
あ
し
や
ど
う
ま
ん
お
お
う
ち
か
が
み

「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
に
つ
い
て
の

ー
葛
の
葉
狐
を
中
心
に
｜ 一

考
察

上

田

ひ
ろ
子

目

次

み
、
方
違
え
、
吉
凶
日
。
格
式
を
重
ん
じ
る
上
流
社
会
に
な
れ
ば
な

る
程
物
事
の
吉
凶
は
重
要
に
な
る
。
人
々
は
期
待
と
信
頼
を
胸
に
、

士
口
凶
を
占
う
の
で
あ
る
。
ほ
ん
の
些
細
な
出
来
事
も
、
政
治
を
揺
る

が
す
大
事
も
人
々
に
と
っ
て
占
い
の
対
象
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

こ
と
に
ご
く
近
代
に
至
る
ま
で
、
光
は
太
陽
の
昇
る
間
し
か
手
に
入

れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
夜
の
帳
が
お
り
る
と
、
も
う

外
は
未
知
の
暗
闇
な
の
で
あ
る
。
未
知
の
世
界
が
一
日
の
半
分
を
し

め
る
時
代
に
占
い
は
時
に
心
の
拠
り
所
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
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序第
一
章
保
名
を
め
ぐ
る
女
達

第
一
節
榊
の
前

第
二
節
葛
の
葉
姫
（
人
と
し
て
の
葛
の
葉
）

第
三
節
葛
の
葉
狐

第
二
章
狐
に
つ
い
て

第
一
節
伝
承
の
な
か
の
善
狐
悪
狐

第
二
節
晴
明
の
母
と
し
て
の
狐

第
三
章
母
と
子
〈
晴
明
か
ら
み
た
葛
の
葉
〉

結
び序

そ
う
い
っ
た
思
い
を
胸
に
民
間
呪
術
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
陰
陽

道
に
行
き
着
い
た
。
七

O
一
年
天
武
天
皇
の
陰
陽
寮
開
設
が
、
陰
陽

道
全
盛
の
先
駆
け
と
な
る
。
政
争
に
も
陰
陽
道
が
利
用
さ
れ
、
い
さ

さ
か
物
騒
な
世
の
中
に
表
れ
て
く
る
の
が
、
平
安
中
期
の
希
代
の
陰

陽
師
、
土
御
門
の
祖
、
安
倍
清
明
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
陰
陽
道
に

つ
い
て
深
く
言
及
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
が
、
最
も
古
く
文
献
の
伝

え
る
と
こ
ろ
は
「
日
本
書
紀
」
に
記
載
し
て
あ
る
。
陰
陽
道
は
牛
頭

源
氏
物
語
の
昔
か
ら
、
い
や
、
万
葉
、
果
て
は
記
紀
歌
謡
の
昔
か

ら
古
来
の
人
々
の
生
活
は
占
い
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
き
た
。
物
忌



天
皇
信
仰
に
基
づ
き
、
学
問
技
術
中
心
か
ら
著
し
く
宗
教
的
雰
囲
気

を
伴
っ
た
も
の
と
し
て
日
本
人
に
受
け
取
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
う
し

た
陰
陽
道
が
深
く
日
本
人
に
浸
透
し
て
い
く
の
に
、
そ
う
時
間
は
か

か
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
思
う
。

こ
う
し
た
陰
陽
道
を
ベ

1
ス
に
希
代
の
陰
陽
道
師
安
倍
清
明
は
さ

ま
ざ
ま
な
文
献
に
見
え
隠
れ
し
て
い
く
。
俗
信
、
伝
説
が
彼
を
語
り
、

「
大
鏡
」
「
今
昔
物
語
」
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
等
に
彼
の
陰
陽
師
ぶ

り
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
結
合
し
融
合
し
、

ま
た
削
除
さ
れ
消
失
し
て
い
く
う
ち
に
彼
の
説
話
は
ひ
と
つ
の
説
教

節
と
し
て
完
成
さ
れ
、
つ
い
に
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
と
し
て
世
の

人
々
の
自
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
成
立
ま
で
に
定
説
と
し
て
語

ら
れ
て
き
た
重
要
な
設
定
が
あ
る
。
そ
れ
は
清
明
の
母
が
狐
で
あ
っ

ほ

き

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
の
暦
書
に
す
ぎ
な
か
っ
た
「
宜
箪
抄
」

の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
そ
れ
も
安
倍
の
晴
明
の
名
に
肖
ろ
う
と
し
た
に

す
ぎ
な
か
っ
た
由
来
語
の
一
文
で
あ
る
処
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

ヲ
匂
。

彼
ノ
晴
明
ガ
母
ハ
化
来
ノ
人
也
。
遊
女
往
来
ノ
者
ト
成
リ
往
行

シ
給
フ
ヲ
、
猫
島
ニ
テ
或
ル
人
ニ
被
留
、
三
年
滞
留
有
ル
間
ニ

今
ノ
晴
明
誕
生
有
リ
（
略
）

ほ

き

正
保
四
年
（

1
6
4
7
）
刊
「
宜
箪
抄
」
よ
り

こ
こ
で
は
ま
だ
母
が
狐
と
は
明
言
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
晴

明
の
出
生
の
不
思
議
さ
は
充
分
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

安
家
の
一
子
相
伝
で
あ
っ
た
「
宜
箪
抄
」
が
世
に
流
布
し
て
後
よ

り
葛
の
葉
狐
の
説
話
は
少
し
ず
つ
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
く
の
で

あ
る
。
特
に
こ
の
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
が
世
に
で
て
か
ら
は
、
第

四
に
あ
た
る
狐
別
れ
、
も
し
く
は
葛
の
葉
子
別
れ
の
段
の
上
演
は
数

多
く
、
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
に
お
け
る
メ
イ
ン
で
あ
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
話
が
成
立
す
る
ま
で
に
融
合
さ
れ
た
伝
説
、
説
話
は
数
多
く
、

こ
れ
ら
は
全
て
「
あ
べ
の
せ
い
め
い
」
の
名
の
も
と
に
語
ら
れ
こ
れ

ら
を
統
合
す
る
と
彼
は
二
百
余
年
間
生
き
続
け
た
こ
と
に
な
っ
て
し

陸
ー

ま
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
「
あ
べ
の
せ
い
め
い
」
の
名
を
安
倍
晴
明註

2

と
安
倍
清
明
に
使
い
分
け
る
こ
と
で
か
な
り
説
明
は
つ
い
て
い
る
。

そ
こ
ま
で
人
の
心
を
掴
ん
で
離
さ
ぬ
清
明
伝
承
の
魅
力
と
は
一
体
何

で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
清
明
の
魅
力
を
と
ら
え
て
い
く
の
に
、
清

明
伝
承
の
集
大
成
と
い
え
る
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
は
最
適
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
清
明
伝
承
は
母
狐
の
子
別
れ
を
取
り
入
れ
て
か
ら
、

そ
の
デ
フ
ォ
ル
メ
は
最
大
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し
て
受
け

継
が
れ
て
き
た
清
明
像
を
み
て
い
く
う
ち
に
母
狐
葛
の
葉
の
存
在
が

大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
彼
の
母
が
狐
で
あ
る
こ

と
は
、
最
初
は
「
宜
箪
抄
」
の
中
の
ほ
ん
の
小
さ
な
一
文
に
す
ぎ
な

い
が
「
安
倍
晴
明
物
量
巴
よ
り
少
し
ず
つ
性
格
づ
け
が
な
さ
れ
て
き
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て
い
る
。
あ
る
時
期
（
た
ぶ
ん
晴
明
が
物
語
り
の
世
界
に
は
い
っ
て

か
ら
）
を
境
に
局
知
の
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
伝
承
の
な
か
に
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
実
在
の
人
物
で
あ
っ
た
答
の
晴
明

の
母
が
狐
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

狐
が
人
々
に
与
え
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
。
そ
し
て
、
清
明
像
へ
及
ぼ
す

影
響
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
点
を
軸
と
し
て
「
芦
屋

道
満
大
内
鑑
」
の
中
で
の
母
狐
と
そ
の
子
晴
明
を
考
え
て
い
き
た
い
。

第
一
章

保
名
を
め
ぐ
る
女
達

こ
こ
で
は
晴
明
の
父
、
保
名
を
取
り
巻
く
女
達
に
つ
い
て
の
考
察

を
試
み
た
。
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
の
特
徴
と
し
て
、
嘉
の
葉
狐
の

性
格
づ
け
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
事
に
な
る
女
性
が
二
人
登
場
す

る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
保
名
の
最
初
の
恋
人
榊
の
前
、
妹
の
葛

の
葉
姫
、
葛
の
葉
姫
に
化
け
た
狐
（
葛
の
葉
狐
）
。
彼
女
た
ち
の
性

格
と
位
置
付
け
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
で
、
葛
の
葉
狐
の
も
つ
役

割
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
こ
の
章
の
目
的
で
あ
る
。

第
一
節
榊
の
前

榊
の
前
の
継
母
の
企
み
に
よ
り
、
金
烏
玉
兎
集
は
失
わ
れ
、
責
め

を
負
っ
て
榊
の
前
は
自
殺
。
情
熱
的
な
榊
の
前
と
の
恋
は
保
名
に
強

烈
な
印
象
を
あ
た
え
、
こ
の
後
保
名
の
恋
人
と
な
る
葛
の
葉
姫
と
葛

の
葉
狐
に
身
代
わ
り
の
役
割
を
強
い
る
こ
と
と
な
る
。

第
二
節
葛
の
葉
姫

気
丈
な
榊
の
前
に
比
べ
、
親
元
で
大
切
に
育
て
ら
れ
た
葛
の
葉
姫

は
箱
入
り
娘
と
い
う
印
象
が
強
い
。
榊
の
前
を
失
い
、
物
狂
い
の
身

と
な
っ
て
い
た
保
名
が
、
彼
女
を
榊
の
前
と
見
間
違
え
る
こ
と
で
正

気
を
取
り
戻
す
。
し
か
し
、
情
熱
的
な
悲
恋
の
あ
と
で
は
、
葛
の
葉

姫
は
榊
の
前
の
身
代
わ
り
と
し
か
私
に
は
思
え
な
い
。
だ
が
、
晴
明

の
養
母
と
な
る
こ
と
で
子
を
育
て
る
と
い
う
幸
せ
を
手
に
入
れ
た
彼

女
は
三
人
の
中
で
一
番
幸
せ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第

節
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高
の
葉
狐

さ
て
こ
こ
ま
で
は
保
名
を
取
り
巻
く
二
人
の
恋
人
に
つ
い
て
考
え

て
き
た
。
榊
の
前
、
葛
の
葉
姫
姉
妹
は
人
間
で
あ
っ
た
た
め
、
保
名

に
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
見
せ
る
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
葛
の
葉

狐
は
違
う
。
「
葛
の
葉
」
と
い
う
仮
の
姿
で
あ
り
、
し
か
も
異
類
で

あ
る
こ
と
の
タ
ブ
ー
に
ま
で
も
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

狐
で
あ
り
な
が
ら
、
保
名
と
の
問
に
子
ま
で
成
し
、
六
年
と
は
い
え

人
と
生
活
を
同
じ
く
し
て
人
の
喜
び
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
の
が
こ

の
葛
の
葉
狐
で
あ
る
。
人
と
の
暮
し
は
正
体
が
ば
れ
る
こ
と
に
毎
日

怯
え
な
が
ら
も
、
幸
せ
に
満
ち
た
毎
目
だ
っ
た
こ
と
は
、
保
名
住
家

の
段
の
坊
稚
（
あ
べ
の
童
子
）
と
の
や
り
と
り
か
ら
も
分
か
る
こ
と

だ
ろ
う
。



葛
の
葉
狐
の
母
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
は
第
二
章
第
二
節

晴
明
の
母
と
し
て
の
狐
で
述
べ
よ
う
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
は
保
名

に
恋
す
る
女
と
し
て
の
葛
の
葉
狐
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。

ま
ず
最
初
に
、
保
名
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
幸
せ
に
つ
い

だ

ぎ

に

註

3

て
考
え
て
み
た
い
。
葛
の
葉
狐
の
登
場
は
同
根
尼
法
を
道
満
が
示
唆

す
る
場
面
よ
り
暗
示
さ
れ
て
い
く
が
、
実
際
に
保
名
と
出
会
う
の
は

葛
の
葉
姫
の
登
場
の
少
し
後
に
な
る
。
托
相
尼
法
の
為
に
猟
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
た
狐
と
い
う
の
が
、
後
の
葛
の
葉
狐
で
あ
る
。
年
ふ
る

白
狐
で
あ
っ
た
た
め
、
悪
右
衛
門
に
追
わ
れ
る
が
、
こ
と
で
保
名
に

そ
の
命
を
救
わ
れ
る
。
畜
生
に
す
ぎ
な
か
っ
た
狐
が
人
間
の
情
を
知

る
大
事
な
一
場
面
で
あ
る
。
後
に
正
体
が
ば
れ
保
名
と
別
れ
ね
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
葛
の
葉
狐
は
「
あ
ま
っ
さ
へ
我
故
に
数
ヶ
所

の
庇
を
受
け
給
ひ
。
生
害
せ
ん
と
給
ひ
し
命
の
思
を
報
ぜ
ん
と
（
略
）
」

葛
の
葉
姫
に
姿
を
変
え
て
保
名
の
庇
を
介
抱
し
た
と
告
白
し
て
い
る
。

狐
の
心
に
恋
心
を
垣
間
見
る
こ
と
の
出
来
る
場
面
で
は
な
か
ろ
う
か
。

彼
女
は
決
し
て
保
名
に
惹
か
れ
た
た
め
に
人
間
の
姿
を
と
っ
た
と
は

言
っ
て
い
な
い
。
自
分
の
た
め
に
庇
を
受
け
た
保
名
を
介
抱
す
る
た

め
だ
と
し
て
い
る
。
実
際
保
名
が
白
狐
を
助
け
る
と
き
に
「
恩
を
知

り
怨
を
報
う
苔
類
」
だ
か
ら
助
け
て
や
ろ
う
と
い
う
。
白
狐
と
し
て

は
恩
に
報
い
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
一
体
い
つ
か
ら
保
名
に
惹
か
れ
た

の
だ
ろ
う
。
本
文
中
か
ら
は
庇
の
介
抱
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
と
い

う
状
況
が
読
み
取
れ
る
。
榊
の
前
の
よ
う
に
一
瞬
に
し
て
も
燃
え
上

が
る
恋
で
は
な
く
、
又
葛
の
葉
姫
の
よ
う
に
一
目
み
て
心
惹
か
れ
る

恋
で
も
な
い
。
き
っ
と
長
い
療
養
期
間
の
間
に
ゆ
っ
く
り
と
育
っ
た

恋
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
た
だ
、
葛
の
葉
姫
と
姿
を
転
じ
た
狐
が

自
害
し
よ
う
と
し
た
保
名
に
か
け
た
言
葉
の
な
か
に
葛
の
葉
狐
の
胸

中
が
漏
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。

「
は
て
親
達
は
ど
ふ
な
ら
ふ
共
お
ま
え
に
心
ひ
か
さ
れ
て
。
し

の
ぎ
の
中
カ
を
き
た
者
を
。
見
捨
て
て
置
テ
し
な
ふ
と
は
聞
コ

へ
ま
せ
ぬ
。
」

葛
の
葉
姫
は
前
の
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
決
し
て
行
動
力
の
あ

る
女
性
で
は
な
い
。
お
っ
と
り
と
し
た
お
嬢
さ
ん
な
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
性
格
の
女
性
が
両
親
を
見
捨
て
て
保
名
の
も
と
に
走
る
筈
は

な
く
、
保
名
自
身
も
こ
の
狐
の
台
詞
の
前
に
庄
司
夫
婦
に
つ
い
て
尋

ね
て
い
る
。
し
か
し
、
お
か
し
い
と
感
じ
た
と
し
て
も
、
自
分
の
為

に
全
て
を
な
げ
う
っ
て
き
た
人
が
愛
し
く
な
い
訳
が
な
い
。
こ
こ
か

ら
保
名
と
葛
の
葉
狐
の
恋
愛
は
始
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
葛

の
葉
狐
に
し
て
も
、
異
類
婚
姻
と
い
う
タ
ブ
ー
を
侵
し
て
の
恋
で
あ

る
。
年
ふ
る
白
狐
で
あ
る
た
め
、
そ
の
谷
属
も
多
か
ろ
う
し
、
畜
生

に
は
畜
生
な
り
の
提
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」

駐

4

の
中
で
も
五
万
五
千
と
い
う
谷
属
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
人
に

化
け
る
こ
と
の
出
来
る
狐
の
存
在
は
稀
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
中
で
も
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白
狐
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
保
名
と
葛
の
葉
狐
の
六
年
に
及

ぶ
生
活
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
櫛
よ
り
解
き
放
た
れ
た
小
さ
い
な
が
ら
も

幸
せ
に
満
ち
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
中
で
も
、
他
の
二
人
に

み
ら
れ
な
い
特
性
と
し
て
保
名
の
子
を
宿
す
と
い
う
点
が
上
げ
ら
れ

る
。
所
謂
生
母
足
り
得
る
こ
と
の
幸
せ
で
あ
る
。
葛
の
葉
姫
は
、
そ

れ
で
も
あ
べ
の
童
子
を
育
て
る
と
い
う
養
母
の
役
割
が
あ
っ
た
が
、

榊
の
前
に
は
そ
れ
す
ら
な
い
。
た
だ
、
三
人
の
中
で
子
を
授
か
る
と

い
う
点
で
は
一
番
恵
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
葛
の
葉
狐
は

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
此
母
が
野
干
の
身
で
さ
ら
／
＼
夫
の
色
香
に
迷
ず
。
御
恩
を

お
く
る
た
め
計
。
年
月
を
か
さ
ね
し
に
去
り
が
た
き
因
果
の
た

ね
を
身
に
や
ど
し
。
古
巣
へ
も
戻
ら
れ
ず
。
我
ガ
子
に
つ
な
が

れ
暮
ら
す
内
思
は
ず
此
身
の
ざ
ん
げ
を
ば
。
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

義
理
と
成
ル
。
（
略
こ

こ
う
し
て
み
て
い
く
と
や
は
り
葛
の
葉
は
色
香
、
所
謂
自
身
の
恋

心
の
為
に
保
名
を
だ
ま
し
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
恩
に
報
い
た

か
っ
た
が
つ
い
に
子
ま
で
成
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

今
ま
で
子
を
成
し
た
こ
と
は
客
観
的
に
み
て
、
ま
た
、
他
の
二
人

と
比
較
し
て
み
て
葛
の
葉
狐
に
と
っ
て
の
最
大
の
幸
福
だ
っ
た
の
だ

と
思
っ
て
き
た
。
だ
が
、
ど
う
も
少
し
違
う
ら
し
い
。
こ
の
点
を
保

名
に
恋
す
る
女
性
と
し
て
み
た
場
合
ど
う
考
え
ら
れ
る
か
「
芦
屋
道

満
大
内
鑑
」
の
文
章
を
も
と
に
考
え
て
い
き
た
い
。

保
名
に
恋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
の
情
と
い
う
も
の
を
知
る
こ
と

が
出
来
た
葛
の
葉
狐
は
幸
せ
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
は
も
う
、
く

ど
く
ど
と
説
明
す
る
よ
り
も
好
き
な
男
性
と
共
に
暮
ら
す
こ
と
が
出

来
た
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
。
で
は
、
共
に
暮
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

幸
せ
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
苦
し
ん
だ
事
柄
と
い
う
も
の
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。
そ
れ
を
保
名
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
不
幸
せ
と

し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
を
み
て
い
く
う
ち
に
気
が
付
い
た
こ
と
だ

が
、
葛
の
葉
狐
は
二
つ
の
負
い
目
を
感
じ
つ
つ
保
名
と
共
に
暮
ら
し

て
い
る
。
一
つ
は
何
度
も
出
た
よ
う
に
畜
生
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
事

は
葛
の
葉
狐
自
身
が
認
め
て
お
り
、
常
に
台
詞
の
は
し
ば
し
に
ほ
の

み
え
る
。
も
う
一
つ
は
葛
の
葉
姫
に
対
す
る
負
い
目
で
あ
る
。
本
来

は
こ
の
妻
の
座
に
居
た
の
は
葛
の
葉
姫
の
筈
で
あ
っ
た
。
夫
も
葛
の

葉
姫
と
信
じ
切
っ
て
い
る
。
自
分
を
葛
の
葉
姫
の
影
だ
と
知
っ
て
い

る
た
め
の
苦
痛
で
あ
る
。
愛
す
る
人
に
自
分
の
本
来
の
姿
を
知
ら
れ

で
は
な
ら
な
い
苦
し
み
、
そ
し
て
秘
密
を
も
っ
と
と
へ
の
後
ろ
め
た

さ
と
孤
独
。
こ
こ
に
は
最
早
年
ふ
る
白
狐
の
姿
は
な
く
、
ひ
と
り
の

孤
独
な
女
性
を
見
出
だ
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
だ
け
に
正
体
が
ば

れ
た
と
き
の
葛
の
葉
狐
の
悲
し
み
は
深
か
っ
た
ろ
う
。
保
名
を
だ
ま

し
て
い
た
こ
と
へ
の
罪
悪
感
と
、
葛
の
葉
姫
へ
の
申
し
訳
な
さ
と
。
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そ
こ
か
ら
さ
っ
き
の
子
ま
で
成
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ソ
ス

へ
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

狐
で
あ
り
な
が
ら
人
の
幸
せ
を
知
っ
た
狐
は
人
の
悲
哀
を
も
知
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
誰
も
悪
人
が
居
な
い
善
側
で
あ
る
が
ゆ

え
の
苦
し
み
で
あ
り
、
「
恩
を
知
り
怨
を
報
う
畜
類
」
で
あ
っ
た
た

め
の
悲
劇
で
あ
っ
た
。

葛
の
葉
狐
、
つ
ま
り
安
倍
晴
明
の
母
の
登
場
は
最
古
の
も
の
と
し

て
「
宜
箪
抄
」
の
由
来
語
で
あ
る
清
明
由
来
之
篇
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
「
宜
箪
抄
」
の
成
立
は
諸
説
有
る
が
、
近
世
初
頭
に
は
成
立
し

て
い
た
ら
し
い
。
序
に
も
挙
げ
た
が
、
井
本
氏
と
神
田
氏
の
両
説
に

よ
る
と
最
古
の
も
の
は
応
永
永
正
項
（
1
3
9
4
1
1
5
2
0
）
潟

註
S

本
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
刊
本
と
し
て
は
寛
永
四
年
古
活
字
版
が

挙
げ
ら
れ
る
叫
す
と
も
か
く
こ
こ
で
は
母
は
「
化
来
の
者
」
と
し
か
挙

げ
ら
れ
て
お
ら
ず
性
格
づ
け
は
お
ろ
か
名
前
す
ら
な
い
。
「
宜
箪
抄
」

駐
7

が
暦
書
で
で
あ
り
、
由
来
曹
が
清
明
の
名
に
肖
っ
た
も
の
だ
と
す
れ

ば
そ
の
母
の
存
在
も
た
い
し
て
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。
「
安
倍
晴
明

陸
8

物
語
」
に
至
っ
て
父
に
保
名
、
子
に
安
倍
の
童
子
の
名
が
与
え
ら
れ

る
が
こ
こ
で
も
ま
だ
葛
の
葉
の
名
は
で
て
こ
な
い
。
こ
の
中
で
の
葛

の
葉
は
子
に
試
練
と
宝
を
与
え
る
存
在
で
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
神
獣

と
し
て
の
色
合
が
強
く
、
蘭
菊
に
見
惚
れ
正
体
が
ば
れ
る
や
い
な
や

あ
っ
と
い
う
聞
に
歌
を
残
し
子
を
捨
て
去
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
残
さ
れ
た
父
と
子
の
悲
哀
の
ほ
う
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し

て
い
ち
ば
ん
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
に
近
い
と
思
わ
れ
る
「
し
の
だ

づ
ま
」
の
成
立
に
至
る
。
「
し
の
だ
づ
ま
」
の
最
古
の
も
の
は
版
元

註
9

鶴
屋
喜
右
衛
門
の
延
宝
二
年
版
行
の
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は

題
簸
も
な
く
、
延
宝
六
年
二
月
版
行
の
山
本
角
太
夫
正
本
の
も
の
が

註
回

正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
清
明
の
母
は
葛
の
葉
と

い
う
名
を
与
え
ら
れ
、
人
へ
の
距
離
を
少
し
ず
つ
狭
め
て
い
く
の
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
葛
の
葉
狐
は
神
か
ら
人
へ
と
降
下
し
後
の
葛
の
葉

別
れ
の
原
型
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
に
至
つ

て
は
葛
の
葉
狐
は
す
っ
か
り
人
と
し
て
の
価
値
観
倫
理
観
を
持
ち
、

狐
で
あ
る
こ
と
を
常
に
恥
じ
て
い
る
。
保
名
へ
の
恋
よ
り
も
報
恩
の

ほ
う
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
現
れ
と
い
え
よ
う
。

「
夫
の
大
じ
さ
大
イ
せ
っ
さ
ぐ
ち
な
る
ち
く
し
ゃ
う
ざ
ん
が
い
は
。

人
間
よ
り
も
百
ク
ば
い
ぞ
や
。
」
こ
れ
は
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
の

中
で
の
葛
の
葉
狐
の
台
詞
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
己
れ
の
具
類
性
を

自
ず
か
ら
暴
露
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
葛
の
葉
の
苦
悩
と
狐
と
い
う

身
を
恥
じ
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
下
級

Z
1
 

陰
陽
師
に
読
み
継
が
れ
た
ら
し
い
此
等
の
話
が
次
第
に
彼
ら
の
立
場

を
葛
の
葉
狐
へ
投
影
し
始
め
て
き
た
現
れ
で
あ
る
と
す
る
の
は
性
急

で
あ
ろ
う
か
。
草
別
れ
の
段
に
で
も
、
保
名
が
安
倍
野
へ
の
同
道
を

促
し
た
と
き
に
、
葛
の
葉
狐
は
谷
属
の
お
き
て
と
畜
生
界
の
存
在
を

強
調
し
て
い
る
。
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「
（
略
）
色
に
お
ほ
れ
我
ガ
子
に
迷
ひ
。
此
身
を
し
ら
れ
た
其

上
エ
に
。
ニ
タ
た
び
人
ソ
間
ソ
に
交
る
時
は
。
五
万
五
千
の
各

あ
ま
っ
き
へ

属
に
う
と
ま
れ
剰
。
尽
未
来
際
畜
生
界
を
出
て
や
ら
ぬ
。
（
略
）
」

こ
れ
を
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
我
が
身
の
正
体
を
恥
じ
る
と
共

に
狐
各
属
と
い
う
ひ
と
つ
の
社
会
の
提
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
示
唆

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
次
の
一
文
を
み
て
も
ら
い
た
い
。

「
（
略
）
仰
は
う
れ
し
く
侍
共
み
づ
か
ら
が
身
の
上
は
。
一
度

住
家
へ
帰
り
で
は
又
お
な
じ
家
へ
立
帰
り
。
住
と
い
ふ
こ
と
か

な
は
ぬ
ぞ
や
。
（
略
）
」

こ
れ
は
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
の
先
行
作
品
と
さ
れ
て
い
る
紀
海

音
の
「
信
田
森
女
占
」
の
同
様
の
シ
l
ソ
の
一
文
で
あ
る
。
第
四
や

か
ん
の
み
ち
行
と
題
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
狐
社
会
の
存
在
と
い

う
も
の
は
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
ほ
ど
前
面
に
で
て
は
い
な
い
。
こ

こ
で
は
一
人
女
房
と
い
う
こ
と
も
あ
り
狐
の
社
会
と
い
う
よ
り
は
こ

の
狐
自
身
の
倫
理
観
と
い
う
も
の
に
保
名
の
元
に
残
る
か
ど
う
か
と

註
ロ

い
う
選
択
権
は
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
二
人
女
房
の
場
合
は
も
う
一
人

の
本
物
が
現
わ
れ
た
た
め
の
破
綻
と
い
う
周
囲
の
状
況
、
二
人
が
引

き
裂
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
本
人
の
力
で
は
．
と
う
し
ょ
う
も
な

い
運
命
と
い
う
も
の
が
強
調
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
狐
本
人
の

意
志
で
保
名
と
別
れ
る
と
い
う
よ
り
は
周
囲
よ
り
引
き
裂
か
れ
て
い

る
。
た
だ
「
信
回
森
女
占
」
で
も
狐
は
自
身
の
具
類
性
を
述
べ
て
い

る
こ
と
は
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
も
と
よ
り
其
身
は
ち
く
し
ゃ
う
の
。
く
る
し
み
ふ
か
き
身
の

う
へ
に
。
な
を
う
き
こ
と
の
か
さ
な
り
て
。
思
ひ
の
た
ね
と
。

な
り
や
せ
ん
（
略
）
」

「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
「
信
田
森
女
占
」
共
に
、
一
人
女
房
二
人

女
房
の
差
は
あ
る
が
、
共
に
主
人
公
で
あ
る
狐
が
自
身
を
畜
生
と
認

め
て
い
る
と
こ
ろ
に
先
行
作
品
と
の
差
が
あ
る
と
思
っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、
「
信
田
森
女
占
」
の
方
が
先
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
か
、
狐
に
対
す
る
見
解
は
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
の
方
と
少
々

違
う
。
次
に
そ
の
違
い
が
判
る
文
を
参
考
ま
で
に
載
せ
て
み
た
い
と

思
う
。
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「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
第
二
小
袖
物
狂
ひ
保
名
の
言
葉
よ
り

殊
に
白
狐
は
妖
物
に
て
唐
土
に
て
は
阿
紫
と
な
づ
け
。
我
ガ

朝
に
て
は
専
御
前
。
字
賀
の
御
魂
の
神
使
に
て
思
を
知
り
怨

を
報
畜
類
。

「
信
田
森
女
占
」
第
四
く
ず
の
は
と
三
谷
源
五
の
会
話

狐
と
申
は
お
そ
ろ
し
い
物
。
（
略
）
皆
神
に
て
お
わ
し
ま
す
。



真
言
に
て
は
だ
ぎ
に
天
。
弁
才
天
の
つ
か
は
し
め
。
い
な
り

山
に
お
ゐ
て
は
貴
狐
明
神
と
い
わ
L
れ
。
め
う
ぷ
御
前
と
あ

が
む
と
か
や
。
や
く
そ
く
か
た
き
石
と
な
る
た
ぐ
ひ
も
多
き

咽
有
。
執
じ
ゃ
く
執
心
の
ふ
か
い
事
人
聞
に
相
か
は
ら
ず
。

親
が
子
を
あ
は
れ
め
ば
予
は
文
親
を
し
た
ひ
。
心
の
や
さ
し

い
狐
を
つ
ろ
う
と
は
。
是
計
は
い
ら
ぬ
物
。

「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
の
方
は
悪
右
衛
門
の
狐
狩
り
よ
り
逃
れ
て

き
た
白
狐
を
み
て
保
名
が
い
う
台
詞
で
あ
る
。
又
、
「
信
田
森
女
占
」

の
方
は
道
満
の
命
を
帯
び
た
源
五
が
狐
釣
り
の
民
に
て
野
の
狐
を
狩

る
と
い
う
の
で
そ
れ
を
諌
め
る
く
ず
の
は
の
台
詞
で
あ
る
。
面
白
い

の
は
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
の
方
は
狐
を
思
に
報
う
畜
類
と
し
て
い

る
の
に
対
し
「
信
回
森
女
占
」
の
方
は
皆
神
で
あ
る
と
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
明
ら
か
に
狐
に
対
す
る
人
間
側
の
見
解
が
違
っ
て
い
る
。

狐
自
身
の
口
か
ら
狐
の
神
性
と
人
間
と
劣
ら
ぬ
心
ば
え
を
主
張
し
て

い
る
点
も
、
神
の
使
い
と
し
て
の
狐
の
象
徴
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
、
狐
の
正
体
が
ば
れ
る
と
こ
ろ
も
面

白
い
違
い
が
あ
る
。

信

覚く里
ずず埜

~~~ 
てに
まほ
は ひ
りに
し’b
はひ
浅か
まさ
しれ
かお
りさ
主宗
様守
喝長

を
出
し

第
四

こ
れ
は
民
の
油
あ
げ
を
わ
ざ
と
く
ず
の
は
の
前
に
ち
ら
つ
か
せ
た

源
五
の
作
戦
に
ま
ん
ま
と
ひ
っ
か
か
っ
た
り
正
体
を
見
せ
て
し
ま
う

シ
l
y
で
あ
る
。
「
芦
匡
道
満
大
内
鑑
」
で
は
も
う
一
人
の
葛
の
葉

で
あ
る
姫
の
登
場
で
正
体
が
ば
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
ま
だ
「
し

の
だ
づ
ま
」
の
流
れ
が
残
っ
て
い
る
ら
し
く
、
狐
の
獣
性
の
暴
露
と

い
う
印
象
が
強
い
。
因
み
に
「
し
の
だ
づ
ま
」
で
は
蘭
菊
に
見
惚
れ

て
い
る
う
ち
に
母
の
顔
が
変
わ
る
、
も
し
く
は
尻
尾
を
見
せ
る
の
を

子
が
発
見
し
恐
が
っ
て
泣
い
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
し

の
だ
づ
ま
」
も
獣
性
の
暴
露
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
狐

の
本
性
を
表
す
シ

l
y
は
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
で
は
消
え
た
か
に

見
え
る
が
、
実
は
葛
の
葉
狐
の
保
名
に
対
す
る
告
白
の
中
に
残
っ
て

い
る
。
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「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
保
名
住
家
の
段
葛
の
葉
狐
の
告
白

は
ず
か
し
ゃ
あ
さ
ま
し
ゃ
年
γ
月
y
つ
L
み
し
か
ひ
も
な
く
。

お
の
れ
と
本
性
を
あ
ら
は
し
て
妻
子
の
縁
を
是
切
り
に
。
わ

か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
品
に
な
る
。

第
四

陸
回

こ
れ
は
内
山
氏
の
指
摘
で
あ
る
が
、
成
程
「
お
の
れ
」
以
下
の
表

現
は
こ
の
場
合
当
て
は
ま
ら
な
い
。
何
故
か
ら
葛
の
葉
狐
は
自
分
か

ら
獣
性
を
暴
露
し
た
の
で
は
な
く
、
葛
の
葉
姫
の
出
現
に
よ
っ
て
狐

で
あ
る
こ
と
を
告
白
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。



こ
う
し
た
流
れ
を
追
っ
て
い
く
う
ち
に
、
や
は
り
葛
の
葉
狐
の
神

位
か
ら
の
降
下
、
人
間
化
と
い
っ
た
も
の
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

人
聞
に
恋
し
人
間
に
な
り
た
か
っ
た
狐
。
そ
こ
に
は
、
恩
に
報
い
る

と
い
う
言
い
訳
な
く
し
て
は
恋
す
る
人
の
側
に
い
る
こ
と
の
出
来
な

か
っ
た
悲
し
い
一
人
の
女
性
が
い
る
。
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
制
約

に
翻
弄
さ
れ
る
女
性
像
は
社
会
の
底
辺
に
位
置
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
人
々
の
心
の
さ
さ
え
と
も
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ

う
か
。第

二
章

狐
に
つ
い
て

葛
の
葉
狐
に
論
が
及
び
に
あ
た
り
、
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
狐
像

と
葛
の
葉
狐
の
相
違
点
を
探
る
こ
と
に
し
た
。

第
一
節

狐
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
最
古
の
も
の

は
「
日
本
書
紀
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ
ら
は
日
本
独
自
の
も
の
で
は
な
く
既
に
中
国
の
影
響
下
に
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
江
戸
の
天
明
年
間
に
は
た
し

か
に
舶
載
し
た
と
さ
れ
て
い
る
「
靭
斎
志
異
」
の
中
に
登
場
す
る
狐

の
特
徴
を
独
自
に
分
析
し
、
葛
の
葉
狐
と
の
比
較
を
試
み
た
。

伝
承
の
な
か
の
善
狐
悪
狐

第
二
節
晴
明
の
母
と
し
て
の
狐

中
国
に
お
け
る
狐
は
善
狐
悪
狐
に
大
き
く
分
類
で
き
る
。
特
に
葛

の
葉
狐
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
善
狐
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
神
的

存
在
に
近
い
。
し
か
し
葛
の
葉
狐
は
中
国
の
善
狐
と
も
違
い
、
人
間

と
の
相
違
が
少
な
く
、
よ
り
人
間
的
で
あ
る
。
自
ら
を
「
ぐ
ち
な
る

ち
く
し
ゃ
う
ざ
ん
が
い
」
と
認
め
、
保
名
の
も
と
に
き
た
の
も
「
命

の
恩
を
報
ぜ
ん
と
」
葛
の
葉
姫
に
姿
を
か
え
た
と
し
て
い
る
。
清
明

伝
承
を
追
っ
て
い
く
と
、
こ
の
作
品
の
前
作
「
安
倍
晴
明
物
語
」
に

お
い
て
は
母
葛
の
葉
狐
の
子
別
れ
の
悲
哀
よ
り
も
、
残
さ
れ
た
父
子

の
悲
哀
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
お
り
、
葛
の
葉
狐
は
む
し
ろ
中
国

に
お
け
る
善
狐
に
近
い
。
今
ま
で
唐
突
に
父
子
の
元
に
去
っ
て
い
た

葛
の
葉
狐
は
、
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
に
至
っ
て
実
に
無
理
な
く
父

子
の
元
を
去
っ
て
い
る
。
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
伏
線
が
そ
れ
ら
を
可

能
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
伏
線
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
。

-79-

第
三
章
母
と
子
〈
晴
明
か
ら
み
た
葛
の
葉
〉

葛
の
葉
狐
に
つ
い
て
こ
こ
ま
で
考
え
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で

は
そ
の
子
晴
明
に
焦
点
を
当
て
、
晴
明
か
ら
み
た
母
親
像
を
探
っ
て

い
こ
う
と
思
う
。
そ
の
前
に
、
こ
の
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
に
行
き

着
く
ま
で
の
清
明
像
の
流
れ
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の

上
で
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
の
中
で
の
母
と
子
の
姿
を
追
っ
て
み
た



「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
の
中
で
の
晴
明
の
出
番
は
少
な
い
と
い
っ

て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
物
語
の
中
で
元
来
の
「
し
の
だ
妻
」
物
と
大

き
く
違
う
の
は
題
名
に
も
あ
る
道
満
が
善
玉
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
晴
明
自
身
の
活
躍
よ
り
そ
の
出
生
の
不
思
議
に
焦
点

が
あ
て
ら
れ
た
の
も
、
晴
明
の
父
保
名
が
巻
き
込
ま
れ
た
陰
謀
と
陰

謀
に
加
担
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
道
満
の
苦
悩
を
前
面
に
打
ち
出
す

た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
晴
明
は
生
み
の
母
と

別
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
あ
べ
の
童
子
」
と
し
て
描
か
れ
観
客
の

一
艇
を
誘
う
存
在
と
い
う
位
置
に
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
話
の
中
で
晴

明
の
出
番
は
少
な
い
が
、
強
い
て
そ
の
活
躍
を
上
げ
る
な
ら
ば
第
五

段
以
降
、
と
く
に
「
晴
明
蘇
生
の
祈
」
の
場
面
で
は
な
か
ろ
う
か
。

逆
に
こ
れ
だ
け
晴
明
の
出
番
が
少
な
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
類
書

（
し
の
だ
妻
系
列
の
一
連
の
書
）
に
よ
り
、
晴
明
の
活
躍
は
人
々
の

聞
に
浸
透
し
て
い
た
か
ら
だ
、
と
考
え
る
の
は
早
急
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
そ
れ
ら
一
連
の
書
を
記
し
て
み
た
い
と
思
う
。
一
連
の
書
を

見
比
べ
て
い
る
う
ち
に
、
晴
明
像
が
少
し
で
も
浮
き
上
が
っ
て
く
れ

ば
良
い
の
だ
が
。
一
連
の
書
を
挙
げ
る
に
あ
た
り
、
先
行
の
順
序
が

ニ
種
あ
る
。
一
方
は
渡
辺
守
邦
氏
の
説
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
「
宜
箪

抄
」
↓
「
安
倍
晴
明
物
語
」
↓
「
し
の
だ
づ
ま
」
↓
「
芦
屋
道
満
大

註
M

内
鑑
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
加
賀
佳
子
氏
は
「
安
倍
晴
明
物
語
」
と

「
し
の
だ
づ
ま
」
の
両
作
共
通
の
祖
と
な
る
語
り
物
の
存
在
を
推
定

駐
日

す
る
説
を
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
説
教
節
の
説
も
た
い
へ
ん
心
惹
か

れ
る
が
、
と
こ
で
は
各
書
を
渡
辺
氏
の
説
の
順
で
並
べ
比
較
す
る
に

留
め
た
い
。

「
宜
箪
抄
」
（
三
国
相
伝
箪
箪
内
伝
金
烏
玉
兎
集
之
由
来
）

名
は
童
子
（
仲
丸
の
子
孫
）
改
め
清
明
。
伯
道
上
人
よ
り
書

を
伝
授
。
蛇
を
助
け
竜
宮
へ
。
四
寸
之
石
一
月
と
鳥
薬
（
聴
耳
）

を
耳
に
施
さ
る
。
母
は
化
来
の
者
で
人
間
で
は
な
く
狐
の
変

化
（
童
子
が
成
人
し
て
和
泉
田
信
田
の
杜
で
年
経
る
狐
の
母

と
再
会
）
。
遊
女
と
し
て
諸
国
を
流
浪
。
父
は
猫
島
の
或
る

人。

「
安
倍
晴
明
物
語
」

名
は
安
倍
の
童
子
改
め
晴
明
。
蛇
を
助
け
竜
王
よ
り
四
方
四

寸
の
金
の
箱
を
賜
り
一
青
丸
を
耳
、
ロ
に
施
さ
る
。
自
然
知

を
得
る
。
吉
備
の
伝
え
た
宜
箪
内
伝
を
勉
学
。
母
は
狐
。
父

は
安
倍
の
保
名
（
人
皇
二
十
六
代
村
上
天
皇
御
宇
の
信
回
の

杜
近
き
阿
倍
野
の
住
人
）
。

「
し
の
だ
づ
ま
」

安
倍
の
童
子
改
め
は
る
あ
き
ら
。
母
葛
の
葉
（
狐
）
よ
り
四

寸
四
方
の
こ
が
ね
の
箱
（
龍
王
の
秘
符
）
と
聴
耳
の
玉
を
与

え
ら
れ
る
。
童
子
は
仲
丸
の
再
誕
。
金
烏
玉
兎
集
を
母
（
文

殊
）
よ
り
授
か
る
。
父
は
安
倍
保
名
。
母
が
去
っ
た
時
童
子

七
歳
。
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「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」

名
は
安
倍
の
童
子
改
め
晴
明
（
但
し
道
満
よ
り
名
付
け
ら
れ

る
）
生
母
葛
の
葉
は
狐
。
養
母
に
葛
の
葉
姫
が
あ
る
。
自
然

知
を
生
母
よ
り
、
金
烏
玉
兎
集
を
道
満
よ
り
授
か
る
。
父
は

安
倍
保
名
。
母
が
去
っ
た
時
童
子
五
歳
。

以
上
が
大
変
大
雑
把
で
あ
る
が
清
明
伝
承
を
根
底
に
流
れ
と
し
て

も
つ
書
の
大
ま
か
な
流
れ
で
あ
る
。
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
で
は
消

え
て
し
ま
っ
た
説
話
と
し
て
、
龍
王
よ
り
授
か
る
序
と
玉
が
あ
る
。

こ
れ
は
何
故
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
又
術
く
ら
べ
も
辛
う

じ
て
蘇
生
の
術
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
更
に
童
子
が
八
才
で

あ
る
為
、
入
唐
の
話
も
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
ま
で
あ
っ
た
伝

承
が
消
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
の
焦
点
が
あ
る
一
点
に
綾
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
葛
の
葉
狐
の
説
話
の
挿
入
で
あ
る
。

「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
で
は
従
来
の
し
の
だ
妻
物
と
違
い
、
道
満
の

苦
悩
を
前
面
に
打
ち
出
す
と
い
っ
た
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、

話
の
筋
は
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
に
近
く
、
保
名
と
葛
の
葉
狐
の
話
が
一

つ
、
そ
し
て
左
大
将
の
陰
謀
と
己
れ
の
正
義
感
と
の
聞
に
板
挟
み
に

な
っ
て
苦
悩
す
る
道
満
の
話
が
も
う
一
つ
同
時
進
行
で
進
ん
で
い
く
。

こ
こ
で
は
道
満
の
話
を
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
避
け
た
い
が
、
従

来
の
し
の
だ
妻
物
、
そ
し
て
清
明
伝
承
が
竹
田
出
雲
の
手
に
よ
っ
て

こ
な
さ
れ
る
事
に
よ
り
、
よ
り
矛
盾
点
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と

は
重
要
な
キ
1
ポ
イ
γ
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
せ
い
め
い
」
の
名
を
晴
明
（
ハ
レ
ア
キ
ラ
）
と
清
明
（
キ
ヨ
ア

キ
ラ
）
に
区
別
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
要
す
る
に
実

在
の
晴
明
と
伝
承
の
清
明
の
区
別
で
あ
る
。
伝
承
の
清
明
の
名
の
誕

生
も
常
州
猫
烏
生
ま
れ
の
童
子
が
天
皇
恩
悩
平
癒
の
褒
賞
に
二
十
四

節
第
五
の
清
明
節
に
ち
な
ん
で
付
け
ら
れ
た
と
い
う
実
に
暦
書
ら
し

陸
国

い
理
由
で
あ
る
と
渡
辺
氏
は
語
っ
て
い
る
。
実
在
の
晴
明
に
は
入
唐

臨
ロ

の
事
実
は
一
切
無
く
こ
の
点
か
ら
既
に
「
宜
箪
抄
」
由
来
曹
の
内
容

と
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
「
宜
箪
抄
」
自
体
晴
明
撰
と
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
も
さ
ま
ざ
ま
な
実
証
例
に
よ
り
疑
わ
し
い
こ
と
が
わ
か
っ

陸
甜

て
い
る
q

入
唐
伝
と
い
う
説
も
同
様
で
あ
る
。
狐
を
母
に
も
つ
伝
承

の
清
明
が
物
語
り
の
中
で
息
吹
を
与
え
ら
れ
た
の
は
一
体
い
つ
の
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
こ
れ
ら
の
原
典
と
も
な
っ
た
「
宜
宣
抄
」

は
晴
明
の
没
後
、
陰
陽
を
司
職
に
し
た
安
倍
家
三
流
陰
陽
道
の
う
ち

牛
頭
天
王
信
仰
と
集
合
し
た
一
派
が
晴
明
の
名
を
冠
す
る
こ
と
に
よ

位
四

り
権
威
付
け
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
そ
の
作

者
は
晴
明
の
子
孫
晴
朝
だ
と
さ
れ
る
説
が
あ
る
。
特
に
此
等
の
暦
書

が
安
家
の
一
子
相
伝
で
あ
っ
た
こ
と
も
晴
明
へ
の
伝
承
化
へ
拍
車
を

か
け
る
一
因
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば

秘
密
の
ベ

l
ル
に
包
ま
れ
て
い
た
暦
書
が
何
か
の
弾
み
で
世
に
流
布

註
却

さ
れ
た
の
は
室
町
時
代
の
は
じ
め
と
さ
れ
る
。
此
等
の
こ
と
に
よ
り
、

人
々
が
晴
明
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
が
膨
ら
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む
一
方
で
あ
っ
た
の
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
こ
へ
母
は
狐
で
あ

る
と
い
う
一
文
が
「
宜
箪
抄
」
由
来
語
に
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
の

物
語
化
が
如
何
に
嬉
々
と
な
さ
れ
た
か
は
そ
の
後
の
類
書
の
数
の
多

さ
か
ら
も
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
伝
承
の
清
明
は
そ
う
し
た
こ
と
か
ら

「
箪
宜
抄
」
が
世
に
で
る
以
前
か
ら
そ
の
息
吹
を
与
え
ら
れ
て
い
た

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
人
々
の
想
像
の
中
で
膨
ら
ん
で
い
っ

た
清
明
像
を
実
証
す
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
類
書
の
多
さ
が
自
ず
か
ら
人
々
の
関
心
の
高
さ
を
証
明
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
、
暦
書
と
晴
明
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
。
次

に
、
た
だ
の
童
子
で
あ
っ
た
安
倍
の
童
子
が
そ
の
名
を
与
え
ら
れ
る

の
は
何
時
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
示
す
事
実
と
い
う
も
の
を
み
て

E
2
 

い
き
た
い
。
寛
文
二
年
刊
浅
井
了
意
作
「
安
倍
晴
明
物
語
」
に
よ
っ

て
晴
明
は
伝
承
の
世
界
に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
童
子
の
名
が
安

倍
の
童
子
に
変
わ
っ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
又
、
父
の
名
も
猫

島
の
或
る
人
よ
り
安
倍
の
保
名
と
い
う
固
有
名
詞
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
と
で
は
二
人
に
名
が
与
え
ら
れ
た
の
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う

に
父
と
子
の
、
妻
も
し
く
は
母
と
別
れ
た
悲
哀
と
い
う
も
の
が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
安
倍
の
章
子
は
母
が
狐
で
あ
る
こ
と
を
暴
く
存

在
で
あ
り
、
異
類
を
い
ち
早
く
見
破
る
存
在
で
も
あ
る
。
母
の
名
は

こ
こ
で
は
ま
だ
な
く
、
そ
の
分
父
と
子
の
悲
哀
に
力
が
入
っ
て
い
る

様
で
あ
る
。
母
の
名
高
の
葉
の
登
場
は
元
禄
十
二
年
秋
京
都
早
雲
長

註
盟

太
夫
芝
居
上
演
歌
舞
伎
「
し
の
だ
づ
ま
」
に
お
い
て
と
あ
る
。
「
安

倍
晴
明
物
一
也
巴
で
は
母
が
神
獣
と
し
て
描
か
れ
る
以
上
、
父
と
子
の

悲
哀
に
重
点
を
置
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
も

た
て
ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
父
と
子
の
悲
哀
が
描
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
そ
れ
ま
で
暦
書
の
由

来
曹
に
す
ぎ
な
か
っ
た
安
倍
晴
明
の
物
語
が
、
血
肉
の
通
っ
た
物
語

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
人
々
の
心
の
中
に
あ
っ

た
安
倍
晴
明
と
い
う
希
代
の
陰
陽
師
は
母
に
去
ら
れ
た
悲
劇
の
幼
子

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
し
の
だ
づ
ま
」
で

は
童
子
に
七
歳
と
い
う
年
令
を
あ
た
え
、
母
が
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
理
由
へ
の
追
求
を
暗
に
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
母
は
一
介
の
野
干

と
神
位
か
ら
降
下
し
て
い
る
が
、
葛
の
葉
姫
の
存
在
が
な
い
た
め
安

倍
の
童
子
は
母
の
消
失
の
原
因
を
自
ら
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
芦

屋
道
満
大
内
鑑
」
で
は
こ
の
点
葛
の
葉
姫
の
登
場
と
共
に
葛
の
葉
狐

が
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
童
子
に
も
観
衆
に
も
明
白
に
分
か
る

よ
う
に
設
定
し
て
あ
る
。
母
を
求
め
て
泣
く
安
倍
の
童
子
の
哀
れ
き

と
母
と
認
め
て
も
ら
え
ぬ
葛
の
葉
姫
の
哀
れ
さ
が
子
別
れ
の
場
面
に

よ
り
一
層
趣
を
添
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
何
の
疑
間
も
な
く
使
っ
て
き
た
言
葉
に

「
あ
べ
の
ど
う
じ
」
が
あ
る
。
私
は
単
に
子
供
で
あ
る
か
ら
童
子
と

さ
れ
、
安
倍
保
名
の
息
子
で
あ
る
か
ら
安
倍
と
使
う
の
だ
と
思
っ
て

き
た
。
し
か
し
「
安
倍
野
童
子
」
と
す
る
時
そ
の
意
味
は
違
っ
て
く
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註
回

る
よ
う
で
あ
る
。
折
口
氏
の
説
が
そ
れ
で
あ
る
。
寺
役
に
使
わ
れ
る

場
合
村
人
を
童
子
と
い
い
、
安
倍
野
の
原
中
に
村
を
構
え
た
寺
奴
の

一
群
が
あ
り
近
所
の
大
寺
に
属
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の

で
あ
る
。
他
の
村
に
も
あ
る
動
物
祖
先
の
伝
説
が
こ
の
村
に
も
あ
り
、

村
人
を
狐
の
祖
先
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
。
こ
の
こ
と

は
今
は
も
う
正
本
の
消
失
で
証
明
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
説
教
節
と

の
関
わ
り
に
結
び
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
土
御
門
家
の

繁
栄
と
共
に
下
級
陰
陽
師
が
安
倍
氏
の
名
の
恩
恵
に
肖
ろ
う
と
し
て

い
た
ら
し
い
こ
と
は
盛
田
氏
の
見
解
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し

た
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
と
共
に
此
等
の
物
語
は
違
う
様
相
を
し
て

私
の
自
の
前
に
現
わ
れ
る
。
子
別
れ
と
い
う
悲
劇
の
中
に
も
し
か
し

た
ら
社
会
的
に
身
分
の
低
か
っ
た
者
達
の
悲
哀
も
込
め
ら
れ
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
語
り
歩
き
と
い
う
説
教
節
の
存
在
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
き
そ
の
確
実
性
は
増
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
と
も

と
具
類
と
の
結
び
つ
き
の
も
た
ら
し
た
悲
劇
の
物
語
り
で
あ
る
。
安

倍
の
童
子
は
母
と
別
れ
、
狐
の
子
と
い
う
ハ
ソ
デ
を
も
っ
。
そ
の
ハ

ン
デ
を
補
う
が
如
く
に
様
々
な
宝
を
与
え
ら
れ
る
。
宝
と
は
そ
う
い
っ

た
社
会
的
身
分
の
低
か
っ
た
者
達
の
心
の
さ
さ
え
と
も
成
り
得
た
の

だ
ろ
う
か
。

結

び

こ
れ
ま
で
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」

の
中
で
の
葛
の
葉
像
を
様
々
な

角
度
か
ら
探
っ
て
き
た
。
そ
の
起
源
と
流
れ
を
追
う
事
で
如
何
に
し

て
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
の
葛
の
葉
に
至
っ
た
か
、
又
「
芦
屋
道
満

大
内
鑑
」
の
葛
の
葉
が
意
味
す
る
も
の
が
何
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と

が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
わ
か
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
結
び
と
し
の
葛
の

葉
の
意
味
す
る
も
の
を
ま
と
め
て
み
よ
う
と
思
う
。

「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
は
そ
れ
ま
で
の
有
名
な
作
品
の
影
響
を
様
々

な
場
面
に
取
り
入
れ
た
実
に
時
代
の
ニ

l
ズ
に
あ
っ
た
と
も
い
う
べ

き
作
品
で
あ
っ
た
。
清
明
伝
承
の
集
大
成
で
あ
る
こ
と
は
も
う
言
う

註
国

ま
で
も
な
い
が
、
紀
海
音
、
近
松
門
左
衛
門
と
い
っ
た
大
衆
に
人
気

の
あ
っ
た
作
者
の
影
響
が
大
き
い
事
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
実
で

あ
ろ
う
。
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
と
い
う
題
名
は
「
朝
延
に
仕
え
る

臣
下
の
鏡
、
芦
屋
道
満
」
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
。
で
は
当
時
時
代

の
最
先
端
を
い
く
物
語
り
に
こ
ん
な
題
名
を
付
け
る
世
の
中
と
は
一

体
ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
の
初
演
は
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
年
）

桂
昌

で
あ
る
と
い
う
。
享
保
の
世
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
歴
史
書
に
よ
る
と
享
保
と
い
う
年
号
は
二

O
年
ま
で
し

か
な
い
。
中
御
門
天
皇
、
将
軍
吉
宗
の
と
き
で
あ
る
。
享
保
十
六
年

の
米
価
の
下
落
に
伴
い
、
世
は
い
さ
さ
か
騒
が
し
く
な
っ
て
い
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
江
戸
大
火
が
頻
発
し
、
庶
民
の
飢
え
が
深
刻
に
な
り

つ
い
に
幕
府
が
乗
り
出
し
て
い
る
。
お
家
騒
動
も
多
く
、
な
か
な
か

落
ち
着
か
ぬ
世
の
中
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
う
い
う
中
で
の
い
ま
ま
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で
の
悪
役
が
善
玉
と
し
て
再
登
場
す
る
物
語
り
は
、
観
て
い
る
も
の

に
と
っ
て
も
心
惹
か
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
簡
単

に
事
実
の
み
記
し
て
あ
る
歴
史
書
に
は
庶
民
の
実
情
ま
で
は
記
載
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
生
活
と
い
う
も
の
は
士
農
工
商
を
あ

げ
る
ま
で
も
な
く
貧
富
差
、
身
分
差
が
激
し
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
特
に
社
会
の
底
辺
部
分
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
不
満
を
洩

ら
す
こ
と
す
ら
許
さ
れ
な
い
生
き
に
く
い
社
会
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
が
世

の
人
々
に
支
持
さ
れ
た
理
由
は
そ
ん
な
処
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
論
を
す
す
め
て
き
た
中
で
わ
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
底
辺
部
分
に
あ
る
人
々
に
つ
い
て
の
記
述
を
折
口
氏
の
論
文

で
見
付
け
た
と
き
は
少
し
疑
問
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
て
深
く
葛
の

葉
に
つ
い
て
考
え
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
共
感
で
き
る
部
分
が
多
く
な
っ

て
き
た
。
ま
ず
、
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
の
中
で
の
葛
の
葉
狐
は
恩

に
報
い
る
、
と
い
う
大
前
提
と
い
う
べ
き
性
格
付
け
が
な
さ
れ
て
い

る
。
世
の
中
が
次
第
に
乱
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
恩
義
と

い
う
も
の
は
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

恩
に
報
い
る
と
い
う
前
提
の
方
が
保
名
と
の
恋
よ
り
も
前
面
に
で
て

い
た
の
は
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。
今
迄
の
先
行
作
品
の
中
で
は
葛
の

葉
は
一
人
女
房
で
あ
っ
た
例
が
多
く
、
そ
の
性
格
も
人
間
的
と
い
う

よ
り
は
神
に
近
く
（
も
し
く
は
神
そ
の
も
の
）
人
間
よ
り
高
位
に
い

た
観
が
あ
る
が
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
に
お
け
る
葛
の
葉
狐
は
自
分

の
立
場
を
恥
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
は
ず
べ
き
立
場
で
あ
る

葛
の
葉
狐
の
身
に
も
彼
女
の
属
す
る
社
会
は
有
り
、
そ
の
提
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
葛
の
葉
狐
の
属
す
る
世
界
は
物
語
り
を

越
え
、
そ
の
当
時
の
人
間
の
社
会
に
も
相
通
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
要
す
る
に
葛
の
葉
狐
の
恋
は
身
分
違
い
の
恋
な
の
で
あ
る
。
身

分
が
違
う
た
め
に
恩
に
報
い
る
と
し
、
保
名
の
側
に
い
る
口
実
を
作
っ

た
の
で
あ
る
。
恩
に
報
い
る
た
め
に
い
た
と
告
白
す
る
葛
の
葉
狐
は

何
よ
り
、
自
分
自
身
が
そ
の
口
実
を
信
じ
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

下
級
陰
陽
師
等
の
心
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
清
明
伝
承
は
彼
ら
の
多

註
描

く
住
ん
で
い
た
地
域
に
広
が
っ
た
。
そ
れ
は
下
級
陰
陽
師
等
が
自
分

た
ち
の
祖
を
安
倍
晴
明
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
彼
ら
の
プ
ラ
イ
ド
を

保
つ
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。
元
来
別
物
で
あ
っ
た
は
ず
の
異

類
婚
姻
曹
を
融
合
し
た
の
は
、
彼
ら
の
祖
が
狐
で
あ
っ
た
と
い
う
地

域
独
特
の
言
い
伝
え
と
の
混
入
も
考
え
ら
れ
る
が
、
異
類
婚
姻
匙
げ

も
た
ら
す
悲
劇
が
自
分
た
ち
の
姿
と
重
な
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
葛
の
葉
の
性
格
の
変
容
は
時
代

の
変
容
で
あ
り
、
形
を
変
え
て
い
っ
た
伝
承
と
説
話
は
そ
の
物
語
り

を
語
る
人
々
が
共
鳴
す
る
部
分
の
み
を
残
し
て
消
失
も
し
く
は
増
補

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
に
お
け
る
葛

の
葉
狐
は
そ
の
性
格
を
人
聞
に
近
く
す
る
こ
と
で
よ
り
観
客
に
近
い

存
在
と
な
り
人
々
に
支
持
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
物
語

り
の
根
底
に
流
れ
る
も
の
は
身
分
の
差
と
い
う
江
戸
時
代
に
は
決
し
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て
珍
し
く
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
投
影
す
る
人
物
に
狐

と
い
う
異
類
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
立
た
ぬ
主
張
を
続
け

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
保
名
の
他
の
恋
人
、
榊
の
前
と
葛
の
葉
姫
が

身
分
あ
る
人
間
の
娘
達
で
あ
っ
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
異
類
婚
姻

曹
の
悲
劇
は
実
は
こ
の
物
語
り
の
発
祥
と
も
い
え
る
語
り
手
た
ち
の

姿
を
託
し
た
彼
ら
自
身
の
悲
劇
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

葛
の
葉
狐
は
人
間
へ
降
下
し
よ
う
と
も
そ
の
本
質
で
あ
る
獣
性
は

払
拭
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
の
中
で
の
葛

の
葉
狐
の
悲
痛
な
叫
び
が
漸
く
届
い
た
気
が
す
る
。

「
常
々
父
ご
ぜ
の
虫
け
ら
の
命
を
取
ル
。
ろ
く
な
者
に
は
成

ル
ま
い
と
た
父
か
り
そ
め
の
お
し
か
り
も
。
母
が
狐
の
本
性

を
受
け
継
い
だ
る
か
あ
さ
ま
し
ゃ
と
。
胸
に
針
は
り
さ
す
ご

と
く
。
な
ん
ぼ
う
か
な
し
か
り
つ
る
に
（
略
）
」

自
分
の
異
類
性
を
見
せ
付
け
ら
れ
た
悲
し
み
と
そ
の
子
ま
で
異
類

性
を
引
き
継
い
で
い
る
苦
悩
。
母
、
葛
の
葉
狐
の
苦
悩
は
異
類
婚
姻

謹
の
宿
命
で
あ
り
身
分
社
会
の
投
影
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
安
倍
の
童
子
は
ハ
ン
デ
を
背
負
い
な
が
ら
生
き
て
行
く
の
で
あ

る
が
母
の
心
配
を
よ
そ
に
狐
よ
り
引
き
継
い
だ
自
然
知
を
元
に
安
倍

晴
明
と
し
て
立
派
に
出
世
の
道
を
歩
む
こ
と
は
観
客
も
知
つ
て
の
通

ひ
と
つ
の
暦
書
が
物
語
り
を
生
み
時
代
が
そ
れ
を
育
ん

り
で
あ
る
。

で
い
く
。
母
の
去
っ
た
訳
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
実
は
私
達
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

註－
渡
辺
守
邦
氏
「
清
明
伝
承
の
展
開

ー
『
安
倍
晴
明
物
語
』
を
軸
と
し
て
｜
」

（
国
語
と
国
文
学

2
渡
辺
守
邦
氏
「
清
明
伝
承
の
成
立

ー
『
策
箪
抄
』
の
「
由
来
」
の
章
を
中
心
に
｜
」

（
国
語
と
国
文
学
昭
和
五
九
年
二
月
）
一
一
一
一
一
頁

3
托
尼
天
も
し
く
は
茶
狽
尼
天
と
も
。
わ
が
国
の
陰
陽
道
で
聖
天
、
弁

昭
和
五
一
年
一
一
月
）

一O
四
頁
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才
天
と
共
に
三
玉
女
と
さ
れ
る
。
古
代
イ
γ
ド
の
鬼
神
で
あ
り
自
在

な
通
カ
で
六
ヵ
月
前
に
人
の
死
を
知
り
そ
の
心
臓
を
取
っ
て
食
う
と

い
う
。
日
本
で
は
白
狐
に
跨
が
っ
た
美
女
の
像
で
幸
福
を
祈
る
と
し

て
稲
荷
社
に
祭
ら
れ
、
狐
信
仰
と
結
び
つ
い
て
る
。
外
法
で
あ
り
現

世
利
益
を
願
う
。
平
家
物
語
、
太
平
記
に
も
そ
の
法
の
名
が
現
わ
れ

る。
4

「
義
経
千
本
桜
」
に
で
も
同
様
の
設
定
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
狐

に
対
す
る
定
義
は
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

5
井
本
進
氏
「
策
箪
内
伝
金
烏
玉
兎
集
成
立
の
研
究
」

（
科
学
史
研
究
一
一
一
一

昭
和
二
五
年
一
月
）



神
田
茂
氏
「
箪
箪
及
び
そ
の
類
書
に
つ
い
て
」

（
科
学
史
研
究
二
三
）
一
一
一
頁

6
註
5
に
同
じ

7
神
田
氏
「
笈
箪
抄
及
び
そ
の
類
書
に
つ
い
て
」

（
科
学
史
研
究
二
三
）

二
一
頁

古
活
字
本
に
つ
い
て
は
寛
永
一
寸
三
、
四
、
五
、
六
年
本
の
存
在
が

記
し
て
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
中
で
い
ち
ば
ん
古

い
も
の
を
挙
げ
た
。
も
っ
と
古
い
も
の
で
慶
長
一
七
年
（
1
6
1
2
）

古
活
字
本
も
あ
る
。

8
資
料
1
参
照

9
守
陪
憲
治
氏
「
し
の
だ
づ
ま
考

ー
狂
言
本
と
六
段
本
と
｜
」

（
国
語
と
国
文
学
第
八
巻
昭
和
六
年
四
月
）
六
九
七
頁

叩
盛
田
嘉
徳
氏
「
「
し
の
だ
づ
ま
」
に
つ
い
て
」

（
大
阪
学
芸
大
学
紀
要
A
人
文
科
学
第
三
号

二
四
六
頁

昭
和
三

O
年
三
月
）

U
註
叩
に
同
じ
二
四
九
頁
J
二
五
五
頁

ロ
異
類
婚
姻
請
の
ひ
と
つ
。
狐
が
女
に
化
け
て
人
間
の
男
と
結
婚
す
る

話。女
房
が
狐
の
み
（
一
人
女
房
型
）
青
森
か
ら
鹿
児
島
ま
で
約
九

O
話

報
告

別
の
人
間
の
女
房
が
い
る
（
二
人
女
房
）
中
園
地
方
と
九
州
南
部
を

除
く
各
地
で
約
二
五
話
報
告
話

い
ず
れ
も
し
の
だ
妻
の
影
響
を
つ
よ
く
受
け
て
い
る
。

（
日
本
昔
話
事
典
狐
女
一
一
の
頃
よ
り

日
『
竹
田
出
雲
・
並
木
宗
輔

弘
文
堂
）

浄
瑠
璃
集

新
日
本
古
典
文
学
体
系
』

内
山
美
樹
子
氏
の
注
釈
に
よ
る

（
岩
波
書
店
）
九
六
頁

M
註
1
、
2
、
日
に
同
じ
。

日
註
口
に
同
じ
。
五
四
五
頁
。
な
お
、
加
賀
佳
子
氏
の
修
士
論
文
を
お

借
り
し
た
と
こ
ろ
、
後
述
す
る
「
あ
べ
の
ど
う
じ
」
の
名
の
由
来
、

語
り
物
の
存
在
と
そ
れ
を
語
っ
た
人
々
と
の
関
わ
り
な
ど
共
鳴
す
る

部
分
が
多
数
あ
り
大
変
参
考
に
な
っ
た
。

日
註
2
に
同
じ
。

口
井
本
進
氏
「
策
箪
内
伝
金
烏
玉
兎
集
の
成
立
の
研
究
」

（
科
学
史
研
究
二
二
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昭
和
二
五
年
一
月
）
四
一
頁

四
村
山
修
一
氏
『
日
本
陰
陽
道
総
説
』

（
塙
書
房
）
三
二
三
頁

四
註
1
に
同
じ
。

註
げ
の
村
山
氏
の
説
で
は
晴
明
の
作
で
あ
る
と
立
証
さ
れ
て
い
る
o

m註
げ
に
同
じ
。
四
四
頁

幻
註
2
に
同
じ
。
室
町
時
代
の
「
策
箆
抄
」
の
民
間
へ
の
流
布
の
影
響

と
思
わ
れ
る
。

0 

頁

辺
渡
辺
守
邦
氏
〈
狐
の
子
別
れ
〉
文
芸
の
系
譜

（
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
一
五
巻
）
一
四
九
頁



幻
折
口
信
夫
氏

信
太
妻
の
話

（
折
口
信
夫
全
集
第
二
巻
中
央
公
論
社
）
三

O
O貰

担
近
松
門
左
衛
門
作
「
百
合
若
大
臣
野
守
鏡
」
と
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」

と
の
関
係
の
深
さ
は
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
川
本
氏
は
詳
細
な
類

似
点
を
あ
げ
て
い
る
。

お
註
日
に
同
じ
。
二
頁

Mm
註
叩
に
同
じ
。

資
料

1

「
安
倍
晴
明
物
五
巴
解
説

全
七
巻
。
前
半
三
巻
に
「
金
烏
玉
兎
集
」
の
三
国
伝
来
と
晴
明

の
道
満
を
倒
し
見
事
天
文
博
士
に
な
る
ま
で
が
描
か
れ
る
。
ほ

と
ん
ど
「
笈
箪
抄
」
と
内
容
は
同
じ
だ
が
母
が
和
泉
州
信
回
大

明
神
化
現
の
狐
と
す
る
と
こ
ろ
が
違
う
。
父
の
名
、
母
の
名
が

与
え
ら
れ
る
。

参
考
文
献

加
賀
佳
子
氏

「
古
浄
瑠
璃
し
の
だ
づ
ま
成
立
考

l
二
人
の
あ
べ
の
童
子
｜
」

『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
平
成
二
年
度
修
士
論
文
』

＝司

同

上

（
資
料
篇
）
』

「
古
浄
瑠
璃
し
の
だ
づ
ま
の
成
立
ー
な
か
丸
と
あ
べ
の
童
子

l
」

『
芸
能
史
研
究
第
一
一
五
号
別
刷
』

村
山
修
一
氏
「
日
本
陰
陽
道
史
総
説
」
『
塙
書
一
房
一
』
（
昭
和
五
六
）

渡
辺
守
邦
氏
「
清
明
伝
承
の
族
開
l
安
倍
晴
明
物
語
を
軸
と
し
て
｜
」

『
国
語
と
国
文
学
』
（
昭
和
五
六
年
一
一
月
）

「
晴
明
伝
承
の
成
立

i
筆
算
抄
の
由
来
の
章
を
中
心
に
｜
」
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『
国
語
と
国
文
学
』
（
昭
和
五
九
年
二
月
）

「
笈
筆
抄
以
前
｜
狐
の
子
安
倍
の
章
子
の
物
語
｜
」

『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
第
一
四
号
』

「
狐
の
子
別
れ
文
芸
の
系
譜
」

『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
第
一
五
号
』

（
昭
和
六
三
年
三
月
）

（
平
成
元
年
三
月
）

守
陪
憲
治
氏
「
し
の
だ
づ
ま
考
」

『
国
語
と
国
文
学
』

（
昭
和
六
年
四
月
）

盛
田
嘉
徳
氏
「
し
の
だ
づ
ま
に
つ
い
て
」

『
大
阪
学
芸
大
学
紀
要
A
人
文
科
学
第
三
号
』

井
本
進
氏
「
策
箆
内
伝
金
烏
玉
兎
集
成
立
の
研
究
」

（
昭
和
三

O
年
三
月
）



『
科
学
史
研
究
二
ニ
』

（
昭
和
二
五
年
一
月
）

神
田
茂
氏
「
箪
箪
抄
及
び
そ
の
類
書
に
つ
い
て
」

『
科
学
史
研
究
三
ニ
』

（
昭
和
二
七
年
八
月
）

折
口
信
夫
氏
「
信
太
妻
の
話
」

『
折
口
信
夫
全
集
第
ニ
巻
・
中
央
公
論
社
』

江
口
孝
夫
氏
「
狐
・
九
尾
の
狐
の
受
容
と
展
開
」

『
国
語
展
望
五
三
』

川
本
浩
子
氏
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
成
立
」

『
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
国
文
第
一
一
一
号
』

（
昭
和
三
九
年
七
月
）

『
近
世
演
劇
考
説
』

国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
編

「
上
演
資
料
集
・

1
2
7」

「
上
演
資
料
集
・

3
0
2
」

（
昭
和
四
年
一
一
月
）
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黒
木
勘
蔵
氏
「
葛
の
葉
戯
曲
の
系
統
的
研
究
」

（
昭
和
五
一
年
五
月

（
平
成
二
年
七
月
）

最
後
に
こ
の
論
文
を
書
く
に
あ
た
り
、
加
賀
佳
子
氏
か
ら
修
士
論

文
を
貸
与
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
長
期
に
わ
た
る
貸
出
し
を
快
く
承

諾
し
て
く
だ
さ
っ
た
氏
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。




