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は
じ
め
に

　

人
は
必
ず
死
を
迎
え
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
る
か
は
様
々
で
あ
る
。
頻
発
す
る
自
然
災
害
や
疫
病
、
今
日
で
も
止
む
こ
と
の
な
い
戦
争
に
よ
る

死
な
ど
、
必
ず
し
も
寿
命
を
全
う
し
て
の
円
満
な
死
ば
か
り
で
は
な
い
。
加
え
て
現
代
で
は
、
孤
独
死
や
弔
う
人
の
い
な
い
死
の
問
題
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

死
を
私
た
ち
は
ど
う
受
け
止
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
折
口
信
夫
は
、
亡
く
な
る
前
年
の
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
に
発
表
し
た
「
民
族
史
観
に
お
け

　

折お
り

口く
ち

信し
の

夫ぶ

は
亡
く
な
る
前
年
に
発
表
し
た
「
民み

ん

族ぞ
く

史し

観か
ん

に
お
け
る
他た

界か
い

観か
ん

念ね
ん

」
に
お
い
て
、
自
ら
の
他た

界か
い

論ろ
ん・

霊
魂
論
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
。

日
本
人
の
信
仰
は
祖そ

霊れ
い

信し
ん

仰こ
う

論ろ
ん

だ
け
で
は
説
明
で
き
ず
、
本
来
も
っ
と
複

雑
な
霊
魂
信
仰
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
、
新
た
に
「
未み

完か
ん

成せ
い

霊れ
い

」

と
い
う
概
念
を
登
場
さ
せ
る
。「
未
完
成
霊
」
は
一
義
的
に
は
年
齢
不
足

の
死
や
横
死
・
戦
死
な
ど
不
完
全
な
死
を
と
げ
た
霊
魂
を
指
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
従
来
の
研
究
で
は
こ
れ
が
戦
後
の
論
考
で
あ
る
こ
と
が

重
視
さ
れ
て
き
た
。
折
口
の
「
未
完
成
霊
」
論
は
、
太
平
洋
戦
争
が
背
景

に
あ
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
他
界
観
は
、

す
で
に
初
期
に
お
い
て
そ
の
形
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で

は
、
特
に
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
採
訪
旅
行
や
論
考
、
あ

る
い
は
柳
田
国
男
の
影
響
等
か
ら
、
そ
の
視
座
が
ど
の
よ
う
に
獲
得
さ
れ

た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
折お

り

口く
ち

信し
の

夫ぶ　

民み
ん

族ぞ
く

史し

観か
ん

に
お
け
る
他た

界か
い

観か
ん

念ね
ん　

他た

界か
い

論ろ
ん

祖そ

霊れ
い

信し
ん

仰こ
う

論ろ
ん　

未み

完か
ん

成せ
い

霊れ
い

論
　
文
　
要
　
旨

折
口
信
夫
「
未
完
成
霊
」
論
―
そ
の
視
座
の
形
成
―

藤
　
原
　
美
　
樹
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る
他
界
観
念
」
に
お
い
て
、
自
ら
の
他
界
論
・
霊
魂
論
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
は
、
日
本
人
の
信
仰
に
関
し
て
、
祖
霊
信
仰
に
よ
る
説
明
だ
け
で

は
不
十
分
で
あ
り
、
本
来
も
っ
と
複
雑
な
霊
魂
信
仰
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
問
う
。
他
界
か
ら
や
っ
て
く
る
霊
的
存
在
に
は
、
人
間
だ
け
で
な
く
、
動
物

や
植
物
な
ど
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
折
口
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
新
た
に
「
未
完
成
霊
」
と
い
う
概
念
を
登
場
さ
せ
る
。

そ
の
姿
は
、
戦
争
で
発
生
す
る
御
霊
や
新
盆
霊
、
未
成
年
の
霊
魂
と
い
っ
た
も
の
、
神
話
の
変
身
譚
に
あ
る
他
界
身
な
ど
様
々
で
あ
る
。
折
口
が
、
自
ら
の
死

を
も
意
識
し
た
時
期
に
考
え
た
「
未
完
成
霊
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
多
く
の
命
が
失
わ
れ
た
太
平
洋
戦
争
を
契
機
と
し
た
も
の
な
の
か1

。
従
来
の

研
究
に
お
い
て
は
、
折
口
の
「
未
完
成
霊
」
論
が
戦
後
の
論
考
で
あ
る
点
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
川
村
邦
光
は
、「
折
口
は
自
ら
も
深
く
関
わ
っ
た
ア
ジ
ア
・

太
平
洋
戦
争
の
敗
北
、
特
に
養
嗣
子
の
春
洋
の
戦
死
を
契
機
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
古
典
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
霊
魂
の
ゆ
く
え
に
思
い
を
馳
せ
て
、
新
た
に

霊
魂
論
を
再
編
し
て
提
唱
し
た
」
と
し
、
こ
れ
が
折
口
の
戦
死
者
に
対
す
る
弔
い
の
作
法
で
あ
っ
た
と
述
べ
る2

。
こ
こ
で
霊
魂
論
再
編
の
契
機
と
し
て
、
ア
ジ

ア
・
太
平
洋
戦
争
と
の
関
係
や
、「
未
完
成
霊
」
と
な
っ
た
春
洋
の
死
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、「
未
完
成
霊
」
論
に
つ
い
て
は
、
折
口
の

初
期
論
考
に
お
い
て
も
そ
の
萌
芽
が
確
認
で
き
な
い
か
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
、
柳
田
国
男
の
影
響
や
採

訪
旅
行
に
よ
る
実
感
な
ど
を
中
心
に
、「
未
完
成
霊
」
論
の
視
座
形
成
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
　「
未
完
成
霊
」
の
概
念

　
「
民
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
」
は
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
十
月
に
角
川
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
古
典
の
新
研
究
』
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

『
古
典
の
新
研
究
』
は
國
學
院
大
學
創
立
七
十
周
年
記
念
論
文
集
で
あ
る
。
昭
和
二
十
七
年
の
夏
に
執
筆
さ
れ
た
こ
の
論
考
に
お
い
て
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
通

り
折
口
の
他
界
論
が
多
く
の
角
度
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
。
他
界
の
あ
り
方
、
霊
魂
と
の
関
係
、
来
訪
者
の
問
題
、
霊
魂
の
成
長
に
つ
い
て
、
他
界
の
生
物
と

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
等
、
様
々
な
課
題
の
「
研
究
の
の
う
と
」
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
と
り
わ
け
重
要
な
論
点
の
一
つ
で
あ
る
「
未
完
成
霊
」
と
は
何
を
指
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

　

折
口
の
論
文
で
は
、「
未
完
成
の
霊
魂
」「
未
成
熟
な
霊
魂
」「
未
完
成
の
霊
」「
未
成
霊
」
な
ど
表
現
が
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
定
義
が
明
確
で
あ
る
と
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は
言
い
難
い
が
、
本
稿
で
は
「
未
完
成
霊
」
と
い
う
語
で
統
一
し
、
本
文
に
沿
っ
て
そ
の
概
念
を
確
認
し
て
ゆ
き
た
い
。
折
口
は
、
未
完
成
霊
の
出
現
を
他
界

の
あ
り
方
か
ら
説
く
。
他
界
は
本
来
神
の
居
処
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
こ
に
は
一
方
「
邪
悪
神
」
も
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
邪
悪
の
側
を
説
明
す
る
の
に
、
祖

霊
信
仰
論
は
、
子
孫
を
慈
し
む
祖
先
霊
魂
と
、
祖
先
に
な
れ
ず
に
人
間
に
障
碍
を
与
え
よ
う
と
す
る
霊
魂
で
説
い
て
き
た
。
こ
れ
は
、
近
代
に
お
け
る
考
え
に

過
ぎ
ず
、「
我
々
は
、
我
々
に
到
る
ま
で
の
間
に
、
も
っ
と
複
雑
な
霊
的
存
在
の
、
錯
雑
混
淆
を
経
験
し
て
き
た
」
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
祖
霊
と
祖
霊
に

な
れ
な
か
っ
た
も
の
、こ
の
世
の
私
た
ち
と
他
界
の
祖
先
と
い
っ
た
単
純
な
二
元
論
を
批
判
し
た
上
で
、折
口
は
完
成
さ
れ
た
霊
魂
に
対
す
る
「
未
成
熟
な
」「
欠

陥
あ
る
」
霊
魂
と
い
う
考
え
方
を
提
示
す
る
。
邪
悪
神
の
側
か
ら
出
現
す
る
と
さ
れ
る
未
完
成
霊
は
、「
完
全
な
霊
魂
の
居
る
場
所
」
に
集
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、

「
未
完
成
な
る
も
の
の
集
ま
る
地
域
に
屯
集
し
、
又
は
孤
独
に
い
る
」。
そ
し
て
、「
人
界
近
く
に
固
着
」
し
、
植
物
や
岩
石
が
未
完
成
霊
の
他
界
の
姿
で
あ
る

と
い
う
。
そ
れ
ら
は
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
故
に
人
間
を
憎
み
、
祟
る
。
仏
教
的
に
解
釈
さ
れ
る
と
そ
れ
は
「
無
縁
亡
霊
」
と
な
り
、
後
に
御
霊
信
仰
を

生
む
。
戦
争
で
多
く
の
死
者
が
出
る
と
、
そ
れ
と
共
に
御
霊
が
激
増
す
る
が
、
そ
れ
ら
「
戦
死
人
の
妄
執
を
表
現
す
る
の
が
、
主
と
し
て
念
仏
踊
り
」
で
あ
り
、

こ
の
中
に
、「
祖
霊
・
未
成
霊
・
無
縁
霊
の
信
仰
が
表
れ
て
い
る
」。
そ
し
て
、
念
仏
踊
り
に
お
い
て
神
が
多
く
の
伴
神
を
従
え
て
練
り
出
し
て
く
る
が
、
こ
の

伴
神
は
、「
祖
先
聖
霊
の
眷
属
で
あ
り
、同
時
に
又
未
成
霊
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、念
仏
踊
り
の
激
し
い
舞
踏
は
「
未
成
霊
の
た
め
の
修
練
行
」
で
あ
り
、

こ
の
鍛
錬
に
よ
っ
て
未
完
成
の
霊
魂
は
、
完
全
に
他
界
へ
行
く
こ
と
が
可
能
な
完
成
霊
と
な
る
。

　

霊
魂
の
完
成
に
は
年
齢
の
充
足
と
完
全
な
形
の
死
が
必
要
で
あ
る
が
、
年
齢
の
充
足
と
は
、「
お
と
な
」
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
不
完
全
な
死
と
は
「
横
死
・

不
慮
の
死
・
呪
わ
れ
た
死
」
な
ど
生
の
中
断
を
さ
す
。
成
年
式
を
経
て
結
婚
期
を
迎
え
る
こ
と
に
よ
り
人
は
「
お
と
な
」
に
な
る
が
、
成
年
を
迎
え
る
こ
と
な

く
死
ん
だ
魂
で
も
、「
あ
る
期
間
の
苦
行
に
よ
っ
て
、
贖
わ
れ
る
」
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
と
す
る
。
成
年
式
の
意
義
は
他
界
に
も
及
ぶ
。「
賽
の
河
原
」
は
此

岸
と
他
界
の
境
界
で
あ
る
が
、
そ
こ
を
守
る
の
は
「
さ
へ
の
神
」（
道
祖
神
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
侵
入
者
を
防
御
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
邪
悪
神
の
性
質
も

も
ち
、
こ
の
神
を
祀
る
の
が
、
魂
が
未
完
成
で
あ
る
少
年
や
青
年
で
あ
る
と
す
る
。
よ
っ
て
、
賽
の
河
原
は
未
完
成
霊
の
屯
集
所
で
あ
る
。

　

以
上
を
整
理
す
る
と
「
未
完
成
霊
」
と
は
、
先
ず
一
義
的
に
は
、
お
と
な
に
な
れ
ず
に
死
ん
だ
者
、
横
死
な
ど
の
不
完
全
な
死
を
迎
え
た
も
の
の
霊
魂
を
意

味
す
る
。
従
来
こ
れ
ら
は
、
祖
先
に
な
れ
な
か
っ
た
霊
魂
、
無
縁
霊
、
御
霊
な
ど
、
邪
悪
で
祟
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
き
た
が
、
折
口
は
そ
れ
を
「
未
完
成
霊
」

と
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
祖
霊
信
仰
論
で
は
捉
え
ら
な
か
っ
た
霊
魂
観
を
提
示
す
る
。
照
射
さ
れ
た
新
た
な
側
面
と
し
て
は
、
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・
他
界
の
複
数
性

　
　

・
未
完
成
霊
の
他
界
で
の
姿

　
　

・
修
練
に
よ
る
霊
魂
の
完
成

　
　

・
未
完
成
霊
の
所
在
と
し
て
の
境
界
・
賽
の
河
原

等
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
折
口
に
お
け
る
他
界
は
、
恐
怖
も
幸
福
を
も
含
ん
だ
複
雑
な
場
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
他
界
観
は
す
で
に
大
正
期
か
ら
見
ら
れ
、
後

の
沖
縄
採
訪
に
よ
っ
て
確
信
を
得
た
よ
う
だ3

。
そ
の
他
界
観
か
ら
未
完
成
霊
が
生
ま
れ
た
と
言
え
る
が
、
折
口
は
さ
ら
に
未
完
成
霊
の
他
界
で
の
姿
を
追
究
す

る
。
そ
し
て
、
念
仏
踊
り
な
ど
の
祭
祀
に
み
ら
れ
る
成
年
式
と
し
て
の
側
面
を
、
生
者
・
死
者
の
霊
魂
の
修
練
と
捉
え
る
。
ま
た
、
他
界
へ
の
通
路
と
し
て
の

賽
の
河
原
と
、
そ
こ
を
守
る
さ
い
の
神
と
未
完
成
霊
と
の
関
係
に
も
考
察
が
及
ぶ
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
折
口
の
初
期
に
お
け
る
「
未
完
成

霊
」
論
へ
の
視
座
形
成
を
追
う
。

二
　
中
断
さ
れ
た
生
へ
の
視
点

１
．
行
路
死
人
の
ゆ
く
え

　

大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
の
「
餓
鬼
阿
弥
蘇
生
譚
」（
全
集
二
）
は
、
説
経
節
「
小
栗
判
官
」
を
題
材
に
し
て
、
霊
魂
と
肉
体
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た

も
の
で
あ
る
。
説
経
節
「
小
栗
判
官
」
は
、
近
世
初
期
に
人
気
を
博
し
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
に
も
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
二
条
大
納
言
兼
家
は
、
世
継

ぎ
を
願
っ
て
鞍
馬
の
毘
沙
門
天
に
子
授
け
を
願
い
小
栗
が
生
ま
れ
る
。
元
服
し
た
小
栗
は
、
女
人
に
変
じ
た
み
ぞ
ろ
が
池
の
大
蛇
と
契
り
、
そ
の
噂
で
常
陸
に

流
さ
れ
る
。
そ
こ
で
商
人
か
ら
、
武
蔵
相
模
の
豪
族
横
山
氏
の
娘
照
手
姫
の
美
し
さ
を
聞
き
、
押
し
か
け
て
婿
入
り
す
る
も
横
山
一
門
に
毒
殺
さ
れ
、
照
手
も

流
さ
れ
て
美
濃
青
墓
の
遊
女
屋
に
買
わ
れ
る
。
そ
の
後
閻
魔
大
王
の
計
ら
い
で
、
小
栗
は
藤
沢
の
遊
行
上
人
に
託
さ
れ
餓
鬼
の
姿
で
よ
み
が
え
る
。
土
車
に
乗

せ
ら
れ
、
人
々
に
曳
か
れ
て
熊
野
に
た
ど
り
着
き
、
そ
の
湯
に
浸
か
っ
た
餓
鬼
阿
弥
は
元
の
人
間
の
姿
で
復
活
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
る4

。
殺
害
さ
れ
た
小
栗

は
、
家
来
た
ち
が
火
葬
さ
れ
る
中
、
ひ
と
り
土
葬
さ
れ
た
た
め
体
が
残
り
、
餓
鬼
と
し
て
こ
の
世
に
も
ど
る
。
こ
の
小
栗
の
姿
に
折
口
は
注
目
し
、
餓
鬼
は
、
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仏
教
化
以
前
の
「
山
野
に
充
ち
て
人
間
を
窺
う
精
霊
」
の
姿
が
残
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
精
霊
の
中
に
は
、「
山
に
入
っ
て
還

ら
な
く
な
っ
た
人
々
の
、
死
霊
の
畏
れ
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
た
。

　

こ
れ
に
は
折
口
自
身
の
「
た
に
に
憑
か
れ
た
」
体
験
が
あ
っ
た
。
本
文
に
あ
る
「
大
台
が
原
の
東
南
、
宮
川
の
上
流
加
茂
助
谷
で
の
事
」
と
は
、
明
治

四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
八
月
に
、
弟
子
の
伊
勢
清
志
・
上
道
清
一
を
伴
っ
て
志
摩
・
熊
野
を
旅
し
た
こ
と
を
さ
す
。
こ
の
時
山
中
で
道
に
迷
い
、
二
日
間
絶

食
し
て
彷
徨
し
て
い
る
。
加
茂
助
谷
は
大
台
ケ
原
の
大
杉
峡
谷
に
あ
る
秘
境
と
も
言
わ
れ
る
山
奥
で
、
現
在
で
も
容
易
な
道
で
は
な
い
。
し
か
も
小
栗
が
餓
鬼

車
で
引
か
れ
た
熊
野
の
山
で
あ
る
。
後
日
、
柳
田
の
「
ひ
だ
る
神
の
こ
と
」（『
民
族
』
大
正
十
四
年
十
一
月
）
を
読
み
、
折
口
は
改
め
て
こ
の
時
の
経
験
を
思

い
出
す
。
柳
田
は
こ
の
論
文
で
、
山
を
歩
い
て
い
る
と
突
然
激
し
い
飢
渇
疲
労
を
感
じ
歩
け
な
る
こ
と
を
ダ
ル
が
つ
く
と
い
い
、
ひ
だ
る
神
と
は
山
中
に
漂
う

餓
死
者
の
霊
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
柳
田
の
発
表
後
、
各
地
か
ら
報
告
が
寄
せ
ら
れ
、
早
川
孝
太
郎
や
伊
波
普
猷
、
南
方
熊
楠
な
ど
が
『
民
族
』
誌
に
寄

稿
し
て
い
る5

。
ひ
だ
る
神
に
つ
い
て
は
当
時
活
発
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
テ
ー
マ
で
、
折
口
も
関
心
を
よ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

行
路
死
人
へ
の
視
点
は
ま
た
、
古
典
が
そ
の
素
地
と
し
て
あ
っ
た
。
聖
徳
太
子
が
片
岡
山
の
飢
人
に
着
物
を
か
け
た
伝
承
や
万
葉
集
の
行
路
死
人
歌
な
ど
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　

讃
岐
の
狭
岑
の
嶋
に
、
石
の
中
の
死
人
を
視
て
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
り
し
歌

　
　
　

沖
つ
波　

来
寄
る
荒
磯
を　

し
き
た
へ
の　

枕
と
ま
き
て　

寝
せ
る
君
か
も　
　
（
万
葉
集
巻
二　

２
２
２
）

こ
の
歌
に
対
し
て
、
折
口
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
の
「
口
訳
万
葉
集
」（
全
集
九
）
で
、

　
　

�

此
種
の
行
路
病
死
人
を
憐
ん
だ
歌
は
、
単
に
気
の
毒
に
思
う
て
歌
う
た
も
の
と
解
す
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
。
蝕
穢
を
厭
う
当
時
の
風
習
に
、
更
に
病
死

人
の
霊
魂
の
祟
り
を
恐
れ
て
、
慰
め
る
心
も
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

と
注
釈
を
つ
け
て
い
る
。
折
口
は
、
万
葉
の
時
代
に
も
す
で
に
行
路
死
人
は
祟
る
存
在
と
さ
れ
、
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
り
祓
え
を
行
っ
た
と
考
え
て
い
た
よ
う

だ
。

　

旅
死
の
骸
に
は
、着
物
や
布
だ
け
で
な
く
植
物
の
枝
も
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
折
口
は
「
天
竜
の
中
流
と
蓼
科
の
上
流
と
に
挟
ま
れ
た
駿
遠
の
山
地
」
を
歩
き
、

山
中
で
見
か
け
る
柴
捨
て
場
が
、
行
倒
れ
死
者
の
供
養
の
塚
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
こ
れ
は
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
の
信
州
の
旅
で
あ
る
。
年
譜
に
よ
る
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と
、
折
口
は
七
月
十
三
・
十
四
日
に
信
州
松
本
市
教
育
会
で
講
演
を
行
い
、
そ
の
後
十
七
日
に
美
濃
中
津
川
を
出
発
し
て
、
信
州
浪
合
、
新
野
、
遠
江
奥
山
、

山
住
、
杉
峯
、
京
丸
を
経
て
、
大
井
川
・
蓼
科
川
に
通
じ
る
道
を
歩
き
、
二
十
五
日
に
静
岡
に
出
て
い
る
。
中
津
川
か
ら
静
岡
ま
で
は
直
線
距
離
で
も
百
キ
ロ

近
く
あ
り
険
し
い
山
間
地
帯
で
あ
る
が
、
す
べ
て
徒
歩
で
あ
る6

。
し
か
も
こ
の
時
は
、
松
本
の
講
演
で
出
会
っ
た
国
文
学
者
の
西
尾
実
が
下
伊
那
の
和
合
出
身

で
あ
り
、
地
元
の
話
を
聞
い
て
思
い
立
っ
た
旅
の
よ
う
だ
。
こ
の
記
録
と
し
て
「
信
州
採
訪
手
帖
」（
大
正
九
年
・
全
集
三
五
）
が
残
さ
れ
て
お
り
、
柴
折
り

塚
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

　
　

�

あ
る
崖
の
曲
り
角
に
沢
山
柴
の
折
っ
て
置
い
た
処
が
あ
る
。
後
で
大
津
峠
の
沢
の
茶
屋
で
聞
い
て
知
っ
た
。
落
ち
込
ん
だ
人
の
供
養
に
あ
げ
て
通
る
の
だ

と
い
ふ
こ
と
だ
。

　

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）『
日
光
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
北
原
白
秋
と
の
対
談
「
緑
ヶ
丘
夜
話
」（
全
集
別
巻
三
）
で
も
旅
死
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。

　
　

�

旧
日
本
の
国
々
で
は
、
行ギ

ヤ
ウ
ジ
ン人の
行
き
仆
れ
を
伝
へ
る
話
や
、
又
そ
の
跡
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
到
る
処
の
山
村
を
歩
く
と
、
峠
ご
と
に
、
こ
ん
な
旅タ

ビ
ジ
ニ死

の
死
骸
を
埋
め
た
跡
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
を
通
る
村
人
の
、
せ
め
て
は
の
心
尽
く
し
か
ら
、
道
ば
た
の
花
柴
を
折
り
か
け
て
通
り
ま
す
。（
中
略
）

こ
ん
な
所
を
通
る
と
、
我
々
で
も
、
自
然
に
柴
を
折
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
す
ま
な
い
気
が
起
る
の
で
す
。

行
路
死
人
と
は
、家
の
外
で
死
ん
だ
者
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
戦
死
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、古
代
に
神
の
む
く
ろ
を
持
ち
苦
し
い
旅
を
続
け
た
「
ほ

か
ひ
人
」
の
姿
も
、
折
口
の
脳
裏
に
浮
か
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い7

。

　

大
正
九
年
の
信
州
の
旅
は
、
釈
迢
空
の
短
歌
と
し
て
も
結
実
し
た
。
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
第
一
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
に
あ
る

「
供
養
塔
」
で
あ
る
。

　
　
　
　

�

数
多
い
馬
塚
の
中
に
、
ま
新
し
い
馬
頭
観
音
の
石
塔
婆
が
立
っ
て
い
る
の
は
、
あ
は
れ
で
あ
る
。
又
殆
、
峠
毎
に
、
旅
死
に
の
墓
が
あ
る
。
中
に
は
、

業
病
の
姿
を
家
か
ら
隠
し
て
、
死
ぬ
る
ま
で
の
旅
に
出
た
人
の
な
ど
も
あ
る
。

　
　

人
も　

馬
も　

道
ゆ
き
つ
か
れ
て
死
に
に
け
り
。
旅
寝
か
さ
な
る
ほ
ど
の　

か
そ
け
さ

　
　

道
に
死
ぬ
る
馬
は
、
仏
と
な
り
に
け
り
。
行
き
と
ど
ま
ら
む
旅
な
ら
な
く
に

　
「
供
養
塔
」
の
連
作
に
つ
い
て
は
、
晩
年
『
自
歌
自
註
』（
昭
和
二
九
年　

全
集
三
一
）
で
、
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�
道
に
建
て
残
さ
れ
た
石
塔
を
見
る
と
、
な
る
ほ
ど
こ
う
も
、
行
路
の
旅
に
人
間
も
馬
も
倒
れ
死
ん
で
し
ま
う
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
知
る
。（
中
略
）
私
の

旅
も
、
そ
の
馬
の
如
く
、
人
の
如
く
、
命
の
消
耗
し
て
尽
き
て
し
ま
う
日
ま
で
続
け
よ
う
と
い
う
旅
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
…
…
。

と
回
想
す
る
。
柴
折
り
塚
を
見
て
故
人
の
悲
哀
が
よ
み
が
え
り
、
葬
ら
れ
た
人
は
自
分
自
身
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
が
こ
れ
ら
の
歌
に
滲
ん
で

い
る
。
岡
野
弘
彦
は
、
折
口
が
亡
く
な
る
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
夏
頃
の
会
話
と
し
て
、「
二
・
三
日
前
に
先
生
が
、「
遠
州
奥
領
家
を
た
ず
ね
て
旅
を

し
た
頃
の
、
あ
の
澄
み
徹
っ
た
思
い
が
、
折
々
又
よ
み
が
え
っ
て
来
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。」
と
伝
え
て
い
る8

。
こ
れ
は
折
口
が
、

「
供
養
塔
」
の
歌
と
と
も
に
、
大
正
九
年
の
信
州
へ
の
旅
の
記
憶
を
、
晩
年
ま
で
鮮
明
に
抱
い
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
う
。

２
．
赤
子
塚
の
話

　

未
完
成
霊
は
年
齢
不
足
の
死
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
死
に
対
す
る
視
点
は
、ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
。
折
口
は
、大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
の
「
小

栗
外
伝
（
餓
鬼
阿
弥
蘇
生
譚
の
二
）
魂
と
姿
の
関
係
」（
全
集
二
）
に
お
い
て
、
餓
鬼
阿
弥
の
蘇
生
に
つ
い
て
の
考
察
を
す
す
め
る
。
こ
の
論
文
は
、
他
界
身

や
他
界
の
生
類
、
外
来
魂
・
内
在
魂
、
子
供
の
魂
な
ど
、「
民
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
」
に
つ
な
が
る
重
要
な
テ
ー
マ
が
多
く
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
中
で
、

炉
辺
叢
書
『
赤
子
塚
の
話
』
を
参
照
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
。

　
　

�

骸
を
覓
め
て
い
る
魂
は
、
た
だ
の
餓
鬼
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
不
完
全
な
魂
、
村
の
男
と
も
な
ら
ぬ
中
に
死
ん
だ
、
条
件
付
き
で
な
け
れ
ば
生
を
享
け

ら
れ
ぬ
魂
も
、
預
り
親
に
無
数
に
保
た
れ
な
が
ら
、
迷
う
て
居
た
の
で
あ
る
。（
炉
辺
叢
書
「
赤
子
塚
の
話
」
参
照
）

　

蘇
生
を
目
指
す
過
程
で
完
全
な
肉
身
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
餓
鬼
で
あ
る
が
、
村
の
男
に
な
ら
ず
に
死
ん
だ
者
の
魂
も
不
完
全
で
あ
り
、
餓
鬼
と
同
様

に
肉
身
を
求
め
て
彷
徨
っ
て
い
る
と
す
る
。「
参
照
」
と
指
示
さ
れ
た
の
は
、
柳
田
国
男
の
『
赤
子
塚
の
話
』
で
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
二
月
二
十
日
玄

文
社
よ
り
発
行
さ
れ
た
「
炉
辺
叢
書
」
の
第
一
冊
で
あ
る
。
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
か
ら
四
年
に
か
け
て
七
回
に
わ
た
る
『
子
供
の
世
紀
』
へ
の
転
載
を
経

て
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
再
版
さ
れ
た9

。
貴
族
院
書
記
官
長
を
務
め
て
い
た
柳
田
は
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
十
二
月
に
官
界
を
去
り
、
こ
れ

は
そ
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

赤
子
塚
と
は
、
墓
下
よ
り
赤
子
の
泣
き
声
が
す
る
の
で
そ
こ
を
掘
る
と
、
死
ん
だ
母
の
体
内
よ
り
無
事
に
赤
子
が
生
ま
れ
て
お
り
、
養
育
す
る
と
長
じ
て
高

23-10-387_009-藤原美樹氏.indd   15523-10-387_009-藤原美樹氏.indd   155 2024/02/15   13:35:522024/02/15   13:35:52



156

僧
に
な
っ
た
と
い
う
類
の
伝
説
を
有
す
る
塚
の
こ
と
を
い
う
。
全
国
に
分
布
し
、
死
ん
だ
母
親
の
幽
霊
に
飴
を
与
え
ら
れ
て
育
っ
た
子
育
て
幽
霊
の
伝
承
を
持

つ
も
の
も
多
い10

。
柳
田
は
『
赤
子
塚
の
話
』
で
、
死
ん
だ
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
の
話
や
、
子
供
と
道
祖
神
、
賽
の
河
原
と
の
関
係
、
地
蔵
信
仰
な
ど
に
つ

い
て
多
く
の
事
例
を
あ
げ
、
赤
子
塚
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
考
察
し
た
。
そ
こ
で
柳
田
は
、
赤
子
の
霊
魂
が
ま
だ
「
清
く
新
し
い
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
魂
は

再
び
帰
っ
て
来
る
の
で
「
手
軽
に
」
処
理
す
る
た
め
に
境
の
神
に
委
ね
た
と
し
、
サ
ヘ
の
神
＝
道
祖
神
に
人
間
の
生
と
死
を
つ
か
さ
ど
る
カ
ミ
と
し
て
の
性
格

を
見
て
い
る
よ
う
だ
。
今
で
も
、
死
ん
だ
子
供
を
子
墓
・
子
三
昧
・
童
墓
の
よ
う
に
一
般
の
墓
地
と
は
別
の
場
所
に
埋
め
る
事
例
が
あ
り
、
ま
た
七
歳
以
下
の

子
供
に
、
鰯
や
鰶
な
ど
生
臭
物
を
そ
え
て
埋
め
る
習
俗
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
幼
児
の
魂
を
仏
に
す
る
ま
い
と
し
、
再
生
復
活
を
願
う
作
法
で
あ
る
と
い
わ

れ
る11

。
遊
離
し
つ
つ
あ
る
霊
魂
が
本
人
の
体
に
戻
る
蘇
生
譚
と
は
別
に
、遊
離
し
た
霊
魂
が
他
人
に
寄
り
つ
い
て
再
生
す
る
と
い
う
再
生
譚
も
日
本
に
は
多
い
。

平
田
篤
胤
の
「
勝
五
郎
再
生
記
聞
」（
文
政
六
年
）
は
、
多
摩
郡
に
住
む
勝
五
郎
が
、
自
分
は
別
の
村
で
六
年
前
に
疱
瘡
で
亡
く
な
っ
た
子
の
生
ま
れ
変
わ
り

で
あ
る
と
語
っ
た
と
い
う
話
で
、
篤
胤
は
こ
の
童
に
直
接
話
を
聞
い
て
い
る12

。
こ
こ
に
は
当
時
の
民
衆
が
持
っ
て
い
た
再
生
観
が
う
か
が
え
、
肉
体
と
霊
魂
は

別
の
も
の
で
あ
り
、
肉
体
は
霊
魂
の
容
れ
物
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
信
仰
が
根
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

折
口
は
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）、
國
學
院
大
學
の
郷
土
研
究
会
で
の
講
義
に
お
い
て
、
子
供
が
死
ん
で
も
そ
の
魂
は
ま
だ
仮
死
状
態
で
汚
れ
て
い
な
い

の
で
、
村
は
ず
れ
の
神
＝
さ
い
の
神
に
預
け
て
お
く
と
そ
れ
が
復
活
す
る
、
こ
う
い
う
視
点
は
柳
田
先
生
が
「
赤
子
塚
の
話
」
を
書
か
れ
る
ま
で
は
誰
も
思
い

つ
か
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
話
し
て
い
る
（「
民
間
伝
承
学
講
義
」
全
集
ノ
ー
ト
編
七
）。「
仮
死
状
態
」
に
あ
る
子
供
の
魂
と
さ
い
の
神
と
の
関
係
に
気
づ
い
た

の
は
、
柳
田
の
示
唆
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
未
完
成
霊
と
道
祖
神
・
賽
の
河
原
と
の
関
係
は
改
め
て
検
討
す
る
が
、
こ
こ
で
は
折
口
が
、
体
を
も
と
め
て
さ
ま

よ
う
餓
鬼
の
姿
に
、赤
子
の
魂
だ
け
で
は
な
く
、「
村
の
男
と
も
な
ら
ぬ
う
ち
に
死
ん
だ
」
若
者
の
霊
も
含
め
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
小
島
瓔
禮
は
、「
民

族
史
観
の
他
界
観
念
」
は
柳
田
の
「
赤
子
塚
の
話
」
を
さ
ら
に
論
理
的
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
柳
田
は
死
後
の
霊
魂
に
焦
点
を
あ
て
る
が
、

折
口
は
、
生
者
の
霊
魂
に
も
強
い
関
心
を
よ
せ
、
そ
の
未
完
成
霊
が
集
ま
る
場
所
を
賽
の
河
原
と
し
て
、
霊
の
成
熟
も
含
め
道
祖
神
信
仰
の
体
系
に
収
め
よ
う

と
し
た
、
と
述
べ
て
い
る13

。
折
口
は
、
柳
田
の
「
赤
子
塚
の
話
」
を
自
ら
の
理
論
に
取
り
込
み
、
未
完
成
霊
論
に
展
開
し
た
。
赤
子
や
子
供
の
み
な
ら
ず
、
村

の
成
員
で
あ
る
「
お
と
な
」
に
な
る
前
に
死
ん
だ
者
の
魂
も
未
完
成
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
折
口
の
視
点
で
あ
る
。
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三
　
列
を
な
し
て
や
っ
て
来
る
も
の

１
．
み
た
ま
の
飯

　
「
未
完
成
霊
」
あ
る
い
は
「
未
成
霊
」
と
い
う
表
現
は
「
民
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
」
に
お
い
て
の
み
出
て
来
る
が
、昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
の
「
国

文
学
の
発
生
（
第
三
稿
）」（
全
集
一
）
で
、
こ
の
用
語
の
内
容
に
触
れ
て
く
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
　

�

私
は
、
み
た
ま
の
飯
の
飯
は
、
供ク

モ
ツ物

と
い
う
よ
り
も
、
神
霊
及
び
其
眷
属
の
霊
代
だ
と
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
柳
田
先
生
は
ま
た
、
盂
蘭

盆
に
「
と
も
御オ

シ
ヤ
ウ
リ
ヤ
ウ

聖
霊
」
と
し
て
聖
霊
以
外
の
未
完
成
の
も
の
を
祀
る
と
い
う
風
習
も
あ
る
か
ら
、
み
た
ま
の
飯
と
し
て
、
月
の
数
だ
け
握
っ
て
あ
げ
る
の

は
、
眷
属
た
ち
に
ま
で
与
え
る
も
の
と
解
し
て
居
ら
れ
る
ら
し
い
。
先
に
言
う
た
様
に
、
餅
同
様
こ
れ
は
霊
魂
の
象
徴
で
あ
る
。

　

み
た
ま
の
飯
と
は
、
み
た
ま
祭
に
供
え
る
飯
や
餅
の
こ
と
で
、
年
の
暮
れ
か
ら
正
月
に
か
け
て
、
箕
の
上
に
握
り
飯
や
餅
、
団
子
な
ど
を
並
べ
て
供
え
る
習

わ
し
を
い
う
。
飯
を
十
二
個
置
い
て
納
豆
を
の
せ
る
事
例
や
、
仏
壇
に
飯
を
高
盛
り
し
た
上
に
箸
を
十
二
な
い
し
十
三
膳
立
て
て
供
え
る
民
俗
が
み
ら
れ
る
。

一
方
、折
口
の
い
う
「
み
た
ま
の
飯
」
を
「
未
完
成
の
も
の
」
に
与
え
る
と
は
、ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。「
柳
田
先
生
は
」
と
い
う
箇
所
は
、

柳
田
国
男
の
「
年
棚
を
中
心
と
し
て
」（『
民
族
』
大
正
十
五
年
一
月
）
を
指
し
て
い
る
。

　
　

�

年
棚
の
一
隅
に
ミ
タ
マ
サ
マ
の
飯
と
い
う
も
の
を
、
月
の
数
だ
け
別
に
供
え
る
こ
と
は
（
中
略
）
季
節
に
諸
神
を
迎
え
祭
れ
ば
、
こ
れ
に
伴
の
う
て
一
段

と
低
い
未
完
成
の
精
霊
ま
で
が
、
家
に
入
っ
て
来
る
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
は
た
ま
た
祖
霊
の
一
部
分
が
、
あ
る
条
件
を
具
足
し
て
神
の

位
に
進
む
よ
う
に
古
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
名
残
で
あ
ろ
う
か14

。

　

柳
田
は
、
同
年
七
月
の
『
民
族
』
に
お
け
る
「
精
霊
二
種
の
こ
と
そ
の
他
」
で
も
、「
初
春
の
歳
徳
棚
で
も
す
で
に
認
め
ら
れ
た
や
う
に
、
今
で
も
一
隅
に

一
切
精
霊
も
し
く
は
無
縁
仏
の
座
を
設
け
て
、
招
か
れ
ざ
る
賓
客
に
供
物
を
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
年
棚
に
十
二
個
の
ミ
タ
マ
サ
マ
の
飯
を
供
え
る
の

は
、
祖
霊
に
伴
っ
て
や
っ
て
く
る
「
未
完
成
の
精
霊
」「
祖
霊
の
一
部
分
」
あ
る
い
は
「
招
か
れ
ざ
る
賓
客
」
へ
の
供
え
物
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
の
だ
。

柳
田
の
「
未
完
成
の
」
と
い
う
表
現
が
折
口
に
反
映
し
て
い
る
印
象
は
強
い
。
折
口
は
こ
の
示
唆
に
よ
り
、
祭
り
に
や
っ
て
来
る
祖
霊
に
つ
き
従
う
「
眷
属
」

と
「
未
完
成
な
」
霊
魂
の
つ
な
が
り
を
感
得
し
た
の
で
は
な
い
か
。
一
方
、
昭
和
初
期
以
降
は
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
論
考
は
見
ら
れ
ず
、
晩
年
に
再
び
取
り
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上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

２
．
眷
属

　

折
口
が
み
た
ま
の
飯
を
与
え
る
と
す
る
「
眷
属
」
に
つ
い
て
は
、
折
口
独
自
の
意
味
合
い
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
眷
属

と
は
、
仏
教
語
と
し
て
仏
の
親
族
や
そ
の
教
え
を
受
け
る
者
す
べ
て
を
指
す
が
、
一
般
的
に
は
、
一
族
、
従
者
、
家
来
の
意
味
で
十
三
世
紀
頃
か
ら
使
わ
れ
て

い
る
語
で
あ
る
。
眷
属
神
と
し
て
、
大
き
な
神
格
に
従
属
す
る
小
神
格
や
摂
社
、
末
社
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。

　

折
口
は
、「
行
道
の
賑
や
か
な
列
を
組
ん
で
来
る
の
は
、他
界
神
に
多
く
の
伴
神
＝
小
他
界
神
＝
が
従
っ
て
く
る
形
と
し
て
遺
っ
た
祖
先
聖
霊
の
眷
属
で
あ
り
、

同
時
に
又
未
成
霊
の
姿
も
示
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
未
完
成
霊
と
眷
属
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
る
。
折
口
に
お
け
る
「
眷
属
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
早
い
用

例
と
し
て
は
、「
髭
籠
の
話
」（
大
正
四
・
五
年
）
に
お
い
て
、「
今
日
の
稲
荷
下
げ
の
類
で
も
、
再
現
も
な
く
あ
ち
こ
ち
の
眷
属
殿
が
憑
き
来
り
、
は
て
は
気
ま

ぐ
れ
の
狸
ま
で
が
飛
び
入
り
し
て
、
蒟
蒻
・
油
揚
な
ど
を
し
こ
た
ま
せ
し
め
て
還
る
こ
と
も
あ
る
」
と
述
べ
、
神
の
依
代
に
「
横
合
い
か
ら
ふ
と
紛
れ
込
む
神
」

と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
眷
属
は
、
い
わ
ゆ
る
神
使
で
、
神
の
つ
か
い
・
そ
の
神
に
縁
故
の
あ
る
鳥
獣
を
さ
す
。
一
方
、
眷
属
が
独
自
の
意
味
合
い
を
帯
び
て

来
る
の
は
、
沖
縄
採
訪
以
降
で
あ
る
。

　
　

�

盂
蘭
盆
の
家
々
に
数
人
・
十
数
人
の
眷
属
を
連
れ
て
教
訓
を
垂
れ
、
謡
い
踊
る
先
祖
の
霊
と
称
す
る
一
団
な
ど
、
み
な
、
時
を
定
め
て
降
臨
す
る
神
と
、

呪
言
・
演
劇
と
の
、
交
渉
の
古
い
俤
を
見
せ
て
い
る
。（「
国
文
学
の
発
生
（
第
二
稿
）」
大
正
十
三
年　

全
集
一
）

　
　

�

家
の
神
な
る
祖
先
の
霊
が
、
盂
蘭
盆
の
ま
っ
白
な
月
光
の
下
を
、
眷
属
大
勢
ひ
き
連
れ
て
来
て
、
家
々
に
あ
が
り
こ
む
。（
中
略
）
眷
属
ど
も
は
、
楽
器

を
奏
し
、
芸
尽
く
し
な
ど
を
す
る
。
こ
の
行
事
は
「
あ
ん
が
ま
あ
」
と
言
う
。（「
古
代
生
活
の
研
究　

常
世
の
国
」
大
正
十
四
年　

全
集
二
）

　
　

�

村
々
の
多
く
は
、
今
も
盂
蘭
盆
に
、
祖
先
の
霊
を
迎
え
て
い
る
。
こ
れ
を
あ
ん
が
ま
あ
と
言
う
。
考

ヲ
ト
コ

位カ
タ

の
祖
先
の
代
表
を
言
う
大オ

シ
ュ
マ
イ

主
前
・
妣

ヲ
ン
ナ

位カ
タ

の
代
表
と

伝
え
る
祖ア

ツ
パ
ア母
と
い
う
一
体
の
老
人
が
中
心
に
な
っ
て
、
眷
属
の
精
霊
を
大
勢
引
き
連
れ
て
、
盆
の
月
夜
の
ま
っ
白
な
光
の
下
を
練
り
出
し
て
く
る
。（「
国

文
学
の
発
生
（
第
三
稿
）
ま
れ
び
と
の
意
義
」（
昭
和
二
年　

全
集
一
）

　
　

�

沖
縄
の
島
渡
を
し
て
、
私
の
見
聞
き
し
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
は
話
そ
う
と
す
る
三
つ
の
型
で
あ
り
ま
し
た
。
祖
先
考
妣
の
二
位
の
ほ
か
に
、
眷
属
大
勢
群
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行
し
て
、
家
々
を
お
と
な
う
形
。
盂
蘭
盆
会
の
行
事
で
あ
る
（
一
）。（「
翁
の
発
生
」
昭
和
三
年　

全
集
二
）

　

こ
れ
ら
は
、い
ず
れ
も
折
口
が
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
の
第
二
回
目
沖
縄
採
訪
で
訪
れ
た
石
垣
島
の
「
あ
ん
が
ま
あ
」
の
様
子
で
あ
る
。「
あ
ん
が
ま
あ
」

と
は
、
現
在
で
も
八
重
山
諸
島
で
行
わ
れ
る
旧
暦
七
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
の
盆
行
事
ア
ン
ガ
マ
を
指
す
。
翁
の
仮
面
を
つ
け
た
ウ
シ
ュ
マ
イ
と
媼

の
仮
面
を
つ
け
た
ン
ミ
ィ
を
先
頭
に
、
男
女
の
区
別
も
わ
か
ら
な
い
従
者
が
、
楽
器
の
三
線
に
あ
わ
せ
て
練
り
歩
き
、
先
祖
祭
り
を
お
こ
な
う
家
に
上
が
り
こ

む
。
翁
と
媼
は
、
先
祖
の
位
牌
を
拝
み
、
仏
壇
の
前
で
歌
舞
音
曲
を
演
じ
て
祖
先
の
供
養
を
し
、
集
ま
っ
た
村
人
と
滑
稽
な
問
答
を
行
う
。
花
笠
に
手
拭
で
顔

を
隠
し
た
従
者
は
フ
ァ
ー
マ
ー
と
呼
ば
れ
、
子
や
子
孫
を
意
味
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
沖
縄
採
訪
記
」
に
よ
る
と
、
折
口
は
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）

八
月
二
十
日
か
ら
二
七
日
ま
で
八
重
山
に
滞
在
し
た
よ
う
だ15

。
恐
ら
く
こ
の
盆
行
事
に
合
わ
せ
て
の
日
程
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
石
垣
島
の
登
野
城
で
ア

ン
ガ
マ
を
見
学
し
て
い
る
（
見
学
が
想
定
さ
れ
る
八
月
二
十
五
日
は
、
旧
暦
七
月
十
四
日
に
あ
た
る
）。
盆
の
月
の
光
の
中
を
、
翁
媼
を
先
頭
に
仮
装
し
た
一

行
が
、三
線
を
弾
き
、歌
い
な
が
ら
行
列
を
繰
り
出
し
て
く
る
。
折
口
の
表
現
に
従
え
ば
翁
媼
が
祖
霊
で
あ
り
、従
者
が
眷
属
で
あ
ろ
う
。
従
者
で
あ
る
フ
ァ
ー

マ
ー
は
、
現
在
で
は
花
笠
を
被
り
手
拭
で
顔
を
覆
っ
た
姿
で
あ
る
が
、
折
口
の
「
沖
縄
採
訪
記
」
に
「
手
拭
や
木
綿
で
顔
を
包
ん
で
目
ば
か
り
出
し
た
の
や
、

目
鼻
口
を
書
い
た
の
な
ど
が
い
る
」
と
あ
り
、
花
笠
に
関
す
る
言
及
は
な
い
が
、
当
時
も
現
在
の
姿
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ16

。

　

石
垣
島
で
実
際
に
見
た
ア
ン
ガ
マ
や
、
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
知
っ
た
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
、
川
平
の
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
な
ど
、
八
重
山
で
見
ら
れ
る
具
体
的

姿
を
も
っ
て
来
訪
す
る
神
々
が
ま
れ
び
と
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
十
分
論
じ
ら
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
が
、
折
口
は
と
り
わ
け
そ
れ
ら
の

神
々
が
ど
の
よ
う
な
形
で
登
場
す
る
か
に
注
目
す
る
。
唯
一
実
際
に
体
験
し
た
ア
ン
ガ
マ
で
、
翁
媼
姿
の
祖
霊
に
多
く
の
従
者
が
従
っ
て
出
現
す
る
神
の
群
行

に
注
目
し
、
そ
の
従
者
た
ち
を
「
眷
属
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
。
ア
ン
ガ
マ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
ま
れ
び
と
は
祖
霊
の
色
彩
が
強
い
。「
眷
属
」
を
従
え

て
く
る
時
の
ま
れ
び
と
は
祖
霊
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
さ
ら
に
、
ア
ン
ガ
マ
以
外
で
眷
属
が
登
場
す
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

�

長
者
の
大
主
は
そ
の
村
の
祖
先
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、白
髭
の
老
翁
に
扮
し
て
い
る
。
こ
れ
が
村
お
ど
り
の
先
導
に
立
つ
一
行
の
頭
で
あ
る
。（
中

略
）
さ
す
れ
ば
長
者
の
大
主
に
随
う
人
々
は
、
あ
ん
が
ま
あ
の
眷
属
と
同
一
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（「
国
文
学
の
発
生
（
第
三
稿
）
ま
れ
び
と
の
意

義
」
昭
和
二
年
）

　
　

�

こ
れ
は
村
踊
り
と
言
い
、
ま
た
村
芝
居
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
祖
霊
を
一
体
の
長
者
の
大
主
と
し
、
眷
属
の
霊
を
一
行
と
し
た
も
の
で
す
。（「
翁
の
発
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生
」
昭
和
三
年
）

「
長
者
の
大
主
」
と
は
、
沖
縄
本
島
各
地
で
豊
年
祭
に
演
じ
ら
れ
る
演
目
の
一
つ
で
、
祭
り
の
一
番
初
め
に
登
場
す
る
。
老
体
が
、
孫
な
ど
一
族
郎
党
を
引
き

連
れ
て
入
場
し
、獅
子
に
豊
年
を
祈
願
し
踊
り
を
舞
う
。
折
口
は
こ
れ
を
ア
ン
ガ
マ
と
同
様
で
あ
る
と
言
い
、「
遠
方
か
ら
来
臨
す
る
祖
霊
お
よ
び
眷
属
の
遊
び
」

と
し
て
、
祖
霊
的
性
格
を
指
摘
し
て
い
る
。
形
態
と
し
て
は
、
こ
ち
ら
も
祖
先
で
あ
る
長
者
の
大
主
が
多
く
の
従
者
を
引
き
連
れ
た
群
行
で
あ
る
。

　

折
口
は
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
に
初
め
て
奥
三
河
の
花
祭
り
を
見
学
し
、
以
降
度
々
こ
の
地
に
足
を
運
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
も
ま
た
来
訪
す
る
神
が
ど

の
よ
う
に
登
場
す
る
か
に
注
目
し
て
い
る
。

　
　

�

私
の
考
え
を
述
べ
る
と
、
み
よ
う
ど
は
即
、
私
の
言
う
山
人
で
あ
る
。
其
山
人
は
、
山
か
ら
多
く
の
眷
属
を
連
れ
て
、
群
行
し
て
来
る
。（「
花
の
話
」
昭

和
三
年　

全
集
二
）

　
　

�

花
祭
り
で
は
、
此
二
匹
の
鬼
が
大
切
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
其
中
最
大
切
な
の
が
、
山
見
鬼
で
す
。（
中
略
）
い
づ
れ
斯
う
し
た
鬼
に
は
、
眷
属
が

お
伴
を
し
て
来
ま
す
。
こ
れ
が
小
鬼
で
、
今
は
無
数
に
増
え
て
い
ま
す
が
、
元
は
四
匹
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
朝
鬼
（
四
つ
鬼
）
は
、
其
引
き
上
げ
の
形

を
見
せ
た
も
の
で
せ
う
。（「
山
の
霜
月
舞
―
花
祭
り
解
説
―
」
昭
和
五
年　

全
集
二
十
一
）

折
口
は
花
祭
り
の
山
見
鬼
の
中
に
、
山
か
ら
祝
福
に
降
り
て
く
る
山
人
の
姿
が
残
っ
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ
に
「
通
弁
役
と
し
て
」
つ
い
て
く
る
小
鬼
が
、
眷

属
で
あ
る
と
す
る
。
ま
れ
び
と
が
山
に
移
っ
て
も
や
は
り
群
行
の
姿
を
保
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

眷
属
は
、
歳
棚
や
盆
棚
に
も
や
っ
て
来
る
。
祖
先
の
霊
を
祀
る
た
め
に
年
棚
を
造
る
が
、
多
く
の
眷
属
が
従
っ
て
来
る
た
め
、
供
物
も
た
く
さ
ん
必
要
に
な

る
。
供
物
の
餅
や
握
り
飯
は
魂
の
象
徴
で
あ
っ
た
（「
鬼
の
話
」
大
正
十
五
年　

全
集
三
）。
ま
た
、

　
　

�

盆
に
来
る
魂
に
は
、
大
き
な
も
の
と
、
眷
属
の
も
の
と
あ
る
。
前
者
は
正
面
に
、
後
者
は
脇
に
招
じ
る
。
そ
の
考
え
を
延
長
し
て
、
無
縁
の
魂
も
祭
る
事

に
な
っ
た
が
、
此
魂
を
家
の
中
に
入
れ
て
は
悪
い
と
考
え
て
い
る
。（
中
略
）
盆
棚
を
造
っ
て
魂
祭
り
を
す
る
経
験
か
ら
、
逆
に
後
を
祭
る
べ
き
人
の
い

な
い
魂
を
、
無
縁
の
魂
と
考
え
て
来
て
、
此
が
一
族
の
魂
と
一
緒
に
や
っ
て
来
る
と
、
祭
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
、
祟
り
を
す
る
と
思
う
た
の
だ
。（「
年
中

行
事
―
民
間
行
事
伝
承
の
研
究
―
」
昭
和
五
～
七
年　

全
集
一
七
）

盆
棚
は
精
霊
棚
と
も
い
い
、
盆
に
先
祖
や
新
仏
の
霊
を
祀
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
折
口
は
、
盆
に
来
る
魂
に
祖
霊
以
外
の
も
の
も
あ
り
、
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そ
れ
が
後
に
、
祀
ら
な
い
と
祟
り
す
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る17

。

　

こ
れ
ら
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
沖
縄
で
経
験
し
た
「
あ
ん
が
ま
あ
」
の
行
列
に
付
き
従
う
眷
属
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
柳
田
の
ミ
タ
マ
ノ
メ
シ
に
関
す

る
示
唆
を
う
け
、
祖
霊
以
外
に
や
っ
て
く
る
霊
魂
へ
の
関
心
に
導
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。「
あ
ん
が
ま
あ
」
を
モ
デ
ル
と
し
た
、
祖
霊
―
眷
属
の
構
造
は
、
ま

れ
び
と
論
の
中
で
展
開
し
、「
眷
属
」
を
従
え
て
く
る
時
の
ま
れ
び
と
は
祖
霊
で
あ
っ
た
。
一
方
、
眷
属
の
実
体
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
確
で
は
な
く
、「
亡
者

の
群
れ
」
で
あ
り
、「
先
祖
の
霊
」「
邑
の
祖
先
」「
村
人
の
亡
霊
」
と
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
霊
魂
の
中
に
階
級
が
あ
り
、そ
の
下
位
の
も
の
を
指
す
の
か
、

あ
る
い
は
、
新
盆
霊
や
無
縁
霊
を
含
ん
だ
も
の
な
の
か18

。
む
し
ろ
そ
の
姿
は
後
に
「
未
完
成
霊
」
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
で
焦
点
を
結
ぶ
の
か
も
し
れ
な
い
。
注

意
し
た
い
の
は
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
の
「
唱
導
文
学
―
序
説
と
し
て
―
」
の
中
で
、
祖
霊
と
し
て
の
ま
れ
び
と
は
「
合
理
化
さ
れ
た
考
え
」
で
本
来
的

で
は
な
い
と
し
て
お
り
、
他
界
か
ら
の
訪
問
者
の
祖
霊
的
性
格
に
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
形
を
結
ん
だ
ま
れ
び
と
の

姿
が
そ
の
後
変
遷
を
た
ど
っ
た
中
に
は
、
眷
属
が
未
完
成
霊
へ
と
変
化
し
た
伏
流
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

二
〇
二
二
年
八
月
、
コ
ロ
ナ
で
の
中
断
を
経
て
三
年
ぶ
り
に
石
垣
島
で
も
盆
ア
ン
ガ
マ
が
実
施
さ
れ
た
。
筆
者
は
、
八
月
十
一
日
（
旧
暦
七
月
十
四
日
）
に
、

折
口
が
見
た
の
と
同
じ
登
野
城
で
こ
の
行
事
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
夕
方
六
時
過
ぎ
に
、
総
勢
二
十
名
程
の
行
列
は
地
区
の
公
民
館
を
出
発
し
た
。
三

線
、
小
太
鼓
、
大
太
鼓
、
踊
り
手
の
順
で
二
列
に
並
ん
だ
フ
ァ
ー
マ
ー
達
は
、
男
性
は
女
性
の
、
女
性
は
男
性
の
着
物
を
着
て
足
元
は
脚
絆
と
足
袋
。
顔
を
手

拭
で
し
っ
か
り
と
覆
い
サ
ン
グ
ラ
ス
を
か
け
、
花
笠
の
首
を
振
り
進
ん
で
ゆ
く
。
入
り
組
ん
だ
路
地
に
三
線
と
歌
声
が
流
れ
、
そ
れ
を
子
供
た
ち
が
追
っ
て
ゆ

く
。
目
的
の
家
に
つ
く
と
、
翁
媼
が
先
に
あ
が
り
こ
ん
で
仏
壇
を
拝
み
、
念
仏
踊
り
を
踊
っ
て
家
の
主
人
に
酒
や
ご
馳
走
で
も
て
な
さ
れ
る
（
写
真
①
）。
花

笠
の
フ
ァ
ー
マ
ー
た
ち
は
、
入
れ
代
わ
り
座
敷
に
上
が
っ
て
踊
り
を
披
露
し
、
翁
媼
は
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
そ
れ
を
見
て
楽
し
む
。
翁
媼
の
裏
声
を
使
っ
た
会

話
や
観
衆
と
の
盛
り
上
が
り
の
中
で
、
じ
っ
と
控
え
る
無
言
の
フ
ァ
ー
マ
ー
た
ち
は
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
や
が
て
観
衆
の
一
人
が
翁
媼
と
問
答
を
始
め
る

が
、
そ
の
人
物
も
タ
オ
ル
で
顔
を
隠
し
裏
声
を
使
う
。
こ
れ
は
庭
の
外
か
ら
の
ぞ
き
見
る
格
の
低
い
精
霊
、
あ
る
い
は
招
か
れ
ざ
る
客
で
あ
ろ
う
か
。
問
答
で

は
、
コ
ロ
ナ
下
で
の
手
洗
い
を
促
し
た
り
、
身
近
な
日
常
に
関
す
る
教
訓
的
な
も
の
が
多
い
。
家
で
の
饗
応
が
終
わ
る
と
、
一
行
は
再
び
隊
列
を
組
ん
で
（
写

真
②
）、「
あ
ん
が
ま
た
ー
ぬ　

お
ー
ら
ん
け
ん
、
あ
ん
が
ま
た
ー
ぬ　

お
ー
ら
ん
け
ん
、
み
ー
し
ゅ
ん　

ま
ー
し
ゅ
ん　

か
い
と
ぅ
り
ふ
ぁ
い
」（
ア
ン
ガ
マ

た
ち
が
お
い
で
に
な
ら
な
い
間
に
味
噌
も
塩
も
掻
き
取
り
喰
え
）
と
い
う
の
ん
び
り
し
た
道
行
き
歌
を
歌
い
な
が
ら
次
の
家
へ
と
向
か
う19

。
村
人
に
聞
く
と
、
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故
郷
を
離
れ
た
家
族
や
親
戚
も
こ
の
時
期
に
は
帰
省
し
、
皆
一
緒
に
今
は
亡
き
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
会
う
大
切
な
機
会
だ
と
言
う
。
こ
の
日
も

ま
た
、
明
る
い
月
の
光
に
白
々
と
照
ら
さ
れ
た
夜
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

①　踊りを披露する翁媼

②　ファーマーの行列

お
わ
り
に
―
結
論
と
今
後
の
課
題

　

昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
と
い
う
戦
争
の
記
憶
が
ま
だ
新
し
い
時
期
に
書
か
れ
た
「
民
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
」
は
、
と
り
わ
け
そ
の
「
未
完
成

霊
」
論
に
関
し
て
こ
の
論
文
が
戦
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
実
は
そ
の
視
座
が
極
め
て
早
い
時
期
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
、
こ
れ
ま
で

あ
ま
り
ふ
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
そ
の
点
に
焦
点
を
あ
て
、
行
路
死
人
の
ゆ
く
え
、
赤
子
塚
の
話
、
み
た
ま
の
飯
、
眷
属
の
四
つ
の
側
面
か
ら
、

（二〇二二年八月　筆者撮影）
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未
完
成
霊
へ
つ
な
が
る
視
点
を
考
察
し
た
。
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
折
口
は
熊
野
や
信
州
の
山
間
部
の
旅
で
多
く
の
柴
折
り
塚
や
馬
頭
観
音
を
目
に

す
る
。
山
野
に
彷
徨
う
死
霊
の
ゆ
く
え
を
思
い
、
そ
れ
ら
旅
死
の
姿
を
自
ら
に
重
ね
合
わ
せ
歌
を
詠
ん
だ
。
と
り
わ
け
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
の
信
州
へ
の

旅
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
視
点
の
素
地
と
な
る
の
は
、
万
葉
集
な
ど
に
あ
る
古
代
人
の
、
行
路
死
人
に
対
す
る
畏
れ
慰
め
る
気
持
ち
で
あ
る
。

ま
た
、
蘇
生
を
求
め
る
餓
鬼
阿
弥
の
姿
に
、
折
口
は
成
人
せ
ず
に
死
ん
だ
若
者
の
霊
も
見
る
。
そ
こ
に
は
、
赤
子
の
霊
と
さ
へ
の
神
と
の
関
係
に
触
れ
た
柳
田

の
「
赤
子
塚
の
話
」
か
ら
の
示
唆
が
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
未
成
年
の
霊
魂
の
問
題
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
み
た
ま
の
飯
習
俗
か
ら
、
主
神
以
外
に

や
っ
て
く
る
霊
的
存
在
に
つ
い
て
関
心
を
向
け
る
。
柳
田
の
歳
棚
に
関
す
る
論
考
か
ら
、
年
の
変
り
目
に
祭
る
霊
に
、
多
く
の
伴
神
や
眷
属
が
従
っ
て
や
っ
て

く
る
こ
と
が
、
改
め
て
沖
縄
採
訪
で
み
た
「
あ
ん
が
ま
あ
」
の
祖
霊
―
眷
属
の
群
行
の
姿
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
石
垣
島
で
み
た
「
あ
ん
が
ま
あ
」
は
、
主
神

で
あ
る
祖
霊
と
そ
れ
に
従
う
眷
属
と
い
う
ま
れ
び
と
出
現
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
、
そ
の
姿
を
本
土
の
歳
神
や
花
祭
り
に
も
見
出
す
が
、
祖
霊
的
性
格
の
強
い
ま

れ
び
と
は
や
が
て
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
眷
属
が
未
完
成
霊
へ
と
繋
が
る
こ
と
と
リ
ン
ク
す
る
。

　

大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
折
口
の
未
完
成
霊
へ
の
視
座
形
成
を
確
認
し
た
が
、「
未
完
成
霊
」
論
に
は
冒
頭
で
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
出
自
で
あ

る
他
界
の
あ
り
方
、
他
界
で
の
姿
、
霊
魂
の
修
練
と
成
年
式
の
問
題
な
ど
多
く
の
課
題
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
柳
田
の
祖
霊
信
仰
論
で
も
あ
る
『
先
祖
の
話
』

と
の
関
係
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
改
め
て
思
う
の
は
、
沖
縄
採
訪
の
も
つ
意
義
の
大
き
さ
で
あ
る
。
未
完
成
霊
に
も
、
大
正
時
代
に
見
た
南
島
で
の

神
々
群
行
の
姿
が
確
か
に
反
映
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
民
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
」
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に

も
つ
な
が
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
な
る
。

注

１　

�「
民
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
」
の
口
述
筆
記
者
で
あ
る
岡
野
弘
彦
が
そ
の
著
作
で
当
時
の
状
況
を
報
告
し
て
い
る
。「
今
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
何
よ
り
も
未
完
成
霊
と
し

て
苦
し
む
春
洋
の
魂
と
暗
黙
の
対
話
を
交
し
あ
い
な
が
ら
、
同
時
に
無
数
の
今
昔
の
戦
い
の
死
者
た
ち
の
怨
霊
の
行
く
末
を
た
ど
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。」（『
折
口
信
夫
伝
』

二
〇
〇
〇
年　

中
央
公
論
社
）。
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２　

川
村
邦
光
『
弔
い
の
文
化
史
』（
二
〇
〇
五
年　

中
公
新
書
）

３　

折
口
は
沖
縄
採
訪
に
よ
っ
て
、
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
は
「
善
い
所
で
あ
る
と
同
時
に
悪
所
で
あ
り
、
楽
土
と
地
獄
と
一
つ
場
所
、
神
鬼
共
存
」
で
あ
る
と
実
感
す
る
（「
琉
球
の
宗
教
」

大
正
十
二
年
）。

４　

兵
藤
裕
己
編
注
『
説
経
節
俊
徳
丸
・
小
栗
判
官　

他
三
篇
』（
二
〇
二
三
年　

岩
波
文
庫
）

５　
『
民
族
』
大
正
十
五
年
一
月
号
に
「
ひ
だ
る
神
の
こ
と
」（
田
中
敬
忠
・
早
川
孝
太
郎
・
伊
波
普
猷
）
七
月
号
に
「
ひ
だ
る
神
の
こ
と
」（
松
本
楢
重
・
田
中
敬
忠
・
南
方
熊
楠
）
昭

和
二
年
七
月
号
に
早
川
孝
太
郎
「
ひ
だ
る
神
の
こ
と
」「
小
川
五
郎
「
周
防
大
島
の
ひ
だ
る
神
」
な
ど
。

６　

柳
田
は
折
口
の
没
後
、「
折
口
君
の
通
っ
た
の
は
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
、
三
度
の
南
方
旅
行
は
ま
だ
同
行
者
も
あ
っ
た
が
、
信
州
か
ら
遠
江
へ
の
早
い
頃
の
旅
な
ど
は
、
聴
い
て
も
身

が
縮
む
や
う
な
つ
ら
い
寂
し
い
難
行
の
連
続
で
あ
っ
た
。」
と
語
っ
て
い
る
（『
短
歌　

釈
迢
空
追
悼
号
』
一
九
五
四
年
一
月　

角
川
書
店
）。

７　

折
口
は
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
の
郷
土
研
究
会
で
「
行
路
病
者
と
戦
死
者
は
同
じ
で
、
家
の
外
で
死
ぬ
。
村
の
人
間
で
も
外
で
死
ぬ
と
旅
死
と
同
様
で
あ
る
。
三
河
の
山
奥
に

何
度
も
通
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
変
死
者
の
痕
跡
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
樒
の
よ
う
な
枝
を
捨
て
て
い
る
」
と
い
う
内
容
の
話
を
し
て
い
る
（
ノ
ー
ト
編
追
補
一
）。

８　

岡
野
弘
彦
「
叢
を
く
だ
る
」『
短
歌　

釈
迢
空
追
悼
号
』（
一
九
五
四
年
一
月　

角
川
書
店
）

９　

柳
田
は
、「
赤
子
塚
の
話
」
が
昭
和
二
十
五
年
に
再
版
さ
れ
る
際
に
、
三
十
年
以
上
前
の
こ
の
文
章
に
つ
い
て
、
多
く
の
資
料
の
駆
使
に
よ
る
方
法
の
奇
抜
さ
の
み
が
強
調
さ
れ
、

資
料
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
性
の
低
さ
、
引
用
の
不
釣
合
、
検
討
の
浅
さ
に
よ
る
失
敗
を
認
め
て
い
る
。

10　
『
日
本
民
俗
学
大
事
典　

上
』（
一
九
九
九
年　

吉
川
弘
文
館
）

11　

井
之
口
章
次
『
日
本
の
葬
式
』（
二
〇
〇
二
年　

ち
く
ま
学
芸
文
庫
）

12　

赤
田
光
男
『
祖
霊
信
仰
と
他
界
観
』（
一
九
八
六
年　

人
文
書
院
）

13　

小
島
瓔
禮
「
未
完
成
霊
」『
日
本
民
俗
研
究
大
系
』
第
四
巻
（
一
九
八
三
年　

國
學
院
大
學
）

14　

小
川
直
之
は
、
柳
田
の
「
年
棚
を
中
心
と
し
て
」
は
、
正
月
の
神
に
つ
い
て
の
着
想
を
箇
条
書
き
に
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
折
口
が
こ
こ
か
ら
示
唆
を
得
て
い
る
こ
と
は
確
か

で
あ
り
、「
未
完
成
な
霊
魂
」
と
い
う
表
現
も
、
そ
こ
に
出
処
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（「
折
口
信
夫
の
祖
霊
論
」『
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究

所
紀
要
』
第
八
号　

二
〇
〇
五
年　

國
學
院
大
學
）。
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15　

折
口
の
沖
縄
採
訪
の
日
程
・
行
程
に
つ
い
て
は
、
保
坂
達
雄
「
折
口
信
夫
の
沖
縄
採
訪
」（『
神
と
巫
女
の
古
代
伝
承
論
』
二
〇
〇
三
年　

岩
田
書
院
）
が
詳
し
い
。
こ
の
中
で
保
坂

は
、
折
口
の
ア
ン
ガ
マ
見
学
は
大
正
十
二
年
八
月
二
十
五
日
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

16　

慶
應
義
塾
大
学
で
折
口
に
師
事
し
た
宮
本
寅
彦
の
ノ
ー
ト
に
、
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
の
ア
ン
ガ
マ
の
記
録
が
あ
り
、
フ
ァ
ー
マ
ー
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
に
つ
い
て
「
残
部
の

一
七
、八
名
の
青
年
、
ク
バ
笠
に
牡
丹
花
を
つ
け
た
花
笠
を
、
目
深
か
に
被
る
。
顔
は
手
拭
で
覆
面
し
て
目
の
み
出
す
な
り
。」
と
絵
入
り
で
解
説
さ
れ
て
い
る
（
伊
藤
高
雄
編
「
資

料　

宮
本
寅
彦
ノ
ー
ト
Ⅲ
―
昭
和
十
四
年　

嘉
手
納
聴
書
集
―
」『
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
紀
要　

第
九
輯
』
二
〇
〇
六
年
）。
ま
た
、
阪
井
芳
貴
「
登
野
城
の
盆
ア
ン
ガ
マ
ア

と
ま
れ
び
と
論
」（
慶
應
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
編
『
南
島
研
究
と
折
口
学
』
一
九
九
〇
年　

桜
楓
社
）
で
は
、
一
九
八
九
年
時
点
の
行
事
内
容
と
折
口
の
記
述
の
比
較
検
討
が

な
さ
れ
て
い
る
。

17　

田
中
宣
一
は
、「
盆
に
は
積
極
的
に
迎
え
祀
り
た
い
と
思
う
家
々
の
先
祖
の
霊
と
は
別
に
、
あ
ま
り
歓
迎
し
た
く
な
い
無
縁
と
か
餓
鬼
な
ど
と
呼
ば
れ
る
諸
霊
が
訪
れ
る
」
と
考
え

ら
れ
、
も
し
こ
れ
ら
雑
神
の
祀
り
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
、
先
祖
祭
祀
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
た
と
し
、
こ
れ
が
日
本
の
祭
り
の
構
造
原
理
と
つ
な
が
る
と
し
て
い
る

（『
祀
り
を
乞
う
神
々
』
二
〇
〇
五
年　

吉
川
弘
文
館
）。

18　

昭
和
三
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
慶
應
義
塾
大
学
で
の
講
義
に
お
い
て
折
口
は
、
常
世
神
の
一
行
が
船
に
乗
っ
て
や
っ
て
来
る
と
春
に
な
る
。
そ
の
常
世
神
に
も
階
級
が
あ
っ
て
、
夫

婦
二
体
あ
る
い
は
独
り
神
が
頭
の
常
世
神
で
あ
り
、
そ
れ
に
多
く
の
伴
神
が
つ
い
て
く
る
、
と
語
っ
て
い
る
（「
日
本
文
学
史　

１
」『
全
集
ノ
ー
ト
編
第
二
巻
』）。

19　

道
行
き
歌
の
意
味
は
、
波
照
間
永
吉
『
南
島
祭
祀
歌
謡
の
研
究
』（
琉
球
弧
叢
書
４　

一
九
九
九
年　

砂
子
屋
書
房
）
よ
り
引
用
し
た
。
か
つ
て
は
行
列
に
従
う
子
供
達
が
歌
っ
て

い
た
が
、
一
九
八
〇
年
頃
に
は
道
行
き
歌
は
歌
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
一
旦
途
切
れ
た
道
行
き
歌
が
復
活
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

＊
折
口
信
夫
の
著
作
は
次
の
全
集
に
拠
っ
た
。

折
口
信
夫
全
集
（
全
三
七
巻
別
巻
三　

一
九
九
五
年
～
二
〇
〇
二
年　

中
央
公
論
社
・
中
央
公
論
新
社
）

折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
編
（
全
一
八
巻　

一
九
七
〇
年
～
七
四
年　

中
央
公
論
社
）

折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
編
追
補
（
全
五
巻　

一
九
八
七
年
～
八
八
年　

中
央
公
論
社
）
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