
は
じ
め
に

初
詣
に
参
詣
す
る
人
々
が
お
み
く
じ
を
引
き
一
年
の
吉
凶
を
占
う
姿
は
、
現
在

も
当
た
り
前
の
よ
う
に
見
か
け
る
光
景
で
あ
り
、
神
社
の
境
内
の
ご
神
木
に
は
た

く
さ
ん
の
お
み
く
じ
が
結
ば
れ
て
い
る
。
六
角
の
箱
か
ら
番
号
の
書
か
れ
た
棒
を

一
本
引
き
出
し
、
そ
の
番
号
に
該
当
す
る
札
紙
に
書
か
れ
た
内
容
に
一
喜
一
憂
す

る
。
こ
う
し
た
お
み
く
じ
は
江
戸
時
代
以
前
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
札
紙

を
番
号
順
に
収
録
し
た

御
籤
本

と
称
さ
れ
る
書
物
も
刊
行
さ
れ
て
流
布
し
て

い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
札
紙
が
先
に
あ
っ
て
そ
れ
を
書
物
と
し
て
ま
と
め
た

の
で
は
な
く
、

御
籤
本
に
お
さ
め
ら
れ
た
各
番
号
の
言
わ
ば
独
立
し
た
も
の
が

札
紙
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
（

）
。

こ
こ
で
紹
介
す
る

百
籤

は
そ
う
し
た
御
籤
本
の
一
種
で
あ
る
。
ま
ず
書
誌

的
な
こ
と
か
ら
紹
介
し
て
い
く
。

解
題

底
本

大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
佐
古
慶
三
教
授
収
集
文
書

巻
数

二
巻
二
冊

書
型

半
紙
本
。
袋
綴
じ
。
縦
二
四
・

糎

横
一
六
・
七
糎
。

表
紙

原
表
紙
。
緑
灰
色
。

〔
史
料
紹
介
〕

ミ
く
じ
百
番

板
下

大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
佐
古
慶
三
教
授
収
集
文
書

百
籤

に
つ
い
て

岡

村

良

子



題
簽

あ
り
。
褐
色
に
変
色
し
て
タ
イ
ト
ル
読
め
ず
。

内
題

第
一
巻

百
籤

五
十
番

第
二
巻

百
籤
之
続

五
十

百
迄

（
い

ず
れ
も
手
書
き
）

序
題

な
し
。

匡
郭

縦
二

・
六
糎

一
四
・
二
糎
（
印
刷
）。
四
周
単
辺
。

柱
刻

第
一
巻
、
第
二
巻
と
も
上
部
柱
題
は
い
ず
れ
も

万
年
大
雑
書

（
印

刷
）、
下
部
に
、

は
印
刷
、
丁
数
は
手
書
き
。
第
一
巻
、
初
丁

二

、
第
二

丁

二

、
第
三
丁

四

、
第
四
丁

第
二
五
丁
は
、

五

二
十

六

。
第
二
巻

初
丁

五
十
二

と
あ
る
の
を

二
十
七

と
貼
紙
訂

正
、
第
二
丁

五
十
四

を

二
十
八

に
貼
紙
訂
正
。
第
三
丁

五
十

四

を

二
十
九

に
貼
紙
訂
正
。
第
四
丁
か
ら
第
二
五
丁
は

二
十
七

五
十
一

。

丁
数

第
一
巻
二
五
丁
、
第
二
巻
二
五
丁
。

刊
記

な
し

第
一
巻
の
見
返
し
に

ミ
く
じ
百
番

板
下

と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
本
書
は
匡
郭
、
柱
刻
の
書
名
以
外
は
、
手
書
き
の
本
で
あ
る
。
版
下
の
紙
が

薄
い
の
で
補
強
の
た
め
に
間
い
紙

（

）
が
は
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
製
本
後
に
入
れ

ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
一
枚
を
二
つ
折
り
し
て
丁
の
ウ
ラ
と
オ
モ
テ
の
両
方
を
補

強
し
て
お
り
、
本
紙
と
と
も
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
板
下
を
綴
じ
た
も
の
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
実
際
に
こ
こ
に
綴
じ
ら
れ
た
板
下
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
可
能

性
は
大
き
い
。

ま
た
柱
題
に

万
年
大
雑
書

と
あ
る
こ
と
か
ら
、

万
年
大
雑
書

を
刊
行

し
た
版
元
で
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
現
存
の

万
年
大
雑
書

と
比
較
し
た
う
え
で
、
そ
の
可
能
性
を
探
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
江
戸

時
代
以
降
多
数
刊
行
さ
れ
た

百
籤

関
係
本
と
の
比
較
の
上
で
本
書
の
特
徴
を

考
察
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
そ
の
前
に
簡
単
に
研
究
史
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た

い
。元

三
大
師
御
籤
本

研
究
史

お
み
く
じ
は
、
現
在
で
は
占
い
の
当
事
者
が
、
筒
箱
に
い
れ
ら
れ
た
竹
の
棒
を

箱
を
振
っ
て
一
本
穴
か
ら
取
り
出
し
、
そ
の
棒
に
記
さ
れ
た
番
号
で
占
い
の
内
容

が
書
か
れ
た
札
紙
と
引
き
換
え
る
と
い
う
形
式
が
な
じ
み
深
い
。
し
か
し
延
暦
寺

横
川
元
三
大
師
堂
の
お
み
く
じ
で
は
、
参
拝
者
が
占
っ
て
も
ら
い
た
い
旨
を
告
げ

る
と
僧
が
祈
念
を
こ
ら
し
籤
を
ひ
き
、
そ
の
解
説
は
僧
の
口
か
ら
伝
え
ら
れ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る

（

）
。
こ
の
堂
は
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た

御
籤
（
鬮
）
本

に

名
を
冠
さ
れ
た
元
三
大
師
（
良
源
）
の
住
居
跡
と
い
わ
れ
て
お
り
、
俗
に
元
三
大

師
こ
そ
が
日
本
に
お
け
る
お
み
く
じ
の
創
始
者
と
い
わ
れ
て
き
た
。
現
在
で
は
こ

の
元
三
大
師
御
籤
は
大
師
が
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
ル
ー
ツ
が
、
中
国
で
は

南
宋
後
期
に
は
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る

天
竺
霊
籤

に
あ
る
こ
と
は
、
酒
井

忠
夫
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
元
三
大
師
作
で
あ
る

と
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
天
海
に
よ
る
元
三
大
師
信

仰
の
宣
揚
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
、
宇
津
純
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
。



そ
し
て
、
ま
た
、
中
村
公
一
氏
の
指
摘
で
は
、

天
竺
霊
籤

は
、
天
台
寺
に
残

る
観
音
籤
籤
筒

（

）
か
ら
、
室
町
時
代
の
応
永
十
六
年
（
一
四

九
）
に
は
既
に
伝
来

し
て
い
た
こ
と
、

天
竺
霊
籤

が
現
存
す
る
各
寺
へ
伝
播
し
た
経
緯
と
由
来
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

国
文
学
の
分
野
で
は
、
前
田
金
五
郎
著

好
色
一
代
男
全
釈
・
上
巻

観
音

籤

の
注
解
で
、
寛
文
二
年
跋
の

天
竺
霊
感
観
音
頌

そ
の
ほ
か
類
書
が
紹
介

さ
れ
た
こ
と
を
嚆
矢
と
し
、
そ
の
後
、
前
田
氏
蔵
本

元
三
大
師
百
籤

と

観

音
百
籤
占
決
諺
解

が
影
印
本

近
世
文
学
資
料
類
従
・
参
考
文
献
編
十
一

に

野
田
千
平
氏
の
解
題
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
二

一
年
、
二

又
淳
氏
が
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
現
存
元
三
大
師
御
籤
本
を
網
羅
し
た

元
三

大
師
御
籤
本
一
覧
稿

（

）
を
発
表
し
た
。
そ
の
他
、
お
み
く
じ
に
関
す
る
全
般
的
な

研
究
書
で
あ
り
、
観
音
籤
の
訳
注
を
掲
載
し
た
中
村
公
一
著

一
番
大
吉
！

お

み
く
じ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

、
江
戸
時
代
の
占
い
を
紹
介
す
る
中
で
元
三
大
師
御

籤
に
二
章
を
割
い
た
大
野
出
著

江
戸
の
占
い

が
刊
行
さ
れ
、
氏
の
一
連
の
研

究
が
ま
と
め
ら
れ
、
元
三
大
師
御
籤
に
含
ま
れ
る
思
想
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
元
三
大
師
御
籤
本
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
現
在
書
誌
学
的
に
押

さ
え
ら
れ
、
今
後
内
容
に
関
す
る
研
究
が
深
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
背

景
を
踏
ま
え
、
大
野
氏
が
分
類
さ
れ
た
方
法
を
参
考
に
、
当
博
物
館
蔵

百
籤

の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

御
籤
本

の
分
類

御
籤
本
は
、
主
に
く
じ
番
号
、
そ
の
吉
凶
、
五
言
絶
句
（
詩
句
）、
和
解
、
注

解
、
挿
絵
か
ら
な
る
が
、
貞
享
元
年
刊
の

元
三
大
師
百
籤

で
は
、
前
述
の
う

ち
注
解
と
挿
絵
が
な
く
、

観
音
百
籤
占
決
諺
解

で
は
、
注
解
の
他
、

失
物

待
人

な
ど
の
事
項
（
事
象
別
判
断
（

）
）
が
つ
け
く
わ
え
ら
れ
、
そ
の
後
の
現
在

に
ま
で
続
く

お
み
く
じ

の
形
式
が
す
で
に
見
て
取
れ
る
。
こ
の
本
で
は
、
職

業
別
の
吉
凶
（
職
分
別
判
断
）
を
詳
細
に
語
り
、
一
番
に
つ
き
一
丁
の
オ
モ
テ
ウ

ラ
を
割
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
後
の
御
籤
本
で
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。
大

野
氏
は
、
思
想
史
研
究
上
の
興
味
か
ら
、
注
解
の
違
い
に
着
目
し
て
、
御
籤
本
の

発
展
に
二
度
の
変
移
が
あ
り
、
そ
の
変
移
に
即
し
て
三
つ
の
系
統
に
わ
け
、

観

音
百
籤
占
決
諺
解
（
貞
享
四

一
六
八
七

年
刊
）
（
以
下

観
音
籤
（

）
）
を

群
、

元
三
大
師
御
鬮
諸
鈔

（
文
化
六

一
八

六

年
刊
）
と
明
治
以
降
の
こ

れ
を
継
承
す
る
本
を

群
、
後
の

天
保
選
書
永
代
大
雑
書
万
歴
大
成

ま
で
連

な
る

元
三
大
師
御
籤
絵
鈔

（
嘉
永
六

一
八
五
三

年
刊
）
を

群
と
位
置

づ
け
る
。

群
で
は
、
注
解
の
中
で

天
道

観
音

日
待
ち

な
ど
願
望
を

か
な
え
る
た
め
に
信
仰
す
べ
き
対
象
が
あ
げ
ら
れ
る
。

・

群
で
は
、
倫
理
性

の
強
い
処
世
訓
が
説
か
れ
る
。
こ
の
傾
向
は

よ
り

群
が
大
き
く
な
っ
て
い

る
（

）
。

群
で
は
籤
の
吉
凶
で
無
条
件
に
願
望
の
実
現
・
欲
望
の
充
足
が
遂
げ
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
心
の
正
邪
、
行
い
の
善
悪
に
左
右
さ
れ
、
倫
理
的
行
為
の
如
何

に
よ
っ
て
は
、
吉
凶
が
全
く
逆
の
方
向
に
も
転
換
し
て
し
ま
う
、
も
し
く
は
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
応
報
の
条
件
と
し
て
の
倫
理
的
処
世
訓
が
説
か
れ
、

し
か
し
そ
れ
を
説
く
主
体
が
観
音
や
神
仏
で
あ
る
と
分
類
し
て
い
る

（

）
。

〔史料紹介〕 ミくじ百番 板下



こ
の
分
類
で
行
く
と
、

百
籤

は

群
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
大
野

氏
が
分
類
し
た
よ
う
な
倫
理
的
処
世
訓
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
形
式
的
に
は
く
じ
番
号
、
そ
の
吉
凶
、
詩
句
、
和
解
、
注
解
部
分
に
総
括
と

信
仰
対
象
、
事
象
別
判
断
と
揃
い
、
従
来
の
御
籤
本
を
継
承
し
て
信
仰
の
対
象
も

記
さ
れ
て
い
る
。
御
籤
の
成
り
立
ち
か
ら
考
え
る
と
、
信
仰
部
分
は
簡
単
に
切
り

捨
て
ら
れ
る
類
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
百
番
す
べ

て
に
具
体
的
に
何
を
信
仰
す
べ
き
か
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
少
な
く
、
す
が
る

べ
き
対
象
と
し
て

天
道

月
待
ち

日
待
ち

神
明

八
幡

観
音

大
般
若
心
経

庚
申
待
ち

仏
心

が
あ
る
が
、
単
に

神
仏
を
祈
る

神
仏
を
仰
ぐ

な
ど
対
象
は
曖
昧
で
あ
る
場
合
が
多
い
（

）
。

百
籤

の
特
徴

次
に

百
籤

の
注
解
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
か
を
、

群

天
保
選

書
永
代
大
雑
書
万
歴
大
成

と
、
適
宜

群

観
音
籤

と
の
比
較
も
交
え
、
紹

介
し
て
い
く
。

群
で
あ
っ
た
職
分
別
吉
凶
だ
が
、

百
籤

で
は
職
分
別
事
象

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
身
分
は
意
識
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
大

吉
で
も
注
解
で
差
が
あ
る
。

第
八
十
六
番
大
吉

此
み
く
し
ハ
侍
分
出
家
学
者
な
ど
ハ
こ
と
（
合
字
）
に
大
吉
な
り
平
人
に
ハ

あ
ま
り
吉
す
ぎ
て
か
へ
つ
て
く
ら
ゐ
ま
け
あ
る
べ
し
万
事
ひ
か
へ
め
に
し
、

何
年
に
も
つ
ゝ
し
ミ
へ
り
く
だ
り
て
慢
心
な
く
ハ
家
業
は
ん
し
や
う
し
財
宝

お
の
づ
か
ら
集
る
べ
し
ツ
つ
し
ま
ざ
れ
ば
災
来
る

（

）

他
に
も
、
身
分
が
意
識
さ
れ
た
例
は
、
十
三
番

町
人
百
姓
に
は
あ
ま
り
大
吉

す
ぎ
て
位
負
け

、
六
十
二
番

凡
人
に
は
あ
ま
り
良
す
ぎ
て

が
あ
る
。
そ
の

場
合
は
、

官
途
又
は
家
業
な
ど
人
の
妨
げ
あ
り
て
運
開
き
難
し
に

な
ど
、
官

途
を
求
め
る
出
家
・
侍
・
学
者
と
、
家
業
で
の
成
功
を
求
め
る
町
人
・
百
姓
も
し

く
は
、

尋
常
の
人

平
人

凡
人

と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
前
者
が
、
同

じ
く
第
八
十
番
大
吉
で

侍
分
ま
た
は
学
者
出
家
な
ど

は

多
年
修
行
の
功
あ

ら
わ
れ
貫
禄
伴
う
な
り

と
修
行
が
報
わ
れ
る
。
一
方
で
、

運
気
開
け
ず
病
人

う
ち
続
き
、
心
配
苦
労
絶
え
ず
、
商
い
す
れ
ば
損
を
な
し
、
そ
の
損
失
を
入
れ
合

わ
せ
さ
ん
と
し
て
却
っ
て
又
損
を
な
し
、
心
苦
い
よ
い
よ
重
な
る
が
ゆ
え
、
憂
さ

を
忘
れ
ん
が
た
め
酒
を
飲
み
、
つ
い
に
不
実
な
る
こ
と
し
て
身
の
立
ち
難
き
に
到

る
（
第
十
七
番
凶
）
と
不
幸
は
商
人
の
身
の
上
に
仮
託
し
て
語
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て

観
音
籤

の
記
述
は
、
信
仰
が
主
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は

職
分
別
の
心
が
け
が
あ
る
の
み
で
、
幸
不
幸
は
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
の
人
々
が
本
来

的
に
持
つ
も
の
の
範
囲
内
だ
と
い
え
る
。
例
え
ば
後
家
や
比
丘
尼
で
あ
れ
ば

身

持
ち
大
事
な
り
、
大
い
に
名
を
た
て
ら
れ
憂
き
目
に
あ
う
べ
し

で
あ
り
、
手
代

や
人
の
子
に
は
堪
忍
や
慎
み
を
説
く
と
い
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
。

天
の
恵
み
を

得
て
身
に
心
が
け
さ
へ
よ
く
ば
つ
い
の
ほ
ど
は
災
難
事
の
が
る
べ
し

心
正
直

に
神
仏
を
信
じ
た
ら
ば
心
が
け
に
よ
り
の
が
れ
つ
べ
し

と
あ
る
よ
う
に
、
心
が



け
は
信
仰
が
主
で
、

群
の
よ
う
に
儒
教
的
倫
理
観
に
ま
で
昇
華
し
た
も
の
で
は

な
い
。
否
定
的
な
心
理
状
態
と
し
て
は

ひ
が
事

と
あ
る
程
度
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、

百
籤

の
倫
理
的
処
世
訓
は
特
に

群
の
範
囲
を
は
ず
れ
る

こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
特
徴
的
な
の
は
む
し
ろ
以
下
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
不
幸

の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

願
い
事
に
妨
げ
多
く
思
い
立
っ
て
も
成
就
成
り
が
た
し
（
第
三
番
凶
）

芸
術
に
様
々
苦
労
す
れ
ど
も
人
に
用
い
ら
れ
ず
心
中
憂
い
悲
し
む

（
第
十
四
番
末
吉
）

い
ろ
い
ろ
の
心
遣
い
を
な
し
苦
労
せ
し
こ
と
一
つ
も
功
な
か
り
し

（
第
五
十
三
番
吉
）

身
と
心
さ
え
思
う
よ
う
に
な
り
が
た
く
（
第
五
十
四
番
凶
）

こ
の
よ
う
に
思
い
悩
む

心
理

が
さ
ま
ざ
ま
に
描
か
れ
る
。
御
籤
に
我
が
心

が
映
る
の
を
見
て
、
人
は
御
籤
へ
の
畏
敬
の
念
を
抱
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
こ

れ
は
一
つ
の
仕
掛
け
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
こ
に
は
、

と
か
く
思
う
こ
と

叶
い
難
く
お
の
づ
か
ら
い
ろ
い
ろ
心
迷
い
て
行
く
と
も
帰
る
と
も
定
ま
ら
（
第
五

十
九
番
凶
）

な
い
か
ら
御
籤
を
引
き
、
我
が
身
の
吉
凶
を
占
う
。
神
仏
や
倫
理

的
処
世
訓
に
従
っ
て
行
く
他
す
べ
は
な
い
と
は
い
え
、
身
過
ぎ
世
過
ぎ
に
心
を
す

り
減
ら
す
、
今
と
変
わ
ら
な
い
人
の
姿
、
閉
塞
し
た
時
代
の
よ
う
す
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
町
人
、
百
姓
の
み
の
こ
と
で
は
な
い
。
侍
、
学
者
等
の
身
に

も
憂
さ
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
第
四
番
吉
で
は

忠
義
あ
れ
ど
も
時
到

ら
ず

、
修
行
が
身
の
出
世
に
関
わ
る
立
場
で
あ
っ
て
も
、

芸
術
に
さ
ま
ざ
ま
苦
労
す
れ
ど
も
、
人
に
用
い
ら
れ
ず
心
中
憂
い
悲
し
む

（
第
十
四
末
吉
）

人
の
妨
げ
（
第
二
十
二
番
吉
）

目
上
の
人
に
意
地
悪
き
人
あ
り
て
出
世
を
も
妨
げ
ら
れ（

第
十
九
番
末
小
吉
）

な
ど
対
人
で
の
苦
労
が
あ
る
。

我
が
才
智
を
以
て
世
に
交
わ
ら
ん
と
す
れ
ば

却
っ
て
世
間
よ
り
憎
み
を
う
け
禍
を
生
ず
る

（
第
四
十
六
番
凶
）
こ
と
も
あ

る
。で

は
、
そ
れ
に
対
し
て
、

百
籤

で
は
ど
う
対
処
す
べ
き
だ
と
説
か
れ
て
い

る
か
。
第
四
番
で
は
、
武
士
な
ら
ば
立
身
出
世
す
る
が
、
町
家
、
百
姓
で
あ
れ

ば
、

身
を
働
き
時
節
を
待
つ

こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
吉
で
は
あ
っ
て
も
、

身
を
正

し
く
し
て
信
心
す
べ
し
（
第
十
四
番
末
吉
）

身
の
行
い
を
正
し
て
神
仏
を
祈
る

（
第
二
十
二
番
吉
）

神
仏
に
祈
誓
し
て
身
を
慎
み
、
堪
忍
を
専
ら
に
す
る
（
第

十
九
番
末
小
吉
）

時
節
の
来
る
の
を
待
ち
慎
む
べ
し
、
強
い
て
事
を
な
さ
ん
と

す
れ
ば
災
い
あ
り
（
第
四
十
六
番
凶
）

と
、
身
を
慎
ん
で
じ
っ
と
雌
伏
し
時
を

待
つ
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
て
待
っ
た
好
機
で
あ
る
大
吉

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
が
約
束
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

万
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事
に
心
正
し
く
し
ば
ら
く
も
忠
孝
の
心
を
ゆ
る
め
ず
正
路
に
し
て
時
の
至
る
を
待

ち

尋
常
の
人
は
い
さ
さ
か
の
こ
と
に
も
心
を
動
か
す
が
故
大
い
な
る
立
身
出

来
が
た
く
よ
く
よ
く
慎
む
べ
し

（
第
七
十
八
番
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
他
の
番
号
に
比
べ
て
格
段
に
明
る
い
結
果
を
提
示
す
る
第
八
十
五
番
大

吉
の
籤
で
あ
っ
て
も
、

幸
い
を
得
る
た
び
に
猶
々
つ
つ
し
み
正
路
な
れ
ば
、
大

器
は
遅
く
な
る
こ
と
わ
ざ
の
如
く
諸
事
の
望
み
な
る
こ
と
の
遅
く
と
い
え
ど
も
さ

ん
ざ
ん
に
出
世
し
て

と
あ
る
の
で
、
御
籤
を
引
い
た
も
の
は

さ
ん
ざ
ん
に
出

世

す
る
た
め
に
は
、

つ
つ
し
み
正
路

し
て
時
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。商

人
の
願
い
は
、
商
売
が
繁
盛
し

福
有
の
身
と
な
り
の
ち
安
楽
と
な
る

（
第
四
番
吉
）
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に

よ
ろ
ず
に
慎
み
正
路

（
第
八
十

一
小
吉
）
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
求
め
ら
れ
る
。
宮
本
又
次
は

大
阪
町
人
の
社
会

意
識
（

）

の
中
で
、
西
鶴
の

日
本
永
代
蔵

か
ら
の
引
用
と
と
も
に
、
商
人
の

才
覚

を
、
利
発
・
発
明
・
工
夫
・
利
勘
で
あ
り
、
商
機
を
み
て
思
惑
し
、
資

本
を
効
果
的
に
動
か
す
才
能
と
決
断
力
と
し
て
、
商
人
に
必
要
と
さ
れ
る

始

末

算
用

と
と
も
に
積
極
面
と
し
て
評
価
し
て
い
る
が
、
利
を
求
め
る
あ
ま

り
不
正
に
つ
な
が
り
、
商
業
的
道
徳

正
路

が
求
め
ら
れ
る
事
を
下
記
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。

仕
合
わ
せ
と
い
う
偶
然
が
支
配
す
る
以
上
、
永
い
目
で
見
る
と
商
人
と
て
も

実
直
に
し
て
正
路
の
行
い
を
し
て
冥
々
な
る
加
護
を
ま
つ
ほ
か
は
な
い
で
あ

ろ
う
。

（

）

こ
こ
で
い
う

分
限
は
偶
然
が
支
配
す
る

と
い
う
考
え
の
元
と
な
る

日
本

永
代
蔵

か
ら
の
引
用
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

分
限
は
、
才
覚
に
仕
合
手
伝
で
は
、
成
が
た
し
、
随
分
か
し
こ
き
人
の
貧
な

る
に
、
愚
か
な
る
人
の
富
貴
、
此
有
無
の
二
つ
は
三
面
の
大
黒
殿
の
、
ま
ゝ

に
も
な
ら
ず
。
鞍
馬
の
多
聞
天
の
、
を
し
へ
に
任
せ
、
百
足
の
ご
と
く
、
身

の
働
て
、
其
上
に
身
代
の
な
ら
ぬ
、
是
非
も
な
し
。

（

）

も
っ
と
も
永
代
蔵
が
説
く

分
限
者
の
な
り
始
め

は
、
し
か
し

正
路

と

い
う
倫
理
的
尺
度
か
ら
す
る
と
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
も
の
が
な
く
も
な
い
。
巻
五

で
は
、
二
年
掛
け
て
唐
人
か
ら
金
平
糖
の
作
り
方
を
聞
き
出
し
、
千
貫
目
持
と
な

る
商
人
が
登
場
す
る
が
、
分
限
者
に
そ
の
成
り
立
ち
を
語
ら
せ
る
と
、

そ
の
種

な
く
て
長
者
に
な
れ
る
は
、
独
り
も
な
か
り
き

と
い
う

分
限
の
種

は
、

さ
る
大
名
の
厄
落
と
し
の
金
子
を
拾
っ
た

こ
と
、
他
の
世
渡
り
の
賢
い
例
で

も
、
祭
礼
用
の
衣
装
の
貸
し
出
し
、
三
十
貫
の
へ
そ
く
り
を
持
っ
た
後
家
を
見
つ

け
る
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、

唐
物
の
買
置

で
、

優
れ
て
相
場
の
安
き
も
の

で

歳
重
ね
て
も
損
ぜ
ぬ
物
を
買
置
て
、
利
を
得
ぬ
事
な
し

と
は
書
く
が
、
龍

の
子
が
後
年
高
値
で
売
れ
よ
う
と
も
十
年
も
お
い
て
気
を
遣
う
の
と
同
じ
、
火
喰

鳥
の
卵
を
孵
し
て
も
炭
を
喰
う
こ
と
は
疑
い
な
く
、
い
く
ら
珍
し
い
と
い
っ
て
も

こ
ん
な
買
い
置
き
は

国
土
の
費

と
皮
肉
る
よ
う
に
、
そ
う
そ
う
簡
単
な
儲
け

口
は
な
い
の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
に

仕
合

と
い
う
偶
然
は
支
配
し
が
た
い
も
の
と
し
て
あ
る
。

百
籤

で
は
現
状
に
苦
し
む
心
理
描
写
が
身
に
迫
り
、
そ
の
偶
然
を
ど
う
に
か

し
て
身
に
引
き
つ
け
よ
う
と
す
る
意
志
が
よ
け
い
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
世

俗
的
な
成
功
へ
の
願
望
が
強
い
が
故
に
、
よ
り
心
理
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
態

と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん

百
籤

は
、
小
説
で
は
な
い
の
で

才
覚

が
具
体
的
に
提
示
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
才
覚
を
こ
ら
す
の
は
あ
く
ま
で
も
個
人
の
能
力
で
あ
り
、

御
籤
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
御
籤
は
わ
ず
か
に
運
の
有
無
、
と
い
う
よ
り
時

節
を
待
つ
こ
と
を
説
く
の
み
で
、
今
が
好
機
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
や
は
り
個

人
の
判
断
で
あ
る
。
籤
の
結
果
が
大
吉
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

く
じ
を
恃
み
て
慢

心
あ
ら
ば
却
っ
て
幸
い
災
い
な
る
（
第
八
十
番
大
吉
）

の
で
あ
り
、
凶
で
あ
れ

ば

及
ば
ぬ
望
み
を
や
め
て
一
心
に
家
業
を
出
精
（
第
八
十
三
番
凶
）

す
る
こ

と
が
説
か
れ
る
。
ま
た

今
ま
で
の
業
を
変
え
て
新
規
の
業
を
な
し
て
だ
ん
だ
ん

繁
盛
す
る

と
い
う
結
果
の
籤
は
大
吉
三
十
五
あ
る
な
か
で
も
た
っ
た
一
つ
き
り

で
あ
り
、

永
代
蔵

が
語
る
如
く
、

身
に
応
じ
た
る
商
売
を
お
ろ
そ
か
に
せ

じ

こ
と
の
み
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
身
の
分
限
を
知
る
と
い
う
商
人
の
道
は

変
わ
り
な
い
の
で
あ
る
。

永
代
蔵

で
、
分
銅
屋
が
あ
ち
こ
ち
の
商
い
を
見
た

上
で

独
り
も
、
見
過
を
か
へ
た
る
は
見
え
ず
。
貧
者
ひ
ん
に
て
、
分
限
は
分
限

に
な
り
け
る
。
是
程
ふ
し
ぎ
な
る
事
な
し
（

）
と
語
る
が
、
貞
享
五
年
と
い
う

観

音
籤

刊
行
に
一
年
遅
れ
る
そ
の
商
人
観
は
、
そ
れ
よ
り
お
そ
ら
く
時
代
が
下
る

で
あ
ろ
う

百
籤

で
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
実
は

分
限
者

は
単
な
る
金
持
ち
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
西
川

如
見
は

町
人
嚢

巻
五
（
享
保
四
年
）
（

）
で
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

分
限
者
と
金
持
ち
は
同
じ
か
ら
ず
。
分
限
と
は
分
の
限
り
と
書
て
、
お
の
れ

が
身
の
一
分
相
応
限
り
の
有
所
を
知
て
。
身
の
分
際
に
し
た
が
ひ
相
応
の
ふ

る
ま
ひ
を
し
て
、
過
分
の
貯
へ
を
求
め
ず
、
身
を
静
か
に
し
心
を
安
楽
に
し

て
、
日
を
く
ら
す
人
を
分
限
者
と
は
い
ふ
也
。
金
持
ち
は
一
生
に
身
を
安
く

す
る
こ
と
を
不
（
返
り
点
）
知
、
金
銀
を
弥
が
上
に
集
る
事
を
楽
み
と
思
ひ

て
、
心
の
う
ち
静
か
な
る
い
と
ま
も
な
く
、
飽
足
こ
と
を
し
ら
ず
、
是
を
金

持
と
い
へ
り
。

（

）

金
持
ち

を
目
指
す
か
ら

身
を
安
く

す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
っ

て
、
目
指
す
べ
き
は
分
限
者
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

町
人
嚢

で
は
、
町
人
は

こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

聖
人
の
御
詞
は
、
貴
賤
上
下
に
わ
た
り
て
、
い
づ
れ
の
書
い
づ
れ
の
語
に
て

も
、
人
の
教
誡
と
な
ら
ざ
る
事
な
し
。
四
民
み
な
通
用
の
道
理
あ
り
。
去
な

が
ら
其
さ
し
あ
た
り
た
る
所
は
、
皆
多
は
学
者
君
子
の
う
へ
、
又
庶
人
よ
り

上
に
あ
る
人
の
教
に
し
て
、
町
人
・
百
姓
に
さ
し
あ
た
り
た
る
教
す
く
な

し
。
町
人
・
百
姓
は
人
に
お
さ
め
ら
る
ゝ
も
の
な
れ
ば
、
上
た
る
人
さ
へ
心

正
し
く
身
お
さ
ま
る
時
は
、
庶
人
お
の
づ
か
ら
其
風
俗
に
な
ら
ひ
て
、
天
下

平
か
な
る
理
な
れ
ば
、
民
を
ば
よ
ら
し
む
べ
し
、
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
と

て
、
分
て
庶
人
へ
の
教
く
は
し
か
ら
ぬ
も
の
也
。
但
孝
経
に
、
天
の
時
を
用
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ひ
地
の
利
に
因
て
、
身
を
謹
み
用
を
節
し
て
、
父
母
を
養
ふ
は
庶
人
の
孝
な

り
、
と
聖
人
の
仰
置
れ
た
る
こ
そ
、
さ
し
あ
た
り
て
町
人
・
職
人
と
い
へ

共
、
天
の
時
、
地
の
利
を
考
へ
ず
ん
ば
有
べ
か
ら
ず
。
用
を
節
し
て
身
を
謹

む
事
は
、
四
民
と
も
に
第
一
成
誡
也
。
取
分
町
人
は
用
を
節
す
る
こ
と
さ
し

あ
た
り
肝
要
な
る
事
也
。
町
人
の
身
を
亡
し
人
を
悩
す
事
の
悪
事
、
皆
此
用

を
節
す
る
こ
と
よ
り
始
れ
り
。（

巻
五

）（

）

こ
の
よ
う
な

町
人
嚢

の
分
限
者
と
金
持
ち
の
違
い
に
見
る
商
人
の
倫
理
観

が
、

天
保
選
書
永
代
大
雑
書
万
歴
大
成
（

）
に
収
載
さ
れ
た

元
三
大
師
御
鬮
鈔

（
以
下

永
代
・
御
鬮
鈔

）

に
は
、
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、

金
持
ち
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
精
神
状
態
に
描
写
が
費
や
さ
れ
る
こ
と

は
な
く
、
む
し
ろ
以
下
の
よ
う
な
心
の
持
ち
よ
う
を
示
唆
す
る
。

身
の
分
限
を
知
り
、
不
義
の
富
貴
を
望
ま
ず
、
身
の
五
常
の
道
を
行
い
天
明

を
楽
し
む
君
子
の
心
な
り
、
お
よ
ば
ぬ
の
ぞ
み
を
お
こ
さ
ず
、
善
事
は
少
し

に
て
も
行
い
悪
事
は
少
し
に
て
も
行
わ
ず
、
人
の
富
貴
を
う
ら
や
ま
ず
身
の

貧
窮
を
も
悲
し
ま
ず
。
か
く
気
楽
に
日
を
送
る
工
夫
す
べ
し

（
第
七
十
六
番
吉
）

で
は
、
現
世
で
の
利
益
を
求
め
る
人
々
に

百
籤

が
差
し
出
し
て
い
る
も
の

と
は
何
だ
ろ
う
か
。

町
人
嚢

に
孝
経
の
説
く
如
く

天
の
時
、
地
の
利
を
考

へ
ず
ん
ば
有
べ
か
ら
ず

と
あ
る
よ
う
に
、

百
籤

で
も
、
時
節
を
見
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
よ
う
や
く
得
ら
れ
た
時
節
、
好
機
は
ま
だ
、
幸

い
を
得
る
た
め
の
十
分
条
件
で
は
な
い
。

お
の
ず
か
ら
人
の
愛
憐
に
て
望
み
も
叶
う

（
第
七
十
四
番
凶
）

貴
人
、
目

上
の
人
の
引
き
立
て
あ
り
て
大
な
る
幸
い
あ
る

（
第
九
十
番
大
吉
）。
こ
れ
は
、

侍
、
出
家
、
学
者
で
あ
っ
て
も
同
じ
で

目
上
の
人
の
引
立
て
が
あ
っ
て
官
禄
十

分
な
る

（
第
二
十
五
番
吉
）。

つ
ま
り

百
籤

で
は
、

運

の
端
緒
は

人
に
用
い
ら
れ
る

こ
と
と
結

び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
者
や
出
家
な
ど
は

よ
き
師
に
あ
い
て
そ
の
身
の

徳
も
あ
ら
わ
る

（
第
三
十
二
番
吉
）
で
あ
る
し
、

主
人
、
親
、
師
匠
、
高
貴
の

お
方
の
恵
み
に
よ
り
望
事
か
な
い
立
身

（
第
四
十
五
吉
）
す
る
。
ま
た

心
根

違
い
で
上
た
る
人
に
憎
ま
れ

て
も
慎
み
深
く
神
仏
に
信
心
し
、
と
か
く
慎
み
第

一
で
あ
れ
ば

親
類
の
う
ち
よ
り
助
く
る
人

が
あ
ら
わ
れ

申
し
開
き
安
心
な

す

（
第
五
十
二
凶
）
の
で
あ
る
。

万
事
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
な
り
が
た
く
し
て
苦
労
殊
に
多
く
、
そ
の
う
え
妻
子

ま
た
は
縁
者
と
も
朋
輩
と
心
が
あ
わ
ざ
る
も
の
争
い
絶
え
ず
、
頼
り
相
談
相
手
が

却
っ
て
災
い
を
引
き
出
す
こ
と

も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
仏
に
常
に
祈
念
す
る

こ
と
が
処
世
と
し
て
説
か
れ
る
が
、
第
四
十
末
吉
で
は
、

人
に
だ
ま
さ
れ
て
損

失
又
は
災
い

に
あ
っ
て
も
、

わ
が
た
め
に
毒
と
な
る
人
と
薬
に
な
る
人

を

見
極
め
て
、

考
え
て
良
き
人
の
意
見
に
し
た
が
へ
ば
、
こ
れ
を
救
お
う
と
世
話

す
る
人
あ

り
、
繁
盛
す
る
と
説
か
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
金
持
ち
に
な
る
と
い
う
分
限
を
超
え
た
望
み
に

汲
々
と
す
る
以
上
に
神
経
を
す
り
減
ら
す
の
は
や
は
り
人
間
関
係
だ
ろ
う
。
そ
の



こ
と
は
例
え
ば
、
第
三
十
九
番
凶
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
籤
は
、

観
音
籤

で

は
凶
の
中
で
も
格
段
に
結
果
が
よ
く
な
い
籤
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
、
他

の
御
籤
本
と
の
比
較
の
上
で
興
味
深
い
。

観
音
籤

で
は
、
元
々
の
詩
句
の

由
損
断
頭
財

を

さ
ら
し
首

も
し

く
は

斬
首

と
解
し
、
職
分
別
に
分
け
ら
れ
る
注
解
の
中
で
は
、

侍
で
あ

れ
、
出
家
で
あ
れ
死
罪
に
合
う
こ
と
あ
り
、
女
人
で
あ
れ
ば
心
狂
乱
の
病
出
て
、

首
く
く
り
淵
川
に
身
を
投
げ
て
死
す
る
こ
と
あ
り

と
あ
り
、
人
の
子
弟
子
手
代

家
の
子
も
火
事
に
遭
い
盗
人
に
あ
う
、
憂
い
に
あ
い
、
悪
事
言
い
か
け
ら
れ
綱
に

か
か
り
恥
辱
を
さ
ら
し
首
を
斬
ら
れ
る
な
ど
、
非
常
に
悪
い
。
町
人
、
商
人
、
職

人
、
儒
者
、
医
者
、
山
伏
、
禰
宜
、
芸
者
、
巫
女
も
同
じ
結
果
で
あ
る
。

百
籤

で
は
、
そ
こ
ま
で
ひ
ど
い
内
容
で
は
な
く
、

運
気
大
い
に
悪
し
く

望
事
叶
い
難
し

と
あ
る
も
の
の
、
火
事
が
注
意
さ
れ
る
元
の
和
訓
を

我
が
頼

み
に
思
う
人
の
心
変
わ
り
せ
し
を
わ
が
う
ち
よ
り
火
の
出
た
に
た
と
へ
る
な
り

と
解
し
、
何
れ
も
大
事
な
れ
ば

た
だ
、
何
事
も
望
ま
ず
心
た
だ
し
う
し
て
神
仏

に
祈
誓
し
て
よ
し

と
な
っ
て
い
る
。

永
代
・
御
鬮
鈔

で
は
、
も
う
少
し
結
果
は
深
刻
で
、

腹
心
の
下
人
あ
る

ひ
は
友
達
も
心
変
わ
り
す
る
く
ら
い
の
不
仕
合
に
て
あ
し
き
事
度
重
な
る
運
な

り

と
、

百
籤

と
同
じ
く
、
親
し
い
人
の
心
変
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

不
仕
合
が
そ
の
心
変
わ
り
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
く
ら
い
の
不
仕
合
わ

せ

で
、
そ
の
他
あ
り
得
べ
き
不
運
と
し
て
、

火
災

盗
難

身
代
保
ち
難

き
ほ
ど
の
損
失

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
も
と
の
詩
句

の
内
容
を
く
み
と
っ
た
注
解
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、

百
籤

の
注
解
は
も
と
の
五
言
の
詩
句
の
内
容
か
ら

逸
脱
し
て
お
り
、
吉
を
凶
に
変
え
な
い
よ
う
に
、
凶
を
吉
に
変
え
る
た
め
に
か
く

あ
る
べ
し
と
説
く
こ
と
が
主
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
籤
に
あ
る
吉
凶
の
内
容
の
違

い
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
竺
霊
籤
か
ら
継
承
さ
れ

て
い
る
元
々
の
詩
句
の
内
容
を
注
解
で
は
正
確
に
反
映
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
関

係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

観
音
籤

の
序
文
に
は
す
で
に
、
漢
詩
の
一
行
目

は
生
年
か
ら
十
五
ま
で
、
第
二
句
を
十
六
か
ら
三
十
歳
ま
で
と
十
五
歳
毎
の
吉
凶

を
読
み
取
れ
る
と
し
て
、
ま
た
、
第
一
句
か
ら
第
四
句
ま
で
を
四
季
に
対
応
さ
せ

一
年
の
吉
凶
を
占
う
と
い
う
見
方
を
示
し
て
お
り
、

永
代
・
御
鬮
鈔

で
も
同

様
の
文
句
が
見
え
る
。
つ
ま
り
本
来
の
詩
句
で
一
つ
の
語
句
が
示
す
吉
凶
の
意
味

か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で

百
籤

永
代
・
御
鬮
鈔

の
二
つ
な
が
ら
に
共
通
す
る

の
は

人
の
つ
な
が
り

と
運
命
と
の
関
係
で
あ
る
。

友
達
や
親
し
い
人
の
心

変
わ
り
は
、

火
災

や

盗
難

、

身
代
を
保
ち
が
た
き
程
の
損
失

と
同
等

の
凶
事
な
の
で
あ
る
。

挿
絵
の
比
較

こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
、
挿
絵
に
注
目
し
て
み
た
い
。

百
籤

の
特
徴

と
し
て
画
想
の
豊
富
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
手
書
き
な
の
で
絵
が
細
か
く

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
抜
き
に
し
て

も
絵
を
見
て
い
る
だ
け
で
興
趣
を
覚
え
る
も
の
が
あ
る

（

）
。
例
え
ば
、

百
籤

で

〔史料紹介〕 ミくじ百番 板下



は
登
場
人
物
は
多
岐
に
わ
た
る
。
中
国
の
武
将
、
占
星
術
師
、
石
川
五
右
衛
門
、

大
星
由
良
助
、
韓
信
、
太
公
望
、
海
女
、
琵
琶
法
師
な
ど
。
ま
た
、
人
物
以
外
に

自
然
、
動
物
（
豹
、
鶴
、
鷹
な
ど
）、
職
分
と
し
て
は
、
武
士
や
出
家
、
学
者
、

商
人
以
外
に
囃
子
方
、
門
付
、
公
家
な
ど
も
見
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
細
か
い
趣
向

が
み
ら
れ
る
。

永
代
・
御
鬮
鈔

に
は
そ
こ
ま
で
趣
向
を
こ
ら
し
た
絵
は
み
あ
た
ら
な
い
。

同
じ
よ
う
な
画
が
散
見
で
き
、
挿
絵
に
神
経
が
行
き
届
い
て
い
る
と
は
い
い
が
た

い
。
ま
た
、
登
場
す
る
の
は
主
に
商
人
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
四
十
四
番
は
詩

句
で
碁
が
た
と
え
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、

百
籤

永
代
・
御
鬮
鈔

と
も

に
碁
盤
を
前
に
碁
に
興
ず
る
人
が
描
か
れ
る
。

百
籤

で
は
侍
と
出
家
で
描
か

れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、

永
代
・
御
鬮
鈔

で
は
、
商
人
の
姿
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
点
で
、
大
野
氏
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
御
籤
本
の
受
容
者
の
変
化
が
こ

こ
に
も
読
み
取
れ
る

（

）
。

他
に
も
、
第
六
十
七
番
凶
で
は
人
が
川
を
眺
め
る
姿
が
ど
ち
ら
に
も
描
か
れ
て

い
る
が
、

百
籤

は
武
士
、

永
代
・
御
鬮
鈔

で
は
商
人
と
な
っ
て
い
る
。
第

八
十
一
番
で
は
、
財
宝
を
前
に
す
る
男
女
が

百
籤

で
は
商
人
、

永
代
・
御

鬮
鈔

で
は
武
士
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
逆
の
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
挿
絵
内
の

総
登
場
人
物
中
の
商
人
が
登
場
す
る
割
合
か
ら
す
る
と
、

百
籤

で
は
一
四
七

人
中
四
一
人
、

永
代
・
御
鬮
鈔

で
は
一
六
三
人
中
八

人
と
な
っ
て
い
る
。

百
籤

の
挿
絵
の
題
材
が
多
岐
に
わ
た
る
の
に
対
し
て
、
永
代
・
御
鬮
鈔
の

挿
絵
は
同
じ
よ
う
な
絵
が
多
い
が
、
逆
に
言
う
と
わ
か
り
や
す
い
。
た
と
え
ば
、

人
に
頭
を
下
げ
て
い
る
絵
は

百
籤

で
は
六
。
そ
の
う
ち
の
大
吉
の
五
つ
は
、

絵
の
意
味
と
し
て
は
、
人
に
認
め
ら
れ
て
出
世
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
た
も
の
と

考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
永
代
・
御
鬮
鈔
で
は
こ
れ
が
、
一
七
を
数
え
、
そ
の
う
ち

一
二
が
吉
以
上
。
他
に
大
吉
を
表
す
絵
は
、

え
ら
く
な
っ
て
従
者
を
連
れ
て
い

る
姿

を
表
し
て
い
る
絵
と
読
み
取
れ
る
の
だ
が
、

百
籤

が
二
な
の
に
対
し

て
、

永
代
・
御
鬮
鈔

で
は
五
つ
を
数
え
る
。
酒
席
を
描
く
絵
は
女
難
や
遊
び

に
ふ
け
る
こ
と
を
誡
め
る
絵
が
、

百
籤

で
は
キ
セ
ル
を
持
っ
た
商
人
が
酒
席

で
女
性
に
給
仕
さ
れ
て
い
る
絵
な
の
に
対
し
て
、

永
代
・
御
鬮
鈔

で
は

河

内
屋

と
描
か
れ
た
店
先
に
い
る
男
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
同
様
の
絵
は
も
う

一
つ
あ
る
。
ま
た
他
に
も
門
前
に
立
つ
男
の
挿
絵
が
あ
り
、
そ
の
点
で
ど
う
読
み

取
る
べ
き
か
一
見
し
て
わ
か
り
に
く
い
。
似
た
絵
は
五
つ
あ
り
、
ど
れ
も
吉
以
上

の
挿
絵
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
出
世
し
て
出
仕
す
る
姿
を
描
い
て
い
る
も
の

と
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

百
籤

で
は
、
大
吉
の
挿
絵
と
し
て

富
士
山
と

帆
掛
け
船

天
に
昇
る
龍

鶴

桜

な
ど
を
描
く
の
に
対
し
て
、
同
じ
趣

向
の
絵
が
多
い
。
そ
の
分
、
類
型
化
さ
れ
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
と
も
い
え
る
。

百
籤

の
注
解
に
心
に
関
す
る
描
写
が
多
い
分
、
挿
絵
に
は
そ
れ
を
表
し
た
人

物
を
描
く
こ
と
が
少
な
い
の
に
対
し
て
、

永
代
・
御
鬮
鈔

で
は
、
ほ
と
ん
ど

が
人
物
の
姿
ば
か
り
で
そ
の
様
子
も
類
型
化
し
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
。

柱
刻
に
つ
い
て

百
籤

の
特
徴
を
あ
げ
る
た
め
に
、
結
果
と
し
て

永
代
・
御
鬮
鈔

と
の

比
較
に
多
く
筆
を
費
や
し
て
き
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
柱
刻
の
問
題
を
解
く
う



え
で
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
の
刊
行

（

）

か
ら
、
明
治
に
至
る
ま
で
様
々
な
種
類
の

大
雑
書

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
御
籤
本
は
最
初
か
ら
大
雑
書
に
含

ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
現
在
確
認
で
き
る
も
の
で
は
、
こ
の

永
代
大
雑

書

で
初
め
て
収
録
さ
れ
た
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（

）
。

百
籤

の
柱
刻
に
あ
る

万
年
大
雑
書

に
つ
い
て
は
、
川
崎
理
恵
氏
に
よ

る

大
雑
書
に
関
す
る
書
誌
的
考
察

貞
享
か
ら
宝
永
期
ま
で
（

）
を
参
考
に
し

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

万
年
大
雑
書

と
い
う
書
名
は
目
録
題
か
ら
採
用
さ
れ

て
お
り
、
題
簽
は

（
万
年
鑑

首
書
ゑ
入

三
世
相
）
大
雑
書
拾
遺
大
成

、
異

本
は
四
冊
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
出
版
年
は

元
禄
十
一
戌
寅
年
孟
夏
吉
辰

で
、

版
元
は
秋
田
屋
徳
右
衛
門
、
敦
賀
屋
九
兵
衛
、
山
本
弥
三
兵
衛
・
岡
野
安
兵
衛
と

版
元
不
明
の
も
の
で
あ
る
。
東
海
学
園
大
学
所
蔵
の
秋
田
屋
徳
右
衛
門
板
が
最
も

刷
り
具
合
が
美
し
く
、
そ
れ
を
参
考
に
す
る
と
、
項
目
番
号
は

百
十
五
と

六
十
図
の
事

し
ほ
時
の
事

日
出
入
の
事

月
出
入
事

日
の

長
み
し
か
の
事

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
版
元
の
中
で
も
敦
賀
屋
九
兵
衛
に
つ
い

て
は
、
橋
本
萬
平
氏
は
、

寛
政
九
年
版
大
ざ
っ
し
ょ
（

）
の
解
説
で
以
下
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。

売
れ
る
本
と
見
て

大
雑
書

は
、
多
く
の
出
版
店
が
様
々
の
趣
向
を
こ
ら

し
て
発
行
し
て
い
る
が
、
こ
の
本
に
執
念
を
燃
や
し
、
江
戸
期
を
通
じ
て
常

に
新
機
軸
を
考
案
し
、
改
正
増
補
し
た
新
版
を
発
刊
し
た
の
が
、
大
坂
の
書

肆
敦
賀
屋
九
兵
衛
で
あ
る

（

）
。

ま
た
、

敦
賀
屋
九
兵
衛
は
詳
細
膨
大
な

大
雑
書

を
何
回
も
出
版
し
、
そ
れ
ら
が

々
再
版
さ
れ
て
世
間
の
需
要
を
満
た
し
て
き
た
。
然
し
、
彼
は
ど
う
し
て

も
既
刊
の

大
雑
書

で
は
満
足
出
来
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
事
項
を
採
り

入
れ
、
庶
民
の
日
常
生
活
に
必
要
な
知
識
す
べ
て
を
盛
り
込
ん
だ

大
雑

書

を
作
ろ
う
と
決
心
を
し
た
。
そ
れ
は
い
つ
頃
で
あ
り
、
そ
れ
に
参
加
し

た
学
者
が
誰
で
あ
っ
た
か
全
く
わ
か
ら
な
い
。
然
し
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
作

り
上
げ
る
に
は
、
驚
く
ほ
ど
の
組
織
と
時
間
と
が
必
要
で
あ
っ
た
に
ち
が
い

な
い

（

）
。

と
も
、
指
摘
し
て
い
る
。

敦
賀
屋
が
天
保
十
三
年
に
よ
う
や
く
出
版
し
た
の
が
、

天
保
新
選
永
代
大
雑

書
萬
歴
大
成

で
あ
る
。
序
文
執
筆
年
が
天
保
九
年
、
出
版
が
十
三
年
。
そ
の
丸

四
年
の
間
に
御
籤
本
を
収
録
す
べ
く
執
筆
さ
れ
て
た
の
で
は
な
い
か
。
結
局
そ
れ

に
収
録
さ
れ
た
の
は

元
三
大
師
御
鬮
絵
鈔

で
あ
っ
た
。

百
籤

に
何
か
そ

の
間
の
事
情
を
う
め
る
よ
う
な
も
の
が
な
い
か
を
探
る
べ
く
、
内
容
は
同
一
で
は

な
い
の
は
明
ら
か
な
が
ら
も

永
代
・
御
籤
本

と
比
較
し
、
そ
の
共
通
点
、
相

違
点
を
注
解
、
挿
絵
と
検
討
を
行
っ
て
き
た
が
、
直
接
関
係
が
あ
る
と
断
言
で
き

る
よ
う
な
事
実
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

他
に

万
年
大
雑
書

と
い
う
柱
刻
を
も
つ
可
能
性
の
あ
る
本
は
、
文
化
九
年
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刊

萬
年
大
雑
書
永
大
暦

（
加
善
）、
文
化
一
二
年
刊

萬
年
大
雑
書
暦
臺
鑑

（
作
者
濱
本
歌
國
、
版
元
加
賀
屋
善
蔵
）
あ
る
（

）
。
題
箋
と
柱
刻
が
一
致
し
な
い
こ

と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
も
っ
と
刊
本
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
と
め

最
後
に
元
三
大
師
の
御
籤
の
解
釈
と
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
、
宗
教
家
に
範
を

仰
い
で
み
た
い
。

山
田
恵
諦
前
天
台
座
主
は

小
僧
の
時
分
か
ら
お
大
師
さ
ま
の
お
籤
に
頼
り
、

右
す
か
左
す
べ
き
か
と
い
う
と
き
に
は
決
ま
っ
て
お
御
籤
を
い
た
だ
い
て
き
た
。

（
中
略
）
そ
れ
で
間
違
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
や
は
り
御
利
益
で
あ
る

（

）
と

語
る
。

こ
の
宗
教
者
の
御
籤
観
を
み
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た

・

群

の
御
籤
本
だ
け
で
は
な
く
、

元
三
大
師
御
鬮
鈔
大
全

な
ど
の
小
型
の
抄
本
の

御
籤
本
の
系
統
も
刊
行
さ
れ
続
け
て
い
る
理
由
が
わ
か
る
（

）
。
こ
れ
は
、

失
物

な
ど
の
事
象
的
判
断
以
外
の
注
解
は
、
信
仰
の
対
象
の
み
を
示
し
て
い
る
本
な
の

で
あ
る
。
御
籤
を
神
仏
の
お
告
げ
で
あ
る
と
す
る
本
来
の
御
籤
の
意
味
か
ら
言
え

ば
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
が
正
統
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
信
仰
が
あ
っ
て
の
お
告
げ

で
は
な
く
、
お
告
げ
の
吉
凶
を
好
転
さ
せ
る
た
め
の
信
仰
を
説
く
と
い
う
点
で

は
、

群
と
か
わ
り
な
い
。
俗
人
相
手
と
い
う
こ
と
で
、
誡
め
と
し
て
神
仏
に
重

き
を
お
く
か
、
儒
教
的
倫
理
に
重
き
を
置
く
か
と
言
う
こ
と
の
差
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、

永
代
・
御
鬮
鈔

で

か
く
気
楽
に
日
を
送
る
工
夫
す
べ
し

と
語

る
そ
の
達
観
は
、
先
ほ
ど
引
い
た
座
主
の
御
籤
観
に
通
じ
る
。
長
生
き
の
秘
訣
は

自
然
の
ま
ま
無
理
を
せ
ず
、
何
事
も
心
配
し
な
い

事
で
あ
る
と
語
り
、
そ
れ

は

も
た
れ
か
か
る
柱

つ
ま
り
相
談
相
手
が
あ
れ
ば
う
ま
く
い
く
、
そ
れ
が
座

主
の
場
合
は
御
籤
な
の
で
あ
る
。
一
方
そ
の
御
籤
の
効
用
は

た
と
え
、
そ
の
と

お
り
に
い
か
な
く
て
も
、
あ
き
ら
め
が
つ
く
こ
と

。
御
籤
に
頼
っ
て
い
る
と
人

に
言
っ
て
お
け
ば
、
あ
れ
こ
れ
言
わ
れ
た
と
し
て
も

逃
げ
道
に
使
え
る

と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

吉
は
ほ
う
っ
て
お
い
て
も
吉

凶
の
み
く
じ
が

出
た
と
き
が
か
え
っ
て
み
く
じ
の
大
切
さ
が
あ
る

と
い
う
そ
の
御
籤
観
に
触
れ

て
み
る
と
、
大
吉
で
あ
ろ
う
と
凶
で
あ
ろ
う
と
、
身
の
慎
み
を
変
わ
ら
ず
訴
え
る

百
籤

の
一
種
の
息
苦
し
い
叙
述
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た

三
世
相

で
自
分
の
運
勢
を
占
う
と

金
持
ち
に
な
れ
な
い

と
出
た
が
、

必
要
な
金
に
は
こ
ま
ら
な
い

と
い
う
結
果
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
金
の
有

り
無
し
で
目
の
前
の
事
柄
の
必
要
不
必
要
を
知
る
と
い
う
よ
う
に
う
け
と
り
、

こ
う
し
た
考
え
で
暮
ら
せ
ば
、
気
は
楽
に
な
り
、
悩
む
こ
と
も
少
な
く
な
り
、

生
活
に
無
理
が
か
か
ら
な
く
な

る
と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
運
勢
占
い
で

我
が
身
の

分
限

を
知
る
人
の
安
心
が
み
て
と
れ
る
。

大
雑
書
は
、

平
安
時
代
以
降
の
陰
陽
道
や
宿
曜
道
の
系
統
を
ひ
き
、
八
卦
・

方
位
・
干
支
・
納
音
・
十
二
直
・
星
宿
・
七
曜
な
ど
に
よ
る
日
の
吉
凶
、
さ
ま
ざ

ま
な
禁
忌
や
ま
じ
な
い
、
男
女
の
相
性
運
な
ど
を
内
容
と
し
た
書
物
で
あ
る

（

）

。

言
い
か
え
れ
ば
、
大
雑
書
は
人
智
で
は
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
身
の
運
命
や

避
け
る
べ
き
事
象
や
事
柄
を
読
み
取
り
、
そ
れ
に
則
っ
て
物
事
を
行
う
と
い
う
点

で
、

天
命
に
従
う

方
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
御
籤
本
は
、
く
じ
に
よ



り
偶
然
を
読
み
取
り
、
も
し
か
し
た
ら
可
能
か
も
し
れ
な
い
、
天
命
を
変
え
る
う

る
わ
ず
か
な
可
能
性
を
探
る
手
段
に
な
り
え
る
。

百
籤

で
は
そ
れ
を
可
能
に

す
る
の
は
儒
教
の
教
え
の
も
と
、
倫
理
的
な
処
世
訓
で
律
し
た
自
分
自
身
で
あ

り
、
そ
れ
が
時
節
を
自
分
で
見
極
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
で
き
る
唯
一
の

方
法
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
て
得
ら
れ
る
救
い
の
糸
は
、
人
と
の
、
上

の
人
と
の
縁
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
々
は
そ
の
可
能
性
を
信
ず
る
だ

け
の
も
の
を
そ
の
倫
理
的
な
処
世
訓
の
中
に
見
い
だ
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

永
代
・
御
鬮
鈔

に
は
御
籤
の
解
説
と
し
て
、

真
に
凶
を
転
じ
て
吉
と
し

禍
を
避
て
吉
に
む
か
ふ
の
宝
籤
成
れ
ば
心
に
少
し
の
疑
惑
の
念
も
な
く
一
心
に
信

心
を
こ
ら
し
て
と
る
べ
き
も
の
な
り

と
、
大
雑
書
に
対
し
て
の

積
極
的
な
疑

念
の
払
拭

が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
信
じ
る
べ
き
対
象
は
こ
こ
で
は
自
分
で
は
な

く
、
や
は
り
信
心
で
あ
る
。
恵
諦
座
主
の
心
境
と
併
せ
て
読
む
と
、
百
籤
の
注
解

に
見
ら
れ
る

寄
る
辺
な
さ

が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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注（

）
大
野
出
著

江
戸
の
占
い

（
平
凡
社
刊
、
二

四
年
）
一
九
八
頁

（

）
間
い
紙
は
和
紙
で
は
な
く
、
洋
紙
の
よ
う
で
あ
る
。

（

）
中
村
公
一
著

一
番
大
吉
！

お
み
く
じ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

大
修
館
書
店
、

一
九
九
九
年

（

）
銘
文
に
天
竺
霊
感
観
音
籤
と
あ
る
。
前
掲
本
（

）
よ
り
確
認

（

）
二
又
淳

元
三
大
師
御
籤
本
一
覧
稿

近
世
文
芸
研
究
と
評
論

第
六
一
号

近
世
文
芸
研
究
と
評
論
の
会
刊
、
二

一
年

（

）
注
解
、
事
象
別
判
断
、
職
分
別
判
断
、
総
括
部
分
と
い
う
言
葉
は
、
大
野
氏
に

倣
っ
た
。

（

）

観
音
百
籤
占
決
諺
解

は
、
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
、
影
印
本

近
世
文
学

資
料
類
従
・
参
考
文
献
編
十
一

（
勉
誠
社
、
一
九
七
七
年
）
を
使
用
。

（

）
大
野
出

元
三
大
師
御
鬮
諸
鈔

考

日
本
語
と
日
本
文
学

三
二
号
、
筑

波
大
学
国
語
国
文
学
会
刊
、
二

一
年

（

）
大
野
出

元
三
大
師
御
籤
本
の
思
想

倫
理
学
年
報

第
五

号
、
日
本
倫
理

学
会
刊
、
二

一
年

（

）

観
音
籤

の
信
仰
の
対
象
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
前
掲
（

）
に
よ

る
と
延
二
四
九
、
そ
れ
に
対
し
て
、

百
籤

で
は
延
五
六
。
の
ち
に
比
較
対
照

し
て
い
く

永
代
大
雑
書

で
は
四
二
で
あ
る
。
数
の
上
で
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら

な
い
よ
う
だ
が
、
信
心
の
対
象
が
特
定
の
神
や
仏
で
は
な
く

神
仏

信
心

と
い
っ
た
あ
い
ま
い
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

（

）

群
に
つ
い
て
は
適
切
な
本
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（

）
こ
れ
以
後
の

百
籤

か
ら
の
引
用
は
、
当
用
漢
字
、
現
代
仮
名
遣
い
に
適
宜

改
め
た
。

（

）

宮
本
又
次
著
作
集

第
八
巻

大
阪
町
人
論

講
談
社
、
一
九
七
七
年

（

）
前
掲
本
（

）
一
四
二
頁

（

）
東
明
雅
校
訂

日
本
永
代
蔵

巻
五
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
六
年
。
二
六
頁
。

以
下

内
の
引
用
は
す
べ
て
同
書
か
ら
。

（

）

町
人
嚢

中
村
幸
彦
校
注

日
本
思
想
体
系
五
九

近
世
町
人
思
想

岩
波
書

店
、
一
九
七
五
年

（

）
前
掲
本

一
四
六
頁

（

）
前
掲
本

一
四
七
頁

（

）

天
保
選
書
永
代
大
雑
書
万
暦
大
成

は
、
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
本
（
浪
華
書

林
、
天
保
十
三
年
刊
、
明
治
十
三
年
補
刻
）
を
使
用
。
永
代
大
雑
書
に
収
録
さ
れ

た
の
は
、

元
三
大
師
御
鬮
絵
鈔

だ
が
、
大
雑
書
内
の
項
目
と
し
て
は

元
三

大
師
御
鬮
鈔

と
な
っ
て
い
る
。

（

）
こ
こ
で
は
挿
絵
が
な
い
た
め

観
音
籤

は
比
較
の
対
象
と
し
て
い
な
い
。

（

）
前
掲
本
（

）
二
一
八
頁



（

）
川
崎
理
恵

戦
国
時
代
の
暦
占

（

京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究

紀
要
・
史
学
編

二

八
）
に
よ
る
と
、
無
刊
期
本
な
が
ら
元
和
七
年

（
一
六
二
一
）
の
墨
書
き
を
持
つ
大
雑
書
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
実
際
の
出
版

は
寛
永
八
年
よ
り
遡
る
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
刊
期
の
確
定
し
て
い
る
寛
永
八
年

を
採
っ
た
。

（

）
そ
の
他
の
大
雑
書
に
収
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
調
査

不
足
で
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（

）

京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
・
史
学
編

二

七

年

（

）
橋
本
萬
平
・
小
池
淳
一
編

寛
政
九
年
版
大
ざ
っ
し
ょ

岩
田
書
院
、
一
九
九

六
年

（

）
前
掲
本
（

）
所
収
、
橋
本
萬
平

大
ざ
っ
し
ょ

の
系
統
と
特
色

一
八
二

頁

（

）
前
掲
書
（

）
一
八
四
頁

（

）
森
田
登
代
子

大
雑
書
研
究
序
説

永
代
大
雑
書
萬
暦
大
成

の
内
容
分
析

か
ら

日
本
研
究

二

四
年

（

）
山
田
恵
諦

山
田
恵
諦
一

を
生
き
る

第
二
五
三
世
天
台
座
主
自
選
著
作

集

法
蔵
館
、
一
九
九
五
年
。
以
下

内
の
引
用
は
す
べ
て
同
書
に
よ

る
。

（

）
架
蔵
本
に
よ
る
。

（

）
横
山
俊
夫

大
雑
書
考

多
神
世
界
の
媒
介

人
文
会
報
第
八
六

号

京
都

大
学
人
文
科
学
研
究
所
刊
、
二

二
年

参
考
文
献

大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
・
佐
古
慶
三
教
授
収
集
文
書

百
籤

近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
、
影
印
本

近
世
文
学
資
料
類
従
・
参
考
文
献
編
十
一

勉

誠
社
、
一
九
七
七
年

天
保
十
三
年
、
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
本

天
保
選
書
永
代
大
雑
書
万
暦
大
成

浪
華
書

林
天
保
十
三
年
刊
、
明
治
十
三
年
補
刻

近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
、
影
印
本

近
世
文
学
資
料
類
従
・
参
考
文
献
編
十
一

勉

誠
社
、
一
九
七
七
年

大
野
出

江
戸
の
占
い

河
出
書
房
新
社

二

四
年

中
村
公
一

一
番
大
吉
！

お
み
く
じ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

大
修
館
書
店

一
九
九
九

年
宮
本
又
次
著
作
集

第
八
巻

大
阪
町
人
論

講
談
社
、
一
九
七
七
年

東
明
雅
校
訂

日
本
永
代
蔵

岩
波
文
庫
、
一
九
五
六
年

中
村
幸
彦
校
注

日
本
思
想
体
系
五
九

近
世
町
人
思
想

岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年

大
野
出

元
三
大
師
御
鬮
諸
鈔

考

日
本
語
と
日
本
文
学

三
二
号
、
筑
波
大
学

国
語
国
文
学
会
刊
、
二

一
年

大
野
出

元
三
大
師
御
籤
本
の
思
想

倫
理
学
年
報

第
五

号
、
日
本
倫
理
学
会

刊
、
二

一
年

川
崎
理
恵

大
雑
書
に
関
す
る
書
誌
的
考
察

貞
享
か
ら
宝
永
期
ま
で

京
都
女
子

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
・
史
学
編

二

七
年

川
崎
理
恵

戦
国
時
代
の
暦
占

京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
・
史

学
編

二

八
年

橋
本
萬
平
・
小
池
淳
一
編

寛
政
九
年
版
大
ざ
っ
し
ょ

岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年

森
田
登
代
子

大
雑
書
研
究
序
説

永
代
大
雑
書
萬
暦
大
成

の
内
容
分
析
か
ら

日
本
研
究

二

四
年

山
田
恵
諦

山
田
恵
諦
一

を
生
き
る

第
二
五
三
世
天
台
座
主
自
選
著
作
集

法
蔵
館
、
一
九
九
五
年


