
伝
承
の
「
発
見
」

田

中

宣

一

は
じ
め
に

日
本
の
人
文
科
学
・
社
会
科
学
へ
の
柳
田
国
男
の
貢
献
は
じ
つ
に

大
き
い
。
年
中
行
事
や
人
生
儀
礼
（
通
過
儀
礼
）、
社
会
組
織
や
地
域

の
互
助
協
同
の
問
題
、
祭
り
や
民
間
信
仰
、
伝
説
や
昔
話
な
ど
な
ど

の
研
究
成
果
は
当
然
そ
う
で
あ
る
が
、
斬
新
で
あ
っ
た
そ
れ
ら
に
お

け
る
個
々
の
学
説
を
超
え
て
、
伝
承
と
い
う
も
の
を
研
究
の
材
料
と

し
て
ま
た
学
問
の
対
象
と
し
て
「
発
見
」
し
た
こ
と
が
、
何
よ
り
も

大
き
な
貢
献
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
評
価
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
伝
承
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
柳
田
は
と
り
た
て
て

定
義
め
い
た
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
理
解

し
て
い
る
。

多
く
の
人
に
、
繰
り
返
し
口
頭
で
伝
え
ら
れ
て
い
く
事
柄
（
話

や
歌
、
倫
理
観
な
ど
）、
口
頭
あ
る
い
は
身
体
行
動
と
し
て
伝
え

ら
れ
て
い
く
所
作
や
技
術
、
以
心
伝
心
で
継
承
さ
れ
て
い
く
諸

観
念

そ
し
て
伝
承
は
、
日
常
・
非
日
常
の
時
と
場
を
問
わ
ず
ひ
ろ
く
認
め

ら
れ
、
集
団
的
・
類
型
的
・
持
続
的
で
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
持

続
的
だ
と
は
い
っ
て
も
、
長
い
年
月
に
は
意
識
的
に
あ
る
い
は
無
意

識
の
う
ち
に
変
化
し
た
り
、
消
滅
し
て
い
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ

る
。
ま
た
、
研
究
の
材
料
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
を
文
字
な
ど

に
定
着
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

伝
承
は
、
極
端
に
言
え
ば
人
間
社
会
成
立
時
か
ら
存
在
し
て
い
た
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は
ず
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
日
常
茶
飯
の
営
み
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

長
い
あ
い
だ
、
伝
承
へ
の
認
識
は
総
じ
て
薄
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
と

え
な
い
。
ま
し
て
、
研
究
対
象
と
し
て
体
系
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る

機
運
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
古
代
の
諸
「
風
土
記
」
の
編
纂
、
近
世

の
国
学
者
や
一
部
旅
行
者
の
作
品
な
ど
に
い
く
ら
か
の
前
史
は
指
摘

で
き
る
と
し
て
も
、
わ
が
国
の
文
化
研
究
に
お
い
て
伝
承
に
積
極
的

に
対
峙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
は
、
明
治
時
代
後
期
だ
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
伝
承
の
包
蔵
す
る
文
化
的
豊
穣
さ
を
充
分
に

認
識
し
、
諸
伝
承
を
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
「
伝
承
」
と
い
う
概
念

に
よ
っ
て
積
極
的
に
掬
い
と
り
は
じ
め
た
の
は
、
大
正
時
代
の
中
後

期
以
降
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
段
階
に
お
い
て
よ
う
や
く
、
伝
承
は

「
発
見
」
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
の
体
系
的
把

握
が
試
み
ら
れ
た
の
は
大
正
時
代
後
期
か
ら
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
で

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
、
概
念
の
確
立
と
体
系
的
把
握
を
牽
引
し
た

の
が
柳
田
国
男
で
あ
っ
た
。

伝
承
の
「
発
見
」
は
近
代
に
お
い
て
民
俗
学
と
い
う
ひ
と
つ
の
学

問
を
誕
生
さ
せ
た
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
日
本
文
学
や
宗
教
学
、

地
理
学
、
日
本
史
学
、
社
会
学
、
教
育
学
な
ど
既
成
の
諸
学
問
を
お

お
い
に
刺
激
し
た
。
民
族
学
（
文
化
人
類
学
・
社
会
人
類
学
）
や
生
活

文
化
学
の
発
展
も
こ
れ
と
無
縁
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
さ
ら
に
は
、

口
承
文
芸
学
、
方
言
学
、
民
俗
芸
能
学
、
民
具
学
、
民
俗
建
築
学
な

ど
、
数
々
の
有
用
な
学
問
の
開
拓
を
促
し
、
日
本
文
化
の
研
究
は
幅

と
厚
み
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
柳
田
国
男
に
よ
る
伝
承
「
発
見
」
の
経
緯
を
た
ど
っ
て
み

た
い
（
１
）。

一
、『
後
狩
詞
記
』
に
み
る
柳
田
国
男
の
関
心

１
�
九
州
旅
行
と
『
後
狩
詞
記
』
の
刊
行

『
後
狩
詞
記
』
は
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
三
月
に
柳
田
国
男

に
よ
っ
て
五
十
部
自
家
出
版
さ
れ
た
。
内
容
は
、
前
年
の
明
治
四
十

一
年
の
九
州
旅
行
に
お
い
て
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
（
現
東
臼
杵
郡
）
椎

葉
村
を
訪
れ
、
そ
こ
に
一
週
間
滞
在
し
て
見
聞
し
た
、
主
と
し
て
猪

狩
り
の
故
実
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
２
）。

柳
田
国
男
は
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
七
月
に
大
学
を
卒
業

し
、
農
商
務
省
農
務
局
に
就
職
し
た
。
そ
こ
で
、
同
年
に
制
定
さ
れ

た
「
産
業
組
合
法
」
に
も
と
づ
き
、
各
地
に
産
業
組
合
の
趣
旨
を
啓

蒙
し
、
産
業
組
合
を
設
立
普
及
さ
せ
る
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
仕
事
は
、
大
学
時
代
に
「
三
倉
沿
革
（
３
）」
を
ま
と
め
、
社
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会
政
策
学
派
の
松
崎
蔵
之
助
の
指
導
を
受
け
て
農
村
の
協
同
組
合
に

関
心
を
持
っ
て
い
た
柳
田
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
適
職
で
あ
っ
た
。
し

か
し
一
年
半
で
農
商
務
省
を
去
り
、
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）

二
月
に
法
制
局
参
事
官
に
任
官
す
る
こ
と
に
な
る
。
在
勤
中
、
各
地

を
精
力
的
に
視
察
し
啓
蒙
普
及
の
た
め
に
講
演
を
重
ね
た
が
、
結
局
、

産
業
組
合
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
上
司
と
の
間
に
意
見
の
齟
齬
の
生
じ

た
こ
と
が
、
法
制
局
へ
の
異
動
の
一
因
を
な
し
た
も
の
ら
し
い
（
４
）。

法
制
局
に
お
い
て
柳
田
は
、
閣
議
に
提
出
す
る
前
の
段
階
の
、
各

省
で
作
成
し
た
法
律
・
政
令
等
の
原
案
の
事
前
審
査
に
当
た
っ
た
。

法
制
局
で
の
仕
事
の
忙
し
さ
は
国
会
の
会
期
と
連
動
し
て
お
り
、
国

会
休
会
中
に
は
比
較
的
時
間
の
余
裕
が
で
き
る
の
で
、
職
場
の
雰
囲

気
と
し
て
、
そ
の
間
は
各
自
の
研
究
課
題
を
深
め
て
も
よ
い
と
さ
れ

て
い
た
ら
し
い
（
５
）。
柳
田
は
当
然
、
大
学
時
代
や
前
職
以
来
の
研
究
の

継
続
の
た
め
各
地
に
調
査
研
究
に
出
向
く
が
、
そ
の
旅
行
は
、
農
商

務
省
や
内
務
省
な
ど
の
嘱
託
と
し
て
の
出
張
旅
行
の
体
裁
を
と
っ
た

の
で
あ
る
。
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
の
九
州
旅
行
も
、
内
務

省
か
ら
の
、「
高
知
熊
本
鹿
児
島
ノ
三
県
ヘ
」
の
「
行
政
視
察
ノ
為
」

の
公
務
出
張
で
あ
っ
た
（
６
）。

九
州
旅
行
に
は
五
月
二
十
四
日
に
出
発
し
た
。
福
岡
か
ら
熊
本
・

鹿
児
島
・
宮
崎
の
各
県
を
巡
り
、
大
分
県
を
へ
て
広
島
県
に
入
り
、

さ
ら
に
は
四
国
へ
と
足
を
の
ば
し
て
、
三
か
月
後
の
八
月
二
十
二
日

に
帰
京
し
て
い
る
。
そ
の
間
、
各
地
を
視
察
し
精
力
的
に
講
演
を
こ

な
し
、
新
聞
記
者
の
取
材
に
も
応
じ
て
い
る
。
椎
葉
村
で
の
足
ど
り

と
、『
後
狩
詞
記
』
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
牛
島
盛
光
の
詳
細
な

研
究
が
あ
る
が
（
７
）、
そ
れ
に
よ
る
と
、
宮
崎
県
椎
葉
村
に
は
七
月
十
三

日
に
入
り
、
十
九
日
ま
で
の
六
泊
七
日
間
滞
在
し
て
い
る
。
滞
在
中

は
村
長
の
中
瀬
淳
の
案
内
で
村
内
の
有
力
者
宅
に
転
々
と
泊
り
な
が

ら
視
察
を
し
て
歩
い
た
。
中
瀬
淳
と
は
五
夜
寝
食
を
共
に
し
た
と
い

う
か
ら
、
行
政
や
産
業
事
情
視
察
と
い
う
表
向
き
の
村
内
事
情
の
み

な
ら
ず
、
村
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
や
生
活
面
を
見
、
人
び
と
の
生
の

声
に
も
触
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

出
発
当
初
、
椎
葉
村
訪
問
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

熊
本
・
鹿
児
島
県
内
の
視
察
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
柳
田
の
関
心
の

在
り
ど
こ
ろ
を
知
っ
た
人
た
ち
か
ら
椎
葉
村
の
事
情
が
も
た
ら
さ
れ
、

椎
葉
村
行
き
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
柳
田
が
後
日
語
っ
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
椎
葉
訪
問
の
目
的
は
、「
焼
畑
を
行
っ
た
跡
地
に
生
育

す
る
山
茶
の
産
業
的
価
値
の
調
査
、
そ
れ
に
加
え
て
椎
茸
や
こ
ん
に

ゃ
く
栽
培
の
発
展
の
可
能
性
な
ど
を
取
調
べ
る
こ
と
（
８
）」
に
あ
り
、
最

初
は
、
狩
猟
の
実
態
を
知
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

柳
田
が
幼
少
時
を
過
ご
し
た
農
村
部
や
、
そ
れ
ま
で
に
産
業
組
合
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の
啓
蒙
で
訪
れ
て
い
た
地
域
は
、
山
地
ぎ
み
の
と
こ
ろ
が
含
ま
れ
て

い
た
と
は
い
え
、
と
に
か
く
水
田
稲
作
農
業
を
基
幹
産
業
に
し
て
い

る
農
村
だ
っ
た
。
し
か
し
椎
葉
村
は
、「
村
中
に
三
反
と
つ
ゞ
い
た

平
地
は
無
く
、
千
余
の
人
家
は
大
抵
山
腹
を
切
平
げ
て
各
其
敷
地
を

構
へ
て
居
る
（
９
）」「
焼
畑
が
農
業
の
全
部
（
１０
）」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、

そ
れ
ま
で
経
験
し
た
り
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
農
村
と
は
、

あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

柳
田
が
椎
葉
村
に
お
い
て
驚
き
を
も
っ
て
学
ん
だ
こ
と
は
数
知
れ

な
い
で
あ
ろ
う
が
、『
後
狩
詞
記
』
や
帰
郷
後
の
談
話
（
１１
）等
を
参
考
に

筆
者
な
り
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
諸
点
に
な
る
。

（
ア
）
生
業
の
相
当
部
分
を
今
な
お
猪
猟
に
負
っ
て
い
る
地
域

が
存
在
す
る
こ
と
。

（
イ
）
農
業
の
大
部
分
が
焼
畑
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
地

域
が
存
在
す
る
こ
と
。

（
ウ
）
個
人
所
有
を
絶
対
と
は
し
な
い
土
地
所
有
の
あ
り
方
。

（
エ
）
右
の
（
ア
）・（
イ
）・（
ウ
）
を
通
し
て
み
ら
れ
る
人
々

の
協
同
の
実
態
。

（
オ
）
先
住
民
族
と
し
て
の
山
人
存
在
へ
の
確
信
。

（
カ
）
実
生
活
に
触
れ
て
伝
承
の
豊
か
さ
を
実
感
し
た
で
あ
ろ

う
こ
と
。

柳
田
の
民
俗
学
は
『
後
狩
詞
記
』
よ
り
出
発
し
て
い
る
と
よ
く
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
多
く
の
こ
と
を
学
び
実
感
し
た
椎
葉
村

訪
問
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、（
ア
）
〜
（
カ
）
を
敷
衍
し
て
み

よ
う
。

２
�
猪
狩
り
と
『
後
狩
詞
記
』

当
時
の
椎
葉
村
で
は
一
年
平
均
四
〇
〇
〜
五
〇
〇
頭
の
猪
が
獲
れ
、

現
金
に
換
算
し
た
そ
の
価
値
は
、
三
、
五
〇
〇
円
ぐ
ら
い
と
み
な
さ

れ
て
い
た
ら
し
い
（
１２
）。
村
の
役
場
の
年
間
予
算
が
七
、
五
〇
〇
円
ほ
ど

で
あ
っ
た
か
ら
（
１３
）、
猪
狩
り
は
村
内
各
家
を
相
当
潤
す
生
業
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
た
だ
、
す
べ
て
が
販
売
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず

だ
か
ら
、
猪
か
ら
の
現
金
収
入
が
三
、
五
〇
〇
円
に
達
し
た
と
い
う

わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
に
言
え
ば
そ
れ
は
、

農
作
物
へ
の
猪
の
害
が
い
か
に
甚
大
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で

あ
り
、
村
人
と
し
て
は
猪
狩
り
に
熱
心
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
環
境

下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
後
狩
詞
記
』
の
「
序
」
に
よ
る
と
、
み
ず
か
ら
も
有
能
な
狩
人

で
あ
っ
た
村
長
の
中
瀬
か
ら
猪
と
鹿
の
話
を
聞
き
、
さ
ら
に
椎
葉
徳

蔵
家
に
泊
ま
っ
た
時
に
は
、
近
年
買
得
し
た
と
い
う
狩
り
の
伝
書
を

も
披
見
し
た
。
柳
田
が
訪
れ
た
七
月
は
猟
の
盛
期
で
は
な
い
の
で
猪
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狩
り
を
実
見
し
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
中
瀬
淳
や
椎
葉
徳

蔵
ら
の
話
か
ら
、
狩
り
の
実
態
は
よ
く
理
解
で
き
た
こ
と
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
柳
田
は
、
猪
狩
り
が
、
日
本
に
お
い
て
現
実

い
ま
だ
に
一
定
の
作
法
に
も
と
づ
い
て
整
然
と
行
な
わ
れ
、
獲
物
の

解
体
か
ら
分
配
に
も
厳
然
た
る
決
ま
り
が
あ
り
、
紛
議
が
生
じ
た
さ

い
の
公
平
な
判
定
や
、
山
の
支
配
者
と
し
て
の
山
の
神
へ
の
敬
虔
な

心
意
の
継
承
さ
れ
て
い
る
地
域
の
存
在
す
る
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
は

じ
め
て
知
っ
た
の
で
あ
る
。

鹿
狩
り
を
記
し
た
『
狩
詞
記
（
１４
）』
の
内
容
が
遠
い
中
世
の
事
柄
だ
と

思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、『
狩
詞
記
』
と
は
武
士
と
山
村
民
、
弓
矢
と

鉄
砲
、
鹿
と
猪
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
同
じ
よ
う
に
豊
か
な
内
容
を
持

つ
「
猪
狩
の
慣
習
が
正
に
現
実
に
当
代
に
行
は
れ
て
居
る
こ
と
（
１５
）」
に
、

柳
田
は
大
き
な
感
動
を
お
ぼ
え
た
の
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に

こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
伝
承
と
い
う
概
念
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た

が
、
こ
こ
に
柳
田
は
、
書
物
か
ら
の
知
識
で
は
な
い
、
狩
猟
伝
承
の

実
態
に
触
れ
、
そ
れ
の
歴
史
・
文
化
研
究
上
の
意
義
を
感
得
し
た
の

で
あ
る
。
地
域
に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
豊
か
な
伝
承
と
出
会
い
、
そ

れ
に
深
く
触
れ
る
こ
と
の
、
面
白
さ
と
重
要
さ
を
学
ん
だ
こ
と
の
意

味
は
大
き
い
。

帰
京
後
、
そ
の
余
韻
の
い
ま
だ
さ
め
や
ら
ぬ
十
月
に
、
柳
田
は
世

話
に
な
っ
た
中
瀬
淳
宛
に
手
紙
を
書
き
、
椎
葉
村
の
概
要
、
猪
狩
り

に
関
す
る
地
名
や
方
言
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
椎
葉
徳
蔵
家
で
一
緒
に

見
た
伝
書
の
写
し
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
た
。
唐
突
な
願
い
だ

っ
た
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
中
瀬
は
翌
年
一
月
ま
で
に
、
そ
れ
ら
諸
書

類
を
誠
実
に
ま
と
め
て
柳
田
宛
に
届
け
た
の
で
あ
る
（
１６
）。

こ
の
よ
う
に
し
て
『
後
狩
詞
記
』
は
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
が
、
同
書
の
内
容
は
、
中
瀬
淳
が
書
き
送
っ
た
猪
狩
り
関
係

の
内
容
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
利
用
し
、
そ
の
内
容
に
柳
田
が
若
干

の
註
記
を
ほ
ど
こ
し
た
諸
資
料
、
お
よ
び
、
附
録
と
し
て
椎
葉
徳
蔵

所
蔵
の
伝
書
の
写
し
を
「
狩
之
巻
」
と
し
て
加
え
、
そ
れ
に
「
序
」

と
し
て
、
柳
田
が
上
梓
に
い
た
る
経
緯
と
椎
葉
村
の
概
要
を
書
き
加

え
た
も
の
に
よ
っ
て
、
構
成
さ
れ
て
い
る
。

３
�
焼
畑
農
業
と
の
出
会
い

焼
畑
農
業
と
出
会
っ
た
の
も
、
貴
重
な
体
験
だ
っ
た
。
各
地
農
山

村
の
事
情
に
精
通
す
る
に
は
ま
だ
三
十
歳
代
前
半
と
い
う
若
さ
だ
っ

た
と
は
い
え
、
か
つ
て
農
務
官
僚
と
し
て
講
演
旅
行
・
視
察
旅
行
を

繰
り
返
し
て
し
た
柳
田
が
、
椎
葉
村
を
訪
れ
る
ま
で
、
焼
畑
農
業
の

存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
「
焼
畑
が
農
業

の
全
部
で
あ
る
」
椎
葉
村
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
本
格
的
な
焼
畑
地
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域
に
邂
逅
し
、
焼
畑
農
業
を
実
感
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

帰
京
後
の
行
政
研
究
会
に
お
い
て
柳
田
は
、
山
々
に
囲
繞
さ
れ
て

は
い
て
も
、
椎
葉
村
の
土
地
台
帳
に
は
山
林
と
か
原
野
と
い
う
地
目

が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
も
っ
と
も
多
い
の
が
畑
と
い
う
地
目
で
あ
る
こ

と
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
畑
と
は
、
字
面
の
ご
と
く
火
田

で
、
現
に
焼
畑
耕
作
を
つ
づ
け
て
い
る
畑
で
あ
る
ほ
か
、
今
は
耕
作

し
て
い
な
い
が
い
ず
れ
焼
畑
に
あ
て
ら
れ
る
べ
き
林
叢
の
こ
と
で
あ

る
と
説
明
し
た
上
で
、
中
世
の
文
書
に
畑
と
畠
と
が
区
別
さ
れ
て
い

る
ご
と
く
、
九
州
の
山
地
で
は
当
時
な
お
畑
と
畠
（
常
畠
）
と
を
区

別
し
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
（
１７
）。
地
目
の
名
称

の
み
な
ら
ず
、
椎
葉
村
の
焼
畑
に
は
、
耕
作
に
あ
た
っ
て
中
世
の
慣

習
が
現
在
に
お
い
て
も
現
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
も
触
れ

た
上
で
、
農
業
の
発
展
に
関
し
て
は
「
古
今
は
直
立
す
る
一
の
捧
で

は
無
く
て
。
山
地
に
向
け
て
之
を
横
に
寝
か
し
た
や
う
な
の
が
わ
が

国
の
さ
ま
で
あ
る
（
１８
）」
と
の
感
想
ま
で
洩
ら
し
て
い
る
。
後
の
方
言
周

圏
論
に
通
じ
る
視
点
を
持
ち
は
じ
め
て
い
る
こ
の
感
想
は
、
小
論
に

は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
柳
田
の
民
俗
学
の
理
論
を
考
え
る
上
で
注

目
さ
れ
る
。

柳
田
が
訪
れ
た
七
月
は
、
焼
畑
作
業
の
ち
ょ
う
ど
夏
藪
（
七
月
に

木
を
伐
り
八
月
に
山
を
焼
く
こ
と
）
の
期
間
だ
っ
た
の
で
、
話
を
聞
く

の
み
な
ら
ず
、
作
業
を
実
見
す
る
こ
と
も
で
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
様
子
を
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
（
１９
）。

（
大
字
よ
り
小
さ
い
区
の
区
長
に
申
し
出
て
、
そ
こ
の
木
を
伐
り
焼
畑

こ

ば

に
し
て
も
よ
い
木
場
と
い
う
土
地
使
用
の
権
利
を
得
た
農
家
で
は
）

一
家
挙
つ
て
山
に
上
り
、
小
屋
を
結
び
て
之
れ
に
住
み
、
朝
か

ら
晩
ま
で
木
の
切
払
を
や
り
ま
す
。
女
も
高
い
木
に
上
つ
て

『
コ
バ
』
切
り
に
従
事
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
山
の
上
で
あ
り

ま
す
か
ら
水
が
乏
し
い
。
彼
等
は
自
然
に
渇
に
堪
ふ
る
習
慣
を

養
ひ
得
て
、
僅
の
水
で
克
く
一
日
を
支
へ
、
木
場
を
切
り
終
る

迄
は
、
毎
日
々
々
朝
か
ら
晩
ま
で
山
上
で
働
く
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
山
村
農
業
の
風
景
は
、
そ
れ
ま
で
水
田
稲
作
農
業
を

念
頭
に
し
て
公
務
に
取
り
組
み
、
研
究
を
進
め
て
き
た
柳
田
の
目
に
、

じ
つ
に
新
鮮
に
映
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

焼
畑
で
は
米
作
は
不
可
能
で
、
雑
穀
栽
培
が
主
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
山
地
に
住
む
人
々
を
当
時
の
柳
田
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
平

地
を
追
わ
れ
て
山
地
に
逃
げ
込
ん
だ
先
住
民
の
子
孫
で
は
な
い
か
と

考
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、「
山
地
に
残
れ
る
人
民
は
、

次
第
に
其
勢
力
を
失
ひ
、
平
地
人
の
圧
迫
を
感
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
言
は
ゞ
米
食
人
種
、
水
田
人
種
が
、
粟
食

人
種
、
焼
畑
人
種
を
馬
鹿
に
す
る
形
で
あ
り
ま
す
（
２０
）」
と
述
べ
、
山
地
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人
民
に
深
い
同
情
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
地
人
民
観
の
当
否

は
別
と
し
て
、
こ
の
時
点
で
、
日
本
の
農
業
に
お
い
て
水
田
稲
作
農

業
と
焼
畑
雑
穀
栽
培
農
業
を
対
比
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
視
点

に
は
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

４
�
土
地
所
有
の
あ
り
方

『
後
狩
詞
記
』
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
椎
葉
村
に
お
い
て

柳
田
は
、
土
地
所
有
の
あ
り
方
、
な
か
ん
ず
く
共
有
地
利
用
の
仕
方

に
も
大
き
な
関
心
を
抱
い
た
。
帰
京
後
の
行
政
研
究
会
で
の
談
話
内

容
（
２１
）を
筆
者
な
り
に
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

宅
地
や
若
干
の
水
田
、
常
畠
は
個
人
の
所
有
に
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
総
面
積
は
少
な
か
っ
た
。
多
く
は
、
先
の
焼
畑
の
箇
所
で

も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
は
山
林
・
原
野
と
呼
ば
れ
る
べ
き
土
地
で
、

椎
葉
村
で
は
こ
れ
が
焼
畑
用
の
畑
と
呼
ば
れ
、
面
積
の
大
半
を
占
め

て
い
る
。
こ
の
畑
は
共
有
地
で
は
あ
る
が
、
他
の
地
域
の
よ
う
に
共

有
意
識
を
も
ち
共
同
し
て
管
理
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
無

主
の
地
と
表
現
し
た
方
が
適
当
な
所
有
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
土
地
で
焼
畑
耕
作
を
希
望
す
る
者
へ
の
土
地
の

割
当
て
に
は
、
小
地
域
長
と
い
う
べ
き
区
長
が
、
長
年
の
不
文
の
規

則
と
い
う
伝
承
を
遵
守
し
、
大
き
な
権
限
を
行
使
し
て
い
た
。
そ
の

規
則
と
は
、
田
や
常
畠
を
比
較
的
多
く
所
有
し
、
か
つ
家
族
の
少
な

い
家
に
は
、
申
し
出
に
応
じ
て
そ
の
つ
ど
最
少
三
反
歩
を
割
当
て
、

逆
に
、
貧
し
く
て
家
族
数
の
多
い
家
に
は
、
最
多
三
町
歩
ま
で
割
当

て
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
貧
富
な
ど
家
々
の
事
情
を
勘
案
し
て
、

村
民
の
生
活
が
平
等
に
な
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
い
う
方
式
で
は
、
焼
畑
耕
作
を
し
て
い
る
数
年

間
は
そ
の
土
地
の
使
用
権
は
耕
作
者
に
属
し
て
い
る
が
、
焼
畑
の
期

間
（
三
〜
五
年
で
あ
ろ
う
）
が
過
ぎ
れ
ば
再
び
無
主
の
山
林
・
原
野
に

戻
り
、
以
後
は
誰
が
割
当
て
ら
れ
て
耕
作
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
わ

か
ら
な
い
。

以
上
で
あ
る
が
、
こ
の
規
則
に
つ
い
て
の
柳
田
の
感
想
は
、
各
家

が
そ
の
所
有
を
充
し
さ
え
す
れ
ば
足
り
る
の
で
、
多
き
を
貪
る
と
い

う
こ
と
は
、
こ
の
山
村
で
は
一
向
は
や
ら
ぬ
わ
け
で
、
一
種
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
住
民
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
実
現

な
ど
と
い
う
高
邁
な
理
想
の
下
に
規
則
を
守
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

「
全
く
彼
等
の
土
地
に
対
す
る
思
想
が
、
平
地
に
於
け
る
我
々
の
思

想
と
異
っ
て
居
る
た
め
、
何
等
の
面
倒
も
な
く
（
２２
）」
こ
の
よ
う
な
分
割

法
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

柳
田
に
椎
葉
の
状
況
を
語
り
、
そ
れ
が
柳
田
の
椎
葉
訪
問
の
一
因

を
な
し
た
と
い
う
宮
崎
県
知
事
は
、
こ
の
よ
う
な
土
地
所
有
は
奇
習
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で
あ
り
、
こ
れ
で
は
耕
土
に
対
す
る
村
民
の
愛
着
心
が
育
た
ず
、
増

収
も
見
込
め
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
土
地
を
区
画
し
て

所
有
権
を
確
立
す
る
よ
う
に
改
め
さ
せ
よ
う
と
思
う
旨
の
発
言
を
し

て
い
る
（
２３
）。
柳
田
も
、
経
済
力
を
高
め
る
た
め
の
開
発
を
否
定
は
し
て

な
い
が
、
し
か
し
、
行
政
研
究
会
で
の
談
話
で
は
、
こ
う
い
う
、
い

わ
ば
古
い
土
地
制
度
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
在
の
事
実
の
方

に
、
よ
り
興
味
を
抱
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

と
も
に
国
家
の
行
政
官
僚
で
あ
り
な
が
ら
、
二
人
の
関
心
の
在
り

ど
こ
ろ
の
相
違
に
は
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

５
�
互
助
協
同
の
実
態

狩
り
は
単
独
で
行
な
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
椎
葉
村
に
は
、

協
同
作
業
と
し
て
の
狩
り
の
伝
承
が
生
き
い
き
と
現
存
し
て
い
た
。

そ
れ
は
、
ト
ギ
リ
と
い
う
役
の
者
が
猪
の
居
場
所
を
ま
ず
下
見
す
る
、

そ
の
あ
と
、
老
練
者
の
指
図
に
し
た
が
っ
て
何
人
か
が
マ
ブ
シ
と
い

う
猪
の
通
り
道
に
待
ち
伏
せ
し
、
追
い
手
が
猪
の
潜
伏
地
に
近
づ
い

て
追
い
立
て
、
マ
ブ
シ
を
通
っ
て
逃
げ
る
猪
を
撃
つ
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
獲
物
の
分
配
に
は
、
鉄
砲
を
命
中
さ
せ
た
者
に
は
規
定
に

し
た
が
っ
て
多
く
配
分
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
者
は
皆
平
等
だ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

狩
猟
法
の
ほ
か
、
狩
り
の
グ
ル
ー
プ
同
士
と
か
狩
り
組
と
罠
猟
者

と
の
間
に
獲
物
を
め
ぐ
っ
て
紛
議
の
生
じ
た
さ
い
の
解
決
法
や
、
山

の
神
へ
の
対
応
な
ど
、
人
と
人
、
人
と
自
然
と
の
調
和
を
は
か
る
さ

ま
ざ
ま
な
伝
承
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
『
後
狩
詞
記
』
に

記
さ
れ
た
狩
り
の
内
容
は
、
文
字
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
事
柄
で

は
な
い
。
少
し
以
前
ま
で
は
目
に
一
丁
字
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
人

び
と
の
あ
い
だ
に
、
口
頭
で
伝
承
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
事
柄
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

互
助
協
同
は
、
ひ
と
り
狩
り
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
火
を
放
つ
焼

畑
の
作
業
に
お
い
て
も
緊
密
に
な
さ
れ
て
い
た
し
、
焼
畑
の
土
地
利

用
に
も
貫
か
れ
て
い
た
原
則
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

互
助
協
同
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
に
町
場
の
生
活
に
お
い
て
も
、

水
田
稲
作
農
業
や
漁
業
に
お
い
て
も
欠
か
せ
な
い
。
産
業
組
合
と
は
、

究
極
の
と
こ
ろ
互
助
協
同
を
目
的
に
し
た
組
織
だ
と
筆
者
は
理
解
し

て
い
る
が
、
そ
れ
を
研
究
し
啓
蒙
し
た
柳
田
は
、
古
い
形
を
と
ど
め
、

し
か
も
内
容
の
多
く
が
書
面
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
伝
承
さ
れ
て
き

た
椎
葉
村
の
互
助
協
同
の
実
態
に
、
感
動
を
お
ぼ
え
た
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、『
後
狩
詞
記
』
を
ま
と
め
、
研
究
会
な

ど
で
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
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６
�
山
人
存
在
の
確
信

『
後
狩
詞
記
』
で
は
、「
序
」
に
お
い
て
、
平
地
人
と
い
う
も
の
に

対
応
さ
せ
、
椎
葉
の
人
び
と
を
山
民
と
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
そ
れ

だ
け
で
あ
る
が
、
帰
京
後
の
行
政
研
究
会
で
の
談
話
で
は
も
っ
と
踏

み
込
ん
で
い
る
。
椎
葉
の
人
を
そ
う
だ
と
断
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
山
民
を
異
人
種
と
か
先
住
民
の
子
孫
だ
と
捉
え
て
い
た
ふ

し
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
九
州
旅
行
で
触
れ
た
山
間
に
居
住
す
る
人

び
と
を
念
頭
に
置
い
て
述
べ
て
い
る
次
の
こ
と
に
は
、
注
意
す
べ
き

で
あ
る
（
２４
）。

要
す
る
に
古
き
純
日
本
の
思
想
を
有
す
る
人
民
は
、
次
第
に
平

地
人
の
為
に
山
中
に
追
込
ま
れ
て
、
日
本
の
旧
思
想
は
今
日
平

地
に
於
い
て
は
最
早
殆
ど
之
を
窺
ひ
知
る
こ
と
が
出
来
な
く
な

っ
て
居
り
ま
す
。
従
つ
て
山
地
人
民
の
思
想
性
情
を
観
察
し
な

け
れ
ば
、
国
民
性
と
い
ふ
も
の
を
十
分
に
知
得
す
る
こ
と
が
出

来
ま
い
と
思
ひ
ま
す
。

柳
田
が
初
期
の
研
究
に
お
い
て
関
心
を
持
っ
た
山
人
と
か
山
民
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
議
論
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
蒸

し
返
す
こ
と
は
控
え
る
が
、
と
に
か
く
九
州
旅
行
、
と
り
わ
け
椎
葉

村
に
お
い
て
、
平
地
人
に
対
す
る
山
地
人
民
と
い
う
独
自
な
存
在
へ

の
確
信
が
、
固
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
い
う
「
古
き
純
日
本
の
思
想
」
が
何
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
明

治
三
十
八
年
の
「
幽
冥
談
（
２５
）」
で
述
べ
た
、
日
本
人
の
信
じ
る
神
や
天

狗
が
有
す
る
性
格
を
念
頭
に
置
い
た
発
言
で
あ
る
可
能
性
が
、
大
で

あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
同
じ
「
幽
冥
談
」
の
他
の
箇
所
で
、

日
本
列
島
に
お
け
る
先
住
民
の
存
在
を
想
定
し
、
彼
等
の
性
格
が
現

日
本
人
に
も
細
々
と
流
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
旨
を
述
べ
て
い
る

が
、
柳
田
は
、
椎
葉
村
を
は
じ
め
九
州
山
地
を
訪
れ
た
こ
と
で
、
山

民
と
し
て
そ
の
存
在
を
確
信
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
後
々
、

そ
う
い
う
山
民
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
思
想
の
重
要
さ
に
、
思
い
を
い

た
す
べ
き
だ
と
、
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
日
本
文
化
の
中
に
粟
食
人
種
・
焼
畑
人
種
に
伝
承
さ
れ

て
い
る
文
化
を
考
え
、
そ
れ
ら
と
の
比
較
で
、
米
食
人
種
・
水
田
人

種
で
あ
る
平
地
人
の
文
化
を
相
対
化
し
よ
う
と
し
た
視
点
は
、
確
か

な
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

７
�
実
生
活
上
の
伝
承

旅
中
か
ら
田
山
花
袋
に
送
っ
た
ハ
ガ
キ
に
よ
る
と
、
九
州
旅
行
の

宿
泊
に
は
ほ
と
ん
ど
旅
館
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
椎
葉
村
に

お
い
て
は
、
六
泊
す
べ
て
現
地
の
民
家
に
泊
っ
て
い
る
。
二
泊
し
た
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家
も
二
家
あ
る
か
ら
、
計
四
家
に
泊
っ
た
こ
と
に
な
る
（
２６
）。
し
か
し
、

『
後
狩
詞
記
』
の
「
序
」
に
は
、
あ
る
家
の
間
取
り
と
家
で
の
客
の

接
待
が
ご
く
わ
ず
か
記
述
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
椎
葉
村
の
日
常
生

活
に
は
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
他
の
資

料
に
も
見
ら
れ
な
い
。
後
々
の
柳
田
と
は
異
な
っ
て
、
初
期
の
柳
田

の
筆
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
お
よ
ん
で
い
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ

て
以
下
の
こ
と
は
筆
者
の
推
測
の
域
を
出
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
柳

田
の
経
験
と
し
て
は
大
事
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
述
べ

て
お
こ
う
。

民
家
に
世
話
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、
三
度
の
食
事
、
火
の
使
用
や

灯
火
、
水
使
い
、
風
呂
、
ト
イ
レ
、
家
人
の
衣
服
、
寝
具
、
屋
内
の

様
子
（
例
え
ば
畳
の
有
無
な
ど
）、
神
棚
・
仏
壇
（
朝
夕
の
供
物
や
参
拝
）、

子
供
ら
の
様
子
、
そ
の
他
、
そ
の
家
の
日
常
の
生
活
全
般
を
目
の
当

た
り
に
し
、
経
験
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
（
２７
）。
柳
田
の
場
合
、
お
そ
ら
く

家
人
は
畏
ま
っ
て
接
待
し
た
上
、
村
長
と
寝
食
を
共
に
し
、
県
の
職

員
も
同
道
し
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
ど
こ
ま
で
自
由
に
振
舞
え
た
か

は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
何
に
対
し
て
も
人
一
倍
関
心
を
持
つ
柳

田
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
家
人
に
い
ろ
い
ろ
問
い
か
け
を
試
み
た
こ

と
で
は
あ
ろ
う
。
村
長
の
中
瀬
と
も
、
日
夜
、
猪
狩
り
や
焼
畑
、
村

内
産
業
の
こ
と
ば
か
り
話
し
合
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

ら
、
日
常
生
活
の
作
法
慣
習
な
ど
も
話
題
に
し
た
に
違
い
な
い
。
ま

た
、
電
灯
の
な
い
時
代
の
屋
内
は
暗
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
柳
田

は
当
時
、
怪
談
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
妖
怪
の
話

や
さ
ま
ざ
ま
な
心
意
現
象
に
踏
み
込
ん
だ
話
題
に
ま
で
発
展
さ
せ
た

か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
い
う
体
験
は
、
各
地
へ
の
視
察
や
講
演
旅
行
で
旅
館
（
そ
れ

も
地
域
の
上
等
の
宿
）
に
止
宿
し
た
の
で
は
、
経
験
で
き
な
い
こ
と
で

あ
る
。
椎
葉
村
に
お
い
て
、
日
本
の
奥
ま
っ
た
農
山
村
の
生
活
上
の

伝
承
を
実
体
験
で
き
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
柳
田
の
農
村
観
察
や
思

想
形
成
に
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

『
後
狩
詞
記
』
出
版
に
あ
た
っ
て
、「
序
」
の
最
後
に
、
椎
葉
村
を

想
い
、「
立
か
へ
り
又
み
ゝ
川
の
み
な
か
み
に
い
ほ
り
せ
ん
日
は
夢

な
ら
で
い
つ
」
と
詠
ん
だ
心
情
に
は
、
猪
狩
り
や
焼
畑
と
は
別
に
、

伝
承
さ
れ
て
い
る
日
常
生
活
へ
の
愛
着
も
、
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

椎
葉
村
に
お
い
て
柳
田
は
、
一
般
民
家
に
泊
り
、
土
地
の
人
と
寝

食
を
共
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
見
聞
き
し
て
い
た
農
村
と
は
ま
っ

た
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
異
な
る
地
域
を
体
験
し
た
の
で
あ
る
。
の
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ち
に
折
り
に
ふ
れ
て
語
っ
て
い
る
生
家
周
辺
の
播
州
平
野
の
農
村
、

関
東
平
野
中
央
部
の
利
根
川
べ
り
の
農
村
は
、
こ
の
よ
う
で
は
な
か

っ
た
。『
定
本
柳
田
国
男
集
』
別
巻
５
の
「
年
譜
」
に
よ
る
と
、
す

で
に
そ
れ
ま
で
に
役
人
と
し
て
、
信
州
や
北
関
東
地
方
、
会
津
、
東

北
地
方
、
北
海
道
、
樺
太
な
ど
、
数
多
く
の
農
山
村
部
へ
出
張
や
講

演
旅
行
で
訪
れ
て
い
る
が
、
筆
者
の
み
る
か
ぎ
り
、
水
田
稲
作
農
業

を
基
幹
産
業
と
し
な
い
所
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
主

食
を
粟
や
稗
に
頼
り
米
の
収
量
の
少
な
い
地
は
存
在
し
た
で
あ
ろ
う

が
、
ま
た
、
野
獣
の
被
害
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
地
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
が
、
少
な
く
と
も
、
焼
畑
に
よ
る
雑
穀
栽
培
と
猪
狩
り
を
主
と
す

る
地
域
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
も
そ
こ
に
は
、
柳
田
が
書
物
を
読
み
古
文
書
類
で
知
っ
て
い

た
古
い
伝
承
が
、
現
に
濃
厚
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
だ
柳
田

の
な
か
に
伝
承
に
つ
い
て
の
明
確
な
概
念
が
育
っ
て
い
な
か
っ
た
と

は
い
え
、
地
域
を
理
解
す
る
上
で
、
伝
承
の
有
効
性
・
重
要
性
を
悟

っ
た
に
ち
が
い
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
産
業
組
合
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
そ
れ
ま
で
の
農
業
関

係
の
著
作
を
読
む
か
ぎ
り
、
柳
田
の
関
心
は
、
生
産
力
向
上
を
目
的

と
し
た
農
業
経
済
や
農
業
政
策
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
当
時
の
学

問
状
況
と
し
て
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
理
論
の
導
入
も
少
な
く
な
い
（
２８
）。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
柳
田

の
関
心
は
、
農
村
の
生
活
で
も
、
農
村
生
活
を
含
む
丸
ご
と
の
農
村

で
も
な
か
っ
た
の
だ
と
、
筆
者
は
思
っ
て
い
る
。
椎
葉
村
に
お
い
て
、

た
と
い
わ
ず
か
一
週
間
と
は
い
え
、
丸
ご
と
の
農
山
村
の
伝
承
に
触

れ
た
意
味
は
じ
つ
に
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、『
遠
野
物
語
』
と
伝
承

１
�
『
遠
野
物
語
』
の
刊
行

『
遠
野
物
語
』
は
、
明
治
四
十
三
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
（
２９
）。
著
者

柳
田
国
男
の
自
家
出
版
で
あ
る
。
内
容
は
、
当
時
、
岩
手
県
の
遠
野

郷
一
円
（
現
・
遠
野
市
）
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
事
柄
を
、
当
地
出
身

の
佐
々
木
喜
善
（
鏡
石
）
か
ら
聞
き
取
り
、
正
確
を
旨
と
し
、
か
つ

「
感
じ
た
る
ま
ま
」
文
語
体
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
は
一

一
九
話
か
ら
な
る
が
、
著
者
は
目
次
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
次
の
三

十
四
に
分
類
し
て
い
る
。

地
勢

神
の
始

里
の
神
（
ヤ
ク
ラ
サ
マ
・
ゴ
ン
ゲ
ン
サ

マ
）

家
の
神
（
オ
ク
ナ
イ
サ
マ
・
オ
シ
ラ
サ
マ
・
ザ
シ
キ
ワ
ラ

シ
）

山
の
神

神
女

天
狗

山
男

山
女
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山
の
霊
異

仙
人
堂

蝦
夷
の
跡

塚
と
森
と

姥
神

館
の
址

昔
の
人

家
の
さ
ま

家
の
盛
衰

（
マ
ヨ
ヒ
ガ
）

前
兆

魂
の
行
方

ま
ぼ
ろ
し

雪

女

河
童

猿
の
経
立

猿

狼

熊

狐

色
々
の
鳥

花

小
正
月
の
行
事

雨
風
祭

昔
々

歌
謡

右
の
分
類
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
大
部
分
が
、
神
霊
の
伝
承
、

伝
承
を
荷
っ
て
い
る
人
び
と
の
心
意
に
つ
い
て
の
事
柄
で
あ
る
。

柳
田
が
佐
々
木
に
初
め
て
会
っ
た
の
は
、
明
治
四
十
一
年
十
一
月

四
日
だ
っ
た
。
九
州
旅
行
か
ら
帰
京
し
、
猪
狩
り
の
資
料
を
椎
葉
村

村
長
の
中
瀬
に
依
頼
し
た
直
後
で
あ
る
。
佐
々
木
は
、
遊
学
の
た
め

上
京
し
て
い
た
遠
野
出
身
の
二
十
三
歳
の
青
年
で
、
柳
田
は
三
十
四

歳
だ
っ
た
。
佐
々
木
を
紹
介
し
た
の
は
柳
田
の
文
学
仲
間
の
水
野
葉

舟
で
、
彼
も
二
十
六
歳
と
ま
だ
若
か
っ
た
。
二
人
の
出
会
い
か
ら

『
遠
野
物
語
』
刊
行
に
い
た
る
経
緯
は
、
石
井
正
己
『
遠
野
物
語
の

誕
生
（
３０
）』
に
詳
し
い
。

当
時
、
柳
田
の
文
学
仲
間
に
は
、
怪
談
話
、
お
化
け
話
が
流
行
し

て
い
た
（
３１
）。
柳
田
も
と
き
に
自
宅
を
会
場
に
提
供
し
た
り
し
て
、
相
当

に
熱
心
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
状
況
の
な
か
で
、
水
野
は
、
お
化
け

話
・
怪
談
の
語
り
手
と
し
て
佐
々
木
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

佐
々
木
も
、
自
分
の
話
を
お
化
け
話
だ
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
初
に
会
っ
た
十
一
月
四
日
に
、
佐
々
木
が
ど
の
よ
う
な
話
を
い

く
つ
話
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
柳
田
は
こ
れ
ら
の
話
に
す
ぐ

反
応
し
、
即
座
に
「
遠
野
物
語
」
と
し
て
ま
と
め
よ
う
と
考
え
た
の

で
あ
る
（
３２
）。
そ
の
後
、
半
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
、
柳
田
は
何
回
か
に
わ
た

っ
て
聞
き
取
り
を
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
が
、
最
初
の
段
階
で
佐
々
木

の
話
を
、
ま
と
ま
り
を
持
つ
遠
野
の
「
物
語
」、
す
な
わ
ち
個
別
の

話
を
越
え
た
一
郷
の
話
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
慧
眼
で

あ
っ
た
。

２
�
遠
野
の
伝
承
の
評
価

『
遠
野
物
語
』
は
、
神
秘
的
な
内
容
と
流
麗
か
つ
簡
潔
な
文
語
体

文
章
が
マ
ッ
チ
し
て
い
て
、
泉
鏡
花
以
来
、
芥
川
龍
之
介
を
へ
て
三

島
由
紀
夫
に
い
た
る
ま
で
、
さ
ら
に
現
代
で
も
、
文
学
作
品
と
し
て

評
価
し
鑑
賞
す
る
人
が
多
い
（
３３
）。
と
い
う
こ
と
は
、
文
章
の
醸
し
だ
す

独
特
の
遠
野
の
世
界
に
感
動
し
た
り
、
架
空
の
不
思
議
な
話
と
し
て

興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
人
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
確
か
に
感
動

的
な
作
品
で
あ
る
と
は
思
う
。
し
か
し
虚
心
に
読
め
ば
、
一
つ
ひ
と

つ
の
話
は
単
調
で
、
断
片
的
と
言
っ
て
よ
い
も
の
が
少
な
く
な
い
と

も
言
え
る
。
柳
田
の
魅
力
的
な
文
体
が
な
け
れ
ば
、
稚
く
平
凡
な
も
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の
が
少
な
く
な
い
話
の
内
容
に
、
は
た
し
て
現
在
の
よ
う
に
絶
大
な

フ
ァ
ン
が
つ
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
柳
田
は
、
佐
々
木
と
会
う
五
年
前
の
明
治
三
十
六
年
に
、

田
山
花
袋
（
田
山
禄
弥
）
と
共
同
で
『
校
訂
近
世
奇
談
全
集
（
３４
）』
を
校

訂
編
集
し
て
、
世
に
出
し
て
い
る
。
柳
田
の
仕
事
と
し
て
広
く
注
目

さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
全
集
に
収
め
ら
れ
た
書
物
は
、

「
新
著
聞
集
」「
老
媼
茶
話
」「
想
山
著
聞
奇
集
」「
三
州
奇
談
」「
三

州
奇
談
続
編
」
か
ら
な
り
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
に
書
き
と
め
ら
れ

た
、
不
思
議
な
話
の
満
載
さ
れ
て
い
る
書
物
で
あ
る
。
柳
田
が
な
ぜ

こ
う
い
う
書
物
の
校
訂
・
編
集
に
か
か
わ
っ
た
の
か
、
詳
ら
か
で
は

な
い
が
、
奇
談
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
収
載
さ
れ
て
い
る

こ
れ
ら
の
書
物
に
、
常
日
頃
関
心
を
抱
い
て
い
た
神
霊
、
狐
狸
類
の

話
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
つ
ひ
と
つ
の
話
は
、
概
し
て
『
校
訂
近
世
奇
談
全
集
』
収
載
の

話
の
方
が
、『
遠
野
物
語
』
よ
り
ま
と
ま
っ
て
い
て
変
化
に
も
富
む
。

価
値
を
認
め
て
、
柳
田
が
編
集
の
労
を
と
ろ
う
と
し
た
気
持
ち
も
わ

か
る
気
が
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
話
は
、
か
つ
て
は
口
頭
で
伝
承

さ
れ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
書

き
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
柳
田
は
書
物
と
し
て
読
ん
だ
わ
け
で

あ
る
。
扮
飾
も
混
じ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
当

時
す
で
に
現
実
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
話
の
舞

台
は
、「
老
媼
茶
話
」
に
会
津
の
話
題
が
ま
と
ま
っ
て
多
い
と
は
い

え
、
い
ず
れ
の
書
も
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
一
地
域
の
話
と
は
か
ぎ
ら

な
い
。

そ
れ
に
比
し
て
佐
々
木
喜
善
の
話
は
、
す
べ
て
遠
野
と
い
う
一
郷

の
話
で
あ
り
、
多
く
は
現
に
日
々
語
ら
れ
、
人
び
と
に
確
実
に
信
じ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
事
実
譚
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
柳
田
は

そ
こ
に
大
き
な
意
義
を
認
め
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
評
価
は
、『
遠

野
物
語
』
の
「
序
」
の
部
分
で
、
か
つ
て
の
『
今
昔
物
語
』
の
話
な

ど
は
ま
と
め
ら
れ
た
当
時
す
で
に
「
今
は
昔
の
話
」
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
書
（『
遠
野
物
語
』）
の
内
容
は
「
目
前
の
出
来
事
」
で
あ
り
、

「
現
在
の
事
実
」
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
挙
げ
し
て
い
る
こ
と

に
、
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
は
単
調
平
凡
で
断

片
的
な
話
が
多
く
含
ま
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
の
伝
承
が
、
ま
と
ま

っ
た
一
地
域
の
現
在
の
事
実
で
あ
る
こ
と
に
感
動
を
お
ぼ
え
た
の
だ

と
、
柳
田
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
書
き
記
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
口
か
ら
耳
へ
心
か
ら
心
へ
と
、
長
年
語
り
伝
え
ら
れ
て
き

た
事
柄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。『
後
狩
詞
記
』
の
狩
り
の
話
が
現
在
の

事
実
で
あ
る
こ
と
に
感
動
し
た
の
と
、
同
じ
感
動
で
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
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不
思
議
な
話
や
怪
談
に
興
味
を
持
つ
人
は
い
て
も
、
こ
う
い
う
田

舎
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
現
在
の
事
実
に
、
こ
と
さ
ら
感
動
す
る
文
学

者
や
研
究
者
は
、
泉
鏡
花
な
ど
少
数
を
除
い
て
、
当
時
ほ
と
ん
ど
い

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
様
の
話
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

書
物
に
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
古
臭
い
田
舎
の
言
い
伝
え
だ
ぐ
ら

い
に
し
か
思
わ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
柳
田
は
、

そ
の
よ
う
に
は
思
わ
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
遠
野
以
外
に
も
全

国
各
地
に
こ
の
よ
う
な
伝
承
は
濃
厚
に
生
き
て
い
る
と
思
い
、
そ
の

後
、
収
集
に
努
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
柳
田
に
は
、
す
で
に
「
幽
冥
談
」
な
る
文
章
も
あ
っ
た
。

「
幽
冥
談
」
は
、
明
治
三
十
八
年
九
月
に
、『
新
古
文
林
』
と
い
う
文

芸
誌
に
掲
載
さ
れ
た
談
話
筆
記
で
あ
る
（
３５
）。

内
容
は
、
要
す
る
に
、
現
世
（
う
つ
し
世
）
に
対
し
幽
冥
（
か
く
り

世
）
の
存
在
を
強
く
信
じ
る
人
び
と
が
お
り
（
柳
田
も
か
つ
て
は
信
じ

て
い
た
よ
う
だ
）、
現
世
と
幽
冥
二
つ
の
世
に
は
往
来
が
成
り
た
っ
て

い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
古
い
信
仰
で
、
感
情
か
ら
感
情
へ

伝
え
ら
れ
て
現
在
に
も
お
よ
ん
で
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
有
力
な
往
来
者
は
天
狗
で
、
天
狗
と

は
、
天
狗
と
い
う
字
義
に
拘
泥
し
な
け
れ
ば
、
日
本
の
お
ば
け
の
一

種
だ
と
い
う
。
神
様
の
一
種
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
天
狗
は
、「
非
常
に
義
を
好
む
と
云
ふ
性
質
、
正
し
い
事

を
好
む
と
云
ふ
性
質
」
を
有
し
、「
清
潔
を
好
む
結
果
、
幾
ら
か
気

が
偏
狭
で
あ
る
か
も
知
れ
」
ず
、
ま
た
「
復
讐
心
に
富
ん
で
」
い

る
」
存
在
だ
と
い
う
。
こ
の
性
質
は
、
武
士
道
と
源
を
同
じ
く
す
る

の
で
は
な
い
か
、
と
も
柳
田
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
性
質
は
、
原
日
本
人
（
こ
の
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
の
ち

に
山
人
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
）
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
心

性
で
、「
昔
の
民
族
と
一
緒
に
成
立
つ
て
居
る
宗
教
」
と
ま
で
述
べ

て
い
る
の
だ
（
３６
）が
、
そ
の
後
、
原
日
本
人
は
、
後
世
、
後
か
ら
来
た
人

び
と
に
追
い
た
て
ら
れ
て
減
少
し
た
の
で
消
滅
の
一
途
を
た
ど
り
つ

つ
、
現
在
に
わ
ず
か
継
承
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

天
狗
に
代
表
さ
れ
る
不
可
思
議
は
日
本
の
旧
い
心
性
を
伝
え
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
存
在
の
研
究
は
、
日
本
国
民
の
性
質
、
国
民

の
歴
史
研
究
に
寄
与
で
き
る
の
だ
と
、
柳
田
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
柳
田
が
怪
談
・
お
化
け
話
に
興
味
を

持
っ
た
の
は
、
単
に
面
白
い
と
い
う
の
と
は
別
に
、
話
の
中
に
日
本

人
の
心
性
、
原
心
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
嗅
ぎ
と
ろ
う
と
し
て

い
た
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
柳
田
は
、
怪
談

に
は
真
偽
二
種
類
が
あ
り
、
自
分
は
真
偽
の
判
断
に
自
信
が
あ
る
か

の
よ
う
に
述
べ
る
が
、
そ
の
判
定
基
準
は
、
話
の
な
か
に
原
心
性
と
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で
も
い
う
べ
き
も
の
を
臭
ぎ
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
お
か
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
早
く
か
ら
抱
い
て
い
た
関
心
か
ら
す

る
と
、
遠
野
一
郷
の
話
の
ス
ト
ー
リ
ー
性
な
ど
、
柳
田
に
と
っ
て
大

き
な
関
心
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
繰
り
か
え
す
よ
う
で
は
あ

る
が
、
山
男
や
天
狗
な
ど
に
ま
つ
わ
る
不
可
思
議
が
、
み
ず
か
ら
の

日
常
生
活
の
延
長
と
し
て
語
ら
れ
、
そ
れ
を
事
実
と
し
て
現
に
信
じ

る
人
び
と
の
い
る
こ
と
が
、
も
っ
と
も
魅
力
的
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
一
郷
の
不
可
思
議
な
話
と
猪
狩
り
や
焼
畑
慣
行
と
い
う
よ
う

に
伝
承
の
内
容
は
異
な
る
が
、
現
に
生
き
て
い
る
旧
い
（
と
思
わ
れ

る
）
伝
承
を
評
価
す
る
と
い
う
点
で
、『
遠
野
物
語
』
と
『
後
狩
詞

記
』
は
通
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

三
、
術
語
と
し
て
の
伝
承

１
�
民
間
伝
承

伝
承
と
い
う
語
が
、
民
俗
学
の
術
語
と
し
て
広
く
知
ら
れ
は
じ
め

る
の
は
、
昭
和
十
年
前
後
で
あ
る
。
柳
田
国
男
が
昭
和
九
年
に
『
民

間
伝
承
論
』
を
著
わ
し
、
翌
十
年
に
、
柳
田
を
中
心
に
「
民
間
伝
承

の
会
」
が
結
成
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。

伝
承
は
、
そ
の
こ
ろ
、
民
間
伝
承
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

（
現
在
で
も
そ
の
傾
向
は
あ
る
）。
柳
田
が
フ
ラ
ン
ス
語
のLes

T
radi-

tions
Populaires

の
訳
語
だ
と
述
べ
て
い
る
（
３７
）か
ら
か
、
柳
田
の
造

語
と
さ
れ
て
い
る
（
３８
）。T

radition

に
は
伝
統
と
い
う
意
が
強
く
、
政

治
上
の
連
想
が
あ
っ
て
困
る
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
般
にpopu-

laire

と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
て
用
い
て
い
る
の
で
、
訳
出
に
あ
た

っ
て
は
こ
の
ポ
ピ
ュ
レ
ー
ル
に
重
き
を
お
い
て
、
民
間
伝
承
と
し
た

の
だ
と
柳
田
は
い
う
。
直
訳
と
し
て
は
確
か
に
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、

そ
も
そ
も
日
本
語
の
伝
承
と
い
う
語
に
は
、
政
治
上
の
連
想
は
ま
っ

た
く
纏
綿
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
伝
承
で
も
よ
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
思
っ
て
い
る
の
だ
が
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
民
間
伝
承
と
い
う
術
語
は
、
多
く
の
人
が

思
っ
て
い
る
よ
う
に
、『
民
間
伝
承
論
』
に
お
い
て
は
じ
め
て
登
場

し
た
語
で
は
な
い
。
昭
和
五
年
四
月
、
長
野
県
東
筑
摩
郡
洗
馬
村
の

長
興
寺
に
お
け
る
柳
田
の
講
演
は
「
民
間
伝
承
論
大
意
」
だ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
（
そ
の
要
項
は
『
民
間
伝
承
論
』
に
「
序
」
と
し
て
収
載
さ

れ
て
い
る
）。
遡
っ
て
、
大
正
十
四
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
「
俳
諧
と

Folk−Lore
」
に
も
、「
我
々
の
民
間
伝
承
の
材
料
は
下
層
に
沈
ん
で

ゐ
る
無
記
録
伝
承
に
力
を
入
れ
る
の
で
あ
る
が
、
云
々
（
３９
）」
と
し
て
用
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い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
柳
田
が
、
国
際
連
盟
の
委
任
統

治
委
員
会
委
員
の
か
た
わ
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
俗
学
の
雰
囲
気
に

じ
か
に
ふ
れ
た
あ
と
の
文
章
で
あ
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
訳
な
の

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
大
正
九
年
ご
ろ
に
は
、
折
口
信
夫
が

「
民
間
伝
承
蒐
集
事
項
目
安
（
４０
）」
と
い
う
も
の
を
ま
と
め
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
少
数
の
研
究
者
間
に
は
、
も
う
大
正
時
代
半
ば
に
は
術

語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
柳
田
がT

radition
Popu-

laire

に
民
間
伝
承
の
語
を
あ
て
た
こ
と
は
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
以
前
に
折
口
に
民
間
伝
承
の
使
用
が
あ
っ
て
み
れ
ば
、
民

間
伝
承
が
柳
田
の
造
語
だ
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
も
折
口
は
、

こ
の
民
間
伝
承
に
、
信
仰
・
祭
り
や
年
中
行
事
、
婚
姻
や
葬
送
習
俗
、

衣
食
住
、
社
会
関
係
な
ど
ま
で
も
含
め
、
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
概
念
で

理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
後
述
す
る
『
郷
土
研
究
』
創
刊
号
の
論
文
「
三
輪
式

神
婚
説
話
に
就
て
」
に
お
い
て
、
高
木
敏
雄
が
、「
南
方
『
ス
ラ
ブ
』

族
の
民
間
伝
承
に
、
似
た
話
が
あ
る
」（
第
一
巻
、
三
五
ペ
ー
ジ
）
と

述
べ
て
お
り
、
管
見
の
お
よ
ぶ
か
ぎ
り
、
民
間
伝
承
の
語
は
高
木
が

も
っ
と
も
早
い
使
用
者
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
高
木
の
場
合
に
は
、

ま
だ
、
説
話
な
ど
が
口
頭
で
伝
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
狭
い
意
味
で

し
か
用
い
て
い
な
い
。

い
ま
は
、
民
間
伝
承
の
造
語
者
を
穿
鑿
す
る
の
が
目
的
で
は
な
い
。

民
間
伝
承
と
い
う
術
語
が
、
大
正
時
代
半
ば
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
確
立

し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

２
�
伝
承
と
い
う
術
語

と
こ
ろ
で
、
伝
承
と
い
う
語
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
ど
う
い
う
意
味

で
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
い
く
ら
か
考
え
た
こ

と
が
あ
る
の
で
（
４１
）、
こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
だ
け
た
ど
っ
て
お
こ
う
。

伝
承
な
る
語
は
、
日
本
に
お
け
る
造
語
で
あ
ろ
う
。
漢
語
に
は
も

と
も
と
な
い
か
、
あ
っ
て
も
、
ご
く
ま
れ
に
し
か
使
用
さ
れ
な
か
っ

た
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
に
よ
る
と
、
平
安
時
代
中
後

期
に
は
す
で
に
、
あ
る
慣
習
が
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
意

味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
も
使
用
さ
れ
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
明
治
時
代
の
辞
書
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、

ほ
と
ん
ど
の
辞
書
が
掲
出
し
て
い
な
い
の
で
、
江
戸
時
代
に
も
明
治

に
入
っ
て
か
ら
も
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
語
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
大
正
時
代
に
な
る
と
、
民
俗
学
関
係
者
の
あ
い
だ
で

多
用
さ
れ
だ
す
の
で
あ
る
。

奇
し
く
も
大
正
二
年
に
は
、『
郷
土
研
究
』
と
『
民
俗
』
と
い
う
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民
俗
学
の
雑
誌
が
二
冊
創
刊
さ
れ
た
。

ま
ず
、
五
月
創
刊
の
『
民
俗
』
か
ら
述
べ
よ
う
。『
民
俗
』
は
、

石
橋
臥
波
・
永
井
如
雲
を
幹
事
と
し
て
設
立
さ
れ
た
日
本
民
俗
学
会

の
機
関
誌
で
、
会
の
設
立
趣
意
に
、「
古
来
の
習
俗
、
伝
承
等
年
に

隠
滅
し
月
に
変
化
し
つ
ゝ
あ
り
、
云
々
」
と
あ
る
。
伝
承
は
こ
こ
で

習
俗
と
並
列
さ
せ
て
あ
る
の
で
、
習
俗
が
所
作
を
指
し
、
伝
承
は
口

頭
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
く
事
柄
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の

だ
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
『
民
俗
』
は
、
五
冊
刊

行
さ
れ
て
ま
も
な
く
終
刊
し
た
だ
け
の
雑
誌
な
の
で
、『
民
俗
』
に

用
い
ら
れ
て
い
る
伝
承
の
語
が
、
学
界
に
ど
れ
く
ら
い
大
き
な
影
響

を
与
え
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

一
方
の
『
郷
土
研
究
』
は
『
民
俗
』
よ
り
い
く
ら
か
早
く
、
三
月

に
創
刊
さ
れ
て
い
る
。
高
木
敏
雄
・
柳
田
国
男
が
中
心
に
な
っ
て
編

集
（
一
年
後
か
ら
は
柳
田
が
単
独
編
集
）
し
た
雑
誌
で
あ
る
。
以
後
大

正
六
年
三
月
ま
で
毎
月
刊
行
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
後
の
民
俗
学

界
に
与
え
た
影
響
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
。
そ
の
創
刊
号
の
巻
頭
論

文
で
あ
る
高
木
敏
雄
「
郷
土
研
究
の
本
領
」
に
は
、「
若
干
の
伝
承

と
旧
習
と
は
、
今
尚
軽
蔑
し
難
い
勢
力
を
維
持
し
て
、
云
々
」
と
あ

る
の
を
は
じ
め
、
初
年
度
の
第
一
巻
（
全
十
二
号
）
に
お
け
る
高
木

の
伝
承
の
使
用
例
は
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
す
べ
て
、
昔
話
な
ど
が

口
頭
で
伝
え
ら
れ
て
い
く
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
他

の
執
筆
者
は
用
い
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
伝
承
の
語
は
、
最
初
は

高
木
の
専
売
特
許
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
正
三
年
の
第
二
巻
以
降
に
な
る
と
、
高
木
以
外
の
研
究
者
も
用

い
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
な
か
で
柳
田
国
男
も
、
菅
沼
可
児
彦
と
い

う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
発
表
し
た
「
郷
土
の
年
代
記
と
英
雄
」
に
お
い
て

「
伝
説
伝
承
の
経
路
が
」（
第
二
巻
四
六
八
ペ
ー
ジ
）
と
か
、「
山
荘
太

夫
考
」
に
お
い
て
「
昔
の
人
の
律
語
を
以
て
事
績
を
伝
承
す
る
習
性

は
」（
第
三
巻
七
二
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
の
語
と
し

て
獲
得
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
大
正
初
期
の

こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
明
ら
か
に
ま
だ
昔
話
・
伝
説
な
ど
を
口
頭
で
伝

え
る
意
味
で
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
伝
承
に
は
ま
だ
、

身
体
所
作
に
よ
る
伝
え
や
伝
え
ら
れ
て
い
る
事
柄
、
そ
し
て
、
い
わ

く
言
い
が
た
い
心
意
を
受
け
継
ぎ
後
世
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
意
味

ま
で
は
、
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

大
正
時
代
半
ば
に
な
る
と
、
注
目
す
べ
き
使
用
例
が
で
て
く
る
。

先
の
折
口
信
夫
の
「
民
間
伝
承
蒐
集
事
項
目
安
」
は
そ
の
ひ
と
つ
で

あ
る
が
、
他
に
も
あ
る
。

大
正
時
代
に
は
、
村
史
（
村
誌
）・
郡
史
（
郡
誌
）・
県
史
（
県
誌
）

の
形
で
郷
土
史
（
誌
）
類
が
簇
生
す
る
。
そ
れ
に
は
雑
誌
『
郷
土
研
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究
』
の
影
響
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
柳
田
は
そ
れ
ら
郷
土
史
（
郷

土
誌
）
類
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
し
、
そ
れ
ら
発
言
を
ま
と
め
て

『
郷
土
誌
論
』
を
世
に
問
う
た
（
４２
）。
そ
こ
に
収
載
さ
れ
た
「
相
州
内
郷

村
の
話
」（
大
正
七
年
）
に
お
い
て
、「
耳
か
ら
口
へ
の
伝
承
は
、
世

に
口
碑
と
も
言
ふ
位
で
、
村
と
し
て
は
重
要
な
史
料
に
相
違
な
い
（
４３
）」

と
か
、「
農
に
関
す
る
土
俗
」（
大
正
七
年
）
に
お
い
て
、「
同
じ
く
農

業
と
云
ふ
中
で
も
、
稲
作
に
就
て
は
特
に
紀
念
す
べ
き
伝
承
が
多

い
（
４４
）」
な
ど
と
し
て
、
伝
承
の
語
を
用
い
て
い
る
。
二
つ
と
も
口
頭
で

伝
え
ら
れ
て
い
る
事
柄
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
事
柄
の
内
容
は
、
以

前
の
よ
う
な
昔
話
・
伝
説
類
に
か
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
。
引
用
し
た

部
分
の
前
後
か
ら
判
断
し
て
前
者
は
村
の
出
来
事
と
か
不
文
の
規
則

を
も
含
み
、
後
者
は
稲
作
の
方
法
と
か
、
収
穫
後
の
祭
り
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
大
正
半
ば
に
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
昔
話
・
伝
説

類
以
外
の
事
柄
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
重
要
視
し
、
こ
れ
ら
も

伝
承
で
あ
る
と
の
認
識
が
芽
生
え
は
じ
め
た
の
だ
と
、
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

『
郷
土
誌
論
』
は
、
当
時
、
柳
田
が
編
集
し
た
「
炉
辺
叢
書
」
全

三
十
六
冊
中
の
一
冊
で
あ
る
が
、
同
じ
「
炉
辺
叢
書
」
に
含
ま
れ
て

い
る
小
池
直
太
郎
『
小
谷
口
碑
集
』（
大
正
十
一
年
）
に
も
、「
は
し

が
き
」
に
、「（
こ
の
）
小
谷
口
碑
集
に
採
録
し
た
民
間
伝
承
の
主
た

る
採
集
区
域
は
」
と
い
う
よ
う
に
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
書
は

口
碑
集
で
あ
る
か
ら
、
収
録
さ
れ
て
い
る
伝
承
の
内
容
は
伝
説
・
昔

話
類
が
多
い
の
で
は
あ
る
が
、
他
に
年
中
行
事
や
家
の
建
て
方
、
田

植
の
方
法
や
農
祭
り
ま
で
含
ま
れ
て
お
り
、
伝
承
が
広
い
内
容
の
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
も
「
炉
辺
叢
書
」
中
の
一
冊
で
あ
る
が
、
島
袋
源
七
『
山
原

の
土
俗
』（
昭
和
四
年
）
に
も
、「
凡
例
」
に
お
い
て
「
民
間
伝
承
は

す
べ
て
根
ざ
し
が
宗
教
に
あ
る
の
で
す
」
と
述
べ
、
伝
説
・
昔
話
を

多
く
含
み
つ
つ
も
、
伝
承
の
内
容
に
、
伝
説
・
昔
話
を
超
え
た
も
っ

と
広
い
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
。
同
書
は
昭
和
四
年
の
刊
行
で
あ
る

が
、
同
書
に
よ
る
と
、「
凡
例
」
の
執
筆
さ
れ
た
の
は
大
正
十
四
年

な
の
で
あ
る
。
な
お
、『
山
原
の
民
俗
』
に
も
、
先
の
『
小
谷
口
碑

集
』
に
も
、
伝
承
の
語
は
民
間
伝
承
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
も
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。

か
く
し
て
、
大
正
時
代
に
入
っ
て
、
昔
話
・
伝
説
類
な
ど
説
話
類

が
口
伝
え
に
継
承
さ
れ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
多
用
さ
れ
だ
し
た
伝

承
と
い
う
語
が
、
大
正
半
ば
に
な
る
と
、
所
作
・
技
術
と
し
て
伝
え

ら
れ
て
い
く
事
柄
や
、
祭
り
や
信
仰
の
よ
う
に
、
多
分
に
心
意
に
属

す
る
事
柄
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
ま
で
、
拡
大
し
て
用
い
ら
れ
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る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
伝
承
さ
れ
て
い
く
所
作
・
技
術

や
観
念
が
、
歴
史
や
文
化
研
究
の
上
で
疎
か
に
で
き
な
い
重
要
な
事

柄
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
研
究
者
の
あ
い
だ
に
定
着
し
は
じ
め
た
か

ら
で
あ
る
（
４５
）。
こ
の
段
階
に
い
た
っ
て
、
伝
承
が
現
在
と
同
じ
よ
う
な

概
念
を
持
つ
術
語
と
な
り
、『
後
狩
詞
記
』
や
『
遠
野
物
語
』
の
執

筆
に
あ
た
っ
て
柳
田
が
瞠
目
し
た
伝
承
と
い
う
営
み
が
、
よ
う
や
く

「
発
見
」
さ
れ
た
の
だ
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
昭
和
時
代
に
入
る
と
さ
ら
に
多
用
さ
れ
、
柳
田
の
『
民

間
伝
承
論
』
に
お
い
て
、
唱
え
言
・
謎
や
昔
話
・
伝
説
な
ど
の
言
語

芸
術
の
ほ
か
、
婚
姻
習
俗
や
衣
食
住
な
ど
の
目
に
見
え
る
生
活
諸
相
、

予
兆
・
卜
占
・
禁
忌
・
呪
術
な
ど
い
わ
ゆ
る
俗
信
、
倫
理
観
・
神
観

念
な
ど
、
と
き
に
は
口
か
ら
耳
へ
、
と
き
に
は
身
体
と
し
て
、
あ
る

い
は
以
心
伝
心
で
継
承
さ
れ
て
き
た
（
あ
る
い
は
現
に
継
承
さ
れ
て
い

る
）
全
般
的
事
柄
が
整
理
さ
れ
、
伝
承
（
も
し
く
は
民
間
伝
承
）
の
語

が
広
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
は
、
概
念
が
明
確
に
な
っ
た
伝
承
に
よ
っ
て
、
各
地
に

無
限
に
存
在
し
て
い
る
伝
承
を
掬
い
と
ろ
う
と
い
う
試
み
が
、
本
格

化
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

伝
承
の
語
は
、
大
正
時
代
に
な
っ
て
、
説
話
類
や
歌
謡
類
を
口
頭

で
つ
た
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
く

事
柄
の
意
味
で
多
用
さ
れ
だ
し
た
。
さ
ら
に
大
正
時
代
半
ば
に
な
る

と
、
口
頭
で
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
か
ぎ
ら
ず
、
技
術
と
し
て
ま
た
身

体
全
体
を
使
い
所
作
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
事
柄
、
以
心
伝
心
に
よ
っ

て
伝
え
ら
れ
て
い
く
諸
観
念
ま
で
も
を
含
む
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
、

民
俗
学
の
術
語
と
し
て
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
単
に
、
伝
承
な
る
語
の
含
意
が
拡
大
し
た
と
い
う

だ
け
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
所
作
や
技
術
、
観
念
が
伝
承
さ
れ
て

い
く
こ
と
、
そ
し
て
長
ら
く
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
日
常
・
非
日
常
の

時
間
・
場
を
問
わ
ず
伝
承
さ
れ
て
い
く
所
作
や
技
術
、
諸
観
念
の
文

化
的
豊
穣
さ
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
研
究
が
日
本
の
歴
史
・
文
化

研
究
に
資
す
る
重
要
さ
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
伝
承
が
真
に
「
発
見
」
さ
れ
た
の

だ
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

各
地
の
伝
承
の
豊
か
さ
・
重
要
さ
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
本
居
宣
長
が
早
く
に
説
い
て
い
る
（
４６
）（

宣
長
が
伝
承
の
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語
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）。
し
か
し
、
そ
れ
を
意
識
的
に
体

験
し
実
感
し
、
研
究
の
対
象
に
し
よ
う
と
し
た
人
は
い
な
か
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
ま
し
て
、
体
験
し
実
感
し
た
こ
と
を
、
意
識
的
に
発

信
し
伝
達
し
よ
う
と
し
た
人
は
、
柳
田
以
前
に
は
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
世
に
問
わ
れ
た
『
後
狩
詞
記
』
と
『
遠
野

物
語
』
は
、
内
容
を
超
え
て
、
そ
の
発
信
伝
達
の
書
と
し
て
画
期
的

だ
っ
た
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
（
４７
）。

こ
の
段
階
で
、
柳
田
は
ま
だ
、
フ
レ
ー
ザ
ー
も
ゴ
ン
ム
も
読
ん
で

い
な
か
っ
た
（
４８
）。『
後
狩
詞
記
』
も
『
遠
野
物
語
』
も
、
い
わ
ば
偶
然

か
ら
体
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
内
容
を
記
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

柳
田
は
独
自
の
感
性
と
洞
察
力
に
よ
っ
て
、
椎
葉
と
遠
野
の
伝
承
の

重
要
性
を
認
め
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
小
論
で
は
述
べ
え
な
か
っ
た
が
、
両
書
と
も
そ
れ
を
発

信
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
簡
単
な
が
ら
で
も
地
域
の
概
要
説
明
を
怠

っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
の
ち
の
民
俗
誌
と
か
郷
土
誌
に
通
じ
る
ま

と
め
方
で
あ
り
、
地
域
を
念
頭
に
お
い
た
伝
承
の
発
信
の
仕
方
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）
「
伝
承
の
『
発
見
』」
と
い
う
題
で
は
、
す
で
に
平
成
二
十
四
年
七

月
二
十
八
日
の
成
城
大
学
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
「
柳
田

国
男
没
後
五
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
お
い
て
短
い
講
演
を

し
、
そ
の
内
容
が
『
現
代
思
想
』
第
四
〇
巻
第
一
二
号
（
一
〇
月
臨

時
増
刊
号
）（
平
成
二
十
四
年
九
月
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
小
論

は
、
当
日
準
備
し
た
材
料
に
よ
っ
て
そ
れ
を
大
幅
に
増
補
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
２
）

小
論
で
は
、『
柳
田
国
男
全
集
』
第
一
巻
（
筑
摩
書
房
、
平
成
十

一
年
刊
）
所
収
の
『
後
狩
詞
記
』
を
用
い
る
。

（
３
）
「
三
倉
沿
革
」
は
、
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
よ
り
、『
民
俗
学
研

究
所
紀
要
』
第
三
十
六
集
別
冊
（
平
成
二
十
四
年
刊
）
と
し
て
、
小

島
瓔
礼
氏
の
解
説
を
つ
け
影
印
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）

藤
井
隆
至
『
柳
田
国
男
―
『
産
業
組
合
』
と
『
遠
野
物
語
』
の
あ

い
だ
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
平
成
二
十
年
）

六
三
〜
六
六
ペ
ー
ジ

（
５
）

前
掲
註
（
４
）
同
書

六
九
ペ
ー
ジ

（
６
）

牛
島
盛
光
『
日
本
民
俗
学
の
源
流
―
柳
田
国
男
と
椎
葉
村
―
』

（
岩
崎
美
術
社
、
平
成
五
年
）

二
一
〇
ペ
ー
ジ

（
７
）

前
掲
註
（
６
）
同
書

（
８
）
『
諸
国
叢
書
』
第
二
輯
（
昭
和
六
十
年
、
成
城
大
学
民
俗
学
研
究

所
編
刊
）
の
千
葉
徳
爾
の
「
解
題
」
二
〇
五
ペ
ー
ジ

（
９
）

前
掲
註
（
２
）
同
書

四
三
五
ペ
ー
ジ

（
１０
）
「
九
州
南
部
地
方
の
民
風
」（『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
三
巻

筑

摩
書
房
、
平
成
十
八
年

所
収
）

六
二
七
ペ
ー
ジ

こ
れ
は
最
初
、

『
斯
民
』
第
四
編
第
一
号
（
明
治
四
十
二
年
四
月
）
に
、
談
話
筆
記
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の
梗
概
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

（
１１
）

前
掲
註
（
１０
）「
九
州
南
部
地
方
の
民
風
」

（
１２
）

前
掲
註
（
２
）
同
書

四
三
四
ペ
ー
ジ

（
１３
）

前
掲
註
（
８
）
同
書
所
収
の
「
西
臼
杵
郡
椎
葉
村
明
治
四
十
一
年

度
歳
入
出
予
算
議
案
」
に
よ
る
。

（
１４
）
「
群
書
類
従
」
の
巻
四
一
九
（
第
二
三
輯
）
の
武
家
部
に
、「
就
狩

詞
少
々
覚
悟
之
事
（
今
称
狩
詞
記
）」
と
し
て
収
録
。
冒
頭
に
「
か

り
と
云
は
鹿
が
り
の
事
な
り
」
と
述
べ
、
ほ
と
ん
ど
鹿
狩
り
の
作
法

や
詞
だ
が
、
鳥
な
ど
に
つ
い
て
も
少
し
記
し
て
あ
る
。

（
１５
）

前
掲
註
（
２
）
同
書

四
三
四
ペ
ー
ジ

（
１６
）

中
瀬
の
送
っ
た
諸
書
類
は
、
現
在
、
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所

「
柳
田
文
庫
」
に
保
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
前
掲
註
（
８
）

同
書
に
、
千
葉
徳
爾
の
「
解
題
」
を
つ
け
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。
同

時
に
、
そ
れ
に
関
す
る
中
瀬
宛
の
柳
田
の
書
簡
も
、『
諸
国
叢
書
』

第
三
輯
（
昭
和
六
十
一
年
）
に
牛
島
盛
光
の
解
説
を
つ
け
て
収
載
さ

れ
て
い
る
。

（
１７
）

前
掲
註
（
１０
）
同
書

六
二
七
ペ
ー
ジ

（
１８
）

前
掲
註
（
２
）
同
書

四
三
五
ペ
ー
ジ

（
１９
）

前
掲
註
（
１０
）
同
書

六
二
七
ペ
ー
ジ

（
２０
）

前
掲
註
（
１０
）
同
書

六
三
一
ペ
ー
ジ

（
２１
）

前
掲
註
（
１０
）
の
「
九
州
南
部
地
方
の
民
風
」

（
２２
）

前
掲
註
（
１０
）
同
書

六
二
八
ペ
ー
ジ

（
２３
）

前
掲
註
（
６
）
同
書

一
三
ペ
ー
ジ

（
２４
）

前
掲
註
（
１０
）
同
書

六
三
〇
〜
六
三
一
ペ
ー
ジ

（
２５
）
「
幽
冥
談
」（『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
三
巻

筑
摩
書
房
、
平
成

十
八
年

所
収
）

三
九
三
ペ
ー
ジ

（
２６
）
『
田
山
花
袋
宛
柳
田
国
男
書
簡
集
』（
館
林
市
、
平
成
三
年
）

一

八
七
〜
一
九
〇

（
２７
）

筆
者
も
民
俗
調
査
で
数
限
り
な
く
民
家
に
お
世
話
に
な
っ
た
が
、

話
を
聞
く
の
と
は
別
に
、
そ
の
地
域
の
生
活
を
知
る
上
で
ず
い
ぶ
ん

参
考
に
な
っ
た
。

（
２８
）

藤
井
隆
至
『
柳
田
国
男
・
経
世
済
民
の
学
―
経
済
・
倫
理
・
教

育
―
』

名
古
屋
大
学
出
版
会

平
成
七
年

（
２９
）
『
遠
野
物
語
』
は
、
後
に
「
遠
野
物
語
拾
遺
」
を
含
む
増
補
版
が

出
さ
れ
て
い
る
が
、
小
論
で
は
以
下
、『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
巻

（
筑
摩
書
房
、
平
成
九
年
）
所
収
の
、
明
治
四
十
三
年
の
も
の
に
よ

る
。

（
３０
）

石
井
正
己
『『
遠
野
物
語
』
の
誕
生
』（
若
草
書
房

平
成
十
二

年
）
に
詳
し
い
。

（
３１
）

こ
の
こ
ろ
の
雰
囲
気
は
、
東
雅
夫
『『
遠
野
物
語
』
と
怪
談
の
時

代
』（
角
川
学
芸
出
版
〈
角
川
選
書
〉

平
成
二
十
二
年
）
に
詳
し
い
。

（
３２
）

前
掲
註
（
３０
）
同
書

３６
ペ
ー
ジ

（
３３
）

石
内
徹
編
『
柳
田
国
男
『
遠
野
物
語
』
作
品
論
集
成
（
全
四

巻
）』

大
空
社

平
成
八
年

そ
の
Ⅰ
巻
所
収
の
石
内
徹
「『
遠
野

物
語
』
研
究
小
史
」

（
３４
）

柳
田
国
男
・
田
山
禄
弥
編
『
校
訂
近
世
奇
談
全
集
』

博
文
館
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明
治
三
十
六
年

（
３５
）

前
掲
註
（
２５
）
同
文
章

（
３６
）

前
掲
註
（
２５
）

四
〇
〇
〜
四
〇
一
ペ
ー
ジ

（
３７
）
『
民
間
伝
承
論
』（『
柳
田
国
男
全
集
』
第
八
巻

筑
摩
書
房

平

成
十
年

所
収
）

一
七
ペ
ー
ジ

（
３８
）
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）
の
「
民
間
伝
承
」
の
項
。

（
３９
）
「
俳
諧
とFolk−Lore
」（『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
六
巻

筑
摩

書
房

平
成
十
二
年

所
収
）

三
四
三
ペ
ー
ジ

（
４０
）
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
五
巻

中
央
公
論
社

昭
和
三
十
年

（
４１
）

拙
稿
「『
伝
承
』
の
全
体
像
理
解
に
む
け
て
」（『
日
本
常
民
文
化

紀
要
』
第
二
十
七
輯
、
平
成
二
十
一
年

所
収
）

（
４２
）
『
郷
土
誌
論
』（『
柳
田
国
男
全
集
』
第
三
巻

筑
摩
書
房

平
成

九
年

所
収
）

（
４３
）

前
掲
註
（
４２
）
同
書

一
四
四
ペ
ー
ジ

（
４４
）

前
掲
註
（
４２
）
同
書

一
八
五
ペ
ー
ジ

（
４５
）

こ
の
認
識
は
、『
郷
土
研
究
』
誌
上
の
「
紙
上
問
答
」
な
ど
で
、

少
し
ず
つ
育
っ
て
は
い
た
が
。

（
４６
）
『
玉
勝
間
』
の
八
の
巻
、
萩
の
下
葉
。

（
４７
）

お
な
じ
こ
ろ
に
柳
田
は
、
専
門
の
農
学
関
係
の
書
物
以
外
に
、

『
石
神
問
答
』（
明
治
四
十
三
年
）
と
『
山
島
民
譚
集
』（
大
正
三
年
）

も
ま
と
め
て
い
る
。
い
ま
、『
遠
野
物
語
』
同
様
に
心
意
を
問
題
に

し
た
こ
の
二
書
の
検
討
を
し
な
い
理
由
を
述
べ
て
お
こ
う
。『
石
神

問
答
』
は
、
野
辺
・
路
傍
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
仏
へ
の
信
仰
や
そ
れ

ら
神
仏
の
由
来
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
り
、『
山
島
民
譚
集
』
は
、

「
河
童
駒
引
」
と
「
馬
蹄
石
」
と
い
う
二
伝
説
の
集
成
お
よ
び
、
そ

れ
ら
に
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
も
に
、
伝
え

て
い
た
当
時
の
人
た
ち
に
は
事
実
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で

『
遠
野
物
語
』
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
が
（
だ
か
ら
柳
田
は
ま
と
め

た
の
で
あ
ろ
う
）、
ま
と
め
た
当
時
に
お
い
て
「
現
在
の
事
実
」
で

な
か
っ
た
も
の
も
多
く
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
ま
と
ま
り
の
あ

る
一
地
域
の
事
柄
で
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
柳
田
が
、
生
き

て
い
る
伝
承
と
い
う
も
の
の
重
要
さ
を
念
頭
に
置
い
て
ま
と
め
た
と

は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
４８
）
『
民
俗
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
二
集
・
別
冊
（
平
成
十
年
）
所
収

の
、
田
中
藤
司
「
柳
田
文
庫
所
蔵
読
了
自
記
洋
書
目
録
・
略
年
表
」

に
よ
る
。
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