
秦
恒
平
『
冬
祭
り
』
論

虐
げ
ら
れ
た
愛
の
哀
し
み
の
物
語

永

栄

啓

伸

令
和
三
年
四
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
五
十
四
巻
第
一
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
五
十
四
巻
第
一
号

令

和

三

年

四

月

十

日

秦
恒
平
﹃
冬
祭
り
﹄
論

虐
げ
ら
れ
た
愛
の
哀
し
み
の
物
語

永

栄

啓

伸

□

要

旨

京
都
東
山
区
の
鳥
辺
野
は
か
つ
て
死
者
を
埋
葬
す
る
場
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
生
者
の
空
間
と
死
者
の
空
間
が
接
す
る
場
で
あ
っ
た
︒
む
か
し
︑

そ
の
地
域
を
差
配
し
て
い
た
安
曇
家
の
冬
子
は
蝮
指
を
も
ち
︑
海
人
族
の
名
残
り
ら
し
い
耳
を
も
っ
た
︑
異
界
に
通
じ
る
人
で
あ
る
︒
宏
と
恋
に

落
ち
る
が
︑
宏
は
冬
子
が
蛇
の
化
身
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
結
婚
に
尻
込
み
し
て
別
れ
る
︒
し
か
し
宏
の
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
︑
冬
子
は

二
十
年
前
︑
宏
の
子
を
産
み
︑
そ
の
子
法
子
は
二
日
半
で
死
ん
で
い
た
︒
冬
子
も
死
ん
で
い
た
︒
し
か
し
二
人
は
作
家
と
な
っ
た
宏
の
ま
え
に
幻

想
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
︒

本
稿
で
は
︑
日
常
と
幻
想
と
い
う
重
層
の
構
造
を
も
ち
︑
幻
想
の
な
か
で
異
界
の
冬
子
と
の
交
歓
が
可
能
な
宏
を
描
く
秦
恒
平
の
世
界
を
物
語

る
作
者
と
い
う
二
重
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
た
趣
向
を
確
認
し
︑
そ
う
し
た
構
造
に
よ
っ
て
差
別
意
識
の
抜
け
な
い
宏
を
批
判
し
︑
ま
た
宏
も
蛇

の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
で
宏
も
虐
げ
ら
れ
る
側
に
立
つ
こ
と
を
窺
わ
せ
る
点
に
注
目
し
た
︒
哀
し
い
愛
を
も
と
め
て
出
現
す
る
冬

子
の
意
味
を
問
い
な
が
ら
︑
身
内
の
論
理
を
再
点
検
し
つ
つ
︑
作
家
と
し
て
の
背
理
と
幸
福
を
考
え
る
作
者
の
意
図
を
考
察
し
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

秦
恒
平

冬
祭
り

冬
子
再
来

蛇
の
化
身

海
人
族
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︵
1
︶
は
じ
め
に

た
と
え
ば
︑
五
十
年
ま
え
︑
恋
す
る
人
に
電
話
を
し
た
︒
九
州
博
多
の
と
あ
る
デ
パ
ー
ト
の
お
も
ち
ゃ
売
り
場
で
あ
っ
た
︒
か
つ
て
の

覚
書
を
見
な
が
ら
︑
ふ
と
︑
い
ま
電
話
す
れ
ば
そ
の
人
が
出
る
よ
う
な
錯
覚
に
お
そ
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
思
い
切
っ
て
電
話
を
し
て
み
る
︒

以
前
と
同
じ
よ
う
に
︑
交
換
手
が
出
る
と
︑
お
も
ち
ゃ
売
り
場
を
︑
と
言
う
︒
長
い
待
機
音
が
鳴
っ
て
︑
お
も
ち
ゃ
売
り
場
に
つ
な
が
る
︒

そ
の
人
の
名
を
告
げ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
ん
な
人
は
い
る
は
ず
も
な
い
︒
も
う
長
く
消
息
の
わ
か
ら
な
い
人
だ
︒

と
こ
ろ
が
安
曇
冬
子
は
そ
う
し
た
電
話
に
出
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
声
は
︑
日
常
と
幻
想
を
結
ぶ
入
り
口
と
呼
べ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
夢

想
は
事
実
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
存
在
し
続
け
る
か
ら
︑﹁
正
確
に
二
十
年
と
七
カ
月
話
さ
な
か
っ
た
﹂
︵
六
章
︶
冬
子
が
モ
ス
ク
ワ
か
ら
独

特
の
サ
イ
ン
を
送
っ
て
き
た
り
︑
電
話
す
ら
か
け
て
く
る
︒
冬
子
は
二
十
年
ま
え
に
死
ん
で
い
る
の
だ
が
︑
読
者
に
判
明
す
る
の
は
物
語

の
半
ば
で
あ
り
︑
前
半
は
﹁
あ
の
︑
冬
子
も
︑
昔
ど
お
り
京
都
に
︑
東
山
の
ふ
も
と
鴨
川
の
東
に
住
み
つ
い
て
い
る
な
ら
︑
マ
ー
シ
ャ
た

ち
が
な
ぞ
ら
え
て
思
い
や
す
い
地
霊
に
に
た
美
少
女
だ
っ
た
︒
の
に
︑
彼
女
は
今
遠
く
モ
ス
ク
ワ
に
住
ん
で
︑
来
て
︑
と
呼
ん
で
い
る
﹂

︵
四
章
︶
と
か
︑
妹
順
子
と
の
会
話
の
な
か
で
﹁
俺
は
︑
冬
ち
ゃ
ん
が
︑
死
ん
で
で
も
し
て
る
の
や
な
い
か
︑
思
て
た
﹂︵
五
章
︶
と
語
り
︑

冬
子
の
非
在
を
示
唆
も
す
る
の
だ
が
︑
読
者
は
し
ば
ら
く
作
家
秦
恒
平
と
と
も
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
訪
問
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
り
︑
そ
の
途

中
︑
加
賀
法
子
の
よ
う
な
日
常
に
潜
む
幻
覚
と
の
同
伴
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
︒

こ
の
小
説
は
︑﹁
東
京
新
聞
﹂﹁
中
日
新
聞
﹂﹁
北
海
道
新
聞
﹂﹁
西
日
本
新
聞
﹂﹁
河
北
新
報
﹂﹁
神
戸
新
聞
﹂
の
夕
刊
に
︑
昭
和
五
十
五

年
五
月
九
日
か
ら
五
十
六
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
︑
二
百
四
十
一
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
全
十
六
章
か
ら
な
る
長
編
で
あ
る
︒
の
ち

﹃
冬
祭
り
﹄︵
昭
和
五
六
・
五

講
談
社
︶
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
時
︑
そ
の
帯
文
の
後
半
に
は
﹁
夢
中
︑
と
い
う
言
葉
が
私
は
好
き
だ
︒
必
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ず
し
も
心
せ
わ
し
い
急
ぎ
脚
を
そ
れ
は
意
味
し
な
い
︒
夢
と
現
実
と
に
境
が
あ
る
と
︑
私
は
幼
来
あ
ま
り
信
じ
す
ぎ
な
い
よ
う
生
き
て
き

た
︒
死
と
生
と
の
境
︑
虚
と
実
と
の
境
︑
眼
に
見
え
ぬ
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
境
と
言
い
か
え
て
も
い
い
︒
今
度
の
小
説
で
は
︑
人
が

人
と
し
て
生
き
る
そ
う
い
う
夢
中
の
寂
び
し
み
に
も
︑
し
か
と
手
を
触
れ
て
み
た
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
ほ
ど
︑
死
者

と
生
者
︑
彼
岸
と
此
岸
の
往
来
が
身
近
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
︒
幻
想
と
現
実
の
往
還
の
な
か
で
し
か
語
れ
な
い
冬
子
と
私

の
愛
の
物
語
を
企
図
し
た
こ
と
が
知
れ
る
︒

作
品
の
下
地
に
な
っ
て
い
る
訪
ソ
旅
行
に
つ
い
て
は
︑
自
筆
年
譜
︵
注
1
︶に

よ
れ
ば
︑
昭
和
五
十
三
年
四
月
五
日
に
﹁
招
か
れ
て
加
賀
乙
彦
と

鎌
倉
の
高
橋
た
か
子
宅
を
訪
問
し
︑大
庭
み
な
子
も
共
に
歓
談
︒
高
橋
か
ら
ソ
連
作
家
同
盟
の
招
待
に
一
緒
に
応
じ
な
い
か
と
誘
わ
れ
る
﹂

と
あ
り
︑
同
月
二
十
六
日
に
は
﹁
文
芸
家
協
会
訪
ソ
連
代
表
に
決
ま
る
︒
宮
内
寒
弥
︑
高
橋
た
か
子
と
三
名
﹂
と
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
記

し
て
い
る
︒
つ
ま
り
作
品
中
Ｋ
団
長
と
表
記
さ
れ
る
宮
内
寒
弥
は
︑
作
中
で
も
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
︑
岡
山
生
ま
れ
で
︑
昭
和
十
年
﹁
中

央
高
地
﹂
で
芥
川
賞
候
補
に
な
っ
た
︒
戸
籍
上
は
岡
山
出
身
だ
が
﹁
気
も
ち
と
し
て
は
九
分
九
厘
︑
親
の
勤
務
先
だ
っ
た
樺
太
︑
で
す
﹂

︵
三
章
︶
と
本
文
に
あ
る
︒
Ｔ
と
記
さ
れ
る
高
橋
た
か
子
は
高
橋
和
巳
の
妻
で
︑﹃
誘
惑
者
﹄﹃
終
り
の
日
々
﹄
な
ど
を
書
い
た
︒
実
際
に
は
︑

昭
和
五
十
四
年
九
月
六
日
横
浜
港
か
ら
出
発
︑
モ
ス
ク
ワ
︑
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
︑
グ
ル
ジ
ア
を
経
て
︑
同
月
二
十
二
日
成
田
空
港
に
帰
国

し
た
︒
宮
内
は
一
九
八
三
年
に
︑
高
橋
は
二
〇
一
三
年
に
没
し
た
が
︑
発
表
当
時
︵
一
九
八
〇
︶
は
と
も
に
生
存
し
て
い
た
︒
ち
な
み
に
︑

こ
の
と
き
作
者
は
四
十
三
歳
︑
作
品
中
で
は
宏
も
四
十
三
歳
︑
二
つ
下
の
冬
子
は
四
十
一
歳
の
設
定
で
あ
る
︒

こ
の
新
聞
連
載
の
依
頼
は
訪
ソ
の
後
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
︑﹁
昨
日
今
日
の
こ
と
も
︑
す
こ
し
ま
と
め
て
心
覚
え
を
書
い
て
お
き
た
か
っ

た
﹂︵
四
章
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
紀
行
文
か
と
思
え
る
ほ
ど
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
訪
問
の
詳
し
い
記
述
が
続
く
︒
む
ろ
ん
︑
作
者
の
日
頃
か
ら
の

圧
倒
的
に
綿
密
な
記
録
癖
と
記
憶
力
は
自
筆
年
譜
に
明
ら
か
だ
が
︑

故
に
日
記
な
ど
に
は
到
底
書
き
え
な
か
っ
た
愛
や
断
念
が
あ
る
︑

と
も
想
像
で
き
る
の
だ
が

こ
の
物
語
が
詳
細
な
メ
モ
を
も
と
に
書
か
れ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
︒
そ
の
訪
ソ
の
紀
行
記
述
の

秦
恒
平
﹃
冬
祭
り
﹄
論
︵
永
栄
︶
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間
に
︑
数
々
の
神
話
や
民
話
や
歴
史
や
過
去
の
京
都
時
代
の
出
来
事
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
︑
日
常
と
幻
想
と
い
う
二
層
の
構
造
を
つ
く
る

仕
組
み
で
あ
る
︒

︵
2
︶
鳥
辺
野
︑
安
曇
(あ
ど
)
家
に
つ
い
て

作
家
秦
恒
平
︵
本
名
は
当
尾
宏
︑
母
和
子
は
秦
姓
を
名
乗
っ
た
が
失
踪
し
た
た
め
︑
当
尾
家
の
も
ら
い
子
と
な
っ
た
︶
は
︑
子
ど
も
時
代
︑
京
都

六
波
羅
に
あ
る
﹁
野
尻
の
叔
母
﹂
の
も
と
へ
習
字
に
通
っ
て
い
た
︒
そ
の
息
子
吉
男
と
は
同
級
︑
吉
男
の
従
妹
に
あ
た
る
冬
子
は
二
歳
下
︑

さ
ら
に
三
つ
下
の
妹
順
子
ら
が
集
っ
て
い
た
︒
の
ち
に
系
図
に
見
る
が
︑
み
ん
な
が
野
尻
の
叔
母
と
呼
ぶ
の
は
安
曇
家
の
次
女
が
野
尻
正

男
︵
六
道
︶
に
嫁
い
だ
た
め
で
あ
る
︒
宏
の
目
に
映
る
冬
子
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒﹁
ま
る
い
衿
の
︑
少
女
ら
し
い
白
い
ブ
ラ
ウ
ス
に
襞

ス
カ
ー
ト
よ
り
す
こ
し
明
る
い
紺
色
の
カ
ー
デ
イ
ガ
ン
を
重
ね
︑
冬
子
は
︑
な
に
よ
り
話
し
方
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
﹂
︵
一
章
︶︒
こ
れ

は
﹁
早
春
︵
注
2
︶﹂

に
描
か
れ
る
久
慈
芳
江
の
描
写
に
似
て
い
る
︒
ま
た
﹁
此
の
世
﹂
の
冒
頭
に
も
似
た
描
写
が
あ
る
︒
当
時
︑
女
学
生
が
そ
う

し
た
制
服
を
着
て
い
た
︑
と
い
う
よ
り
︑
作
者
に
宿
っ
た
特
定
の
面
影
が
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
か
れ
た
よ
う
に
見
え
る
︒

冬
子
の
自
宅
は
東
山
区
馬
町
に
あ
り
︑﹁
馬
町
の
安
曇
の
家
が
︑
ほ
か
で
も
な
い
旧
音
羽
川
に
架
か
っ
た
そ
の
土
橋
の
東
と
西
の
わ
き

に
在
っ
て
︑
と
う
に
無
い
そ
の
黒
ず
く
め
の
お
茶
所
と
い
う
の
も
︑
か
つ
て
冬
子
の
生
家
で
営
ん
で
い
た
と
知
っ
た
お
ど
ろ
き
は
深
か
っ

た
﹂︵
一
章
︶
と
記
さ
れ
る
︒
こ
れ
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
が
︑
こ
の
一
帯
は
明
治
末
に
市
電
が
通
る
ま
で
︑
葬
列
の
と
き
︑
焼
き
場

へ
と
上
る
道
筋
で
あ
っ
た
こ
と
に
驚
く
の
だ
︒

野
尻
家
に
つ
い
て
も
︑
苗
字
の
由
来
を
﹁
鳥
辺
野﹅

の
末
︑
入
口
︑
ほ
ど
の
意
味
ら
し
い
﹂︵
一
章
︶
と
宏
は
思
う
︒

梅
原
猛
は
﹃
京
都
発
見
一

地
霊
鎮
魂
︵
注
3
︶﹄

の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒
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京
の
都
の
東
︑
阿
弥
陀
が
峰
の
麓
は
鳥
辺
野
と
い
わ
れ
た
が
︑
そ
こ
は
死
者
を
埋
葬
す
る
場
所
で
あ
っ
た
︒︵
略
︶
鳥
辺
野
一
帯
は
︑

め
っ
た
に
人
が
近
付
か
な
い
死
の
空
間
で
あ
っ
た
︒
そ
の
死
の
空
間
と
生
の
空
間
の
接
点
が
六
道
の
辻
で
あ
り
︑
そ
こ
に
六
道
珍
皇

寺
と
い
う
奇
妙
な
名
の
寺
が
建
っ
て
い
る
︒
か
つ
て
は
こ
の
六
道
の
辻
に
︑人
は
屍
を
運
ん
で
︑そ
こ
で
僧
に
引
導
を
渡
し
て
も
ら
っ

た
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
か
ら
鳥
辺
野
に
行
き
︑
死
者
を
ほ﹅

ふ﹅

る﹅

と
後
を
も
見
ず
に
急
い
で
逃
げ
帰
っ
た
の
で
あ
る
︒

珍
皇
寺
は
井
戸
を
つ
か
っ
て
閻
魔
大
王
の
も
と
へ
往
来
で
き
た
と
い
う
小
野
篁
で
有
名
だ
が
︑
こ
う
し
て
遺
棄
さ
れ
た
死
体
を
処
理
す

る
人
々
を
以
前
は
安
曇
家
が
差
配
し
て
い
た
ら
し
い
︒

習
字
か
ら
の
帰
り
︑
清
閑
寺
へ
案
内
し
て
く
れ
た
冬
子
が
途
中
で
教
え
て
く
れ
る
︒

清
水
焼
の
発
祥
地
で
あ
る
こ
と
︑
鳥
辺
野
が
﹁
都

の
人
は
そ
こ
で
︑
野
尻
や
六
道
の
辻
で
︑
死
者
と
別
れ
た
︒
屍
は
野
山
に
住
む
人
手
に
ゆ
だ
ね
た
﹂
こ
と
︑﹁
こ
の
東
山
区
︑
山
か
ら
鴨

川
ま
で
︑
歴
史
的
に
は
例
外
な
し
い
う
く
ら
い
永
い
永
い
こ
と
死
体
棄
場
や
っ
た
﹂︵
一
章
︶
こ
と
︑
死
体
の
始
末
を
し
た
人
々
を
大
事

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
︑
土
地
に
ま
つ
わ
る
歴
史
の
こ
と
︒
つ
ま
り
登
場
す
る
人
物
は
歴
史
的
に
蔑
ま
れ
て
き
た
土
地
に
生
き
る

者
た
ち
な
の
で
あ
る
︒

作
者
は
﹁
作
品
の
後
で
︵
注
4
︶﹂

で
作
品
の
核
の
部
分
を
語
っ
て
い
る
︒

歴
史
的
な
差
別
問
題
の
根
の
深
み
が
﹁
何
﹂
に
あ
っ
た
か
︒
世
界
的
に
み
て
も
︑
常
に
﹁
死
者
﹂
と
の
関
わ
り
に
あ
っ
た
︒
も
っ
と

端
的
に
い
え
ば
︑﹁
死
体
﹂
と
関
わ
る
距
離
の
遠
い
と
近
い
と
に
︑
深
刻
な
尺
度
を
置
か
れ
が
ち
で
あ
っ
た
︒
穢
れ
と
畏
れ
︒
そ
れ

が
表
裏
し
︑
死
体
の
処
理
と
祭
祠
︵
芸
能
︶
と
が
分
業
化
さ
れ
た
︒︵
略
︶﹁
幻
想
﹂
と
い
う
方
法
を
あ
え
て
多
用
し
た
い
ち
ば
ん
の
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﹃
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理
由
は
︑
そ
う
い
う
ふ
う
な
仕
掛
け
で
な
い
と
語
り
き
れ
な
い
ほ
ど
︑﹁
問
題
﹂
が
︑
危
う
く
も
危
う
く
︑
難
儀
を
き
わ
め
て
い
た

か
ら
で
あ
る
︒

︵
3
︶
海
人
(あ
ま
)
族
に
つ
い
て

歴
史
的
と
い
う
と
き
︑
作
者
は
安
曇
家
を
く
わ
し
く
述
べ
る
︒
ナ
ホ
ト
カ
に
向
か
う
バ
イ
カ
ル
号
の
な
か
で
教
え
子
だ
っ
た
と
い
う
加

賀
法
子
に
接
し
な
が
ら
︑
指
を
ま
げ
る
蝮
指
に
つ
い
て
︑
ま
た
﹁
面
白
い
く
ら
い
両
方
と
も
真
中
が
窪
ん
で
見
え
﹂
る
冬
子
の
耳
た
ぶ
を

幻
視
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
日
本
を
考
え
る
と
き
︑
蛇
信
仰
は
避
け
ら
れ
ず
︑
信
仰
と
習
俗
︑
技
術
や
芸
能
に
共
感
し
な
が
ら
︑﹁
晴
れ
晴

れ
と
ば
か
り
は
生
き
え
な
か
っ
た
そ
の
よ
う
な
人
の
境
涯
を
哀
し
む
思
い
は
年
々
に
強
く
︑
哀
し
み
の
根
に
は
安
曇
冬
子
が
い
た
﹂︵
二
章
︶

か
ら
だ
︒
法
子
の
穴
の
あ
い
た
よ
う
に
見
え
る
耳
た
ぶ
や
蝮
指
は
﹁
安
曇
︑
い
や
今
は
在
モ
ス
ク
ワ
の
牧
田
夫
人
︑
冬
子
﹂
に
そ
っ
く
り

だ
っ
た
︒
そ
の
冬
子
に
逢
う
こ
と
が
目
的
に
な
っ
た
旅
な
の
だ
が
︑﹁
冬
子
と
ど
う
逢
え
る
か
︒
今
と
な
っ
て
そ
れ
が
︑
な
か
な
か
実
感

に
迫
ら
な
い
た
だ
夢
﹂︵
三
章
︶
と
思
わ
れ
て
い
た
︒

ま
た
﹁
ほ
ら
︑
神
武
天
皇
の
お
祖
父
さ
ん
が
︑
あ
の
海
彦
山
彦
の
山
彦
で
︑
山
彦
の
奥
さ
ん
は
海
の
神
の
姉
娘
で
し
ょ
︒
彼
女
は
︑
豊

玉
姫
は
︑
産
屋
で
龍
蛇
の
正
体
を
見
あ
ら
わ
さ
れ
て
海
に
帰
っ
て
し
ま
う
が
︑
生
れ
た
子
の
母
親
代
り
に
︑
や
っ
ぱ
り
龍
蛇
に
相
違
な
い

妹
を
地
上
に
送
っ
て
く
る
︒
こ
の
玉
依
姫
が
︑
の
ち
に
姉
の
子
と
夫
婦
に
な
っ
て
産
ん
だ
の
が
︑
あ
の
神
武
天
皇
だ
よ
ね
﹂
と
︑
夢
の
な

か
で
法
子
に
﹃
日
本
書
記
﹄
の
話
を
し
て
み
せ
る
︒

冬
子
が
高
校
一
年
生
に
入
学
し
た
こ
ろ
︑
安
曇
の
家
が
滋
賀
か
ら
京
都
へ
移
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
地
図
で
安
曇
川
を
発
見
︑﹁
長
野
県

に
同
じ
字
で
あ﹅

ず﹅

み﹅

郡
が
あ
り
﹂︑
安
曇
氏
が
﹁
五
世
紀
ご
ろ
か
ら
海
人
を
ひ
き
い
た
著
名
な
﹂﹁
海
人
の
首
領
﹂
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
伝
説
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上
安
曇
氏
が
海
神
で
あ
る
豊
玉
彦
命
を
祖
先
と
仰
ぐ
事
実
﹂
や
﹁
顔
に
入
墨
を
す
る
風
習
﹂
が
あ
り
︑
な
か
に
は
﹁
耳
輪
の
風
習
﹂︵
三
章
︶

を
も
つ
人
々
が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
︒

戸
井
田
道
三
は
﹁
鹿
と
ひ
ょ
う
た
ん
︵
注
5
︶﹂

の
な
か
で
︑
博
多
湾
に
あ
る
有
名
な
金
印
の
出
た
志
賀
の
島
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
書

い
て
い
る
︒
万
葉
の
歌
か
ら
も
海
人
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
︒
金
印
の
﹁
漢
の
倭
の
奴
の
国
王
﹂
の
︿
奴
﹀
は
博
多

の
古
名
の
︿
那
﹀
で
あ
る
こ
と
︒
志
賀
の
神
は
海
の
神
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
た
こ
と
︒
志
賀
の
島
神
社
の
鳥
居
を
め
ぐ
る
と
︑
第
二
の

鳥
居
の
﹁
手
前
左
側
に
志
賀
海
神
社
宮
司
の
阿
曇
氏
の
住
宅
が
あ
る
︒
信
州
の
安
曇
と
は
安
と
阿
の
ち
が
い
が
あ
る
が
︑
お
な
じ
苗
字
な

の
で
あ
ろ
う
﹂︒
ま
た
﹃
日
本
書
記
﹄
の
応
神
天
皇
三
年
の
条
か
ら
見
て
﹁
阿
曇
氏
が
海
人
の
宰
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
志
賀

島
の
阿
曇
氏
は
志
賀
海
神
社
の
宮
司
と
し
て
︑
昔
の
海
人
の
宰
の
面
影
を
わ
ず
か
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
﹂︒

ま
た
﹁
琵
琶
湖

の
西
側
に
あ
る
白
鬚
神
社
は
猿
田
彦
を
祀
る
と
い
う
が
︑
そ
の
近
く
に
安
曇
川
と
い
う
の
が
あ
っ
た
︒
読
み
方
は
ち
が
う
が
︑
安
曇
と
同

じ
で
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
︑
こ
こ
の
猿
田
彦
も
た
だ
の
気
ま
ぐ
れ
で
建
て
た
も
の
で
は
な
く
何
か
関
連
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
︒

同
じ
戸
井
田
道
三
は
﹁
老
後
の
初
心
︵
注
6
︶﹂

で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

人
は
い
つ
も
由
来
を
た
ず
ね
︑
始
原
を
め
ざ
し
て
も
の
ご
と
を
わ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
始
原
が
わ
か
れ
ば
︑
も
の
ご
と
が
わ
か
る

と
無
意
識
の
う
ち
に
思
い
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
︒
そ
れ
は
自
分
が
生
ま
れ
た﹅

と
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
︒

自
分
が
生
ま
れ
た
以
上
︑
そ
の
由
来
や
始
原
を
知
ろ
う
と
す
る
︒
冬
子
も
﹁
こ
ん
な
話
か
て
︑
知
っ
て
た
ら
︑
な
に
か
言
わ
れ
た
時
に

で
も
︑
筋
通
し
た
返
事
が
で
き
る
し
﹂︵
一
章
︶
と
言
う
よ
う
に
︑
手
や
耳
や
生
ま
れ
た
土
地
を
意
識
し
て
早
く
か
ら
始
原
を
も
と
め
︑

由
来
を
さ
ぐ
っ
て
い
る
︒
か
つ
て
︑
海
人
族
の
も
つ
天
皇
家
の
神
話
や
伝
承
や
系
譜
が
藤
原
家
の
力
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
と
い
う
説
も
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あ
る
︵
注
7
︶︒

物
語
の
底
辺
に
︑
海
人
族
や
安
曇
家
な
ど
の
膨
大
な
歴
史
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
︑
死
者
を
葬
る
こ
と
を
家
業
と
し
︑
長
年
差

別
を
う
け
て
き
た
者
の
遠
い
歴
史
を
通
し
て
︑
蛇
の
イ
メ
ー
ジ
を
至
る
処
に
置
き
︑
忌
み
嫌
わ
れ
た
歴
史
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
︑
ど
う

し
よ
う
も
な
い
境
遇
に
置
か
れ
た
冬
子
の
哀
し
み
に
ふ
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
︒

作
者
は
さ
ら
に
複
雑
な
系
譜
を
用
意
し
て
い
る
︒
来
歴
を
語
る
こ
と
が
幻
想
へ
の
手
順
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
︑
歴
史
と
い
う
時
の
暗

闇
の
な
か
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
幻
像
を
見
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒

︵
4
︶
人
物
相
関
図
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︵
5
︶
同
時
代
評
か
ら

野
呂
芳
男
︵
注
8
︶は

当
時
の
書
評
で
︑﹁
人
間
の
言
葉
や
理
性
で
は
︑
現
実
の
奥
底
に
流
れ
る
も
の
を
表
現
で
き
は
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
︑

本
能
的
に
古
代
人
は
そ
れ
を
宗
教
神
話
で
表
し
た
﹂
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に
評
し
た
︒

ロ
シ
ア
で
庶
民
の
手
垢
と
接
吻
で
黒
光
り
し
て
い
る
正
教
会
の
イ
コ
ン
に
惹
か
れ
る
宏
は
ま
た
︑
民
衆
の
中
に
正
教
の
浸
透
に
も
拘

ら
ず
生
き
の
び
て
き
た
蛇
信
仰
の
跡
を
見
出
す
︒
日
本
も
元
来
は
蛇
の
国
で
あ
っ
た
︒
読
者
は
い
つ
の
間
に
か
︑
著
者
に
と
っ
て
蛇

秦
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﹃
冬
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は
生
死
よ
り
も
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
を
流
れ
る
根
源
的
な
も
の
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
︒
冬
子
も
法
子
も
蛇
で
あ
り
︑
そ
こ

か
ら
の
再
生
で
あ
る
︒
宏
の
愛
の
物
語
は
︑
現
実
の
中
か
ら
夢
の
中
へ
と
分
け
入
り
︑
現
実
と
古
代
神
話
が
表
裏
の
よ
う
に
一
つ
に

な
る
︒

冬
子
が
残
し
て
去
っ
た
ホ
フ
マ
ン
の
﹃
黄
金
宝
壺
﹄︵
八
章
︶
の
よ
う
に
蛇
に
純
真
な
愛
を
貫
い
た
物
語
も
あ
る
け
れ
ど
︑
蛇
は
地
上

に
お
い
て
忌
み
嫌
わ
れ
身
を
か
く
す
こ
と
が
多
い
︒
そ
れ
だ
け
に
民
話
や
伝
承
で
は
︑
畏
怖
さ
れ
此
の
世
か
ら
封
じ
ら
れ
︑
退
け
る
た
め

に
崇
め
ら
れ
祀
ら
れ
た
気
配
が
あ
る
︒
そ
の
姿
に
虐
げ
ら
れ
た
人
々
を
重
ね
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
︑野
呂
の
言
う﹁
生
死
よ
り
も
も
っ

と
深
い
と
こ
ろ
を
流
れ
る
根
源
的
な
も
の
﹂
と
い
う
蛇
と
は
何
な
の
か
︒﹁
生
死
﹂
を
日
常
世
界
と
考
え
れ
ば
︑﹁
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
﹂

は
非
日
常
の
異
界
で
あ
り
︑
そ
こ
を
﹁
流
れ
る
根
源
的
な
も
の
﹂
と
は
︑
も
は
や
神
話
的
あ
る
い
は
宗
教
的
意
味
を
お
び
た
存
在
に
他
な

ら
ず
︑
さ
ら
に
﹁
言
葉
や
理
性
﹂
で
は
表
現
で
き
な
い
も
の
と
は
︑
口
に
す
る
こ
と
さ
え
憚
ら
れ
る
存
在
に
対
す
る
本
源
的
な
畏
怖
や
愛

と
言
え
よ
う
か
︒
ま
た
﹁
現
実
の
奥
底
に
流
れ
る
も
の
﹂
も
同
様
に
︑
現
実
に
は
表
立
っ
て
存
在
し
え
な
い
禁
忌
の
愛
で
あ
ろ
う
︒
現
実

か
ら
追
放
さ
れ
た
禁
忌
の
存
在
と
し
て
︑
限
ら
れ
た
時
間
を
懸
命
に
生
き
る
蛇
と
し
て
︑
夢
幻
の
冬
子
は
よ
み
が
え
っ
て
く
る
︒

冬
子
に
つ
い
て
︑﹁
3
妙
に
聡
く
︑
し
ん
み
り
静
か
で
優
し
く
︑
そ
の
く
せ
︑
不
思
議
に
お
そ
ろ
し
い
4
蛇
の
心
象
は
日
本
の
女
に
重
な

り
︑
3
日
本
は
蛇
の
国
4
と
い
う
言
葉
す
ら
出
て
く
る
︒
異
形
の
も
の
と
し
て
恐
れ
ら
れ
な
が
ら
も
崇
め
ら
れ
︑
神
つ
代
か
ら
現
代
に
至

る
ま
で
ひ
と
つ
の
神
で
あ
る
蛇
の
姿
が
し
ん
︑
と
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
こ
そ
が
冬
子
の
姿
で
も
あ
る
﹂
と
︑
よ
り
分

か
り
や
す
く
述
べ
た
の
は
荒
瀬
史
︵
注
9
︶で

あ
る
︒

ま
た
︑
安
宅
夏
夫
︵
注
10
︶は

異
界
の
愛
を
明
確
に
し
て
﹁
霊
異
と
の
交
歓
シ
ー
ン
は
多
い
﹂
と
し
て
﹁
人
間
同
志
だ
と
不
可
能
事
と
も
思
わ
れ

る
願
わ
し
い
至
上
の
姿
が
そ
こ
に
は
あ
る
﹂
と
評
し
︑
異
種
婚
姻
譚
の
一
つ
と
見
て
い
る
︒
同
時
に
︑
主
人
公
の
作
家
と
し
て
の
生
き
方
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に
﹁
自
分
の
道
を
ひ
た
進
む
求
道
者
と
し
て
の
相
貌
﹂
を
も
読
み
と
っ
て
い
る
︒
こ
の
点
は
︑
冬
子
に
対
す
る
お
の
れ
の
生
き
方
を
厳
し

く
批
判
し
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
が
︑
後
に
ふ
れ
た
い
︒

も
っ
と
も
︑﹁
冬
の
京
都
を
舞
台
に
し
た
︑
冬
子
た
ち
と
の
短
く
︑
は
か
な
い
︑
し
か
し
生
命
の
限
り
を
尽
し
て
の
愛
の
時
が
訪
れ
︑

非
現
実
的
な
と
い
う
よ
り
︑
幻
想
の
出
来
事
の
よ
う
な
結
末
を
も
っ
て
終
る
﹂
と
評
し
︑﹁
習
俗
や
伝
承
に
つ
い
て
の
解
説
に
努
力
を
傾

け
て
い
る
も
の
の
︑
そ
れ
が
人
物
の
存
在
を
内
側
か
ら
支
え
る
力
に
な
り
得
て
い
る
か
と
言
え
ば
︑
議
論
が
あ
る
だ
ろ
う
﹂
と
述
べ
た
中

村
昌
義
︵
注
11
︶の

評
も
あ
る
︒

︵
6
︶
冬
子
の
出
現

こ
の
物
語
の
意
図
に
つ
い
て
は
︑
作
中
で
披
露
さ
れ
て
い
る
︒
時
間
を
め
ぐ
る
作
者
の
趣
向
が
あ
り
︑
訪
ソ
の
あ
と
︑
帰
国
し
て
か
ら

原
稿
依
頼
が
あ
る
︑
と
い
う
時
間
の
流
れ
を
作
品
は
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
︑
読
者
は
ま
だ
書
か
れ
て
も
い
な
い
は
ず
の
作
品
を
読
み
な

が
ら
結
末
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
︒
下
記
の
引
用
で
︑
冬
子
と
の
物
語
は
ま
だ
︑
終
わ
っ
て
い
な
い
と
書
く
の
は
そ
れ
故
で
あ
る
︒

新
聞
連
載
の
依
頼
が
来
た
と
き
迷
い
な
く
引
き
受
け
︑﹁﹁
冬
子
﹂
を
書
き
た
い
︒
が
︑
冬
子
と
の
物
語
は
︑
ま﹅

だ﹅

︑
終
っ
て
い
な
い

﹂

と
思
い
︑﹁﹁
京
都
を
舞
台
の
恋
愛
も
の
﹂
と
は
な
に
や
ら
古
め
か
し
い
が
︑
同
じ
京
都
で
も
鴨
川
よ
り
東
︑
い
っ
そ
も
の
凄
く
鳥
辺
野
一

帯
に
く
り
広
げ
る
話
に
﹂︵
十
二
章
︶
と
語
っ
て
い
る
︒

あ
り
の
ま
ま
に
日
を
追
い
︑
牧
田
氏
の
手
紙
に
冬
子
の
合
図
を
見
つ
け
た
と
こ
ろ
か
ら
描
き
出
そ
う
︒
旅
を
し
て
︑
帰
国
し
て
︑

そ
し
て
今
度
の
こ
の
﹁
提
案
﹂
や
こ
う
し
た
思
案
も
︑
も
う
押
し
止
め
ら
れ
な
い
物
語
の
流
れ
に
と
り
こ
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
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現
の
人
で
な
い
冬
子
と
今
日
明
日
に
も
︑
ど
う
成
り
行
く
か
︑
作
者
自
身
が
知
ら
な
い
話
だ
︒

﹁
人
は
︑
死
ん
で
か
ら
︑
生
き
る
の
え
⁝
⁝
ほ
ん
ま
え
﹂
と
声
高
に
叫
ん
だ
冬
子
よ
︑
夕
日
が
朱
か
っ
た
鳥
辺
の
墓
山
に
︑
き
ら
め

き
躍
っ
て
い
た
小
鬼
た
ち
の
︑
ち
い
さ
な
首
領
よ
︒
そ
の
生
き
の
道
づ
れ
と
︑
俺
を
呼
ぶ
が
い
い
︒
誘
う
が
い
い

︒︵
十
二
章
︶

帰
国
前
︑
モ
ス
ク
ワ
で
牧
田
氏
宅
を
訪
れ
る
と
﹁
牧
田
夫
人
は
︑
全
然
︑
冬
子
と
別
人
で
あ
っ
た
﹂︒
宏
は
﹁
冬
子
は
も
う
︵
い
な
い
)

と
い
う
苦
い
断
念
に
︑
き
り
き
り
苛
ま
れ
た
﹂︵
十
章
︶︒
予
定
し
て
い
た
と
は
い
え
︑
冬
子
の
死
と
い
う
事
実
を
知
り
︑
物
語
は
転
換
点

を
む
か
え
た
は
ず
だ
が
︑
そ
れ
で
も
冬
子
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
︒
願
望
が
作
り
出
し
た
夢
の
ご
と
く
︑
強
引
に
読
者
を
巻
き
込
ん

で
幻
想
の
物
語
に
踏
み
こ
ん
で
ゆ
く
︒
幻
想
性
を
支
え
る
の
は
︑﹁
過
去
︑
冬
子
の
死
を
幾
度
び
も
想
像
し
︑
大
急
ぎ
で
回
避
し
た
﹂
が
︑

い
ま
は
﹁
死
ん
で
な
お
生
き
て
い
る
死
者
︑
あ
の
日
本
の
葦
原
中
国
の
死
者
︑
な
の
に
違
い
な
い
﹂︵
十
一
章
︶
と
︑
す
す
ん
で
受
け
入

れ
る
宏
の
こ
こ
ろ
で
あ
る
︒

﹁
眼
を
と
じ
︑
冬
子
の
こ
と
を
思
っ
て
い
た
︒
冬
子
は
生
き
て
い
る
︒
俺
の
︑
こ
の
胸
に
︑
熱
く
触
れ
て
物
を
言
っ
て
い
る

﹂︵
十
二

章
︶︒
こ
う
し
た
感
覚
は
︑
だ
れ
に
で
も
覚
え
の
あ
る
も
の
だ
ろ
う
︒
目
を
閉
じ
︑
恋
し
た
人
を
想
起
す
る
︑
す
る
と
実
在
す
る
か
の
よ

う
に
︑
脳
裡
に
よ
み
が
っ
た
そ
の
人
は
優
し
く
語
り
か
け
︑
お
そ
ら
く
事
実
以
上
に
美
し
く
映
え
て
い
る
︒
宏
が
小
説
を
書
い
て
い
る
間
︑

冬
子
は
︿
存
在
﹀
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
作
家
生
活
を
続
け
て
き
た
︒
し
か
し
︑
ど
う
考
え
て
も
︑
宏
は
死
者
の
存
在
を
感
知
し
︑

呼
び
寄
せ
る
能
力
を
人
一
倍
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
尋
常
な
く
敏
感
だ
︒
つ
ま
り
冬
子
に
幻
惑
さ
れ
る
の
で
な

く
︑
宏
も
現
実
と
幻
想
の
境
目
を
往
来
し
︑
対
応
で
き
る
能
力
を
備
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
冬
子
に
近
い
存
在
で
は
な
い
の
か
︑
と

思
え
て
く
る
︒

冬
子
の
出
現
の
仕
方
は
二
種
類
あ
る
︒
一
つ
は
︑
宏
の
冬
子
へ
の
愛
が
昂
ま
っ
た
と
き
で
あ
る
︒
宏
の
こ
こ
ろ
に
応
じ
る
よ
う
に
︑
サ
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イ
ン
が
あ
り
影
が
立
つ
︒
つ
ま
り
宏
の
愛
の
反
映
と
も
言
え
る
の
だ
が
︑
も
う
一
つ
は
冬
子
か
ら
の
呼
び
か
け
で
あ
る
︒
過
去
の
不
誠
実

を
咎
め
る
た
め
か
︒
い
っ
た
い
何
を
伝
え
に
冬
子
は
出
現
す
る
の
か
︒
そ
れ
を
知
る
た
め
に
︑

す
べ
て
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な

い
の
だ
が
︑

ま
ず
︑
二
人
の
間
に
起
こ
っ
た
事
柄
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

最
後
に
別
れ
た
の
は
︑
妻
と
な
る
迪
子
が
大
学
を
卒
業
す
る
日
︒
迪
子
が
一
つ
下
︑
冬
子
が
宏
よ
り
二
つ
下
だ
か
ら
冬
子
が
大
学
三
年

の
と
き
で
あ
る
︒
そ
の
と
き
﹁
冬
子
は
眼
を
光
ら
せ
︑
か
け
寄
ろ
う
と
す
る
と
︑
来
る
な
と
遠
く
か
ら
双
の
親
指
と
人
さ
し
指
を
十
手
か

二
丁
拳
銃
の
よ
う
に
突
き
つ
け
︑
そ
む
き
ざ
ま
人
波
に
す
ば
や
く
巻
か
れ
て
行
っ
た
﹂︵
六
章
︶︒
し
か
し
事
件
は
そ
の
あ
と
起
こ
る
︒
迪

子
が
﹁
ひ
と
足
早
く
東
京
へ
二
人
の
新
居
︑
ア
パ
ー
ト
︑
の
用
意
に
渋
谷
代
官
山
の
兄
の
家
へ
発
っ
た
直
後
﹂
で
あ
る
︒
見
送
る
宏
の
背

後
か
ら
冬
子
が
現
れ
︑﹁
来
て
︑
と
さ
え
言
わ
ず
︑
駅
前
か
ら
押
す
よ
う
に
タ
ク
シ
ー
に
乗
せ
る
と
︑
一
直
線
に
馬
町
の
家
へ
走
っ
た
﹂︵
八

章
︶︒
そ
こ
で
初
め
て
関
係
を
も
つ
の
だ
が
︑
そ
の
と
き
﹁
妻
と
な
る
迪
子
を
東
京
へ
送
り
だ
し
た
二
十
年
前
の
あ
の
夜
︑
し
な
や
か
な

冬
子
の
青
白
い
肢
体
は
︑
の﹅

た﹅

を
打
っ
て
男
の
総
身
を
絞
っ
た
︒
あ
ん
な
凄
い
声
を
自
分
の
の
ど
が
吐
き
出
す
と
は

﹂︵
九
章
︶︒
こ

の
︑
た
っ
た
一
度
の
行
為
か
ら
︑
宏
は
な
に
か
を
感
じ
と
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
異
形
の
者
の
気
配
を
察
知
し
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
︒
結
果
︑
冬
子
は
妊
娠
し
︑
法
子
を
産
む
︒
法
子
は
二
日
半
し
か
生
き
ら
れ
ず
︑﹁
母
親
に
は
︑
わ
た
し
︑
な
り
そ
こ
ね
た

ん
で
す
よ
﹂﹁
い
い
え
︑
死
な
せ
た
の
よ
︑
わ
た
し
⁝
・
⁝
あ
の
子
を
︑
抱
い
て
も
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
﹂
︵
八
章
︶
と
冬
子
は
嘆
く
︒
そ

の
法
子
は
順
子
の
妹
︵
死
産
︶
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
名
前
を
安
曇
の
祖
母
が
つ
け
た
と
い
う
︒
死
者
は
い
ま
成
長
し
て
十
九
歳
︑
幻

覚
の
加
賀
法
子
と
な
っ
て
登
場
す
る
︒
冬
子
が
死
ん
だ
こ
と
︑
宏
の
子
を
産
ん
で
︑
そ
の
法
子
も
死
ん
だ
こ
と
︑
こ
う
し
た
事
情
を
宏
は

今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
冬
子
は
そ
れ
を
知
ら
せ
に
現
れ
た
と
も
言
え
る
︒

さ
ら
に
重
要
な
の
は
︑
次
の
一
節
で
あ
ろ
う
︒
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二
人
が
︑
昔
も
今
も
︑
口
に
し
な
い
言
葉
は

結
婚
︒
そ
れ
を
願
わ
な
か
っ
た
と
も
︑
真
剣
に
考
え
た
と
も
言
え
ば
う
そ
に
な
る
︒

結
婚
︑
の
二
字
に
酔
い
そ
う
に
な
る
と
強
い
て
頭
を
ふ
っ
た
︒
卑
怯
の
そ
し
り
に
堪
え
て
も
︑
未
練
な
酔
い
は
︑
力
な
く

醒

ま
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

﹁
成
る
は
な
し
ゃ
な
い
で
︒
わ
か
っ
て
る
や
ろ
が
⁝
⁝
﹂
と
︑
ほ
か
で
も
な
い
野
尻
吉
男
が
つ
ら
い
顔
を
し
て
背
な
か
を
こ
づ
い
た
︒

六
道
さ
ん
も
︑
習
字
の
先
生
も
︑
似
た
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
呟
き
聞
か
せ
て
い
た
気
が
す
る

︒

身
内

そ
れ
は
︑
冬
子
を
妻
と
は
呼
ぶ
ま
い
断
念
を
埋
め
あ
わ
せ
る
︑
苦
し
ま
ぎ
れ
の
愛
の
表
白
だ
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
早
く
︑

確
実
に
︑
結
婚
の
相
手
を
べ
つ
に
探
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
︑
と
︑
大
学
に
入
っ
た
時
分
に
は
も
う
考
え
て
い
た
︒︵
九
章
︶

文
面
か
ら
見
る
か
ぎ
り
︑
初
め
て
関
係
を
も
っ
た
時
期
と
多
少
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
が
︑
そ
れ
は
さ
て
お
き
︑
﹁
二
人
き
り
の
他
界

に
潜
り
で
て
行
け
る
か
も
し
れ
な
い
願
い
を
︑
い
つ
も
二
人
は
も
っ
て
い
た
﹂
と
引
用
部
分
の
直
前
に
あ
る
︒﹁
成
る
は
な
し
ゃ
な
い
で
﹂

と
い
う
の
は
︑
差
別
に
関
わ
る
境
遇
で
別
れ
を
強
い
ら
れ
た
二
人
︑
と
解
釈
で
き
る
︒
だ
か
ら
彼
ら
の
願
い
は
﹁
二
人
き
り
の
他
界
﹂
へ
︑

別
世
界
で
生
き
た
い
と
願
い
︑
そ
の
先
に
は
心
中
へ
と
も
心
が
動
い
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
宏
が
考
え
︑
実
行
す
る
の
は
︑
身
内
と
い
う
幻

想
に
冬
子
へ
の
愛
を
封
じ
込
め
︑
結
婚
相
手
は
別
に
探
そ
う
と
決
意
す
る
こ
と
だ
っ
た
︒
冬
子
が
問
い
糾
し
た
い
の
は
そ
の
点
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
︒
な
ぜ
結
婚
は
叶
わ
な
か
っ
た
の
か
︒
錯
覚
か
も
し
れ
な
い
が
同
族
の
思
い
を
抱
き
な
が
ら
︑
﹁
他
界
﹂
へ
潜
り
行
く
こ

と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
に
︑
な
ぜ
逃
げ
た
か
︒
変
わ
り
身
の
早
さ
よ
︒
人
は
死
ん
で
か
ら
生
き
る
︑
と
い
う
叫
び
も
︑
冬
子
の
怨
念
の
表

出
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

愛
し
合
う
若
い
二
人
に
立
ち
ふ
さ
が
る
結
婚
の
障
壁
︒
歴
史
が
生
み
出
し
た
差
別
構
造
が
彼
ら
の
運
命
を
引
き
裂
い
た

し
か
し

な
が
ら
︑
ふ
と
不
審
に
思
う
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
宏
の
生
い
立
ち
は
十
四
章
に
詳
し
い
が
︑
簡
略
に
記
す
と
︑
宏
の
母
で
あ
る
和
子
︑
の
母
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は
秦
に
嫁
い
で
一
男
一
女
を
産
み
︑
夫
の
死
後
二
人
を
つ
れ
て
深
草
の
加
茂
の
後
妻
に
入
っ
た
︒
和
子
は
南
舟
木
の
佐
々
木
に
嫁
ぎ
︑
綾

と
も
う
一
人
妹
を
産
ん
だ
が
︑
昭
和
五
年
に
夫
と
末
娘
を
失
く
し
た
︒
し
か
し
や
が
て
和
子
は
身
籠
り
︑
宏
を
出
産
︒
宏
を
深
草
の
老
母
︑

義
父
に
託
し
て
男
︵
八
坂
︶
と
行
方
を
断
っ
た
︒
宏
は
冬
子
の
祖
父
が
人
を
介
し
て
当
尾
家
へ
預
け
ら
れ
た
︑
と
あ
る
︒

本
文
を
見
て
も
︑﹁
六
波
羅
の
野
尻
で
か
て
︑
馬
町
の
安
曇
の
家
で
か
て
︑
お
に
い
ち
ゃ
ん
の
こ
と
み
ん
な
︑
家
の
も
ん
み
た
い
に
受

け
入
れ
て
た
ん
︑
な
ん
で
や
テ
﹂︵
十
二
章
︶
と
順
子
は
言
う
︒
ま
た
︑
安
曇
家
の
神
事
︿
オ
コ
ナ
イ
﹀
に
宏
が
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
︵
三

章
︶︑
な
ど
考
え
る
と
︑
本
来
︑
宏
も
安
曇
︑
野
尻
︑
加
茂
家
の
一
族
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
貰
い
子
も
一
族
の
な
か
で

の
計
ら
い
で
は
な
か
っ
た
の
か
︒
で
は
︑
結
婚
な
ど
﹁
成
る
は
な
し
ゃ
な
い
で
﹂
と
野
尻
吉
男
の
言
っ
た
の
は
︑
何
に
照
ら
し
た
判
断
だ

ろ
う
︒
単
に
吉
男
や
野
尻
夫
妻
が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
冬
子
自
身
の
特
異
性
に
よ
る
も
の
な
の
か
︒

︵
7
︶
宏
の
背
信
︑
作
家
の
背
理

そ
れ
に
し
て
も
︑
冬
子
を
﹁
身
内
﹂
と
い
う
﹁
断
念
を
埋
め
合
わ
せ
す
る
︑
苦
し
ま
ぎ
れ
の
愛
の
表
白
﹂
の
中
に
置
き
去
り
に
し
て
︑

冬
子
か
ら
去
っ
た
宏
の
行
為
は
﹁
卑
怯
﹂
で
あ
る
︒
元
来
︑﹁
身
内
﹂
と
は
単
な
る
血
縁
を
拒
絶
し
︑
他
人
︑
世
間
の
掟
に
対
し
て
自
分

た
ち
の
世
界
を
ま
も
る
愛
の
聖
域
を
意
味
す
る
︑﹁
貰
い
子
﹂
か
ら
発
し
た
渇
望
の
意
識
で
あ
っ
た
︒
思
え
ば
︑
同
質
の
こ
と
は
﹁
畜
生
塚
﹂

で
町
子
に
も
強
い
て
い
た
︒
町
子
は
︑
そ
れ
が
幻
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
が
︑
こ
の
作
品
で
は
︑﹁
そ
の
絶
対
に
共
存
不

可
能
な
は
ず
の
我
ひ
と
り
の
島
に
︑
気
が
つ
く
と
他
人
と
一
緒
に
立
っ
て
る
︒
⁝
⁝
立
つ
こ
と
が
で
き
て
い
る
︒
そ
の
選
び
と
っ
た
相
手

が
身﹅

内﹅

な
の
ね
﹂
と
言
う
加
賀
法
子
に
対
し
て
︑﹁
夢
︑
だ
ね
︒
醒
め
れ
ば
も
と
の
孤
り
さ
﹂︵
二
章
︶
と
答
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
時
間
を

﹁
無
際
限
に
ス
ラ
イ
ス
の
利
く
大
き
な
球
体
﹂
と
捉
え
︑﹁
人
の
数
だ
け
の
時
間
が
あ
っ
て
︑
親
子
で
あ
れ
夫
婦
で
あ
れ
︑
同
じ
時
間
を
共

秦
恒
平
﹃
冬
祭
り
﹄
論
︵
永
栄
︶

― 91 ―



有
は
で
き
な
く
て
︑
錯
覚
の
共
有
だ
け
が
可
能
な
の
だ
︑
そ
こ
に
3
身
内
4
同
士
の
可
能
も
ま
た
錯
覚
さ
れ
る
﹂︵
十
五
章
︶
と
述
べ
て
︑

身
内
意
識
が
夢
で
あ
り
︑
錯
覚
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
答
え
て
い
る
の
は
︑
登
場
人
物
の
作
家
秦
恒
平
で
あ
っ
て
︑
身

内
の
観
念
を
幻
想
だ
と
変
容
さ
せ
な
け
れ
ば
︑
冬
子
と
の
愛
を
ま
も
れ
な
か
っ
た
﹁
苦
し
ま
ぎ
れ
の
愛
﹂
の
宏
は
破
綻
す
る
の
だ
ろ
う
︒

い
ま
︑
宏
に
は
︑﹁
妻
に
触
れ
な
が
ら
冬
子
を
想
え
ば
一
瞬
に
腕
の
な
か
へ
冬
子
が
来
て
い
た
﹂
し
︑﹁
瞬
き
一
つ
の
あ
い
だ
に
冬
子
が

も
と
の
迪
子
に
︑
法
子
が
朝
日
子
に
︑
環
が
建
日
子
に
も
ど
る
の
に
継
ぎ
目
と
い
う
も
の
が
見
え
な
か
っ
た
﹂︵
十
五
章
︶
と
︑
幻
想
と

現
実
が
す
り
替
わ
る
現
象
が
見
え
て
い
る
︒
二
重
写
し
の
よ
う
に
二
つ
の
世
界
が
共
存
し
て
い
る
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
本
来
な
ら
遠

い
あ
の
日
︑
宏
は
冬
子
の
な
か
に
身
内
を
見
出
し
︑﹁
二
人
き
り
の
他
界
﹂
へ
潜
り
抜
け
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ
︒
だ
か
ら
作
家
と
な
っ
た
今
︑

当
時
の
身
勝
手
さ
を
恥
じ
︑
心
底
か
ら
の
深
い
悔
恨
と
は
げ
し
い
追
慕
が
宏
を
お
そ
う
の
で
あ
る
︒

冬
子
が
読
め
と
言
っ
た
﹃
黄
金
宝
壺
﹄
は
︑
蛇
の
本
で
あ
っ
た
︒﹁
だ
が
心
の
ど
こ
か
に
︑
し
ょ
せ
ん
蛇
は
か
な
わ
な
い
と
い
う
す
さ

ま
じ
い
背
信
を
︑
自
分
に
指
さ
し
て
咎
め
苦
し
め
る
呪
い
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
﹂
と
感
じ
る
宏
に
︑
冬
子
は
﹁
ア
ン
ゼ
ル
ム
ス
ほ
ど
純
真

に
蛇
の
愛
に
生
き
よ
う
と
し
な
い
俗
物
を
責
め
て
︑
蔑
ん
で
︑
立
ち
去
っ
た
﹂
の
だ
︒
こ
れ
は
冬
子
の
強
い
意
思
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑

宏
を
ず
っ
と
見
て
い
た
︑
と
い
う
冬
子
は
︑
宏
が
二
人
の
愛
を
﹁
永
劫
の
一
閃
﹂
と
み
な
し
︑﹁
遺
書
を
書
く
ぐ
あ
い
に
小
説
や
随
筆
を

い
つ
も
書
い
て
﹂
待
っ
て
い
る
姿
を
︑﹁
な
る
べ
く
不
意
に
そ﹅

れ﹅

の
来
る
の
を
﹂︑﹁
そ﹅

れ﹅

で
︑
な
に
か
に
対
し
︑
頭
を
さ
げ
た
こ
と
に
し

た
が
っ
て
る
み
た
い
﹂︵
八
章
︶
と
言
う
︒
そ﹅

れ﹅

と
は
︑
死
を
意
味
す
る
の
だ
が
︑
死
に
た
い
と
い
う
願
望
で
は
な
い
︒
書
い
て
い
る
も

の
が
死
を
待
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︑
い
や
そ
う
思
わ
せ
る
狡
猾
さ
を
見
か
ね
て
冬
子
は
現
れ
た
の
だ
︒
宏
の
奥
底
を
流
れ
る
の
は
︑

虐
げ
ら
れ
た
人
々
の
歴
史
を
考
え
︑
そ
れ
を
書
く
覚
悟
で
あ
り
︑
冬
子
へ
の
贖
罪
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

原
善
︵
注
12
︶は

冬
子
の
出
現
の
意
図
に
つ
い
て
正
確
に
纏
め
て
い
る
︒
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死
ぬ
こ
と
で
︿
な
に
か
に
対
し
︑
頭
を
さ
げ
た
こ
と
に
し
た
が
っ
て
﹀
い
て
︿
遺
書
を
書
く
ぐ
あ
い
に
小
説
や
随
筆
を
い
つ
も
書
い

て
﹀
い
く
宏
を
︿
卑
怯
﹀
と
し
︑
今
・
こ
こ
で
の
宏
な
り
の
決
着
に
向
け
て
の
︿
提
案
﹀
を
す
る
が
︑
そ
れ
は
﹃
冬
祭
り
﹄
と
い
う

冬
子
に
つ
い
て
の
小
説
を
宏
が
︽
書
く
こ
と
︾
を
通
し
て
︿
よ
わ
く
虐
げ
ら
れ
て
き
た
﹀
冬
子
た
ち
の
︿
切
な
い
歴
史
﹀
を
記
憶
に

と
ど
め
︑
そ
ん
な
︿
あ
や
ま
ち
の
歴
史
を
︑
ど
う
か
︑
繰
り
返
さ
な
い
で
﹀
ほ
し
い
が
た
め
だ
と
言
う
︒
宏
に
と
っ
て
は
そ
の
今
と

は
︑︿﹁
念
々
死
去
﹂﹀
の
覚
悟
と
い
う
︿
⁝
⁝
考
え
る
こ
と
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
︑
こ
の
数
年
︑
気
持
ち
は
ず
っ
と
な
さ
け
な
く
︑

濁
っ
て
き
て
る
︒
よ
ご
れ
て
き
て
る
﹀
と
い
う
時
期
で
あ
り
︑
冬
子
の
︿
提
案
﹀
は
︑︿
執
心
を
解
き
放
ち
︑
も
っ
と
自
由
に
な
り
︑

自
分
た
ち
︵
冬
子
と
法
子
︶
へ
の
負
担
を
忘
れ
﹀
る
こ
と
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
で
︑︿
濁
っ
﹀
た
自
分
の
浄
化
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
︒

も
っ
と
も
こ
れ
は
﹁
今
度
こ
そ
︑
あ
な
た
の
胸
の
内
に
︑
安
ら
か
に
あ
た
し
た
ち
が
棲
め
る
お
墓
を
︑
建
て
て
い
た
だ
け
る
の
で
す
も

の
﹂︵
十
六
章
︶
と
い
う
安
堵
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
︑
執
心
を
解
き
放
ち
︑
自
由
に
な
っ
て
自
分
た
ち
へ
の
負
担
を
忘
れ
て
ほ
し
い
︑

と
は
ず
い
ぶ
ん
冬
子
は
寛
容
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑﹁
執
心
を
解
き
放
ち
﹂
の
文
に
続
く
一
節
は
見
逃
せ
な
い
︒﹁
ど
う
顔
を
そ
む
け
て
も

耐
え
ら
れ
ず
ふ
く
ら
む
眼
尻
の
涙
は
︑
べ
つ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
﹂︒
べ
つ
の
こ
と
︑
と
は
何
か
︒
本
当
の
と
こ
ろ
は
︑
と
も
に
﹁
二

人
き
り
の
他
界
へ
潜
り
出
て
い
け
る
﹂︵
九
章
︶
願
い
を
抱
い
て
い
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒
再
来
の
意
図
は
差
別
意
識
の
ゆ
が
み
を

正
す
こ
と
だ
け
で
は
な
い
︒
宏
へ
の
愛
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
二
十
年
ま
え
と
変
わ
っ
て
い
な
い
︒
そ
れ
で
も
此
の
世
に
い
ら
れ
る
時
間

に
限
り
が
あ
る
︒
命
日
の
十
一
月
二
十
三
日
が
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
そ
の
愛
は
︑
冬
子
の
冬
子
た
る
所
以
で
あ
る
﹁
蛇
﹂

の
愛
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
る
︒﹁
生
命
の
泉
﹂
を
浴
び
て
帰
っ
て
く
る
と
烈
し
く
愛
し
合
う
︒

冬
子
は
凄
い
ほ
ど
蒼
白
だ
っ
た
が
︑
濃
い
瞳
も
︑
瞳
を
浮
か
ば
せ
た
白
い
眼
も
冴
え
冴
え
澄
ん
で
︑
男
の
か
ら
だ
を
抱
き
締
め
る
腕
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ぢ
か
ら
に
は
底
し
れ
な
い
精
気
が
籠
っ
て
い
た
︒
思
わ
ず
オ
ウ
と
応
え
た
︒﹁
蛇
と
も
な
ろ
う
﹂
と
叫
ん
で
い
た
︒
冬
子
も
叫
び
声
を

こ
ら
え
な
か
っ
た
︒
男
は
炎
を
吐
き
女
は
満
々
と
充
ち
溢
れ
た
︒
固
く
結
ん
だ
二
た
筋
の
緒
と
化
し
て
奥
の
奥
ま
で
肉
を
絡
ま
せ
血

を
求
め
あ
い
︑
虚
空
を
埋
め
て
二
人
の
息
づ
か
い
は
狭
霧
よ
り
濛
々
と
渦
巻
き
流
れ
た
︒
八
度
遂
げ
た
︑
ま
で
︑
記
憶
が
あ
る

︵
十
六
章
︶

作
者
は
冬
子
の
壮
絶
な
﹁
蛇
﹂
の
性
を
描
き
出
す
︒
異
形
の
者
だ
か
ら
こ
そ
得
ら
れ
る
悦
楽
の
性
だ
ろ
う
︒
あ
な
た
も
﹁
と
う
と
う
蛇

に
な
っ
た
わ
﹂
と
つ
ぶ
や
か
れ
る
宏
も
異
界
に
通
じ
る
要
素
を
も
ち
︑
同
じ
世
界
に
棲
み
た
い
と
願
う
︒
も
は
や
﹁
も
う
⁝
⁝
ヘ
タ
な
理

屈
を
言
っ
て
は
生
き
の
び
る
の
︑
イ
ヤ
だ
﹂
と
心
中
へ
と
心
が
動
い
て
い
る
︒

﹁
あ
な
た
︒
あ
た
し
の
⁝
⁝
身
内
ね
﹂

﹁
そ
う
だ
﹂

﹁
あ
た
し
が
︑
も
し
︑
ご
一
緒
に
あ
の
池
の
底
へ
と
お
願
い
し
た
ら
﹂

﹁
行
く
﹂

﹁
ほ
ん
と
ね
⁝
⁝
︒
あ
り
が
と
う
︒
で
も
︑
い
け
ま
せ
ん
よ
︒
ぜ
っ
た
い
︑
そ
れ
は
い
け
な
い
の
よ
﹂︵
十
六
章
︶

稚
児
ケ
池
を
見
下
し
な
が
ら
︑
し
か
し
冬
子
は
宏
を
拒
絶
す
る
︒
冬
子
の
脳
裡
に
︑
か
つ
て
の
父
と
安
曇
の
母
の
末
妹
と
の
心
中
事
件

が
よ
み
が
え
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
そ
の
順
子
の
妹
の
法
子
が
︑
日
の
目
を
見
ず
常
世
の
闇
に
流
れ
去
っ
た
日
︑
父
親
は
清
閑

寺
の
奥
山
に
忍
ん
で
心
中
死
し
て
い
た
﹂︑
相
手
は
﹁
遠
か
ら
ず
嫁
入
り
の
話
も
ま
と
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
義
妹
︑
安
曇
家
の
末
娘
だ
っ
た
︒
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六
波
羅
の
野
尻
へ
嫁
い
だ
叔
母
か
ら
六
つ
若
い
︑
三
人
姉
妹
で
一
等
綺
麗
だ
っ
た
叔
母
が
︑
冬
子
や
順
子
の
父
を
道
づ
れ
に
烈
し
い
死
へ

と
底
昏
い
あ
の
山
路
に
誘
い
こ
ん
だ
﹂︵
十
二
章
︶︒
そ
の
父
は
冬
子
の
実
父
で
は
な
い
︑
死
ん
だ
法
子
と
と
も
に
本
当
の
父
は
︑
父
の
兄

︵
深
草
の
伯
父
︶
で
あ
っ
た
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
安
曇
の
父
母
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
不
倫
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
︒
そ

う
し
た
捩
れ
た
血
縁
の
な
か
で
生
ま
れ
育
っ
た
冬
子
は
︑
習
字
教
室
で
﹁
死
ん
だ
人
は
し
や
わ
せ
で
す
﹂
と
書
い
た
︒
逆
に
﹁
死
な
れ
た

者
は
た
ま
ら
な
い

つ
ま
り
︑
こ
う
い
う
こ
と
を
冬
子
は
言
い
た
か
っ
た
︑
の
か
﹂︵
一
章
︶
と
宏
は
考
え
る
︒
同
様
の
心
情
が
︑
宏

の
家
族
を
思
い
や
る
気
持
ち
が
︑
冬
子
と
の
心
中
を
︵
宏
の
自
殺
を
︶
思
い
止
ま
ら
せ
た
︑
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

そ
れ
と
も
︑
こ
の
幻
の
冬
子
は
︑
宏
が
出
発
ま
え
に
観
た
歌
舞
伎
﹁
道
成
寺
﹂
の
安
珍
・
清
姫
さ
な
が
ら
︑
蛇
体
と
な
っ
て
愛
を
も
と

め
て
再
来
し
た
の
か
︒
そ
し
て
は
た
し
て
念
願
だ
っ
た
﹁
生
き
直
し
﹂︵
死
に
直
し
︶
は
で
き
た
の
か
︒
再
び
現
実
に
も
ど
っ
て
生
き
直

し
た
い
と
い
う
︑
か
つ
て
若
く
し
て
失
っ
た
人
生
を
︑
十
分
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
怨
念
を
浄
化
し
て
︑
冬
子
は
異
界
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
の

だ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
ま
た
︑か
つ
て
宏
に
身
内
と
い
う
観
念
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
怨
念
は
︑最
後
に
宏
の
願
望
を
置
き
去
り
に
し
て
去
っ

て
ゆ
く
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
︒
作
品
は
い
ろ
い
ろ
想
像
さ
せ
る
の
だ
が
︑
作
者
は
︑
冬
子
の
﹁
提
案
﹂
が
︑﹁
此
の
世
で
︑
よ
わ
く

虐
げ
ら
れ
き
た
切
な
い
歴
史
を
︑
い
い
え
あ
や
ま
ち
の
歴
史
を
︑
ど
う
か
︑
く
り
か
え
さ
な
い
で
﹂
と
い
う
﹁
抗
議
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
を

明
確
に
し
て
︑
わ
が
子
法
子
の
︑
一
緒
に
生
き
た
い
と
す
る
願
望
に
応
え
よ
う
と
す
る
宏
を
冬
子
に
拒
絶
さ
せ
る
︒

﹁
そ
ん
な
っ
て
︑
そ
れ
な
ら
お
父
さ
ん
︒
あ
た
し
た
ち
と
一
緒
に
来
て
く
だ
さ
る
気
⁝
⁝
﹂

﹁
⁝
行
く
よ
⁝
法
子
︒
行
く
と
も
﹂

﹁
そ
れ
は
ダ
メ
﹂

冬
子
の
声
が
火
花
を
ふ
い
た
︒︵
十
六
章
︶
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﹁
冬
子
⁝
⁝
愛
し
て
い
た
ん
だ
お
ま
え
を
﹂

そ
う
囁
き
︑
法
子
に
も
手
を
添
え
さ
せ
︑
か
さ
な
る
大
き
な
蓮
の
葉
の
か
げ
へ
︑
あ
え
か
な
あ
え
か
に
冬
子
の
命
を
か
え
し
て
や
っ

た
︒︵
十
六
章
︶

作
者
は
︑
お
の
れ
の
定
め
を
知
っ
た
冬
子
を
描
い
て
い
る
︒
宿
命
の
愛
を
全
う
し
て
異
界
に
も
ど
っ
て
行
く
姿
を
描
く
筆
致
は
や
さ
し

く
哀
し
い
︒

さ
て
︑
異
界
へ
の
道
を
断
た
れ
た
宏
は
ど
の
よ
う
に
生
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
︑
冬
子
が
い
つ
︑
ど
こ
で
︑
ど
の
よ
う
に
死

ん
だ
の
か
不
明
で
あ
る
︒
法
子
を
出
産
後
︑﹁
父
親
は
だ
れ
か
冬
子
は
言
わ
な
か
っ
た
が
察
し
の
つ
か
ぬ
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
﹂︵
九

章
︶
の
に
︑
宏
が
詰
問
さ
れ
た
事
実
は
な
い
︒﹁
卑
怯
の
そ
し
り
に
堪
え
て
も
﹂
と
あ
る
が
宏
の
覚
悟
を
語
る
も
の
で
︑
事
実
は
黙
認
さ
れ
︑

一
族
の
な
か
で
不
問
に
付
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
寛
容
ゆ
え
に
︑﹁
冬
子
と
の
結
婚
を
﹁
蛇
﹂
に
重
ね
て
尻

込
み
し
つ
づ
け
た
︑
あ
ん
な
思
い
の
根
は
真
実
抜
け
た
の
か
﹂︵
十
六
章
︶
と
︑
作
者
は
差
別
の
意
識
構
造
を
宏
に
問
い
︑
作
家
と
し
て

の
覚
悟
を
せ
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

幻
の
冬
子
と
法
子
と
三
人
で
︑
琵
琶
湖
を
見
よ
う
と
比
良
山
に
登
る
途
中
︑
宏
は
考
え
る
︒

う
そ
の
よ
う
に
明
る
い
日
ざ
し
に
包
ま
れ
て
い
る
母
と
子
を
︑
目
前
に
︑
た
だ
眺
め
て
い
た
︒

自
分
が
が
ま
ん
な
ら
ぬ
い
や
な
男
で
あ
る
自
覚
が
︑
シ
ブ
る
ほ
ど
に
下
腹
を
痛
ま
せ
る
︒
だ
が
︑
彼
女
ら
の
う
え
に
そ
ん
な
い
や

な
男
で
自
分
が
あ
り
え
た
事
実
が
︑
十
年
の
作
家
生
活
を
と
も
あ
れ
可
能
に
し
た
と
言
え
な
く
な
い
の
な
ら
︑
作
家
な
ん
て
い
っ
た

い
何
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
︒︵
略
︶

泣
く
母
と
娘
を
ま
え
に
︑
結
局
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
男
が
こ
こ
に
い
て
︑
そ
の
男
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と
い
え
ば

念
々
に
死
去
の
夢
を
見
て
い
る
︑
人
生
に
希
望
と
い
う
も
の
を
じ
つ
は
微
塵
も
持
っ
た
こ
と
の
な
い
一
匹
の
死
ぬ

べ
き
虫
に
ひ
と
し
い
こ
と
を
︑
冬
子
た
ち
は
悟
っ
て
い
な
か
っ
た
︒︵
十
四
章
︶︵
下
線
部
・
引
用
者
︶

冬
子
た
ち
に
と
っ
て
﹁
い
や
な
男
﹂
で
あ
り
え
た
こ
と
が
﹁
作
家
生
活
を
と
も
あ
れ
可
能
に
し
た
﹂︒
冬
子
の
愛
を
犠
牲
に
し
て
作
家

生
活
が
成
り
た
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
冬
子
に
対
す
る
譴
責
感
で
あ
る
と
同
時
に
精
一
杯
の
言
い
訳
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
苦
悩
で
は
あ
ろ
う

け
れ
ど
︑
作
家
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
︑
身
勝
手
な
﹁
い
や
な
男
﹂
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
背
理
を
ひ
け
ら
か
し
︑﹁
人
生
に

希
望
と
い
う
も
の
を
じ
つ
は
微
塵
も
持
っ
た
こ
と
の
な
い
一
匹
の
死
ぬ
べ
き
虫
に
ひ
と
し
い
﹂
と
ま
で
白
々
し
く
言
っ
て
の
け
る
宏
を
︑

作
者
が
﹁
冬
子
た
ち
は
悟
っ
て
い
な
か
っ
た
﹂
と
記
す
の
は
当
然
で
あ
る
︒
宏
の
生
き
方
の
密
度
は
︑
冬
子
た
ち
の
︑
未
来
を
持
た
な
い

冬
子
た
ち
の
︑
過
去
の
愛
と
怨
念
に
生
き
る
密
度
に
と
う
て
い
及
ば
な
い
と
断
じ
た
の
だ
︒
そ
こ
に
︑
先
に
引
い
た
安
宅
夏
夫
の
﹁
自
分

の
道
を
ひ
た
進
む
求
道
者
と
し
て
の
相
貌
﹂
が
見
え
る
と
す
れ
ば
︑
宏
を
﹁
が
ま
ん
な
ら
ぬ
い
や
な
男
﹂
と
し
て
描
か
ざ
る
を
え
な
い
作

家
と
し
て
の
苦
悩
で
あ
ろ
う
︒
作
者
は
こ
こ
で
︑
あ
え
て
︑
深
層
で
は
宏
も
ま
た
冬
子
や
蛇
や
異
界
に
通
じ
る
異
能
者
で
あ
る
可
能
性
を

語
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
差
別
者
で
も
あ
り
被
差
別
者
で
も
あ
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
︒

︵
8
︶
生
き
恥
に
ふ
れ
て

こ
の
複
雑
で
深
淵
な
物
語
は
︑
ご
く
表
層
だ
け
と
こ
と
わ
っ
て
原
善
は
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
︒

主
人
公
は
か
つ
て
自
ら
遠
ざ
か
っ
た
幼
馴
染
み
の
女
性
に
憧
れ
と
思
慕
を
抱
き
つ
つ
中
年
に
な
っ
た
が
︑
当
の
女
性
は
死
亡
し
て
お
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り
︑
そ
れ
を
彼
は
知
ら
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
彼
女
は
幽
霊
あ
る
い
は
化
身
と
し
て
彼
の
前
に
出
現
し
︑
逢
瀬
を
重
ね
る
う
ち
に
妻

子
も
命
も
捨
て
て
彼
女
と
と
も
に
行
こ
う
︵
逝
こ
う
︶
と
決
心
す
る
彼
を
拒
ん
で
彼
女
は
姿
を
消
す
︵
再
度
死
ぬ
︶︒

作
者
は
︑
こ
の
物
語
を
書
く
に
お
よ
ん
で
︑
主
人
公
を
当
尾
宏
︵
ペ
ン
ネ
ー
ム
・
秦
恒
平
︶
と
し
︑
宏
＝
秦
恒
平
の
行
動
や
思
想
を
作
者

が
物
語
る
と
い
う
二
重
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
る
趣
向
を
こ
ら
し
て
い
る
︒
そ
の
中
で
作
者
は
宏
に
潜
む
差
別
者
と
し
て
の
意
識
を
剔
出

し
︑
い
く
ぶ
ん
異
界
に
通
じ
る
能
力
な
ど
持
た
せ
て
︑
異
界
と
の
交
歓
を
可
能
に
も
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
作
者
の
知
っ
て
い
る
情
報
を
す

べ
て
宏
＝
秦
恒
平
に
表
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
読
者
に
は
や
や
不
透
明
な
部
分
も
生
じ
て
く
る
︒

複
雑
な
安
曇
の
家
系
で
は
︑
安
曇
の
父
︵
加
茂
家
の
登
︶
は
︑
妻
の
末
妹
と
心
中
し
た
︒
安
曇
の
母
は
結
婚
す
る
前
か
ら
登
の
兄
の
栄

を
愛
し
て
い
て
︑
実
際
冬
子
と
法
子
︵
死
産
︶
を
産
ん
で
い
る
ら
し
い
︒
そ
の
母
は
﹁
死
ん
だ
も
の
の
眼
に
︑
今
生
き
て
い
る
自
分
の
逐

一
が
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
指
さ
し
て
︑
即
ち
﹁
生
き
恥
﹂
と
思
い
屈
し
て
い
た
﹂
と
い
う
︒
死
者
を
﹁
終
始
を
胸
に
抱
い
て
﹂

生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
母
を
見
て
︑﹁
死
者
は
︑
生
者
の
記
憶
の
中
で
こ
そ
死
後
を
生
き
る
︑
生
き
ら
れ
る
⁝
と
で
も
﹂︵
五
章
︶
と
︑

宏
と
順
子
は
話
し
合
う
の
だ
が
︑﹁
最
期
を
看
取
っ
た
娘
の
勘
で
は
︑
安
曇
の
母
の
例
の
﹁
生
き
恥
﹂
と
い
う
表
現
に
は
︑
た
だ
死
な
れ

た
と
だ
け
で
す
ま
さ
れ
な
い
︑
死
ぬ
べ
き
で
な
い
人
を
死
な
せ
た
と
い
っ
た
︑
た
ま
ら
な
い
自
責
の
念
が
感
じ
ら
れ
た
﹂
と
い
う
︒
兄
弟

︵
夫
登
と
伯
父
栄
︶
二
人
に
愛
さ
れ
た
母
の
自
責
と
は
︑
夫
の
兄
︵
伯
父
︶
と
の
関
係
を
︑
そ
し
て
そ
う
い
う
関
係
を
続
け
た
こ
と
を
夫
に

詫
び
る
意
味
で
あ
ろ
う
し
︑
そ
れ
が
直
接
の
誘
因
と
な
っ
て
夫
の
心
中
事
件
が
起
こ
り
︑
結
局
兄
弟
二
人
と
も
死
な
し
て
し
ま
っ
た
︒
夫

登
の
心
中
は
冬
子
︑
法
子
の
生
ま
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
︑
一
方
︑
栄
は
そ
の
た
め
責
め
ら
れ
て
自
死
を
選
ん
だ
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
が
︑
詳
し
く
は
語
ら
れ
な
い
︒

そ
し
て
同
じ
よ
う
な
構
図
が
順
子
と
宏
に
も
展
開
さ
れ
る
︒
冬
子
は
宏
と
の
間
に
法
子
を
産
ん
だ
が
︑宏
は
そ
の
咎
は
受
け
な
か
っ
た
︒
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﹁
そ
や
ネ
︒
そ
や
ッ
て
︑
あ
た
し
ら
も
生
き
恥
を
か
い
て
る
の
や
ね
﹂

順
子
は
堪
ら
な
く
つ
ら
そ
う
に
︑
関
口
台
の
叔
母
︑﹁
お
兄
ち
ゃ
ん
の
叔
父
さ
ん
﹂
と
結
婚
し
た
桜
子
叔
母
か
ら
︑
東
京
で
の
縁
談

に
返
事
を
急
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
打
明
け
た
︒

﹁
順
⁝
⁝
ど
う
な
っ
て
も
︑
き
み
は
︑
き
み
だ
よ
俺
の
﹂

順
子
は
小
指
の
さ
き
で
涙
を
は
じ
い
て
︑
寂
し
そ
う
に
微
笑
む
だ
け
だ
っ
た
︒︵
十
五
章
︶

﹁
お
兄
ち
ゃ
ん
の
叔
父
さ
ん
﹂
と
は
母
和
子
の
弟
周
平
を
さ
す
の
だ
が
︑
そ
れ
よ
り
宏
が
冬
子
と
順
子
姉
妹
に
愛
さ
れ
た
事
実
を
語
っ

て
い
る
︒﹁
生
き
恥
を
か
い
て
る
﹂
と
い
う
の
は
︑
二
人
の
関
係
を
冬
子
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
で
は
︑
順
子
の
子
︑
環
は

宏
の
子
か
と
邪
推
も
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
瑣
末
な
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
は
︑
か
つ
て
﹁
或
る
雲
隠
れ
考
︵
注
13
︶﹂

の
な
か
で
︑
繰
り
返
さ
れ
る

不
倫
か
ら
生
ま
れ
る
子
を
﹁
ち
ゃ
ん
と
し
た
﹂
生
ま
れ
で
な
い
子
と
記
し
︑
呪
わ
し
い
血
縁
の
輪
廻
に
つ
い
て
︑
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
︒

結
婚
で
き
な
か
っ
た
男
と
女
の
苦
痛
に
較
べ
る
と
︑
同
じ
二
人
か
ら
漏
れ
出
来
た
子
ど
も
の
心
や
そ
う
い
う
親
と
子
の
関
わ
り
の
方

に
遥
か
に
苦
い
毒
の
味
が
残
る
︒
そ
う
で
は
な
い
か
︑
人
間
の
血
が
濃
く
粘
っ
て
濁
り
始
め
た
の
は
こ
う
し
た
親
と
子
の
余
儀
な
い

定
め
が
性
懲
り
も
な
く
反
復
さ
れ
た
か
ら
だ
︒

冬
子
は
︑
父
の
登
と
深
草
の
伯
父
栄
が
兄
弟
で
安
曇
の
母
を
愛
し
た
よ
う
に
︑
宏
の
こ
と
を
冬
子
と
順
子
ふ
た
り
で
愛
し
て
し
ま
っ
た

運
命
を
話
す
︒
長
男
の
憲
吉
か
ら
冬
子
︑
順
子
︑
法
子
と
四
人
兄
妹
だ
が
︑
冬
子
と
末
の
妹
だ
け
は
父
親
が
ち
が
う
と
告
白
す
る
︒
そ
の
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た
め
︑
父
た
ち
は
悲
惨
な
結
末
を
迎
え
た
が
︑
宏
に
は
﹁
こ
の
人
を
︑
万
一
に
も
死
な
さ
ん
よ
う
に
﹂
と
頼
み
︑
順
子
に
は
﹁
早
ま
っ
た

こ
と
︑
し
て
欲
し
な
い
﹂
と
言
う
︒﹁
も
っ
と
⁝
⁝
気
も
ち
も
⁝
も
っ
と
自
由
で
い
て
ほ
し
い
の
﹂︵
十
五
章
︶
と
願
う
︒
自
由
に
︑
と
は

血
縁
に
と
ら
わ
れ
ず
自
在
に
︑
心
の
び
や
か
に
︑
自
分
を
責
め
ず
に
︑
汚
れ
た
血
縁
の
輪
廻
な
ど
と
は
無
縁
に
生
き
て
ほ
し
い
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
点
か
ら
も
冬
子
の
怨
念
は
浄
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
作
者
に
は
︑
不
倫
の
子
は
生
存

を
許
さ
れ
な
い
傾
向
が
見
ら
れ
た
の
だ
が
︵
冬
子
や
法
子
や
宏
の
子
の
法
子
な
ど
の
死
が
証
左
と
な
る
︶
︑
環
は
蝮
指
を
も
つ
安
曇
家
の
唯
一

の
後
継
者
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
︑﹁
ち
ゃ
ん
と
し
た
﹂
生
ま
れ
の
子
な
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
後
︑
順
子
が
桜
子
叔

母
の
す
す
め
る
縁
談
を
受
け
入
れ
る
と
す
れ
ば
︑
歪
ん
だ
血
縁
が
ま
た
始
ま
る
か
も
し
れ
な
い
と
冬
子
は
案
じ
て
い
る
︒
結
婚
で
き
な

か
っ
た
二
人
︵
宏
と
順
子
︶
の
関
係
の
ゆ
く
え
を
案
じ
る
の
だ
︒
ま
た
︑
異
能
の
者
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
︑
冬
子
と
法
子
が
そ
う
で
あ

り
︑
憲
吉
︑
順
子
は
そ
う
で
な
い
な
ら
︑
異
能
の
系
譜
は
そ
の
ル
ー
ツ
と
し
て
伯
父
栄
が
も
っ
と
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
︑
記

述
は
少
な
い
︒
も
っ
と
も
︑
加
茂
家
は
安
曇
家
か
ら
嫁
を
も
ら
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
︑
栄
は
登
同
様
︑
安
曇
家
の
血
縁
を
受
け
継

い
で
い
る
か
と
納
得
が
い
く
︒
で
は
︑
同
じ
母
か
ら
生
ま
れ
な
が
ら
︑
こ
の
異
父
姉
妹
︵
冬
子
と
順
子
︶
が
ち
が
う
能
力
を
も
つ
の
は
な

ぜ
か
︑
明
確
で
は
な
い
︒

︵
9
︶
掌
編
﹁
金
﹂
に
つ
い
て

最
後
に
︑
モ
ス
ク
ワ
で
会
っ
た
冬
子
が
︑
宏
が
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
か
ら
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
へ
の
小
旅
行
を
す
る
間
︑
毎
日
︑
掌
編
を
書

い
て
く
れ
る
よ
う
頼
む
︒
宏
は
﹁
木
﹂﹁
金
﹂﹁
土
﹂﹁
日
﹂﹁
月
﹂﹁
火
﹂﹁
水
﹂
の
七
編
を
書
く
の
だ
が
︑
そ
の
う
ち
﹁
金
﹂
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
︒
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こ
の
掌
編
は
︑﹁
鯛
﹂
と
し
て
﹃
閨
秀
﹄︵
昭
和
四
八
・
一
二

中
央
公
論
社
︶
に
収
め
ら
れ
た
一
編
﹁
蝶
﹂
と
関
わ
り
が
あ
る
︒﹁
蝶
﹂

の
概
要
を
記
す
と
︑﹁
夕
日
の
さ
い
ご
の
一
し
ず
く
を
受
け
た
﹂
少
女
が
︑
黄
金
の
粒
か
ら
縫
い
針
を
作
り
︑
刺
繍
を
は
じ
め
る
︒
布
地

に
は
涯
て
し
な
い
月
夜
の
海
が
ひ
ろ
が
り
︑
小
舟
と
少
女
は
寂
し
い
月
夜
の
底
を
流
れ
る
︒
や
が
て
黄
金
の
針
を
波
間
に
垂
れ
る
と
︑
波

の
下
か
ら
蝶
が
あ
ら
わ
れ
夜
空
に
舞
い
あ
が
り
無
数
の
蝶
が
大
空
に
架
け
橋
を
懸
け
る
︒
少
女
は
月
に
む
か
っ
て
登
っ
て
い
く
が
橋
は
途

絶
え
る
︒
足
を
か
け
る
と
蝶
は
た
ち
ま
ち
死
ん
で
落
ち
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
波
間
を
の
が
れ
出
た
一
匹
の
蝶
が
あ
り
︑﹁
黄
金

の
蝶
は
少
女
を
乗
せ
︑
涯
て
し
な
い
空
の
涯
て
へ
︑
ゆ
ら
り
と
翔
び
立
っ
た
﹂︒

こ
れ
は
︑
少
女
の
孤
独
を
救
っ
て
他
界
へ
と
向
か
う
蝶
の
話
と
読
め
る
の
だ
が
︑
掌
編
﹁
金
﹂
は
そ
っ
く
り
続
編
の
か
た
ち
で
加
筆
さ

れ
︑
物
語
と
し
て
変
容
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
蝶
が
言
う
︒

わ
た
し
は
日
の
神
の
末
の
子
︑
怒
り
に
触
れ
久
し
く
海
の
底
に
逐
わ
れ
て
い
た
の
を
︑
お
ま
え
に
救
わ
れ
た
︒
お
ま
え
が
︑
あ
や

ま
た
ず
日
の
神
に
御
手
に
︑
そ
の
︑
黄
金
の
針
と
化
し
た
一
し
ず
く
の
光
を
無
事
戻
し
て
く
れ
よ
う
な
ら
︑
わ
た
し
は
ゆ
る
さ
れ
︑

お
ま
え
は
わ
た
し
の
妻
と
な
っ
て
︑
望
み
の
場
所
で
幸
せ
な
一
生
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
︒︵
九
章
︶

奈
落
を
出
た
少
女
と
蝶
は
飛
び
続
け
る
︒
そ
し
て
﹁
一
刹
那
︑
あ
か
い
光
の
矢
が
少
女
の
眉
間
を
射
抜
く
︑
と
見
る
間
に
少
女
は
黄
金

の
針
を
︑
炎
え
る
焔
の
芯
へ
︑
ち
く
り
と
刺
し
た
﹂︒
す
る
と
︑
闇
の
呪
縛
を
解
か
れ
て
﹁
少
女
は
一
人
の
満
月
の
よ
う
な
青
年
と
並
ん
で
︑

な
つ
か
し
い
草
野
の
原
に
立
っ
て
い
た
﹂
の
で
あ
る
︒
闇
の
世
界
か
ら
日
の
世
界
へ
の
転
身
︵
蘇
り
︶
と
い
う
結
末
に
︑
宏
は
意
識
的
に
︑

冬
子
と
の
関
係
に
希
望
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
︒

兄
の
海
幸
彦
か
ら
借
り
た
釣
り
針
を
さ
が
し
て
海
神
の
宮
に
や
っ
て
き
て
豊
玉
姫
に
出
会
う
︑
山
幸
彦
の
神
話
な
ど
連
想
さ
せ
る
話
だ

秦
恒
平
﹃
冬
祭
り
﹄
論
︵
永
栄
︶
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が
︑
日
の
世
界
と
闇
の
世
界
が
は
っ
き
り
区
分
さ
れ
て
︑﹁
海
の
底
﹂
は
海
人
族
︑
安
曇
家
の
祖
先
に
通
じ
る
︒
掌
編
﹁
月
﹂
に
も
︑
波

を
割
っ
て
海
の
中
か
ら
登
場
す
る
兄
妹
が
あ
り
︑﹁
男
は
ハ
ヤ
ト
︑
女
は
ア
ヅ
ミ
と
名
の
っ
て
︑
子
孫
を
殖
や
し
︑
ア
マ
舟
は
︑
白
銀
の
月

の
し
ず
く
に
身
を
洗
い
な
が
ら
︑
島
か
ら
島
︑
浦
か
ら
浦
へ
漕
ぎ
渡
っ
た
﹂
と
描
か
れ
て
い
る
︒
原
善
の
指
摘
の
よ
う
に
︑
一
連
の
掌
編

は
﹁
宏
の
無
意
識
を
掘
り
起
こ
し
て
冬
子
＝
蛇
の
化
身
と
気
づ
か
せ
る
役
目
﹂
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︑
ま
た
古
代
か
ら
の
冬
子
の
深
く
遠
い

来
歴
を
示
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
が
︑
毎
日
書
き
続
け
た
七
つ
の
掌
編
の
な
か
で
上
述
の
よ
う
な
結
末
を
描
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒

冬
子
が
蛇
の
化
身
で
あ
る
こ
と
に
尻
込
み
し
︑
現
実
で
は
結
婚
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
て
い
た
の
に
︑
幻
想
の
な
か
で
は
心
中
も
で

き
る
と
言
う
宏
の
身
勝
手
さ
の
な
か
に
差
別
構
造
を
描
き
出
し
た
﹁
い
や
な
男
﹂
宏
の
言
い
分
は
作
者
に
は
苦
々
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

そ
し
て
物
語
は
冬
子
が
異
界
へ
消
滅
す
る
こ
と
で
終
わ
る
が
︑
ま
た
宏
の
心
中
へ
の
願
望
は
拒
否
さ
れ
た
が
︑
作
者
に
は
冬
子
が
い
つ
の

日
か
日
の
世
界
に
も
ど
っ
て
く
る
こ
と
を
願
う
自
由
が
許
さ
れ
て
い
る
︒︿
冬
子
と
宏
の
物
語
﹀
を
書
く
作
家
秦
恒
平
の
世
界
︑
を
物
語

る
作
者
と
い
う
二
重
の
フ
ィ
ル
タ
ー
が
か
け
ら
れ
て
い
る
︑
と
述
べ
た
所
以
で
あ
る
︒

い
つ
か
夢
な
ら
覚
め
る
︑
幻
想
な
ら
現
実
に
も
ど
る
︑
と
わ
か
っ
て
い
る
が
︑
た
だ
夢
の
一
瞬
を
永
遠
に
生
き
る
た
め
に
︑
作
者
は
書

き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
と
え
冬
子
は
死
ん
で
い
よ
う
と
︑
書
い
て
い
る
間
は
︑
よ
み
が
え
り
︑
と
も
に
存
在
で
き
る
︒
そ
れ
が

︿
書
く
﹀
と
い
う
作
家
の
救
い
で
あ
り
幸
福
な
の
で
あ
る
︒

注
注
1

自
筆
年
譜
︵﹃
四
度
の
瀧
﹄

一
九
八
五
・
一

珠
心
書
肆

所
収
︶

注
2

﹁
早
春
﹂
︵﹃
湖
︵
う
み
︶
の
本

44

早
春
・
京
の
ち
え
﹄

二
〇
〇
〇
・
八
︶

注
3

梅
原
猛
﹃
京
都
発
見
□一
地
霊
鎮
魂
﹄︵
一
九
九
七
・
一

新
潮
社
︶
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注
4

﹃
湖
の
本
24

冬
祭
り

下
﹄︵
一
九
九
二
・
一
一
︶

注
5

戸
井
田
道
三
﹁
鹿
と
ひ
ょ
う
た
ん
﹂︵﹃
戸
井
田
道
三
の
本
4

ま
な
ざ
し
﹄︵
一
九
九
三
・
一
〇

筑
摩
書
房
︶

注
6

戸
井
田
道
三
﹁
老
後
の
初
心
﹂︵﹃
戸
井
田
道
三
の
本
3

み
ぶ
り
﹄︵
一
九
九
三
・
六

筑
摩
書
房
︶

注
7

深
田
浩
市
﹃
天
皇
の
秘
宝
﹄︵
二
〇
二
〇
・
二

鳥
影
社
︶

注
8

野
呂
芳
男
﹁
冬
祭
り

哀
し
く
も
愛
し
い
物
語
﹂︵﹁
東
京
新
聞
﹂
夕
刊

昭
和
五
六
・
六
・
二
九
︶

注
9

荒
瀬
史
﹁
う
つ
く
し
き
蛇
の
葬
礼

﹃
冬
祭
り
﹄

秦
恒
平
著
﹂︵﹁
幻
想
文
学
﹂
昭
和
五
七
・
四
︶

注
10

安
宅
夏
夫
﹁
秦
恒
平
著

冬
祭
り

豊
か
な
物
語
孕
む
長
編
﹂︵﹁
週
刊
読
書
人
﹂
昭
和
五
六
・
七
・
二
〇
︶

注
11

中
村
昌
義
﹁
秦
恒
平
著

冬
祭
り

た
ま
ゆ
ら
の
生
の
時
を
描
き
﹂︵﹁
日
本
読
書
新
聞
﹂
昭
和
五
六
・
八
・
二
四
︶

注
12

原
善
﹁
冬
祭
り
﹂︵﹃
秦
恒
平
の
文
学

夢
の
ま
た
夢
﹄︵
一
九
九
四
・
一
一

右
文
書
院
︶
︒
以
下
︑
原
氏
の
引
用
は
す
べ
て
同
書
に
拠
る
︒

注
13

﹁
或
る
雲
隠
れ
考
﹂︵﹁
新
潮
﹂
昭
和
四
四
・
六
︶︒
な
お
︑
拙
論
﹁
秦
恒
平
﹁
或
る
雲
隠
れ
考
﹂

妖
し
い
血
縁
の
物
語
﹂︵﹁
皇
學
館
論
叢
﹂

第
五
十
一
巻
第
四
号

平
成
三
〇
・
八
︶
を
参
照
く
だ
さ
い
︒

︵
な
が
え

ひ
ろ
の
ぶ
・
近
代
文
学
研
究
家
︶

秦
恒
平
﹃
冬
祭
り
﹄
論
︵
永
栄
︶
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