
西
日
本
の
八
朔
節
供

―
―
人
形
・
馬
を
作
り
、
飾
り
、
贈
る
習
俗
―
―

松

崎

憲

三
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は
じ
め
に

人
形
（
ヒ
ト
ガ
タ
あ
る
い
は
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
）
に
つ
い
て
は
、
現
役
の
頃
に
講
義
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
た
。
ま
た
、「
呪
詛
と
人
形
の

近
・
現
代
」
な
る
小
論
を
ま
と
め
た
こ
と
も
あ
る（

1
）。

こ
う
し
た
折
に
参
考
に
し
た
の
が
神
野
善
治
の
「
人
形
送
り
」、『
人
形
道
祖
神
』

な
る
論
著
で
あ
り
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
日
本
に
お
け
る
人
形
送
り
の
分
布
図
で
あ
る（

2
）（

図
⑴
）。
そ
の
中
で
「
八
朔
人
形
」
の

分
布
が
西
日
本
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
気
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
て
、
香
川
県
の
西
讃
地
方
で
馬
節
供

な
る
行
事
が
今
な
お
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
直
後
に
文
化
庁
か
ら
、
国
の
「
記
録
製
作
等
の
措
置
を
講
ず
る

べ
き
無
形
民
俗
文
化
財
」
に
指
定
さ
れ
て
い
た
、
福
岡
県
の
『
芦
屋
の
八
朔
行
事
』
の
報
告
書（

3
）が

届
い
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
こ
れ

は
も
う
「
八
朔
節
供
の
調
査
・
研
究
を
手
が
け
よ
」
と
促
さ
れ
て
い
る
な
と
思
い
つ
つ
、
忙
し
さ
に
か
ま
け
て
手
着
か
ず
の
ま
ま
で

あ
っ
た
。
退
職
し
て
よ
う
や
く
時
間
的
余
裕
が
で
き
、
少
し
ず
つ
や
り
残
し
た
テ
ー
マ
を
片
付
け
始
め
、
よ
う
や
く
八
朔
節
供
に
辿

り
着
い
た
。

ち
な
み
に
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
下
巻
に
は
「
八
朔
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る（

4
）（

こ
の
頃
の
執
筆
は
長
沢
利
明
で

あ
る
）。旧

暦
八
月
一
日
を
い
い
、
八
朔
節
供
と
も
い
わ
れ
る
。
古
く
は
こ
の
日
を
た
の
む
の
祝
い

4

4

4

4

4

4

（
傍
点
筆
者
）
と
い
い
、
宮
中
に
米
な

ど
を
献
上
す
る
例
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
⒜
民
間
習
俗
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
。
江
戸
幕
府
で
は
八
朔
御
祝
儀
と

い
い
、
正
月
に
準
じ
た
盛
大
な
祝
を
行
っ
た
。
一
五
九
〇
年
（
天
正
十
八
）
の
こ
の
日
に
徳
川
家
康
が
江
戸
入
り
し
た
こ
と
に
ち
な

む
も
の
と
い
わ
れ
、
諸
大
名
も
白
帷
子
姿
で
登
場
し
た
。
⒝
民
間
で
は
概
し
て
稲
の
実
り
の
前
の
豊
穣
祈
願
習
俗
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
贈
答
習
俗
が
み
ら
れ
た
。（
中
略
）。
⒞
八
朔
は
本
来
民
間
の
農
耕
儀
礼
で
、
そ
れ
が
宮
中
・
武
家
社
会
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
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い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

傍
線
⒝
の
部
分
か
ら
は
、
民
間
の
八
朔
節
供
が
農
耕
儀
礼
と
贈
答
習
俗
を
中
心

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
⒜
と
⒞

か
ら
は
、
八
朔
節
供
は
元
々
民
間
の
習
俗
で
、
そ
れ
が
宮
中
や
武
家
社
会
に
受
容

さ
れ
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
先
行
研
究
を
繙

く
と
、
多
様
な
八
朔
節
供
に
は
、
逆
に
宮
中
や
武
家
社
会
か
ら
民
間
に
広
が
っ
た

習
俗
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
、
文
化
の
上
昇
・
下
降
に
関
す
る
論
議
が
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
言
及
す
る
。

小
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
整
理
し
た
上
で
、
既
刊
報
告
書
に
よ
り
な
が
ら
多
様

な
八
朔
節
供
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
歴
史
的
展
開
を
簡
潔
に
ト
レ
ー
ス
し
、

西
日
本
を
中
心
に
広
が
る
人
形
・
馬
を
作
り
、
飾
り
、
贈
る
習
俗
の
地
域
的
展
開

を
明
ら
か
に
し
た
い
。
特
に
馬
節
供
と
呼
ば
れ
る
習
俗
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
す

る
つ
も
り
で
あ
る
。

一
、
八
朔
節
供
の
多
様
性

先
に
引
用
し
た
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
下
巻
に
よ
れ
ば
、
八
朔
節
供
は
農
耕
儀

礼
と
贈
答
習
俗
の
二
つ
を
主
要
な
要
素
と
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、『
日
本
年

中
行
事
辞
典
』
の
筆
者
で
あ
る
鈴
木
棠
三
も
、
同
様
に
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し

図⑴　各地の人形送り（神野註（2）より）



50

て
い
る（

5
）。

恃
怗
・
憑
・
田
面
・
田
実
に
も
そ
の
性
格
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
八
朔
の
祝
に
は
二
つ
の
性
格
が
あ
る
。
一
面
は
作
頼
み
、

す
な
わ
ち
稲
の
実
り
を
祈
願
す
る
意
味
の
「
た
の
み
」
の
日
で
あ
り
、
他
面
で
は
、
平
素
庇
護
を
受
け
て
い
る
人
、
つ
ま
り
頼
む

人
と
の
結
合
を
さ
ら
に
強
化
す
る
の
に
挨
拶
に
行
き
、
贈
り
物
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

鈴
木
の
説
明
か
ら
は
、
タ
ノ
ム
・
タ
ノ
ミ
の
祝
い
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
よ
く
わ
か
る
。

こ
の
二
人
の
見
解
に
対
し
て
和
歌
森
太
郎
は
、
中
世
の
史
料
に
分
析
を
加
え
た
上
で
、
八
朔
節
供
は
農
村
に
基
盤
を
持
つ
武
家
間

の
贈
答
に
源
を
発
す
る
と
の
見
解
を
示
し
、
そ
の
行
事
内
容
を
次
の
三
つ
に
類
型
化
し
た（

6
）。

⑴
稲
虫
追
散
・
鳥
追
い
、
作
頼
み
等
の
農
耕
儀
礼
。

⑵
馬
や
人
そ
の
他
鶴
亀
な
ど
の
形
の
シ
ン
コ
細
工
を
作
り
近
隣
知
親
に
贈
る
風
。

⑶
節
供
、
休
息
日
と
し
て
何
か
贈
答
を
交
換
す
る
、
そ
し
て
頼
み
、「
憑た

の

み
」
の
節
供
を
な
す
風
。

⑵
は
中
国
、
四
国
地
方
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
及
び
九
州
地
方
に
見
ら
れ
る
習
俗
で
あ
る
が
、
何
故
和
歌
森
が
⑵
に
着
目
し
た
の

か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
人
や
馬
を
作
り
、
飾
り
、
さ
ら
に
贈
る
こ
と
が
今
日
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て

お
り
、
筆
者
が
関
心
を
寄
せ
る
点
も
こ
こ
に
あ
る
。
加
え
て
特
に
馬
節
供
を
中
心
に
据
え
る
の
は
、
馬
が
贈
答
あ
る
い
は
祭
り
・
行

事
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
和
歌
森
は
こ
の
三
類
型
に
関
し
て
、
⑴
→
⑶
→
⑵
へ
と

歴
史
的
に
推
移
し
た
も
の
と
見
て
い
る（

7
）。

八
朔
節
供
の
主
要
要
素
を
二
つ
に
す
る
か
三
つ
と
す
る
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
行
事
内
容
は
複
雑
を
極
め
、
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
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様
相
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
。
文
化
庁
編
刊
の
『
日
本
民
俗
地
図
1
・
年
中
行
事
1
』
を
基
に
、
そ
れ
を
整
理
し
た
の
は
倉
石
忠
彦

で
あ
る
。
倉
石
に
よ
れ
ば
、
八
朔
節
供
は

名
称

①
暦
日
に
か
か
わ
る
行
事
名

ハ
ッ
サ
ク
（
―
ツ
イ
タ
チ
、
―
参
り
、
―
祭
り
、
―
ゴ
モ
リ
、
―
祝
イ
）

②
行
事
日
に
か
か
わ
る
行
事
名

ａ
．
八
朔
盆

ｂ
．
セ
ッ
ク
（
八
朔
―
、
八
月
―
、
ハ
ツ
―
、
ハ
ガ
―
）、
栗
ゼ
ッ
ク
（
コ
モ
ノ
ゼ
ッ
ク
、
畑
物
ゼ
ッ
ク
）、
シ
ョ
ウ
ガ
ゼ
ッ
ク
、
馬
鹿

ム
コ
ゼ
ッ
ク
、
馬
ゼ
ッ
ク

ｃ
．
シ
シ
コ
マ
、
ヒ
ナ
イ
ワ
イ

③
農
耕
儀
礼
に
か
か
わ
る
行
事
名

ト
リ
ゾ
メ
、
ホ
ガ
ケ
、
タ
ホ
メ
（
作
ホ
メ
）、
作
マ
ツ
リ

④
贈
答
に
か
か
わ
る
行
事
名

タ
ノ
モ
、
タ
ノ
ミ
（
―
ゼ
ッ
ク
、
―
ツ
イ
タ
チ
、
―
正
月
、
―
船
）

⑤
祈
願
に
か
か
わ
る
行
事
名

風
マ
ツ
リ
（
風
日
、
風
ヨ
ケ
、
風
鎮
祭
、
願
状
ゴ
モ
リ
、
潤
季
祝
イ
）、
鳥
追
イ
、
大
日
待

⑥
行
事
食
に
か
か
わ
る
行
事
名

ダ
ゴ
マ
ツ
リ
、
マ
マ
コ
ノ
ハ
ラ
フ
ク
ラ
ガ
シ
、
ニ
ガ
モ
チ

⑦
労
働
力
に
か
か
わ
る
行
事
名
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春
ワ
ス
レ
、
ヤ
ス
ミ
ジ
マ
イ
、
ヨ
コ
ヅ
チ
オ
ロ
シ
、
若
勢
ノ
タ
チ
ハ
、
デ
カ
ワ
リ

行
事
内
容

①
農
耕
儀
礼

田
ほ
め
を
す
る
。
作
頼
み
を
す
る
（
作
見
ま
わ
り
、
作
神
、
田
の
神
祭
り
）。
タ
ノ
モ
船
。
穂
掛
け
を
す
る
。
初
も
の
収
穫
（
焼

き
米
）。

②
生
活
暦

休
業
す
る
。
ニ
ガ
モ
チ
（
食
い
じ
ま
い
）。
昼
寝
じ
ま
い
、
夜
な
べ
は
じ
め
（
遊
び
じ
ま
い
）。
ニ
ガ
モ
チ
・
昼
寝
じ
ま
い
・
夜

な
べ
は
じ
め
。
飽
食
す
る
（
マ
マ
コ
ノ
ハ
ラ
フ
ク
ラ
ガ
シ
）。
食
物
盗
み
、
野
荒
ら
し
を
す
る
。
道
つ
く
り
。
盆
じ
ま
い
。

③
里
帰
り

里
帰
り
（
嫁
・
婿
）。

④
作
業
終
い

藪
入
り
。
奉
公
人
出
替
り
。

⑤
共
同
祈
願

宮
・
寺
参
り
、
宮
ご
も
り
、
日
待
ち
、
会
食
、
遥
拝
。
女
の
お
こ
も
り
（
日
待
ち
、
集
会
）。
鳥
追
い
を
す
る
。
虫
祈
祷
を
す

る
。
風
祭
り
を
す
る
。
山
の
神
祭
り
（
山
に
入
ら
ぬ
）。

⑥
供
物

人
形
・
馬
な
ど
を
作
る
・
か
ざ
る
。
短
冊
な
ど
を
飾
る
。

⑦
贈
答

し
ょ
う
が
を
贈
る
。
箕
・
目
籠
な
ど
を
贈
る
。
人
形
類
を
贈
る
。
そ
の
他
の
も
の
を
贈
る
。
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⑧
儀
礼
食

萱
の
箸
で
食
べ
る
、
供
え
る
。
桃
を
食
べ
る
、
供

え
る
。
特
別
な
食
品
を
作
る
。

⑨
そ
の
他

そ
の
他
の
行
事
。

以
上
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
行
事
は

単
独
で
行
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
幾
つ
か
組
み
合
わ
さ
っ

て
行
わ
れ
て
い
る
と
つ
け
加
え
て
い
る（

8
）。

こ
の
う
ち
筆

者
は
、「
⑵
行
事
内
容
」
の
「
⑥
供
物
」
に
焦
点
を
当
て

る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
供
物
（
飾
り

物
）
と
し
て
の
み
に
留
ま
ら
ず
「
⑦
贈
答
」
習
俗
と
も
か

ら
ん
で
い
る
。
ま
た
名
称
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
、
後
述

す
る
よ
う
に
「
八
朔
」
が
古
く
は
「
一つ

い
た
ち日
」
に
限
ら
ず

「
初
旬
」
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
八
朔
節

供
な
る
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

ち
な
み
に
倉
石
は
、
複
雑
な
八
朔
節
供
に
つ
い
て
文
化

庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
1
・
年
中
行
事
1
』
か
ら
、「
儀

礼
食
」
と
「
共
同
祈
願
」
の
二
つ
を
抽
出
し
て
地
図
化
し

て
お
り（

9
）、

そ
れ
に
よ
っ
て
地
域
的
傾
向
が
概
観
で
き
る
。

図⑵　八朔節供－儀礼食－（倉石註（8）より）
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図
⑵
か
ら
は
、
西
日
本
に
於
て
は
主
た
る
儀
礼
色
が
ダ
ン
ゴ
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
南
関
東
は
マ
ン
ジ
ュ
ウ
と
赤
飯
、
北
関
東
か
ら

東
北
に
か
け
て
は
主
に
赤
飯
と
餅
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
倉
石

は
こ
の
ほ
か
い
く
つ
か
の
民
俗
分
布
図
を
作
成
し
て
い
る
が
、
倉

石
の
目
的
は
「
日
本
民
俗
地
・
八
朔
」
で
空
白
地
帯
（
図
⑶
）
と

さ
れ
る
長
野
県
下
で
、
広
く
行
わ
れ
て
い
る
風
祭
り
に
分
析
を
加

え
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
複
雑
な
八
朔
節
供
の
地

域
的
傾
向
を
端
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、

こ
の
二
つ
の
分
布
図
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ま
で
で
あ
る
。

八
朔
節
供
の
地
域
的
傾
向
を
概
観
す
る
の
に
便
利
な
も
の
と
し

て
は
、『
日
本
民
俗
地
図
1
・
年
中
行
事
1
』
本
篇
の
「
八
朔
」

に
関
す
る
解
説
文
が
あ
る（

10
）。

そ
れ
を
概
観
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。

名
称

①
タ
ノ
ミ
・
タ
ノ
モ
な
ど
と
呼
ぶ
の
は
、
中
国
地
方
か
ら
瀬

戸
内
海
周
辺
、
北
九
州
に
多
い
が
、
関
東
地
方
か
ら
東
北

地
方
に
か
け
て
も
点
在
し
て
い
る
。
こ
れ
を
田
の
面
、
田

の
実
、
頼
み
な
ど
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儀
礼
に

も
い
ろ
い
ろ
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。

図⑶　八朔節供伝承地（倉石註（8）より）
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②
八
朔
、
八
朔
祭
り
、
八
朔
籠
り
な
ど
と
い
う
名
称
が
、
東
西
に
わ
た
っ
て
圧
倒
的
に
多
い
。

行
事
内
容

①
タ
ノ
ミ
と
頼
み
、
頼
む
と
解
釈
し
て
相
互
関
係
増
強
の
た
め
に
贈
答
す
る
と
こ
ろ
も
広
い
、
馬
節
供
、
シ
ン
コ
マ
、
ヒ
ナ
イ

ワ
イ
な
ど
と
呼
ん
で
人
形
、
シ
ン
コ
の
馬
な
ど
を
作
っ
た
り
飾
り
、
さ
ら
に
は
親
類
に
贈
っ
た
り
な
ど
に
も
あ
げ
る
風
は
、
香

川
・
広
島
な
ど
の
瀬
戸
内
海
周
辺
に
広
が
っ
て
い
る
。
タ
ノ
モ
船
を
つ
く
り
、
紙
人
形
な
ど
を
乗
せ
て
流
す
と
こ
ろ
が
広
島

県
に
あ
る
。

②
七
夕
の
笹
飾
り
に
似
た
も
の
を
立
て
て
作
頼
み
す
る
と
こ
ろ
や
、
田
ほ
め
・
作
ほ
め
な
ど
と
い
っ
て
、
田
に
出
て
「
よ
く
で

き
た
」
な
ど
と
自
分
で
ほ
め
て
回
る
予
祝
行
事
が
北
九
州
な
ど
に
あ
る
。

③
願
掛
け
、
粟
節
供
な
ど
と
呼
び
、
刈
り
初
め
を
し
た
り
初
穂
で
焼
き
米
を
つ
く
り
、
粟
の
搗
き
餅
を
こ
し
ら
え
た
り
す
る
と

こ
ろ
が
東
西
に
点
在
す
る
。
萱
の
箸
で
食
べ
る
と
こ
ろ
は
、
東
北
か
ら
北
関
東
に
及
ぶ
地
域
と
、
北
九
州
に
分
布
し
て
い
る
。

④
こ
の
日
風
祭
り
、
虫
祈
祷
を
す
る
と
こ
ろ
は
東
西
に
ま
た
が
る
。
鳥
追
い
と
呼
び
、
小
正
月
に
似
た
鳥
追
い
を
す
る
の
は
鳥

取
県
に
顕
著
で
あ
る
。

⑤
埼
玉
・
群
馬
な
ど
で
は
、
こ
の
日
嫁
の
里
帰
り
で
、
そ
の
贈
り
物
に
シ
ョ
ウ
ガ
を
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
を
雇
用
関
係
に
も
及

ぼ
し
て
、
奉
公
人
の
藪
入
り
や
出
替
り
を
す
る
と
こ
ろ
も
全
国
的
に
認
め
ら
れ
る
。

な
か
な
か
興
味
深
い
内
容
な
が
ら
、
以
上
は
あ
く
ま
で
「
日
本
民
俗
地
図
」
の
対
象
地
に
な
っ
た
地
点
か
ら
得
た
地
域
的
傾
向
で

あ
る
。
倉
石
が
指
摘
し
た
よ
う
に
漏
れ
て
い
る
地
域
も
あ
り
、
よ
り
詳
細
に
み
る
と
思
わ
ぬ
分
布
的
状
況
を
呈
し
て
い
た
り
、
意
外

な
習
俗
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
「
日
本
民
俗
地
図
」
の
分
布
地
図
を
参
考
に
し
な
が
ら
西
日
本
の

八
朔
節
供
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
そ
の
前
に
、
先
行
研
究
に
よ
り
な
が
ら
、
八
朔
節
供
の
歴
史
的
展
開

を
把
握
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
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二
、
八
朔
節
供
の
歴
史
的
展
開

和
歌
森
が
八
朔
節
供
の
行
事
内
容
を
三
つ
に
類
型
化
し
、
⑴
→
⑶
→
⑵
へ
と
推
移
し
た
と
の
見
解
を
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先

に
触
れ
た
が
、
改
め
て
和
歌
森
説
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
和
歌
森
は
先
ず
、
八
朔
節
供
は
農
村
に
基
盤
を
持
つ
鎌
倉
武
士
に

起
源
を
持
ち
、
そ
れ
が
貴
族
社
会
に
浸
透
し
た
と
指
摘
し
た
。
そ
う
し
て
「
室
町
武
家
社
会
又
近
世
の
そ
れ
は
、
八
朔
と
い
へ
ば
太

刀
と
馬
と
を
引
き
出
物
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
馬
は
後
世
馬
代
を
以
て
代
へ
ら
れ
る
こ
と
が
普
通
と
な
る
が
、
初
め
は
真

の
馬
で
あ
っ
た
。（
中
略
）。
そ
の
影
響
は
地
方
に
も
及
ん
で
、
農
民
達
に
馬
を
実
際
贈
る
風
を
も
移
植
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
等
の
身

分
と
し
て
は
大
層
な
こ
と
故
、
武
士
に
は
倣
は
う
と
し
乍
ら
も
、
シ
ン
コ
細
工
の
馬
、
殊
に
田
の
実
の
節
供
に
適
は
し
い
早
稲
出
来

の
シ
ン
コ
細
工
の
馬
を
贈
る
よ
う
な
こ
と
を
し
出
し
、
こ
の
節
日
を
馬
節
供
と
称
し
た
。
と
共
に
ひ
い
の
祥
瑞
に
適
ふ
動
物
シ
ン
コ

を
細
工
し
た
り
、
雛
人
形
形
式
の
シ
ン
コ
人
形
を
作
っ
て
贈
り
合
う
様
に
し
た
の
で
、
そ
れ
が
四
国
中
国
に
多
く
遺
る
様
な
仕
方
と

な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
づ
け
た（
11
）。

す
な
わ
ち
和
歌
森
は
、
人
形
・
馬
を
作
り
、
飾
り
、
贈
る
習
俗
に
つ
い
て
は
、
逆
に
文

化
の
下
降
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

和
歌
森
の
論
を
見
る
と
、
ど
う
や
ら
貴
族
や
武
家
社
会
に
お
け
る
八
朔
節
供
は
贈
答
習
俗
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
て
、
農
耕
儀
礼
的
要

素
は
う
か
が
え
な
い
。
そ
の
点
に
関
し
て
田
中
久
夫
も
、
中
世
と
近
世
の
史
料
及
び
民
俗
事
例
と
を
比
較
し
、
中
世
貴
族
の
「
憑
」

に
は
農
作
を
祈
る
と
い
う
側
面
の
な
い
点
が
農
村
の
「
憑
」
と
の
内
容
が
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、「
結
局
中
世
（
貴
族
＝
筆
者
加
筆
）

の
『
憑
』
は
農
村
の
八
月
一
日
頃
に
行
わ
れ
て
い
た
『
作
神
祭
』
の
供
物
の
贈
答
が
、
儀
礼
化
、
形
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
の

結
論
を
下
し
た（
12
）。

正
鵠
を
射
た
見
解
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
貴
族
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
あ
る
時
期
（
少
く
と
も
近
世
）
以
降

の
武
家
の
習
俗
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

平
山
敏
治
郎
も
文
化
の
上
昇
・
下
降
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
和
歌
森
同
様
中
世
の
文
献
を
丹
念
に
分
析
し
、
八
朔
行
事
の
歴
史
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的
展
開
に
メ
ス
を
入
れ
た
。
即
ち
そ
の
文
献
の
主
な
も
の
は
、『
吾
妻
鑑
』、『
花
園
天
皇
宸
記
』、『
園
大
暦
』、『
空
華
日
工
集
』、『
公

事
根
源
』、『
康
富
記
』
等
々
の
一
三
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
の
文
献
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
分
析
を
加
え
た
平
山
は
、
ほ
ぼ
和
歌
森

説
を
支
持
し
て
い
る
も
の
の（
13
）、

人
形
・
馬
を
作
り
、
飾
り
、
贈
る
習
俗
（
特
に
馬
節
供
）
に
関
し
て
は
、
和
歌
森
よ
り
も
慎
重
な
姿

勢
を
示
し
て
い
る
。
馬
節
供
や
シ
ン
コ
マ
の
習
俗
を
文
化
の
下
降
（
平
山
流
に
言
う
と
沈
降
）
形
態
と
推
定
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を

受
容
し
た
民
間
生
活
に
は
、
こ
の
飾
り
人
形
が
既
に
あ
り
、
か
つ
馬
を
も
っ
て
神
を
祀
っ
た
習
俗
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る（
14
）。

す
な
わ
ち
、
民
間
に
受
容
基
盤
が
あ
っ
て
こ
そ
、
人
形
・
馬
を
作
り
、
飾
り
、
贈
る
習
俗
が
、
貴
族
や
武

家
文
化
か
ら
下
降
し
て
定
着
し
う
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
な
指
摘
で
あ
る
。
一
方
、
近
藤
直
也
は
近
世
の

文
献
を
用
い
つ
つ
、
独
自
の
論
を
展
開
し
て
い
る
。
近
藤
が
分
析
対
象
と
し
た
の
は
、
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
成
立
し
た
黒
川

道
祐
編
の
『
日ひ

な
み次

紀
事
』
で
あ
る（
15
）。

と
は
い
え
近
藤
は
こ
の
書
物
に
つ
い
て
、「
一
六
七
六
年
に
成
っ
た
紀
事
で
あ
る
が
、
年
中
行

事
の
解
説
書
と
い
う
性
格
か
ら
推
し
て
、
そ
の
記
載
内
容
は
近
世
期
は
言
う
に
及
ば
ず
室
町
時
代
以
来
の
伝
統
を
引
き
継
い
だ
も
の

と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
」
と
位
置
づ
け
て
い
る（
16
）。

こ
の
書
物
の
中
で
近
藤
が
注
目
し
た
の
は
、「
八
朔
」
と
併
列
し
て
記
さ
れ
て
い

る
「
天
中
ノ
節
」
と
、「
公
事
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
中
の
「
御
馬
叡
覧
」、「
供
薫
粥
」、「
波
伊
々
々
」、
そ
し
て
「
行
器
」

等
の
項
目
で
あ
る
。
順
を
追
っ
て
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
ち
な
み
に
近
藤
は
、
こ
と
の
ほ
か
「
天
中
ノ
節
」
に
関
心
を
示
し
、

こ
れ
こ
そ
が
八
朔
節
供
を
解
く
鍵
と
見
な
し
た
。

今
日
謂
フ二
天
中
ノ
節
ト一
。
伝
ヘ
言
フ
凶
悪
ノ
日
ナ
リ
也
。
自
リ二
土
御
門
安
家
一
、

以
テ二
天
中
ノ
札
ヲ一
被
ルレ
献
二
禁
中
院
中
ニ一
。
地
下
ニ
モ
亦
陰
陽
家
以
テ二
天
中
ノ

札
ヲ一
貼
ス二
良
賤
ノ
之
門
戸
ニ一
。（
句
読
点
近
藤
）

「
今
日
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
旧
八
月
一
日
で
あ
り
、「
天
中
ノ
節
」
と
は
陰
陽
道
で
い
う
「
凶
悪
の
日
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

天
中
ノ
節
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こ
の
日
「
安
倍
家
か
ら
『
天
中
の
札
』
が
禁
中
・
院
中
に
献
じ
ら
れ
、
こ
の
札
に
よ
っ
て
天
皇
や
上
皇
に
ふ
り
か
か
る
『
凶
悪
』
の

災
い
を
排
除
し
て
い
た
」
が
、
広
く
地
下
の
「
良
賤
ノ
門
戸
」
に
も
貼
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
そ
の
発
行
元
は
市
井
に
す
む
一
般
の

「
陰
陽
家
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
加
え
て
、
道
元
著
『
承
平
広
録
』
に
五
月
五
日
の
端
午
の
節
供
に
も
天
中
節
を
催
し

た
と
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
藤
は
「
八
朔
と
端
午
と
天
中
節
の
三
者
は
、
稲
の
成
長
と
ヒ
ト
の
災
難
除
去
に
関
し
て
古
く

（
少
な
く
と
も
鎌
倉
中
期
に
存
在
し
て
い
た
）
か
ら
、
人
々
の
暮
ら
し
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
た
」
と
自
説
を
展
開
し
て
い
る（
17
）。

公
家
や
武
家
の
八
朔
節
供
に
は
農
耕
儀
礼
的
要
素
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
先
学
の
見
解
と
ど
う
整
合
す
る
の
か
疑
問
も
残
る
が
、

民
間
の
八
朔
節
供
に
は
厄
除
け
と
い
う
意
識
も
う
か
が
え
る
と
す
る
佐
々
木
智
也
の
指
摘
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と（
18
）、

近
藤
が
「
天
中

ノ
節
」
に
注
目
し
た
こ
と
も
そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
る
。

次
い
で
近
藤
は
、「
公
事
」
と
し
て
も
記
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
心
を
寄
せ
る
。
い
ず
れ
も
八
朔
節
供
と
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
近

藤
は
全
て
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
小
稿
と
か
か
わ
る
「
波
伊
々
々
」
の
み
取
り
上
げ
る
。

今
日
依
テ二
旧
例
ニ一
公
方
家
被
ルレ
献
白
太
刀
ニ
御
馬
ヲ
於
禁
裏
ニ一
左
右
ノ

馬
寮
執
リ二
御
馬
ヲ一
牽
ク二
庭
上
ニ一
叡
覧
ノ
後
御
馬
預
リ
今
出
川
家
域
ハ
正
親

町
三
條
家
隔

自
リ二
櫃
司
一

今
日
自
リ二
中
古
一
諸
家
被
レ
献
セ一

年
ニ
領
二
掌
之
ヲ一
。

供
スレ
之
ヲ

太
刀
或
ハ
諸
品
ノ
物
ヲ
於
禁
裏
ニ一

長
橋
ノ
局
賜
フ二
奉
書
ヲ一
書
中

諸
君
在
シ二
東
宮
ニ一
時
今
日
以
二
波
伊
々
々
一

有
リ二
殊
更
ニ
思
召
ノ
之
詞
一

雙
ヲ一
被
レ
献
セ二
尊
父
君
ニ一
其
ノ
式
以
テ二
白
紙
ヲ一

造
二
小
偶
人
一
雙
ヲ一
伸
二
雙
脚
ヲ一
相
対
乄
坐
ス
長
ケ
弐
寸
許
リ
其
ノ
一
ハ
頂
ニ
著
二
紅
綿
ヲ一
其
ノ

一
ハ
著
二
白
綿
ヲ一
以
テ
表
ス二
有
髪
ヲ一
而
以
テ二
髪
捻
リ
ヲ

一

作
リ二
小
輪
ヲ一
使
乄

下
二
小
偶
人
一
雙
ヲ一
互
ニ

牽
上
レ
之
ヲ
或
ハ
又
以
テ二
白
紙
ヲ一
造
リ二
菊
ノ
枝
ヲ一
引
クレ
之
ヲ
是
ヲ
謂
フ二
波
伊
波
伊
ト一
按
ニ
小
児
匍

御
馬
叡
覧

供
ニ
蕙ヲ

ハ
ナ
ノ粥

ヲ一

太
刀

波
伊
々
々
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匐
ノ
之
義
ヲ
乎
是
レ
自
リ二

城
殿
駒
井
氏
家
一
調
二
進
ス
之
ヲ一

「
波
伊
々
々
」
と
は
這
子
と
も
い
い
、
平
安
期
の
天
児
同
様
災
厄
を
人
で
は
な
く
人
形
に
転
移
さ
せ
る
存
在
に
ほ
か
な
ら
ず
、
室

町
期
に
登
場
す
る
。
こ
の
日
皇
太
子
が
一
対
の
紙
雛
を
作
っ
て
天
皇
に
献
上
す
る
も
の
で
、
近
藤
は
「
天
中
節
と
ハ
イ
ハ
イ
は
表
裏

一
体
の
関
係
に
あ
り
、
ハ
イ
ハ
イ
の
存
在
に
よ
っ
て
天
中
節
が
簡
潔
し
得
る
」
と
力
説
し
て
い
る（
19
）。

た
だ
し
、
所
謂
「
馬
」
に
つ
い

て
は
通
り
一
遍
の
扱
い
し
か
し
て
い
な
い
。

さ
ら
に
近
藤
は
『
日
次
紀
事
』
の
「
行
器
」
な
る
項
目
に
着
目
す
る
。

京
俗
今
日
家
々
乳
母
以
テ二
行
器
一
雙
ヲ一
贈
ル
下
其
ノ
所
ノ二
保
養
ス
ル

一

之
女
児
ニ上
。
行

器
ノ
内
盛
ル二
生
柿
并
ニ
藤
ノ
花
ヲ一
。
花
ハ
則
、
白
糸
餅
ニ
点
ス
ル

二

赤
小
豆
ヲ一
者
ナ
リ
也
。

此
粉
餅
ノ
形
似
タ
リ

レ

戻
二
白
キ
糸
ヲ一
。
故
ニ
称
ス二
白
糸
ト一
。
又
謂
フ二
深
更
ト一
。
倭
俗
ニ
称
〆二
赤
小

豆
ヲ一
謂
フ二
阿
加
ト一
。
点
ス
ル
ヲ

レ　
　

物
ヲ
曰
フ二
都
倶
ト一
。
白
糸
ニ
点
ス二
赤
小
豆
ヲ一
。
是
レ
阿
加
都
岐
也
。

又
倭
語
ニ
深
更
ヲ
謂
フ二
阿
加
都
岐
ト一
。
以
テ二
倭
語
同
ヲ一
或
ハ
謂
フ二
深
更
ト一
。
今
日
童
児
、
戯
ニ

以
テ二
松
笠
ヲ一
造
リ一
雉
鳥
ヲ一
、
或
ハ
以
二
烏
賊
魚
甲
ヲ一
作
ト二
鷺サ

ギ
ウ鶿
ヲ一
或
ハ
以
レ
糸
ヲ
緊
ク
括
リ二
金ホ

ウ燈

籠ツ

キ草
ノ
実
ヲ一
作
リ二
瓢
ノ
形
ヲ一
、
又
以
二
桃
仁
ヲ一
製
ス二
松
虫
ヲ一
。
是
等
ノ
類
自
玩
ヒレ
之
ヲ
、
或
互
ニ

相
贈
ル
是
ヲ
謂
フ二
頼
ミ
合
ト一
。
今
日
民
間
互
ニ
贈
リ二
帯
ル
ノ

レ

葉
ヲ
生
姜
ヲ一
為
二
賀
儀
ト一
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
京
の
町
に
住
む
庶
民
の
間
で
八
朔
節
供
の
「
タ
ノ
ミ
」
と
称
す
る
贈
答
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
子
ど
も

ら
が
さ
ま
ざ
ま
な
ツ
ク
リ
モ
ノ
を
こ
し
ら
え
て
遊
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
特
に
後
者
に
着
目
し
た
近
藤
は
「
八
朔
限
定
の
玩

行ホ

カ

イ器
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具
作
り
に
注
目
す
れ
ば
、
遊
ぶ
と
い
う
よ
り
も
交
換
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」、「
乳
母
の
『
藤
の
花
』
と

称
す
る
団
子
細
工
と
、
子
供
達
が
作
っ
て
い
た
雉き

じ

・
鷺さ

ぎ

・
鶿う

・
瓢
箪
・
松
虫
な
ど
の
作
り
物
と
合
体
さ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
見
事
に
福

岡
県
芦
屋
町
の
ダ
ゴ
ビ
ナ
と
一
致
す
る
。
ダ
ゴ
ビ
ナ
の
ル
ー
ツ
は
近
世
前
期
の
京
都
に
あ
っ
た
と
見
な
し
う
る
の
で
あ
る
」
と
結
論

づ
け
て
い
る（
20
）。

ハ
イ
ハ
イ
即
ち
這
子
を
八
朔
節
供
に
飾
る
習
俗
は
、
確
か
に
香
川
県
な
ど
に
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
し
か
し
他
の
地
域
で
の
事

例
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
近
藤
説
に
は
疑
問
符
を
付
け
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
ダ
ン
ゴ
ビ
ナ
の
ル
ー
ツ
を
近
世
初
頭
の
京
の
町

に
求
め
る
と
い
う
近
藤
の
主
張
は
興
味
深
く
、
そ
の
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
起
源
論
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

い
つ
頃
ど
の
よ
う
に
し
て
各
地
に
広
が
っ
て
行
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
ど
の
程
度
明
ら
か
に
し
う
る
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
西
日
本
各
地
の
事
例
を
見
な
が
ら
、
で
き
る
限
り
こ
れ
ら
の
解
明
に
努
め
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
八
朔
節
供
を
八
朔
盆
と
呼
ん
で
い
る
地
域
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
盆
行
事
と
八
朔
と
の
か
か
わ
り
が
早
く
か
ら
指
摘
さ

れ
て
い
た
。
改
め
て
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
特
に
「
馬
」
と
か
か
わ
ら
せ
て
論
じ
た
も
の
を
み
る
と
、
先
ず

取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
小
島
瓔
禮
の
論
稿
で
あ
る
。
小
島
は
盆
行
事
に
用
い
ら
れ
る
牛
馬
と
八
朔
の
馬
と
を
比
較
し
つ

つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

21
）。

熊
本
市
の
西
部
に
は
、
八
朔
の
日
に
茄
子
の
馬
を
一
頭
つ
く
る
風
習
が
あ
り
、
そ
の
形
態
が
盆
の
馬
牛
と
き
わ
め
て
近
い
。
も

ち
ろ
ん
土
地
に
よ
っ
て
違
い
も
あ
る
が
、
十
ヶ
所
ほ
ど
の
事
例
を
ま
と
め
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。
八
朔
（
現
在
は
九

月
一
日
）
の
朝
、
サ
ク
マ
ワ
リ
と
い
っ
て
、
田
畑
一
枚
一
枚
を
ま
わ
り
、
神
酒
を
そ
そ
ぐ
。
田
畑
か
ら
稲
穂
、
畑
か
ら
は
野
菜
を
一

本
取
り
、
馬
と
一
緒
に
飾
る
。（
中
略
）。
サ
ク
マ
ワ
リ
に
始
ま
り
田
の
神
送
り
で
終
わ
る
こ
の
八
朔
の
日
の
外
枠
は
、
い
わ
ば
稲
作

儀
礼
で
あ
り
農
耕
儀
礼
で
あ
っ
て
、
一
般
の
八
朔
の
特
色
の
一
面
を
よ
く
伝
え
て
い
て
、
精
霊
を
ま
つ
る
盆
行
事
と
は
異
質
に
み

え
る
。（
中
略
）。
こ
の
熊
本
市
西
部
の
八
朔
行
事
は
七
夕
の
結
び
に
も
な
っ
て
い
て
、
盆
行
事
と
の
関
連
が
推
測
で
き
る
。（
中
略
）。
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そ
の
七
夕
が
八
朔
で
終
わ
る
熊
本
市
西
部
の
習
俗
は
、
盆
行
事
か
ら
八
朔
に
至
る
一
連
の
行
事
の
一
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。

八
朔
の
タ
ホ
メ
、
作
頼
み
と
ツ
ク
リ
モ
ノ
の
馬
に
関
す
る
報
告
が
興
味
深
い
。
な
お
、
小
島
は
八
朔
に
農
耕
儀
礼
的
側
面
を
認
め

る
一
方
、「
精
霊
を
迎
え
る
盆
行
事
と
は
異
質
に
み
え
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
は
た
し
て
ど
う
だ
ろ
う
か
。
盆
に
や
っ
て
来
る
祖
霊

が
田
（
野
）
ま
わ
り
を
す
る
群
馬
や
千
葉
県
下
の
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る（
22
）。

そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
盆
行
事
に
「
稲
の
祭
り
」

的
側
面
が
あ
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
、
八
朔
節
供
と
の
関
連
性
に
検
討
を
加
え
た
の
は
田
中
（
久
夫
）
で
あ
る
。
中
世
及
び
近
世

の
文
献
と
民
俗
資
料
を
駆
使
し
て
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
し
た
。「
八
朔
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
旧
暦
七
月
十
五

日
の
盂
蘭
盆
会
が
中
世
以
来
農
村
の
間
に
普
及
浸
透
し
は
じ
め
定
着
し
て
い
っ
た
」、「
人
々
は
旧
暦
七
月
十
五
日
に
現
在
あ
る
こ
と

を
祖
先
に
感
謝
し
て
、
祖
先
の
報
告
の
た
め
に
供
物
を
捧
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
祖
先
崇
拝
の
高
ま
り
と
か
ら
み
あ
い
、
八

朔
の
行
事
の
日
の
神
祭
祀
の
と
き
、
田
の
神
を
馬
に
乗
っ
て
田
を
廻
っ
た
よ
う
に
、
盆
の
と
き
祖
先
の
田
廻
り
の
姿
を
発
生
さ
せ
た

の
で
あ
っ
た
」
と
。
さ
ら
に
は
、「
八
朔
の
行
事
が
だ
ん
だ
ん
旧
暦
七
月
十
五
日
の
盂
蘭
盆
会
に
引
っ
ぱ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
断

言
し
て
い
る（
23
）。

お
二
方
の
論
考
か
ら
盆
行
事
と
八
朔
節
供
の
関
係
が
確
認
で
き
、
両
行
事
に
田
（
野
）
回
り
と
馬
が
か
か
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
知
り
え
た
。
こ
の
こ
と
も
、
平
山
の
言
う
受
容
基
盤
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

最
後
に
な
る
が
、
八
朔
と
い
え
ば
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
下
巻
に
「
旧
暦
八
月
一
日
を
い
い
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
日
だ
け
の

行
事
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
実
際
筑
後
地
方
の
民
謡
に
「
正
月
三
日
、
盆
二
日
、
八
朔
節
供
は
た
だ
ヒ
シ
テ
」
と
い
う
の
が
あ
り
、

ヒ
シ
テ
は
一
日
中
の
意
味
だ
と
い
う（
24
）。

し
か
し
な
が
ら
「
朔
」
及
び
「
ツ
イ
タ
チ
」
の
原
義
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
大
本
敬
久
に

よ
れ
ば
、「
八
朔
の
『
朔
』
の
原
義
は
『
は
じ
め
』、『
生
ま
れ
る
』
で
あ
り
、
月
で
考
え
た
場
合
に
『
月
（
天
体
）
が
蘇
生
す
る
月

（
時
間
）
の
は
じ
め
』
と
な
っ
て
、
二
次
的
に
『
月
の
第
一
日
』
と
し
て
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
。
ま
た
「
ツ
イ
タ

チ
に
は
、
月
の
初
め
頃
、
月
の
上
旬
、
初
旬
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
、「
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
『
朔
』
も
『
ツ
イ
タ
チ
』
も
原
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初
的
に
は
月
の
始
ま
り
の
頃
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
月
の
第
一
日
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と

の
見
解
を
示
し
た
。
そ
う
し
て
「
八
朔
行
事
に
は
、
全
国
各
地
で
種
々
の
行
事
内
容
が
あ
り
、
盆
や
二
百
十
日
、
十
五
夜
、
社
日
な

ど
と
類
似
交
錯
し
て
い
る
が
、『
八
朔
』
が
も
と
も
と
一
日
で
は
な
く
、
十
日
間
と
い
う
、
よマ

マり
期
間
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
こ

れ
ら
の
類
似
・
交
錯
が
現
れ
る
の
が
当
然
と
い
え
る
」
と
つ
け
加
え
て
い
る（
25
）。

八
朔
が
い
つ
頃
か
ら
一
日
に
収し

ゅ
う
れ
ん斂

し
て
行
っ
た
の

か
が
不
明
な
点
が
も
ど
か
し
い
も
の
の
、
八
朔
節
供
の
多
様
性
を
考
え
る
上
で
、
少
な
か
ら
ぬ
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
い
え

る
。以

上
、
八
朔
節
供
の
歴
史
的
展
開
と
人
形
・
馬
に
関
し
て
の
先
行
研
究
を
眺
め
て
来
た
。
複
雑
極
ま
り
な
い
な
が
ら
も
、
大
ま
か

な
方
向
性
が
見
え
隠
れ
し
て
き
た
。
各
地
の
実
態
を
分
析
し
な
が
ら
、
何
ら
か
の
結
論
を
見
出
し
た
い
。

三
、
人
形
・
馬
を
作
り
、
飾
り
、
贈
る
習
俗

図
⑷
の
「
八
朔
に
人
形
・
馬
な
ど
を
作
る
、
飾
る
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
地
域
」
は
、
庄
武
憲
子
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
1
・
年
中
行
事
1
』
と
、
柳
田
國
男
編
『
歳
時
習
俗
語
彙
』
を
基
に
作
成
し
た
も
の
と
い
う（
26
）。

こ
れ
だ

け
の
も
の
を
作
成
す
る
の
に
は
神
野
や
倉
石
ら
の
民
俗
地
図
同
様
大
変
な
労
力
を
要
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
や
む
を
え

な
い
こ
と
な
が
ら
若
干
漏
れ
て
い
る
地
域
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
九
州
の
漏
れ
た
地
域
の
う
ち
、
福
岡
県
遠
賀
郡
芦
屋
町
の
事
例
を

中
心
に
言
及
し
、
次
い
で
香
川
県
の
西
讃
地
方
を
主
と
し
て
四
国
の
事
例
、
最
後
に
広
島
・
岡
山
両
県
の
瀬
戸
内
沿
岸
地
域
そ
の
他

の
事
例
を
報
告
し
、
地
域
的
特
徴
や
伝
播
経
路
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑴
福
岡
県
芦
屋
町
と
そ
の
周
辺
の
八
朔
節
供

最
初
に
『
九
州
の
歳
時
習
俗
』
に
よ
り
な
が
ら
福
岡
県
下
の
八
朔
節
供
を
概
観
し
、
そ
の
上
で
芦
屋
町
と
そ
の
周
辺
地
域
の
習
俗
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図
⑷
　
�八
朔
節
供
に
人
形
・
馬
な
ど
を
作
り
、
飾
る
習
俗
が
確
認
さ
れ
て
い
る
地
域
（
庄
司
註（
53
）よ
り
）
福
岡
県
芦
屋
市
、
熊
本
県
西
部
地
域

は
、
筆
者
が
つ
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
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を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

福
岡
県
下
の
八
朔
節
供
に
は
、
七
夕
節
供
と
の
交
錯
が
う
か
が
え
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
田
ほ
め
の
節
供
」「
田
の
も
の
節
供
」

な
ど
と
呼
ば
れ
て
、
七
夕
節
供
に
田
ほ
め
を
し
な
か
っ
た
地
域
で
稲
の
穂
出
し
を
祈
願
す
る
地
域
が
あ
る
。
そ
う
し
て
作
回
り
の
形

式
や
唱
え
言
葉
は
、
七
夕
節
供
に
行
な
う
地
域
と
共
通
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
朝
倉
郡
・
嘉
穂
郡
あ
た
り
で
は
八
朔
の
周
辺
に

水
神
祭
り
を
行
な
う
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
。
水
落
し
と
同
時
に
稲
の
実
が
休
息
に
ふ
く
ら
み
始
め
る
こ
と
と
併
せ
て
行
な
わ
れ
る

農
作
祈
願
の
行
事
で
あ
る
。

豊
前
地
方
で
は
、
米
の
粉
を
捏
ね
て
鶏
・
猿
・
人
形
な
ど
を
手
ひ
ね
り
で
拵
え
、
床
の
間
に
飾
り
、
子
供
の
成
長
を
祈
願
す
る
。

遠
賀
郡
芦
屋
町
で
は
武
者
人
形
を
飾
る
風
が
あ
る
。
藁
で
馬
と
武
者
人
形
の
胴
と
を
作
り
、
紙
の
笠
と
鏡
を
着
せ
て
着
物
を
差
し
た

も
の
で
、
男
児
の
誕
生
を
祝
っ
て
里
か
ら
贈
ら
れ
る
。
八
朔
に
七
夕
と
同
様
に
、
笹
の
短
冊
や
下
げ
物
を
飾
る
風
習
が
盛
ん
で
あ
る
。

宗
像
郡
地
島
で
は
、
初
児
の
生
ま
れ
た
家
は
、
男
竹
に
短
冊
を
戸
口
に
立
て
、
他
家
か
ら
も
祝
い
を
贈
る
。
八
朔
の
未
明
に
戸
口
を

叩
い
て
生
児
の
名
を
呼
ん
で
「
頼
み
ま
す
」
と
言
っ
て
回
る
。
ま
た
福
岡
市
で
は
、
裃
を
着
た
小
児
が
お
じ
ぎ
を
し
て
い
る
図
の
上

部
に
「
八
朔
御
祝
儀
御
礼
申
上
候
」
と
刷
り
込
ん
だ
短
冊
や
団
扇
を
近
隣
に
配
っ
て
挨
拶
を
す
る
。
ま
た
初
児
の
誕
生
し
た
家
で
は

軒
先
に
鯛
・
提
灯
・
の
し
・
福
良
雀
・
帆
か
け
舟
・
弓
矢
・
面
な
ど
の
下
げ
物
を
し
た
笹
竹
を
立
て
る（

27
）。

こ
う
し
て
見
る
と
、
な
る
ほ
ど
福
岡
県
下
の
八
朔
節
供
は
七
夕
節
供
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
ま

た
福
岡
県
下
の
行
事
内
容
を
見
る
と
、
田
ほ
め
（
作
頼
み
）
を
中
心
と
す
る
地
域
（
朝
倉
郡
に
は
、
二
百
十
日
に
「
風
止
め
」
を
祈
願
す

る
と
こ
ろ
も
あ
る
）、
即
ち
農
耕
儀
礼
を
中
心
と
す
る
地
域
と
、
飾
り
物
を
作
り
、
贈
る
「
憑
み
」
を
中
心
と
す
る
地
域
に
分
け
ら
れ

る
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
ら
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
武
者
人
形
や
馬
を
作
っ
て
笹
竹
を
添
え
て
飾
る
地
域
と
、
笹
飾
り
だ
け
を
す
る

地
域
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
宗
像
郡
地
島
の
八
朔
の
未
明
に
戸
を
叩
い
て
生
児
の
名
を
呼
ん
で
「
頼
み
ま
す
」
と
言
っ

て
回
る
、
あ
る
い
は
福
岡
市
内
の
「
小
児
を
刷
り
込
ん
だ
短
冊
や
団
扇
等
を
近
隣
に
配
っ
て
挨
拶
を
す
る
習
俗
と
関
連
し
て
佐
々
木

は
、「
稲
穂
の
成
熟
が
子
供
の
成
長
へ
と
転
化
さ
れ
」
て
お
り
、「
憑
み
」
と
い
う
「
農
耕
習
俗
の
都
市
型
受
容
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
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と
の
見
方
を
し
て
い
る（
28
）。

さ
て
芦
屋
町
で
あ
る
が
、
筑
紫
第
二
の
大
河
と
さ
れ
る
遠
賀
川
の
河
口
に
位
置
し
て
い
る
。
古
代
よ
り
、
対
外
貿
易
や
国
内
航
路

の
中
継
地
と
し
て
そ
の
名
は
知
ら
れ
て
い
た
。
中
世
も
海
運
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
近
世
に
入
る
と
黒
田
藩
は
遠
賀
・
鞍
手
・
嘉

麻
・
穂
波
四
郡
の
貢
米
を
芦
屋
に
集
積
し
、
大
船
に
積
ん
で
大
阪
に
運
ん
で
い
た
。
そ
う
し
て
元
禄
・
宝
永
（
一
六
八
八
～
一
七
一
〇
）

の
頃
か
ら
は
、
陶
器
を
船
で
積
ん
で
交
易
に
出
向
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
福
間
裕
爾
は
、「
焼
物
船
の
『
旅
行

き
』
で
芦
屋
浦
の
人
々
は
、
瀬
戸
内
へ
と
出
て
い
く
機
会
を
得
る
。
そ
こ
で
、
馬
を
モ
テ
ィ
ー
フ
に
す
る
瀬
戸
内
系
の
八
朔
を
見
聞

し
、
芦
屋
へ
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
見
て
い
る
。
つ
い
で
に
触
れ
て
お
く
な
ら
ば
笹
飾
り
に
つ
い
て
も
「
芦
屋
津
が
、
近
世
筑

前
領
内
の
陸
運
と
海
運
の
要
所
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
加
え
て
筑
前
商
人
た
ち
の
往
来
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
芦
屋
商
人
の
博
多

商
人
と
の
濃
密
な
関
係
性
の
な
か
か
ら
、
博
多
の
習
俗
で
あ
る
八
朔
の
笹
飾
り
が
伝
え
ら
れ
た
」
と
述
べ
、
主
と
し
て
海
運
と
の
関

係
で
文
化
の
伝
播
を
捉
え
て
い
る（
29
）。

こ
う
し
た
伝
播
の
あ
り
方
と
は
別
に
、
八
朔
節
供
に
つ
い
て
の
由
来
譚
も
二
つ
ほ
ど
存
在
す
る
。
一
つ
は
「
金
持
は
殿
様
に
生
き

た
馬
を
献
上
し
て
い
た
が
、
貧
乏
人
に
は
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
藁
で
馬
を
作
っ
て
、
そ
の
真
似
事
を
し
て
あ
や
か
る

よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
先
の
和
歌
森
の
見
解
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
黒
田
の
殿
様
が
八
朔
の

日
に
、
正
門
町
に
あ
る
神
武
天
皇
社
に
馬
で
参
っ
て
い
た
の
が
由
来
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る（
30
）が

、
残
念
な
が
ら
女
児
の
祝
い
に
作

り
、
飾
る
ダ
ゴ
ビ
イ
ナ
に
関
す
る
伝
承
が
芦
屋
町
で
は
聞
か
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

芦
屋
町
で
は
主
に
八
朔
、
八
朔
節
供
と
呼
び
、
他
に
も
馬
の
節
供
、
ツ
マ
グ
ロ
（
風
仙
花
）
節
供
、
八
朔
の
馬
等
の
呼
称
も
あ
る
。

八
朔
は
元
来
各
家
で
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
初
め
て
八
朔
を
迎
え
る
子
ど
も
、
主
に
長
男
・
長
女
の
た
め
の
行
事
で
あ
る
。
現

在
で
は
、
長
男
・
長
女
に
関
わ
ら
ず
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
男
児
に
は
藁
馬
を
作
り
、
そ
こ
に
紙
と
竹
で
作
っ
た
人
形
を
乗
せ
、

そ
れ
を
多
数
作
っ
た
も
の
を
飾
る
。
女
児
に
は
男
雛
・
女
雛
や
鶴
亀
な
ど
の
ダ
ゴ
ビ
イ
ナ
、
ダ
ゴ
ビ
ナ
（
団
子
雛
）
と
呼
ば
れ
る
シ

ン
コ
細
工
を
作
っ
て
飾
っ
た
。
飾
り
に
は
ツ
マ
グ
ロ
や
笹
竹
を
添
え
た
。（
ダ
ゴ
ビ
イ
ナ
に
は
ツ
マ
グ
ロ
は
飾
る
が
笹
竹
を
飾
ら
な
い
と
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い
う
家
も
少
な
く
な
い
）。
ち
な
み
に
ツ
ク
リ
モ
ノ
の
馬
に
つ
い
て
い
え
ば
、
高
度
経
済
成
長
前
あ
た
り
ま
で
は
、
金
持
の
家
で
は
台

車
に
木
製
の
馬
を
載
せ
て
そ
れ
を
子
ど
も
に
曳
か
せ
、
神
社
ま
で

赴
く
な
ど
を
し
て
い
た
そ
う
だ
が
、
曳
馬
を
し
た
家
で
藁
馬
を
作
っ

て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
と
い
う（
31
）。

事
例
⑴
芦
屋
町
浜
崎
・
林
知
行
家
―
八
朔
（
写
⑴
）

林
知
行
家
で
は
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
の
八
月
に
男
児
が

誕
生
し
た
が
、
ア
カ
ビ
が
か
か
っ
て
い
る
た
め
に
翌
年
平
成
二
十

年
（
二
〇
〇
八
）
に
行
な
っ
た
。
生
ま
れ
て
く
る
子
が
男
児
と
分

か
っ
た
時
点
で
、
馬
作
り
が
上
手
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
知
人
に
藁

馬
作
り
を
依
頼
し
、
一
五
〇
騎
が
作
ら
れ
た
。
大
将
馬
も
同
じ
人

に
依
頼
し
て
い
た
が
早
い
段
階
で
頼
ん
で
い
た
の
で
、
男
児
の
出

産
前
に
出
来
て
い
た
。
武
者
人
形
の
着
物
の
絵
は
、
絵
が
上
手
な

人
に
頼
ん
で
風
神
・
雷
神
・
恵
比
寿
・
大
黒
、
竜
・
鶴
・
亀
、
菖

蒲
、
宝
船
、
ア
ン
パ
ン
マ
ン
な
ど
一
三
種
類
を
描
い
て
も
ら
い
、
カ

ラ
ー
コ
ピ
ー
を
し
て
一
五
〇
騎
分
に
し
た
。
旗
差
物
の
字
は
、
山

鹿
に
住
む
父
方
の
大
伯
父
に
頼
ん
だ
。

飾
り
付
け
は
八
月
十
四
日
に
行
な
っ
た
。
林
家
は
店
舗
兼
住
居

と
な
っ
て
お
り
、
ミ
セ
と
呼
ば
れ
る
土
間
の
店
舗
部
分
と
そ
れ
に

続
く
ホ
ン
マ
と
呼
ば
れ
る
座
敷
に
飾
っ
た
。
ト
ロ
箱
（
発
砲
ス
チ

ロ
ー
ル
製
の
箱
一
〇
箇
分
が
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
り
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
っ

写⑴　芦屋町の男児の藁馬（同教委註（30）による）
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て
い
る
）
を
一
〇
袋
使
っ
て
段
を
作
り
、
布
を
か
け
て
そ
の
押
さ
え
に
ベ
ニ
ヤ
板
を
置
く
。
段
が
出
来
上
が
る
と
大
将
馬
・
藁
馬
を

並
べ
る
。
そ
う
し
て
「
総
大
将
○
○
○
○
」
と
男
児
の
氏
名
を
書
い
た
幟
を
二
本
と
、
弓
矢
、
小
さ
な
馬
を
吊
し
た
笹
飾
り
一
対
を

添
え
る
。
九
月
一
日
ま
で
こ
の
状
態
で
飾
ら
れ
た
が
、
藁
馬
は
九
〇
騎
近
い
数
で
あ
っ
た
。
八
朔
の
翌
日
、
予
約
し
た
人
に
藁
馬
が

渡
さ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
浜
崎
の
人
達
で
、
そ
の
数
は
十
八
で
あ
っ
た（
32
）。

林
家
の
事
例
で
は
、
ア
カ
ビ
（
血
の
忌
）
に
こ
だ
わ
る
一
方
、
武
者
人
形
の
着
物
の
柄
や
そ
の
作
り
方
及
び
藁
馬
の
予
約
制
と
い

う
よ
う
に
、
今
日
的
な
も
の
を
導
入
し
つ
つ
従
来
の
習
俗
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
点
に
興
味
が
注
が
れ
る
。

事
例
⑵
芦
屋
町
浜
崎
・
浜
中
俊
晴
家
―
八
朔
（
写
⑵
）

平
成
二
十
一
年
度
（
二
〇
〇
九
）
の
芦
屋
町
で
の
八
朔
節
供
は
都
合
四
軒
で
行
わ
れ
た
。
う
ち
藁
馬
（
男
児
の
祝
い
）
は
一
軒
、
ダ

ゴ
ビ
イ
ナ
（
女
児
の
祝
い
）
は
三
軒
で
あ
っ
た
。
後
者
の
う
ち
二
軒
の
そ
れ
は
田
屋
公
民
館
で
合
同
で
実
施
さ
れ
、
残
る
一
軒
の
浜

中
家
の
も
の
は
自
宅
で
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
浜
中
家
の
も
の
を
紹
介
し
た
い
。

五
月
く
ら
い
か
ら
祖
母
が
近
所
の
者
や
親
戚
に
手
伝
い
を
頼
ん
で
お
い
た
。
ダ
ゴ
ビ
イ
ナ
作
り
は
、
八
月
三
十
日
の
午
前
か
ら
で
、

材
料
と
な
る
米
は
八
月
二
十
四
日
に
女
児
の
母
方
の
実
家
で
あ
る
農
家
か
ら
貰
い
、
粉
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
粉
を
沸
騰
さ
せ

た
ら
お
湯
の
中
に
入
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
赤
・
青
・
黄
な
ど
色
と
り
ど
り
の
食
紅
を
入
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
固
ま
り
を
作
り
、
子
ど
も

達
と
そ
の
親
三
、
四
人
が
シ
ン
コ
細
工
を
作
り
始
め
る
。
子
ど
も
達
は
粘
土
遊
び
に
使
う
押
し
型
を
使
っ
て
作
り
、
そ
の
親
達
は
ア

ニ
メ
な
ど
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
作
る
。
な
お
、
捏
ね
て
い
る
途
中
で
、
ダ
ン
ゴ
ビ
イ
ナ
を
飾
る
段
組
み
を
す
る
。
こ
れ
は
仏
間
に
作

る
。
こ
の
仏
間
で
あ
る
と
、
玄
関
へ
入
ら
ず
と
も
敷
地
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
段
は
、
三
月
の
節
供
に
使
う
雛
段
を
そ
の

ま
ま
使
う
。
雛
段
だ
け
で
な
く
男
雛
・
女
雛
も
用
い
、
最
上
段
に
飾
る
、
廻
り
に
は
陣
幕
を
巡
ら
す
。
段
の
準
備
が
終
わ
る
と
、
午

後
一
時
十
五
分
に
「
ダ
ゴ
ビ
ナ
の
先
生
」
と
言
わ
れ
る
御
仁
が
来
て
、
男
雛
・
女
雛
は
、
昔
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る

も
の
よ
り
か
な
り
凝
っ
て
作
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
作
ら
れ
る
も
の
は
、
野
菜
や
縁
起
物
と
い
わ
れ
る
巾
着
な
ど
の
他
に
、
漫
画
や
テ
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レ
ビ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
多
く
作
ら
れ
た
。

な
お
、
八
朔
の
翌
日
、
欲
し
い
と
予
約

し
て
い
る
人
に
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
大
人
の
男
女
や
祖
母
に
連
れ
ら

れ
ら
男
児
・
女
児
が
や
っ
て
来
た
。
こ

の
日
の
午
前
中
に
は
、
ダ
ゴ
ビ
イ
ナ
は

無
く
な
り
、
雛
段
も
片
付
け
ら
れ
た（

33
）。

こ
ち
ら
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ダ
ゴ
ビ

イ
ナ
リ
を
作
っ
た
り
、「
ダ
ゴ
ビ
イ
ナ
作

り
の
先
生
」
な
る
御
仁
が
存
在
し
、

凝
っ
た
人
形
を
作
る
な
ど
今
日
的
要
素

が
垣
間
見
ら
れ
る
。
三
月
節
供
の
影
響

を
受
け
て
い
る
と
い
う
の
も
そ
の
一
つ

で
あ
る
。
な
お
、
藁
馬
・
ダ
ゴ
ビ
イ
ナ
は
も
ら
っ
た
方
で
は
遊
び
道
具
と
し
た
り
、
食
べ
た
り
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
祝
儀

を
も
ら
い
、
答
礼
に
お
饅
頭
を
配
る
贈
答
習
俗
は
今
で
も
あ
る
も
の
の
、
親
戚
や
近
所
の
人
を
招
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と

い
う
。

芦
屋
の
八
朔
節
供
に
関
し
て
い
え
ば
、
長
男
及
び
長
女
を
中
心
に
祝
い
が
開
か
れ
、
男
女
に
よ
り
て
祝
い
方
が
異
な
る
こ
と
、
祝

い
に
伴
な
う
贈
答
習
俗
が
存
在
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

な
お
芦
屋
町
の
周
辺
市
町
村
で
は
北
九
州
市
若
松
区
脇
之
浦
、
鞍
手
町
水
谷
、
玄
海
町
で
は
か
つ
て
八
朔
節
供
に
藁
馬
と
ダ
ゴ
ビ 写⑵　芦屋町の女児のダゴビイナ（同教委註（30）による）
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イ
ナ
を
飾
っ
た
。
岡
垣
町
で
は
曳
き
馬
を
行
っ
た
と
い
う
報
告
が
あ
り
、
ま
た
遠
賀
町
に
は
明
治
の
新
聞
記
事
に
八
朔
に
張
り
子
の

馬
を
作
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ど
の
地
区
で
も
、
現
在
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
と
い
う（
34
）。

博
多
（
福
岡
市
）
の
縁
起
物
や
野
菜
・
魚
類
、
タ
ネ
ガ
シ
（
米
の
粉
で
菊
・
鯛
な
ど
の
形
に
こ
し
ら
え
た
菓
子
）
等
の
サ
ゲ
モ
ン
を
吊

し
た
笹
餅
は
、
芦
屋
町
の
み
な
ら
ず
、
熊
本
県
、
鹿
児
島
県
を
除
く
九
州
各
地
に
広
が
っ
た
。
笹
飾
り
の
見
ら
れ
な
い
熊
本
県
下
、

熊
本
市
西
部
地
域
で
は
作
回
り
（
田
ほ
め
と
も
称
す
る
）
が
盛
ん
で
、
そ
の
際
八
朔
馬
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に

引
用
し
た
小
島
論
文
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
小
島
論
文
は
小
野
重
朗
の
報
告
に
よ
り
な
が
ら
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

小
野
は
宮
崎
県
を
中
心
に
九
州
地
方
の
八
朔
節
供
に
分
析
を
加
え
、
七
夕
―
盆
―
八
朔
―
十
五
夜
へ
と
連
続
す
る
行
事
を
水
神
系
の

儀
礼
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
七
夕
と
八
朔
節
供
と
の
関
連
に
メ
ス
を
入
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
熊
本
市
池
上
町
谷
口
の
八
朔
節
供
に

つ
い
て
詳
細
に
論
じ
、
作
回
り
に
伴
な
っ
て
ニ
ガ
ウ
リ
や
ナ
ス
で
馬
を
作
る
が
、
こ
の
馬
は
「
こ
の
日
田
の
神
さ
ま
が
乗
っ
て
こ
ら

れ
る
」
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う（
35
）。

熊
本
市
の
こ
の
事
例
だ
け
補
足
し
、
こ
の
節
を
閉
じ
た
い
。

⑵
西
讃
地
方
を
中
心
と
す
る
四
国
の
八
朔
節
供

人
形
・
馬
を
作
り
、
飾
り
、
贈
る
習
俗
と
い
え
ば
、
四
国
で
は
何
と
い
っ
て
も
香
川
県
の
西
讃
地
方
の
も
の
が
有
名
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
先
ず
香
川
県
下
の
報
告
か
ら
始
め
た
い
。

西
讃
地
域
で
は
馬
節
供
と
呼
び
習
わ
し
、
団
子
馬
を
作
る
風
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
実
家
か
ら
婚
家
に
対
し
て
、
初
め
て
の
子

に
対
す
る
祝
い
と
し
て
の
贈
答
習
俗
も
み
ら
れ
る
。
一
方
高
松
市
な
ど
の
県
中
部
地
域
で
は
シ
ン
コ
マ
と
称
し
て
お
り
、
こ
の
あ
た

り
ま
で
は
団
子
馬
を
作
る
風
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
県
東
部
地
域
に
お
い
て
は
、
八
朔
節
供
、
タ
ノ
ミ
節
供
な
ど
と
称
し
て
農
作

業
を
休
み
、
団
子
を
作
っ
て
食
べ
る
風
習
が
あ
っ
た
。
虫
送
り
、
初
穂
奉
納
儀
礼
、
盆
踊
り
な
ど
も
各
地
域
に
散
見
さ
れ
る
が
、
団

子
馬
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
た
め
か
、
農
耕
儀
礼
に
関
す
る
報
告
が
少
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

ち
な
み
に
文
献
史
料
を
み
る
と
近
世
後
期
に
丸
亀
藩
（
西
讃
地
域
）
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
『
西
讃
府
志
』
巻
之
三
「
風
俗
」
の
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項
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る（
36
）。

猪
駒八

月
朔
日
、
此
日
田タ

ノ
ミ實

ト
テ
男
子
ノ
ア
ル
家
ニ
ハ
、
米
ノ
粉
ノ
団
子
ニ
テ
馬
ヲ
作
リ
テ
飾
ル
、
是
猪
駒
ト
云
、
子
生
レ
テ
初
テ

ナ
ル
ハ
、
初
馬
ト
テ
親
キ
人
ナ
ド
招
キ
、
宴
ナ
ド
設
ケ
テ
祝
フ
モ
ア
リ
、
又
三
野
豊
田
ノ
ア
タ
リ
ニ
ハ
、
雛
祭
リ
ス
ル
モ
ア
リ
、

又
丸
亀
ア
タ
リ
ノ
町
人
ハ
、
船
ヲ
作
リ
テ
飾
ル
モ
ア
ル
ナ
リ
、
又
奴
隷
ヲ
養
ヘ
ル
家
ニ
ハ
、
今
日
ヨ
リ
夜
作
ヲ
ナ
サ
シ
ム
、

何
故
「
猪
駒
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
雛
祭
リ
ス
ル
モ
ア
リ
」
と
い
う
記
述
も
含
め
て
、
こ
の
地
域
の
八

朔
節
供
の
有
様
が
端
的
に
伺
え
る
。

な
お
、
馬
節
供
の
由
来
に
関
す
る
伝
承
も
二
つ
ほ
ど
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
生
駒
親
生
（
親
正
の
誤

り
か
＝
筆
者
註
）
が
西
讃
の
要
害
地
丸
亀
に
丸
亀
城
を
築
き
、
そ
の
子
一
正
が
入
城
し
た
時
、
付
近
の
農
民
た
ち
が
こ
れ
を
祝
っ
て

団
子
馬
を
作
っ
て
献
上
し
た
。
そ
れ
が
八
月
一
日
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
八
朔
節
供
と
決
め
て
、
子
供
の
成
長
と
出
世
を
願
う
風
習

が
生
ま
れ
た
と
い
う
も
の（
37
）。

二
つ
目
は
、
丸
亀
藩
の
馬
術
の
名
人
間
垣
平
九
郎
（
曲
垣
の
誤
り
＝
筆
者
註
）
に
ち
な
ん
で
作
る
と
か
、

崇
徳
上
皇
（
天
皇
の
誤
り
＝
筆
者
註
）
を
お
な
ぐ
さ
め
す
る
た
め
に
作
り
始
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る（
38
）。

こ
の
う
ち
前
者
の
由
来
譚
に
登
場
す
る
曲
垣
平
九
郎
（
生
没
年
不
詳
）
は
江
戸
時
代
前
期
の
馬
術
家
で
、
第
四
代
丸
亀
藩
主
高
俊

の
家
臣
で
あ
る
。
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
正
月
、
徳
川
家
光
が
増
上
寺
参
詣
の
帰
路
、
愛
宕
山
通
過
の
際
に
山
上
の
梅
花
を
求

め
た
の
に
応
じ
て
見
事
に
馬
を
操
り
石
段
を
登
り
き
り
、
家
光
に
激
賞
さ
れ
た
人
物
で
あ
る（
39
）。

一
方
崇
徳
天
皇
（
一
一
一
九
～

一
一
六
四
）
は
、
保
元
の
乱
で
後
白
河
上
皇
と
の
戦
い
に
敗
れ
、
讃
岐
国
に
配
流
さ
れ
て
御
霊
と
し
て
怖
れ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る（
40
）。

い

ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
由
来
譚
は
芦
屋
町
の
八
朔
節
供
の
そ
れ
も
含
め
て
領
主
や
郷
土
の
英
雄
も
し
く
は
ゆ
か
り
の
人
物
の
事

蹟
と
か
ら
め
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
と
し
て
そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
持
つ
よ
う
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
長
ら
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く
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

で
は
具
体
的
事
例
は
い
く
つ
か
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

事
例
⑶
三
豊
郡
大
野
原
町
（
現
観
音
寺
市
）―
馬
節
供

旧
暦
八
月
一
日
の
行
事
で
あ
る
が
、
現
在
は
九
月
一
日
に
行
な
っ
て
い
る
。
馬
節
供
と
呼
び
、
男
の
子
の
い
る
家
で
は
座
敷
に
張

り
子
の
虎
や
武
者
人
形
を
飾
る
。
初
め
て
男
の
子
が
産
ま
れ
た
家
で
は
嫁
の
里
か
ら
米
の
粉
で
作
っ
た
団
子
馬
を
届
け
て
い
た
。
馬

の
台
は
各
家
に
持
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
紀
伊
地
区
で
は
、
戦
前
毎
年
祖
父
が
作
っ
て
い
た
家
も
あ
っ
た
。
中
姫
地
区
で
は
、
戦

前
八
畳
く
ら
い
の
大
き
さ
の
土
間
に
床
机
な
ど
を
置
き
、
そ
の
う
え
に
合
戦
の
場
面
を
作
り
、
団
子
馬
や
武
者
人
形
な
ど
を
た
く
さ

ん
飾
っ
て
い
た
。
籾
殻
を
盛
っ
て
山
や
川
を
作
り
、
親
戚
の
人
が
持
っ
て
き
て
く
れ
た
神
功
皇
后
や
金
太
郎
の
人
形
な
ど
も
飾
っ
た
。

そ
の
後
団
子
馬
は
こ
わ
し
て
、
う
ま
だ
し
と
い
っ
て
近
所
や
親
戚
な
ど
に
食
べ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
昭
和
三
十
年
代
ま
で
は
子
ど
も

や
孫
に
団
子
馬
を
作
る
家
が
ど
の
地
区
に
も
あ
っ
た
。
今
も
ま
れ
で
あ
る
が
、
孫
の
誕
生
に
際
し
て
団
子
馬
を
贈
る
こ
と
が
あ
る（

41
）。

事
例
⑷
綾
歌
郡
綾
南
町
（
現
綾
川
町
）―
馬
節
供

八
月
一
日
を
馬
節
供
と
い
う
、
男
児
が
生
ま
れ
て
初
め
て
八
月
一
日
を
迎
え
た
と
こ
ろ
で
は
、
母
方
の
里
か
ら
米
団
子
で
作
っ
た

馬
を
美
し
く
飾
り
た
て
、
子
供
の
人
形
や
武
者
人
形
な
ど
と
も
に
贈
る
。
親
戚
・
知
人
・
近
所
か
ら
贈
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
時

の
米
は
一
斗
か
ら
二
斗
の
粉
を
使
う
。
残
っ
た
団
子
で
は
い
は
い
子

4

4

4

4

4

、
犬
、
猫
、
そ
の
他
の
人
形
や
動
物
を
作
っ
た
。
こ
れ
を
受
け

た
と
こ
ろ
で
は
床
の
間
や
家
の
中
、
ま
た
は
店
頭
に
飾
っ
て
男
児
の
前
途
を
想
う
。
翌
日
は
馬
を
崩
し
て
親
戚
や
知
人
に
配
る
。
そ

の
馬
を
食
べ
る
と
灸
を
す
え
る
。
ま
た
こ
の
日
に
里
芋
（
タ
イ
モ
）
を
入
れ
た
寿
司
を
作
る
。
こ
れ
を
食
べ
る
と
ヨ
ナ
ベ
仕
事
を
す

る
。
ち
ょ
う
ど
暑
さ
も
や
わ
ら
ぐ
季
節
な
の
で
こ
の
晩
か
ら
夜
な
べ
仕
事
を
始
め
る
。
そ
こ
で
「
八
朔
の
泣
き
豆
」
と
か
「
八
朔
の

苦
餅
」
な
ど
と
こ
の
日
の
食
べ
物
を
呼
ん
だ（
42
）。

こ
の
二
つ
の
事
例
は
い
ず
れ
も
西
讃
地
方
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
、
籾
殻
を
盛
っ
て
箱
庭
風
の
も
の
を
作
り
、
そ
こ
に
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人
形
・
馬
を
飾
っ
て
周
囲
の
人
々
に
見
せ
る
形
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
シ
ン
コ
で
ハ
イ
ハ
イ
子
を
作
る
こ
と
が
事
例
⑵
に
よ
っ
て

知
ら
れ
る
。『
香
川
県
の
祭
り
・
行
事
』
に
も
高
松
市
内
の
同
様
の
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る（
43
）。

ま
た
事
例
⑷
か
ら
は
、
八
朔
節
供

が
夜
な
べ
仕
事
を
始
め
る
季
節
の
変
わ
り
目
の
行
事
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
西
讃
地
方
で
は
八
月
二
日
を
病
魔
払
い
の
ヤ
イ
ト

（
灸
）
日
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
綾
南
町
の
よ
う
に
八
朔
節
供
と
セ
ッ
ト
に
し
て
実
施
す
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

事
例
⑸
香
川
郡
香
川
町
（
現
高
松
市
）―
八
朔
節
供
、
シ
ン
コ
マ

旧
暦
八
月
一
日
の
行
事
で
、
団
子
で
作
っ
た
馬
や
獅
子
を
買
い
求
め
て
飾
り
、
男
の
子
の
成
長
を
祝
っ
て
い
た
。
ま
た
大
野
地
区

で
は
シ
ン
コ
マ
と
い
っ
て
シ
ン
コ
マ
ダ
ン
ゴ
を
作
る
。
こ
れ
は
団
子
の
粉
を
練
っ
て
作
る
も
の
で
、
各
家
々
で
作
っ
て
い
た
も
の
が

後
に
な
っ
て
買
い
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
の
日
に
は
こ
の
団
子
馬
を
こ
わ
し
て
醤
油
を
つ
け
て
焼
い
て
食
べ
た
。
か
つ
て
大
野

の
石
清
水
八
幡
社
へ
こ
の
団
子
馬
を
売
り
に
来
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
。
こ
の
日
か
ら
里
芋
（
ジ
イ
モ
）
を
堀
り
、
そ
れ
を
具
の
一

つ
に
し
て
お
す
し
を
作
っ
て
食
べ
る
。
こ
の
お
す
し
を
食
べ
る
と
、
夜
な
べ
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
、
男
は
わ

ら
仕
事
で
縄
を
な
い
、
か
ま
す
織
り
、
俵
ご
し
ら
え
な
ど
、
女
は
麦
稈
真
田
を
編
む
。

浅
野
地
区
で
は
こ
の
日
お
団
子
を
作
り
仏
様
に
お
供
え
す
る
家
も
あ
っ
た
。
ま
だ
カ
ラ
ト
免
場
で
は
藁
人
形

4

4

4

に
着
物
を
着
せ
て
時

代
劇
の
場
面
や
時
代
の
ニ
ュ
ー
ス
性
の
髙
い
場
面
を
作
っ
て
見
せ
て
い
た
。
見
物
人
が
大
勢
出
て
賑
わ
っ
た
。
戦
争
に
な
る
に
及
ん

で
や
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
東
谷
地
区
で
は
芋
の
具
を
入
れ
た
す
し
を
八
朔
寿
司
と
呼
ん
で
い
た
。
ま
た
安
原
地
区
で
は
こ
の
日
、
稲

穂
を
盛
っ
て
伊
予
の
三
角
寺
へ
自
転
車
で
参
詣
し
、
農
作
を
祈
っ
た
。
帰
る
途
中
、
金
毘
羅
さ
ん
へ
の
参
り
し
て
、
シ
ン
コ
団
子
の

細
工
を
見
て
帰
っ
た
。
明
治
時
代
末
ご
ろ
ま
で
こ
の
団
子
細
工
を
作
っ
て
飾
る
家
が
多
か
っ
た（
44
）。

香
川
町
は
高
松
市
の
南
部
に
位
置
す
る
が
、
県
中
央
地
域
と
東
部
地
域
の
行
事
が
錯
綜
し
て
い
る
か
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
里
芋
の
す
し
を
作
る
風
は
西
讃
地
域
の
綾
南
町
に
も
あ
り
、
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
報
告

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
安
原
地
区
で
神
社
に
稲
穂
を
供
え
に
出
向
い
て
い
た
こ
と
と
、
カ
ラ
ト
免
場
で
藁
人
形
を
作
っ
て
い
た
と
い
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う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者
に
興
味
が
注
が
れ
る
。
香
川
県
下
の
八
朔
馬
は
団
子
馬
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
が
、
香
川
町
の
こ
の
地
区
の
み
な
ら
ず
、
県
東
部
地
域
の
大
川
郡
大
川
町
（
現
さ
ぬ
き
市
）
で
も
、
か
つ
て
は
藁
馬
を
作
っ
て

い
た
と
い
う（
45
）。

資
料
が
少
な
く
断
言
は
で
き
な
い
が
、
瀬
戸
内
海
を
挟
ん
だ
対
岸
の
中
国
地
方
や
北
九
州
の
芦
屋
町
な
ど
が
ほ
と
ん

ど
藁
馬
で
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
香
川
県
の
西
讃
地
域
、
中
部
地
域
の
団
子
馬
は
い
さ
さ
か
特
異
で
あ
り
、
シ
ン
コ
細
工
の
隆
盛

に
伴
な
っ
て
変
化
し
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

事
例
⑹
三
豊
郡
仁
尾
町
（
現
三
豊
市
）―
初
節
供

旧
暦
八
月
一
日
、
は
じ
め
て
の
子
は
盛
大
に
祝
う
。
こ
の
日
ま
で
に
男
の
子
に
は
武
者
人
形
や
米
の
粉
で
作
っ
た
団
子
馬
が
、
女

の
子
に
は
雛
人
形
や
市
松
人
形
が
贈
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
飾
っ
て
お
祝
い
を
す
る（
46
）。

事
例
⑺
香
川
郡
直
島
町
―
八
朔

旧
暦
八
月
一
日
。
本
村
、
宮
浦
で
は
女
児
の
い
る
家
で
は
三
月
三
日
の
雛
節
供
を
し
な
い
で
こ
の
日
お
雛
さ
ん
を
飾
り
、
団
子
や

餅
を
供
え
て
祝
っ
た
。
積
浦
で
は
団
子
（
小
麦
団
子
）
を
作
っ
て
、
こ
の
日
か
ら
夜
な
べ
に
か
か
る
。
春
漁
の
た
め
に
苧
を
う
ん
だ

り
、
鋼
を
す
い
た
り
、
ド
ン
ザ
を
さ
し
た
り
、
夜
の
長
い
間
そ
れ
ぞ
れ
に
夜
な
べ
を
し
た（
47
）。

仁
尾
町
は
西
讃
地
域
に
属
し
、
直
島
町
は
備
讃
瀬
戸
の
岡
山
県
児
島
半
島
寄
り
に
位
置
す
る
。
さ
て
、
事
例
⑶
～
⑸
は
全
て
男
子

の
成
長
を
祝
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
事
例
⑹
の
仁
尾
町
で
は
、
男
児
、
女
児
を
問
わ
ず
「
は
じ
め
て
の
子
」
を
祝
う
と
い
う
も

の
で
、
男
児
の
場
合
は
武
者
人
形
や
団
子
馬
を
飾
り
、
女
児
の
場
合
は
雛
人
形
を
飾
る
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
他
の
地
方
で
三
月
節

供
に
雛
飾
り
を
す
る
の
に
こ
こ
で
は
行
な
わ
ず
に
八
朔
節
供
に
飾
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
三
月
三
日
が
「
戦
国
時
代
に
仁
尾
城
主
が

長
曾
我
部
軍
に
滅
ぼ
さ
れ
た
日
で
あ
る
か
ら
」
し
な
い
の
だ
と
い
う
伝
承
が
残
っ
て
い
る（
48
）。

な
お
男
児
の
成
長
を
祝
う
五
月
節
供
と

の
関
係
を
説
明
す
る
伝
承
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一
方
事
例
⑺
の
直
島
宮
浦
で
は
女
児
の
い
る
家
だ
け
が
祝
う
と
い
う
。
い

ず
れ
に
し
て
も
香
川
県
に
は
、
初
生
児
（
長
子
）
の
祝
い
、
男
児
の
祝
い
、
女
児
の
祝
い
、
双
方
の
祝
い
と
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
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と
と
関
連
し
て
水
野
一
奥
は
、

一
つ
の
仮
説
と
し
て
あ
る
い
は
こ
の
日
は
、
男
女
を
問
わ
ず
子
ど
も
の
成
長
を
祝
い
祈
る
節
供
の
日
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う

の
で
あ
る
。
三
月
三
日
お
よ
び
五
月
五
日
が
そ
れ
ぞ
れ
女
の
子
、
男
の
子
の
節
供
と
し
て
祝
わ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
三
月
三
日

は
桃
の
花
を
神
棚
に
供
え
、
ま
た
山
や
磯
辺
へ
い
っ
て
遊
ぶ
（
オ
カ
イ
キ
・
オ
キ
イ
キ
）
遊
山
の
日
で
あ
り
、
五
月
五
日
は
菖
蒲
を

頭
に
巻
い
た
り
風
呂
に
入
れ
た
り
、
ま
た
田
植
え
を
前
に
し
た
物
忌
み
の
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
日
と
も
子
供
の
節
供
と
は
別
の

行
事
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
つ
頃
か
ら
か
三
月
三
日
・
五
月
五
日
が
そ
れ
ぞ
れ
女
の
子
・
男
の
子
の

節
供
と
し
て
祝
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
定
着
し
て
い
く
と
と
も
に
八
朔
の
子
ど
も
の
節
供
は
忘
れ
ら
れ
て
い
き
、
一
部
に

残
っ
た
も
の
が
珍
し
い
風
習
と
し
て
意
識
さ
れ
い
ろ
い
ろ
な
由
来
譚
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
佐
々
木
や
先
学
の
研
究
で
明
か
な
よ
う
に
、
八
朔
節
供
は
元
々
子
供
の
節
供
だ
っ
た
訳

で
は
な
い
。
し
か
し
子
供
の
節
供
と
し
て
定
着
以
降
の
三
月
節
供
と
五
月
節
供
と
の
か
か
わ
り
は
、
水
野
の
指
摘
し
た
通
り
だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
男
児
の
場
合
は
武
者
人
形
や
団
子
馬
（
一
部
藁
馬
）
を
、
女
児
の
場
合
は
シ
ン
コ
細
工
を
作
り
、
雛
人
形
を
飾
る
と

い
う
形
は
、
芦
屋
町
の
そ
れ
と
共
通
す
る
。

次
い
で
愛
媛
県
、
徳
島
県
の
事
例
を
ざ
っ
と
眺
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

愛
媛
県
下
で
は
所
謂
八
朔
節
供
を
八
朔
、
タ
ノ
モ
ノ
節
供
、
タ
ノ
モ
サ
ン
な
ど
と
称
し
て
い
る
。
東
予
や
中
予
地
域
で
は
、
馬
や

人
形
、
鶴
亀
な
ど
の
シ
ン
コ
細
工
を
作
っ
て
近
隣
・
知
親
に
贈
っ
た
り
す
る
贈
答
習
俗
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
地
域
に
お

い
て
こ
の
行
事
は
、
稲
の
実
り
を
祈
願
す
る
作
頼
み
の
意
味
の
「
頼
み
」
の
性
格
が
強
い
。
一
方
南
予
地
域
で
は
、
東
予
や
中
予
の

よ
う
に
馬
や
人
形
は
作
ら
ず
、
仕
事
を
休
み
、
嫁
が
里
に
節
供
礼
の
贈
答
を
し
た
り
、
奉
公
人
の
出
替
わ
り
が
あ
っ
た
り
す
る
。

文
献
史
料
で
は
、
東
予
地
域
今
治
藩
士
の
戸
塚
正
興
が
文
政
六
年
（
一
八
三
三
）
頃
ま
で
に
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
『
今
治
夜
話
』
に
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記
載
が
あ
る
と
の
こ
と
。
そ
こ
に
は
、
八
朔
の
名
称
が
「
タ
ノ
ミ
」
で
あ
り
、「
頼
母
」、「
田
実
」
の
漢
字
を
当
て
て
い
る
が
、
ど

ち
ら
と
も
確
定
し
て
い
な
い
こ
と
、
当
時
の
江
戸
・
京
・
大
阪
の
三
都
や
他
の
国
で
は
聞
く
こ
と
の
な
い
行
事
で
あ
る
と
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
、
ま
た
新
穀
で
人
や
鳥
獣
の
形
を
し
た
団
子
を
作
り
、
そ
れ
を
女
児
が
鑑
賞
す
る
点
は
三
月
の
雛
遊
び
に
類
似
し
て
い

る
等
々
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う（
49
）。

と
い
う
こ
と
は
、
女
児
の
行
事
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

事
例
⑺
伊
予
郡
松
前
町
（
現
伊
予
市
）―
タ
ノ
モ
節
供

九
月
一
日
に
色
紙
で
人
形
の
型
を
切
り
抜
き
、
そ
の
真
中
へ
と
う
き
び
の
茎
を
切
っ
て
差
し
込
み
人
形
を
作
る
。
そ
れ
を
庭
へ
ま

つ
り
家
族
の
無
病
息
災
を
祈
り
、
夕
方
そ
の
人
形
を
川
へ
流
し
た
。
戦
後
は
そ
の
行
事
も
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た（
50
）。

こ
こ
の
八
朔
人
形
は
ト
ウ
キ
ビ
の
茎
と
色
紙
で
作
る
と
い
う
も
の
で
、
し
か
も
三
月
節
供
の
祓
い
の
人
形
同
様
川
に
流
す
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
人
形
の
形
態
で
、
し
か
も
川
や
海
に
流
す
と
い
う
例
は
、
東
に
隣
接
す
る
旧
松
山
市
そ
の
他
で
も
認
め
ら
れ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
次
の
事
例
⑻
の
よ
う
に
シ
ン
コ
で
人
形
を
作
る
の
は
、
東
予
市
の
ほ
か
、
周
桑
郡
、
越
智
郡
、
新
居
浜
市
な
ど

の
東
予
地
域
で
あ
る
。

事
例
⑻
東
予
市
（
現
西
条
市
）―
タ
ノ
モ
サ
ン

旧
暦
八
月
一
日
を
八
朔
と
い
い
、
こ
の
日
に
米
の
粉
（
穇
粉
）
で
作
っ
た
「
た
の
も
さ
ん
」
を
祭
る
風
習
が
あ
る
。
た
の
も
さ
ん

は
八
朔
の
前
日
に
作
る
。
材
料
は
米
の
粉
を
練
り
、
こ
れ
を
蒸
し
て
着
色
し
た
何
種
類
か
の
色
団
子
で
あ
る
。
一
番
た
く
さ
ん
作
る

の
は
、
つ
ま
み
た
の
も
さ
ん
と
呼
ば
れ
、
お
膳
の
ま
わ
り
に
並
べ
ら
れ
る
素
朴
な
踊
り
子
人
形
で
あ
る
。
つ
ま
み
の
た
の
も
さ
ん
の

輪
の
中
に
は
、
長
寿
を
祈
る
鶴
亀
や
身
近
な
動
植
物
を
象
っ
た
人
形
を
、
家
族
の
者
が
思
い
思
い
に
作
っ
て
並
べ
る
。
翌
日
子
供
た

ち
は
、
隣
り
近
所
の
た
の
も
さ
ん
を
見
て
ま
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
行
事
は
昔
の
よ
う
に
家
々
で
行
な
う
こ
と
は
な
く
な
っ
た

が
、
最
近
は
子
供
会
や
愛
護
班
、
あ
る
い
は
公
民
館
が
中
心
と
な
っ
て
地
域
ぐ
る
み
の
た
の
も
さ
ん
作
り
が
盛
ん
に
な
り
、
お
年
寄

り
と
子
供
た
ち
の
楽
し
い
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
る（
51
）。
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愛
媛
県
下
で
は
、
こ
の
種
の
行
事
の
衰
退
傾
向
は
否
め
な
い
が
、
新
た
な
形
で
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ

る
。一

方
徳
島
県
下
に
見
ら
れ
る
呼
称
は
八
朔
で
あ
り
、「
甘
藷
を
握
り
盆
で
蒸
し
神
に
祀
る
」、「
だ
ん
ご
を
作
る
。
稲
を
刈
っ
て
地

神
に
祀
る
」、「
仕
事
を
休
ん
で
す
し
を
馳
走
す
る
。
豊
年
踊
り
が
あ
る
」、「
農
耕
休
み
。
奉
公
人
の
出
替
り
を
す
る
」
な
ど
の
習
俗

が
報
告
さ
れ
て
い
る（
52
）。

し
か
し
な
が
ら
、
人
形
を
飾
る
習
わ
し
が
あ
る
の
は
海
部
郡
宍
喰
町
域
だ
け
で
あ
る
。
近
世
文
化
文
政
期
の

記
録
と
し
て
知
ら
れ
る
『
諸
国
風
俗
問
状
答

宍
喰
村
々
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る（
53
）。

八
朔
の
事

親
類
の
間
贈
物
も
こ
れ
有
候
哉
、
其
体
如
何
様
に
候
哉
、
当
所
の
儀
三
月
に
雛
祭
仕
ら
ず
、
八
朔
に
雛
祭
仕
候
、
供

物
生
菓
子
芋
菓
子
餅
な
ど
相
供
親
類
の
間
雛
祭
の
祝
儀
雛
の
供
物
等
贈
申
候

三
月
に
雛
祭
仕
ら
ず
、
八
朔
に
祭
り
申
儀
何
故
の

儀
哉
相
分
り
申
さ
ず
、
古
来
よ
り
仕
来
に
て
御
座
候

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
八
朔
節
供
は
明
ら
か
に
女
児
の
た
め
の
行
事
と
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
三
月
に
し
な
く
て

八
朔
に
行
な
わ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
、「
何
故
の
儀
哉
相
分
り
申
さ
ず
、
古
来
よ
り
仕
来
り
に
て
御
座
候
」
と
記
す
の
み
で

あ
っ
た
。
宍
喰
の
村
々
で
は
宍
喰
浦
に
加
え
て
、
久
保
・
船
津
・
九
尾
・
芥
附
な
ど
い
く
つ
か
の
集
落
で
八
朔
の
雛
祭
り
が
継
承
さ

れ
て
来
た
し
、
そ
の
理
由
を
語
る
説
明
譚
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

事
例
⑼
海
部
郡
宍
喰
町
（
現
海
南
市
）―
八
朔
の
雛
祭
り

八
朔
に
は
雛
人
形
を
飾
る
。
ヒ
シ
モ
チ
、
干
菓
子
、
ウ
イ
ロ
ウ
な
ど
を
人
形
の
前
に
供
え
る
。
八
朔
の
日
に
雛
人
形
を
飾
る
風
習

は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
初
節
供
と
し
て
雛
人
形
を
飾
る
家
が
、
八
朔
に
雛
人
形
を
飾
る
場
合
が
多
い
。
各
家
で
雛
人
形
を
飾
る
以

外
、
特
に
行
な
う
こ
と
は
な
い
。
八
朔
に
雛
人
形
を
飾
る
、
供
物
を
す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
神
社
参
り
に
行
く
、
踊
り
を
す
る
、

仕
事
休
み
の
日
と
す
る
な
ど
の
行
事
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
は
聞
か
な
い
。
八
朔
の
日
に
雛
祭
り
を
す
る
い
わ
れ
に
つ
い
て
は
、
八
坂
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神
社
の
祭
神
の
ひ
と
り
で
あ
る
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
が
荒
々
し
い
神
で
、
そ
の
八
坂
神
社
の
祭
礼
の
前
に
女
の
子
の
祭
り
を
行
な
う

の
は
、
よ
く
な
い
の
で
八
朔
に
行
な
う
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
。
昭
和
三
十
年
、
新
生
活
運
動
で
町
内
で
三
月
に
雛
祭
り
を
行

な
う
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
取
り
決
め
た
。
そ
の
年
、（
宍
喰
町
）
ハ
マ
地
区
が
八
坂
神
社
の
祭
礼
に
出
す
セ
キ
ブ
ネ
を
新
調

し
た
の
で
、
八
朔
に
引
き
始
め
を
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
、
事
故
が
起
き
て
死
者
が
出
た
の
で
、
旧
来
ど
お
り
、
雛
祭
り
は
八
朔

に
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
三
月
の
節
供
に
あ
た
る
時
期
、
新
暦
四
月
三
日
に
は
、
弁
当
を
持
っ
て
、
大
勢
の
人
が
遊
山
を
し
て
い

た
。
宍
喰
浦
で
は
大
勢
の
人
が
次
に
出
か
け
て
い
た
。
現
在
で
は
遊
山
に
出
る
人
は
少
な
い（
54
）。

こ
の
あ
た
り
で
は
、
三
月
に
雛
飾
り
を
す
る
風
は
戦
後
に
入
っ
て
来
た
よ
う
で
、『
風
俗
問
状
答
』
の
内
容
と
異
な
り
、
三
月
に

も
雛
祭
り
を
し
て
い
る
家
で
八
朔
に
も
飾
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
人
形
は
、
シ
ン

コ
細
工
の
も
の
で
も
ト
ウ
キ
ビ
の
穀
と
色
紙
で
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
か
つ
て
八
朔
に
だ
け
雛
祭
り
を
し
た
と
い
う
理

由
譚
、
新
生
活
運
動
と
八
朔
節
供
に
関
す
る
伝
承
は
興
味
深
い
。
こ
と
に
前
者
は
、
八
坂
神
社
の
祭
り
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
に
事

寄
せ
て
、
男
性
の
優
位
性
を
強
調
し
て
い
る
点
は
否
め
な
い
。
と
も
あ
れ
、
近
接
す
る
日
に
男
性
中
心
の
祭
り
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら

八
朔
節
供
は
女
性
中
心
の
も
の
と
な
り
、
両
者
の
整
合
性
の
必
要
性
か
ら
、
先
の
よ
う
な
由
来
譚
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

⑶
中
国
地
方
瀬
戸
内
沿
岸
地
域
そ
の
他
の
八
朔
節
供

岡
山
県
下
で
は
、
八
朔
、
タ
ノ
ミ
の
節
供
、
シ
ン
コ
マ
な
ど
と
呼
ば
れ
、
八
朔
は
重
要
な
季
節
の
祈
り
目
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

岡
山
市
や
総
社
市
内
あ
た
り
で
は
、
こ
の
日
を
盆
の
終
わ
り
と
い
い
、
餓
鬼
仏
や
新
仏
を
祀
る
水
棚
を
こ
の
日
川
に
流
し
た
り
、
盆

竹
籠
を
灯
す
の
を
や
め
る
。
さ
ら
に
は
昼
寝
を
や
め
て
夜
な
べ
が
始
ま
り
、
奉
公
人
の
出
替
わ
り
の
日
と
目
さ
れ
、
さ
ら
に
衣
類
を

浴
衣
や
薄
着
か
ら
単
衣
に
替
え
る
。
一
方
農
耕
儀
礼
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
恵
庭
群
落
合
町
の
栗
原
で
は
、
稲
穂
を
十
文
字
に
く
く
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り
、
こ
れ
を
八
朔
馬
と
呼
ん
で
い
た
。
ま
た
苫
田
郡
上
斎
原
村
で
は
鳥
追
い
を
し
て
い
た
と
い
う
。
鳥
取
県
の
八
朔
の
鳥
追
い
に
つ

い
て
は
、『
日
本
民
俗
地
図
1
・
年
中
行
事
1
』
の
報
告
で
既
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
鳥
取
県
境
に
近
い
こ
の
地
で

も
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

シ
ン
コ
細
工
で
人
形
、
動
植
物
な
ど
を
作
っ
て
、
飾
っ
た
り
贈
っ
た
り
す
る
習
俗
も
岡
山
市
や
玉
野
市
川
上
郡
成
羽
町
な
ど
で
見

ら
れ
、
例
え
ば
岡
山
市
小
串
、
阿
津
地
方
で
は
、
女
の
子
が
生
ま
れ
て
初
め
て
の
八
朔
に
シ
ン
コ
マ
を
し
た
と
い
う
。
八
朔
の
前
日

に
、
近
所
の
人
が
朝
か
ら
手
伝
っ
て
、
米
と
餅
米
の
粉
を
湯
で
練
っ
て
固
め
て
、
蒸
し
、
そ
れ
を
臼
で
搗
き
、
魚
・
果
物
・
動
物
な

ど
の
形
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
色
を
塗
り
、
杉
や
檜
の
葉
、
経
木
の
上
に
の
せ
て
玄
関
に
並
べ
て
お
く
。
す
る
と
翌
日
の
八
朔
の
朝
、

近
所
ば
か
り
で
な
く
て
隣
村
か
ら
も
大
人
も
子
供
も
も
ら
い
に
く
る
。
大
勢
な
ど
で
ま
た
た
く
う
ち
に
な
く
な
っ
た
。
食
べ
る
の
で

は
な
く
飾
る
も
の
で
、
シ
ン
コ
マ
が
あ
る
と
女
の
子
に
良
縁
が
あ
る
と
い
っ
た
、
今
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
牛
窓
町
で

は
、
今
も
シ
ン
コ
マ
を
し
て
い
る（

55
）。

広
島
県
下
で
は
一
般
に
タ
ノ
ミ
と
称
し
、
早
稲
の
稔
り
に
感
謝
し
、
農
作
を
祈
念
し
て
稲
三
把
を
持
っ
て
氏
神
社
に
祈
る
こ
と
が
、

芸
北
一
体
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
三
次
市
や
三
原
市
方
面
で
は
、
古
く
か
ら
土
人
形
造
り
が
盛
ん
で
、
八
朔
雛
を
飾
る
風
習

が
あ
っ
た
。
尾
道
市
や
廿
日
市
市
宮
島
町
、
あ
る
い
は
呉
市
周
辺
の
沿
岸
地
域
で
は
、
シ
ン
コ
細
工
の
人
形
を
小
さ
な
タ
ノ
モ
船
に

乗
せ
て
流
し
て
い
た（
56
）。

事
例
⑽
佐
伯
郡
宮
島
町
（
現
廿
日
市
市
）―
頼
母
船
（
田
実
船
）

こ
の
行
事
は
八
朔
の
夜
行
わ
れ
る
。
各
家
で
最
大
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
〇
セ
ン
チ
く
ら
い
の
小
舟
を
作
り
、
こ
の
中
に
家
族
数
ほ

ど
だ
ん
ご
で
作
っ
た
踊
り
子
（
人
形
）
を
す
え
、
の
ぼ
り
（
色
紙
を
用
い
て
糊
で
貼
り
つ
け
る
）
を
た
て
る
。
お
供
え
の
果
物
や
野
菜

な
ど
を
入
れ
、
周
囲
に
は
ろ
う
そ
く
を
た
て
て
燈
明
を
つ
け
、
厳
島
神
社
境
内
の
海
上
か
ら
対
岸
に
向
か
っ
て
流
す
。
こ
れ
は
す
な

わ
ち
五
穀
の
神
で
あ
る
稲
荷
さ
ん
に
感
謝
の
意
を
さ
さ
げ
る
の
で
あ
る
と
い
う（
57
）。
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同
様
の
習
俗
は
広
島
市
安
芸
区
矢
野
で
も
行
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
、
こ
こ
で
は
女
の
子
の
い
る
家
が
す
る
も
の
と
さ
れ
、
船

を
川
に
流
す
時
に
は
「
頼
母
さ
ん
来
年
ご
ざ
い
せ
春
が
ご
ざ
い

せ
」
と
歌
っ
た
と
い
う（
58
）。

頼
母
船
を
流
す
理
由
は
両
地
域
で
異

な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
対
岸
の
愛
媛
県
側
に
見
ら
れ
る
人
形
流

し
と
も
違
っ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
沿
岸
部
に
お
い
て
は
、
シ
ン
コ
細
工
に
か
か
わ
る

行
事
は
女
子
の
行
事
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
一
方
こ
れ
か
ら
取

り
上
げ
る
馬
節
供
は
男
子
の
行
事
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
福
岡
県
遠
賀
郡
芦
屋
町
の
も
の
と
共
通
す
る
。
先
ず
『
備
後

國
福
山
領
風
俗
問
状
答
』
記
載
の
も
の
を
見
よ
う（

59
）（

図
⑸
）。

女
子
産
れ
候
家
々
へ
は
、
親
類
よ
り
田
面
の
祝
い
と
て
、

粉
餅
に
て
人
形
を
作
り
、
赤
帋
を
腰
に
ま
き
、
た
の
も
人
形

と
名
つ
け
、
酒
肴
を
添
贈
り
申
候
。
多
く
は
作
り
て
賣
り
候

を
も
と
め
も
仕
候
。
或
は
此
人
形
は
天
子
を
か
た
と
り
、
新

穀
を
見
め
く
ら
せ
給
ふ
御
姿
な
り
と
申
、
後
に
淨
き
處
へ
お

さ
め
置
き
、
急
に
熱
出
候
時
、
こ
れ
を
水
に
ひ
た
し
給
候
へ

は
、
早
く
治
す
る
な
と
ゝ
も
申
。
凡
女
子
あ
る
家
に
は
、
例

年
紙
雛
・
田
面
人
形
を
飾
り
、
神
酒
・
燈
明
・
菓
類
を
供
へ

図⑸　鞆津馬出しの図（「備後國福山領風俗問状答」による）
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祭
り
申
候
。
鞆
に
は
、
男
子
の
家
々
、
犬
の
大
き
さ
程
な
る
木
馬
を
か
さ
り
、
門
へ
出
し
、
或
は
小
兒
を
の
せ
て
引
あ
り
き
候
。
団

子
に
て
作
候
も
他
處
同
様
に
候
。
又
沿
海
の
村
に
、
男
子
あ
る
家
に
は
、
小
な
る
舟
を
製
し
、
飾
り
は
紙
に
て
仕
候
も
御
座
候
。

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
鞆
浦
の
で
も
男
女
の
祝
い
方
は
異
な
る
が
、
男
子
の
行
事
は
大
き
な
木
馬
を
曳
い
た
り
、
団
子
で
馬
を

作
っ
た
り
、
小
舟
を
作
る
（
多
分
流
し
た
の
だ
ろ
う
）
と
い
う
よ
う
に
多
様
な
行
事
が
垣
間
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
船
を
除
い
て
は
、

こ
ち
ら
も
芦
屋
町
の
行
事
を
連
想
さ
せ
る
。
曳
き
馬
に
関
し
て
は
『
日
本
民
俗
地
図
1
・
年
中
行
事
1
』
に
も
報
告
例
が
あ
る
。

事
例
⑾
福
山
市
三
島
―
八
朔
・
馬
ノ
節
供

男
子
の
あ
る
家
で
は
張
子
馬
を
飾
り
、
餅
を
つ
い
て
祝
う
が
、
こ
れ
は
だ
ん
だ
ん
す
た
れ
て
い
る
。
昔
は
、
こ
の
日
張
子
馬
に
飾

り
を
つ
け
て
太
鼓
を
の
せ
た
だ
ん
じ
り
に
乗
っ
て
、
太
鼓
を
た
た
き
音
頭
を
と
な
え
な
が
ら
網
を
引
っ
張
り
歩
い
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
グ
ベ
ン
シ
ャ
（
金
持
ち
）
の
家
の
男
の
子
の
祝
い
に
だ
ん
じ
り
を
作
っ
て
祝
っ
た
ら
し
く
、
町
内
に
は
五
、
六
台
に
あ
っ
た

と
い
う（
60
）。

ど
う
や
ら
か
つ
て
見
ら
れ
た
大
型
の
曳
き
馬
は
、
地
域
を
問
わ
ず
に
裕
福
な
家
の
男
子
の
祝
い
に
限
ら
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

最
後
に
山
口
県
下
で
あ
る
が
、
八
朔
あ
る
い
は
タ
ノ
モ
の
節
供
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
日
各
家
で
は
混
ぜ
飯
を
炊
き
、
神
仏
に
供

え
仕
事
を
休
む
。
ま
た
こ
の
日
か
ら
昼
寝
を
せ
ず
に
、
夜
な
べ
仕
事
が
始
ま
る
日
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
災
害
の
少
な
い
こ
と
を

祈
っ
て
風
祈
祷
、
風
祭
り
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
昔
は
米
の
粉
で
動
植
物
な
ど
の
色
々
な
形
に
し
た
八
朔
団
子
を
作
っ
て
、
神

仏
に
供
え
て
秋
の
収
穫
を
祈
っ
た
。
以
前
は
初
穂
も
供
え
ら
れ
た
よ
う
で
、「
穂
刈
り
」
の
言
葉
も
残
っ
て
い
る
。
八
朔
団
子
は
近

所
に
配
っ
て
祝
っ
た
り
し
た
の
で
、「
田
の
実
の
節
供
」
と
も
い
わ
れ
た
。
明
治
の
末
、
大
正
の
初
め
の
頃
ま
で
は
、
徳
山
市
の
櫛
ヶ

濱
で
は
藁
舟
に
家
族
の
数
だ
け
八
朔
人
形
を
乗
せ
て
海
に
流
す
、
つ
ま
り
罪
穢
れ
を
流
す
と
い
う
慣
習
が
あ
っ
た
し
、
柳
井
市
周
辺

で
は
八
朔
の
雛
遊
び
も
行
な
わ
れ
、
周
防
地
方
の
山
里
で
は
八
朔
踊
り
も
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
と
い
う（

61
）。



81　西日本の八朔節供

中
国
地
方
に
お
け
る
八
朔
節
供
の
行
事
内
容
も
多
様
で
あ
る
が
、
内
陸
部
や
農
村
部
で
農
耕
儀
礼
的
要
素
が
強
い
の
に
対
し
て
、

沿
岸
部
で
は
人
形
・
馬
を
作
っ
て
祀
る
形
が
卓
越
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
意
図
は
様
々
だ
が
一
般
に
人
形
等
を
乗
せ
て
流
す
と
い
う

も
の
も
目
立
つ
。
こ
の
点
は
瀬
戸
内
海
を
挟
ん
だ
対
岸
の
愛
媛
県
沿
岸
部
の
習
俗
に
対
応
し
て
い
る
。

以
上
の
西
日
本
以
外
で
も
、
数
少
な
い
な
が
ら
八
朔
節
供
に
人
形
・
馬
を
作
り
、
飾
り
、
贈
る
習
俗
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
つ
い

で
な
が
ら
記
し
て
お
く
。
関
東
地
方
で
は
、
栃
木
県
安
蘇
郡
な
ど
で
八
朔
人
形
と
称
す
る
も
の
を
初
児
の
生
ま
れ
た
家
に
贈
る
風
が

あ
っ
た（

62
）。

ま
た
近
畿
地
方
で
は
、
京
都
で
八
朔
を
姫
瓜
の
節
供
と
も
称
し
、
姫
瓜
雛
と
い
っ
て
姫
瓜
に
紅
、
白
粉
な
ど
を
つ
け
て
目

鼻
を
描
い
て
遊
ぶ
風
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
『
枕
草
子
』
に
も
そ
の
記
述
が
あ
る
と
い
う（
63
）。

三
重
県
桑
名
市
付
近
で
も
、
瓜
を
顔
と

し
て
木
や
竹
を
胴
体
に
し
て
紙
や
布
の
着
物
を
着
せ
、
雛
人
形
の
よ
う
に
し
て
酒
や
赤
飯
を
供
え
、
八
朔
を
祝
う
風
で
あ
っ
た
と
の

こ
と
で
あ
る（
64
）。結

び
に
か
え
て

さ
て
、
西
日
本
を
中
心
と
す
る
地
域
の
行
事
内
容
を
、
人
形
・
馬
を
作
り
、
飾
り
、
贈
る
習
俗
を
中
心
に
逐
一
紹
介
し
、
検
討
を

加
え
て
来
た
。
改
め
て
多
様
な
行
事
内
容
を
和
歌
森
や
倉
石
の
見
解
を
踏
ま
え
て
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑴
農
耕
儀
礼
（
作
頼
み
・
田
ほ
め
。
穂
刈
り
等
豊
作
祈
願
・
収
穫
感
謝
、
風
除
け
、
虫
送
り
、
雨
乞
い
、
鳥
追
い
等
災
厄
除
け
）。

⑵
贈
答
習
俗
（
シ
ン
コ
細
工
・
シ
ン
コ
ウ
マ
、
藁
馬
を
飾
り
、
贈
る
。
そ
の
他
の
物
品
、
金
銭
に
よ
る
贈
答
。
こ
れ
ら
は
主
従
間
の
関
係
を
強

化
し
、
親
類
・
近
隣
の
相
互
扶
助
関
係
の
強
化
を
目
的
と
す
る
）。

⑶
生
活
暦
（
節
日
・
休
息
日
。
嫁
の
里
帰
り
、
奉
公
人
の
出
替
わ
り
。
昼
寝
を
や
め
て
夜
な
べ
仕
事
の
始
ま
る
日
。
衣
替
え
を
す
る
日
）。

ち
な
み
に
、
儀
礼
食
や
供
え
物
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
事
と
か
か
わ
ら
せ
て
把
握
す
べ
き
も
の
と
い
え
る
。
な
お
、
倉
石
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が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
行
事
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
各
地
の
八
朔
節
供
が
と
り
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

と
も
あ
れ
こ
う
し
た
八
朔
節
供
の
多
様
性
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
八
朔
が
第
一
日
の
み
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
月
の
初
旬
、
上

旬
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
こ
の
間
の
行
事
を
包
摂
す
る
と
と
も
に
、
七
夕
―
盆
―
八
朔
と
続
く
一
連
の
類
似
し
た
行
事
が
影
響
し

合
っ
て
、
こ
う
し
た
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
八
朔
節
供
の
歴
史
的
展
開
に
関
し
て
は
、
先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
農
村
に
基
盤
を
置
く
武
家
社
会
に
端
を
発
し
、
貴
族

社
会
に
も
及
ん
で
定
着
し
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
武
家
社
会
・
貴
族
社
会
に
お
け
る
八
朔
節
供
は
、
農
耕
儀
礼
的
側
面
を
消
失

し
、「
頼
み
」
と
か
か
わ
る
贈
答
習
俗
を
中
心
と
す
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
贈
答
の
象
徴
的
存
在
が
馬
（
と
太
刀
）
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
贈
答
習
俗
が
庶
民
層
に
下
降
し
た
も
の
の
、
真
の
馬
で
は
な
く
藁
製
や
シ
ン
コ
細
工
の
馬
へ
と
変
質
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も

武
家
や
貴
族
社
会
の
習
俗
が
庶
民
層
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
に
は
そ
れ
な
り
の
基
盤
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
小
島
は
、
八
朔
の
馬
が

「『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
五
年
（
六
七
六
）（
八
月
十
六
日
＝
筆
者
註
）
に
い
う
八
月
の
大
祓
え
の
『
祓
え
つ
も
の
』
の
馬
に
さ
か
の
ぼ

る
こ
と
は
ま
ず
疑
い
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る（
65
）。

古
代
の
祓
い
の
具
と
ど
う
繋
が
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
筆
者
自
身
は
農
耕
儀
礼

と
し
て
の
作
頼
み
、
田
ほ
め
に
お
い
て
馬
が
登
場
す
る
地
域
が
あ
り
、
田
の
神
が
こ
れ
に
乗
っ
て
回
る
と
の
伝
承
も
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
元
々
八
朔
節
供
に
馬
の
存
在
が
あ
り
、
そ
れ
が
武
家
や
貴
族
社
会
に
浸
透
し
て
馬
を
中
心
と
す
る
贈
答
習
俗
と
な
り
、
馬

の
持
つ
意
味
を
変
え
な
が
ら
再
び
庶
民
層
に
戻
っ
て
定
着
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
八
朔
節
供
を
馬
節
供
と
称
し
て
祝
う
対
象
は
男
子
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
藁
製
の
馬
と
シ
ン
コ
細
工
の
も
の
が
存
在

し
た
も
の
の
、
後
者
は
西
讃
地
方
と
そ
の
周
辺
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
周
辺
に
は
藁
製
の
馬
を
作
る
地
域
も
存
在
し
た
。
そ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
シ
ン
コ
細
工
の
馬
は
、
シ
ン
コ
細
工
が
浸
透
し
隆
盛
を
極
め
た
結
果
、
藁
馬
か
ら
シ
ン
コ
マ
へ
と
変
化
し
た
も
の
と

い
え
る
。
一
方
シ
ン
コ
細
工
の
ツ
ク
リ
モ
ノ
で
祝
わ
れ
る
の
は
主
と
し
て
女
児
で
あ
り
、
近
藤
が
主
張
す
る
よ
う
に
『
日
次
紀
事
』

「
行
器
」
に
あ
る
京
文
化
源
流
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
京
都
や
桑
名
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
姫
瓜
雛
と
の
か
か

わ
り
が
不
明
な
点
が
気
に
か
か
る
。
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最
後
に
こ
う
し
た
習
俗
の
伝
播
に
関
し
て
い
え
ば
、
福
間
や
庄
武
が
指
摘
す
る
よ
う
に（
66
）、

海
上
交
通
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い

と
い
え
る
。
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〇
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。
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史
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史
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。
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