
ω
ε
と
い
い
、
の
ち
に
は
シ
ャ
ブ
オ
ー
ト
（
ω
ぎ
ず
く
o
け
）
と
呼
ん
で
い
る
。
過
越
し
（
勺
麸
窒
o
ブ
）
の
祭
か
ら
七
週
を
経
て
五
十
日

目
の
小
麦
の
収
穫
の
祭
で
あ
っ
た
。

　
聖
霊
が
人
聞
に
宿
り
、
目
覚
め
る
喜
び
の
讃
歌
は
沢
山
歌
わ
れ
て
い
る
。
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愛
の
光
を
も
て
る
聖
霊
よ

お
ん
み
は
わ
た
し
の
魂
を
照
ら
し

も
は
や
冷
た
き
も
の
な
く
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暗
き
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
し

神
と
一
つ
な
る
聖
霊
よ

お
ん
み
は
わ
た
し
の
魂
を
目
覚
す

わ
た
し
は
つ
ね
に
お
ん
み
の
声
を
き
き

お
ん
み
に
つ
き
従
っ
て
ゆ
く
蝸

　
　
　
（
エ
リ
ー
ザ
ベ
ッ
ト
　
フ
ォ
ン

シ

ユ
ミ

ツ
ト

パ
ウ
リ
ー
）

七
つ
の
烙
の
神
よ
、
大
地
の
面

再
び
降
り

わ
れ
ら
の
疲
れ
た
心
に

新
し
い
信
仰
と
烙
を
燃
や
す

（
お
も
て
）

に

七
つ
の
娼
の
神
よ
、
燃
え
よ

血
と
傷
に
よ
り
て
す
べ
て
の
崩
れ
し
も
の
や

疲
れ
や
病
い
を
照
ら
し
て

健
や
か
な
ら
し
め
給
え
！
㈹

　
　
　
（
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
　
ゼ
ー
マ
ン
）



η

聖
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
祈
り
に
っ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

聖
霊
よ
、
わ
た
し
が
聖
な
る
も
の
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

わ
た
L
の
中
に
息
づ
き
給
え
！

聖
霊
よ
、
わ
た
し
が
聖
な
る
こ
と
を
為
し
う
る
よ
う
に

わ
た
し
を
か
り
立
て
給
え
！

聖
霊
よ
、
わ
た
し
が
聖
な
る
も
の
を
愛
し
得
る
よ
う
に

わ
た
し
を
魅
惑
し
給
え
！

聖
霊
よ
、
わ
た
し
が
聖
な
る
も
の
を
守
れ
る
よ
う
に

わ
た
し
を
強
め
給
え
！

聖
霊
よ
、
わ
た
し
が
お
ん
み
を
失
わ
ぬ
よ
う
に

わ
た
し
を
守
り
給
え
！
帥
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こ
れ
ら
の
詩
や
祈
り
に
よ
っ
て
端
的
に
聖
霊
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
て
い
て
、
何
を
願
っ
て
い
る
か
が
明
ら
か
な
よ
う
に
、

そ
れ
は
「
か
く
れ
た
る
神
秘
」
聖
な
る
愛
、
愛
の
完
成
で
あ
る
。

　
教
会
の
誕
生
を
祝
う
こ
の
祭
は
シ
チ
リ
ア
で
は
昔
か
ら
教
会
の
塔
か
ら
薔
薇
を
ふ
り
撤
く
慣
わ
し
が
あ
っ
た
。
復
活
祭
か
ら
五
十
日

目
の
こ
の
聖
霊
降
臨
祭
（
フ
ィ
ン
グ
ス
テ
ソ
、
黒
ぎ
①
q
9
竃
）
に
至
る
間
は
す
べ
て
「
喜
び
の
日
々
」
で
あ
る
。
家
毎
に
聖
霊
が
宿
る

よ
う
に
白
棒
の
若
枝
を
窓
や
戸
口
に
飾
る
。
戸
を
開
け
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
こ
ろ
も
あ
り
、
こ
の
日
に
は
農
家
の
人
々
は
畑
に
出
な

い
。
聖
霊
が
畑
に
豊
か
に
注
ぐ
の
を
さ
ま
た
げ
な
い
た
め
で
あ
る
。

再
び
フ
ィ
ソ
グ
ス
テ
ン
の
祭
と
な
り

再
び
愛
の
精
神
が
近
付
く

貧
し
き
者
、
乏
し
き
老
も

皆
慰
め
が
保
証
さ
れ
る

花
々
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
さ
き

気
高
き
花
も
同
じ
よ
う
に
咲
く

愛
の
言
葉
が

新
し
い
天
国
を
告
げ
る

マ
イ
エ
ン
の
枝
や
花
で
冠
を
編
み
ま
し
ょ
う



祖
先
の
す
ば
ら
し
い
慣
わ
し
に
し
た
が
っ
て

－
」
れ
を
家
や
戸
に
飾
ろ
う

む
ろ
ん
わ
た
し
た
ち
の
心
を
飾
ろ
う
！

何
故
な
ら
愛
の
精
神
は

浄
ら
か
な
精
神
に
か
え
り

愛
の
心
だ
け
が
と
ど
ま
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
い
ま

神
の
子
が
こ
こ
に
在
す
こ
と
を
教
え
る
か
ら
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
（
ハ
イ
ン
リ
ツ
ヒ
　
ホ
フ
マ
ン
）
㈱
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フ
ィ
ン
グ
ス
テ
ン
の
日
に
生
れ
る
子
供
は
幸
運
で
あ
り
、
こ
の
日
に
死
ん
だ
人
は
よ
き
人
生
を
過
し
た
人
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
フ

ィ
ソ
グ
ス
テ
ン
の
間
天
国
の
門
は
す
べ
て
開
か
れ
て
地
獄
の
門
は
閉
さ
れ
る
。
魂
は
努
力
せ
ず
に
天
国
に
ゆ
く
－
」
と
が
で
き
る
。
フ
ィ

ソ
グ
ス
テ
ン
の
日
に
雨
が
降
る
と
、
牧
草
地
は
よ
い
草
が
生
え
、
穀
物
、
野
菜
も
よ
く
な
る
と
い
っ
て
喜
ぶ
。
古
い
習
俗
と
し
て
下
オ

ー
ス
ト
リ
ア
の
ヨ
ヅ
ブ
ス
タ
ー
ル
で
は
こ
の
日
の
朝
村
の
若
着
た
ち
は
馬
に
騎
っ
て
山
に
登
り
、
頂
き
か
ら
「
聖
霊
よ
、
降
り
給
え
」

と
大
き
な
声
を
発
す
る
。
こ
れ
を
「
聖
霊
迎
え
」
と
い
う
。
家
畜
の
牛
、
馬
、
羊
に
花
や
緑
の
葉
を
飾
り
つ
け
て
村
や
牧
草
地
を
牧
人

が
違
れ
て
ゆ
く
の
も
、
寒
い
北
の
地
方
で
は
家
畜
の
追
い
出
し
の
祝
福
が
－
」
の
聖
霊
降
臨
祭
に
当
る
か
ら
で
あ
る
。

　
白
樺
の
若
枝
を
窓
に
挿
し
た
り
、
ま
た
五
月
柱
を
こ
の
頃
再
び
立
て
て
そ
の
ま
わ
り
で
踊
っ
た
り
歌
っ
た
り
す
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ン

グ
ス
テ
ン
は
五
月
一
目
以
来
の
祭
の
連
続
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
し
、
寒
い
北
国
で
は
こ
の
頃
が
五
月
一
日
（
メ
ー
デ
ー
、
マ
イ
タ
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ー
ク
）
の
再
演
で
あ
る
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
ま
た
フ
ィ
ン
グ
ス
テ
ン
の
泉
と
い
っ
て
－
」
の
日
に
泉
の
水
を
飲
む
と
幸
福
に
な
る
と
い
わ

れ
、
小
川
な
ど
で
朝
早
く
水
浴
す
る
と
諾
々
の
病
気
や
け
が
れ
を
除
き
、
眼
病
を
癒
し
、
眼
の
力
を
強
め
る
と
い
い
伝
え
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
農
事
の
た
め
の
雨
の
恵
み
を
求
め
る
こ
と
と
、
水
に
よ
る
浄
め
に
ち
な
ん
で
、
こ
の
期
聞
に
洗
礼
を
受
け
る
の
が
良
い
と
い

う
地
方
も
沢
山
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
こ
こ
で
は
北
バ
イ
ェ
ル
ン
の
森
の
地
方
で
今
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
珍
し
い
「
フ
ィ
ソ
グ
ス
ト
ル
」
（
勺
旨
o
q
邑
フ
ィ
ソ
グ
ス
ト
さ

ん
、
フ
ィ
ソ
グ
ス
ト
ル
迎
え
）
の
行
事
を
述
ぺ
て
お
き
た
い
。
フ
ィ
ン
グ
ス
ト
ル
は
人
問
の
姿
で
は
た
く
気
味
の
悪
い
存
在
者
で
あ
る
。

二
人
の
村
の
若
者
に
連
れ
ら
れ
て
森
や
山
か
ら
や
っ
て
来
る
。
身
体
を
白
樺
の
若
葉
の
枝
を
び
っ
し
り
つ
つ
み
、
樹
皮
で
つ
く
っ
た
仮

面
を
す
っ
ぽ
り
か
ぶ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
フ
ィ
ン
グ
ス
ト
ル
の
花
む
こ
の
異
教
的
な
祖
型
か
も
し
れ
な
い
、
村
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
連
れ

歩
き
、
最
後
に
小
川
の
中
に
投
げ
込
ん
だ
り
、
水
を
潟
ぎ
か
げ
た
り
す
る
の
で
、
や
は
り
古
い
ゲ
ル
マ
ン
の
豊
饒
を
願
う
呪
術
と
考
え

ら
れ
る
。
「
水
鳥
の
歌
」
（
オ
霧
器
ミ
◎
潟
－
ω
ぎ
巾
q
g
）
と
同
じ
型
の
も
の
で
、
聖
霊
降
臨
祭
の
夜
若
者
た
ち
は
家
か
ら
家
へ
と
こ
の
フ
ィ

ソ
グ
ス
ト
ル
さ
ん
を
引
き
連
れ
歩
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
歌
う
。

聖
霊
降
臨
祭
の
夜
は
眠
ら
れ
ぬ

わ
た
し
た
ち
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
歩
き
廻
り
ま
す

緑
の
牧
草
地
を
さ
ま
よ
い
、
主
キ
リ
ス
ト
に
出
合
い
ま
す

緑
の
牧
場
を
さ
ま
よ
い
、
聖
母
マ
リ
ア
に
出
合
い
ま
す

夏
棒
が
近
く
の
家
を
示
し
、
樹
木
が
少
し
歌
い

荒
れ
た
風
を
鎮
め
ま
す



こ
こ
の
農
家
は
よ
い
住
ま
い
…
…
蝸

　
こ
ん
な
風
に
唱
え
な
が
ら
馬
合
羽
、
雨
合
羽
を
も
ち
、
と
き
に
は
消
火
器
か
古
い
鉄
兜
も
そ
え
て
家
の
前
に
立
つ
。
そ
L
て
「
上
か

ら
の
祝
福
」
の
雨
が
程
よ
く
降
る
こ
と
を
乞
い
願
う
。
彼
ら
は
お
い
し
い
卵
料
理
を
御
馳
走
に
た
り
、
沢
山
の
施
し
を
受
け
る
。
御
礼

を
い
い
、
「
ど
う
か
よ
い
降
臨
祭
を
お
過
し
な
さ
れ
、
倉
も
よ
く
納
ま
り
、
よ
く
眠
り
な
さ
れ
」
と
い
い
な
が
ら
立
ち
去
る
の
で
あ
る
。

聖
エ
ン
グ
ル
マ
ー
ル
の
行
事
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チ
ェ
コ
と
の
国
境
に
近
い
バ
イ
エ
ル
ン
北
東
部
に
は
珍
し
い
習
俗
が
あ
る
。
ド
ナ
ウ
河
に
沿
っ
た
ボ
ー
ゲ
ン
（
｝
o
①
q
彗
）
の
町
の
北

に
シ
ュ
タ
イ
ソ
ブ
ル
ク
（
ω
置
ま
暮
α
q
）
の
町
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
十
七
キ
目
バ
イ
エ
ル
ン
の
森
林
の
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
ユ

ン
グ
ル
マ
ー
ル
の
村
が
あ
る
。
か
つ
て
は
ロ
ー
ド
ン
グ
ス
ド
ル
フ
（
内
o
ま
長
＆
o
ユ
）
と
呼
ん
で
い
た
が
、
こ
こ
に
聖
エ
ン
グ
ル
マ
ー

ル
（
2
・
向
長
－
昌
彗
）
と
い
う
聖
者
を
祀
る
巡
礼
教
会
が
あ
る
。
こ
の
聖
者
は
こ
の
村
で
し
か
崇
拝
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
で
は
聖
者

の
名
を
村
の
名
と
し
て
い
る
。
一
一
〇
〇
年
頃
聖
者
は
こ
の
森
に
来
て
孤
独
な
隠
遁
苦
行
の
生
活
を
し
て
い
た
。
ボ
ー
ゲ
ソ
の
領
主
と

そ
の
奥
方
は
こ
の
行
著
に
篤
く
帰
依
し
、
彼
の
勤
行
が
果
さ
れ
る
よ
う
生
活
の
糧
を
送
り
と
ど
け
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
エ
ン
グ
ル
マ

ー
ル
の
宜
教
は
こ
の
地
方
の
村
民
に
篤
い
信
仰
心
を
起
し
た
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
の
信
仰
心
に
嫉
み
を
感
じ
た
従
者
が
祈
っ
て

い
る
彼
を
殺
し
、
屍
を
森
の
中
に
埋
め
た
。
し
か
し
村
の
伝
説
に
よ
れ
ば
、
天
が
開
げ
、
そ
の
と
き
彼
の
徳
を
讃
え
る
天
使
た
ち
が
こ

の
殉
教
の
聖
者
の
魂
を
受
け
取
っ
て
、
神
の
国
へ
昇
っ
て
い
っ
た
。
天
使
の
歌
声
と
光
の
か
が
や
き
で
彼
の
遺
体
の
在
り
家
が
知
ら
れ
、

こ
れ
を
牛
の
箪
に
乗
せ
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
途
中
、
動
物
が
立
ち
止
っ
て
動
，
」
う
と
し
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
を
墓
所
と
定
め
聖

堂
を
建
て
た
。
こ
れ
が
現
在
聖
エ
ン
グ
ル
マ
ー
ル
監
督
巡
礼
教
会
で
あ
る
。
聖
者
の
遺
体
を
発
見
L
た
の
が
、
聖
霊
降
臨
祭
の
朝
で
あ
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っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
毎
年
聖
霊
降
臨
祭
の
月
曜
日
に
村
で
は
エ
ン
グ
ル
マ
ー
ル
探
し
の
行
事
が
行
わ
れ
る
。
降
臨
祭
の
日
躍
日
の
夕
方
、
聖
者
像

に
沢
山
の
蟻
燭
を
と
も
し
て
祀
っ
た
の
ち
、
数
人
の
人
々
が
月
曜
日
の
夜
明
げ
頃
そ
の
木
彫
り
の
聖
者
像
を
ひ
そ
か
に
森
に
運
び
埋
め

て
お
く
。
朝
十
時
頃
ボ
ー
ゲ
ン
の
領
主
と
奥
方
に
扮
L
た
人
々
が
美
々
し
く
飾
っ
た
馬
に
乗
っ
て
先
頭
に
立
ち
、
そ
の
あ
と
に
従
う
騎

士
や
村
の
人
々
が
短
白
衣
（
O
プ
◎
買
◎
鼻
）
を
着
て
つ
き
従
う
。
そ
の
他
に
ヴ
ィ
ソ
ト
ベ
ル
ク
の
修
道
士
も
あ
と
を
追
う
。
気
の
荒
い
二

頭
の
牛
に
車
を
索
か
せ
て
い
る
。
一
行
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
森
を
探
し
、
一
緒
に
違
れ
て
い
っ
た
犬
が
つ
い
に
そ
の
濠
の
所
在
を
探
し
あ

て
る
。
人
夫
あ
る
い
は
司
祭
に
扮
し
た
村
の
若
者
が
掘
り
出
し
て
車
に
乗
せ
、
聖
者
を
讃
え
る
歌
を
歌
う
。
伝
説
の
ご
と
く
、
天
使
に

見
立
て
た
白
い
衣
裳
の
少
女
た
ち
が
二
匹
の
仔
羊
を
つ
れ
、
蟻
燭
を
と
も
し
て
聖
者
を
か
こ
み
、
讃
美
し
つ
つ
、
こ
の
行
列
は
教
会
へ

帰
っ
て
ゆ
く
。
お
ご
そ
か
な
ミ
サ
が
お
こ
た
わ
れ
、
村
は
祝
い
の
声
に
つ
つ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
、
．

　
こ
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
森
は
西
ド
イ
ツ
で
は
開
発
の
も
っ
と
も
遅
れ
て
い
る
地
方
で
あ
り
、
原
始
的
な
森
が
の
こ
っ
て
い
る
。
」
エ
ン
グ

ル
マ
ー
ル
の
村
は
お
そ
ら
く
か
つ
て
は
人
［
一
稀
薄
で
他
か
ら
隔
絶
し
て
い
た
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
聖
エ
ソ
グ
ル
マ
ー
ル
は
天
侯
不
煩
、

雷
な
ど
か
ら
人
間
を
守
る
守
護
聖
者
で
あ
り
、
不
慮
の
死
、
ペ
ス
ト
、
飢
餓
、
戦
争
、
救
難
聖
老
で
あ
り
、
豊
作
物
家
畜
な
ど
を
守
る

役
目
も
果
し
て
お
り
、
他
の
地
域
と
ち
が
い
一
人
で
沢
山
の
守
護
の
役
目
を
に
な
っ
て
い
る
聖
老
で
あ
る
。
彼
に
た
い
す
る
祈
り
の
詞

や
歌
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
一
つ
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

森
の
父
の
エ
ン
グ
ル
マ
ー
ル
、
わ
れ
ら
の
牧
場
の
守
護
者
よ

わ
れ
ら
が
あ
な
た
を
見
る
ま
で

あ
な
た
ば
神
の
座
の
近
く
に
あ
っ
て



あ
ら
ゆ
る
苦
難
の
中
に
あ
る
わ
れ
ら
を
守
り
、

わ
れ
ら
を
浄
き
死
へ
導
き
給
え
！

お
お
聖
な
る
ニ
ン
グ
ル
マ
ー
ル
よ
偉
o

エ
ソ
グ
ル
マ
ー
ル
の
歌
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
者
に
比
べ
て
新
し
い
巡
礼
歌
で
あ
る
。

緑
の
バ
イ
エ
ル
ソ
の
森
の
中
に
高
く

聖
エ
ン
グ
ル
マ
ー
ル
の
御
堂
が
立
っ
て
い
る

き
よ
ら
か
な
歌
の
ひ
び
き
と
と
も
に

多
く
の
敬
崖
な
巡
礼
者
が
ゆ
く

や
さ
し
き
聖
者
よ

わ
れ
ら
は
あ
な
た
の
聖
た
る
画
像
の
も
と
に
立
つ

や
さ
し
き
聖
エ
ソ
グ
ル
マ
ー
ル
よ

暗
い
森
に
ま
た
た
く
星
よ
！
勧

殉
教
の
聖
者
を
発
掘
し
教
会
へ
運
ん
で
そ
こ
に
再
び
祀
る
と
い
う
行
事
は
、
幾
度
も
忘
れ
が
ち
で
弱
く
な
り
が
ち
な
信
仰
を
よ
び
起

し
、
聖
考
へ
の
感
謝
を
表
わ
す
敬
崖
な
習
俗
と
い
え
よ
う
。
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マ
リ
ア
の
泉

　
ヴ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
北
東
約
十
キ
ロ
の
と
こ
ろ
に
マ
ィ
ト
プ
ロ
ン
（
竃
巴
書
『
昌
箏
）
と
い
う
小
さ
な
村
が
あ
る
。
ゆ
る
や
か
に
う

ね
る
丘
陵
と
森
林
の
つ
づ
く
谷
の
村
で
あ
る
。
こ
こ
に
リ
ー
メ
ン
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
最
後
の
作
品
「
嘆
き
の
群
像
」
（
｝
①
峯
⑦
巨
…
σ
q
）

が
あ
る
。
こ
の
村
の
教
会
は
元
シ
ト
ー
派
の
女
子
修
道
院
で
あ
っ
た
。
元
来
こ
の
村
の
名
の
マ
イ
ト
は
賓
ぎ
｝
馨
乃
至
は
処
女
の

意
味
で
、
ブ
ロ
ソ
は
泉
（
津
…
自
窒
）
で
あ
る
。
村
を
流
れ
る
プ
ラ
イ
ヒ
ア
ヅ
ハ
川
の
源
に
泉
が
湧
出
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
は

マ
リ
ア
の
名
を
冠
し
た
泉
が
圧
倒
的
に
沢
山
存
在
し
て
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
一
つ
の
聖
泉
を
例
と
し
て
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
同
じ
ヴ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
か
ら
マ
イ
ソ
河
の
流
れ
に
沿

っ
て
北
西
十
ニ
キ
ロ
の
と
－
」
ろ
に
レ
ヅ
ツ
バ
ツ
ハ
（
宗
冨
霊
8
）
と
い
う
さ
さ
や
か
な
聖
母
巡
礼
教
会
が
あ
る
。
伝
説
に
よ
れ
ぽ
こ

こ
の
近
く
の
領
地
の
騎
士
が
谷
間
で
兎
狩
り
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
洞
窟
を
発
見
し
た
。
そ
の
中
に
は
い
っ
て
み
る
と
聖
母
像
を
掘
り

出
し
た
。
こ
れ
を
崇
め
て
御
堂
を
建
て
や
が
て
巡
礼
老
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幼
子
を
抱
く
聖
母
像
は
十
三
世
紀
頃
の
素
朴
な
木

彫
で
現
在
レ
ヅ
バ
ッ
ハ
の
教
会
の
祭
壇
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
「
緑
の
谷
の
聖
母
」
（
竃
暮
8
轟
O
言
霧
宗
ω
O
暮
篶
■
↓
巴
9
）
と
呼
ぱ

れ
て
い
る
。
第
二
次
大
戦
後
「
キ
リ
ス
ト
者
一
致
の
た
め
の
祈
り
の
場
」
と
定
め
聖
日
、
祝
日
に
は
こ
の
巡
礼
教
会
に
さ
ま
ざ
ま
の
宗

派
教
派
を
趨
え
て
人
々
が
ミ
サ
に
参
集
す
る
。
会
堂
に
収
容
し
き
れ
な
い
の
で
野
外
、
ミ
サ
も
行
っ
て
い
る
。
こ
、
」
に
は
十
四
、
五
世
紀

頃
か
ら
巡
礼
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
が
、
と
く
に
熱
烈
に
な
っ
た
の
は
十
七
世
紀
で
あ
る
。
十
六
世
紀
中
葉
か
ら
宗
教
改

革
、
農
民
戦
争
、
三
十
年
戦
争
な
ど
が
相
つ
ぎ
国
土
は
荒
廃
L
、
人
心
も
す
さ
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
戦
乱
と
荒
廃
の
中
か
ら
人
間
の
精

神
、
と
く
に
宗
教
的
な
も
の
、
信
仰
を
復
興
さ
せ
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
は
、
ヴ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
中
興
の
英
主
と
い
わ
れ
る

司
教
ユ
リ
ウ
ス
・
ユ
ヒ
タ
ー
（
旨
；
ω
厚
津
睾
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
宗
教
的
敬
崖
を
確
立
す
る
た
め
に
巡
礼
を
す
す
め
た
。
彼
自
身



率
先
し
て
ゆ
か
り
の
聖
地
、
聖
泉
に
巡
礼
を
お
こ
た
っ
た
。
彼
の
遺
志
を
受
け
継
ぐ
人
々
に
よ
り
い
つ
の
間
に
か
多
く
の
巡
礼
歌
が
生

れ
た
。
と
く
に
こ
の
レ
ッ
ツ
バ
ッ
ハ
は
緑
の
谷
の
聖
母
の
巡
礼
地
と
し
て
彼
が
い
く
度
も
訪
れ
た
と
、
」
ろ
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
詩
は
そ
の

巡
礼
歌
の
一
つ
で
あ
る
。

マ
リ
ア
よ
、
わ
た
L
た
ち
は
あ
な
た
に
導
か
れ

山
を
越
え
、
谷
を
歩
い
て

あ
な
た
の
み
も
と
に
た
ど
り
つ
き
ま
し
た

今
す
べ
て
を
見
出
L
た
喜
び
で
一
杯
で
す

美
し
き
緑
の
谷
の
マ
リ
ア
よ
！

お
お
喜
び
の
中
の
喜
び

あ
な
た
の
み
も
と
に
来
て

一
切
の
苦
し
み
は
消
え

あ
な
た
を
見
つ
め
る
御
堂
の
中
で

か
ぎ
り
た
い
教
え
と
模
範
を
見
出
し
ま
す

マ
リ
ア
よ
、
美
し
き
緑
の
谷
の
マ
リ
ア
よ
！

蛎

　
巡
礼
者
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
歌
を
歌
い
な
が
ら
歩
み
つ
づ
け
族
を
す
る
。
巡
礼
も
漫
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

毎
、
地
域
毎
季
節
に
も
と
づ
い
て
の
宗
教
運
動
の
一
つ
で
あ
る
。

時
代
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わ
た
し
が
レ
ッ
ツ
バ
ッ
ハ
を
訪
れ
た
の
は
、
マ
リ
ア
誕
生
の
日
九
月
八
日
の
ミ
サ
の
日
で
あ
っ
た
。
教
会
の
奥
の
谷
間
に
は
清
例
な

せ
せ
ら
ぎ
が
砂
地
を
流
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
泉
が
湧
き
出
て
い
た
。
そ
の
泉
は
さ
わ
や
か
で
美
味
で
あ
る
。
そ
こ
に
聖
母
像
が
彫
っ
て

あ
り
、
文
字
通
り
「
マ
リ
ア
の
泉
」
（
峯
胃
旨
｝
H
§
目
彗
）
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
水
道
飲
料
が
普
及
し
た
の
は
さ
し
て
古
く
は
な

い
が
、
概
し
て
大
陸
の
生
水
は
飲
め
な
い
。
飲
め
て
も
美
味
し
く
な
い
。
硬
水
が
多
く
、
石
鹸
で
身
体
を
洗
う
と
次
第
に
泡
が
消
え
て

し
ま
う
。
わ
ざ
わ
ざ
ミ
ネ
ラ
ル
・
ウ
ァ
ッ
サ
ー
を
求
め
、
ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル
、
ジ
ュ
ー
ス
が
発
達
し
た
の
も
水
代
り
に
喉
を
潤
す
た
め

で
も
あ
っ
た
。
と
は
い
え
人
聞
は
飽
く
こ
と
な
く
自
然
の
霊
妙
な
美
味
で
健
簾
に
効
く
霊
泉
を
求
め
つ
づ
げ
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の

巡
礼
地
と
な
っ
て
い
る
聖
地
を
よ
く
調
べ
て
み
る
と
大
低
よ
い
泉
の
湧
き
出
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
の
レ
ヅ
ツ
バ
ヅ
ハ
の
泉
も
聖

母
像
の
発
見
よ
り
は
る
か
に
古
く
「
聖
な
る
泉
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
の
泉
は
胃
病
に
よ
く
、
眼
病
に

効
く
と
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
今
世
紀
発
見
さ
れ
た
ル
ル
ド
の
洞
窟
の
霊
泉
は
い
う
に
及
ぼ
ず
、
ア
ル
ト
ニ
ヅ
テ
ィ
ソ
グ
、
マ
リ
ー
エ

ン
タ
ー
ル
、
エ
ヒ
テ
ル
ナ
ッ
ハ
、
マ
リ
ア
ツ
ェ
ル
そ
の
他
巡
礼
地
に
は
数
え
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。
ヴ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
周
辺
に
は

マ
リ
ア
の
泉
と
乎
ぱ
れ
る
巡
礼
地
が
多
く
、
フ
リ
ー
ト
リ
ヅ
ト
、
シ
ェ
ソ
ブ
目
ソ
、
ラ
グ
ヌ
ン
、
タ
ー
ル
キ
ル
ヘ
等
々
が
あ
る
。
霊
泉

の
発
見
は
奇
蹟
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
お
り
、
ケ
ル
ト
族
や
ゲ
ル
マ
ン
人
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
泉
は
、
の
ち
に
マ
リ
ア
の
名
で
崇

め
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
の
泉
の
デ
ー
そ
ン
、
ニ
ュ
ン
フ
ェ
、
水
の
精
は
聖
ラ
マ
ク
ル
ス
に
遣
い
出
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
ヴ
ァ
ル

プ
ル
ガ
（
奉
邑
g
品
邑
ヘ
ド
ウ
ィ
ッ
ヒ
（
目
＆
ま
①
q
）
の
名
が
つ
げ
ら
れ
、
大
低
は
聖
母
マ
リ
ア
の
名
と
杜
り
、
母
を
失
っ
た
孤
児

は
マ
リ
ア
が
泉
か
ら
乳
を
出
し
て
飲
ま
せ
、
ヨ
ハ
ネ
と
一
し
ょ
に
音
楽
を
奏
で
て
子
供
を
あ
や
す
と
い
う
い
い
伝
え
も
あ
る
。
ケ
ル
ト

や
ゲ
ル
マ
ン
の
先
行
の
大
地
母
神
的
信
仰
を
包
含
し
た
キ
リ
ス
ト
教
は
マ
リ
ア
の
名
に
お
い
て
泉
の
讃
美
を
高
め
た
の
で
あ
る
。

マ
リ
ア
は
恵
み
の
泉
、
わ
れ
ら
の
聖
き
母



わ
れ
ら
は
ひ
た
す
ら
祈
る

マ
リ
ア
よ
　
天
よ
り
わ
れ
ら
を
見
そ
な
わ
せ
給
え

聖
な
る
マ
リ
ア
よ
、
心
を
こ
め
て
お
ん
み
を
歌
わ
ん
！
働

　
レ
ヅ
バ
ヅ
ハ
の
渓
川
ぞ
い
の
道
を
十
字
架
や
団
体
の
旗
を
掲
げ
て
巡
礼
歌
を
歌
い
な
が
ら
歩
い
て
く
る
一
行
の
人
々
に
出
会
っ
た
。

カ
メ
ラ
を
向
げ
る
と
恥
し
そ
う
に
笑
っ
た
。
い
か
に
も
純
朴
底
田
舎
の
若
者
た
ち
で
あ
る
。
現
在
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
は
宗
教
の
リ
バ
イ
バ

ル
運
動
が
あ
り
、
巡
礼
も
そ
の
一
つ
で
な
か
た
か
さ
か
ん
で
あ
る
。
な
ぜ
巡
礼
す
る
の
か
と
若
者
に
た
ず
ね
る
と
、
「
自
分
が
生
き
て

い
る
意
味
を
確
認
し
た
い
」
、
「
日
常
生
活
の
信
仰
を
も
っ
と
活
力
あ
る
も
の
に
更
新
さ
せ
た
い
」
な
ど
と
は
っ
き
り
と
い
っ
て
い
た
。

六
　
　
月

　
六
月
（
旨
邑
）
の
名
は
ロ
ー
マ
の
女
神
ジ
ュ
ノ
ー
（
旨
昌
）
に
も
と
づ
い
て
名
付
げ
ら
れ
た
。
古
く
は
ブ
ラ
ハ
モ
ナ
ー
ト
（
零
凹
．

9
冒
9
算
）
と
い
う
。
三
圃
式
耕
作
地
の
「
掘
り
返
し
す
る
月
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
同
時
に
干
し
草
を
刈
り
取
る
月
で
あ
り
、
「
薔

薇
の
月
」
（
肉
◎
ω
竃
旨
畠
算
）
と
も
い
う
。
こ
れ
ら
の
名
は
民
間
の
一
般
名
で
は
な
く
、
文
学
的
な
名
で
あ
る
。
太
陽
は
蟹
座
に
は
い
る
。

六
月
二
十
四
日
の
夏
至
に
あ
た
り
、
ヨ
ハ
ネ
の
火
祭
が
あ
る
。
六
月
が
乾
燥
し
て
日
が
よ
く
照
れ
ば
、
蚊
穫
に
は
恵
ま
れ
る
と
い
う
。

聖
体
拝
受
の
祭
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聖
体
拝
受
、
叉
は
「
フ
ロ
ン
ラ
イ
ヒ
ナ
ー
ム
」
（
軍
冒
蚕
O
巨
筈
昌
）
は
六
月
の
緑
の
中
に
煙
め
く
よ
う
な
祭
で
あ
る
。
緑
の
牧
草
地

や
野
原
に
野
芥
子
や
矢
車
草
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
が
咲
き
乱
れ
、
麦
は
黄
に
熟
し
、
六
月
の
空
は
青
く
澄
ん
で
い
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ヴ
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ア
ル
ト
の
ザ
ソ
ク
ト
・
べ
ー
タ
ー
の
高
原
の
村
で
は
こ
の
祭
の
準
備
で
少
女
た
ち
は
花
を
摘
ん
で
花
環
を
作
り
、
少
年
た
ち
は
聖
歌
の

練
習
に
余
念
が
な
い
。
こ
の
聖
体
拝
受
の
祭
は
聖
霊
降
臨
祭
（
勺
饒
轟
g
昌
）
の
あ
と
第
一
日
曜
の
木
曜
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
移
動

祝
日
で
あ
る
の
で
一
定
L
な
い
け
れ
ど
、
大
体
六
月
中
匂
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　
フ
ロ
ソ
ラ
イ
ヒ
ナ
ー
ム
の
フ
ロ
ン
の
原
型
フ
ロ
（
津
Φ
）
は
中
高
ド
イ
ツ
語
で
「
主
」
（
■
⑦
冒
）
の
意
で
あ
り
、
〕
プ
イ
ヒ
ナ
ー
ム
L

の
原
型
「
リ
ヒ
ナ
ー
ム
」
（
巨
9
畠
冒
）
は
身
体
（
5
ε
）
で
、
ラ
テ
ン
語
で
は
「
O
◎
ε
毒
O
～
容
こ
（
キ
リ
ス
ト
の
身
体
）
す
な
わ

ち
「
聖
体
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
受
難
に
向
う
最
後
の
晩
餐
の
と
き
、
キ
リ
ス
ト
は
弟
子
た
ち
と
食
事
を
と
も
に
し
、
バ
ン
を
割
い

て
弟
子
た
ち
に
与
え
て
食
べ
さ
せ
、
ワ
イ
ソ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
飲
ま
せ
、
こ
れ
を
わ
が
肉
と
せ
よ
、
わ
が
血
は
世
の
罪
の
蹟
い
と
し
て
流

す
血
で
あ
る
と
い
っ
て
新
し
い
契
約
と
し
た
。
キ
リ
ス
ト
の
愛
の
道
は
、
化
体
の
ワ
イ
ソ
と
バ
ン
に
象
徴
さ
れ
、
秘
跡
（
サ
ク
ラ
メ
ソ

ト
）
と
し
て
キ
リ
ス
ト
の
共
同
体
に
生
き
つ
づ
げ
る
。
人
間
は
飢
え
渇
き
を
感
じ
、
パ
ソ
と
ワ
イ
ン
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
キ
リ
ス
ト

を
た
え
ず
必
要
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
を
生
命
の
糧
（
バ
ソ
）
と
呼
び
、
キ
リ
ス
ト
は
わ
れ
ら
の
バ
ン
と
し
て
「
ホ
ス
テ
イ
エ
」
（
｝
。
、
饒
、
一

聖
餅
）
が
崇
め
ら
れ
て
き
た
。
キ
リ
ス
ト
の
宴
に
招
か
れ
た
喜
び
、
キ
リ
ス
ト
の
献
身
の
愛
に
た
い
す
る
感
謝
を
表
わ
し
た
も
の
が
聖

体
拝
受
の
祭
で
あ
る
。

　
伝
説
に
よ
れ
ば
二
茜
六
年
リ
ュ
テ
ィ
ッ
ヒ
の
尼
僧
院
の
ユ
リ
ア
ナ
聖
女
は
月
の
中
に
裂
け
目
を
見
た
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
聖
体

へ
の
感
謝
の
ミ
サ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
消
え
る
と
い
う
黙
示
を
得
、
僧
院
の
中
で
ひ
そ
か
に
行
っ
て
い
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
、
復

活
祭
そ
の
他
多
く
の
祭
は
あ
る
が
、
聖
体
を
捧
げ
た
キ
リ
ス
ト
そ
の
も
の
へ
の
感
謝
の
祭
が
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
と
い
う
純
粋
に
敬
崖
な

想
い
は
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
二
一
六
四
年
法
王
ウ
ル
バ
ソ
四
世
は
全
教
会
の
祭
壇
に
お
い
て
サ
ク
ラ
メ
ソ
ト
を
記

念
と
し
て
行
う
よ
う
制
定
し
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
が
こ
の
ミ
サ
の
典
礼
を
定
め
た
。
こ
の
祭
の
主
要
た
基
礎
に
な
っ
て
い
る
も
の

は
・
神
の
愛
の
宴
に
す
べ
て
の
者
を
招
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ル
カ
福
音
書
に
宴
に
人
々
を
招
く
と
き
、
友
人
、
兄
弟
、
親
族
、
金
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持
の
隣
人
を
呼
ぱ
ず
、
「
貧
し
き
老
、
不
具
者
、
足
な
え
、
盲
人
を
招
き
な
さ
い
」
（
一
四
ノ
ニ
ニ
、
二
一
）
と
い
い
、
「
道
や
垣
根
に

ま
で
出
て
ゆ
き
、
家
に
満
ち
濤
れ
る
ま
で
人
々
を
強
い
て
連
れ
来
れ
」
（
同
二
三
）
「
招
か
る
る
人
は
多
か
れ
ど
、
わ
が
晩
餐
に
あ
ず
か

る
老
は
少
な
し
」
（
同
二
四
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
神
の
祝
宴
に
大
勢
の
人
々
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
き
、
や
が
て
モ
ン
ス

ト
ラ
ソ
ツ
（
竃
g
g
蟹
§
）
を
中
心
に
盛
大
な
行
列
の
行
進
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
ザ
ン
ク
ト
・
ぺ
i
タ
ー
の
聖
体
拝
受
に
は
素
朴
な
昔
の
面
影
を
と
ど
め
る
行
列
や
儀
式
が
あ
り
、
祭
の
日
に
は
各
地
か
ら
観
に
来
る

人
々
で
賑
わ
う
。
こ
の
素
朴
な
村
で
は
前
年
の
秋
か
、
今
年
の
春
、
各
家
庭
に
配
っ
た
花
の
種
子
（
た
ね
）
を
花
壇
や
畠
に
蒔
い
て
育

て
た
も
の
を
教
会
や
家
庭
に
飾
る
。
前
日
か
ら
教
会
の
広
い
床
（
ゆ
か
）
や
前
庭
に
花
と
木
の
実
の
キ
ザ
イ
ク
で
若
い
女
教
師
が
少
女

た
ち
を
指
導
し
て
作
っ
て
い
る
。
い
よ
い
よ
今
朝
完
成
し
、
新
鮮
で
あ
る
よ
う
に
霧
を
か
け
る
。
今
日
は
村
の
人
々
は
総
出
で
盛
装
し

て
鐘
と
と
も
に
教
会
に
集
っ
て
く
る
。
ミ
サ
が
終
る
と
、
い
よ
い
よ
待
望
の
聖
体
拝
受
の
お
練
り
が
は
じ
ま
る
。
先
頭
に
は
・
」
の
教
会

の
守
護
聖
者
ペ
テ
ロ
の
名
を
刺
繍
し
た
旗
、
白
地
に
十
字
を
そ
め
た
旗
を
老
人
が
掲
げ
て
す
す
む
。
そ
の
あ
と
に
十
二
人
程
純
白
の
ド

レ
ス
に
頭
に
花
環
を
飾
る
少
女
た
ち
が
手
に
籠
を
持
ち
、
か
わ
る
が
わ
る
花
を
ふ
り
撤
い
て
ゆ
き
、
白
い
ガ
ウ
ン
の
聖
歌
隊
が
歌
っ
て

ゆ
く
。
や
が
て
福
音
書
を
手
に
し
た
副
司
祭
、
リ
ソ
リ
ソ
と
鈴
を
鳴
ら
す
若
い
助
祭
が
来
る
。
白
い
ガ
ウ
ソ
の
少
年
侍
者
は
吊
り
香
炉

を
ゆ
る
や
か
に
振
り
、
香
煙
を
曳
い
て
ゆ
く
。
こ
の
あ
と
に
金
銀
の
刺
繍
の
天
蓋
と
と
ば
り
に
か
こ
ま
れ
て
鏡
の
よ
う
に
光
輝
を
放
つ

そ
ソ
ス
ト
ラ
ン
ツ
（
顕
示
台
と
も
い
う
）
を
司
祭
が
奉
持
し
て
ゆ
く
。
モ
ソ
ス
ト
ラ
ソ
ツ
は
太
陽
の
ご
と
く
光
り
輝
く
形
を
し
て
い
て

教
会
で
最
も
大
切
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
愛
の
象
徴
と
も
と
れ
よ
う
。
普
段
は
聖
所
に
秘
蔵
L
て
お
き
、
大
き

た
祭
で
な
げ
れ
ば
出
す
こ
と
は
な
い
。
ま
し
て
教
会
を
出
て
行
列
の
中
で
見
せ
る
こ
と
は
こ
の
聖
体
拝
受
の
と
き
以
外
に
は
な
い
。
場

所
に
よ
っ
て
は
モ
ン
ス
ト
ラ
ソ
ツ
の
代
り
に
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
バ
ン
あ
る
い
は
聖
餅
（
ホ
ス
テ
ィ
ユ
）
を
台
に
載
せ
て
ゆ
く
と
こ
ろ

も
あ
る
。
モ
ン
ス
ト
ラ
ン
ツ
の
制
定
を
定
め
た
の
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
に
聖
職
老
、
村
長
、
村
会
の
メ
ソ
バ
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－
、
教
区
の
代
表
者
、
婦
人
団
体
、
病
院
の
医
師
、
看
護
婦
、
消
防
隊
、
青
年
団
、
ツ
ン
フ
ト
等
々
の
各
種
団
体
が
つ
づ
き
、
揃
い
の

ユ
ニ
ホ
ー
ム
の
音
楽
隊
が
前
方
の
聖
歌
隊
と
か
わ
る
が
わ
る
に
演
奏
す
る
。
シ
ュ
バ
ル
ツ
ヴ
ァ
ル
ト
特
有
の
シ
ェ
ヅ
ベ
ル
を
髪
に
飾
る

娘
た
ち
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
被
む
る
婦
人
た
ち
の
民
族
衣
裳
は
と
り
ど
り
に
華
や
か
で
あ
る
。
黒
い
式
服
の
母
親
に
手
を
引
か
れ
て
ゆ
く
子

供
た
ち
、
老
人
た
ち
も
お
く
れ
ま
い
と
つ
い
て
ゆ
く
。
最
後
は
青
年
や
教
会
の
役
員
た
ち
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
沿
道
で
迎
え
る
人
々
や
家
々
も
ま
た
聖
体
拝
受
の
目
に
は
華
や
い
で
い
る
。
公
共
機
関
の
窓
や
店
に
よ
っ
て
は
黄
と

白
に
染
め
た
旗
を
窓
か
ら
長
く
垂
ら
し
、
あ
る
い
は
ポ
ー
ル
に
旗
を
立
て
て
い
る
。
各
家
庭
の
祭
壇
を
バ
ル
コ
ニ
ー
や
庭
先
に
出
し
て

と
り
ど
り
の
花
を
飾
り
白
樺
や
検
の
縁
の
枝
を
窓
ぎ
わ
に
立
て
る
。
家
の
入
口
に
立
て
聖
画
像
を
青
い
羊
歯
や
布
地
の
上
に
た
て
花
瓶

に
花
を
挿
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
乳
香
、
没
薬
を
焚
き
、
女
性
た
ち
は
庭
に
つ
た
を
張
り
、
こ
れ
に
金
糸
銀
糸
の
縫
い
取
り
を
し

た
一
番
よ
い
ヴ
ェ
ー
ル
や
シ
ョ
ー
ル
を
ひ
ろ
げ
て
聖
体
の
祝
福
を
受
け
よ
う
と
す
る
。
ま
た
燭
台
を
並
べ
て
迎
え
る
家
も
あ
る
。
緑
光

の
カ
ス
タ
ニ
ア
の
も
と
ゆ
ら
め
く
蟻
燭
の
申
を
行
列
は
リ
リ
リ
ソ
、
リ
リ
リ
ソ
と
鈴
や
鐘
を
鳴
ら
L
通
り
す
ぎ
て
ゆ
く
。
静
か
た
歩
み

の
中
で
聖
歌
隊
の
歌
が
野
原
を
流
れ
て
ゆ
く
。

讃
美
さ
れ
よ
神
よ

主
は
血
潮
と
肉
を
わ
れ
ら
に
与
え
給
え
り

主
よ
　
あ
わ
れ
み
給
え
（
キ
リ
エ
　
エ
レ
イ
ゾ
ン
）

御
母
マ
リ
ア
よ
り
生
れ

人
と
成
り
し
主
は

す
べ
て
の
苦
し
み
よ
り
わ
れ
ら
を
購
い
給
え
り



主
よ
、
あ
わ
れ
み
給
え

（
キ
リ
ェ

エ
レ
イ
ゾ
ソ
）

こ
れ
に
た
い
し
後
の
コ
ー
ラ
ス
隊
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
歌
う
。

夏
の
野
山
は
あ
た
た
か
く
な
ご
み

緑
の
草
か
ぎ
り
も
知
ら
ず

い
く
度
も
秘
蹟
は
讃
え
ら
れ
ん

森
は
茂
り
合
ひ
て
暗
く

樹
々
は
か
ぎ
り
た
し

い
く
度
も
秘
蹟
は
讃
え
ら
れ
て
あ
れ

太
陽
は
青
空
に
澄
み
て
溝
ら
に

ふ
り
そ
そ
ぐ
光
か
ぎ
り
も
知
ら
ず

い
く
度
も
秘
蹟
は
讃
え
ら
れ
て
あ
れ
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聖
体
の
行
列
ば
主
要
な
街
並
を
ゆ
く
だ
け
で
は
な
く
、
住
民
の
住
む
と
こ
ろ
は
村
は
ず
れ
で
も
出
掛
け
、
さ
ら
に
畑
地
や
牧
草
地
、

森
林
に
ま
で
ゆ
く
。
と
－
」
ろ
ど
こ
ろ
に
聖
母
の
御
堂
や
道
し
る
べ
が
あ
る
と
そ
こ
に
も
立
止
っ
て
讃
歌
を
捧
げ
、
花
を
敷
く
。
牧
場
で

は
牛
た
ち
が
鳴
き
な
が
ら
祝
福
を
与
え
る
司
祭
の
方
に
近
づ
い
て
く
る
。
草
を
与
え
る
子
供
も
い
る
。
農
作
物
へ
の
祝
福
も
行
う
。
ま

た
新
し
く
開
墾
L
た
畠
が
あ
れ
ば
そ
こ
へ
も
ゆ
く
し
、
病
院
や
施
設
に
も
赴
く
。
今
年
雨
が
降
り
過
ぎ
ぬ
よ
う
、
早
魅
や
落
雷
、
電
の
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害
が
な
い
よ
う
に
、
火
事
、
害
虫
が
発
生
せ
ぬ
よ
う
、
人
間
や
家
畜
に
病
気
が
た
い
よ
う
に
祈
る
。
ま
た
嫉
妬
や
憎
悪
が
生
じ
な
い
よ

う
に
、
薬
草
が
よ
く
育
つ
よ
う
に
祈
る
。
こ
の
御
聖
体
の
祭
は
成
育
生
長
の
た
め
で
あ
る
か
ら
、
赤
児
や
小
さ
な
子
供
を
持
っ
た
家
で

は
つ
と
め
て
祝
福
を
う
け
る
よ
う
に
参
加
す
る
。

　
人
口
五
、
六
万
以
上
の
都
市
で
は
こ
の
行
列
の
行
進
が
通
過
す
る
午
前
中
は
交
通
は
完
全
に
ス
ト
ッ
プ
し
、
城
跡
や
公
園
か
ら
古
い

臼
砲
や
射
撃
隊
の
祝
砲
を
打
つ
。
お
練
り
が
す
む
と
男
た
ち
は
レ
ス
ト
ラ
ン
や
ワ
イ
ン
シ
ュ
ト
ー
べ
で
シ
ャ
ソ
バ
ン
や
ワ
イ
ソ
で
祝
杯

を
あ
げ
、
女
性
は
こ
の
日
の
た
め
の
ケ
ー
キ
や
パ
ソ
菓
子
を
つ
く
る
の
に
忙
し
い
。
村
全
体
、
町
全
体
が
華
や
い
で
和
や
か
な
気
持
に

つ
つ
ま
れ
る
。
再
び
教
会
に
御
聖
体
が
戻
る
と
、
参
加
し
た
少
女
や
娘
た
ち
は
、
家
族
や
知
人
に
か
こ
ま
れ
て
一
緒
に
記
念
撮
影
を
し
、

花
を
季
に
し
て
家
路
に
つ
く
。
バ
イ
エ
ル
ン
地
方
で
は
女
性
は
民
族
特
有
の
編
髪
を
し
、
祝
福
を
も
た
ら
す
花
飾
り
を
髪
に
飾
り
、
白

い
衣
裳
で
華
や
か
に
行
列
を
す
る
。

　
こ
の
聖
体
拝
愛
の
行
事
は
カ
ト
リ
ツ
ク
教
徒
に
と
っ
て
華
麗
な
ミ
サ
体
験
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
季
節
の
農
耕
牧
畜
に
お
け

る
悪
い
虫
や
病
気
を
村
か
ら
追
い
払
う
行
事
の
上
に
重
な
っ
て
い
る
。
村
落
の
畑
や
牧
草
地
を
行
列
し
て
歩
き
廻
り
、
境
界
を
確
め
、

耕
作
の
祝
福
を
祈
願
す
る
ゲ
ル
マ
ソ
の
習
俗
「
村
見
廼
り
の
行
列
」
（
雲
膏
貢
昌
O
q
實
①
q
）
で
あ
り
、
馬
を
列
ね
て
ゆ
く
の
を
騎
馬
行
列

（
ヨ
昌
后
旨
『
奉
）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
聖
体
拝
受
が
民
俗
生
活
の
中
に
融
げ
込
ん
で
夏
の
最
大
の
祭
と
な
っ
た
の
は
、
た
ん
に
教
会

だ
け
で
な
く
、
各
種
の
団
体
の
団
結
や
融
和
の
た
め
に
参
加
L
、
全
体
と
し
て
王
朝
的
な
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
全
体
の
表
現
を
と
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
バ
イ
ユ
ル
ン
州
な
ど
で
は
モ
ソ
ス
ト
ラ
ン
ツ
や
福
音
書
、
サ
ク
ラ
メ
ソ
ト
が
捧
持
さ
れ
る
だ
げ
で

な
く
、
聖
母
像
、
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
、
カ
タ
リ
ー
ナ
そ
の
他
の
聖
像
を
台
座
に
乗
せ
て
若
い
娘
た
ち
が
か
つ
い
で
ゆ
く
と
こ
ろ
も
あ
る
。

行
列
の
人
々
も
迎
え
る
観
衆
者
も
六
月
の
自
然
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
華
麗
な
演
劇
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。

　
昔
は
こ
の
聖
体
拝
受
は
現
在
よ
り
も
っ
と
華
や
か
で
凝
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
聖
像
を
か
つ
い
で
ゆ
く
よ
り
も
、



聖
書
に
基
づ
い
て
さ
ま
ざ
ま
の
扮
装
を
し
て
行
列
に
加
わ
っ
た
。
ア
ダ
ム
、
ニ
バ
が
ま
ず
現
わ
れ
、
ヨ
セ
フ
と
三
人
の
兄
弟
、
モ
ー
セ

と
ア
ロ
ン
、
ダ
ビ
デ
と
ゴ
リ
ァ
テ
、
聖
ゲ
ォ
ル
ク
は
絹
の
縄
で
竜
を
し
ば
っ
て
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
と
一
緒
に
歩
い
て
ゆ
き
、
イ
ェ
ス
誕
生

の
三
王
礼
拝
、
羊
飼
の
子
供
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
も
加
わ
る
。
ヤ
コ
ブ
兄
弟
会
が
巡
礼
姿
の
ヤ
コ
ブ
の
よ
う
に
棒
や
旗
を
持
っ
て
並
び
、

マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
や
バ
ル
バ
ラ
に
扮
す
る
娘
な
ど
も
混
っ
て
延
々
と
行
列
が
つ
づ
い
て
い
っ
た
。
各
都
市
で
は
そ
の
華
や
か
さ
を
競
い
、

ウ
ィ
ー
ン
で
は
九
十
三
組
の
参
加
グ
ル
ー
プ
の
ほ
か
に
、
五
十
組
も
の
ツ
ソ
フ
ト
が
旗
や
飾
り
物
を
担
い
で
ゆ
き
、
市
を
あ
げ
て
の
賑

や
か
な
祭
を
行
っ
た
と
伝
え
る
。
時
の
流
れ
も
ゆ
っ
た
り
と
し
た
長
閑
か
な
良
き
蒔
代
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
角
聖
体
拝

受
の
祭
は
、
す
べ
て
の
聖
書
に
記
さ
れ
た
出
来
事
が
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
中
に
成
就
し
て
ゆ
く
こ
と
を
楽
し
く
表
現
し
て
い
る
。
森
の
樹

立
や
草
の
緑
に
包
ま
れ
、
薔
薇
が
薫
り
を
放
ち
、
ま
こ
と
に
よ
き
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い
祭
で
あ
る
。
ア
ヴ
ィ
ラ
の
聖
テ
レ
ジ
ア
は
瞑
想

の
中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

主
よ
、
お
ん
み
を
愛
す
る
老
は

ま
こ
と
に
王
者
の
如
く
そ
の
道
を
ゆ
く

聖
体
拝
受
の
行
列
の
歩
み
が
ゆ
っ
た
り
と
静
か
で
堂
々
と
し
て
い
る
の
は
、
神
へ
の
希
望
と
信
頼
の
歩
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
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信
仰
と
信
頼
に
生
き
る
と
き

主
は
光
を
示
し
給
う

わ
れ
ら
と
わ
に
お
ん
み
を
仰
ぎ
見
ん
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聖
歌
隊
は
歌
っ
て
ゆ
く
。
六
月
の
空
は
青
く
澄
み
ミ
ニ
ア
チ
ユ
ー
ル
の
金
粉
が
世
界
を
や
わ
ら
か
く
包
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
聖
ア
ン
ナ
の
目

　
バ
ー
デ
ソ
州
の
大
学
都
市
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
か
ら
二
十
キ
ロ
南
に
向
っ
た
と
こ
ろ
に
シ
ユ
タ
ウ
フ
ェ
ソ
（
撃
四
自
｛
。
箏
）
と
い
う
町
が

あ
る
。
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
と
い
え
ぱ
、
中
世
一
四
八
○
年
ク
ニ
ツ
ト
リ
ン
ゲ
ン
（
内
邑
ま
巨
血
q
。
目
）
に
生
れ
た
ド
ク
ト
ル
．
フ
ア
ウ
ス

ト
が
こ
こ
で
悪
魔
を
駆
使
し
て
錬
金
術
を
試
み
、
自
然
研
究
に
没
頭
し
た
と
こ
ろ
と
L
て
有
名
で
あ
る
。
フ
ア
ウ
ス
ト
と
い
え
ば
半
ば

伝
説
化
さ
れ
て
い
る
が
・
歴
と
し
た
実
在
の
人
物
で
あ
る
。
彼
に
関
す
る
伝
説
は
シ
ユ
タ
ウ
フ
エ
ソ
だ
け
で
な
く
、
各
地
に
も
遺
っ
て

い
る
が
、
と
く
に
こ
の
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
に
は
古
い
レ
ス
ト
ラ
ソ
が
あ
り
現
在
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
「
獅
子
」
（
－
α
峯
。
自
）
に
は
、

彼
が
実
験
し
た
部
屋
ま
で
現
在
保
存
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
は
彼
に
関
す
る
記
録
資
料
が
犬
切
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
。
有
名
な
ゲ
i
テ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
方
が
む
し
ろ
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
や
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
に
よ
っ
て
修
飾
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
ゲ
ー
テ
の
人
問
的
魅
力
、
文
学
的
力
偏
に
よ
っ
て
重
き
を
な
し
て
い
る
。
南
シ
ュ
バ
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
の
、
、
、
ユ
ソ
ス
タ
ー
タ
ー
ル
か

ら
源
を
発
す
る
ノ
イ
マ
ー
ゲ
ソ
の
渓
流
が
町
に
沿
っ
て
流
れ
、
カ
ス
タ
ニ
ヤ
の
亭
々
た
る
老
木
が
並
木
を
な
し
て
両
岸
か
ら
流
れ
を
お

お
う
よ
う
に
茂
っ
て
い
る
。
い
つ
も
は
ま
こ
と
に
閑
静
な
古
い
町
で
広
い
公
園
を
フ
ア
ウ
ス
ト
と
メ
フ
イ
ス
ト
が
睦
じ
く
語
り
合
っ
て

歩
い
て
い
る
よ
う
な
錆
覚
に
お
ち
い
る
位
で
あ
る
。
町
の
北
部
に
は
養
焦
池
が
多
く
、
南
部
に
は
シ
ユ
タ
ウ
フ
エ
ソ
の
古
域
の
趾
が
山

に
の
こ
っ
て
い
る
。
平
野
は
麦
畑
で
あ
り
、
丘
陵
地
帯
は
葡
萄
畑
で
あ
る
。
－
」
こ
は
こ
の
地
方
の
リ
ゾ
ー
ト
地
で
も
あ
る
。

　
こ
の
閑
静
な
町
も
こ
の
七
月
二
十
六
日
は
町
の
守
護
聖
者
聖
ア
ソ
ナ
の
祭
の
日
で
、
街
並
は
黄
と
澄
色
の
旗
を
垂
ら
し
、
バ
ル
コ
．
一

ー
や
家
の
入
口
に
は
大
き
な
青
い
羊
歯
を
敷
き
、
と
り
ど
り
の
花
を
飾
り
、
白
樺
や
検
の
若
枝
を
挿
し
て
い
る
。
す
で
に
前
夜
の
う
ち

に
聖
マ
ル
テ
ィ
ン
教
会
の
聖
ア
ン
ナ
像
が
町
の
広
場
の
祭
壇
に
高
く
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
祭
壇
の
ま
わ
り
に
は
ダ
リ
ア
、
グ
ラ
ジ
オ
ラ
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ス
、
百
合
、
ひ
ま
わ
り
な
ど
と
り
ど
り
の
季
節
の
花
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
聖
ア
ン
ナ
は
今
日
は
一
年
中
で
一
番
敬
ま
わ
れ
、
祭
の
中

心
と
し
て
話
題
の
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
今
日
の
ミ
サ
の
祝
福
に
あ
ず
か
ろ
う
と
近
郷
近
在
の
人
冷
、
と
く
に
お
年
寄
り
た
ち
が
祭
壇

の
前
に
つ
め
か
げ
て
い
る
。

　
司
祭
、
助
祭
た
ち
の
登
場
と
と
も
に
、
聖
ア
ン
ナ
の
徳
を
讃
え
、
キ
リ
ス
ト
や
マ
リ
ア
ヘ
の
讃
美
の
、
ミ
サ
が
済
む
と
、
十
字
の
旗
を

掲
げ
る
少
年
た
ち
を
先
頭
に
、
七
、
八
歳
位
の
白
い
ド
レ
ス
の
少
女
た
ち
が
花
寵
か
ら
花
を
ふ
り
ま
い
て
ゆ
く
。
若
い
女
性
た
ち
が
と

り
ど
り
の
旗
を
か
ざ
し
、
コ
ー
ラ
ス
隊
の
コ
ー
ラ
ス
が
全
体
の
行
進
を
ひ
き
し
め
る
、
あ
と
に
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
が
つ
づ
き
、
町
の
大

人
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
の
音
楽
隊
が
隊
伍
を
と
と
の
え
、
消
防
隊
、
病
院
関
係
の
人
々
、
ア
ン
ナ
の
守
護
に
あ
ず
か
る
洋
裁
、
衣
服
製
造

業
者
た
ど
の
団
体
、
幼
稚
園
の
子
供
た
ち
の
行
列
、
そ
し
て
天
蓋
の
中
に
は
モ
ン
ス
ト
ラ
ン
ツ
（
顕
示
台
）
を
司
祭
が
捧
持
し
て
ゆ
っ

く
り
歩
む
。
つ
ぎ
に
聖
ア
ソ
ナ
像
を
若
い
女
性
た
ち
が
か
つ
い
で
ゆ
く
。
町
長
、
町
会
議
員
、
教
区
の
聖
職
者
、
一
般
の
信
徒
、
幾
組

か
の
婦
人
団
体
が
し
ん
が
り
を
務
め
る
。
こ
の
ア
ン
ナ
の
行
列
は
町
の
通
り
を
お
練
り
を
L
て
ゆ
き
、
家
の
戸
口
に
立
つ
人
々
は
ま
き

散
ら
す
花
を
つ
け
、
ふ
り
ま
く
香
炉
の
薫
り
を
浴
び
る
。

　
聖
ア
ソ
ナ
は
聖
母
マ
リ
ア
の
母
で
あ
り
、
イ
エ
ス
の
祖
母
に
あ
た
る
。
ピ
ザ
ソ
チ
ソ
の
東
方
教
会
で
ぱ
す
で
に
五
五
〇
年
頃
に
は
ア

ン
ナ
崇
拝
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
で
は
一
五
五
八
年
頃
、
全
教
会
で
祭
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く

に
後
期
ゴ
チ
ヅ
ク
彫
刻
や
絵
画
で
は
「
聖
家
族
」
と
い
う
主
題
が
好
ん
で
作
ら
れ
た
。
祖
父
ヨ
ア
キ
ム
、
祖
母
ア
ソ
ナ
に
ヨ
ヤ
フ
と
マ

リ
ア
、
キ
リ
ス
ト
を
混
え
て
団
簗
し
て
い
る
姿
は
、
家
庭
生
活
の
模
範
と
し
て
広
く
民
衆
に
愛
好
さ
れ
、
家
毎
に
も
飾
る
よ
う
に
な
っ
■

た
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ビ
ソ
チ
に
有
名
な
聖
家
族
の
画
が
の
仁
」
っ
て
い
る
。
－
」
の
六
月
二
十
六
日
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
で
ば
聖
ヨ
ア
キ
ム
、

聖
ア
ソ
ナ
の
祭
の
目
と
な
っ
て
い
る
。

　
と
く
に
聖
ア
ン
ナ
が
左
右
の
膝
に
二
人
の
子
供
、
娘
の
マ
リ
ア
と
そ
の
マ
リ
ア
の
子
の
キ
リ
ス
ト
を
乗
せ
て
い
る
よ
う
た
テ
」
マ
の
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彫
刻
を
「
ア
ン
ナ
ゼ
ル
プ
ド
リ
ッ
ト
」
（
＞
b
§
窪
冒
津
奉
）
と
呼
ぶ
。
じ
つ
は
こ
の
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ソ
の
聖
ア
ソ
ナ
は
、
正
確
に
は
こ

の
「
ゼ
ル
プ
ド
リ
ッ
ト
」
像
で
あ
る
。
メ
シ
ァ
の
生
れ
る
べ
き
待
望
の
ダ
ビ
デ
の
家
系
の
聖
ア
ン
ナ
と
聖
ヨ
ァ
キ
ム
は
年
老
い
て
の
ち

（
恰
も
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
そ
の
妻
サ
ラ
と
同
じ
よ
う
に
）
敬
塵
な
祈
り
の
中
で
マ
リ
ア
が
授
け
ら
れ
た
。
聖
母
と
キ
リ
ス
ト
の
祖
と
な
っ

た
ア
ソ
ナ
は
、
広
く
母
性
を
守
る
俸
大
な
守
護
者
で
あ
り
、
救
い
の
生
命
の
樹
の
根
と
も
い
う
べ
き
存
在
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
。
た
と

え
て
い
う
な
ら
ば
ア
ン
ナ
は
樹
の
根
、
幹
、
枝
で
あ
り
、
マ
リ
ア
は
花
、
キ
リ
ス
ト
は
実
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ソ
ナ
は
子
を
産
み
養

い
育
て
る
一
切
の
母
性
の
根
源
的
存
在
で
あ
る
。
娃
婦
の
出
産
の
守
護
、
子
宝
に
恵
ま
れ
ぬ
女
性
や
寡
婦
と
な
っ
た
者
を
助
げ
る
者
、

未
婚
の
若
い
娘
を
悪
や
災
い
か
ら
守
り
、
良
き
伴
侶
を
授
け
る
存
在
で
あ
り
、
と
く
に
幼
児
を
守
り
、
病
気
に
苦
し
み
悩
む
者
を
慈
し

み
庇
護
す
る
大
母
と
し
て
そ
の
治
療
看
護
の
奉
仕
を
た
す
人
々
の
守
護
聖
者
と
な
っ
た
。
聖
ア
ン
ナ
と
名
づ
げ
る
病
院
、
看
護
学
校
、

杜
会
奉
仕
の
婦
人
団
体
は
数
知
れ
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。
「
ア
ン
ナ
」
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
「
恵
み
」
「
愛
」
「
祈
り
」
を
意
味
し
て
い
る
。

　
聖
ア
ソ
ナ
の
行
列
の
お
練
り
が
済
む
と
、
待
ち
か
ね
た
よ
う
に
刷
の
祭
の
パ
ー
テ
ィ
の
広
場
か
ら
牽
や
か
に
ブ
ラ
ス
バ
ソ
ド
や
ギ
タ

ー
バ
ソ
ド
の
音
楽
が
流
れ
、
若
者
た
ち
ば
ダ
ソ
ス
に
夢
申
に
な
り
、
丘
の
上
か
ら
花
火
が
威
勢
よ
く
あ
が
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
食
物
屋
や

み
や
げ
屋
で
家
族
が
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。
今
日
の
祭
の
主
役
の
ア
ソ
ナ
像
は
、
こ
の
町
の
出
身
の
彫
刻
家
シ
ク
ス
ト
（
黎
尊
）
の
作
品

で
あ
る
。
彼
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
そ
の
他
に
後
期
ゴ
チ
ッ
ク
の
聖
像
を
伝
え
て
い
る
。
－
」
の
作
は
一
五
ニ
ハ
年
の
作
品

で
、
菩
提
樹
を
彫
材
と
し
て
い
る
。
ア
ソ
ナ
は
マ
リ
ア
と
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
や
さ
し
く
見
守
り
、
マ
リ
ア
は
幼
児
に
葡
萄
の
実
を
与
え

て
い
る
。
神
の
言
葉
の
成
就
、
救
い
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
ソ
ナ
の
被
り
も
の
や
衣
服
は
当
時
の
市
民
の
老
婦
人
の
服
装
で
あ

る
。
ア
ソ
ナ
の
単
独
像
も
な
く
は
な
い
が
、
こ
の
ゼ
ル
プ
ド
リ
ヅ
ト
像
が
圧
倒
的
に
多
い
の
は
、
ゴ
チ
ッ
ク
の
人
問
性
を
親
密
に
造
型

し
よ
う
と
す
る
態
度
が
広
く
民
衆
の
支
持
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
町
の
ま
わ
り
の
丘
陵
は
葡
萄
畑
で
あ
り
、
そ
ろ
そ
ろ
葡
萄
の
実
も
熟

れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
涯
し
た
く
つ
づ
く
麦
畠
は
銀
の
穂
波
が
揺
れ
て
、
今
は
と
り
入
れ
を
待
つ
ぱ
か
り
で
あ
る
。
暑
い
日
射
L
と
雲
の



融
げ
合
う
青
い
空
と
は
、
恰
も
ア
ン
ナ
の
や
さ
し
い
眼
ざ
し
の
よ
う
で
あ
る
。
聖
書
資
料
か
ら
見
れ
ば
、
ア
ン
ナ
や
ヨ
ア
キ
ム
は
詳
し

く
書
か
れ
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
。
し
か
し
信
仰
の
も
つ
情
熱
が
キ
リ
ス
ト
か
ら
マ
リ
ア
ヘ
、
さ
ら
に
ア
ン
ナ
ヘ
と
発
展
し
て
ゆ
く
。

救
い
は
聖
家
族
の
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
の
根
源
の
母
性
を
求
め
て
ア
ソ
ナ
崇
拝
に
至
っ
た
の
は
中
世
の
人
々
の

信
仰
の
バ
ト
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

水
の
精
に
関
す
る
ゲ
ル
マ
ン
の
伝
承
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ベ
ヅ
ク
リ
ン
（
苧
｝
0
＝
O
匡
ぎ
）
は
し
ぱ
し
ば
幻
想
的
な
画
題
と
し
て
ド
イ
ツ
の
伝
説
や
伝
承
に
出
て
く
る
水
の
精
を
画
い
て
い
る
。

有
名
な
も
の
は
北
海
の
寂
し
い
岩
島
に
遊
び
戯
れ
る
人
魚
や
水
の
精
た
ち
が
あ
り
、
ギ
リ
シ
ヤ
神
話
に
登
場
す
る
バ
ン
の
神
、
ケ
ソ
タ

ウ
ロ
ス
な
ど
も
好
ん
で
画
い
て
い
る
。
ポ
プ
ラ
の
樹
立
の
ほ
と
り
を
ゆ
っ
く
り
小
川
が
流
れ
て
ゆ
く
。
広
々
と
牧
草
地
が
広
が
り
、
子

傑
が
花
を
摘
ん
だ
り
、
駆
け
出
し
て
い
る
。
衣
服
を
脱
い
で
水
に
は
い
ろ
う
と
し
て
い
る
大
人
た
ち
も
こ
こ
で
は
子
供
の
よ
う
で
あ
る
。

遠
く
に
家
々
が
見
え
る
が
、
こ
こ
は
仙
境
的
な
別
世
界
で
あ
り
、
怪
奇
な
水
の
精
を
直
接
こ
こ
に
画
い
て
は
い
な
い
が
、
現
れ
て
も
不

恩
議
で
は
な
い
雰
囲
気
で
あ
る
。

　
水
の
精
（
叉
は
水
の
精
霊
峯
轟
詔
轟
9
g
睾
）
に
つ
い
て
は
地
方
に
よ
り
時
代
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
と
っ
て
い
る
。
手
は
蛙
の

よ
う
な
水
か
き
を
も
ち
、
頭
に
董
の
葉
を
巻
き
つ
け
、
大
き
さ
は
夫
体
三
歳
か
ら
十
二
歳
位
の
人
問
の
子
供
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し

こ
れ
に
触
れ
る
と
氷
の
よ
う
に
冷
く
、
髪
が
長
く
水
藻
が
生
え
て
い
る
。
口
は
蛙
の
よ
う
に
大
き
く
、
耳
は
頭
の
う
し
ろ
か
頭
の
て
っ

ぺ
ん
に
生
え
、
眼
は
ぎ
ょ
ろ
眼
（
魚
眼
）
を
し
て
お
り
、
首
は
後
へ
も
ま
わ
る
。
大
低
下
半
身
は
魚
で
上
半
身
し
か
見
せ
な
い
。
そ
の

眼
は
青
味
か
、
赤
味
を
帯
び
　
心
を
刺
す
よ
う
な
魅
力
が
あ
り
、
女
性
は
こ
れ
を
見
る
と
病
気
に
な
る
と
い
う
。
手
足
は
馬
や
山
羊
の

よ
う
で
あ
る
と
か
、
耳
も
馬
や
山
羊
の
よ
う
で
あ
る
と
か
表
象
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
い
つ
も
頭
は
フ
チ
ナ
シ
帽
子
の
よ
う
な
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も
の
を
か
む
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
水
を
離
れ
な
い
の
で
い
つ
も
身
体
は
濡
れ
て
い
る
と
も
い
う
。

　
こ
の
水
の
精
は
日
本
の
水
神
、
そ
の
一
般
化
と
し
て
の
河
童
な
ど
に
す
こ
ぶ
る
似
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
呼
び
名
は
さ
ま
ざ
ま

で
こ
こ
に
掲
げ
て
お
く
と
、
（
峯
竈
ω
胃
彗
ぎ
邑
9
p
峯
竃
邑
一
ミ
麸
窪
き
窒
詩
ポ
幸
易
ω
睾
畠
印
昌
邑
貝
事
蕩
詔
H
昌
彗
津
碧
・
幸
蕩
8
づ

串
ぎ
蚕
員
ζ
8
ユ
量
ξ
雲
①
⑦
『
串
誉
匡
員
竃
①
胃
色
目
目
9
奉
塁
器
昌
艮
）
珪
ど
で
あ
り
、
大
体
小
人
、
異
様
な
も
の
、
男
女
の
性
に

よ
る
差
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
ホ
ウ
ラ
ー
ト
（
｝
o
膏
邑
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
ホ
ウ
」
と
鳴
く
た
め
で
あ
る
と
い

う
。
バ
ヅ
ハ
バ
ル
バ
ラ
（
墨
o
事
實
冨
轟
）
は
水
の
バ
ル
バ
ラ
と
畏
れ
て
呼
び
、
　
ニ
ッ
ク
ス
（
z
浮
毒
・
髪
崇
ω
窒
）
は
文
字
通
り
ギ

リ
シ
ヤ
神
話
に
由
来
す
る
呼
び
名
で
あ
る
。

　
こ
の
水
の
精
の
特
徴
は
普
通
に
は
人
間
の
姿
を
と
る
小
人
で
あ
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
巨
人
に
も
な
る
と
い
い
、
何
に
で
も
変
わ
る

変
化
自
在
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
蛙
、
井
守
、
墓
、
驚
鳥
、
蛇
、
鼠
、
山
複
魚
、
兎
、
犬
（
水
に
馴
れ
た
猟
犬
）
、
山
羊
、
仔
馬
、

石
、
樹
木
、
牛
（
と
く
に
白
牛
）
、
鹿
、
馬
、
人
形
、
時
計
、
球
形
の
も
の
等
々
に
変
る
。
他
方
、
い
つ
も
水
の
中
に
い
る
の
で
人
間

の
肉
眼
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
皮
膚
は
水
の
よ
う
に
青
く
、
鼻
の
穴
は
大
き
く
、
犬
の
よ
う
な
頭
を
し
て
い
る
と
い
う

説
も
あ
る
。
滝
の
中
に
魚
の
姿
を
し
た
精
が
棲
み
、
蛇
の
姿
を
し
た
ニ
ッ
ケ
ル
カ
ヅ
タ
ー
（
曇
艮
9
ぎ
津
津
）
が
氷
の
申
へ
子
供
を
ひ

き
込
む
と
い
う
の
は
、
水
や
川
へ
の
お
そ
れ
を
表
わ
し
、
と
く
に
子
供
へ
の
警
告
で
あ
ろ
う
。
水
の
精
た
ち
は
夫
婦
あ
り
、
子
供
あ
り
、

家
族
生
活
を
い
と
な
む
。
人
魚
の
子
は
海
牛
の
よ
う
に
醜
い
が
、
人
魚
は
天
使
の
よ
う
に
自
分
の
予
を
可
愛
い
い
と
思
っ
て
い
る
。
水

の
精
は
人
間
と
結
婚
し
た
が
り
、
村
の
娘
を
誘
惑
、
乃
至
は
強
割
的
に
水
に
引
き
入
れ
て
結
婚
す
る
こ
と
も
あ
り
、
六
、
七
人
子
を
産

む
と
人
間
世
界
に
帰
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
。
女
性
の
水
の
精
は
歌
や
音
楽
で
人
閻
の
若
者
を
魅
惑
L
、
若
さ
と
美
し
さ
で
抱
擁
し
、

水
の
深
み
へ
引
き
入
れ
、
七
日
後
に
屍
が
浮
ぶ
。
そ
の
と
き
手
に
睡
蓮
を
持
っ
て
浮
ん
で
い
る
と
い
う
。
女
性
の
水
の
精
は
川
岸
や
岩

の
上
に
坐
り
、
輝
く
金
の
馬
櫛
で
髪
を
と
か
す
。
若
者
を
魅
了
し
、
難
破
さ
せ
る
話
は
ロ
ー
レ
ラ
イ
の
伝
説
だ
け
に
隈
る
も
の
で
は
な



い
。
ま
た
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
人
魚
姫
の
メ
ル
ヘ
ン
の
生
れ
る
精
神
的
風
土
も
こ
の
民
俗
的
な
土
壌
に
あ
る
。

　
水
の
精
は
自
分
の
子
供
を
人
間
の
子
供
と
取
り
換
え
よ
う
と
す
る
。
水
の
精
の
子
は
醜
く
仔
牛
の
よ
う
な
隈
を
し
、
鴉
の
よ
う
に
鳴

く
。
産
婦
は
水
の
精
に
わ
が
子
を
奪
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
ゆ
り
か
ご
の
子
供
の
上
に
歌
の
本
を
の
せ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

く
に
水
の
精
が
死
産
し
た
と
き
、
人
間
の
産
室
の
あ
た
り
へ
う
ろ
つ
く
。
と
く
に
洗
礼
を
受
げ
な
い
六
週
間
の
間
が
危
険
で
あ
る
と
い

う
。
出
産
時
の
慎
み
や
戒
め
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
反
対
に
水
の
精
は
人
閻
の
子
供
や
家
畜
を
恵
ん
で
く
れ
る
と
か
、
人
魚

が
や
っ
て
来
て
出
産
の
手
伝
い
を
し
て
く
れ
る
と
い
う
民
話
も
あ
る
。
以
上
不
十
分
な
が
ら
ゲ
ル
マ
ン
の
水
の
精
の
特
質
を
あ
げ
て
み

る
と
、
か
つ
て
は
水
を
司
る
神
々
が
、
精
霊
と
し
て
崇
め
ら
れ
畏
れ
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
が
分
る
。
他
方
異
質
の
自
然
の
繕
霊
に
た
い
す

る
畏
れ
と
は
反
対
に
あ
る
一
定
の
関
係
で
は
恵
み
を
施
す
存
在
で
も
あ
る
こ
と
を
伝
説
は
示
し
て
い
る
。
一
定
の
関
係
と
は
人
間
が
こ

れ
に
た
い
し
て
慎
み
や
戒
め
を
遵
守
す
る
範
囲
に
お
い
て
で
あ
る
。
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泉
崇
拝
と
そ
の
習
俗

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
や
村
落
の
中
心
と
な
る
広
場
に
は
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
ブ
ル
ン
ネ
ソ
（
泉
、
噴
泉
困
昌
昌
g
）
が

あ
る
。
広
場
は
教
会
や
ラ
ー
ト
ハ
ウ
ス
（
市
町
村
役
場
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
聖
母
マ
リ
ア
、
守
護
聖
着
、
民
間
伝
説
や
ギ
リ
シ
ヤ
や

ラ
テ
ソ
の
神
話
な
ど
に
も
と
づ
く
彫
像
が
あ
る
。
住
民
は
目
に
煙
い
て
渥
れ
出
る
泉
に
自
分
た
ち
の
生
活
の
源
泉
を
見
て
、
隈
り
な
い

喜
び
と
安
定
感
を
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。
事
実
、
ブ
ル
ソ
ネ
ン
は
彼
ら
の
生
命
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
こ
－
」
に
泉
在
り
と
い
う
こ
と
は
、

こ
こ
に
生
き
る
と
こ
ろ
在
り
の
意
味
で
あ
る
。
原
始
時
代
か
ら
人
間
は
よ
き
水
の
湧
き
出
る
と
こ
ろ
を
探
し
求
め
、
そ
こ
に
集
落
や
町

を
形
成
し
て
い
っ
た
。
欽
料
の
水
は
人
閻
に
不
可
欠
で
あ
り
、
掘
嚢
技
術
の
稚
拙
な
時
代
に
は
河
川
の
源
や
自
然
の
湧
氷
は
神
聖
視
さ

れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
大
地
か
ら
湧
き
出
る
泉
は
病
気
を
癒
す
能
力
が
あ
る
と
信
じ
、
鉱
泉
を
欽
む
風
習
も
多
い
。
や
が
て
井
戸
を



60

掘
る
方
法
も
発
達
し
、
今
日
の
よ
う
に
水
道
方
式
に
な
る
と
古
代
や
中
世
の
ブ
ル
ソ
ネ
ン
の
よ
う
な
も
の
だ
げ
で
な
く
、
噴
き
上
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ソ
ス
｝

シ
ュ
ブ
リ
ン
ゲ
ン
．
ブ
ル
ン
ネ
ン
い
わ
ゆ
る
噴
水
で
あ
る
。
今
日
で
は
さ
ま
ざ
ま
の
ブ
ル
ソ
ネ
ソ
エ
芸
と
L
て
発
達
し
て
い
て
多
種
多

様
な
形
態
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
広
場
や
公
園
で
人
間
を
愉
し
ま
せ
芸
術
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
て
、
か
つ
て
の
よ
う
に

そ
こ
で
水
を
汲
み
、
野
菜
を
洗
い
、
洗
濯
を
す
る
と
い
っ
た
共
同
体
の
井
戸
の
性
格
は
う
す
れ
て
い
る
か
も
L
れ
な
い
。

　
し
か
し
古
代
ゲ
ル
マ
ン
信
仰
の
名
残
り
は
今
も
山
村
や
辺
都
な
と
こ
ろ
に
残
っ
て
お
り
、
現
代
人
の
精
神
の
深
層
に
も
生
き
て
い
る
。

晴
れ
て
い
た
山
や
森
の
水
源
の
あ
た
り
が
俄
か
に
霧
が
わ
き
、
雲
と
な
り
、
夕
立
や
雷
雨
と
な
る
｝
」
と
が
あ
る
。
昔
の
人
々
は
泉
の
精

が
霧
や
、
雨
を
呼
ん
で
い
る
の
だ
と
い
っ
た
。
湧
出
す
る
泉
は
暗
い
大
地
の
下
の
冥
界
と
－
」
の
世
界
を
結
び
つ
げ
る
存
在
、
そ
の
出
入

り
の
接
点
と
考
え
ら
れ
、
神
聖
な
る
場
と
な
っ
た
。
泉
に
た
い
す
る
淀
や
戒
め
が
沢
山
あ
る
。
そ
の
一
、
二
を
挙
げ
る
と
、
夜
十
二
時

頃
に
な
る
と
、
泉
の
も
と
に
泉
の
精
霊
、
デ
ー
モ
ン
が
現
わ
れ
る
。
ハ
ヅ
ケ
ン
マ
ソ
（
饒
碧
ぎ
目
冒
彗
目
）
と
呼
ぶ
水
の
魔
は
子
供
を
さ

ら
う
と
い
う
こ
と
は
、
夜
遅
く
な
っ
て
泉
に
近
付
く
こ
と
の
危
険
と
子
供
が
い
た
ず
ら
を
L
た
り
、
漬
し
た
り
す
る
こ
と
へ
の
警
告
で

あ
ろ
う
。
聖
恋
る
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
に
泉
を
の
ぞ
い
て
は
な
ら
ぬ
。
の
ぞ
く
と
う
し
ろ
か
ら
水
の
精
に
頭
を
叩
か
れ
る
。
暗
い
地
下
へ

と
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
。
泉
に
向
っ
て
唾
な
ど
を
吐
い
て
は
な
ら
ぬ
。
石
や
木
を
投
げ
て
は
な
ら
ぬ
。
泉
に
は
神
の
顔
が
つ
ね
に
映
っ

て
い
る
か
ら
だ
と
も
い
う
。
と
，
」
ろ
が
こ
れ
と
反
対
に
ク
リ
ス
マ
ス
や
大
晦
日
の
十
二
蒔
に
燃
え
て
い
る
た
い
ま
つ
を
泉
に
投
げ
込
む

習
俗
も
あ
る
。
こ
の
場
合
デ
ー
モ
ン
や
ヘ
ク
セ
が
泉
に
悪
い
こ
と
を
し
な
い
た
め
の
予
防
、
制
圧
の
行
為
と
な
る
。
昔
は
冬
至
、
夏
至
、

目
蝕
、
月
蝕
に
は
泉
を
布
で
お
お
い
、
悪
竜
が
吐
く
毒
気
に
か
か
ら
ぬ
よ
う
に
防
い
だ
。
生
活
の
源
泉
で
あ
る
泉
を
漬
さ
ぬ
た
め
に
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

閻
は
必
死
で
あ
っ
た
。
人
間
の
胃
腸
や
眼
病
、
婦
人
病
に
効
く
泉
が
あ
り
、
良
質
の
飲
料
の
泉
は
人
閻
の
寿
命
に
も
関
わ
る
反
面
、
悪

い
水
質
の
泉
は
人
間
の
健
康
を
害
し
、
家
畜
を
多
量
に
死
な
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
神
経
を
つ
か
う
の
は
当
然
で
あ
る
。
泉
は
人
間
の
生

命
を
養
い
育
て
浄
め
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
大
体
世
界
的
に
み
て
神
性
は
女
性
の
姿
を
と
る
廿
」
と
が
多
い
。
水
の
精
も
ウ
ソ
デ



イ
ー
ヌ
（
オ
ソ
デ
ィ
ー
ヌ
自
目
畠
富
）
な
ど
の
や
さ
し
い
ニ
ュ
ソ
フ
ェ
の
姿
で
表
わ
し
て
い
る
。

　
冬
の
問
凍
り
つ
い
て
い
た
泉
が
融
げ
は
じ
め
、
流
れ
は
じ
め
る
頃
、
早
く
も
泉
を
祀
る
行
事
が
あ
る
。
や
は
り
復
活
祭
の
頃
に
泉
の

き
よ
め
祭
が
多
く
、
泉
が
流
れ
を
止
め
る
秋
の
終
り
ま
で
行
わ
れ
る
。
春
の
祭
で
は
冬
の
間
溜
っ
て
い
た
落
葉
や
塵
挨
を
か
き
出
し
た

り
、
水
垢
を
取
っ
た
り
、
清
掃
し
、
最
後
に
塩
を
ふ
り
ま
い
て
き
よ
め
る
。
つ
ぎ
に
掲
げ
る
碑
の
言
葉
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
郊
外
の
ゼ
ル

デ
ン
の
農
家
の
入
口
に
立
っ
て
い
た
。
石
灰
岩
の
表
裏
二
面
に
刻
ん
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。

人
問
の
魂
、
そ
れ
は
水
に
た
と
え
ら
れ
る

人
聞
の
運
命
、
そ
れ
は
風
に
た
と
え
ら
れ
る

人
聞
の
魂
は
天
か
ら
下
り
、
天
に
昇
っ
て

永
遠
の
交
代
を
た
す
水
に
た
と
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
パ
プ
テ
ス
守

　
　
　
　
　
　
　
洗
礼
者
の
ヨ
ハ
ネ
祭
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洗
礼
老
ヨ
ハ
ネ
の
祭
は
六
月
二
十
四
日
で
あ
り
、
丁
度
夏
至
に
あ
た
る
。
ゲ
ル
マ
ン
や
ス
カ
ソ
ジ
ナ
ビ
ア
の
人
々
は
太
陽
が
勝
利
の

最
古
同
点
に
達
す
る
と
き
で
あ
り
、
こ
の
大
地
に
も
た
ら
す
祝
福
が
も
っ
と
も
多
い
と
き
で
あ
る
と
信
じ
、
多
く
の
行
事
が
お
こ
な
わ
れ

た
。
村
人
た
ち
は
各
自
藁
東
を
持
ち
よ
っ
て
、
広
場
や
山
の
上
な
ど
で
火
を
つ
げ
、
そ
の
ま
わ
り
で
歌
っ
た
り
、
踊
っ
た
り
、
と
き
に

は
火
の
上
を
跳
び
は
ね
た
り
、
火
の
輸
を
く
ぐ
っ
た
り
す
る
。
若
老
た
ち
に
と
っ
て
歓
ぴ
の
火
で
、
愛
L
合
う
老
同
士
は
「
火
の
中
を

く
ぐ
り
ぬ
げ
」
て
踊
る
。
そ
の
折
に
薬
草
や
花
、
杜
松
（
オ
8
－
旨
5
睾
）
を
投
げ
入
れ
る
。
煙
が
大
き
く
な
れ
ぼ
た
る
ほ
ど
、
畠
や
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牧
草
地
、
家
畜
に
祝
福
が
大
い
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
祭
の
目
は
「
ヨ
ハ
ネ
の
宴
」
（
－
筆
彗
目
霧
旨
§
汀
）
と
も
い
っ
て
仕
事
を
休
み
、

家
の
前
に
テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
を
出
し
、
近
隣
の
人
々
と
歓
を
つ
く
し
、
「
ミ
ソ
ネ
の
宴
」
（
竃
ぎ
自
9
；
箏
〆
）
を
す
る
。
夜
が
更
け
る
ま

で
つ
づ
く
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
ボ
ー
デ
ン
湖
の
ス
イ
ス
の
彼
方
で
は
山
の
上
で
ヨ
ハ
ネ
の
火
を
燃
し
て
い
る
の
が
い
く
つ
も
夜
空
に

見
え
る
。
こ
れ
を
見
て
人
々
は
夏
が
来
た
。
夏
至
の
祭
だ
と
感
慨
に
ふ
け
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ヨ
ハ
ネ
の
夏
至
の
頃
は
、
ヴ
ァ
ル
プ
ル
ギ
ス
の
夜
と
同
様
さ
ま
ざ
ま
の
デ
ー
そ
ソ
が
動
き
出
し
、
勝
手
に
暴
れ
廻
ろ
う
と
す
る

時
期
で
あ
る
と
民
間
で
は
考
え
ら
れ
て
い
て
、
魔
女
が
悪
さ
を
し
た
が
り
、
妖
精
（
里
い
＞
言
）
や
小
妖
精
（
｝
9
冒
具
賓
ぎ
b
争
g
）

が
あ
ち
こ
ち
を
う
ろ
つ
く
。
と
こ
ろ
が
か
な
ら
ず
し
も
悪
い
デ
ー
モ
ソ
ば
か
り
で
次
く
、
人
間
に
好
意
を
持
つ
小
妖
繕
が
地
下
の
宝
の

在
り
家
を
教
え
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
薬
草
は
こ
の
日
か
ら
薬
の
力
を
つ
け
る
と
い
い
、
ヨ
ハ
ネ
が
荒
野
で
身
を
養
っ
て
い
た
と
い

う
「
マ
ク
ル
ー
べ
」
（
竃
芽
；
σ
Φ
）
を
野
山
に
採
り
に
ゆ
く
。
こ
の
日
の
沐
浴
は
と
く
に
健
康
に
良
い
と
か
、
こ
の
夜
草
葉
か
ら
集
め

た
露
を
飲
む
と
病
気
に
効
く
と
い
う
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
二
三
二
〇
年
こ
の
ヨ
ハ
ネ
の
祭
の
夜
、
ケ
ル
ン
の
あ
た
り
の
ラ
イ
ン
河
で
女
性

た
ち
が
沐
浴
し
て
い
る
の
を
見
た
と
記
録
に
の
こ
し
て
い
る
。
他
方
冒
ハ
ネ
の
目
に
沐
浴
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
と
い
っ
て
禁
止
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
と
く
に
特
定
の
池
や
川
で
は
人
間
の
犠
牲
を
求
め
る
の
で
、
こ
の
日
に
花
や
パ
ン
を
供
御
と
し
て
水
に
投
げ
入

れ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
各
地
で
は
花
束
を
水
に
投
げ
、
「
天
使
よ
守
れ
、
デ
i
モ
ン
よ
出
で
ゆ
け
、
わ
が
主
な
る
神
よ
、
溺
れ
た
り

怪
我
を
せ
ぬ
よ
う
、
花
東
を
捧
げ
ま
す
！
」
と
唱
え
詞
を
い
っ
て
水
浴
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
古
く
か
ら
の
諺
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ハ

ネ
の
目
に
は
「
突
如
と
し
て
溺
れ
、
焼
け
、
こ
ろ
げ
る
こ
と
が
あ
る
」
か
ら
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ヨ
ハ
ネ
の
日
を
転

換
点
と
し
て
完
全
な
夏
型
の
生
活
に
は
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
こ
の
前
頃
か
ら
雨
季
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
長
雨
が
は
じ
ま
り
、
湿
気

も
多
く
な
る
。
だ
か
ら
ヨ
ハ
ネ
の
日
は
雨
を
も
た
ら
す
始
め
と
も
い
い
、
こ
れ
を
「
ヨ
ハ
ネ
の
洗
礼
」
（
－
筆
自
罵
ω
↓
彗
津
）
と
も
い
う
。

　
こ
の
ヨ
ハ
ネ
の
火
祭
に
は
沢
山
の
詩
や
唱
え
詞
が
あ
る
。
つ
ぎ
は
ヨ
ハ
ネ
ス
・
タ
イ
シ
ン
ク
（
－
◎
巨
竃
畠
吻
弓
ぎ
沫
臥
長
）
の
代
表
的



な
詩
の
一
つ
で
あ
る
。

ヨ
ハ
ネ
よ
　
ヨ
ハ
ネ
よ
、
夏
至
の
火
を
燃
や
せ
！

眠
っ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
の
精
霊
が

高
い
と
こ
ろ
、
深
い
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
来
る
、

山
か
ら
は
コ
ー
ボ
ル
デ
（
肉
◎
げ
◎
5
⑭
）
が
、

地
下
か
ら
ば
ウ
ン
ホ
ル
デ
（
q
目
巨
o
巨
①
）
が
、

青
い
湖
や
沼
か
ら
は
水
の
妖
精
（
2
艮
窒
）
が
、

巨
人
は
万
年
雪
か
ら

祖
霊
は
古
い
城
か
ら

魔
女
は
蒼
ざ
め
た
馬
に
乗
っ
て
や
っ
て
来
る

聖
ヨ
ハ
ネ
よ
、
聖
ヨ
ハ
ネ
よ

夏
至
■
の
火
を
点
せ
！

63

ヨ
ハ
ネ
よ
、
　
ヨ
ハ
ネ
よ

夏
至
の
火
を
燃
え
上
ら
せ
よ
、

い
ろ
い
ろ
友
場
所
に
居
据
っ
て
い
る

デ
ー
毛
ソ
を
追
い
出
せ
、
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家
の
中
に
潜
び
込
ま
ぬ
う
ち
に

わ
た
し
た
ち
を
威
嚇
す
る
も
の

デ
ー
モ
ン
を
皆
追
い
出
し
て
し
ま
え
、

ヨ
ハ
ネ
よ
　
そ
の
火
を
燃
え
上
ら
せ
よ
、

何
故
な
ら
あ
な
た
の
し
る
し
の
前
に
は

す
べ
て
は
消
滅
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、

ヨ
ハ
ネ
よ
、
ヨ
ハ
ネ
よ
　
夏
至
の
火
を
燃
え
上
ら
せ
よ
、

ヨ
ハ
ネ
よ
、
ヨ
ハ
ネ
よ
、
夏
至
の
火
を
し
ず
ま
ら
せ
よ
、

花
嫁
を
花
婿
の
も
と
へ
導
き
ゆ
け
よ
、

迷
え
る
群
を
復
活
祭
の
小
羊
の
も
と
に
つ
れ
て
ゆ
げ
、

た
れ
が
花
嫁
を
見
つ
げ
出
す
か
、
一

こ
の
今
わ
た
し
た
ち
に
告
知
せ
よ
、

火
の
上
を
上
手
に
跳
ぶ
着
は

一
年
以
内
に
目
出
度
か
ろ
う
、

あ
ま
り
上
手
に
跳
べ
な
い
者
は

年
が
寄
っ
た
か
ま
だ
幼
い
か
ら
だ
、

ヨ
ハ
ネ
よ
、
ヨ
ハ
ネ
よ
　
夏
至
の
火
を
L
ず
か
に
燃
や
せ
！
㈲
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こ
の
詩
は
火
祭
の
願
り
に
夜
の
更
け
る
の
も
忘
れ
て
い
る
村
の
若
い
男
女
の
姿
が
火
影
の
中
に
浮
び
上
る
。
こ
の
祭
は
バ
プ
テ
ス
マ

の
ヨ
ハ
ネ
で
あ
る
が
、
民
間
習
俗
で
は
福
音
書
の
若
き
ヨ
ハ
ネ
と
も
同
一
視
さ
れ
、
恋
の
守
護
聖
者
と
L
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

　
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
は
祭
司
ザ
カ
リ
ヤ
と
エ
リ
ザ
ベ
ツ
の
子
で
、
ユ
ダ
の
荒
野
で
予
言
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に
悔
い
改
め
を

説
き
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
で
洗
礼
を
授
げ
た
。
キ
リ
ス
ト
を
も
洗
礼
し
た
と
い
う
。
ヘ
ロ
デ
・
ア
ソ
テ
ィ
バ
ス
の
と
き
、
掩
え
ら
れ
、
三
十

歳
で
死
海
の
マ
ケ
ル
ス
で
死
ん
だ
と
伝
え
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
キ
リ
ス
ト
の
先
駆
者
と
し
て
重
ん
じ
、
こ
の
六
月
二
十
四
日
を
彼
の

誕
生
目
と
し
て
祝
う
。
誕
生
日
を
祝
う
唯
一
の
聖
者
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
先
駆
者
と
L
て
の
ヨ
ハ
ネ
は
恰
も
太
陽
の
昇
る
前
の
曙
光

に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
の
光
を
証
し
す
る
存
在
と
し
て
来
る
べ
き
キ
リ
ス
ト
を
待
望
す
る
に
は
、
こ
の
夏
至
の
日
が
適
わ
L
い

と
考
え
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
暦
で
は
キ
リ
ス
ト
誕
生
を
中
心
に
し
た
季
節
と
、
ヨ
ハ
ネ
誕
生
を
中
心
に
し
た
季
節
と
二
大
別
が
可
能
で

あ
る
。
前
者
は
冬
か
ら
夏
、
闇
か
ら
光
へ
の
方
向
で
あ
り
、
後
老
は
夏
か
ら
冬
へ
、
光
を
予
知
す
る
成
熟
衰
退
の
生
活
態
で
あ
る
。
｝
」

の
二
つ
で
す
べ
て
が
動
い
て
ゆ
く
。
夏
至
そ
の
も
の
は
た
し
か
に
ゲ
ル
マ
ソ
や
北
欧
だ
け
で
な
く
、
世
界
的
な
広
が
り
を
持
つ
祭
や
習

俗
で
あ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
の
火
の
祭
が
神
の
祝
福
と
し
て
浄
め
が
行
わ
れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
味
深
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
自
然
の
生
成
の
向
う
と
こ
ろ
、
耕
作
物
、
家
畜
の
生
長
の
最
高
点
に
お
い
て
太
陽
の
光
と
熱
の
祝
福
を
身
に
つ

げ
よ
う
と
す
る
ア
ナ
ロ
ギ
ー
は
、
夏
に
お
け
る
デ
ー
モ
ン
的
な
存
在
の
災
い
を
防
止
す
る
こ
と
、
病
気
の
制
圧
、
潔
め
の
意
味
も
持
つ
。

こ
の
火
を
浴
び
る
と
癩
瘤
性
の
病
気
に
よ
い
と
い
う
古
い
習
俗
も
あ
っ
た
ら
L
く
、
童
た
こ
の
火
祭
の
灰
を
畑
地
に
村
の
若
老
が
ま
き

散
ら
し
た
。
も
え
残
り
の
木
株
は
雷
火
を
防
ぐ
と
い
っ
て
大
切
に
さ
れ
た
。
薬
草
の
オ
ト
ギ
リ
ソ
ウ
（
－
き
彗
邑
終
冨
鼻
）
や
、
ジ
ャ

ム
に
す
る
ヨ
ハ
ネ
ス
ベ
ー
レ
（
旨
ぎ
書
霧
ず
8
竃
）
は
こ
の
聖
者
と
結
び
つ
い
た
植
物
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
の
祭
の
火
に
ち
な
む
諺
、
格

言
詩
も
多
く
、
つ
ぎ
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
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娼
が
燃
え
上
る
と
き
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
考
え
な
さ
い

人
間
は
永
遠
の
火
の
中
に
根
を
下
ろ
し

己
れ
が
由
来
し
た
永
遠
の
光
に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を

七
　
　
月

　
七
月
は
口
ー
マ
人
の
暦
で
は
「
五
月
」
（
o
巨
暮
蔓
吻
）
に
あ
た
る
。
キ
リ
ス
ト
紀
元
前
四
五
年
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
誕
生
を
讃
え

て
こ
の
月
を
「
ユ
リ
ゥ
ス
の
月
」
と
L
た
。
ド
イ
ツ
で
は
カ
ー
ル
大
帝
が
「
干
し
章
の
月
」
（
｝
窪
旨
◎
巳
）
と
名
づ
げ
た
。
太
陽
は
獅

子
座
に
は
い
る
。
－
」
の
七
月
が
晴
れ
た
日
が
多
げ
れ
ば
、
収
穫
は
良
い
と
い
わ
れ
る
。
－
」
の
月
は
雷
雨
が
多
い
の
で
、
花
火
を
揚
げ
た

り
、
魔
除
げ
の
鐘
を
鳴
ら
す
風
習
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。

シ
リ
ウ
ス
星
と
犬
の
目

　
七
月
二
十
四
日
、
シ
リ
ウ
ス
座
（
お
お
い
ぬ
座
、
天
狼
星
）
が
明
げ
方
か
ら
昇
っ
て
く
る
。
全
天
中
も
っ
と
も
輝
き
の
鋭
い
星
で
肉

眼
で
も
七
色
の
光
を
放
っ
て
ま
た
た
く
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
で
も
中
国
で
も
夜
光
る
犬
や
狼
の
眼
に
た
と
え
て
似
た
よ
う
た
名
を
持
つ
に

至
っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
で
は
ナ
イ
ル
河
の
氾
濫
が
起
る
時
季
で
あ
り
、
太
陽
の
昇
る
直
前
に
そ
の
上
に
現
わ
れ
て
よ
く
輝
く
の
で
、
こ
れ

に
よ
っ
て
太
陽
の
一
年
間
の
軌
道
が
分
り
、
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
太
陽
暦
が
発
見
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
知
ら
せ
た
の
は
こ
の
シ
リ

ウ
ス
で
あ
る
の
で
シ
リ
ウ
ス
暦
と
も
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
シ
リ
ウ
ス
星
が
現
わ
れ
る
頃
、
丁
度
盛
夏
と
な
り
、
灼
け
つ
く
暑
さ
の
た
め

人
間
の
体
力
が
弱
り
、
家
畜
も
病
気
に
な
り
が
ち
で
、
疫
病
の
発
生
も
夏
が
一
番
多
い
。
一
」
の
た
め
に
工
ー
ゲ
海
の
ケ
オ
ス
（
宍
8
禦

内
窪
）
島
で
は
劔
の
舞
い
を
し
て
こ
の
シ
リ
ウ
ス
の
鏡
く
ギ
ラ
ギ
ラ
輝
く
光
を
さ
え
ぎ
り
、
は
ら
お
う
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
あ
る
地
域



で
は
シ
リ
ウ
ス
は
悪
い
星
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
で
も
七
月
二
十
四
日
か
ら
八
月
二
十
四
日
を
「
犬
の
日
」

（
匡
昌
象
冨
潟
一
U
轟
ま
壱
）
と
呼
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
を
惹
き
起
す
の
は
こ
の
屋
の
せ
い
と
考
え
た
。
し
か
L
夏
に
お
け
る
体
カ

の
消
耗
、
諸
種
の
病
気
を
防
ぐ
た
め
の
慎
み
の
期
問
と
し
て
経
験
上
次
第
に
定
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
特

殊
な
信
仰
形
態
と
し
て
期
待
さ
れ
る
豊
饒
の
た
め
に
犬
を
い
け
に
え
と
し
て
こ
の
星
に
捧
げ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
場
合
一

匹
の
犬
の
い
げ
に
え
で
そ
の
星
の
悪
力
を
払
う
習
俗
も
あ
っ
た
と
考
え
る
人
も
あ
る
。

　
こ
の
「
犬
の
日
」
の
間
は
家
庭
内
で
の
さ
ま
ざ
ま
の
慎
み
が
あ
り
、
過
度
の
体
力
の
消
耗
を
戒
め
、
刺
絡
法
も
避
げ
た
方
が
良
い
と

さ
れ
た
。
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八
月
の
聖
母
昇
天
祭
と
薬
草
の
潔
め

　
ロ
ー
マ
人
の
場
合
は
六
月
（
ω
貫
昌
包
に
当
る
。
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ス
の
生
れ
た
月
を
祝
っ
て
ア
ウ
グ
ス
ト
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
月
に
大
低
戦
争
で
勝
つ
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
と
も
い
う
。
ド
イ
ツ
の
呼
び
名
は
「
収
穫
の
月
」
（
＞
『
竃
旨
ぎ
O
員
胃
津
①
・

昌
旨
算
）
で
、
農
作
物
が
実
る
。
「
暑
い
月
」
（
霞
S
旨
9
斗
）
と
も
い
う
。
こ
の
月
に
太
陽
は
乙
女
座
に
は
い
る
。
本
来
ロ
ー
マ
で
は

八
月
十
三
日
は
女
神
デ
ィ
ア
ナ
の
祭
が
あ
り
、
の
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
で
十
五
日
の
マ
リ
ア
昇
天
祭
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
季
節
は
村
や
町
で
各
地
の
巡
礼
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
。

　
八
月
十
五
日
の
マ
リ
ア
昇
天
祭
は
か
つ
て
は
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
バ
イ
エ
ル
ソ
地
方
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
地
方
、

ラ
イ
ソ
中
流
の
地
域
、
ア
ル
ブ
ス
地
方
、
オ
ー
ス
ト
リ
ァ
な
ど
で
催
さ
れ
て
い
る
。
マ
リ
ア
は
こ
の
目
昇
天
し
、
神
の
も
と
で
神
の
子

の
母
の
つ
と
め
を
果
し
た
戴
冠
の
栄
光
を
受
け
る
。
伝
説
に
よ
れ
ぱ
昇
天
三
日
後
に
埋
葬
し
た
墓
所
を
開
け
る
と
、
マ
リ
ア
の
亡
き
が

ら
は
す
で
に
な
く
、
美
し
い
花
と
芳
香
を
放
つ
薬
草
の
み
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
伝
説
に
基
づ
い
て
多
く
の
危
険
や
病
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気
か
ら
人
間
を
守
る
薬
草
の
潔
め
を
行
う
た
め
に
こ
の
目
教
会
に
赴
く
こ
と
が
慣
わ
し
と
な
っ
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
は
薬
草
と
な
る
植
物
が
七
十
二
種
類
と
も
七
十
七
種
類
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
沢
山
あ
る
と
い
う
意
殊
で
あ
ろ
う
。

こ
の
昇
天
の
日
に
そ
の
中
か
ら
九
種
類
を
選
ん
で
教
会
に
持
っ
て
ゆ
く
。
吉
く
か
ら
の
し
き
た
り
で
そ
の
日
の
日
の
出
前
に
ナ
イ
フ

や
鋏
な
ど
を
用
い
ず
に
手
で
折
っ
た
り
、
根
ご
と
採
っ
て
き
て
束
に
す
る
。
こ
の
九
種
類
は
三
の
三
乗
で
、
そ
の
種
類
は
地
方
、
地

域
に
よ
っ
て
異
り
一
定
L
て
い
な
い
。
一
例
を
あ
げ
る
と
タ
チ
ジ
ヤ
コ
ウ
ソ
ウ
（
↓
｝
邑
彗
）
、
カ
、
ミ
ヅ
レ
（
内
軸
邑
目
①
）
、
ヨ
モ
ギ

（
困
9
旨
困
）
、
シ
マ
セ
ン
ブ
リ
（
弓
與
目
ω
①
目
｛
①
目
口
巨
⑦
目
片
量
鼻
）
、
ノ
コ
ギ
リ
ソ
ウ
（
ω
o
ブ
曽
厨
胃
げ
①
）
、
オ
オ
バ
コ
（
峯
①
匝
q
ユ
o
ブ
）
、
　
ア
ル

ニ
カ
（
＞
『
邑
庁
顯
）
、
ロ
ス
マ
リ
ソ
（
内
◎
ω
昌
胃
ぎ
）
、
ニ
ガ
ヨ
モ
ギ
（
オ
實
嘗
暮
）
、
オ
オ
グ
ル
マ
（
－
冒
己
與
｝
ユ
冨
邑
o
ρ
）
、
ヤ
マ
カ
ノ
コ

ソ
ウ
（
ω
潟
津
）
そ
の
ほ
か
芳
香
を
放
つ
花
や
草
な
ど
を
東
に
す
る
。
こ
の
場
合
か
な
ら
ず
黄
色
い
花
の
「
王
者
の
燭
火
」
（
肉
α
邑
霊
・

ぎ
富
①
）
と
呼
ば
れ
る
ビ
ロ
ウ
ド
モ
ウ
ズ
イ
カ
、
あ
る
い
は
小
型
の
ひ
ま
わ
り
の
よ
う
な
オ
オ
グ
ル
マ
を
中
心
に
L
て
東
ね
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
他
庭
や
薬
草
園
に
あ
る
香
料
や
辛
味
の
あ
る
草
木
の
花
や
実
、
そ
の
他
ハ
シ
バ
、
ミ
、
ナ
ナ
カ
マ
ド
、
ニ
ワ
ト
コ
、
リ

ソ
ボ
ク
、
カ
リ
ソ
な
ど
の
枝
も
折
っ
て
束
に
す
る
。
－
」
の
場
合
ナ
デ
シ
コ
、
セ
キ
チ
ク
（
乞
①
澤
①
）
を
添
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
庭
に

咲
か
せ
た
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
、
ダ
リ
ア
、
ア
ス
タ
ー
な
ど
季
節
の
花
も
携
え
る
こ
と
も
多
い
。
ナ
デ
シ
コ
、
セ
キ
チ
ク
の
赤
系
統
の
花
は

夕
立
で
落
雷
の
危
険
を
防
ぐ
と
い
わ
れ
、
こ
れ
を
部
屋
や
家
畜
小
屋
に
投
げ
る
習
俗
が
あ
る
。
薬
用
や
民
聞
習
俗
の
雷
よ
け
か
ら
は
じ

ま
っ
て
求
愛
や
結
婚
、
祝
い
に
欠
か
せ
ぬ
花
と
な
っ
て
ゆ
く
遇
程
は
十
分
た
ど
る
－
」
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
薬
草
の
東
を
毅
会
に
持

参
し
、
祭
壇
に
供
え
て
司
祭
に
潔
め
て
も
ら
う
。
場
所
に
よ
っ
て
は
、
特
別
に
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
派
修
遣
院
、
カ
プ
チ
ソ
派
の
修
道
院

な
ど
に
効
き
目
が
あ
る
と
い
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
持
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
も
あ
る
。
潔
め
て
も
ら
っ
た
あ
と
で
そ
の
家
の
主
婦
か
長
女
が
持
ち

帰
り
、
都
屋
や
祭
壇
に
飾
り
、
畜
舎
の
入
口
に
も
災
厄
除
け
に
昂
し
て
お
く
。

　
現
代
で
は
病
気
や
怪
我
を
す
る
と
直
ち
に
病
院
に
赴
い
て
診
察
を
受
け
手
当
を
し
て
も
ら
う
し
、
医
療
機
能
は
発
達
し
て
お
り
、
薬
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も
医
師
や
薬
局
か
ら
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
古
代
、
中
世
、
近
世
い
ず
れ
も
病
気
に
た
い
し
て
人
閻
は
家
庭
ご
と
に
自

分
で
防
衛
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ど
の
草
が
何
に
効
く
か
、
ど
の
よ
う
た
方
法
で
欽
む
か
、
薬
と
し
て
欽
む
た
め
に
は
ど
ん
な

状
態
に
し
て
傭
え
て
お
く
べ
き
か
は
知
っ
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
と
く
に
こ
の
八
月
十
五
日
の
昇
天
祭
か
ら
九
月
八
目
の
マ

リ
ア
誕
生
の
日
（
少
女
の
目
）
を
経
て
九
月
十
三
目
乃
至
十
五
日
頃
ま
で
を
「
マ
リ
ア
の
三
十
日
」
（
寄
弩
g
津
⑦
蔓
需
『
）
と
呼
ん
で

い
る
。
九
月
十
二
目
は
「
マ
リ
ア
命
名
の
日
」
と
い
い
こ
の
日
に
洗
礼
を
受
け
る
少
女
が
多
い
。
九
月
十
五
日
は
マ
リ
ア
の
七
つ
の
苦

難
の
祭
で
あ
る
。
こ
の
日
を
三
十
日
の
終
り
と
は
っ
き
り
見
る
傾
向
も
あ
る
。

　
薬
草
は
手
近
に
は
庭
や
家
の
周
囲
に
植
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、
や
は
り
森
や
山
、
牧
草
地
に
い
っ
て
採
集
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

こ
の
期
間
を
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
の
は
、
夏
の
絶
頂
を
遇
ぎ
、
や
が
て
太
陽
の
目
射
し
も
も
の
う
く
な
り
、
植
物
の
成
分
も
濃
厚
に
た
る
。

こ
の
期
間
に
薬
と
し
て
効
目
も
強
く
な
る
こ
と
を
人
間
は
長
い
経
験
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
か
く
し
て
こ
の
薬
草
の
成
熟
期

を
「
マ
リ
ア
の
三
十
日
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
期
間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
共
同
で
薬
草
採
り
の
作
業
が
村

落
で
行
わ
れ
た
。
ま
た
ア
ル
プ
ス
地
方
な
ど
特
殊
の
地
方
で
は
特
殊
な
薬
草
採
集
を
し
て
こ
れ
を
製
薬
会
杜
や
薬
種
業
に
原
料
と
し
て

お
ろ
す
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ど
の
薬
草
は
ど
う
い
う
風
に
蔭
干
し
す
る
か
、
粉
末
に
す
る
か
、
根
だ
げ
に
す
る
か
、
各
家
庭
で
知
っ
て
い

次
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
と
く
に
主
婦
の
務
め
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
科
学
、
医
学
を
早
く
発
達
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
発

熱
し
た
ら
す
ぐ
ア
ス
ピ
リ
ン
を
飲
み
、
風
邪
を
ひ
い
た
ら
風
邪
薬
を
欽
む
と
思
う
の
は
早
合
点
で
あ
る
。
昔
通
り
に
薬
草
を
煎
じ
、
カ

、
ミ
ッ
レ
を
沸
し
た
湯
気
を
咽
暇
に
あ
て
て
痛
み
を
と
る
療
法
を
頑
強
に
守
っ
て
い
る
人
も
い
る
、
薬
局
（
＞
召
亭
艮
①
）
と
な
ら
ん
で

本
草
学
に
よ
る
薬
種
商
（
U
8
鷺
包
①
）
も
多
く
、
双
方
を
兼
ね
た
店
も
か
な
り
あ
る
。

　
現
在
花
を
賞
美
す
る
植
物
も
元
は
薬
用
の
た
め
に
栽
培
し
て
い
た
こ
と
は
、
東
洋
も
西
洋
も
変
ら
な
い
。
薔
薇
は
本
来
そ
の
実
を
解

熱
剤
に
す
る
た
め
で
、
教
会
、
修
遣
院
、
城
砦
な
ど
で
栽
培
し
た
。
今
日
で
も
十
月
頃
に
な
る
と
赤
熱
し
た
薔
薇
の
実
が
列
を
な
し
て
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晩
秋
の
日
射
し
に
輝
や
い
て
い
る
の
も
見
事
な
美
し
さ
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
来
の
姿
で
あ
る
。
斑
排
、
紅
茶
、
カ
カ
オ
た
ど
が
ヨ
ー
ロ

ヅ
バ
の
嗜
好
飲
料
と
な
る
以
前
、
何
を
欽
ん
で
い
た
か
。
そ
れ
は
蕃
薮
の
実
の
ハ
ー
ゲ
ブ
ヅ
テ
（
｝
印
画
ミ
①
｝
巨
暮
、
）
と
か
カ
、
、
、
ツ
レ
、

あ
る
い
は
菩
提
樹
の
実
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
薬
用
か
ら
転
じ
て
肉
類
、
バ
タ
ー
、
チ
ー
ズ
な
ど
の
食
事
の
あ
と
に
飲
ん
で
い
る
。

酸
味
が
強
く
、
欽
ん
だ
あ
と
さ
っ
ぱ
り
口
を
引
き
緊
め
る
作
用
が
あ
る
。

収
　
穫
　
祭

　
こ
の
マ
リ
ア
昇
天
祭
と
同
時
に
そ
の
年
の
収
穫
を
祝
い
感
謝
す
る
祭
（
睾
暮
①
§
鼻
序
g
）
を
行
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
収
穫
の
祭
は

す
で
に
六
月
頃
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
毒
な
ど
の
よ
う
な
も
の
は
収
穫
が
早
い
の
で
そ
の
地
方
の
収
穫
祭
も
早
く
行
わ
れ
る
。

　
九
月
（
留
暮
冒
σ
9
）
は
ロ
ー
マ
暦
で
は
七
月
に
あ
た
る
。
カ
ー
ル
大
帝
は
「
収
穫
の
月
」
（
｝
㊦
ま
、
叶
嘗
凹
づ
。
亭
）
童
た
は
「
第
一
の

収
穫
の
月
」
と
呼
び
、
十
月
を
「
第
二
の
収
穫
の
月
」
と
呼
ん
だ
。
収
穫
を
み
た
す
女
神
「
フ
オ
ラ
」
（
句
。
豪
）
の
月
、
叉
は
フ
ル
マ

ソ
ト
（
句
邑
昌
陣
臣
）
と
も
呼
ぶ
。
バ
イ
エ
ル
ソ
で
は
「
ヒ
ル
グ
ス
ト
」
（
曇
繕
9
）
「
内
側
に
（
は
い
る
）
」
（
－
嘗
、
｛
、
峯
α
、
甘
、
）
。
太
陽

は
駆
車
座
に
入
る
。
こ
の
季
節
は
元
来
ゲ
ル
マ
ン
で
は
死
老
の
祀
り
が
行
わ
れ
た
が
、
教
会
の
潔
め
、
（
教
会
に
租
ら
れ
て
い
る
祖
先

の
祭
）
が
行
わ
れ
た
。
次
第
に
十
月
に
移
行
し
た
。
こ
の
月
も
八
月
と
同
じ
よ
う
に
巡
礼
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
十
月
（
◎
9
o
冨
H
）
は
ロ
ー
マ
暦
で
は
八
月
に
当
る
。
カ
ー
ル
犬
帝
の
頃
は
ラ
テ
ン
語
「
ヴ
イ
ソ
デ
、
、
、
ア
ェ
」
（
≦
邑
。
昌
｛
串
、
）
か

ら
「
風
の
月
」
一
書
書
§
。
ε
と
名
付
け
た
が
、
間
差
く
「
ワ
イ
ン
の
月
」
」
一
轟
§
自
印
一
一
と
改
め
ら
註
。
第
二
蚊

穫
の
月
で
あ
る
。
十
月
に
太
陽
は
さ
そ
り
座
に
入
る
。
ロ
ー
マ
時
代
十
月
十
五
日
は
収
穫
祭
が
あ
っ
た
。
と
く
に
こ
の
月
に
教
会
潔
め

（
匿
s
プ
峯
⑦
亭
）
が
行
わ
れ
、
ミ
ュ
ソ
ヘ
ン
で
は
十
月
祭
（
o
ζ
o
げ
實
ぼ
6
が
有
名
で
あ
る
。
十
月
は
葡
萄
摘
み
と
そ
の
祭
が
さ
か

ん
で
あ
る
。
十
月
が
霜
と
風
が
多
け
れ
ば
翌
年
の
一
月
、
二
月
は
温
和
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
ワ
イ
ン
の
月
が
暖
か
で
晴
れ
わ
た
っ
て



い
る
と
、
厳
し
い
冬
が
あ
と
に
や
っ
て
来
る
と
天
気
占
い
は
い
う
。
十
月
は
黄
葉
が
山
野
を
い
ろ
ど
る
。
葡
萄
や
蔦
の
伸
聞
に
は
紅
葉

す
る
も
の
が
あ
る
が
、
概
し
て
濃
淡
の
黄
葉
、
茶
褐
色
が
多
く
、
霧
が
立
ち
こ
め
、
霜
が
降
る
よ
う
に
な
る
。

万
聖
節
と
万
霊
節
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十
一
月
一
日
は
万
聖
節
（
≧
－
⑦
｝
邑
釘
實
）
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
十
一
月
は
霧
の
月
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
霧
が

か
か
る
こ
と
が
多
い
。
遠
く
の
森
に
か
か
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
庭
を
お
お
い
つ
つ
ん
で
も
の
を
見
え
な
く
す
る
こ
と
も
あ
る
。
木

の
葉
は
大
方
落
ち
つ
く
し
、
北
風
が
吹
い
て
寒
々
と
し
た
灰
色
の
雲
が
追
り
、
文
字
透
り
冬
の
到
来
の
間
近
を
予
感
さ
せ
る
。
渡
鳥
は

南
へ
去
っ
て
し
ま
い
、
鴨
な
ど
が
群
れ
て
鳴
き
騒
ぐ
。
こ
の
節
は
八
三
五
年
ド
イ
ツ
に
お
け
る
全
殉
教
老
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
が
は

じ
ま
り
で
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
オ
四
世
に
よ
っ
て
全
教
会
が
聖
老
を
偲
ぶ
記
念
の
祭
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
仁
」
の
日
に
長
く
ふ
く
ら
ん
だ

シ
ス
ト
リ
ー
ツ
ェ
ル
（
ω
邑
g
①
一
）
と
呼
ぶ
パ
ン
を
焼
く
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
子
供
が
地
域
の
貧
し
い
人
々
に
施
す
慣
わ
し

が
あ
り
、
代
母
、
代
父
も
そ
の
堅
信
礼
の
少
年
、
少
女
に
贈
る
。
万
聖
節
は
殉
教
に
た
お
れ
、
教
え
に
献
身
し
た
聖
者
、
福
者
へ
の
感

謝
で
あ
る
。
こ
の
日
の
夕
方
家
族
は
揃
っ
て
墓
地
に
赴
き
、
そ
の
墓
に
花
や
花
環
を
供
え
、
地
方
に
よ
っ
て
は
そ
の
土
地
の
花
や
果
案

を
な
ら
べ
、
新
し
い
き
よ
め
の
水
を
一
杯
に
し
、
常
緑
樹
の
枝
を
添
え
て
お
く
。
翌
日
の
万
霊
節
（
≧
－
①
易
g
－
竃
）
の
た
め
で
あ
る
。

次
の
万
霊
節
の
二
日
に
は
黒
服
で
も
う
一
度
墓
を
訪
れ
、
雪
に
お
お
わ
れ
る
前
に
墓
を
飾
り
、
永
生
の
た
め
の
小
さ
な
蟻
燭
を
と
も
す
。

こ
の
万
霊
節
の
蟻
燭
は
赤
い
ガ
ラ
ス
の
容
器
に
い
れ
て
あ
り
、
家
毎
に
と
も
す
小
さ
な
燭
火
が
印
象
的
で
あ
る
。
死
者
の
た
め
に
バ
ン

や
穀
物
、
生
前
の
好
物
な
ど
も
供
え
る
。
都
会
で
働
い
て
い
る
若
い
人
々
も
こ
の
祭
に
村
に
帰
っ
て
き
て
教
会
や
墓
地
を
訪
れ
る
姿
も

一
つ
の
風
景
か
も
し
れ
次
い
。
カ
ス
タ
一
；
ソ
は
古
い
枝
を
垂
ら
し
て
冬
の
姿
を
す
る
。
こ
の
日
撫
の
木
に
少
々
斧
を
あ
て
て
そ
の
木

屠
を
と
り
、
も
し
そ
れ
が
湿
っ
て
い
れ
ば
そ
の
年
の
冬
は
湿
気
の
多
い
冬
で
あ
り
、
乾
い
て
い
九
ぽ
、
厳
し
い
寒
さ
の
冬
で
あ
る
と
い



72

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
に
は
「
ゼ
ー
レ
ン
ブ
回
ー
ト
」
（
ω
8
－
9
～
9
）
「
ゼ
ー
レ
ソ
ツ
オ
プ
フ
」
（
ω
8
－
9
S
艮
）
と
い
っ
て
丸
い
小

さ
な
パ
ン
を
連
ね
た
も
の
や
お
さ
げ
編
み
の
よ
う
に
つ
づ
っ
た
バ
ソ
を
作
っ
て
供
え
る
の
も
こ
の
季
節
の
風
物
で
あ
る
。

　
万
霊
節
の
蟻
燭
が
し
ず
か
に
燃
え
て
い
る

　
多
く
の
傷
を
う
げ
た
人
閻
の
心
と
と
も
に
燃
え
て
い
る
、

　
そ
し
て
明
る
い
幸
福
か
ら
苦
難
へ
と

　
一
歩
一
歩
い
つ
も
新
た
に
不
安
な
旅
を
歩
む
、

　
わ
れ
わ
れ
が
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
は
、
夜
と
灰
色
で
は
な
い

　
手
と
手
を
敢
っ
て
わ
れ
ら
は
一
つ
と
た
っ
て
ゆ
く
、

　
彼
の
救
い
の
言
葉
ば
あ
の
輝
く
祖
国
に

　
黄
金
の
橋
を
た
て
よ
う
と
し
て
い
る

　
そ
れ
は
、
わ
た
し
は
よ
み
が
え
り
で
あ
り
、
い
の
ち
で
あ
る

　
す
べ
て
を
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
と
い
う
言
葉
で
あ
る
幽

　
英
国
で
は
万
聖
節
（
国
竺
o
尋
昌
霧
）
の
前
夜
、
十
月
三
十
日
の
こ
の
夜
を
ハ
ロ
ー
ウ
ィ
ン
（
｝
竺
o
考
①
彗
）
と
呼
ん
で
い
る
。
本

来
ド
ル
ィ
ー
ド
の
秋
の
祭
で
、
収
穫
を
祝
い
、
太
陽
神
に
感
謝
し
、
そ
の
年
の
収
穫
物
を
神
に
捧
げ
て
さ
ま
ざ
ま
の
御
馳
走
を
作
り
、

饗
宴
を
し
た
楽
し
い
祭
で
あ
っ
た
。
火
を
焚
い
て
動
物
（
鼠
、
土
竜
、
狼
等
々
）
や
魔
女
な
ど
の
姿
の
藁
人
形
を
燃
や
L
た
。
ド
ル
ィ
ー



ド
の
音
か
ら
、
死
神
や
さ
ま
ざ
ま
の
悪
霊
を
こ
の
夜
呼
び
集
め
る
。
あ
ち
こ
ち
う
ろ
つ
き
ま
わ
る
悪
霊
や
魔
女
や
害
を
も
た
ら
す
動
物

が
は
し
ゃ
ぎ
騒
ぐ
の
を
制
圧
す
る
た
め
に
、
人
間
も
火
を
焚
き
、
騒
音
を
立
て
、
仮
面
、
仮
装
し
て
・
」
れ
ら
の
デ
ー
モ
ソ
を
駆
遂
し
た

の
が
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
大
騒
ぎ
す
る
行
事
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
が
、
ハ
ロ
ー
ウ
ィ
ソ
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
う
し
た

先
住
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
置
は
ド
イ
ツ
で
は
十
二
夜
、
燥
し
夜
、
そ
の
他
フ
ァ
ス
ナ
ハ
ト
な
ど
の
行
事
に
も
濃
厚
に
痕
跡
を
の
こ

し
て
い
る
。
や
が
て
小
雪
が
降
り
つ
づ
く
よ
う
に
な
り
、
鴉
が
群
れ
を
な
し
て
畠
の
落
ち
穂
な
ど
を
あ
さ
る
。
北
海
か
ら
寒
さ
を
避
け

て
マ
ン
ト
鴎
が
ラ
イ
ン
河
に
沢
山
渡
っ
て
来
、
白
い
斑
点
を
も
つ
鴉
「
ネ
ー
ベ
ル
ク
レ
ー
ユ
」
（
髪
訂
寿
H
筆
①
）
が
姿
を
見
せ
、
冬
の

到
来
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
聖
マ
ル
チ
ン
祭
が
や
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
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⑦
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年
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り
聞
書
し
た
も
の
で
あ
る
。



ぎ
重　　Heldischer　Zeuge　Christi，

　　　uns，die　in　vie1f創tiger　Angst，

　　　rette　durch　deine　Bitten！

　　　Al1er　N6te　bist　du1eδig　und　hast　verjagt

　　　die　Seelenverderbende　gewaltige　Angst．

　　　Gnade　und　Erbarmen　er日elle　uns

　　　und　rette　uns　d岨ch　dein　Gebet，

　　　damit　wir　deinen　treuen　Kampf

　　　mit趾euden　ehren－heiliger　Georg！

§　Gr竈B　Gott，du　sch6皿er　Maien，

　　　da　bist　du　wiedm獅hier1

　　　Tust　j皿ng　und　alterfreuen

　　　mit　deiner　BIumen　Zier！

　　　Die工ieben▽6gIein　a11e，

　　　sie　singen　alsO　he11，

　　　Frau　Nachtigall　mit　Scha11e

　　　ha1：die｛Ornehmste　Ste】1，

Die　kalten　Wind　verstummen，

der　Iiimmel　ist　gar　blau．

die　lieben　Bienlein　summen

daher　auf　grOner　Au．

0ho1de　Lust　im　Maien，

da　alles　ne　erb1Oh1＝，



　　　du　kannst　mir　sellr　erfreuen

　　　正nei口　Iier留　und　mein　Gen一苗t，

　　　Klusen；Deutsche　Lieder．

g　Kaferlein，価eg，伽eg，

　　　Dein　V割ter　ist　im　Krieg，

　　　Mutter　ist　i口Pom血erland．

　　　K自ferlein伽eg！

Ernst

邊

　　　Flieg，Ka｛er，丑ieg，

　　　Dein▽ater　ist　im　Krieg，

　　　Dein　Mutter　ist　in’n　Steiel　gekroche，

　　　Hat　das　Iinke　l≡；ein　gebroche、

冨Wir　wol1㎝den　Za㎜bind㎝，

　　　Wir　binden　ein㎝Zau呵！

　　　Unsere　h廿bsch　und　fein

　　　So1l　in　den　Zaun　gebunden　sein．

g　Ko㎜m，1ieber　Mai　und　mache　die　B葛ume　wieder　Gr伽，

　　　Und　laB’ms　andem　Bache　die　kleinen　Veilchen　b1廿hn！

　　　Wie　m6chten　wir　so　Geme　ein　Vei－chen　wieder　sehn，

　　　Ach，liebef　Mai，wie　geme　ein醐al　sp乱zieren　gehn．Hv．Waltef

　　　亘ansen；Das　gr⑪Be　Hausbuch　der　Volks－ieder．

g　Der　M固i　isセgekommen，

　　　die　B加me　sch－agen　aus，

　　　d劃bleibe，wer　Lust　hat，
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　　　㎜itSo昭㎝刎Hause．

　　　wie　die　wolken　dort　wandem

　　　a㎜h｛mmelischen　Ze1t，

　　　So　stehセauch皿1ir　der　Sinn

　　　in　die　weite，weite　we蛇．（a．a．O。）

菖　Al1es　neu　macht　der　Mai，

　　　m乱cht　die　See1e　frisch　u血d｛rei．

　　　LaBt　das　Haus，kommt　hinaus！

　　　Windet　einen　Str舳B！

　　　Rings　erg蛸nzet　Sonnenschein，

　　　du｛tend　prangen　Flur　und　Hain：

　　　V6ge1sang，脳伽erklang　tδnt　den　Wald

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ent1ang，（a．a．O。）

9　Hei－iger　Geist，mit　Liebesstrah1e口

　　　strahIst　du　正neine　Seele　an，

　　　d姻sie　gar　n｛c血t　mehr　in　K批e

　　　　und　in　Dunkel　bleiben　kann，

　　　　Heiliger伽ist，mit　Gottesstimme，

　　　　ru｛st　du皿1eine　Soe1e　wach．

　　　　Ja，ich　h6re　und　ich　gehe

　　　　immer　deiner　Stim－ne　nach．

　　　　　（Fre口den－ied；E1isabeth　von　Schmidt－Pauli）

菖　S鮎rze，sieben丘a血miger　Gott，

　　　　wie曲r　i鵬Angesidlt　der　Erde，



　　　d棚舳f　mωen　D㏄hten　in　ms．

　　　neues　G1舳ben凹皿d　G1舳en　werde

　　　　（Siebe蘂肋mmiger　Gott；Margarete　Seemann）

§＝Atme　in　mir，du　Heiliger　Geist，

　　　daB　ich　Hei－iges　denke！

　　　Tfeibe　mich，du　Hei－igeT　Geist，

　　　daB　ich　Heiliges　tue！

　　　Locke　micll，du　Hei1igεr　Geist，

　　　da局　ich　Heiliges　liebe！

　　　St彗rke　mich，du　Heiliger　Geist，

　　　daBichHeiligesh肚e！

　　　H鮒em1ch，du服iligαGeist，

　　　d泌ich　es　nimmer　verlier引

　　　　　　　　（GebetdesHei－igenA㎎鵬伽us）

竃Wi娩r　ist　das　Fest　der　P命㎎sセ㎝，

　　　Wiedenaht　der　Liebe　Geist，

　　　der　d£m　Arms蛇n，dem　Geringsten，

　　　A1－en　trδstend　sich　erweist．

Blumen　b1舳en　a11erorten．

ulld　den　holden　Blumen　gleich

kOndet　mit　der　Liebe　Wort㎝

er　das　neue　Himmelreich．

き



撃
LaBt　uns　Mai’n　und　K館nze　PHむcken

nach　der　V批㎝sch6nem　Brauch！

La鮒u血s　Haus　und　T廿ren　schm廿cken，

乱ber　u皿sre　He正zen　auch！

　　　Denn　der　Geist　der　Liebe　kehret

　　　nur・in　reine　正IerZen　ei瓦，

　　　da皿ur　weiIet　er　und　lehret

　　　Gottes　Kinder　hier別sein（P丘nrich　Hoffmann　von　FaHers1eben）．

璽　　In　der　heiligen　P丘ngstnach1：abend　schlafts　nicht！

　　　So　reisen　wir　daher，亀o　reisen　wir　daher．

　　　Wir　roa帥砒er　a　grea舵Wies，begegnet　uns　Herr　Jesu　Christ．

　　　Wir　roasn鮎er　a　greane　Aus，begeg　net　uns　die　Liabe　Frau．

　　　Da　Steckn　zoagt如f　enka　Haus：Buam　singts　a　weng　und　rast　enk　aus

　　　Da　Baua　is　a　guata　Mo．．．．．．

葛　Waldvater　Eng㎞ar，Schむtzer　unserer　Auen，

　　　B枇du　an　Gottes　Tbron，bis　wir　dich　einst　schauen，

　　　Schirm　uns　in到11er　Not，

　　　F竈hr　uns2um　seligen　Tod，

　　　O　serger　E－lglmar。

冨Wo　h㏄h　im　Gr伽㎝Bayemwalde
　　　St．Englmars　KapelIe　steht，

　　　Zu　der　bei＝n－auten　Liederschaue．

　　　So㎜ancher｛romme　Pi1ger　Geht，
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　　　　Da　ziehn　auch　wir，St．Englmar　mild，

　　　　Zu　dei皿em　heil’ge皿Gn日de皿bi1d，

　　　　St．Eng1mar　mild，St　Englmar　mild，

　　　　Du　Stem　i㎜dmk1㎝Waldgemd！

璽　Maria　Br口nn　der　Gnaden，

　　　　Du1ユnsτe　Gn養dige　Frau，

　　　　Wir　ffemd1ich　d｛ch　einladen，

　　　　Aufu鵬vo蛆Hi㎜me1Scbau，

　　　　Heilige　Maria，hei1ige　Maria，Jmgfrau　rein，

　　　　GroB　und　k1ein，schrei㎝刎dir　insgemein．（Wahrfalntlieder　NR108）

魯　　Sankt　Johann，Sankt　Johann

　　　　Z衙nd　das　Sonnwendfeur　an！

　　　　A11die　Geister，die　schliefen，

　　　　kommen　a1』s直δhen　und　Tiefen：

　　　Aus　den　Bergen　Kobo1de，

　　　刮us　den　G節nden　Unholde，

　　　Nixen　aus　dem　gr竈nen　See，

　　　Riesen　aus　dem　ew’9en　Schnee，

　　　Ahnengeister　aus　de㎜SchloB，

　　　H眺en　at1f　dem　fah－en　RoB．

　　　Sankt　Johann，Sankt　Johann，

　　　Z廿nd　das　Sonnwendfeuer訊n一

　　　　　　（St．Jahann；Johannes　Theissing）

冨　Die　Al1esee1e皿kerzen　brennen1eise，



8 viel　wunde　Menschenhe吻on　brennen　mit，

und　machen　im㎜er　neu　die　bange　Reise

vom　hel1en　G脳ck洲m　Diden，Schritt伽r　Schritt．．

Wo　blieb㎝wir，Gi皿g　nic肋durch　Nachセ㎜d　Grauen

der　l…：ine　1］日it　uns　I｛and　in　1iand，

Sein　Heilandswoれwin　Goldne　Briicken　bauen，

in　jenes　lichtumg崎n2te▽ateriand：

Ich　bi日die　A凹｛stehung　und　das　Leben，

ich　wiu　euch　a11es，aues　wiedergeben！（B．M．Moebis）
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