
は
じ
め
に

　

神
社
に
参
拝
し
て
思
い
お
も
い
に
賽
銭
を
供
す
る
、
こ
れ
は
現
在

ご
く
普
通
の
行
為
で
あ
る
が
、
地
域
の
小
社
祠
に
お
い
て
は
、
洗
米

を
お
ひ
ね
り
に
し
た
り
、
餅
や
強
飯
な
ど
が
藁
苞
に
入
れ
て
供
え
ら

れ
て
い
る
の
を
し
ば
し
ば
目
に
す
る
。
お
ひ
ね
り
に
は
せ
ず
、
米
が

そ
の
ま
ま
賽
銭
箱
周
辺
に
散
乱
し
て
い
る
の
を
見
か
け
る
こ
と
も
珍

し
く
な
い
。
お
そ
ら
く
撒
き
散
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
以
前
、

紀
伊
半
島
沿
岸
部
に
お
い
て
、
漁
師
ら
し
き
ひ
と
り
の
男
が
何
ご
と

か
小
声
で
唱
え
な
が
ら
、
米
・
大
豆
を
い
く
つ
か
み
か
社
殿
の
扉
へ

ぶ
つ
け
て
拝
礼
し
て
い
る
の
を
実
見
し
た
こ
と
が
あ
る
。
明
ら
か
に

供
え
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
供
え
る
に
し
て
は
荒
々
し
い
や
り
か

た
で
あ
っ
た
。

　

祭
り
な
ど
で
の
、
神
と
称
さ
れ
る
霊
的
存
在
へ
の
食
物
や
物
品
の

供
し
か
た
を
み
る
と
、
器
や
三
方
に
丁
寧
に
盛
り
、
捧
げ
持
っ
て
案

上
等
に
載
せ
供
え
る
場
合
の
ほ
か
、
や
や
粗
雑
に
撒
き
散
ら
す
と
い

う
か
た
ち
の
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
極
端
に
異
な
る
こ
の
二
つ

の
供
し
か
た
は
、
祭
り
の
研
究
上
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
の
か
。

先
の
紀
伊
半
島
沿
岸
部
の
男
の
心
意
は
い
ま
さ
ら
推
量
す
べ
く
も
な

い
が
、
小
稿
で
は
、
後
者
の
撒
き
散
ら
す
と
い
う
供
饌
法
の
吟
味
を

と
お
し
て
、
祭
り
に
祀
ら
れ
る
�
神
�
は
、
人
々
が
そ
の
霊
力
に
期
待

し
て
迎
え
積
極
的
に
祀
ろ
う
と
す
る
神
だ
け
で
は
な
か
っ
た
、
と
い

う
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

（
１
）（
２
）
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一
、
散
米
に
つ
い
て

　

１　

各
地
の
散
米
事
例
検
討

　

愛
媛
県
今
治
市
の
西
郊
一
帯
で
は
、
正
月
十
一
日
早
暁
に
、
地
祝

松
と
称
す
る
雌
雄
二
本
の
松
と
山
草
二
枚
を
束
ね
た
物
を
田
畑
に
持

っ
て
出
て
一
年
の
豊
作
を
祈
る
が
、
そ
の
際
、
正
月
の
神
事
用
と
し

て
特
別
に
搗
い
た
節
米
を
桝
に
入
れ
て
持
参
し
、
周
辺
に
節
米
を
投

げ
散
ら
し
て
か
ら
地
祝
松
を
拝
む
の
だ
と
い
う
。
こ
の
行
為
を
ナ
ゲ

マ
キ
（
投
げ
撒
き
）
と
呼
ん
で
い
る
�
。
節
米
は
、
当
事
者
達
に
は
お

そ
ら
く
松
へ
の
供
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
ナ
ゲ
マ

キ
と
い
う
語
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
投
げ

散
ら
す
こ
と
が
一
つ
の
定
ま
っ
た
供
え
の
方
式
で
あ
っ
た
。

　

能
田
多
代
子
の
報
告
に
よ
る
と
、
青
森
県
三
戸
郡
戸
来
村
一
帯
で

は
、
社
祠
に
参
っ
た
際
、
拝
も
う
と
思
う
目
的
の
神
へ
と
は
別
に
、

社
祠
の
外
へ
向
か
っ
て
近
所
の
神
々
の
名
を
呼
ん
で
銭
を
撒
く
と
い

う
。
そ
の
た
め
、
社
祠
の
正
面
門
上
の
裏
側
に
大
き
な
木
箱
が
下
げ

ら
れ
、「
外
ま
き
は
此
箱
に
し
て
下
さ
い
」
と
書
い
て
あ
る
�
。
木
箱

は
「
外
ま
き
」
用
の
一
種
の
賽
銭
箱
と
し
て
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
昔
か
ら
銭
を
撒
い
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、

（
３
）

（
４
）

お
そ
ら
く
か
つ
て
は
米
を
撒
き
散
ら
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
家
船
の
一
根
拠
地
た
る
広
島
県
の
能
地
で
は
、
船
中
の
オ

リ
ュ
ウ
ゴ
ン
サ
ン
（
お
龍
宮
様
）
へ
供
え
る
米
を
ナ
ゲ
マ
キ
と
呼
ん

で
お
り
、
こ
の
呼
称
か
ら
み
て
、
こ
こ
で
も
か
つ
て
は
投
げ
散
ら
す

と
い
う
供
え
方
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

ナ
ゲ
マ
キ
は
神
前
の
み
な
ら
ず
墓
前
に
お
い
て
も
な
さ
れ
る
と
い
う
�
。

　

右
の
諸
例
は
い
ず
れ
も
昭
和
十
年
代
の
報
告
で
あ
る
。
現
在
で
も

こ
の
と
お
り
実
行
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
し
て
い
な
い
が
、
こ

れ
ら
だ
け
か
ら
で
も
、
各
地
に
、
投
げ
散
ら
す
あ
る
い
は
撒
き
散
ら

す
と
い
う
供
饌
法
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
十
分
に
わ
か
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
青
森
県
三
戸
郡
の
例
で
は
、
明
ら
か
に
祈
願
対
象
た

る
主
神
以
外
の
神
々
を
意
識
し
て
、
こ
の
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。

　

木
樵
な
ど
山
中
で
作
業
を
す
る
人
が
、
昼
食
の
際
に
、
ま
ず
弁
当

の
飯
粒
の
い
く
つ
か
を
近
辺
に
撒
き
飛
ば
し
て
か
ら
食
べ
始
め
る
と

い
う
話
も
よ
く
耳
に
す
る
。
お
そ
ら
く
、
周
囲
に
何
ら
か
の
神
霊
を

意
識
し
て
の
行
為
で
あ
ろ
う
。

　

つ
づ
い
て
、
近
年
の
祭
り
の
場
に
お
け
る
事
例
を
い
く
つ
か
み
て

お
き
た
い
。

　

佐
賀
県
諸
富
町
石
塚
の
二
月
十
九
日
（
あ
る
い
は
こ
れ
に
近
い
日
曜

（
５
）
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日
）
に
行
わ
れ
る
百
手
祭
り
に
お
い
て
は
、
的
射
に
先
だ
つ
若
宮
神

社
で
の
神
事
の
一
部
と
し
て
、
宮
司
が
若
宮
神
社
（
石
の
祠
）
に
神

酒
を
注
ぎ
か
け
た
あ
と
、
用
意
し
た
塩
・
イ
リ
コ
・
米
を
神
社
敷
地

の
四
方
に
撒
い
て
い
る
�
。
こ
の
あ
と
場
所
を
移
し
て
、
普
通
の
供
饌

法
に
よ
る
神
事
が
施
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
社
（
石
の

祠
）
の
四
方
に
塩
・
イ
リ
コ
・
米
を
撒
く
の
は
、
そ
の
神
事
の
前
段

の
や
や
尋
常
な
ら
ざ
る
行
為
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

大
分
県
天
瀬
町
川
原
の
十
二
月
十
五
日
の
山
立
て
と
称
す
る
火
祭

り
に
お
い
て
は
、
地
区
内
の
家
々
が
三
十
六
箇
の
餅
を
持
参
し
て
そ

れ
ぞ
れ
撒
き
、
撒
か
れ
た
餅
を
火
で
炙
っ
て
食
べ
る
と
無
病
息
災
だ

と
い
う
。
こ
の
あ
と
、
座
前
と
呼
ば
れ
る
祭
り
責
任
者
宅
に
お
い
て

直
会
と
な
る
の
で
あ
る
�
。

　

滋
賀
県
永
源
寺
町
政
所
と
い
え
ば
木
地
屋
発
祥
の
伝
承
を
持
つ
地

で
あ
る
が
、
こ
こ
の
八
幡
神
社
の
十
一
月
三
日
の
ミ
ソ
ウ
祭
り
で
は
、

銭
が
投
げ
供
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
前
へ
の
丁
寧
な
献
饌
（
手

の
こ
ん
だ
特
殊
神
饌
が
供
え
ら
れ
る
）
が
ひ
と
と
お
り
な
さ
れ
る
と
、

非
常
方
と
呼
ば
れ
る
若
衆
た
ち
が
紙
に
包
ん
だ
チ
リ
セ
ン
（
散
銭
）

を
袂
か
ら
取
り
出
し
、
順
次
本
殿
の
縁
に
投
げ
込
ん
で
は
拝
跪
す
る
。

こ
の
あ
と
、
非
常
方
一
同
が
揃
っ
て
拝
殿
に
着
座
し
、
床
を
両
手
で

叩
く
よ
う
に
し
て
立
ち
上
が
っ
て
、
手
を
浄
め
撤
饌
に
移
る
の
だ
と

（
６
）

（
７
）

い
う
。
式
典
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
、
そ
の
間
、
修
祓
や
祝
詞
な
ど
は

な
く
、
そ
の
あ
と
た
だ
ち
に
社
務
所
で
の
直
会
に
移
る
の
で
あ
る
�
。

先
に
述
べ
た
青
森
県
八
戸
郡
の
例
と
同
じ
く
、
こ
れ
も
古
く
か
ら
銭

で
あ
っ
た
の
か
、
米
と
か
餅
で
は
な
か
っ
た
の
か
な
ど
疑
問
も
浮
か

ぶ
が
、
と
に
か
く
丁
寧
な
献
饌
法
と
併
行
し
て
、
チ
リ
セ
ン
を
、
神

前
へ
で
は
な
く
本
殿
の
縁
に
投
げ
込
ん
で
拝
跪
す
る
と
い
う
不
思
議

な
行
動
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
投
げ
込
ん

だ
あ
と
で
拝
跪
す
る
と
い
う
以
上
、
チ
リ
セ
ン
は
何
ら
か
の
神
に
供

え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
殿
の
縁
に
、
し
か
も
投
げ

込
む
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
主
神
に
対
す
る
行
為
だ
と
は
考
え
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。

　

少
し
話
は
そ
れ
る
が
、
も
う
一
つ
銭
に
関
す
る
事
例
を
み
て
お
き

た
い
。
名
古
屋
市
西
区
の
八
坂
神
社
に
は
平
素
は
賽
銭
箱
が
置
か
れ

て
お
ら
ず
、
五
月
第
三
土
・
日
曜
日
の
提
灯
祭
り
の
二
日
間
に
限
っ

て
、
杉
の
葉
を
巻
き
つ
け
た
四
斗
樽
を
据
え
て
賽
銭
箱
に
し
て
い
る

そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
賽
銭
は
子
供
が
拾
う
の
を
許
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
賽
銭
拾
い
の
許
容
さ
れ
る
の
は
、
秋
の
秋
葉
祭
り

や
初
詣
の
際
に
も
同
様
で
、
当
地
域
の
古
く
か
ら
の
慣
習
だ
と
い
う
�
。

こ
れ
ら
の
場
合
、
撒
く
と
か
投
げ
散
ら
す
行
為
が
強
調
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
拾
う
こ
と
が
子
供
に
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

（
８
）

（
９
）
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み
て
、
賽
銭
は
必
ず
し
も
主
神
が
受
納
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
銭
は
、
主
神
以
外
の
何
か
（
子
供
は
そ

の
何
か
を
代
行
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
）
に
対
し
て
献
ぜ
ら
れ
て

い
る
の
だ
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
例
で
あ
る
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
何
か
を
祀
ろ
う
と
す
る
際
に
、
そ
の
対

象
に
対
し
て
、
撒
く
と
か
投
げ
散
ら
す
と
い
う
方
法
で
米
・
銭
を
は

じ
め
と
す
る
物
品
を
供
し
よ
う
と
す
る
例
は
、
各
地
に
少
な
く
な
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
場
合
、
供
し
よ
う
と
す
る
対
象
が
ど

う
し
て
も
主
神
だ
と
は
思
え
な
い
例
の
多
い
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
ひ

と
ま
ず
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。

　

民
俗
行
事
化
し
た
祭
り
だ
け
で
な
く
、
改
ま
っ
た
神
事
に
つ
い
て

も
少
し
く
み
て
お
き
た
い
。

　

島
根
県
の
美
保
神
社
の
青
柴
垣
神
事
は
、
四
月
七
日
よ
り
行
な
わ

れ
る
。
こ
の
神
事
に
先
だ
つ
六
日
の
御
祓
解
（
オ
ハ
ケ
）
行
事
の
際
、

朝
早
く
当
屋
の
門
口
左
右
に
男
柱
（
丸
太
木
）
を
立
て
て
そ
れ
に
榊

を
搦
め
つ
け
、
神
職
が
出
向
い
て
そ
こ
に
幣
を
立
て
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
あ
と
男
柱
の
根
元
に
神
酒
を
注
ぎ
散
米
を
す
る
と
い
う
。
散
米

と
は
い
っ
て
も
は
な
ば
な
し
く
撒
き
散
ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

よ
う
だ
が
、
さ
り
と
て
器
に
盛
っ
て
案
上
に
丁
寧
に
供
え
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
幣
を
結
わ
え
た
柱
の
下
に
、「
散
米
」
と
表
現
す
る

の
が
適
当
な
供
し
か
た
が
、
根
元
に
神
酒
を
注
ぐ
の
と
同
じ
よ
う
な

感
じ
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
�
。

　

同
じ
島
根
県
の
物
部
神
社
の
一
月
八
日
の
宮
巡
式
と
い
う
の
は
、

神
職
達
が
揃
っ
て
境
内
外
摂
末
社
を
巡
拝
す
る
こ
と
で
あ
る
。�
宜

が
大
幣
を
持
ち
、
主
典
が
散
米
箱
を
持
ち
、
雇
員
が
酒
瓶
を
持
っ
て

各
社
を
巡
り
、
一
社
ご
と
に
奉
幣
し
た
あ
と
散
米
を
し
、
各
社
社
前

左
右
の
庭
に
神
酒
を
垂
ら
し
供
え
る
と
い
う
神
事
で
あ
る
�
。
こ
の
散

米
も
撒
き
散
ら
す
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
献
酒
と
は
い

っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
神
酒
を
社
の
左
右
に
垂
ら
し
供
え
る
行
為
で

あ
る
の
と
同
じ
く
、
散
米
も
恐
ら
く
丁
寧
な
供
し
か
た
と
は
言
え
な

い
の
で
あ
ろ
う
。

　

多
く
の
祭
り
に
当
た
っ
て
み
る
と
、
右
の
よ
う
な
例
は
決
し
て
珍

し
く
な
い
。
ま
た
、
祭
り
の
式
次
第
を
み
る
と
、
本
殿
で
の
式
典
の

際
に
、
降
神
式
に
先
だ
っ
て
散
米
行
事
の
定
め
ら
れ
て
い
る
例
も
多

い
。
そ
れ
ら
一
つ
ひ
と
つ
が
実
際
に
米
を
撒
き
散
ら
し
て
い
る
の
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
（
な
か
に
は
散
米
と
称
し
な
が
ら
も
器
に
盛

っ
て
供
え
て
い
る
例
も
あ
る
）、
こ
の
あ
と
別
に
献
饌
が
丁
寧
に
な
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
行
な
わ
れ
る
散
米
は
、

少
な
く
と
も
主
神
へ
の
供
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
上
棟
式
の
際
に
屋
根
の
上
か
ら
四
周
に
向
け
て

（　

）
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）
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餅
が
撒
か
れ
、
手
伝
い
に
来
た
人
々
や
近
所
の
者
が
争
っ
て
拾
う
上

棟
式
お
馴
染
み
の
光
景
も
、
物
品
を
撒
き
散
ら
す
例
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
よ
う
。
葬
列
に
随
伴
す
る
花
籠
か
ら
と
き
ど
き
小
銭
な
ど
が
振

り
撒
か
れ
、
人
々
が
一
種
の
縁
起
物
と
し
て
こ
れ
を
拾
い
あ
う
の
も

同
じ
で
あ
る
。
社
寺
参
詣
の
道
者
の
撒
き
銭
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、

後
述
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

上
棟
式
の
餅
撒
き
や
花
籠
の
振
り
銭
は
、
拾
っ
て
く
れ
る
人
々
の

存
在
を
前
提
に
し
た
行
為
で
あ
っ
て
、
撒
い
て
も
誰
も
何
ら
見
向
き

も
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
間
の
抜
け
た
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、

餅
や
銭
が
上
棟
式
や
葬
列
に
集
ま
っ
た
人
々
の
所
有
に
帰
す
る
の
を

前
提
に
行
う
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
撒
い
た
り
せ
ず
に
最
初
か
ら
手

渡
し
す
れ
ば
よ
い
の
に
と
思
う
が
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ

で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
撒
く
こ
と
そ
し
て
そ
れ
ら
を
拾
う
こ
と

（
あ
る
い
は
拾
わ
せ
る
こ
と
）
が
欠
か
せ
な
い
行
為
だ
と
、
潜
在
的
に

認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

撒
い
て
与
え
よ
う
と
す
る
行
為
も
、
そ
れ
ら
を
拾
う
行
為
も
、
対

等
の
人
間
同
士
の
あ
い
だ
の
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
だ
と
す
れ

ば
、
撒
き
餅
や
振
り
銭
は
、
人
へ
与
え
る
こ
と
を
本
来
の
目
的
に
し

て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
段
格
下
と
考
え
て
よ
い
何
ら
か

の
も
の
（
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
神
）
を
対
象
に
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
拾
う
人
々
は
、
一
段
格
下

と
考
え
ら
れ
る
何
ら
か
の
対
象
（
神
）
を
無
意
識
の
う
ち
に
演
じ
て

い
る
の
だ
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
意
味
が
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
祭
り
終
了
後
に
、
供
物
の
一
部
が
参
拝
者
の
群
れ
に
向
か

っ
て
撒
か
れ
る
例
は
数
多
い
。
こ
れ
ら
も
、
今
ま
で
挙
げ
て
き
た
諸

事
例
と
意
味
に
お
い
て
通
底
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
が
、

撒
か
れ
る
の
が
撤
饌
後
の
供
物
で
あ
る
た
め
に
、
主
神
と
の
神
人
共

食
の
意
味
で
撒
か
れ
て
い
る
の
だ
と
の
解
釈
も
あ
な
が
ち
否
定
で
き

な
い
の
で
、
こ
の
種
の
事
例
は
小
稿
で
は
取
上
げ
な
い
で
お
く
。

　

２　

古
代
の
散
米
事
例

　

今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
何
ら
か
の
神
に
対
し
て
物
品
と
く

に
米
を
撒
く
行
為
は
、
散
供
（
さ
ん
ぐ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
撒
く

物
品
を
散
供
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
物
品
を
米
に
限
定
し
た
場
合
に

は
、
散
米
と
も
、
う
ち
ま
き
（
打
撒
き
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、

散
供
に
し
ろ
散
米
・
う
ち
ま
き
に
し
ろ
、
わ
が
国
で
は
古
来
盛
ん
に

お
こ
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
事
例
で

は
あ
る
が
、
い
く
つ
か
み
て
お
き
た
い
。

　
『
日
向
国
風
土
記
』
逸
文
に
よ
る
と
、
高
千
穂
峰
に
天
降
っ
た
天
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孫
が
世
の
中
が
混
乱
し
真
暗
で
困
惑
し
て
い
る
と
、
二
人
の
土
蜘
蛛

が
出
て
き
て
、
抜
穂
し
た
稲
籾
を
四
方
に
投
げ
散
ら
す
と
よ
い
と
教

え
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
す
る
と
明
る
く
な
っ
た
と
い

う
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
七
の
第
三
十
「
幼
児
為
護
枕
上
蒔
米

付
血
語
」
の
内
容
は
、
こ
う
で
あ
る
。
或
る
人
が
幼
児
を
伴
っ
て
方

違
い
に
出
か
け
た
家
は
、
前
々
か
ら
何
か
の
霊
の
籠
っ
て
い
る
家
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
誰
も
そ
れ
を
知
ら
ず
に
就
寝
し
た
。
夜
、
乳
母

が
目
覚
め
、
幼
児
に
乳
を
含
ま
せ
な
が
ら
寝
た
ふ
り
を
し
て
あ
た
り

の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
る
と
、
馬
に
乗
っ
た
男
達
が
十
人
ほ
ど
塗

籠
の
戸
を
少
し
開
け
て
入
り
、
人
々
の
寝
て
い
る
枕
も
と
を
通
っ
て

い
く
で
は
な
い
か
。
乳
母
は
恐
く
な
り
、
う
ち
ま
き
用
の
米
を
た
く

さ
ん
つ
か
ん
で
ぶ
つ
け
た
と
こ
ろ
、
男
達
は
さ
っ
と
消
え
て
し
ま
っ

た
。
翌
朝
、
枕
も
と
に
落
ち
て
い
る
米
粒
を
見
た
と
こ
ろ
血
が
付
着

し
て
い
た
。
通
り
す
ぎ
た
男
達
と
は
お
そ
ら
く
こ
の
家
に
籠
っ
て
い

る
霊
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
だ
か
ら
「
幼

キ
児
共
ノ
辺
ニ
ハ
必
ズ
打
蒔
ヲ
可
為
キ
事
也
」
と
、
人
々
は
言
い
あ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
最
後
の
言
葉
か
ら
、
当
時
散
米
が
邪
霊
除

け
と
し
て
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
事
実
、
そ
の
こ

ろ
の
日
記
や
説
話
集
の
類
に
は
、
散
米
に
よ
る
邪
霊
防
禦
の
話
が
少

な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

右
の
二
例
は
、
も
ち
ろ
ん
米
の
威
力
の
強
調
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

を
撒
く
と
か
投
げ
散
ら
す
こ
と
の
強
調
で
も
あ
る
。『
今
昔
物
語
集
』

の
例
で
は
、
邪
霊
に
対
し
て
打
撒
か
れ
て
い
て
、
投
げ
散
ら
す
そ
の

対
象
が
明
白
で
あ
る
。『
日
向
国
風
土
記
』
に
お
い
て
も
、
世
の
中

を
混
乱
さ
せ
暗
闇
に
し
た
何
ら
か
の
霊
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
霊
は
天
孫
の
降
臨
を
妨
害
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
場
合
も
明
ら
か
に
邪
霊
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

厳
粛
な
儀
式
に
お
い
て
も
、
盛
ん
に
散
米
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

『
延
喜
式
』
四
時
祭
の
大
殿
祭
の
条
に
は
、

（
中
臣
忌
部
御
巫
等
が
御
殿
に
入
り
）
御
巫
等
散
二

米
酒
切
木
綿
殿

内
四
角
一

退
出
。（
中
略
。
つ
づ
い
て
紫
宸
殿
に
入
り
）
御
巫
等

以�

次
散
二

米
酒
一

如�

初
。
御
巫
一
人
進
二

承
明
門
一

散
二

米

酒
一。（
中
略
。
つ
づ
い
て
御
炊
殿
に
入
っ
て
）
散
二
米
酒
一
如�
初
�
。

と
記
さ
れ
、
祭
り
に
当
た
っ
て
関
係
す
る
各
所
で
散
米
が
な
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
散
米
は
そ
の
区
域
を
祓
い
清
め
て
お
こ
う
と
し
て

行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
に
は
、
単
な
る
場
の
祓
い

清
め
で
あ
る
以
上
に
、
何
か
に
供
え
よ
う
と
い
う
よ
う
な
、
も
っ
と

積
極
的
な
行
為
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
�
。

　

時
代
は
少
し
降
っ
て
、
お
そ
ら
く
鎌
倉
時
代
初
期
の
『
皇
太
神
宮

（　

）
12

（　

）
13
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年
中
行
事
』
の
六
月
十
七
日
暁
の
条
に
は
、

清
酒
作�
酒
造
内
人
等
、
自
二

瑞
垣
御
門
一

左
右
脇
ニ

供
二

御
神

酒�
荒
蠣
御
贄
等
一。
一
人
ハ

柏
ヲ

持
テ

敷
、
一
人
ハ

大�
ニ

御
神

酒
ヲ
入
テ
件
柏
ニ
懸
、
一
人
ハ
荒
蠣
ノ
御
贄
ヲ
散
供
也
�
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
本
殿
で
は
な
く
瑞
垣
御
門
の
左
右
脇
に
何
ら
か

の
神
の
存
在
を
想
定
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
荒

蠣
の
御
贄
を
散
供
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
供
え
か
た
も

撒
き
散
ら
す
形
で
供
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
少
し
あ

と
に
、
こ
れ
ら
の
供
進
に
あ
た
っ
て
は
「
由
貴
奉
ル
々
々
々
」
と
高

声
を
発
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
神
饌
が
供
え
ら
れ
て
い

る
の
で
は
あ
る
が
、
供
え
か
た
と
し
て
は
決
し
て
尋
常
と
は
言
え
な

い
。

　
『
延
喜
式
』
と
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
の
例
は
、
厳
粛
な
神
事

の
一
部
と
し
て
執
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
散
供
や
散
米
の
対

象
は
本
殿
の
い
わ
ゆ
る
主
神
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
は
思

え
な
い
。
祭
り
に
際
し
本
殿
以
外
に
お
い
て
、
主
神
と
は
別
に
、
散

供
と
か
散
米
と
い
う
方
法
で
供
え
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
何
ら
か

の
神
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
澤
伸
弘
は
こ
れ
を
「
祭
り

を
阻
み
に
訪
れ
る
荒
ぶ
る
神
�
」
と
表
現
し
て
い
る
。
中
澤
は
散
米
の

原
意
に
つ
い
て
、
祭
り
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
荒
ぶ
る
神
々
へ
の
饗

（　

）
14

（　

）
15

応
と
解
釈
し
て
お
り
、
筆
者
も
こ
の
考
え
に
深
く
同
意
す
る
者
で
あ

る
が
、
筆
者
は
こ
れ
ら
の
神
を
、
主
神
以
外
の
祀
り
を
乞
う
て
群
来

し
て
く
る
う
ぞ
う
む
ぞ
う
の
神
々
と
い
う
意
味
で
、
雑
神
と
い
う
概

念
を
用
い
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
�
。
雑
神
が
訪
れ
る

の
は
、
祭
り
を
妨
げ
る
の
が
目
的
で
は
な
く
、
単
に
自
ら
の
祀
り
を

乞
う
た
め
に
訪
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
祀
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
妨
害

の
お
そ
れ
あ
る
神
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
古
典
に
記
さ
れ
て
い
る
散
米
に
つ
い
て
の
、

平
田
篤
胤
の
見
解
を
み
て
お
き
た
い
。
篤
胤
は
『
古
史
伝
』
六
之
巻

の
な
か
で
、『
拾
芥
抄
』
の
歌
占
の
説
明
に
「
三
度
誦
二テ

此
歌
一ヲ
、
作

シ
テ
�
堺
ヲ
散�
シ

米
ヲ

」
云
々
と
あ
る
の
に
ふ
れ
て
、

作
シ
�
堺
ヲ

散
米
と
あ
る
は
、
解
除
ノ

法
に
て
、
式
ノ
大
殿
祭
な
ど
、

其
外
に
も
有
り
て
、
卜
部
の
為
る
解
除
わ
ざ
に
見
ゆ
、
作
ス
�
堺

ヲ

と
は
、
其
占
処
と
定
め
た
る
衢
の
堺
を
し
め
て
、
米
を
散
き

清
む
る
法
な
る
べ
し
。

と
述
べ
、
散
米
と
は
あ
る
一
定
の
場
所
を
祓
い
清
め
る
行
為
だ
と
説

い
て
い
る
�
。
し
か
し
同
時
に
、

米
を
散
す
こ
と
を
、
解
除
と
い
ふ
も
、
か
の
鬼
魅
を
避
る
法
な

り
。

と
、
補
足
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
散
米
と
は
解
除
す
な
わ
ち
祓
え

（　

）
16

（　

）
17
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の
作
法
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
祓
え
は
、

鬼
魅
を
避
け
よ
う
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
篤

胤
の
言
う
鬼
魅
が
何
な
の
か
筆
者
に
は
定
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら

く
正
式
に
は
祭
り
の
対
象
と
し
た
く
な
い
、
で
き
う
れ
ば
忌
避
し
た

い
、
筆
者
の
い
う
雑
神
と
で
も
称
す
べ
き
神
々
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

散
米
は
、
こ
の
よ
う
な
神
々
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
な
さ
れ
て
い

る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
く
妥
当
な
見
解
だ
と
、
筆
者
に
は

思
わ
れ
る
。

　

３　

散
米
の
意
味

　

結
局
、
何
ら
か
の
祭
り
あ
る
い
は
祭
り
的
行
事
に
際
し
、
そ
れ
に

先
だ
つ
か
ほ
と
ん
ど
同
時
併
行
的
に
行
わ
れ
る
散
米
は
、
祭
り
の
場

に
漠
然
と
し
た
穢
れ
を
観
念
し
、
祭
り
に
先
だ
っ
て
そ
れ
ら
を
祓
い

清
め
る
た
め
だ
け
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
祓
え
の

機
能
は
持
た
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
場
合
の
祓
え
は
、
禊
の
よ

う
に
祭
祀
担
当
者
の
心
身
の
穢
れ
を
祓
っ
た
り
、
祭
り
の
場
と
定
め

た
と
こ
ろ
に
堆
積
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
漠
然
と
し
た
不
浄
を
祓
い
清

め
る
た
め
の
行
為
で
は
な
い
。
今
ま
で
挙
げ
て
き
た
よ
う
な
諸
事
例

に
当
た
っ
て
み
る
と
、
散
米
は
背
後
に
何
ら
か
の
神
を
想
定
し
た
行

為
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
撒
く
と
か
投
げ

散
ら
す
と
い
う
粗
雑
な
あ
る
い
は
無
礼
な
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
以

上
、
そ
れ
ら
の
神
は
、
人
々
が
そ
の
霊
力
に
期
待
し
取
り
す
が
ろ
う

と
願
う
神
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
投
げ
散
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
投
げ
ら
れ

て
い
る
物
品
は
、
忌
避
す
る
対
象
へ
の
飛
礫
で
あ
ろ
う
か
。
否
で
あ

る
。
撒
い
た
り
投
げ
散
ら
さ
れ
て
い
る
の
は
、
米
を
は
じ
め
と
す
る

大
切
な
食
料
で
あ
っ
た
り
銭
で
あ
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
く
、
こ
れ

ら
米
や
銭
が
軽
々
に
飛
礫
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
こ

れ
ら
は
供
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
物

品
は
す
な
わ
ち
、
霊
力
に
は
期
待
せ
ず
忌
避
は
す
る
が
、
は
な
か
ら

追
い
払
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
神
々
へ
の
供
物
だ
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
祭
り
に
は
、
神
座
（
依
代
）
を
設
け
て
積

極
的
に
祀
り
霊
力
に
期
待
す
る
主
神
と
は
別
に
、
歓
迎
さ
れ
ざ
る

神
々
（
筆
者
の
い
う
雑
神
）
が
祀
り
を
乞
う
て
群
来
す
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
、
わ
か
る
の
で
あ
る
。
歓
迎
せ
ず
し
た
が
っ
て
神

座
も
設
け
な
い
神
々
は
、
所
在
を
特
定
す
る
の
が
難
し
い
が
ゆ
え
に
、

撒
き
散
ら
す
と
い
う
供
え
方
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
が
散
米
と
い
う
行
為
で
あ
っ
た
。
祭
り
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら

雑
神
へ
も
何
ら
か
の
神
饌
を
供
す
る
、
神
饌
を
供
す
る
こ
と
は
す
な

8



わ
ち
祀
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
、
本

来
の
主
神
へ
の
祀
り
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
祭
り
と
は
、
主

神
の
み
で
な
く
、
本
心
で
は
忌
避
し
た
い
こ
れ
ら
雑
神
を
も
祀
ら
ざ

る
を
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
後
者
へ
の
配
慮
を
決
し
て
疎
か
に
し
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
神
へ
の
祀
り
を
無
事
完
了
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
っ
た
。

二
、
社
寺
参
詣
者
の
撒
き
銭

　

本
節
で
は
、
米
で
は
な
く
銭
を
撒
く
習
俗
、
す
な
わ
ち
撒
き
銭
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。「
撒
き
銭
」（
あ
る
い
は
「
蒔
き
銭
」。
ま
き
せ

ん
）
は
一
般
に
は
馴
染
み
の
薄
い
語
と
は
い
え
少
し
大
き
な
国
語
辞

書
に
は
掲
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
散
米
」
と
同
じ
く
必
ら
ず
し
も

特
殊
な
こ
と
ば
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
散
米
を
検
討
し
た

な
か
に
す
で
に
銭
を
撒
く
事
例
も
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
い
た
が
、
こ

れ
か
ら
検
討
す
る
撒
き
銭
は
、
遠
隔
地
の
社
寺
へ
参
詣
す
る
道
者
が
、

道
中
や
参
詣
先
の
寺
社
な
ど
で
撒
く
例
で
あ
る
。

　

１　

撒
き
銭
の
事
例
検
討

　

神
奈
川
県
伊
勢
原
市
の
大
山
は
、
近
世
以
降
、
夏
山
・
春
山
の
期

間
を
中
心
に
、
関
東
一
円
お
よ
び
そ
の
周
辺
諸
県
か
ら
多
く
の
大
山

講
中
の
登
拝
が
み
ら
れ
た
。
登
拝
者
は
道
中
の
人
々
か
ら
道
者
（
ど

う
し
ゃ
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
道
者
は
、
か
つ
て
子
供
た
ち
が
道
に

か
た
ま
っ
て
遊
ん
で
い
る
と
そ
こ
へ
向
け
て
一
銭
銅
貨
な
ど
を
ば
ら

撒
い
て
通
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
の
で
、
街
道
筋
の
子
供
は
道

者
を
見
か
け
る
と
近
寄
っ
て
、「
道
者
道
者
銭
く
ん
な
」
な
ど
と
囃

し
た
て
て
撒
き
銭
を
催
促
し
た
と
い
う
。
有
力
な
講
中
の
一
つ
で
あ

る
東
京
（
江
戸
）
の
「
お
花
講
」
の
一
行
な
ど
は
、
大
山
の
山
麓
手

前
の
茶
店
で
装
束
を
整
え
、
赤
い
造
花
を
手
に
手
に
持
ち
、
撒
き
銭

を
し
な
が
ら
山
麓
の
御
師
宅
ま
で
三
十
分
ほ
ど
の
道
の
り
を
歩
い
て

い
く
の
が
常
だ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
代
々
神
楽
を
奉
納
し
よ
う
と

張
り
切
っ
て
訪
れ
た
講
中
な
ど
は
、
御
師
宅
か
ら
出
て
い
よ
い
よ
登

拝
に
向
か
う
に
先
だ
ち
、
御
師
宅
の
座
敷
や
玄
関
で
、
女
中
や
集
ま

っ
て
き
た
近
所
の
子
供
相
手
に
多
く
の
銭
を
撒
き
与
え
て
い
た
�
。
滝

亭
鯉
丈
の
『
大
山
道
中
膝
栗
毛
』
に
も
大
山
街
道
筋
の
者
が
登
拝
者

に
撒
き
銭
を
せ
び
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
そ
う
な
の
で
�
、
こ
の
よ

う
な
光
景
は
江
戸
時
代
か
ら
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
山
登
拝
者
の
撒
き
銭
は
ほ
ぼ
大
正
時
代
で
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ

る
が
、
筆
者
は
昭
和
六
十
年
代
に
、
東
京
都
多
摩
市
の
或
る
御
岳
講

の
人
々
が
、
青
梅
市
の
御
岳
登
拝
に
き
て
、
御
師
宅
か
ら
神
社
へ
向

（　

）
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）
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か
う
際
に
や
は
り
撒
き
銭
と
撒
き
餅
を
し
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が

あ
る
。
御
岳
講
中
の
撒
き
銭
・
撒
き
餅
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
西
海

賢
二
の
詳
し
い
報
告
が
あ
る
�
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
道
中
に
お
い
て
も

や
は
り
撒
き
銭
を
し
、
そ
れ
を
し
な
い
と
沿
道
の
子
供
た
ち
か
ら

「
一
文
持
た
ず
の
ヤ
ケ
行
者
、
里
か
ら
ヤ
ケ
て
来
や
が
っ
た
」
と
か

「
け
ち
っ
ち
、
け
ち
っ
ち
」
と
嘲
笑
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
代
々
神
楽
奉
納
の
講
中
な
ど
は
、
御
師
宅
か
ら
神
社
へ
参
る

に
あ
た
っ
て
各
所
で
多
く
の
銭
・
餅
や
地
域
の
特
産
品
を
撒
き
、
そ

れ
ら
は
、
誘
い
あ
っ
て
拾
い
に
集
ま
る
周
辺
の
住
民
に
と
っ
て
相
当

な
収
入
に
な
る
く
ら
い
の
量
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
撒
き
銭
が
す
べ
て
、
参
詣
の
道
中
あ
る
い
は
参
詣
を
直
後

に
控
え
て
の
行
為
で
あ
る
こ
と
に
、
い
ま
こ
こ
で
注
意
を
払
っ
て
お

き
た
い
。
参
詣
後
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

富
士
参
詣
の
道
者
も
盛
ん
に
撒
き
銭
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
柳
田

国
男
は
『
こ
ど
も
風
土
記
』
の
な
か
で
、
江
戸
時
代
の
紀
行
文
を
参

考
に
し
つ
つ
、
甲
州
街
道
を
行
く
富
士
参
詣
の
道
者
た
ち
を
見
つ
け

て
子
供
た
ち
が
群
が
り
、「
お
撒
き
や
れ
お
道
者　

御
山
の
天
気
も

よ
か
ろ
う
に
」
と
撒
き
銭
を
ね
だ
り
、
も
し
撒
か
ず
に
通
り
す
ぎ
る

と
、
背
後
か
ら
「
風
吹
け
雨
降
れ
」
と
い
う
よ
う
な
悪
口
を
言
い
放

っ
た
と
述
べ
て
い
る
�
。
こ
の
柳
田
の
文
章
に
刺
激
さ
れ
た
岩
科
小
一

（　

）
20

（　

）
21

郎
は
、
富
士
参
詣
道
者
の
撒
き
銭
を
は
じ
め
、
各
地
の
多
く
の
撒
き

銭
事
例
を
集
め
て
紹
介
し
て
い
る
�
。

　

そ
の
な
か
で
岩
科
は
、
富
士
吉
田
市
の
郷
土
史
家
岩
佐
忠
雄
に
富

士
山
北
口
の
上
吉
田
で
の
富
士
参
詣
講
中
の
撒
き
銭
に
つ
い
て
照
会

し
、
そ
の
返
答
の
内
容
を
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

撒
き
銭
は
御
師
宅
か
ら
出
立
の
時
に
部
屋
内
で
撒
か
れ
、
御

師
宅
に
手
伝
い
に
き
て
い
る
者
た
ち
が
拾
う
。
さ
ら
に
門
前
で

も
撒
か
れ
る
が
、
近
所
の
子
供
ら
に
ま
じ
っ
て
大
人
た
ち
も
拾

い
に
く
る
。
そ
の
と
き
子
供
ら
は
、
口
ぐ
ち
に
「
道
者
さ
ん
、

ま
け
や
ー
い
」
と
か
「
ビ
ッ
ケ
を
ま
け
や
ー
い
」
と
囃
し
た
て

る
。
撒
く
銭
は
一
銭
銅
貨
や
半
銭
銅
貨
の
ほ
か
、
ま
れ
に
穴
銭

と
か
一
厘
銭
も
あ
っ
た
。
行
衣
の
腹
掛
け
を
二
重
に
し
、
内
側

に
は
神
札
・
護
符
・
フ
セ
ギ
な
ど
大
切
な
も
の
を
入
れ
、
外
側

の
丼
と
呼
ば
れ
る
部
分
に
銭
を
入
れ
掴
み
出
し
て
撒
い
て
い
た
。

撒
き
銭
は
長
い
道
中
の
い
た
る
所
で
も
行
な
う
わ
け
で
、
目
的

地
の
吉
田
に
到
着
し
て
か
ら
だ
け
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
東

京
の
講
中
で
も
、
水
商
売
や
職
人
・
商
人
な
ど
の
講
中
が
よ
く

撒
き
、
農
村
の
講
中
は
ほ
と
ん
ど
や
ら
な
い
。

　

御
師
宅
を
出
て
浅
間
神
社
へ
向
か
う
沿
道
で
も
、
道
者
の
掛

け
念
仏
の
声
や
鈴
の
音
に
寄
り
集
ま
っ
て
く
る
人
々
に
撒
き
な

（　

）
22
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が
ら
行
列
す
る
。
土
地
の
人
々
に
と
っ
て
こ
れ
を
拾
う
こ
と
は

別
に
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
近
郷
か
ら
拾
い

に
く
る
人
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

大
正
時
代
後
期
か
ら
講
中
に
よ
る
登
山
が
減
っ
た
の
で
、
昭

和
十
年
ご
ろ
に
は
こ
の
よ
う
な
撒
き
銭
を
見
る
機
会
も
少
な
く

な
っ
た
�
。

　

岩
科
は
江
戸
時
代
の
日
記
類
の
事
例
も
い
く
つ
か
紹
介
し
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
る
と
富
士
参
詣
道
者
の
撒
き
銭
は
、
撒
き
銭
を
せ
が
む

人
々
（
子
供
だ
け
で
な
く
馬
子
な
ど
も
せ
が
ん
だ
よ
う
で
あ
る
）
の
囃
し

声
と
と
も
に
、
早
く
か
ら
旅
人
の
耳
目
を
引
く
光
景
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

富
士
参
詣
道
者
の
撒
き
銭
も
大
山
や
御
岳
登
拝
道
者
の
撒
き
銭
と

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
右
の
岩
佐
の
返
答
に
、
拾
う
こ
と
は
土
地
の

人
々
に
と
っ
て
別
に
恥
ず
べ
き
行
為
で
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
、
い
ま
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

筆
者
が
昭
和
六
十
年
代
に
実
見
し
た
御
岳
講
中
の
撒
き
銭
に
は
あ

る
程
度
高
額
な
銭
貨
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
現
代
の
こ
と
で
、

先
の
大
山
や
富
士
へ
の
参
詣
道
者
の
例
で
み
る
と
、
昭
和
戦
前
期
ま

で
は
せ
い
ぜ
い
一
銭
銅
貨
ど
ま
り
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
小
銭
だ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
岩
科
へ
の
岩
佐
の
返
答
に
、
子
供
ら
が
「
ビ
ッ
ケ
を

（　

）
23

ま
け
や
ー
い
」
と
囃
し
た
て
た
と
あ
る
よ
う
に
、
撒
く
の
は
ビ
ッ
ケ

す
な
わ
ち
粗
悪
な
鐚
銭
で
よ
か
っ
た
。
撒
き
与
え
る
と
い
う
行
為
が

と
ら
れ
る
以
上
、
撒
く
方
に
も
拾
う
方
に
も
小
銭
や
粗
悪
銭
で
十
分

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
あ
と
で
問
う
こ

と
に
し
て
、
い
ま
は
参
詣
に
先
だ
ち
、
粗
悪
な
銭
も
し
く
は
ご
く
小

額
の
銭
が
盛
ん
に
撒
か
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
だ
け
注
意
を
し
て

お
き
た
い
。
ま
た
、
も
し
撒
き
与
え
な
け
れ
ば
、「
一
文
持
た
ず
の

ヤ
ケ
行
者
」
と
か
「
け
ち
っ
ち
け
ち
っ
ち
」
と
嘲
笑
さ
れ
る
ど
こ
ろ

か
、
背
後
か
ら
「
風
吹
け
雨
降
れ
」
な
ど
と
、
順
調
な
登
拝
を
危
ぶ

ま
せ
る
よ
う
な
語
さ
え
発
せ
ら
れ
る
の
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

大
山
・
御
岳
・
富
士
参
詣
の
道
者
の
撒
き
銭
は
、
い
わ
ば
関
東
地

方
の
山
岳
修
験
系
の
山
へ
行
く
事
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
習

俗
は
関
東
地
方
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
も
、
ま
た
山
岳
修
験
系
に
限
る

も
の
で
も
な
か
っ
た
。

　

井
原
西
鶴
の
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
四
の
「
仕
合
の
種
を
蒔
銭
」
に

は
、
伊
勢
参
宮
の
江
戸
町
人
が
外
宮
か
ら
内
宮
に
か
け
て
の
道
中
で

盛
ん
に
撒
き
銭
を
し
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。「
仕
合
の
種
を
蒔

銭
」
を
読
む
と
、
伊
勢
で
の
こ
の
よ
う
な
撒
き
銭
は
珍
し
い
こ
と
で

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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岩
手
県
の
早
池
峯
山
に
は
、
農
村
部
か
ら
の
人
々
に
ま
じ
っ
て
三

陸
沿
岸
部
か
ら
の
登
拝
者
も
多
か
っ
た
。
こ
の
沿
岸
部
の
人
々
は
気

前
が
よ
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
遠
野
盆
地
か
ら
早
池
峯
山
麓
の

村
ま
で
は
ダ
ン
ゴ
馬
と
呼
ば
れ
る
馬
に
乗
り
、
道
中
に
お
い
て
馬
上

か
ら
銭
を
撒
い
た
ほ
か
、
頂
上
へ
の
登
拝
に
あ
た
っ
て
も
一
厘
銭
を

撒
き
、「
お
山
ハ
ン
ジ
ョ
ウ
」
と
唱
え
つ
つ
登
っ
て
い
っ
た
と
い
う
�
。

　

東
北
地
方
と
い
え
ば
ま
ず
も
っ
て
出
羽
三
山
で
あ
る
が
、
先
の
岩

科
小
一
郎
の
問
い
に
対
し
て
、
羽
黒
山
伏
で
も
あ
る
民
俗
学
者
戸
川

安
章
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
�
。

　

出
羽
三
山
参
詣
の
道
者
に
銭
を
ね
だ
る
風
習
は
、
か
つ
て
は

八
方
七
口
全
部
の
登
山
口
に
あ
っ
た
。
ね
だ
り
方
は
さ
ま
ざ
ま

で
、
白
岩
で
は
、
子
供
た
ち
が
川
に
飛
び
込
ん
で
「
代
垢
離
、

代
垢
離
」
と
叫
び
、
道
者
が
橋
の
上
か
ら
銭
を
撒
く
の
を
水
に

も
ぐ
っ
て
取
っ
た
と
い
う
。
大
井
沢
で
は
、「
道
者
さ
ま
銭
撒

か
し
よ
、
一
文
撒
か
し
ゃ
る
こ
と
な
ら
ば
、
お
山
も
よ
か
ん
べ

し
、
御
来
光
に
も
あ
わ
し
ゃ
ん
べ
、
サ
ァ
サ
撒
か
せ
」
と
い
い
、

初
参
り
の
少
年
な
ど
を
取
囲
ん
で
強
請
し
た
そ
う
で
あ
る
。
大

正
時
代
ま
で
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

飯
豊
山
参
詣
の
道
者
に
も
、
中
津
川
口
で
は
代
垢
離
と
い
っ

て
川
に
飛
び
込
ん
で
銭
を
ね
だ
っ
た
。
同
様
の
撒
き
銭
強
請
は

（　

）
24

（　

）
25

鳥
海
山
へ
参
る
道
者
に
対
し
て
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
飯
豊
山
の
例
に
つ
き
、
小
野
洸
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い

る
�
。　

飯
豊
山
麓
で
最
も
古
い
木
地
屋
部
落
で
あ
る
弥
平
四
郎
部
落

に
入
る
と
、
道
の
真
ん
中
に
溝
川
が
流
れ
（
中
略
）、「
オ
モ
テ

の
堀
」
と
い
い
、
子
供
た
ち
が
登
山
者
の
た
め
の
代
垢
離
を
取

る
川
に
当
て
ら
れ
て
い
た
。
道
路
に
着
物
を
敷
き
、
子
供
が

「
お
山
は
晴
天
」
と
い
う
と
、
白
衣
の
行
者
は
ア
ナ
ア
キ
銭
を

投
げ
る
。
こ
れ
を
惜
し
む
と
、
子
供
達
か
ら
「
お
山
か
ら
ま
く

れ
ろ
（
転
落
し
ろ
）、
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
ろ
」
と
悪
口
を
い
わ
れ

る
。

　

東
北
地
方
で
、
代
垢
離
を
装
っ
て
そ
の
見
返
り
に
銭
を
求
め
て
い

る
の
は
、
単
な
る
物
乞
い
で
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
さ
さ
や
か

な
良
心
で
は
あ
ろ
う
が
、
強
請
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

し
か
も
飯
豊
山
麓
の
場
合
、
撒
き
銭
を
し
な
け
れ
ば
山
か
ら
落
ち
た

り
天
狗
に
攫
わ
れ
ろ
と
囃
し
た
て
て
、
登
拝
に
障
り
の
生
ず
る
で
あ

ろ
う
こ
と
を
暗
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
岩
科
宛
の
佐
藤
義
則
の
書
信
�
に
よ
る
と
、
山
形
県
最
上

地
方
で
は
、
最
上
三
十
三
観
音
札
所
の
巡
礼
者
に
対
し
て
も
、
近
年

ま
で
撒
き
銭
の
強
請
が
い
た
る
所
で
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
撒
き

（　

）
26

（　

）
27
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銭
の
習
俗
は
、
先
の
伊
勢
参
宮
者
の
ほ
か
こ
の
よ
う
に
観
音
巡
礼
者

に
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、
山
岳
修
験
系
の
山
々
へ
の
登
拝
者
だ
け
で

は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

岩
科
は
越
中
立
山
の
芦
峅
寺
で
の
例
も
紹
介
し
て
い
る
�
が
、
大
和

大
峰
山
へ
の
入
峰
に
際
し
て
も
同
様
の
撒
き
銭
が
あ
っ
た
。
岩
科
宛

の
宮
城
泰
年
と
銭
谷
修
の
書
信
に
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
し
た

た
め
ら
れ
て
い
る
�
。

　

吉
野
山
に
入
る
前
の
六
田
と
い
う
と
こ
ろ
に
柳
の
宿
が
あ
り
、

こ
こ
に
は
役
行
者
の
小
祠
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
大
峰
山
の
行
場

七
十
五
靡
の
最
後
に
当
た
る
所
で
、
大
正
時
代
ま
で
は
、
山
へ

入
る
行
者
が
集
ま
っ
て
き
た
子
供
た
ち
に
対
し
て
投
げ
銭
を
し

て
い
た
。
た
だ
し
、
子
供
は
投
げ
銭
を
せ
が
み
は
し
た
が
、
早

く
撒
け
と
囃
し
た
て
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

明
治
末
の
行
者
の
記
録
に
、「
柳
の
宿
勤
行
、
例
ニ
ヨ
リ
銭
ヲ

与
フ
」
と
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
別
の
入
峰
口
洞
川
で
も
行
な

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、
京
都
の
満
栄
講
は
、
桃
太
郎
や
一
寸

法
師
の
絵
本
や
玩
具
類
を
持
っ
て
き
て
旅
館
の
前
で
撒
い
て
い

た
と
い
う
。

　

精
査
す
れ
ば
、
社
寺
参
詣
道
者
の
撒
き
銭
は
、
さ
ら
に
多
く
の
地

で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 （　

）
28

（　

）
29

　

２　

撒
き
銭
の
意
味

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
撒
き
銭
を
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
ま
え
に
ま
ず
、
今
ま
で
述
べ
た

諸
例
か
ら
、
撒
き
銭
の
特
徴
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
第
一
に
、
目
的
の
社
寺
参
詣
を
遂
げ
る
以
前
に
行
な
わ
れ
て

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
無
事
に
参
詣
を
遂
げ
た
あ
と
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
長
い
道
中
の
途
次
で
あ
っ
て
も
、
目
的
地
に
到
着
後

の
参
詣
直
前
に
お
い
て
で
あ
っ
て
も
、
と
に
か
く
参
詣
に
先
だ
っ
て

行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
参
詣
と
い
う
目
的
達
成
に
と
っ

て
必
要
な
行
為
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

二
番
目
と
し
て
、
当
然
で
は
あ
る
が
、
撒
く
と
か
投
げ
与
え
る
と

か
い
う
方
法
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
品
供
与

の
し
か
た
は
、
一
般
に
は
、
返
礼
と
か
何
か
見
返
り
を
期
待
し
て
物

品
を
供
与
し
よ
う
と
す
る
相
手
に
は
も
ち
ろ
ん
、
対
等
の
人
間
を
相

手
に
し
て
と
ら
れ
る
べ
き
態
度
と
は
い
え
な
い
。

　

三
番
目
は
、
こ
れ
も
当
然
な
が
ら
、
撒
か
れ
て
い
る
の
が
銭
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
き
わ
め
て
低
額
の
銭
も
し
く
は
粗
悪
な
銭
で
あ
る

の
は
、
各
所
で
多
く
撒
く
の
だ
か
ら
や
む
を
え
な
い
が
、
低
額
と
は

い
え
銭
は
、
一
般
庶
民
に
と
っ
て
決
し
て
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
物

13



品
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

四
番
目
は
、
強
請
に
よ
っ
て
撒
か
れ
て
い
る
か
の
ご
と
き
例
も
あ

っ
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
い
や
い
や
撒
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

点
で
あ
る
。
せ
び
る
側
の
口
上
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
道
者
た
ち
は

撒
く
の
を
前
提
に
あ
ら
か
じ
め
多
量
の
銭
を
用
意
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
銭
を
撒
く
と
い
う
こ
と
は
予
定
の
行
動
な
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
撒
き
銭
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
施
し
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
施
し

の
性
格
は
認
め
ら
れ
る
が
、
誰
に
な
ぜ
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
拾
っ
て
い
る
の
は
、
施
し
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乞
食
で

も
貧
者
や
弱
者
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
拾
う
の
は
子
供
が
比
較
的
多

か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
子
供
の
行
為
は
、
地
域
社
会
に
お
い
て
制
止

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
近
代
教
育
の
道
徳
観
か
ら
は
避

け
る
べ
き
行
為
だ
と
し
て
も
、
か
つ
て
の
地
域
社
会
に
お
い
て
は
、

子
供
は
も
ち
ろ
ん
大
人
が
拾
っ
て
も
恥
ず
べ
き
行
為
で
は
決
し
て
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
銭
を
堂
々
と
小
収
入
の
あ
て
に
し
て

い
た
普
通
の
大
人
た
ち
も
多
数
い
た
わ
け
で
あ
る
。
各
事
例
を
み
て

も
、
拾
う
人
々
の
あ
い
だ
に
施
し
を
受
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
ひ
け

め
が
あ
っ
た
と
い
う
感
じ
は
、
読
み
取
れ
な
い
の
で
あ
る
�
。

　

人
々
へ
の
施
し
で
な
い
と
な
れ
ば
、
何
か
に
対
す
る
施
与
、
換
言

（　

）
30

す
れ
ば
何
か
に
供
与
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
撒
き

銭
は
、
社
寺
参
詣
と
い
う
目
的
の
達
成
、
す
な
わ
ち
目
ざ
す
社
寺
に

お
い
て
霊
力
に
期
待
す
る
神
に
願
意
を
聞
き
届
け
て
も
ら
う
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
前
に
何
か
に
対
し
て
供
与
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
だ
っ
た
の
だ
、
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
何

か
と
は
、
投
げ
与
え
る
と
い
う
供
し
か
た
か
ら
み
て
普
通
一
般
の
人

で
な
い
と
す
れ
ば
、
各
所
に
蟠
る
神
が
み
（
筆
者
の
い
う
雑
神
）
だ

と
考
え
ざ
る
を
え
ず
、
撒
き
銭
と
は
、
主
神
を
祀
る
に
先
だ
っ
て
ま

ず
そ
れ
ら
雑
神
に
銭
貨
を
供
与
し
、
雑
神
を
慰
撫
す
る
目
的
で
な
さ

れ
る
行
為
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
主
神
の
祀
り
を

恙
な
く
完
了
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
ま
ず
、
祀
り
を
乞
う
て

集
ま
っ
て
く
る
雑
神
の
祀
り
を
了
え
て
し
ま
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

岩
科
小
一
郎
は
撒
き
銭
を
、「
大
地
に
向
か
っ
て
ウ
チ
マ
ク
の
で

あ
る
か
ら
チ
ミ
モ
ウ
リ
ョ
ウ
を
払
う
手
つ
き
で
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ

う
�
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
払
う
と
は
い
っ
て
も
貴
重
な
銭
貨
は
石
こ

ろ
で
は
な
い
。
銭
貨
は
魑
魅
魍
魎
を
追
い
払
う
飛
礫
な
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
を
祀
る
た
め
の
供
与
物
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
性
格
上

魑
魅
魍
魎
と
い
う
一
面
も
否
定
で
き
な
い
そ
れ
ら
雑
神
は
、
神
座

（
依
代
）
を
設
け
て
招
き
祀
る
主
神
と
は
異
な
り
、
確
か
な
所
在
の

（　

）
31

14



場
が
確
認
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
周
辺
に
撒
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
拾
う
人
々
は
、
彼
ら
自
身
に
施
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
行
為
は
恥
ず
べ
き
こ
と
と
は
考
え
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
拾
う
人
々
は
い
わ
ば
雑
神
の
代
行
者
で
あ
る
。

彼
ら
は
無
意
識
の
う
ち
に
雑
神
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
雑
神
を

演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
参
詣
者
の
目
的
を
達
せ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
散
米
と
撒
き
銭
は
、
祭
り
に
お
け
る
神
へ
の
供
饌
の
一
方

法
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
撒
く
と
か
投
げ
散
ら
す
と
い
う
行

為
か
ら
み
て
、
そ
れ
は
、
神
座
を
設
け
て
招
き
祀
り
願
意
の
成
就
を

期
待
す
る
主
神
へ
の
献
饌
で
は
な
く
、
勝
手
に
祀
り
を
乞
う
て
群
来

し
て
く
る
で
あ
ろ
う
神
々
（
雑
神
）
へ
の
供
与
法
で
あ
る
こ
と
も
述

べ
た
の
で
あ
る
。
勝
手
に
寄
り
集
ま
っ
て
き
、
わ
ず
ら
わ
し
い
忌
避

す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
雑
神
を
無
視
し
て
は
主
神

の
祀
り
に
障
害
が
生
じ
、
祭
り
そ
の
も
の
が
成
り
た
た
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

祭
り
研
究
は
、
従
来
、
主
神
へ
の
祀
り
を
対
象
に
進
め
ら
れ
て
き

た
。
祭
り
の
目
的
は
主
神
の
祀
り
な
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
正
し
い

と
し
て
も
、
今
後
は
、
祭
り
に
は
各
所
に
蟠
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
雑

神
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
も
視
野
に
入
れ
、

祭
り
研
究
を
さ
ら
に
深
み
と
厚
み
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
小
稿
に
お
い
て
、
散
米
と
撒
き
銭
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
あ

え
て
追
求
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
一
言
附
記
し
て
お
く
と
、

散
米
と
撒
き
銭
と
は
用
い
る
物
品
が
異
な
る
と
は
い
え
、
同
じ
性
格

の
行
為
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
ど
ち
ら
が
古
い
の
か

と
い
う
問
い
で
あ
る
が
、
庶
民
が
銭
貨
に
馴
染
む
よ
う
に
な
っ
た
時

期
か
ら
考
え
、
一
般
論
と
し
て
散
米
の
方
が
古
い
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
祭
り
に
お
い
て
物
品
を
撒
い
た
り
投
げ
散
ら
す
と
い

う
行
為
の
意
味
を
問
い
、
撒
い
た
り
す
る
対
象
の
性
格
を
考
え
よ
う

と
す
る
小
稿
に
と
っ
て
、
散
米
と
撒
き
銭
の
新
旧
の
吟
味
は
、
ま
た

別
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
附
記
す
る
。
賽
銭
に
つ
い
て
の
考
え
で
あ
る
。

神
前
に
お
い
て
銭
を
投
げ
る
と
い
う
行
為
に
着
目
し
て
、
賽
銭
と
は
、

本
来
は
身
の
穢
れ
を
銭
に
託
し
て
捨
て
去
り
、
穢
れ
を
祓
お
う
と
す

る
行
為
だ
と
い
う
見
解
が
あ
る
�
。
筆
者
は
こ
の
見
解
に
疑
問
を
抱
い

（　

）
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て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
と
く
に
銭
貨
に
注
目
し
て
神
前
に
お
い
て

銭
貨
を
投
げ
る
と
い
う
行
為
を
問
題
視
し
て
お
り
、
こ
れ
を
問
題
に

す
る
感
覚
は
確
か
だ
と
評
価
す
る
が
、
わ
が
身
の
災
厄
や
穢
れ
を
銭

に
移
し
て
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
行
為
だ
と
い
う
解
釈
は
、
い
か
が
で

あ
ろ
う
か
。
一
身
の
穢
れ
の
除
去
の
た
め
に
投
げ
る
こ
と
が
で
き
る

ほ
ど
、
一
般
人
の
あ
い
だ
に
銭
貨
が
古
く
か
ら
普
及
し
て
い
た
と
は

と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
神
前
に
投
げ
る
も
の
に
は
米
な
ど

も
あ
り
、
銭
貨
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
賽
銭
も
そ
の
投
げ

る
行
為
に
特
に
着
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
身
の
穢
れ
の
除
去
を
目

的
と
し
た
行
為
で
は
な
く
、
や
は
り
雑
神
へ
の
供
与
と
い
う
、
小
稿

で
取
り
あ
げ
た
散
米
・
撒
き
銭
の
延
長
線
上
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら

れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

註

（
１
）　

小
稿
に
お
い
て
は
、「
祭
り
」
と
「
祀
り
」
を
使
い
わ
け
る
。「
祭

り
」
は
神
事
と
し
て
の
神
ま
つ
り
全
体
を
意
味
す
る
と
き
に
用
い
、

「
祀
り
」
は
直
接
に
神
を
ま
つ
る
行
為
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
に
用

い
る
。

（
２
）　

神
典
に
登
場
す
る
よ
う
な
特
定
の
名
称
を
持
つ
神
道
上
の
神
に
対

し
、
民
間
信
仰
に
お
い
て
活
躍
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
霊
格
を
「
カ
ミ
」

の
表
記
で
統
一
す
る
考
え
も
あ
る
が
、
実
際
の
祭
り
に
お
い
て
は
明

確
に
区
別
し
が
た
い
た
め
、
小
稿
で
は
す
べ
て
「
神
」
と
表
記
し
た

い
。

（
３
）　

田
窪
信
夫
「
伊
予
東
部
に
於
け
る
地
祝
の
諸
形
式
」『
伊
予
史
談
』

二
七
―
四
（
通
巻
一
〇
八
号
）

（
４
）　

能
田
多
代
子
「
農
村
採
訪
記
」『
旅
と
伝
説
』
一
四
―
九

（
５
）　

瀬
川
清
子
「
採
集
手
帖
（
沿
海
地
方
用
）」（
採
集
地
、
広
島
県
豊

田
郡
幸
崎
村
能
地
）

（
６
）　
『
佐
賀
県
の
祭
り
・
行
事
』
佐
賀
県
立
博
物
館　

平
一
四
・
三　

六
五
〜
六
六
ペ
ー
ジ

（
７
）　
『
大
分
県
の
祭
礼
行
事
』
大
分
県
立
宇
佐
風
土
記
の
丘
歴
史
民
俗

資
料
館　

平
七
・
三　

一
六
一
ペ
ー
ジ

（
８
）　

岩
井
宏
實
・
日
和
祐
樹
『
神
饌　

神
と
人
と
の
饗
宴
』
同
朋
舎
出

版　

昭
五
六
・
八　

二
〇
〇
ペ
ー
ジ

（
９
）　
『
あ
い
ち
の
祭
り
行
事
』
愛
知
県
教
育
委
員
会　

平
一
三
・
三　

四
七
ペ
ー
ジ

（　

）　

神
祗
院
『
官
国
幣
社
特
殊
神
事
調
』（
中
国
地
方
編
）　

四
九
ペ
ー

10

ジ　
（
昭
和
四
七
年
九
月
に
国
書
刊
行
会
よ
り
復
刻
刊
行
）

（　

）　

前
掲
註
（　

）
同
書　

九
二
ペ
ー
ジ

11

10

（　

）　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

交
替
式
・
弘
仁
式
・
延
喜
式
前
編
』
吉

12

川
弘
文
館　

昭
四
九
・
一　
（
延
喜
式
の
）
二
五
〜
二
六
ペ
ー
ジ

（　

）　

折
口
信
夫
も
、
明
ら
か
に
こ
の
『
延
喜
式
』
の
大
殿
祭
の
条
を
念

13

頭
に
置
い
て
、
左
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

大
殿
祭
に
も
ぬ
さ
と
米
と
が
う
ち
撒
か
れ
る
の
は
、
宮
殿
の
精

霊
に
与
へ
る
の
が
本
意
で
、（
そ
れ
ら
撒
く
物
品
に
）
呪
力
を

16



考
へ
る
の
は
、
後
の
事
で
あ
ら
う
。
す
べ
て
の
精
霊
の
た
む
け

に
は
ぬ
さ
と
米
と
を
与
へ
る
様
に
な
っ
た
。（『
折
口
信
夫
全

集
』
二
〈
中
央
公
論
社　

昭
三
〇
・
四
刊
〉
三
四
八
ペ
ー
ジ
）

（　

）　
「
皇
太
神
宮
年
中
行
事
」（『
神
道
大
系
・
神
宮
編
（
二
）』
神
道
大

14

系
編
纂
会
編
刊　

昭
五
五
・
二　

三
一
四
ペ
ー
ジ

（　

）　

中
澤
伸
弘
「
散
米　
う
ち
ま
き
攷
―
塞
神
・
米
を
め
ぐ
っ
て
―
」

15
『
神
道
学
』
一
二
六　

昭
六
〇
・
八

（　

）
雑
神
概
念
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
祀
り
を
乞
う
神
々
―
雑
神
へ
の

16

供
饌
・
供
養
と
祭
り
の
成
立
―
」『
国
学
院
雑
誌
』
九
四
―
一
一　

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（　

）　
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
一　

名
著
出
版　

昭
五
二
・
四　

三
一

17

九
ペ
ー
ジ

（　

）　
『
伊
勢
原
の
民
俗
―
伊
勢
原
・
岡
崎
地
区
』
八
一
ペ
ー
ジ
、『
伊
勢

18

原
の
民
俗
―
大
山
地
区
』
八
二
ペ
ー
ジ
。
い
ず
れ
も
伊
勢
原
市
の
刊

行
で
、
前
者
は
平
元
・
一
、
後
者
は
平
二
・
三
の
発
行
。

（　

）　

岩
科
小
一
郎
『
富
士
講
の
歴
史
』　

名
著
出
版　

昭
五
八
・
九　

19

四
六
二
ペ
ー
ジ

（　

）　

西
海
賢
二
『
武
州
御
嶽
山
信
仰
史
の
研
究
』
名
著
出
版　

昭
六

20

〇
・
三　

二
二
四
〜
二
二
六
ペ
ー
ジ

（　

）　
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
二
一　

三
二
ペ
ー
ジ

21
（　

）　

前
掲
註
（　

）
同
書

22

19

（　

）　

前
掲
註
（　

）
同
書　

四
五
七
〜
四
五
八
ペ
ー
ジ

23

19

（　

）　

岩
崎
真
幸
「
東
北
地
方
諸
神
社
の
年
占
神
事
」（
岩
崎
敏
夫
編

24
『
東
北
民
俗
資
料
集
』
五　

萬
葉
堂
書
店　

昭
五
一
・
五　

所
収
）

（　

）　

前
掲
註
（　

）
同
書　

四
六
五
〜
四
六
六
ペ
ー
ジ

25

19

（　

）　

小
野
洸
「
飯
豊
山
麓
の
木
地
屋
部
落
」（『
あ
し
な
か
』
五
九　

所

26

収
）

（　

）　

前
掲
註
（　

）
同
書　

四
六
七
ペ
ー
ジ

27

19

（　

）　

前
掲
註
（　

）
同
書　

四
六
九
ペ
ー
ジ

28

19

（　

）　

前
掲
註
（　

）
同
書　

四
六
四
〜
四
六
五
ペ
ー
ジ

29

19

（　

）　

こ
れ
ら
が
人
々
へ
の
施
し
と
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い

30

て
は
、
こ
の
光
景
を
常
時
実
見
し
、
富
士
山
北
口
に
お
け
る
富
士
講

道
者
の
撒
き
銭
の
様
子
を
岩
科
小
一
郎
に
書
き
送
っ
た
同
地
の
郷
土

史
家
岩
佐
忠
雄
も
強
調
し
て
い
る
（
前
掲
註
（　

）
同
書　

四
五
八

19

ペ
ー
ジ
）。

（　

）　

前
掲
註
（　

）
同
書　

四
七
〇
ペ
ー
ジ

31

19

（　

）　

新
谷
尚
紀
『
な
ぜ
日
本
人
は
賽
銭
を
投
げ
る
の
か
―
民
俗
信
仰
を

32

読
み
解
く
』（
文
春
新
書
）
平
一
五
・
二

（
小
稿
は
、
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
平
成
十
三
・
十
四
年
度

の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
宗
教
儀
礼
の
文
化
史
的
研
究
」〈
研
究
代
表

者
・
小
島
孝
夫
〉
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）

17


