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揺
曳
す
る
景
と
心 

│
恋
情
の
表
出
と
神
の
顕
現
と
│

佐
藤
　
陽

一
　
問
題
の
所
在

　
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
仲
哀
天
皇
八
年
九
月
に
、
熊
襲
の
討
伐
を
企
て
た
天
皇
は
、
神
功
皇
后
に
託
っ
た
神
の
言
葉
を
信
ぜ
ず
に
崩
御
し

た
。
皇
后
は
祟
り
神
の
素
性
を
知
り
、
そ
の
神
の
言
葉
に
あ
っ
た
「
眼
炎
く
金
・
銀
・
彩
色
」
の
多
く
あ
る
国
を
得
る
た
め
、
神
を
再
度
憑

り
つ
か
せ
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
時
、
複
数
の
神
が
名
告
っ
て
い
く
の
だ
が
、
本
稿
で
は
「
幡
荻
穂
に
出
し
吾
や
、
尾
田
の
吾
田
節
の
淡
郡

に
居
す
神
有
り
」
と
い
う
神
託
に
着
目
し
た
い
と
思
う
。

 

（
ａ
）
七
日
七
夜
に
逮
り
て
、
乃
ち
答
へ
て
曰
は
く
、「
神
風
の
伊
勢
国
の
、
百
伝
ふ
度
逢
県
の
、
拆
鈴
五
十
鈴
宮
に
居
す
神
、
名
は
撞

賢
木
厳
之
御
魂
天
疎
向
津
媛
命
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
亦
問
ひ
ま
を
さ
く
、「
是
の
神
を
除
き
て
復
神
有
す
や
」
と
ま
を
し
た
ま
ふ
。
答

へ
て
曰
は
く
、「
幡
荻
穂
に
出
し
吾
や
、
尾
田
の
吾
田
節
の
淡
郡
に
居
す
神
有
り
」
と
の
た
ま
ふ
。（『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
）
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憑
依
の
文
脈
の
な
か
で
宣
言
さ
れ
た
こ
の
表
現
は
、周
知
の
よ
う
に
『
萬
葉
集
』
の
恋
歌
に
顕
著
な
表
現
で
あ
る
。『
萬
葉
集
』
で
は
周
囲

の
人
間
か
ら
も
そ
れ
と
分
か
る
隠
し
き
れ
な
い
恋
情
の
表
出
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
次
の
①
〜
⑫
の
う
ち
、
②
と
⑩
を
除
き
、

序
詞
や
枕
詞
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
「
ほ
に
出
づ
（
咲
き
出
づ
・
咲
く
）」
は
、
秘
め
て
い
る
心
、
特
に
恋
情
の
表
出
、
表
明
を
表
す
。

①
見
渡
せ
ば
明
石
の
浦
に
燭
す
火
の
ほ
に
そ
出
で
ぬ
る
妹
に
恋
ふ
ら
く
（
三
・
三
二
六
門
部
王
）

②
め
づ
ら
し
き
君
が
家
な
る
は
だ
す
す
き
穂
に
出
づ
る
秋
の
過
ぐ
ら
く
惜
し
も
（
八
・
一
六
〇
一
石
川
広
成
）

③
石
上
布
留
の
早
稲
田
の
穂
に
は
出
で
ず
心
の
中
に
恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ
（
九
・
一
七
六
八
抜
気
大
首
）

④
言
に
出
で
て
言
は
ば
ゆ
ゆ
し
み
朝
顔
の
ほ
に
は
咲
き
出
ぬ
恋
も
す
る
か
も
（
十
・
二
二
七
五
）

⑤
我
妹
子
に
逢
坂
山
の
は
だ
す
す
き
穂
に
は
咲
き
出
で
ず
恋
ひ
渡
る
か
も
（
十
・
二
二
八
三
）

⑥
秋
萩
の
花
野
の
す
す
き
穂
に
は
出
で
ず
我
が
恋
ひ
渡
る
隠
り
妻
は
も
（
十
・
二
二
八
五
）

⑦
は
だ
す
す
き
穂
に
は
咲
き
出
ぬ
恋
を
我
が
す
る
玉
か
ぎ
る
た
だ
一
目
の
み
見
し
人
故
に
（
十
・
二
三
一
一
）

⑧
新
室
の
こ
ど
き
に
至
れ
ば
は
だ
す
す
き
穂
に
出
し
君
が
見
え
ぬ
こ
の
こ
ろ
（
十
四
・
三
五
〇
六
）

⑨
は
だ
す
す
き
穂
に
は
な
出
で
そ
と
思
ひ
た
る
心
は
知
ら
ゆ
我
も
寄
り
な
む
（
十
六
・
三
八
〇
〇
）

⑩
…
は
し
き
よ
し
汝
弟
の
命
な
に
し
か
も
時
し
は
あ
ら
む
を
は
だ
す
す
き
穂
に
出
づ
る
秋
の
萩
の
花
に
ほ
へ
る
や
ど
を
…

（
十
七
・
三
九
五
七
大
伴
家
持
）　　
　

⑪
鮪
突
く
と
海
人
の
燭
せ
る
い
ざ
り
火
の
ほ
に
か
出
だ
さ
む
我
が
下
思
を
（
十
九
・
四
二
一
八
大
伴
家
持
）

⑫
我
妹
子
が
何
と
も
我
を
思
は
ね
ば
含
め
る
花
の
ほ
に
咲
き
ぬ
べ
し
（
十
一
・
二
七
八
三
）

恋
情
の
表
出
と
憑
依
に
よ
る
神
の
顕
現
と
が
同
じ
「
ほ
に
出
づ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
の
は
何
故
な
の
か
。
意
外
に
も
『
日
本
書
紀
』
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と
『
萬
葉
集
』
の
い
ず
れ
の
諸
注
に
お
い
て
も
、
そ
の
理
由
に
言
及
す
る
も
の
は
管
見
の
限
り
見
あ
た
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
②
、
⑤
、
⑦
、
⑧
、
⑨
、
⑩
に
見
ら
れ
る
、「
ほ
に
出
づ
」
を
導
く
「
は
だ
す
す
き
」
の
語
に
つ
い
て
は
未
だ
明
確
な
語
釈

が
得
ら
れ
て
い
な
い
が
、
皮
（
苞
）
に
包
ま
れ
て
ま
だ
穂
の
出
て
い
な
い
薄
を
表
し
、
抽
き
出
た
穂
が
旗
の
よ
う
に
靡
く
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起

す
る
「
は
た
す
す
き
」
と
は
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
西
宮
一
民
説
が
有
力
で
あ
る）

1
（

。
西
宮
論
で
は
巻
三
・
三
〇
七
の
「
は
だ
す
す
き
」

は
、「
籠
る
」
か
ら
「
久
米
」
に
か
か
る
枕
詞
に
な
り
う
る
の
だ
と
す
る
。「
ほ
に
出
づ
」
を
導
く
「
は
だ
す
す
き
」
が
「
籠
る
」
意
の
ク
メ

の
語
を
も
引
き
出
す
の
だ
と
す
れ
ば
一
つ
の
推
移
を
考
え
ら
れ
よ
う
。
即
ち
「
ほ
に
出
づ
」
の
前
段
階
と
し
て
「
こ
も
り
」
の
状
態
が
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
は
「
火
」
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
鎮
火
祭
祝
詞
で
は
「
火
結
神
」
の
「
心
荒
び
」「
い
ち
は
や
び
」

が
火
な
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
火
の
燃
え
て
い
な
い
時
、
神
は
鎮
ま
っ
た
状
態
で
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
解

を
日
常
的
な
文
脈
で
い
え
ば
、
火
は
燧
り
出
さ
れ
る
前
に
は
燧
臼
・
燧
杵
（『
古
事
記
』
上
巻
）
や
火
打
ち
石
な
ど
の
中
に
内
在
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
こ
も
り
」
を
経
て
「
顕
現
」
へ
。
こ
う
し
た
展
開
を
考
え
た
と
き
、
森
朝
男
「
恋
の
う
わ
さ
」
の
言
説）

2
（

が
参
考
に
な
る
。
即
ち
、
通
常
は

隠
れ
て
い
る
「
神
意
」
や
「
恋
」
は
「
異
常
な
現
象
の
出
現
を
孕
」
ん
だ
り
、「
特
殊
に
熱
い
人
間
関
係
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
社
会

に
と
っ
て
は
「
厄
介
事
」
で
あ
り
タ
ブ
ー
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
同
時
に
発
か
れ
よ
う
と
す
る
圧
力
が
か
か
る
た
め
に
一
定
の
緊
張
が

生
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
「
ほ
に
出
づ
」
を
考
え
る
に
あ
た
り
示
唆
的
で
あ
る
。
森
が
述
べ
た
社
会
的
な
対
立
は
一
人
の
人

間
の
心
の
内
部
の
動
揺
・
葛
藤
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
心
の
動
揺
や
葛
藤
こ
そ
が
「
ほ
に
出
づ
」
の
本
質
な

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

恋
情
の
表
出
を
意
味
す
る
「
ほ
に
咲
く
」
は
阿
蘇
瑞
枝
『
全
注
』
の
④
に
つ
い
て
の
語
釈
に
よ
れ
ば
「
恋
す
る
気
持
を
顔
色
や
態
度
に
あ
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ら
わ
し
た
り
、
口
に
出
し
て
言
っ
た
り
す
る
こ
と
」
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
恋
人
の
名
や
恋
情
を
口
に
出
す
こ
と
に
着
目
し
、「
ほ
に
（
咲

き
）
出
づ
」
と
い
う
こ
と
を
古
代
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
確
認
し
よ
う
。「
ほ
に
出
づ
」
は
多
く
打
ち
消
し
を
伴
っ
て
お

り
、
そ
れ
が
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
だ
が
、
特
に
着
目
さ
れ
る
の
が
④
の
「
言
に
出
で
て
言
は
ば
ゆ
ゆ
し
み
」
と
い
う
表

現
で
あ
る
。
④
で
は
「
ほ
に
咲
き
出
」
づ
と
は
恋
人
の
名
や
恋
い
焦
が
れ
る
心
の
裡
を
口
に
出
し
て
し
ま
う
こ
と
の
謂
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ら
が
「
ゆ
ゆ
し
」
き
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
次
に
掲
げ
る
⑬
に
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
⑭
、
⑮
で
は
「
忌
む
べ
き
も
の
」
で

あ
る
と
さ
れ
る
。

⑬
隠
り
沼
の
下
ゆ
恋
ふ
れ
ば
す
べ
を
な
み
妹
が
名
告
り
つ
ゆ
ゆ
し
き
も
の
を
（
十
一
・
二
四
四
一
）

⑭
隠
り
沼
の
下
に
恋
ふ
れ
ば
飽
き
足
ら
ず
人
に
語
り
つ
忌
む
べ
き
も
の
を
（
十
一
・
二
七
一
九
）

⑮
思
ひ
に
し
余
り
に
し
か
ば
す
べ
を
な
み
我
は
言
ひ
て
き
忌
む
べ
き
も
の
を
（
十
二
・
二
九
四
七
）

⑯
隠
り
沼
の
下
ゆ
は
恋
ひ
む
い
ち
し
ろ
く
人
の
知
る
べ
く
嘆
き
せ
め
や
も
（
十
二
・
三
〇
二
一
）

⑰
白
玉
の
人
の
そ
の
名
を 

な
か
な
か
に
言
を
下
延
へ 

逢
は
ぬ
日
の
ま
ね
く
過
ぐ
れ
ば 

恋
ふ
る
日
の
重
な
り
行
け
ば
思
ひ
遣
る

た
ど
き
を
知
ら
に
肝
向
か
ふ
心
砕
け
て
玉
だ
す
き
か
け
ぬ
時
な
く
口
止
ま
ず
我
が
恋
ふ
る
児
を
玉
釧
手
に
取
り
持
ち
て
ま

そ
鏡
直
目
に
見
ね
ば
し
た
ひ
山
下
行
く
水
の
上
に
出
で
ず
我
が
思
ふ
心
安
き
そ
ら
か
も（
九
・
一
七
九
二　

田
辺
福
麻
呂
歌
集
）

し
た
が
っ
て
、
⑯
に
あ
る
よ
う
に
、
古
代
の
人
は
自
ら
の
抱
く
恋
情
の
表
出
を
忌
避
し
、「
こ
も
り
」
の
状
態
に
留
め
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、

時
に
恋
情
は
当
の
本
人
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
⑬
〜
⑮
は
そ
の
例
で
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
に
至
っ
た
理
由
を
⑬
や
⑮
で
は

「
す
べ
を
な
み
」
と
す
る
。
ひ
た
す
ら
に
募
っ
て
ゆ
く
恋
心
は
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
遂
に
表
出
に
至
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
恋
と
い
う
も
の
は
秘
匿
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
熱
に
浮
か
さ
れ
る
よ
う
に
表
出
へ
と
向
か
っ
て
し
ま
う
。



─ 26 ─ （267）

⑰
に
お
い
て
、「
言
を
下
延
へ
」、「
上
に
出
で
ず
」
に
恋
情
を
秘
匿
し
よ
う
と
す
る
男
が
「
口
止
ま
ず）

3
（

」、
つ
ま
り
「
そ
の
人
の
名
を
言
っ
て

口
が
止
む
こ
と
な
く
動
き
続
け
る
」（
金
井
清
一
『
全
注
』）
と
い
っ
た
様
相
を
呈
し
て
し
ま
う
の
は
、
心
の
葛
藤
と
主
体
性
の
喪
失
と
を
如

実
に
示
し
て
い
よ
う
。
し
た
が
っ
て
「
ほ
に
出
づ
」
と
い
う
こ
と
が
畏
怖
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
自
ら
の
意
志
に
反
し
て
為
さ
れ
て
し
ま
う

も
の
だ
か
ら
と
も
言
え
る
。
⑫
は
恋
の
手
管
と
い
っ
た
観
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
表
現
の
根
底
に
は
意
志
と
は
関
係
な
く
表
出
へ
と
向
か
っ

て
し
ま
う
恋
情
へ
の
危
惧
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
意
志
に
反
し
て
表
出
に
向
か
う
恋
情
が
「
ほ
に
出
づ
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
神
の
顕
現
と
繫
が
っ
て
い
く

の
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
①
〜
⑫
の
「
ほ
に
出
づ
」
を
導
く
景
を
検
討
し
て
い
く
。
鈴
木
日
出
男
は
「
枕
詞
序
詞
の
長
短
い
ず

れ
で
あ
れ
、
ま
た
語
義
語
音
の
ど
れ
を
契
機
に
す
る
か
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
物
象
叙
述
と
心
象
叙
述
と
は
論
理
的
に
無
関
係
で
あ
り
な
が

ら
そ
の
二
つ
が
直
感
的
に
ひ
び
き
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る）

4
（

。
ま
た
、
多
田
一
臣
は
『
萬
葉
集
』
の
寄
物
陳
思
歌
に
つ
い
て
「
景

に
触
発
さ
れ
る
こ
と
で
始
め
て
発
見
さ
れ
た
心
の
姿
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
」
と
言
う）

5
（

。
つ
ま
り
、
心
を
考
え
る
に
は
景
の
質
の
検
討
が
不

可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

①
〜
⑫
に
お
け
る
、「
ほ
に
出
づ
（
咲
き
出
づ
・
咲
く
）」
を
導
く
景
は
漁
り
火
、
は
だ
す
す
き
（
す
す
き
）、
早
稲
田
、
朝
顔
、
花
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
、
具
体
的
な
種
類
の
不
明
な
⑫
の
「
花
」
と
未
だ
定
説
を
見
な
い
④
の
「
朝
顔
」
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
象
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
こ
う
。

二
　「
ほ
に
出
づ
」
を
導
く
動
的
な
景
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「
ほ
に
出
づ
」
と
い
う
表
現
を
引
き
出
す
物
象
を
概
観
し
て
感
じ
る
こ
と
。
そ
れ
は
、
多
く
が
動
的
な
景
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
ａ
）

の
「
幡
荻
」
は
「
は
た
す
す
き
」
と
訓
読
さ
れ
る
が
、「
は
た
」
は
夙
に
賀
茂
真
淵
『
冠
辞
考
』
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
風
に
靡
く
旗
の
様
子

に
近
似
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
。『
萬
葉
集
』
中
で
薄
が
風
に
靡
く
様
子
を
歌
う
も
の
は
多
い
と
は
言
え
な
い
が
、「
は
た
す
す
き
」
と
い
う

熟
語
の
存
在
は
薄
と
言
え
ば
風
に
揺
ら
め
く
姿
の
印
象
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

⑱･･･

は
た
す
す
き
本
葉
も
そ
よ
に 

秋
風
の
吹
き
来
る
夕
に･･･

（
十
・
二
〇
八
九
）

⑲
秋
の
野
の
尾
花
が
末
の
生
ひ
な
び
き
心
は
妹
に
寄
り
に
け
る
か
も
（
十
・
二
二
四
二
）

⑳
高
円
の
尾
花
吹
き
越
す
秋
風
に
紐
解
き
開
け
な
直
な
ら
ず
と
も
（
二
十
・
四
二
九
五
大
伴
池
主
）

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
「
は
だ
す
す
き
」
は
そ
れ
と
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、「
は
だ
す
す
き
」
が
出
穂
直
前
の
様
子
を
表
す
の

だ
と
す
れ
ば
、
出
穂
し
た
「
は
た
す
す
き
」
の
風
に
靡
く
様
子
が
、
忌
避
さ
れ
る
べ
き
景
と
し
て
人
々
の
脳
裏
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
は
ず

だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
ほ
に
出
づ
」
を
導
く
景
と
し
て
の
薄
は
、
そ
の
動
態
が
印
象
さ
れ
た
の
だ
と
本
稿
で
は
考
え
る
。

　

ま
た
、
薄
に
限
ら
ず
イ
ネ
科
の
植
物
は
そ
の
形
状
ゆ
え
に
微
風
で
も
靡
き
易
く
、
目
に
よ
く
付
く
。
加
え
て
、
稲
の
場
合
は
出
穂
の
時
期

の
二
百
十
日
や
二
百
二
十
日
頃
の
風
が
収
穫
を
左
右
す
る
か
ら
、
風
に
靡
く
穂
へ
の
眼
差
し
は
よ
り
切
実
だ
っ
た
ろ
う）

6
（

。
次
の
歌
は
そ
の
あ

た
り
の
消
息
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

㉑
秋
の
田
の
穂
向
き
の
寄
れ
る
片
寄
り
に
我
は
物
思
ふ
つ
れ
な
き
も
の
を
（
十
一
・
二
二
四
七
）

「
寄
る
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
内
田
賢
徳
が
「
ヨ
ル
も
の
自
体
が
動
揺
し
つ
つ
移
動
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る）

7
（

が
、「
穂

向
き
」
の
語
は
「
秋
に
稲
穂
が
実
っ
て
穂
先
の
一
方
に
向
く
こ
と
を
言
う
」（
稲
岡
耕
二
『
全
注
』
一
一
四
注
）
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
㉑
の
序

詞
は
今
ま
さ
に
稲
穂
が
風
に
靡
い
て
い
る
さ
ま
を
歌
っ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
稲
穂
が
一
方
向
に
傾
く
の
に
は
風
の
影
響
も
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あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
福
井
県
敦
賀
市
金
山
の
金
山
彦
神
社
で
一
九
二
五
年
ご
ろ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
ナ
リ
ハ
イ
と
い
う
田
遊
び
の
、

正
徳
四
（
一
七
一
四
）
年
の
奥
付
を
持
つ
次
第
書
に
次
の
よ
う
な
詞
章
の
あ
る）

8
（

こ
と
が
参
考
に
な
る
。

あ
ら
た
の
し
や
。
東
の
畷
に
か
ぜ
ふ
け
（
風
吹
け
）バ
、
西
の
な
わ
て
に
穂
ぶ
さ
（
房
）ハ
ゆ
ら
り
、
西
の
畷
ニ
風
吹
け
バ
、
東
の
な
わ
て
に

ほ
ぶ
さ
ハ
ゆ
ら
り
、
ゆ
ら
り
志
ゃ
ら
り
と
出
来
お
こ
し
ま
す
所
を
、
な
り
わ
い
の
翁
ハ
三
ヶ
月
な
り
の
鎌
を
腰
に
さ
し
、
ね
り
寄
（
り
）

立
よ
り
み
な
口
の
町
の
よ
き
所
を
、
ひ
と
鎌
刈
て
ハ
田
の
神
ニ
ま
い
ら
せ･･･

（
括
弧
内
は
新
井
恒
易
に
よ
る
）

先
に
風
に
靡
く
稲
穂
を
注
視
す
る
人
々
の
心
に
は
荒
い
風
へ
の
懸
念
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
の
風
は
好
ま
し
い
も
の
と
し
て

眼
差
さ
れ
て
い
る
。
岩
手
県
上
閉
伊
郡
土
淵
村
字
野
崎
（
現
遠
野
市
）
の
田
植
踊
の
歌
に
「
前
田
の
早
稲
は
そ
よ
め
く
／
そ
よ
り
め
か
ば
お

刈
り
な
さ
れ
や
」
と
い
う
一
節
が
あ
る）

9
（

の
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
稲
穂
の
靡
き
方
で
稲
刈
り
の
時
期
の
到
来
を
知
る
と
い
う
慣
習
の
あ
っ
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
読
人
知
ら
ず
の
歌
「
昨
日
こ
そ
早
苗
取
り
し
か
い
つ
の
ま
に
稲
葉
そ
よ
ぎ
て
秋
風
の
吹
く
」（
秋

歌
上
・
一
七
二
）
な
ど
は
、
そ
う
し
た
経
験
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か）

10
（

。

　

稲
作
民
俗
に
お
い
て
は
、
稲
田
の
風
に
吹
か
れ
る
様
子
は
人
々
に
荒
風
の
不
安
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
来
る
べ
き
豊
穣
を
予
感
さ
せ
も
し

た）
11
（

。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
、
農
事
に
携
わ
る
人
々
の
複
雑
な
心
持
ち
を
踏
ま
え
た
と
き
に
注
意
さ
れ
る
の
が
『
萬
葉
集
』
巻
十
秋
雑
歌
「
詠

風
」
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。

㉒
恋
ひ
つ
つ
も
稲
葉
か
き
別
け
家
居
れ
ば
乏と

も

し
く
も
あ
ら
ず
（
乏
不
有
）
秋
の
夕
風
（
十
・
二
二
三
〇
）

「
家
」
は
「
持
田
の
周
辺
」
の
「
小
屋
」（
新
編
全
集
頭
注
）
で
問
題
は
な
い
。「
秋
田
刈
る
旅
の
廬
り
に
」（
十
・
二
二
三
五
）
と
あ
る
の
を
参

考
に
す
れ
ば
、
仮
小
屋
に
泊
ま
り
こ
む
の
は
稲
刈
り
の
前
後
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
阿
蘇
『
全
注
』
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
「
稲
葉
を
そ
よ

が
せ
て
吹
く
秋
の
風
へ
の
関
心
が
か
な
り
の
比
重
を
占
め
て
い
る
の
で
、「
風
を
詠
む
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
周
囲
が
一
面
の
稲
田
で
、
収
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穫
直
前
の
成
熟
し
き
っ
た
稲
は
、
吹
く
風
を
受
け
て
、
穂
も
葉
も
ざ
わ
ざ
わ
と
動
き
、
そ
の
稲
田
の
上
を
渡
っ
て
来
る
夕
風
は
、
京
を
吹
く

風
と
は
ひ
と
味
異
な
る
感
興
を
覚
え
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
が
、
作
者
の
感
じ
た
心
を
「
ひ
と
味
異
な
る
感
興）

12
（

」
と
い
う
こ
と
で
は

済
ま
せ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。「
と
も
し
く
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
表
現
に
は
屈
折）

13
（

が
あ
る
。『
萬
葉
集
』
中
に
お
い
て
好
ま
し
く
な
い
事
態
や
状

況
を
「
〜
も
（
は
）
あ
ら
ず
」
と
打
ち
消
す
時
に
は
単
純
に
反
対
の
意
を
表
す
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
と
も
言
い
切
れ
な
い
複
雑
な
心
境
を

露
呈
す
る）

14
（

。「
と
も
し
」
は
多
田
一
臣
『
全
解
』
の
述
べ
る
よ
う
に
「
対
象
へ
の
欠
乏
感
か
ら
、
そ
れ
を
求
め
た
い
と
す
る
感
情
を
示
す
語
」

だ
が
、「
と
も
し
く
も
あ
ら
ず
」
は
「
充
分
に
吹
い
て
い
る
の
で
も
の
足
り
な
く
思
う
こ
と
も
な
い
」
と
は
言
い
切
れ
ぬ
微
妙
な
心
の
あ
り
よ

う
を
表
す
の
だ
。「
秋
の
夕
風
」
に
充
足
を
覚
え
な
が
ら
も
満
足
と
は
言
え
な
い
作
者
の
心
意
の
背
景
に
は
、先
に
見
た
よ
う
な
穂
孕
み
か
ら

収
穫
の
時
期
に
か
け
て
の
不
安
と
期
待
と
が
な
い
交
ぜ
に
な
っ
た
感
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
こ
う
し
た
両
義
的
な
眼
差
し
の

淵
源
を
辿
っ
て
い
け
ば
、
揺
れ
動
く
景
に
対
す
る
原
始
的
な
感
情
に
行
き
当
た
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
第
五
節
に
言
及
す
る
。

　

最
後
に
①
と
⑪
の
漁
り
火
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
贅
言
を
尽
く
す
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
題
詞
に
よ
れ
ば
①
、
⑪
と
も
に
嘱
目
の

景
を
歌
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。門
部
王
や
大
伴
家
持
の
見
た
篝
火
は
そ
の
形
や
明
る
さ
を
絶
え
ず
変
え
な
が
ら
波
間
で
揺
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
。

三
　
神
の
火
の
伝
承
と
灯
火
に
揺
ら
め
く
幻
影

　
「
ほ
に
出
づ
」
を
引
き
出
す
の
は
す
ぐ
れ
て
動
的
な
景
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
だ
が
、そ
の
こ
と
か
ら
何
が
分
か
る
の
か
。
先
ず
『
肥

前
国
風
土
記
』
の
「
火
の
国
」
の
名
の
由
来
と
し
て
語
ら
れ
る
二
つ
の
怪
火
の
伝
承
を
挙
げ
て
み
よ
う
。（
ｂ
）
は
崇
神
天
皇
代
に
、肥
後
国

の
土
蜘
蛛
討
伐
に
遣
わ
さ
れ
た
健
緒
組
が
虚
空
か
ら
白
髪
山
に
降
り
て
き
た
火
を
見
た
話
、（
ｃ
）
は
、
景
行
天
皇
が
筑
紫
の
国
を
巡
行
し
た



─ 30 ─ （263）

と
き
に
遭
難
し
、
八
代
郡
で
燃
え
る
火
を
目
指
し
て
事
な
き
を
得
た
話
で
あ
る
。

（
ｂ
）
茲
に
、
健
緒
組
、
勅
を
奉
り
て
悉
に
誅
ひ
滅
ぼ
し
き
。
兼
、
国
裏
を
巡
り
て
消
息
を
観
察
し
に
、
八
代
の
郡
の
白
髪
山
に
到
り
て

日
晩
れ
て
止
宿
る
。
そ
の
夜
、
虚
空
に
火
あ
り
、
自
然
に
燎
え
、
稍
々
に
降
下
り
て
、
こ
の
山
に
就
き
て
燎
え
し
時
に
、
健
緒
組
、
見

て
驚
き
恠
し
む
。
朝
庭
に
参
り
上
り
て
奏
言
し
け
ら
く
、「
臣
、
辱
く
も
聖
命
を
被
り
て
、
遠
く
西
の
戎
を
誅
ふ
に
、
刀
刃
を
霑
ら
さ
ず

て
梟
鏡
自
づ
か
ら
滅
え
ぬ
。
威
霊
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
何
そ
然
あ
る
こ
と
を
得
む
や
」
と
ま
を
す
。
ま
た
、
燎
火
の
状
を
挙
げ
て
奏

し
聞
ゆ
。（『
肥
前
国
風
土
記
』
総
記
）

（
ｃ
）
海
を
度
り
ま
す
間
に
、
日
没
れ
て
夜
冥
く
、
著
く
所
を
知
ら
ず
。
忽
ち
に
火
の
光
あ
り
、
遥
け
く
行
の
前
に
視
ゆ
。
天
皇
、
棹

人
に
勅
曰
り
た
ま
ひ
し
く
、「
直
に
火
の
処
を
指
せ
」
と
の
り
た
ま
ひ
し
か
ば
、
勅
に
応
へ
て
往
き
、
果
に
は
崖
に
著
く
こ
と
得
た
り
。

天
皇
詔
下
り
た
ま
ひ
し
く
、「
火
の
燎
ゆ
る
処
は
、
こ
は
何
と
号
く
る
界
そ
。
燎
ゆ
る
火
は
、
ま
た
何
と
為
る
火
そ
」
と
の
り
た
ま
ふ
。

土
人
奏
言
し
し
く
、「
こ
は
是
れ
、
火
の
国
八
代
の
郡
火
の
邑
な
り
。
た
だ
火
の
主
を
知
ら
ず
」
と
ま
を
す
。
時
に
、
天
皇
、
群
臣
に
詔

曰
り
た
ま
ひ
し
く
、「
今
、
こ
の
燎
ゆ
る
火
は
、
こ
れ
人
の
火
に
あ
ら
ず
。
火
の
国
と
号
く
る
所
以
、
そ
の
尓
る
由
を
知
る
」
と
の
り
た

ま
ひ
き
。（『
肥
前
国
風
土
記
』
総
記
）

（
ｃ
）
と
同
様
の
記
事
は
『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
十
八
年
五
月
条
に
も
見
ら
れ
る
。
両
者
の
「
火
」
は
と
も
に
夜
間
に
発
生
し
て
い
る
。
ま

た
、（
ｃ
）
の
「
火
」
は
不
知
火
の
名
の
由
来
を
語
る
伝
承
だ
ろ
う
が
、
山
下
太
利
に
よ
れ
ば
八
代
海
沿
岸
で
発
生
す
る
不
知
火
は
「
膨
張
・

分
離
・
飛
散
・
明
減マ

マ

・
揺
動
等
、
千
変
万
化
の
」
動
態
を
見
せ
る
と
い
う）

15
（

。
こ
れ
を
天
皇
は
「
人
の
火
に
は
あ
ら
ず
」
と
断
定
し
て
い
る
。

（
ｂ
）
も
お
そ
ら
く
同
様
に
理
解
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
夜
の
闇
に
浮
か
び
変
化
し
て
止
ま
な
い
火
光
は
見
る
者
に
畏
怖
の
念
を
与
え
る
。
だ
が

「
虚
空
に
火
あ
り
、
自
然
に
燎
え
、
稍
々
に
降
下
り
て
、
こ
の
山
に
就
き
て
燎
え
し
時
に
」
と
い
う
筆
致
は
、
健
緒
組
が
ゆ
っ
く
り
と
降
下
し
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て
く
る
「
火
」
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
も
感
じ
さ
せ
る
。
一
心
に
火
を
見
つ
め
る
と
き
の
忘
我
の
境
が
古
代
の
人
を
し
て
神
霊
や
そ

の
活
動
を
感
得
さ
せ
る
一
つ
の
契
機
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

火
を
凝
然
と
見
つ
め
る
古
代
人
の
心
境
は
、『
萬
葉
集
』
か
ら
も
見
い
だ
せ
る
。

㉓
灯
火
の
か
げ
に
か
が
よ
ふ
う
つ
せ
み
の
妹
が
笑
ま
ひ
し
面
影
に
見
ゆ
（
十
一
・
二
六
四
二
）

武
田
祐
吉
『
全
註
釈
』
は
右
の
歌
に
つ
き
「
作
者
も
、
今
、
燈
火
に
対
し
て
妻
を
想
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
犬
飼
公
之

が
㉓
の
面
影
に
言
及
し
て
「
光
の
揺
ら
ぎ
に
交
錯
し
て
現
れ
る
」
と
す
る）

16
（

の
も
同
様
の
理
解
だ
ろ
う
。
揺
ら
ぐ
光
に
面
影
が
彷
彿
と
す
る
と

い
う
両
氏
の
見
解
は
本
稿
に
と
っ
て
魅
力
的
だ
が
、
近
年
の
諸
注
に
は
受
け
継
が
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
阿
蘇
瑞
枝
『
全
歌
講
義
』
は
「
実

際
に
作
者
が
妻
の
も
と
を
尋
ね
て
、
夜
燈
火
の
下
で
逢
っ
た
時
の
、
そ
の
現
実
の
生
き
生
き
と
し
た
い
と
し
い
妻
の
笑
顔
が
面
影
に
見
え
て

い
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
確
か
に
「
か
げ
に
か
が
よ
ふ
」
は
「
う
つ
せ
み
の
妹
が
笑
ま
ひ
」
に
か
か
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
歌

の
時
点
で
の
現
在
に
お
い
て
独
り
で
い
る
男
が
い
か
な
る
状
況
で
面
影
を
見
た
の
か
は
い
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
だ
が
そ
れ
で
も
な
お
、
物

思
う
男
の
見
つ
め
る
先
に
灯
火
が
揺
ら
め
い
て
い
た
の
だ
と
す
る
理
解
は
荒
唐
無
稽
と
は
い
え
ま
い
。

　

恋
う
る
相
手
の
面
影
は
、
例
え
ば
「
ま
そ
鏡
面
影
去
ら
ず
」（
十
一
・
二
六
三
四
）
と
い
う
よ
う
に
さ
や
か
な
輪
郭
を
も
つ
像
を
想
起
さ
せ

る
場
合
も
あ
る
が
、
次
の
歌
は
こ
う
し
た
例
と
は
様
相
を
異
に
す
る
。

㉔
海
神
の
神
の
命
の
み
櫛
笥
に
貯
ひ
置
き
て
斎
く
と
ふ
玉
に
ま
さ
り
て
思
へ
り
し
我
が
子
に
は
あ
れ
ど
う
つ
せ
み
の
世
の

理
と
ま
す
ら
を
の
引
き
の
ま
に
ま
に
し
な
ざ
か
る
越
路
を
さ
し
て
延
ふ
つ
た
の
別
れ
に
し
よ
り
沖
つ
波
撓
む
眉
引
き
大

船
の
ゆ
く
ら
ゆ
く
ら
に
面
影
に
も
と
な
見
え
つ
つ
か
く
恋
ひ
ば
老
ひ
付
く
我
が
身
け
だ
し
堪
へ
む
か
も（
十
九
・
四
二
二
〇　

大
伴
坂
上
郎
女
）
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「
大
船
の
ゆ
く
ら
ゆ
く
ら
に
」
は
、
青
木
生
子
『
全
注
』
や
多
田
『
全
解
』
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
娘
の
大
嬢
に
恋
い
焦
が
れ
る
坂
上
郎
女
の

心
の
動
揺
を
形
容
す
る
が
、
同
時
に
面
影
の
「
見
え
方
」
を
表
し
て
も
い
よ
う
。
そ
れ
は
輪
郭
も
朧
気
に
揺
れ
る
娘
の
幻
影
で
あ
っ
た
。
で

は
な
ぜ
面
影
は
揺
れ
動
く
も
の
と
し
て
見
ら
れ
た
の
か
。
筑
紫
へ
の
旅
の
途
上
に
あ
る
防
人
の
歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

㉕
我
が
妻
は
い
た
く
恋
ひ
ら
し
飲
む
水
に
影
さ
へ
見
え
て
よ
に
忘
ら
れ
ず
（
十
九
・
四
三
二
二
若
倭
部
身
麻
呂
）

こ
の
歌
で
は
家
に
残
し
た
妻
の
面
影
を
水
影
の
な
か
に
認
め
て
い
る
。
㉓
に
見
え
る
「
か
が
よ
ふ
」
は
集
中
に
二
例
を
見
出
す
だ
け
が
、
も

う
一
例
は
㉕
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
参
考
に
な
ろ
う
。

㉖
見
渡
せ
ば
近
き
も
の
か
ら
岩
隠
り
か
が
よ
ふ
玉
を
取
ら
ず
は
止
ま
じ
（
六
・
九
五
一
笠
金
村
歌
集
）

「
か
が
よ
ふ
」玉
は
光
の
屈
折
や
水
面
の
波
立
ち
に
よ
っ
て
た
ゆ
た
う
姿
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
㉕
で
妻
の
面
影
が
ほ
の
見
え
た
の
は
水

底
で
は
な
い
が
、
絶
え
ず
変
化
す
る
水
面
が
光
を
乱
反
射
す
る
中
で
面
影
が
よ
ぎ
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
妻
の
影
は
「
か
が
よ
ふ
」
て
い

た
の
だ
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
あ
る
種
の
面
影
は
も
の
の
揺
ら
め
き
や
た
ゆ
た
い
の
な
か
で
看
取
さ
れ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
㉓
に
お
い
て
、
ひ
と
り
「
妹
」

の
面
影
を
見
る
男
の
視
線
の
先
に
は
揺
ら
め
く
灯
火
が
あ
っ
た
と
考
え
る
蓋
然
性
は
高
い
と
言
え
よ
う）

17
（

。
闇
の
中
で
揺
動
す
る
灯
火
を
じ
っ

と
見
つ
め
る
う
ち
に
、
物
狂
お
し
い
よ
う
な
心
持
ち
に
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
ふ
と
恋
人
の
面
差
し
が
よ
ぎ
っ
た
、
そ
う
理
解
し
た
い
。

　

以
上
、「
ほ
に
出
づ
」
を
導
く
漁
り
火
と
質
的
に
近
似
す
る
景
を
検
討
し
た
。
不
知
火
を
神
の
霊
威
と
見
な
す
こ
と
と
、
灯
火
の
揺
ら
ぎ
の

う
ち
に
「
妹
」
の
面
影
を
見
い
だ
す
こ
と
。
こ
れ
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
根
底
に
あ
る
も
の
は
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
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四
　
植
物
を
靡
か
せ
る
神
と
霊
魂

　

続
い
て
薄
な
ど
の
イ
ネ
科
の
植
物
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
は
祭
式
と
ゆ
か
り
が
深
い
。
例
え
ば
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
七
段
一

書
第
二
で
は
、
天
石
窟
に
さ
し
籠
っ
た
日
神
を
招
く
た
め
に
鏡
、
幣
、
玉
、
榊
の
玉
籤
な
ど
の
祭
具
と
と
も
に
「
五
百
箇
野
薦
の
八
十
玉
籤
」

が
用
意
さ
れ
た
。
新
編
全
集
に
よ
れ
ば
「
野
薦
」
は
「
野
に
生
え
る
萱
・
薄
・
篠
の
類
」
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
薄
で
あ
る
と
は
限
ら
な

い
。
だ
が
、
諏
訪
神
社
上
社
の
御
射
山
神
事
で
薄
が
「
山
の
御
手
幣
」
と
し
て
奉
献
さ
れ）

18
（

、
山
梨
県
富
士
吉
田
市
の
浅
間
神
社
の
芒
祭
り
に

お
い
て
氏
子
が
薄
の
御
幣
を
持
つ）

19
（

と
い
う
民
俗
事
例
に
鑑
み
れ
ば
、「
五
百
箇
野
薦
八
十
玉
籤
」
に
は
薄
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、『
枕
草
子
』
能
因
本
は
葦
の
花
が
「
み
て
ぐ
ら
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
記
す
。
御
射
山
神
事
に
お
い
て
薄
が
「
山
の
御
手
幣
」
と

し
て
奉
献
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
葦
の
花
を
「
み
て
ぐ
ら
」
と
し
て
用
い
た
経
験
が
背
後
に
あ
る
も
の
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
み
て
ぐ
ら
」
は
元
来
「
神
の
依
り
坐
す
と
こ
ろ
」
で
あ
っ
た
（『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』）
と
す
れ
ば
、葦
は
神
の
依
代
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
「
葦
の
花
」
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
と
り
わ
け
「
穂
」
こ
そ
が
肝
要
で
あ
り
、
来
臨
す
る
神
の
目
標
に

な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
歌
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

㉗
は
だ
す
す
き
尾
花
逆
葺
き
黒
木
も
ち
造
れ
る
室
は
万
代
ま
で
に
（
巻
八
・
一
六
三
七
元
正
太
上
天
皇
）

一
六
三
八
番
歌
の
左
注
に
よ
れ
ば
、
こ
の
御
製
歌
は
長
屋
王
の
佐
保
の
邸
宅
で
肆
宴
が
催
さ
れ
た
時
の
も
の
だ
と
い
う
。
新
編
全
集
は
こ
の

「
室
」
を
「
太
上
天
皇
お
よ
び
天
皇
の
来
臨
を
賀
し
て
殊
更
に
野
趣
に
満
ち
た
殿
舎
を
造
り
営
ん
だ
も
の
」
と
す
る
。
集
中
に
お
い
て
臣
下
が

天
皇
を
迎
え
て
肆
宴
を
催
し
た
例
と
し
て
、
左
大
臣
橘
諸
兄
が
、
や
は
り
元
正
太
上
天
皇
の
来
臨
を
仰
い
だ
巻
十
八
・
四
〇
五
八
〜
四
〇
六
〇
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の
例
が
あ
る
が
、
四
〇
五
九
に
「
橘
の
下
照
る
庭
に
殿
建
て
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
㉗
の
「
室
」
も
新
た
に
営
ま
れ
た
も
の
と
考
え
て
良

い
。
さ
ら
に
、
黒
木
の
ま
ま
柱
に
使
い
、
厚
く
葺
く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
耐
久
性
で
は
通
常
の
葺
き
方
に
劣
る
も
の
の
方
法
と
し
て
は

簡
便
な
逆
葺
き
で
屋
根
を
葺
い
て
い
る）

20
（

点
か
ら
、
仮
設
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
こ
れ
を
「
野
趣
に
満
ち
た
殿
舎
」
と
す
る

の
は
表
層
的
な
理
解
に
過
ぎ
る
。『
儀
式
』
で
は
大
嘗
祭
に
お
い
て
悠
紀
・
主
基
両
郡
の
稲
実
院
の
諸
施
設
に
つ
い
て
「
並
以
黒
木
搆
作
倒
葺
」

と
す
る
こ
と
、
北
野
の
表
内
院
の
神
座
殿
も
ま
た
「
搆
以
黒
木
用
萱
倒
葺
」
と
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
鹿
持
雅
澄
『
古
義
』
が
「
神
座
め

き
て
作
り
構
へ
」
た
と
す
る
の
に
従
う
べ
き
だ
ろ
う
。
㉗
の
「
室
」
は
両
天
皇
を
ま
れ
び
と
と
し
て
迎
え
る
た
め
の
殿
舎
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
神
殿
の
様
式
が
逆
葺
き
で
あ
る
の
は
単
に
簡
便
さ
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
大
嘗
祭
の
北
野
の
内
院
に
お
い
て
、

特
に
八
間
神
座
殿
の
み
が
「
用
萱
倒
葺
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
で
葦
の
花
が
「
み
て
ぐ
ら
」
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
な

ど
を
思
う
と
、
外
側
に
向
け
ら
れ
た
萱
の
穂
は
、
文
字
通
り
神
の
「
ほ
に
出
づ
る
」
し
る
し
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

そ
う
し
て
葺
か
れ
た
穂
が
風
に
靡
く
時
に
こ
そ
、
神
霊
の
来
臨
は
最
も
強
く
実
感
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
土
橋
寛
は
先
掲
（
ａ
）
の
「
幡

荻
穂
に
出
し
吾
や
」
に
つ
い
て
、
幡
荻
の
穂
の
揺
れ
に
神
の
出
現
を
み
た
古
代
的
心
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

21
（

。

　

こ
う
し
た
発
想
は
『
萬
葉
集
』
の
恋
歌
に
も
認
め
ら
れ
る
。
前
掲
⑲
に
見
え
る
「
心
」
は
「
妹
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
遊
離
魂
の
様
相
を

呈
し
て
い
る
。
尾
花
が
風
に
靡
く
光
景
は
ひ
た
す
ら
相
手
に
向
か
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
自
分
の
心
の
「
比
喩
的
序
」（
阿
蘇
『
全
注
』）
で
あ

る
が
、
上
三
句
は
単
な
る
修
辞
で
は
あ
る
ま
い
。
無
論
眼
前
の
景
を
歌
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
上
三
句
を
口
の
端
に
上
せ
た
と
き
脳

裏
に
浮
か
ぶ
情
景
が
自
ら
の
心
の
遊
離
を
自
覚
さ
せ
る
の
だ
。
稲
穂
の
靡
き
の
景
か
ら
物
思
い
が
引
き
出
さ
れ
る
前
掲
㉑
も
同
様
に
考
え
て

良
い
。
こ
う
し
た
発
想
の
背
景
に
は
、
目
に
見
え
ぬ
も
の
が
草
木
を
靡
か
せ
る
と
い
う
信
仰
の
存
し
た
こ
と
が
思
わ
れ
る）

22
（

。
次
の
歌
も
同
じ

発
想
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
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㉘
春
さ
れ
ば
し
だ
り
柳
の
と
を
を
に
も
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も
（
十
・
一
八
九
六
人
柿
本
麻
呂
歌
集
）

「
と
を
を
に
」
は
「
撓
み
曲
が
る
さ
ま
を
い
う
」（『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』）
が
、
語
幹
の
「
と
を
を
」
は
擬
声
語
「
と
を
」
を
重

ね
た
か
た
ち
で
あ
ろ
う
。「
と
を
」
を
含
む
語
に
は
例
え
ば
、
前
掲
㉔
の
「
沖
つ
波
撓と

を

む
眉
引
き
」
や
「
釣
舟
の
と
を
ら
ふ
見
れ
ば
」（
九
・

一
七
四
〇
）
な
ど
が
あ
る
。
㉔
の
「
と
を
む
」
は
、上
か
ら
の
繫
が
り
で
は
う
ね
る
波
の
様
子
を
い
う
表
現
で
あ
る
。
ま
た
一
七
四
〇
の
「
と

を
ら
ふ
」
は
波
の
上
の
釣
舟
の
様
子
を
形
容
す
る
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
「
と
を
」
は
単
に
「
撓
み
し
な
う
」
様
子
を
表
す
の
で
は

な
く
、
物
の
動
揺
を
強
く
印
象
さ
せ
る
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
㉘
の
「
し
だ
り
柳
の
と
を
を
に
も
」
は
新
緑
の

柳
が
た
わ
む
様
子
の
み
な
ら
ず
、
し
な
う
枝
が
風
に
靡
く
さ
ま
を
も
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
と
を
を
に
も
」
を
架
橋

と
し
て
下
句
で
は
恋
人
が
「
心
に
乗
」
る
こ
と
を
歌
う
の
だ
。「
心
に
乗
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、中
川
ゆ
か
り
は
「
〜
に
ノ
ル
」
を
神

が
か
り
と
恋
の
心
情
と
の
表
現
の
類
似
例
だ
と
し
た
上
で
、「
カ
ミ
ガ
カ
リ
の
際
の
カ
ミ
に
対
し
て
人
格
委
譲
し
た
巫
の
精
神
状
態
は
、
自
己

を
無
く
す
程
の
激
し
い
恋
の
心
情
と
よ
く
似
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
る）

23
（

。
春
柳
の
た
お
や
か
な
さ
ま
か
ら
引
き
出
さ
れ

る
恋
情
を
「
自
己
を
無
く
す
程
の
激
し
い
恋
の
心
情
」
と
言
う
の
は
大
仰
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
が
、「
心
に
乗
る
」
と
い
う
表
現
を
掘
り
下
げ
て

ゆ
け
ば
、
中
川
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
神
に
人
格
を
委
譲
し
た
巫
祝
の
心
理
状
態
に
近
似
し
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
憑
り
来
る
相
手

の
霊
魂
が
自
分
に
物
を
思
わ
せ
る
も
の
と
す
る
古
代
的
発
想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、「
心
に
乗
る
」
と
い
う
言
葉
が
「
し
だ
り
柳
」

の
靡
き
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
自
分
の
心
に
乗
り
か
か
っ
て
く
る
「
妹
」
は
、
柳
枝
の
靡
き
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ

た
の
だ
。
⑲
で
は
自
ら
の
心
が
「
妹
」
の
方
へ
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
歌
う
が
、
こ
れ
は
同
一
の
心
情
を
違
う
表
現
で
言
っ
た
に
過

ぎ
な
い
。
神
霊
の
活
動
が
薄
の
穂
の
揺
れ
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
揺
れ
動
く
恋
情
も
草
木
の
靡
き
に
よ
っ
て
看
取
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
神
に
せ
よ
、
恋
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
る
霊
魂
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
不
可
視
の
も
の
と
さ
れ
た
時
点
で
、
草
木
の
靡
き
が
見
え
な
い
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「
も
の
」
の
行
き
来
を
告
げ
る
し
る
し
と
見
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

 
五
　
両
義
的
な
景
の
惹
起
す
る
「
意
識
の
例
外
状
態
」

　

こ
れ
ま
で
着
目
し
て
き
た
二
つ
の
景
を
並
べ
て
み
て
気
づ
く
の
は
、
そ
れ
ら
が
『
日
本
書
紀
』
で
は
邪
神
や
精
霊
の
類
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
天
孫
降
臨
以
前
の
葦
原
中
国
に
は
蛍
火
の
よ
う
に
光
る
神
と
蠅
声
の
如
く
騒
ぎ
立
て
る
邪
神
、
ま
た
、「
言
語
」
す
る
草

木
と
が
跋
扈
し
て
い
た
と
い
う
。

（
ｄ
）
遂
に
皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
を
立
て
て
、
葦
原
中
国
の
主
と
せ
む
と
欲
す
。
然
れ
ど
も
彼
の
地
に
、
多
に
蛍
火
な
す
光
る
神

と
蠅
声
な
す
邪
神
と
有
り
。
復
、
草
木
咸
能
く
言
語
有
り
。　
（『
日
本
書
紀
』
神
代
下
第
九
段
正
文
）

類
似
の
表
現
は
一
書
第
六
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」、『
常
陸
国
風
土
記
』
や
祝
詞
「
六
月
晦
大
祓
」
の
類
に
も
散
見
さ
れ
る
。「
光
る
神
」
の

喩
え
で
あ
る
「
蛍
火
」
は
夏
の
夜
に
浮
か
び
上
が
り
、
明
滅
・
揺
曳
し
て
止
む
こ
と
が
な
い
。
漁
火
や
灯
火
、
不
知
火
現
象
と
近
似
す
る
景

だ
と
い
え
る
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
に
「
い
と
木
繁
き
中
よ
り
、
篝
火
ど
も
の
影
の
、
遣
水
の
ほ
た
る
に
見
え
ま
が
ふ
も
を
か
し
」

と
あ
る
よ
う
に
、
篝
火
は
蛍
の
光
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
あ
っ
た
。

　

次
に
草
木
の
「
言
語
」
に
つ
い
て
だ
が
、（
ｄ
）
の
よ
う
な
葦
原
中
国
の
様
子
は
、『
古
事
記
』
上
巻
に
お
け
る
天
忍
穂
耳
命
の
「
豊
葦
原

千
秋
長
五
百
秋
水
穂
国
は
伊
多
久
佐
夜
芸
弖
有
那
理
」
と
い
う
形
容
に
対
応
す
る）

24
（

。
サ
ヤ
グ
と
い
う
語
は
次
の
諸
例
に
見
る
よ
う
に
草
木
の

葉
ず
れ
の
音
を
指
す
こ
と
が
多
い
の
で
、「
草
木
言
語
」
と
は
草
木
の
ざ
わ
め
き
に
つ
い
て
の
神
話
的
表
現
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

㉙
狭
井
河
よ
雲
立
ち
渡
り
畝
火
山
木
の
葉
さ
や
ぎ
ぬ
風
吹
か
む
と
す
（『
古
事
記
』
神
武
天
皇
）
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㉚
畝
火
山
昼
は
雲
揺
ゐ
夕
さ
れ
ば
風
吹
か
む
と
そ
木
の
葉
さ
や
げ
る
（
同
）

　
『
萬
葉
集
』
に
も
「
葦
辺
な
る
荻
の
葉
さ
や
ぎ
」（
十
・
二
一
三
四
）、「
笹
が
葉
の
さ
や
ぐ
霜
夜
に
」（
二
十
・
四
四
三
一
）
な
ど
の
例
が
あ

る
。
た
だ
、
草
木
の
「
言
語
」
は
聴
覚
に
限
定
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
鉄
野
昌
弘
に
よ
れ
ば
、
サ
ヤ
グ
の
語
基
の
サ
ヤ
は
「
振

動
の
発
す
る
音
を
模
倣
す
る
こ
と
に
起
源
し
つ
つ
、
音
を
発
し
な
い
も
の
ま
で
広
く
表
象
」
し
う
る
聴
覚
印
象
を
指
し
、「
そ
の
振
動
が
感
官

に
強
く

0

0

訴
え
か
け
て
来
る
こ
と
を
表
わ
す
」（
傍
点
原
筆
者
）
の
だ
と
い
う）

25
（

。「
草
木
言
語
」
と
い
う
物
言
い
も
「
さ
や
ぎ
て
あ
り
な
り
」
と

同
様
の
「
聴
覚
印
象
」
を
表
す
表
現
と
し
て
、
葉
ず
れ
の
音
を
強
く
印
象
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
と
不
可
分
に
風
に
揺
れ
動
く
草
木
の
像
を
も

想
起
せ
し
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
蛍
火
な
す
光
る
神
」
と
草
木
の
「
言
語
」
と
は
「
ほ
に
出
づ
」
を
引
き
出
す
景
に
重
な
っ
て
く
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
確
認

し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
揺
ら
ぎ
や
ざ
わ
め
き
が
秩
序
の
も
た
ら
さ
れ
る
前
の
混
沌
た
る
自
然
を
象
徴
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
自
然

の
動
態
は
人
の
不
安
を
か
き
立
て
畏
怖
の
対
象
と
な
る
。
例
え
ば
㉙
、
㉚
の
歌
が
当
芸
志
美
々
命
の
反
逆
を
告
げ
得
る
の
は
、
木
の
葉
の
さ

や
ぎ
自
体
が
不
安
を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
だ
が
一
方
で
火
の
揺
ら
め
き
、
或
い
は
草
木
の
戦
ぎ
や
ざ
わ
め
き
は
、
そ
の
動
態
ゆ

え
に
人
の
目
を
引
き
つ
け
て
離
さ
な
い
。
そ
れ
を
見
つ
め
、
聴
き
入
る
者
の
自
意
識
は
段
々
と
後
景
に
退
い
て
ゆ
き
、
あ
る
種
の
ト
ラ
ン
ス
、

即
ち
佐
々
木
雄
司
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
意
識
の
例
外
状
態
」
を
来
す
場
合
が
あ
る）

26
（

。
そ
の
例
と
し
て
、『
萬
葉
集
』
の
倭
大
后
の
歌
を
挙
げ
る
。

㉛
青
旗
の
木
幡
の
上
を
通
ふ
と
は
目
に
は
見
れ
ど
も
直
に
逢
は
ぬ
か
も
（
二
・
一
四
八
倭
大
后
）

こ
の
歌
の
「
一
書
曰
近
江
天
皇
聖
躰
不
豫
御
病
急
時
太
后
奉
献
御
歌
一
首
」
と
い
う
題
詞
を
誤
り
と
し
崩
御
後
の
歌
と
み
な
す
の
が
通
説）

27
（

だ

が
、
題
詞
と
歌
の
間
に
齟
齬
を
見
る
必
要
は
な
い）

28
（

。
何
故
な
ら
「
古
代
的
生
死
観
に
お
い
て
は
、
生
と
死
と
は
今
日
の
よ
う
な
明
確
な
断
絶

関
係
に
あ
る
の
で
は
な）

29
（

」
い
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
天
皇
の
霊
魂）

30
（

が
遊
離
し
真
の
死
を
迎
え
よ
う
と
す
る
あ
わ
い
の
時
に
歌
わ
れ
た
も
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の
と
理
解
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
天
皇
の
霊
魂
を
倭
大
后
が
「
見
た
」
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
「
見
た
」
の
か
。

「
木
幡
」
は
地
名
で
あ
ろ
う
が
、「
青
旗
の
木
幡
」
と
い
う
「
は
た
」
の
繰
り
返
し
は
、
青
々
と
繁
っ
た
木
幡
の
山
の
靡
き
や
ざ
わ
め
き
を
喚

起
さ
せ
る
表
現
で
あ
る）

31
（

。
つ
ま
り
、
風
を
受
け
る
青
山
の
様
子
か
ら
倭
大
后
は
天
皇
の
霊
魂
の
行
き
来
を
感
じ
取
っ
た
も
の
と
考
え
て
良
い

だ
ろ
う
。
天
皇
の
危
篤
に
接
し
た
倭
大
后
の
心
理
状
態
は
既
に
通
常
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
青
山
の
靡
き
を
幻
視
す
る
こ
と
に

よ
り
通
常
意
識
は
更
に
そ
の
働
き
を
鈍
ら
せ
、
そ
の
結
果
、
天
皇
の
霊
魂
を
見
る
と
い
う
異
常
な
体
験
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
先
述
し
た
よ
う
に
㉓
の
作
者
の
見
つ
め
る
先
に
は
灯
火
が
あ
っ
た
の
だ
と
解
釈
し
う
る
の
な
ら
ば
、
同
様
の
働
き
を
闇
に
揺
ら
め
く
火

に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
湯
浅
泰
雄
は
「
太
古
的
人
間
の
心
は
、
幼
児
の
心
に
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
現
代
で
も
、
幼
児
は

し
ば
し
ば
、
炎
の
ゆ
ら
め
く
動
き
や
星
の
ま
た
た
き
の
あ
の
と
ら
え
が
た
さ

0

0

0

0

0

0

、
素
早
さ

0

0

0

を
、
お
ど
ろ
き
と
興
味
に
ひ
き
こ
ま
れ
つ
つ
み
つ
め

る
」（
傍
点
原
筆
者
）
と
述
べ
て
い
る）

32
（

。
火
は
人
を
し
て
畏
怖
せ
し
む
る
と
同
時
に
、
そ
の
揺
ら
め
き
の
「
と
ら
え
が
た
さ
」
や
「
素
早
さ
」

で
人
を
惹
き
つ
け
る
。
㉓
で
は
そ
こ
に
「
意
識
の
例
外
状
態
」
が
生
じ
、
や
が
て
「
妹
」
の
面
影
を
見
い
だ
す
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

六
　
む
す
び

　
「
ほ
に
出
づ
」
と
い
う
言
葉
が
憑
依
に
よ
る
神
の
顕
現
と
恋
情
の
表
出
と
い
う
二
様
の
用
い
ら
れ
方
を
す
る
の
は
何
故
な
の
か
。
こ
の
疑
問

に
つ
き
、
歌
の
景
と
心
と
は
響
き
あ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
視
座
の
も
と
、「
ほ
に
出
づ
」
を
導
く
薄
や
稲
と
い
っ
た
植
物
と
闇
の
中
に
浮
か

ぶ
漁
火
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
き
た
。
ま
ず
、両
者
と
も
に
極
め
て
動
的
な
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
ら
の
動
態
は
神
や
霊

魂
の
活
動
を
実
感
す
る
よ
す
が
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
信
仰
を
さ
ら
に
溯
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
よ
う
な
始
原
の
混
沌
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と
し
て
の
自
然
に
逢
着
す
る
。
そ
れ
は
疎
ま
し
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
（
或
い
は
疎
ま
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
）、
抗
し
が
た
い
力

で
人
を
捉
え
る
景
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
に
接
す
る
者
の
「
意
識
の
例
外
状
態
」
を
惹
起
し
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
「
意
識
の
例
外
状
態
」

が
極
度
に
亢
進
し
た
と
き
、
周
囲
に
も
そ
れ
と
知
れ
る
兆
候
が
現
れ
る
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
天
皇
の
霊
魂
を
幻
視
し
て
い
る
時
の
倭
大

后
の
様
子
や
、
灯
火
の
揺
ら
め
き
に
「
妹
」
の
面
影
を
見
る
男
の
様
子
に
は
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。（
ａ
）

に
お
い
て
、
憑
依
に
よ
る
神
の
顕
現
が
「
幡
荻
ほ
に
出
」
づ
、
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、「
ほ
に
出
づ
」
と
い
う
こ
と
が
疎
ま
し
く
も
あ
り
な
が
ら
、
名
状
し
が
た
い
混
沌
の
魅
力
で
人
を
引
き
つ
け
る
も
の
で
あ
る
の
な
ら

ば
、
恋
情
の
表
出
が
そ
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
の
も
納
得
が
ゆ
く
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
恋
と
は
、
忘
我
の
淵
へ
と
沈
み
込
ん
で
い
こ

う
と
す
る
恋
情
と
そ
れ
を
畏
れ
る
理
性
と
の
葛
藤
の
中
に
定
位
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
だ
。
相
反
す
る
情
意
の
間
で
千
々
に
乱
れ
る
心
は

や
は
り
「
ほ
に
出
づ
」
と
い
う
動
的
な
景
に
よ
っ
て
初
め
て
表
し
得
た
の
で
あ
る
。

註（
1
） 

西
宮
一
民
「
上
代
語
の
清
濁
」（『
萬
葉
』
36 

一
九
六
〇
・
七
）

（
2
） 

森
朝
男
「
恋
の
う
わ
さ
」（『
恋
と
禁
忌
の
古
代
文
芸
史
』
二
〇
〇
二
・
十
一　

若
草
書
房
）

（
3
） 「
口
止
ま
ず
」
は
巻
十
四
・
三
五
三
二
に
も
見
え
、
多
田
一
臣
『
全
解
』
は
「
招
魂
の
呪
術
」
と
す
る
が
、
本
稿
で
は
金
井
清
一
『
全
注
』
に

従
い
、
⑰
の
「
口
止
ま
ず
」
を
「
心
砕
け
」
た
結
果
生
じ
た
行
為
と
み
る
。

（
4
） 

鈴
木
日
出
男
「
萬
葉
集
の
心
と
物
」（『
萬
葉
集
講
座 

第
三
巻 

言
語
と
表
現
』
一
九
七
三
・
七　

有
精
堂
）

（
5
） 

多
田
一
臣
「
魂
と
心
と
物
の
怪
と
」（『
美
夫
君
志
』
64 

二
〇
〇
二
・
四
）
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（
6
） 

井
口
樹
生
「
文
学
と
民
俗
学
」『
古
代
国
文
学
と
芸
能
史
』（
二
〇
〇
三
・
三　

瑞
木
書
房
）
の
指
摘
に
よ
る
。
稲
の
出
穂
の
時
期
の
農
民
の

切
実
な
思
い
は
、
例
え
ば
日
本
各
地
に
お
け
る
田
遊
び
の
詞
章
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
静
岡
県
静
岡
市
葵
区
日
向
の
福
田
寺
観
音
堂
の
正

月
七
日
の
オ
コ
ナ
イ
に
お
け
る
田
遊
び
の
次
第
書
に
は
「
虫
風
追
ひ
」
の
詞
章
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
稲
は
ら
み
の
と
こ
ろ
に
よ
す
る

ま
ん
じ
き
も
の
」
と
し
て
「
そ
ら
ゆ
く
苦
風
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
新
井
恒
易
『
農
と
田
遊
び
の
研
究　

上
巻
』
一
九
八
一
・
五　

明
治

書
院
）。

（
7
） 

内
田
賢
徳
「
百
合
と
風
」（『
大
美
和
』

122 

二
〇
一
二
・
一
）

（
8
） 

新
井
恒
易
（
6
）
前
掲
書

（
9
） 

本
田
安
次
『
日
本
の
民
俗
藝
能
Ⅱ　

田
楽
・
風
流
一
』（
一
九
六
七
・
九　

木
耳
社
）
に
よ
る
。
同
様
の
詞
章
が
福
島
県
安
達
郡
石
井
村
（
現

二
本
松
市
）
の
田
植
踊
、
同
玉
井
村
（
現
大
玉
村
）
の
田
植
踊
、
岩
手
県
盛
岡
七
軒
町
（
現
盛
岡
市
）
の
「
田
植
」
と
か
「
春
田
打
」
と
呼

ば
れ
る
祝
言
な
ど
に
見
ら
れ
る
（
同
書
）。

（
10
） 

井
手
至
「
秋
風
の
嘆
き
」（『
文
学
史
研
究
』
29 

一
九
八
八
・
十
二
）、
島
田
修
三
「
万
葉
の
〈
秋
風
〉
―
季
題
意
識
の
展
開
―
」（『
淑
徳
国
文
』

33 

一
九
九
二
・
二
）
な
ど
、
和
歌
の
題
材
と
し
て
の
「
秋
風
」
は
中
国
文
学
か
ら
将
来
さ
れ
た
と
す
る
説
が
専
ら
だ
が
、
農
耕
に
携
わ
る
者

が
風
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
㉒
な
ど
は
文
学
の
新
し
い
素
材
と
し
て
の
秋
風
を
生
活
の
実
感
の
中
か
ら
捉
え
返
し

た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
11
） 

先
に
挙
げ
た
例
の
ほ
か
、
福
井
県
敦
賀
市
野
坂
の
野
坂
神
社
に
伝
わ
る
ナ
リ
ハ
イ
の
覚
え
書
き
（
明
治
三
十
七
年
書
写
）
に
「
秋
ほ
に
出
て
、

尺
の
ほ
た
け
寸
の
稲
つ
ぼ
、
い
つ
よ
り
も
す
ぐ
れ
し
、
五
尺
の
た
け
に
、
い
で
き
て
そ
う
ろ
。
ゆ
ら
り
し
ゃ
ら
り
、
い
で
き
て
そ
う
ろ
」
と

い
う
詞
章
が
あ
る
。
ま
た
、
新
潟
県
佐
渡
両
津
市
久
知
（
現
佐
渡
市
）
の
八
幡
宮
の
「
田
あ
そ
ひ
の
哥
」（
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）
写
本
を

天
正
十
（
一
五
八
二
）
年
に
転
写
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
）
に
は
「
田
を
つ
く
ら
は
柳
の
下
に
田
を
つ
く
れ
柳
や
う
に
ほ
な
み
ゆ
ら
せ
て
〳
〵
」

と
い
う
歌
が
あ
る
（
新
井
恒
易
（
6
）
前
掲
書
）。

（
12
） 

多
田
一
臣
『
全
解
』
も
「
感
興
の
対
象
」
と
す
る
。
ま
た
、
秋
風
の
涼
し
さ
を
喜
ぶ
歌
だ
と
す
る
説
も
あ
る
（
賀
茂
真
淵
『
萬
葉
考
』、
鹿
持

雅
澄
『
古
義
』、
窪
田
空
穂
『
評
釈
』
な
ど
）。
古
典
集
成
や
『
釈
注
』
は
、
残
し
て
き
た
家
の
方
か
ら
吹
い
て
く
る
風
だ
と
い
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
夕
風
を
単
純
に
嘉
す
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
に
難
が
あ
る
。

（
13
） 

新
編
全
集
に
「
や
せ
我
慢
か
戯
れ
の
気
持
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
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（
14
） 

た
と
え
ば
、「
相
見
ぬ
は
幾
久
さ
に
も
あ
ら
な
く
に
」（
四
・
六
六
六
）
は
、
度
々
逢
っ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
気
持
ち
を
、「
故
郷
は
遠

く
も
あ
ら
ず
」（
六
・
一
〇
三
八
）
は
「
一
重
山
」
を
隔
て
て
い
て
、
故
郷
は
遠
く
は
な
い
が
決
し
て
近
い
と
も
言
え
な
い
微
妙
な
心
の
程
を

表
し
て
い
る
。

（
15
） 
山
下
太
利
『
不
知
火
の
研
究
』（
一
九
九
四
・
七　

葦
書
房
）

（
16
） 

犬
飼
公
之
「
影
と
魂
」（『
影
の
古
代
』
一
九
九
一
・
十　

桜
楓
社
）

（
17
） 『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
三
十
一
第
八
「
移
燈
火
影
死
女
語
」
に
、
彰
子
に
仕
え
る
「
小
中
将
」
と
い
う
女
房
の
姿
が
燈
火
に
映
じ
た
の
を
同
僚

の
女
房
た
ち
が
見
た
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
平
安
時
代
の
俗
信
と
し
て
は
燈
火
に
人
影
の
立
つ
こ
と
は
忌
む
べ
き
こ
と
と
し
て
あ
っ
た

（
中
山
太
郎
「
影
を
賣
つ
た
男
と
影
の
神
秘
」『
日
本
民
俗
志
』
一
九
二
六
・
六　

総
葉
社
）。

（
18
） 

宮
坂
光
昭
「
諏
訪
神
社
の
古
態
」（『
諏
訪
市
史
・
上
巻
』（
一
九
九
五
・
三　

諏
訪
市
）　

（
19
） 

桜
井
満
「
秋
の
花
」（『
万
葉
の
花
』
一
九
八
四
・
十
一　

雄
山
閣
）

（
20
） 

安
藤
邦
廣
「
屋
根
の
葺
き
方
」（『
茅
葺
き
の
民
俗
学
』（
一
九
八
三
・
十
二　

は
る
書
房
）

（
21
） 

土
橋
寛
「
枕
詞
の
源
流
」（『
古
代
歌
謡
論
』
一
九
六
〇
・
十
一　

三
一
書
房
）

（
22
） 

た
と
え
ば
、「
秋
田
刈
る
苫
手
動
く
な
り
白
露
し
置
く
穂
田
な
し
と
告
げ
に
来
ぬ
ら
し
（
一
に
云
ふ
、「
告
げ
に
来
ら
し
も
」）（『
萬
葉
集
』
十
・

二
一
七
六
）
な
ど
、
動
く
の
は
植
物
で
は
な
い
が
参
考
に
な
ろ
う
。
民
俗
事
例
で
は
奄
美
大
島
の
秋
名
集
落
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
シ
ョ

チ
ュ
ガ
マ
で
グ
ジ
の
唱
え
る
詞
に
「
大
笠
利
ヌ
稲
魂
様
ヤ
、
佐
仁
・
用
仁
ヌ
田
袋
チ
寄
リ
満
チ
ン
シ
ョ
チ
、
佐
仁
・
用
仁
ヌ
稲
魂
様
ヤ
、
秋

名
田
袋
チ
寄
リ
満
チ
ン
シ
ョ
チ
。
西
・
東
ヌ
稲
魂
様
ヤ
、
伊
津
部
田
袋
チ
寄
リ
満
チ
ン
シ
ョ
チ
、
伊
津
部
田
袋
ヌ
稲
魂
様
ヤ
、
秋
名
田
袋
チ

寄
リ
満
チ
ン
シ
ョ
チ
。
北
風
ヌ
吹
ケ
バ
、
上
ン
畦
枕
、
南
風
ヌ
吹
ケ
バ
、
下
ン
畦
枕
。
生
レ
ハ
チ
ギ
ラ
シ
、
名
揚
ガ
リ
ン
シ
ョ
ウ
レ
。
ア
ラ

セ
ツ
ノ
シ
ョ
チ
ュ
ガ
マ
ノ
祭
、
祝
テ
奉
ロ
。
ハ
ー
ト
ー
ト
ガ
ナ
シ
。」
と
あ
る
。
こ
れ
は
「
北
の
田
所
の
稲
魂
も
、
南
の
田
所
の
稲
魂
も
み
な

秋
名
田
袋
に
寄
り
集
い
給
え
と
い
う
こ
と
」（
小
野
重
朗
「
農
耕
儀
礼
の
周
辺
」『
農
耕
儀
礼
の
研
究
』
一
九
七
〇
・
十　

弘
文
堂
）
だ
と
い
う
。

稲
魂
の
訪
れ
を
風
に
靡
く
稲
穂
に
よ
っ
て
実
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
23
） 

中
川
ゆ
か
り
「
神
婚
譚
発
生
の
基
盤
」（『
上
代
散
文　

そ
の
表
現
の
試
み
』
二
〇
〇
九
・
二　

塙
書
房
）

（
24
） 

吉
田
修
作
「
混
沌
か
ら
の
声
」（『
こ
と
ば
の
呪
性
と
生
成
』
一
九
九
六
・
一　

お
う
ふ
う
）、
野
田
浩
子
「「
さ
や
け
し
」
の
周
辺
」（『
万
葉

集
の
叙
景
と
自
然
』
一
九
九
五
・
七　

新
典
社
）
な
ど
参
照
。
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（
25
） 

鉄
野
昌
弘
「
人
麻
呂
に
お
け
る
聴
覚
と
視
覚
」（『
萬
葉
集
研
究　

第
１
７
集
』
一
九
八
九
・
十
一　

塙
書
房
）

（
26
） 

佐
々
木
宏
幹
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
何
か
」（『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム　

エ
ク
ス
タ
シ
ー
と
憑
霊
の
文
化
』
一
九
八
〇
・
九　

中
央
公
論
社
）

に
お
い
て
佐
々
木
雄
司
の
言
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
27
） 『
萬
葉
考
』
を
初
め
と
し
て
、
多
田
『
全
解
』、
阿
蘇
『
全
歌
講
義
』
な
ど
近
年
の
注
釈
書
も
踏
襲
す
る
。
大
久
間
喜
一
郎
「
古
代
文
学
に
み

る
霊
魂
観
」（『
古
代
文
学
の
源
流
』
一
九
六
六
・
一　

桜
楓
社
）
や
伊
藤
博
「
天
智
天
皇
を
悼
む
歌
」（『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法　

上
』
一

九
七
五
・
一
一　

塙
書
房
）
な
ど
崩
御
後
の
作
と
理
解
す
る
論
は
多
い
。

（
28
） 

題
詞
通
り
に
理
解
す
る
論
と
し
て
升
田
淑
子
「
天
智
挽
歌
群
「
聖
躬
不
予
歌
」
小
考
」（『
學
苑
』505

一
九
八
二
・
一
）、
井
村
哲
夫
「
倭
大

后
考
」（『
赤
ら
小
船
』
一
九
八
六
・
十 

和
泉
書
院
）、
吉
井
巌
「
倭
太
后
の
歌
一
首
に
つ
い
て
」（『
萬
葉
集
へ
の
視
角
』
一
九
九
〇
・
十 

和

泉
書
院
）、
村
田
右
富
美
「
挽
歌
の
始
発
」（『
柿
本
人
麻
呂
と
和
歌
史
』
二
〇
〇
四
・
一 

和
泉
書
院
）、
梶
川
信
行
「「
挽
歌
」
の
創
成
」（『
語

文
』131 

二
〇
〇
八
・
六
）
な
ど
が
あ
る
。

（
29
） 

青
木
生
子
「
近
江
朝
挽
歌
群
」（『
万
葉
挽
歌
論
』
一
九
八
四
・
三　

塙
書
房
）

（
30
） 

井
村
（
27
）
前
掲
論
文
、
村
田
（
27
）
前
掲
論
文
、
武
尾
和
彦
「
倭
大
后
論
―
万
葉
集
巻
二
・
一
四
八
番
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
青
山
語
文
』

12 

一
九
八
二
・
三
）
な
ど
は
、「
通
ふ
」
の
は
倭
姫
大
后
の
も
と
に
通
う
天
皇
の
姿
そ
の
も
の
の
幻
影
と
す
る
。
し
か
し
、「
春
日
野
の
山
辺

の
道
を
恐
り
な
く
通
ひ
し
君
が
見
え
ぬ
こ
ろ
か
も
」（
四
・
五
一
八
）
や
「
つ
の
さ
は
ふ
磐
余
の
道
を
朝
去
ら
ず
行
き
け
む
人
の
思
ひ
つ
つ
通

ひ
け
ま
く
は
」（
三
・
四
二
三
）
と
い
っ
た
表
現
と
異
な
り
、「
木
幡
の
上
を
通
ふ
」
で
は
、
木
幡
の
山
の
付
近
を
往
き
来
す
る
印
象
が
濃
い
。

（
31
） 『
代
匠
記
』
の
指
摘
す
る
通
り
、「
青
旗
の
」
は
青
い
旗
を
立
て
並
べ
た
よ
う
に
木
の
青
々
と
生
い
茂
る
山
に
か
か
る
比
喩
的
枕
詞
だ
ろ
う
。

武
田
『
全
註
釈
』
や
窪
田
『
評
釈
』
が
「
青
旗
乃
木
旗
」
を
葬
送
の
旗
と
誤
解
し
な
が
ら
も
、
旗
の
靡
き
に
よ
っ
て
霊
魂
の
あ
く
が
れ
を
感

受
す
る
と
し
た
指
摘
は
参
考
に
な
る
。
ま
た
西
郷
信
綱
が
、「
木
旗
」
に
つ
い
て
地
名
説
に
立
ち
つ
つ
「
木
幡
が
地
名
で
あ
っ
て
も
そ
の
ハ
タ

と
い
う
音
が
、「
青
旗
」
の
ハ
タ
と
か
さ
な
り
、
葬
儀
の
旗
を
お
の
ず
と
呼
び
起
し
て
く
る
。
そ
れ
に
魂
は
ひ
ら
ひ
ら
と
通
う
の
で
あ
り
、
そ

の
遊
行
の
リ
ズ
ム
の
構
成
に
、「
青
旗
の
、
木
幡
の
上
を
」
と
い
う
句
が
微
妙
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
の
を
否
め
な
い
」（「
古
代
人
の
眼
」『
古

代
人
と
夢
』
一
九
七
二
・
五　

平
凡
社
）
と
述
べ
て
い
る
の
は
本
稿
と
説
く
所
は
異
な
る
が
注
目
さ
れ
る
。

（
32
） 

湯
浅
泰
雄
「
畏
怖
の
信
仰
」（『
神
々
の
誕
生
』
一
九
七
二
・
十
一　

以
文
社
）


