
要
旨

　
本
稿
は
、
金
剛
福
寺
、
長
崎
勝
教
氏
が
所
蔵
す
る
鹿
持
雅
澄
『
漢
字
来
源
説
』
の
書
誌

情
報
や
内
容
を
紹
介
し
、
そ
の
本
文
全
文
を
翻
刻
す
る
も
の
で
あ
る
。『
漢
字
来
源
説
』

の
主
眼
は
、
日
本
語
に
は
活
用
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
少
な
い
音
で
も
物
事
を
正
し
く
言
い

分
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
固
有
の
文
字
を
持
つ
必
要
が
な
か
っ
た
と
主
張
す
る

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
主
張
を
述
べ
る
に
先
立
っ
て
、
中
国
に
お
い
て
漢
字
が
発
明
さ
れ
た

後
、
字
数
の
増
加
や
書
体
の
変
遷
に
伴
い
異
体
字
の
混
同
や
漢
字
一
字
の
多
義
的
な
解
釈

が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
解
説
し
、
そ
う
し
た
諸
問
題
が
拗
音
を
は
じ

め
発
音
の
種
類
が
多
く
、
活
用
が
な
い
中
国
語
と
い
う
言
語
の
性
格
と
不
可
分
な
関
係
に

あ
る
と
の
見
解
を
示
す
。
本
書
の
主
張
は
現
在
の
学
術
的
な
水
準
か
ら
首
肯
し
難
い
点
を

多
く
含
む
も
の
の
、
当
時
の
国
学
者
の
日
本
語
や
漢
字
に
対
す
る
理
解
の
一
端
を
示
す
資

料
と
し
て
評
価
で
き
る
。
さ
ら
に
、
鹿
持
雅
澄
が
土
佐
で
生
涯
を
過
ご
し
た
点
を
考
慮
す

る
と
、
近
世
後
期
の
地
方
の
国
学
の
実
態
を
反
映
す
る
資
料
と
し
て
の
価
値
も
併
せ
持
つ
。

一
　解
題

　『
漢
字
来
源
説
』（
以
下
、
本
書
と
よ
ぶ
）
は
、
鹿
持
雅
澄
（
寛
政
三
・
一
七
九
一
〜
安
政

五
・
一
八
五
八
）
が
執
筆
し
た
一
書
で
あ
る
。
本
稿
で
翻
刻
す
る
の
は
、
金
剛
福
寺
の
長

崎
勝
教
氏
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
、
𠮷𠮷
𠮷
𠮷

由
美
（
二
〇
二
二
）
に
そ
の
一
部
を
引
用
し
た
際
、
注
で
簡
単
に
示
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

今
改
め
て
書
誌
情
報
を
示
す
。
た
だ
し
、
昨
今
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響

に
よ
り
、
こ
の
度
は
本
書
を
直
接
見
て
調
査
す
る
こ
と
が
か
な
わ
ず
、
国
文
学
研
究
資
料

館
が
所
蔵
す
る
本
書
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
確
認
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

【
書
誌
情
報
】

○
所
蔵
：
金
剛
福
寺
○
作
者
：
鹿
持
雅
澄
○
形
態
：
袋
綴
じ
（
四
つ
目
綴
）、
一
冊
、

写
本
○
寸
法
：
縦
二
七
・
五
糎
、
横
二
〇
・
四
糎
○
成
立
：
天
保
九
（
一
八
三
八
）

年
○
外
題
：
な
し
○
内
題
：
な
し
○
丁
数
：
一
一
丁
○
行
数
：
一
六
行
○
注
記
：
国

文
学
研
究
資
料
館
に
マ
イ
ク
ロ
資
料
有
（
ナ1-11-1

）、全
体
に
匡
郭
有
（
内
匡
郭
：

縦
二
〇
・
八
糎
、
横
一
五
・
八
糎
、
四
周
単
線
無
界
）、
一
一
丁
裏
欄
外
に
奥
書
「
戊

戌
九
月
二
日
起
筆
同
三
日
功
成
　
藤
原
太
郎
識
」

　『
漢
字
来
源
説
』
は
、
本
書
の
ほ
か
に
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
が
所
蔵
す
る

写
本
一
冊
（
請
求
記
号
：1-275-12

）
が
あ
る
（
以
下
、
狩
野
文
庫
本
と
よ
ぶ
1）
）。
狩

野
文
庫
本
に
は
次
に
示
す
通
り
、
三
つ
の
奥
書
が
あ
る
。

　
　
Ａ
：
二
四
丁
表
「
天
保
九
年
戊
戌
九
月
三
日
　
藤
原
太
郎
雅
澄
識
」

　
　
Ｂ
：
二
四
丁
裏
「
文
久
二
年
壬
戌
四
月
十
五
日
改
寫
畢
　
孫
藤
原
雅
古
」

　
　
Ｃ
：
裏
表
紙
「
四
十
二
年
三
月
吉
日
」

　
Ａ
の
奥
書
は
金
剛
福
寺
所
蔵
本
に
も
ほ
ぼ
同
じ
文
言
が
み
え
る
。
い
っ
ぽ
う
、
Ｂ
の
奥

書
は
金
剛
福
寺
所
蔵
本
に
み
え
な
い
。
Ｃ
が
狩
野
文
庫
本
の
書
写
奥
書
だ
と
考
え
る
と
、

天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
に
金
剛
福
寺
所
蔵
本
が
書
か
れ
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
に

雅
澄
の
孫
で
あ
る
雅
古
が
そ
れ
を
書
き
改
め
、
そ
の
雅
古
の
写
本
を
書
き
写
し
た
狩
野
文

庫
本
が
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
成
立
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
雅
吉
に
よ
る
写
本
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
狩
野
文
庫
本
の
本
文
か
ら
、

こ
の
度
翻
刻
す
る
金
剛
福
寺
所
蔵
本
は
草
稿
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
を
清
書
し
た
も
の

が
狩
野
文
庫
本
で
あ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
金
剛
福
寺
所

鹿
持
雅
澄
『
漢
字
来
源
説
』
解
題
と
翻
刻

𠮷𠮷
　
𠮷
　
𠮷
由
美

九
州
女
子
大
学
人
間
科
学
部
人
間
発
達
学
科

北
九
州
市
八
幡
西
区
自
由
ケ
丘
一
―
一
（
〒
八
〇
七
―
八
五
八
六
）

（
二
〇
二
二
年
十
月
二
十
八
日
受
付
、
二
〇
二
二
年
十
二
月
十
二
日
受
理
）
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蔵
本
の
本
文
に
は
加
筆
や
訂
正
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
狩
野
文
庫
本
の
本
文
で
は
き
れ
い
に

整
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
金
剛
福
寺
所
蔵
本
に
は
次
の
よ
う

な
一
文
が
あ
る
。（
　
）
は
見
せ
消
ち
を
意
味
し
、《
　
》
は
訂
正
後
の
本
文
を
意
味
す
る
。

孔
子
が
六
経
、
左
丘
明
が
春
秋
伝
な
ど
も
古
文
に
て
書
り
と
云
（
る
は
蒼
頡
が
古
文

の
大
篆
を
も
共
に
古
文
と
い
へ
る
か
）《
れ
ど
其
を
た
し
か
に
見
及
び
た
る
人
も
な

き
な
る
べ
し
》�

（
金
剛
福
寺
所
蔵
本
・
二
丁
表
）

　
金
剛
福
寺
所
蔵
本
で
は
、
本
文
（
る
は
蒼
頡
が
古
文
の
大
篆
を
も
共
に
古
文
と
い
へ
る

か
）
が
見
せ
消
ち
さ
れ
、
そ
の
す
ぐ
右
傍
の
行
間
に
訂
正
後
の
本
文
で
あ
る
《
れ
ど
其
を

た
し
か
に
見
及
び
た
る
人
も
な
き
な
る
べ
し
》
が
書
入
れ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

狩
野
文
庫
本
の
同
一
箇
所
で
は
訂
正
の
書
入
れ
が
正
式
な
本
文
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。

孔
子
が
六
経
、
左
丘
明
が
春
秋
伝
な
ど
も
古
文
に
て
書
り
と
云
れ
ど
其
を
た
し
か
に

見
及
び
た
る
人
も
な
き
な
る
べ
し�

（
狩
野
文
庫
本
・
三
丁
裏
）

　
続
い
て
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
み
る
。
本
書
の
眼
目
は
、
日
本
語
は
活
用
が
あ
っ
た

お
か
げ
で
物
事
を
正
し
く
言
い
分
け
ら
れ
た
た
め
に
、
固
有
の
文
字
を
必
要
と
し
な
か
っ

た
と
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
主
張
が
最
初
か
ら
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
本
書
は
そ
の
冒
頭
で
、

古
ヘ
の
文
字
の
こ
と
を
論
は
む
と
思
は
ヾ
、
ま
づ
も
ろ
こ
し
に
て
文
字
の
は
じ
ま
れ

る
や
う
と
其
を
も
て
事
を
記
し
後
ノ
世
に
伝
へ
た
る
さ
ま
と
を
こ
ま
か
に
考
へ
わ
た

し
て
、
さ
て
後
に
物
す
べ
き
こ
と
な
り
、

と
述
べ
て
い
る
通
り
、
中
国
に
お
け
る
漢
字
の
発
明
や
書
体
の
変
遷
の
概
説
な
ど
に
多
く

の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
い
ま
内
容
上
の
ま
と
ま
り
に
応
じ
て
便
宜
的
に
六
つ
に
区
切
り
、

各
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
お
お
よ
そ
の
丁
数
と
あ
わ
せ
て
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
　
漢
字
の
発
明
者
と
漢
字
の
造
字
法
や
運
用
原
理
に
つ
い
て
、
古
代
中
国
の
典
籍

の
記
述
を
引
用
し
な
が
ら
解
説
す
る
。�

（
一
丁
表
〜
二
丁
表
）

②
　
中
国
に
お
け
る
漢
字
の
書
体
の
増
加
お
よ
び
変
遷
に
つ
い
て
古
代
中
国
の
典
籍

の
記
述
を
引
用
し
な
が
ら
解
説
し
、
書
体
の
増
加
や
変
遷
の
せ
い
で
漢
字
が
間

違
っ
た
意
味
で
解
釈
さ
れ
た
り
誤
写
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と

に
つ
い
て
、
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
す
る
。�

（
二
丁
表
〜
四
丁
裏
）

③
　
漢
字
が
多
義
的
に
解
釈
さ
れ
た
り
誤
写
さ
れ
た
り
し
て
き
た
の
は
、
人
々
が
古

い
字
書
を
省
み
ず
、
後
世
の
字
書
に
基
づ
い
て
漢
字
を
整
理
し
た
た
め
で
、
そ

の
よ
う
な
態
度
は
中
国
の
王
朝
が
頻
繁
に
交
代
し
て
き
た
こ
と
と
無
関
係
で
は

な
い
と
主
張
す
る
。�

（
四
丁
裏
〜
七
丁
裏
）

④
　
中
国
語
は
発
音
が
複
雑
で
と
く
に
拗
音
が
多
い
こ
と
、
中
国
語
に
は
活
用
が
な

い
こ
と
を
挙
げ
、
文
字
は
「
平
常
の
語
音
」
を
「
付
け
た
る
」
も
の
で
あ
る
か

ら
、
中
国
語
を
表
す
た
め
の
文
字
で
あ
る
漢
字
の
数
が
多
く
な
る
の
は
当
然
だ

と
し
て
一
定
の
理
解
を
示
す
。
い
っ
ぽ
う
の
日
本
語
は
直
音
を
基
本
と
し
、
活

用
が
あ
る
の
で
、
少
な
い
音
で
多
く
の
事
柄
を
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
述

べ
る
。�

（
七
丁
裏
～
八
丁
表
）

⑤
　
王
朝
の
交
代
と
関
わ
り
な
が
ら
書
体
の
改
変
を
繰
り
返
し
て
き
た
中
国
の
漢
字

よ
り
も
、単
一
皇
朝
の
も
と「
言
霊
」の
力
に
よ
っ
て
言
語
と
し
て
の
特
色
を
守
っ

て
き
た
日
本
語
の
ほ
う
が
信
頼
に
値
す
る
と
説
く
。�

（
八
丁
表
〜
一
〇
丁
表
）

⑥
　
日
本
語
は
文
字
を
持
た
ず
と
も
事
足
り
て
い
た
が
、
世
の
中
が
不
安
定
に
な
り
、

音
声
言
語
だ
け
で
後
世
ま
で
正
し
く
伝
え
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
の
で
、
漢

字
を
献
上
さ
せ
、
日
本
語
を
記
録
し
て
お
く
た
め
の
ひ
と
つ
の
器
と
し
て
借
用

し
た
。
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
日
本
語
に
は
そ
も
そ
も
文
字
と
い
う
概
念
が
な

く
、
そ
れ
が
生
ま
れ
た
の
は
漢
字
が
伝
来
し
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。

�

（
一
〇
丁
表
〜
一
一
丁
表
）

　
①
や
②
で
は
中
国
の
古
典
籍
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
、
欄
外
や
行
間
に
そ
の
典
拠
が
書

入
れ
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
本
書
の
一
丁
裏
に
は
、

伏
羲
と
云
し
が
と
き
に
始
て
八
卦
を
画
き
書
契
を
造
て
結
縄
の
政
に
代カ

ヘ

た
り
、
是
に

由
て
文
籍
生ナ

レ

り
と
孔
安
国
云
り

と
い
う
文
言
が
あ
り
、
欄
外
に
こ
の
典
拠
に
あ
た
る
孔
安
国
『
尚
書
』
の
一
節
が
記
さ
れ

て
い
る
（
読
点
は
稿
者
に
よ
る
、
以
下
同
様
）。

孔
安
国
曰
、
古
者
伏
羲
氏
之
王
二
天
下
一
也
、
始
書
キ
二
八
卦
ヲ
一
造
二
書
契
ヲ

一
、
以

代
二
結
縄
之
政
治
一
、
由
レ
是
文–

籍
生
ル

ま
た
二
丁
表
に
は
、

黄
帝
が
時
に
六
爻
始
れ
り
と
孫
虔
礼
カ
書
譜
、
書
苑
菁
華
等
に
見
え
た
り
、
六
爻
は

六
書
に
て
そ
の
六
書
は
象–

形
、
指–

事
、
諧–

声
、
会–

意
、
転–

注
、
仮–

借
の
六
な

り
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と
あ
り
、
そ
の
上
欄
に
は
『
書
苑
菁
華
』
の
次
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

書
苑
菁
華
云
、
自
二
古
三
皇
以
前
結
レ
縄
為
一レ
政
、
至
二
太
昊
氏
一
文
字
生
馬
字
有
二
六

爻
一
、
一
曰
象
形
、
二
曰
指
事
、
三
曰
形
声
、
四
曰
会
意
、
五
曰
転
注
、
六
曰
仮
借

　
出
典
は
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
雅
澄
が
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
目
を
配
り
、
幅
広
く

知
識
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
2）
。
ま
た
、
雅
澄
が
そ
の
生
涯
を
土
佐
で
過
ご
し
た
点

に
鑑
み
れ
ば
、
地
方
に
お
い
て
も
学
問
の
発
展
を
支
え
る
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
発
達
し

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

【
謝
辞
】

　
貴
重
な
資
料
の
翻
刻
と
そ
の
掲
載
を
お
許
し
下
さ
い
ま
し
た
金
剛
福
寺
、
長
崎
勝
教
氏

に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

【
注
】

１
）
狩
野
文
庫
本
の
画
像
は
現
在
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
公
開
さ
れ
て

い
る
（D

O
I

：10.20730/100366305

）。
そ
の
書
誌
注
記
に
よ
れ
ば
、
画
像
は

一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
三
年
に
か
け
て
撮
影
さ
れ
た
『
狩
野
文
庫
マ
イ
ク
ロ
版
集

成
』（
丸
善
雄
松
堂
）
を
電
子
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
形
態
は
四
〇
〇
字
詰

め
原
稿
用
紙
袋
綴
じ
で
あ
る
。
き
ち
ん
と
し
た
表
紙
の
な
い
仮
綴
じ
で
、
二
つ
折
り

に
し
た
原
稿
用
紙
を
表
表
紙
と
裏
表
紙
の
代
わ
り
に
つ
け
て
い
る
。
表
表
紙
に
は
直

接
「
漢
字
来
源
説
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

２
）
雅
澄
が
多
く
の
分
野
に
目
を
配
っ
て
い
た
こ
と
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
が

所
蔵
す
る
『
鹿
持
雅
澄
蔵
書
目
録
』（
請
求
記
号
：0200196002

）
か
ら
も
知
ら

れ
る
。

【
参
考
文
献
】

𠮷𠮷
𠮷
𠮷
𠮷
𠮷
、
𠮷
𠮷
𠮷
𠮷
に
お
け
る
𠮷
𠮷
仮
𠮷
の
𠮷
𠮷
𠮷
𠮷
『
𠮷
𠮷
集
古
𠮷
』
を
𠮷
が
か

り
に
𠮷
𠮷
、
𠮷
𠮷
、
二
三
四
、（
二
〇
二
二
）、
１–
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二
　翻
刻

【
凡
例
】

・
本
稿
は
、
金
剛
福
寺
、
長
崎
勝
教
氏
が
所
蔵
す
る
鹿
持
雅
澄
『
漢
字
来
源
説
』
の
本
文

を
翻
刻
す
る
も
の
で
あ
る
。

・『
漢
字
来
源
説
』
に
は
多
く
の
書
入
れ
が
あ
る
。
本
稿
で
は
本
文
に
対
す
る
加
筆
・
訂

正
の
書
入
れ
だ
け
を
翻
刻
し
、
本
文
中
に
引
用
し
た
漢
籍
等
の
出
典
を
記
す
書
入
れ
は

翻
刻
し
な
か
っ
た
。

・
漢
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
、
適
宜
読
点
を
補
っ
た
。

・
変
体
仮
𠮷
は
現
行
の
字
体
に
統
一
し
た
。

・
濁
点
と
踊
り
字
は
原
本
の
ま
ま
と
し
た
。

・
丁
数
は
算
用
数
字
で
表
し
た
。
丁
の
表
、裏
は
そ
れ
ぞ
れ
略
号
「
オ
」「
ウ
」
を
使
用
し
、

各
丁
の
表
、
裏
の
末
尾
に
［
丁
数�

略
号
］
を
入
れ
る
こ
と
で
丁
数
を
示
し
た
。
た
と

え
ば
、
一
丁
表
の
末
尾
に
は
［
１
オ
］、
一
丁
裏
の
末
尾
に
は
［
１
ウ
］
と
記
し
た
。

・
本
文
に
対
す
る
書
入
れ
は
次
の
よ
う
に
示
し
た
。

（
１
）�本
文
に
新
た
に
語
句
を
補
う
書
入
れ
は
、
本
文
中
の
補
入
し
た
い
部
分
に
「
○
」
が

記
さ
れ
、
そ
の
付
𠮷
に
補
い
た
い
語
句
が
書
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
○
」
は
示

さ
ず
、「
○
」
が
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
書
入
れ
の
語
句
を
〈
　
〉
で
括
っ
て
示

し
た
。

（
２
）�本
文
を
訂
正
す
る
書
入
れ
は
、
も
と
も
と
の
本
文
が
見
せ
消
ち
さ
れ
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
見
せ
消
ち
部
分
を
（
　
）
で
括
っ
て
示
し
た
。
訂
正
𠮷
の
本
文
の
書
入
れ
の

位
置
は
、
見
せ
消
ち
部
分
の
右
傍
、
行
間
、
欄
外
な
ど
一
様
で
は
な
い
が
、
本
稿
で

は
そ
の
位
置
を
問
わ
ず
、
見
せ
消
ち
を
意
味
す
る
（
　
）
の
直
𠮷
に
《
　
》
で
括
っ

て
示
し
た
。

（
３
）�一
度
、
新
た
に
語
句
を
書
入
れ
、
そ
れ
を
見
せ
消
ち
し
て
訂
正
し
て
い
る
場
合
は
、

（〈
　
〉）
で
括
っ
て
示
し
た
。

・
日
本
語
の
活
用
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
、
本
文
で
は
単
語
の
横
に
長
方
形
の
記
号
が
付

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
記
号
を
二
重
傍
線
に
置
換
え
「
ア
メ
ツ
チ
」
の
よ
う

に
表
示
し
た
。

・
文
意
が
通
ら
な
い
と
こ
ろ
や
誤
字
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
（
マ
マ
）
を
付
し
た
。
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【
本
文
】

古
ヘ
の
文
字
の
こ
と
を
論
は
む
と
思
は
ヾ
、
ま
づ
も
ろ
こ
し
に
て
文
字
の
は
じ
ま
れ
る
や

う
と
其
を
も
て
事
を
記
し
後
ノ
世
に
伝
へ
た
る
さ
ま
と
を
こ
ま
か
に
考
へ
わ
た
し
て
、
さ

て
後
に
物
す
べ
き
こ
と
な
り
、
な
ま
〳
〵
の
儒
者
ど
も
三
史
五
経
を
は
じ
め
今
ノ
世
に

流ホ
ド
コ布

れ
る
書
籍
ど
も
の
真
書
に
行
位
た
ヾ
し
く
き
は
や
か
に
書
連
ね
た
る
を
板
に
ゑ
り
て

紙
に
す
り
つ
け
、
冊ト

ヂ

本マ
キ

と
せ
る
そ
の
字
体
ど
も
ヽ
い
と
正タ

ヾ

し
く
厳

オ
ゴ
ソ
カに

し
て
、
も
ろ
〳
〵
の

字
書
ど
も
に
引
合
せ
読
試
る
に
、
を
さ
〳
〵
た
が
ふ
す
ぢ
な
く
し
て
ま
こ
と
に
き
は
や
か

な
る
を
見
て
、
も
ろ
こ
し
は
何
事
も
行
た
ら
ひ
て
き
は
こ
と
な
る
が
う
へ
に
文
物
の
国
な

る
が
故
に
も
と
よ
り
か
く
の
ご
と
く
に
あ
り
し
な
る
ベ
け
れ
ば
、
太
古
よ
り
後
ノ
世
に
い

た
る
ま
て
万
ノ
事
い
さ
ヽ
か
あ
や
ま
つ
こ
と
な
く
し
て
正
し
く
伝
り
来
ぬ
る
こ
と
な
ら
む

と
思
ふ
ベ
け
れ
ど
も
、
然サ

心
得
て
は
お
も
ひ
の
ほ
か
に
い
た
く
た
が
ふ
こ
と
な
り
、
も
ろ

こ
し
は
物
の
道
理
を
こ
ま
か
に
わ
づ
ら
は
し
く
い
ひ
た
て
ヽ
よ
ろ
づ
に
こ
ち
た
き
国
が
ら

な
る
に
つ
れ
て
は
、
文
字
と
云
も
の
も
は
や
く
出
来
し
と
は
い
ひ
伝
へ
た
れ
ど
、
あ
ま
ね

く
今
ノ
世
に
流ホ

ド
コ布

れ
る
真
書
と
云
も
の
は
、
は
る
か
の
ヽ
ち
魏
と
云
し
代
に
さ
だ
ま
り
、

さ
て
そ
の
真
書
も
て
書
籍
を
書
て
伝
ふ
る
こ
と
は
又
は
る
か
後
ノ
世
に
は
じ
ま
れ
る
［
１

オ
］
こ
と
に
て
、
太
古
よ
り
し
て
後
ノ
世
の
さ
ま
な
る
に
は
あ
ら
ず
、
ま
づ
彼
ノ
国
に
て

往
古
黄
帝
と
云
し
が
と
き
に
、
蒼
頡
と
云
し
も
の
が
鳥
ノ
跡
を
見
て
作
り
し
を
文
字
の
は

じ
ま
り
と
云
伝
へ
た
り
、
こ
れ
を
古
文
と
云
、
し
か
る
を
〈
は
や
く
〉
伏
羲
と
云
し
が
と

き
に
始
て
八
卦
を
画
き
書
契
を
造
て
結
縄
の
政
に
代カ

ヘ

た
り
、
是
に
由
て
文
籍
生ナ

レ

り
と
孔
安

国
云
り
、
し
か
れ
ば
既サ

キ

に
伏
羲
と
云
し
が
時
よ
り
文
字
て
ふ
も
の
は
あ
る
べ
き
に
、
蒼
頡

が
は
じ
め
て
制ツ

ク

り
し
よ
し
普ア

マ
ネ通

く
云
伝
へ
た
る
は
い
か
に
、
但
し
〈
或
は
伏
羲
が
時
に
は

尚
有
テ

レ
義
無
シ

レ
形
、
蒼
頡
に
迨
び
て
始
テ
摹
テ

二
鳥
跡
ヲ

一
成
二
科
斗
ヲ

一
と
も
云
り
〉
或
は
伏

羲
制
レ
字
ヲ
至
テ

二
蒼
頡
ニ

一
而
大
ニ
備
レ
リ
と
も
云
り
、
或
は
蒼
頡
は
即
伏
羲
の
臣
に
し
て
共

に
書
契
を
造
り
そ
め
し
と
も
い
へ
り
、
す
べ
て
彼
ノ
国
が
ら
と
し
て
古
ヘ
よ
り
虚ウ

ツ
ハ
リ
ゴ
ト誕

多
く

て
、
後
ノ
世
の
事
に
す
ら
お
ほ
つ
か
な
き
こ
と
ま
ヽ
あ
る
を
、
ま
し
て
こ
れ
は
往
古
の
こ

と
な
れ
ば
今
究
め
て
い
ふ
べ
き
よ
し
な
し
、
前
漢
ノ
武
帝
と
云
し
が
弟
魯
ノ
恭
王
と
云
人
、

孔
子
の
九
代
の
孫
孔
鮒
と
云
も
の
ヽ
宅
の
壁
を
こ
ぼ
ち
し
と
き
に
、
そ
の
壁
中
に
籠コ

ム

る
と

こ
ろ
の
書
籍
ど
も
を
得
た
り
、
さ
る
は
秦
ノ
始
皇
が
と
き
に
書
籍
を
や
き
す
て
ら
れ
む
こ

と
を
惜
み
恐
れ
て
、
当
時
ひ
そ
か
に
こ
め
お
き
し
物
な
り
と
そ
、
其
ノ
中
に
論
語
あ
り
、

こ
れ
を
孔
子
壁
中
の
古
論
と
云
り
、
こ
れ
い
は
ゆ
る
古
文
に
て
書
た
る
も
の
な
り
と
い
へ

り
、
そ
の
古
文
よ
り
は
は
る
か
の
後
に
造
れ
る
大
篆
と
云
も
の
、
孔
［
１
ウ
］
子
が
時
よ

り
は
又
は
る
か
に
前
に
出
来
し
も
の
に
て
古
文
に
は
ま
さ
り
て
便
な
る
べ
き
も
の
と
思
は

る
ヽ
に
、
其
を
用
ひ
ず
し
て
な
ほ
古
文
を
用
ひ
し
は
い
か
な
る
に
か
〈
但
し
孔
子
が
時
代

に
は
か
の
大
篆
を
用
ふ
る
こ
と
を
改
め
て
又
も
と
の
古
文
科
斗
書
を
な
べ
て
用
ひ
し
と
も

云
り
〉
孔
子
が
六
経
、
左
丘
明
が
春
秋
伝
な
ど
も
古
文
に
て
書
り
と
云
（
る
は
蒼
頡
が
古

文
の
大
篆
を
も
共
に
古
文
と
い
へ
る
か
）《
れ
ど
其
を
た
し
か
に
見
及
び
た
る
人
も
な
き

な
る
べ
し
》
す
べ
て
彼
ノ
国
の
書
ど
も
に
古
ヘ
の
文
字
の
こ
と
を
い
へ
る
こ
と
区マ

チ

〵〳
〵

に
し

て
一
決
し
が
た
け
れ
ば
、
今
定
め
て
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
、
さ
て
又
黄
帝
が
時
に
六
爻
始
れ

り
と
孫
虔
礼
カ
書
譜
、
書
苑
菁
華
等
に
見
え
た
り
、
六
爻
は
六
書
に
て
そ
の
六
書
は
象–

形
、

指–

事
、
諧–

声
、
会–

意
、
転–

注
、
仮–

借
の
六
な
り
、
ま
づ
象
形
と
は
物
の
形
を
象

カ
タ
ド
リて

字

を
造
れ
る
を
云
て
、
日
は
日
の
象
、
月
は
月
の
象
、
鼻
は
鼻
の
象
、
目
は
目
の
象
に
造
れ

る
を
云
ば
こ
れ
は
黄
帝
の
時
に
は
じ
ま
れ
り
と
云
む
も
さ
も
あ
ら
む
、
次
に
指
事
と
云
は

直
に
其
ノ
事
を
さ
す
を
云
て
、
人
ノ
字
一
ノ
字
の
上
に
あ
る
を
上
ノ
字
と
し
、
人
ノ
字
一
ノ
字

の
下
に
あ
る
を
下
ノ
字
と
す
る
を
云
と
云
る
た
ぐ
ひ
は
、
か
の
時
よ
り
は
後
に
は
じ
ま
れ

る
こ
と
な
る
べ
く
思
は
る
ヽ
に
、
黄
帝
に
か
け
て
い
へ
る
こ
と
お
ほ
つ
か
な
し
、
さ
れ
ど

六
書
の
こ
と
周
礼
に
あ
れ
ば
く
だ
ち
て
の
世
の
こ
と
に
は
あ
ら
じ
、
さ
て
か
の
大
篆
と
云

文
字
、
周
ノ
宣
王
と
云
し
が
と
き
に
、
史
籀
と
云
も
の
古
文
科
斗
書
（
と
云
も
の
）
を
変

じ
て
作
り
い
だ
せ
る
よ
し
事
文
類
聚
別
集
に
見
え
た
り
、
こ
れ
を
史
書
と
も
籀
書
と
も
云

よ
し
か
た
〴
〵
見
え
た
り
、
そ
の
［
２
オ
］
後
、
秦
ノ
始
皇
が
代
に
至
り
て
丞
相
李
斯
と

云
も
の
史
籀
が
大
篆
の
繁
多
を
殳カ

リ

省ハ
ブ

て
作
れ
る
、
こ
れ
を
小
篆
と
云
り
、
此
ノ
代
に
八
体

を
定
め
た
り
、
八
体
と
云
も
の
は
、
大–

篆
、
小–

篆
、
刻–

意
、
蟲–

書
、
摹–

印
、
署–

書
、

殳–

書
、
隷–

書
の
八
な
り
、
中
に
も
秦
ノ
下
邽
と
い
ふ
処
の
人
程
邈
と
云
も
の
、
罪
有
て

雲
陽
と
云
処
の
獄
に
入
た
り
し
が
思
ヒ
を
覃ツ

ク

し
て
十
年
の
間
篆
書
を
変
じ
て
隷
書
三
千
字

を
つ
く
り
て
始
皇
に
奏
す
、
始
皇
よ
ろ
こ
び
て
罪
を
許
し
て
御
史
の
官
に
あ
げ
た
る
よ
し
、

事
文
類
聚
別
集
、
書
史
会
要
等
に
見
え
た
り
、
こ
の
隷
書
は
じ
ま
り
て
甚
簡
約
に
便
よ
ろ

し
と
て
古
文
は
絶
た
り
と
説
文
ノ
序
に
あ
る
は
、
い
は
ゆ
る
古
文
科
斗
書
（
な
ど
）
な
る

べ
し
、
そ
の
後
〈
漢
と
云
し
代
に
至
り
て
佐
書
と
名
づ
け
（〈
く
〉）
た
り
し
も
こ
の
程
邈

が
つ
く
れ
る
隷
書
な
り
と
そ
、
そ
の
こ
ヽ
ろ
は
こ
し
か
た
の
字
体
に
く
ら
ぶ
る
に
至

キ
メ（
マ
マ
）め

て
書
や
す
く
し
て
上
下
の
所
用
を
佐タ

ス

く
る
故
に
し
か
い
へ
り
と
云
り
〉（〈
又
〉）（
魏
と
云

し
代
に
い
た
り
て
、
鍾
繇
と
云
し
も
の
が
章
程
書
と
名
づ
け
た
る
も
）（〈
皆
）〉）
こ
れ
即
チ
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今
此
方
に
て
も
常
に
隷
書
と
云
も
の
な
り
、
世
に
こ
れ
を
漢
隷
と
云
は
漢
と
云
し
代
に
も

は
ら
此
ノ
書
の
行
は
れ
し
故
な
る
べ
し
、
さ
て
そ
の
の
ち
漢
ノ
霊
帝
と
云
し
が
と
き
に
、

上
谷
ノ
王
次
仲
と
云
る
も
の
が
八
分
書
と
云
も
の
を
つ
く
れ
り
、
其
は
か
の
李
斯
が
小
篆

の
二
分
を
と
り
、
程
邈
が
隷
書
の
八
分
を
割
て
つ
く
れ
る
が
ゆ
ゑ
に
八
分
と
い
ふ
と
い
ひ
、

或
は
又
皆
八
ノ
字
の
勢
の
如
き
偃ハ

波ネ

あ
る
が
ゆ
ゑ
に
八
分
と
云
と
い
へ
り
、
又
、
佩

集

に
郭
忠
恕
が
説
を
引
て
、
上
の
二
説
み
な
非
な
り
、
八
分
は
八
体
［
２
ウ
］
の
書
の
後
漢
ノ

蔡
邕
が
つ
く
れ
る
ゆ
ゑ
に
し
か
云
り
と
も
い
へ
り
、
こ
れ
即
チ
今
此
方
に
も
常
に
八ハ

分フ

字

と
云
も
の
な
り
、
隷
書
と
八
分
書
と
は
ま
が
ひ
や
す
し
、
書
家
に
つ
き
て
よ
く
学
ば
ざ
れ

ば
分
り
が
た
し
、
し
か
る
に
書
苑
に
今
の
隷
と
称イ

フ

も
の
は
八
分
書
な
り
、
古
ヘ
の
隷
と
称イ

ヒ

し
も
の
は
真
書
な
り
と
あ
る
を
見
れ
ば
は
や
く
彼
方
に
て
も
ま
が
へ
し
と
見
え
た
り
、
さ

て
か
の
王
次
仲
隷
書
を
以
て
楷
法
を
つ
く
れ
り
、
楷
法
八
分
の
正
書
な
り
と
宣
和
カ
書
譜

叙
論
に
見
ゆ
、
正
書
は
今
和
漢
と
も
に
い
は
ゆ
る
真
書
な
り
、
楷
書
と
云
、
正
書
と
云
、

真
書
と
云
は
一
ツ
な
り
、
し
か
れ
ば
王
次
仲
よ
り
真
書
は
は
じ
ま
れ
り
と
お
ほ
ゆ
、
さ
る

が
故
に
東
坡
が
真
生
レ
行
、
行
生
レ
草
、
真
如
レ
立
、
行
如
レ
行
、
草
如
レ
走
、
未
レ
有
下
不
二

能
レ
立
能
一レ
行
而
能
レ
走
ル
ヲ
者
上
也
と
志
林
に
い
ひ
、
郭
忠
恕
が
小
篆
散
而
八
分
生
、
八
分

破
而
隷
書
出
、
隷
書
悖
而
行
書
作
、
行
書
狂
而
草
書
聖
、
以
レ
此
知
隷
書
今
乃
真
書
と
書

苑
に
あ
り
、
し
か
れ
ば
王
次
仲
が
は
じ
め
し
真
書
に
よ
り
て
行
書
を
つ
く
り
、
行
書
に
よ

り
て
草
書
を
つ
く
り
し
な
る
べ
し
、
行
書
は
後
漢
劉
徳
昇
つ
く
り
、
草
書
は
後
漢
ノ
張
伯

英
つ
く
る
と
い
へ
り
、
し
か
る
に
書
史
会
要
を
見
れ
ば
ま
さ
し
く
真
書
は
魏
ノ
鐘
繇
が
つ

く
り
初
め
た
る
よ
し
見
え
た
れ
ど
、
つ
く
り
初
め
た
る
に
は
あ
ら
で
、
か
の
王
次
仲
が
法

に
よ
り
て
書
ク
こ
と
の
た
く
み
な
り
し
が
故
に
［
３
オ
］
造
初
め
し
と
も
云
伝
ヘ
し
な
る

べ
し
、
元
常
専
工
二
於
隷
書
一
と
も
鐘
繇
隷
奇
と
も
い
ひ
て
、
ま
こ
と
に
真
書
を
工
ミ
に
よ

く
う
る
は
し
く
書
し
な
り
、
元
常
は
即
チ
鐘
繇
が
字
な
り
、
さ
て
こ
の
隷
と
云
る
は
か
の

程
邈
が
隷
書
と
は
異
に
て
同
名
別
体
な
り
、
こ
の
鐘
繇
か
工
ミ
な
り
し
書
を
魏
隷
と
称イ

ヒ

て

魏
隷
は
す
な
は
ち
真
書
な
り
、
晋
書
王
羲
之
カ
伝
に
尤
善
二
隷
書
ヲ

一
と
あ
る
も
同
じ
、
其
ノ

証
は
書
苑
に
も
隷
書
今
乃
真
書
と
あ
る
ご
と
し
、
し
か
れ
ど
も
程
邈
が
つ
く
れ
る
を
鐘
繇

が
工
ミ
に
書
し
を
も
と
も
に
同
じ
く
隷
と
云
ば
、
程
邈
が
つ
く
れ
る
は
世
に
漢
隷
と
云
も

の
に
て
、
今
の
隷
書
鐘
繇
が
工
ミ
な
り
し
は
世
に
魏
隷
と
云
て
今
の
真
書
な
り
と
い
は
ず

し
て
は
つ
き
ぬ
こ
と
な
り
、
さ
て
そ
の
鐘
繇
が
工
ミ
な
り
し
真
書
の
絶
妙
な
る
に
な
ら
ひ

て
、
そ
の
後
、
晋
の
王
羲
之
又
そ
の
書
風
を
つ
た
へ
て
名
高
か
り
し
故
に
い
よ
〳
〵
鐘
繇

が
名
も
ひ
ろ
ま
り
、
後
ま
て
も
ひ
ろ
く
真
書
の
世
に
行
は
る
ヽ
こ
と
ヽ
な
り
し
と
し
ら
れ

た
り
、
か
く
て
其
ノ
他
に
飛–

白
、（
蟲–

書
）、
章–

書
、〈
蓬–

書
〉
藁–

書
、
或
は
龍–

書
、
亀–

書
、

鶴–

書
、
花–

英–

書
、
其
ノ
余
種
〵
の
書
体
の
名
あ
り
て
わ
づ
ら
は
し
、
そ
の
後
、
六
十
四

書
の
体
あ
り
、
又
そ
の
後
、
増
シ
加
ヘ
て
九
十
一
種
に
定
め
、
次
に
九
法
を
加
へ
合
せ
て
百

体
を
な
す
な
ど
も
い
へ
り
、
そ
の
中
、
唐
と
云
し
代
に
挍

（
マ
マ
）書

郎
ノ
正
字
ヲ
所
ノ

レ
掌
ト
ル
字
体

に
五
ツ
あ
り
、
一
ツ
に
は
古–

文
、
二
ツ
に
［
３
ウ
］
は
大–

篆
、
み
な
用
ひ
ず
、
三
ツ
に
は
小–

篆
、

印–

壐
、
旗–

旙
に
用
ひ
、
四
ツ
に
は
八–

分
、
石–

経
、
碑–

碣
に
用
ひ
、
五
ツ
に
は
隷–

書
、
典–

籍
、

表–

奏
、
公–

私
、
文–

疏
に
用
ふ
る
こ
と
に
さ
だ
め
た
り
と
見
ゆ
、
こ
の
隷
書
、
即
チ
上
に

云
ご
と
く
真
書
な
る
べ
し
、
凡
そ
文
字
の
こ
と
は
彼
ノ
国
に
て
種
〵
に
書
つ
た
へ
区
〵
に

記
し
つ
ぎ
て
一
決
し
が
た
き
こ
と
な
れ
ど
、
そ
の
大
略
は
ま
づ
上
ノ
件
に
云
る
が
如
し
、

か
く
て
今
彼
ノ
国
の
古
昔
よ
り
の
さ
ま
を
夷

タ
ヒ
ラ
ゲ

考
る
に
、
ま
づ
秦
の
代
に
程
邈
が
隷
書
を

つ
く
り
そ
め
て
よ
り
漸
ク
其
ノ
字
体
を
具
ふ
る
に
、
近
く
な
れ
り
と
き
け
ば
そ
れ
よ
り
以

前
の
さ
ま
お
も
ひ
や
る
べ
し
、
さ
て
そ
の
書
は
画
少
き
も
の
を
ば
増
益
し
、
画
多
き
も
の

を
ば
損
減
し
、
方
な
る
も
の
を
円
に
し
、
円
な
る
も
の
を
方
に
し
、
其
ノ
字
体
簡
易
に
し

て
徒
隷
の
い
や
し
き
し
も
べ
に
施
し
て
も
受
ケ
用
ふ
る
〈
に
〉、
便
よ
ろ
し
と
て
隷
書
と

名
づ
け
た
り
と
云
り
、
或
は
又
程
邈
は
始
り
の
徒
隷
た
り
し
が
ゆ
ゑ
に
、
隷
書
と
云
と
も

い
へ
り
、（〈
又
こ
の
隷
書
こ
し
か
た
の
字
体
に
く
ら
ふ
る
に
至
め
て
書
や
す
く
し
て
上
下

の
所
用
を
佐タ

ス

く
と
云
て
漢
と
云
し
代
に
至
り
て
佐
書
と
名
づ
け
た
り
と
云
り
、
か
く
て
こ

の
文
字
の
体
〉）（
そ
は
い
か
に
ま
れ
）《
そ
は
い
か
に
ま
れ
こ
の
字
体
》、
い
に
し
へ
彼
ノ

国
に
て
聖
人
と
云
し
も
の
ど
も
の
代
よ
り
は
は
る
か
に
後
（
の
）《
に
は
じ
ま
れ
る
》
こ

と
な
る
を
、
そ
れ
よ
り
以ヲ

チ
ツ
カ
タ往

の
事
蹟
を
こ
と
あ
や
ま
た
ず
た
ヾ
し
く
つ
た
へ
た
り
と
思
ふ

は
い
と
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
な
り
、
さ
る
は
ま
づ
今
ノ
世
に
真
書
に
て
紙
に
き
は
や
か

に
書
て
、
冊ト

ヂ

本マ
キ

に
し
た
る
書
籍
を
す
ら
伝
へ
写
す
た
び
ご
と
に
字
を
書
誤
り
［
４
オ
］
或

は
書
落
し
な
ど
す
る
類
の
な
く
て
か
な
は
ぬ
こ
と
な
る
を
、
か
の
秦
と
云
し
よ
り
あ
な
た

紙
も
な
か
り
し
と
き
竹
の
簡フ

ダ

に
（
古
文
）
科
斗
、
篆
文
の
類
に
て
書
付
お
き
た
ら
む
を
ば
、

や
ヽ
年
経
た
ら
む
に
だ
に
い
り
ち
が
ひ
も
あ
る
べ
き
に
、
ま
し
て
写
し
つ
が
む
に
は
誤
り

も
し
、
脱
し
も
せ
ず
て
や
は
あ
る
べ
き
、
さ
れ
ば
人
み
な
し
れ
る
ご
と
く
、
か
の
孟
軻
と

云
し
も
の
聖
人
と
い
ひ
し
も
の
ヽ
世
よ
り
は
い
た
く
は
遠
か
ら
ざ
り
し
に
す
ら
尚
書
の
武

成
篇
の
あ
る
が
中
に
、
そ
の
二フ

タ
ツ
ミ
ツ

三
策
を
と
り
て
信ウ

ケ

用ガ
フ

の
み
と
云
し
を
、
ま
し
て
代
か
は
り

時
う
つ
り
、
文
字
の
体
製
も
よ
り
〳
〵
あ
ら
た
ま
り
し
に
つ
れ
て
い
く
た
び
か
改
め
う
つ
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し
つ
ぎ
つ
ら
む
な
れ
ば
、
実
は
今
よ
り
考
れ
ば
信ウ

ク

る
に
た
れ
る
も
の
あ
ら
む
こ
と
お
ほ
つ

か
な
し
、
そ
の
う
へ
彼
ノ
国
の
史ツ

タ
ヘ
ブ
ミ伝

の
類
を
ば
漢
籍
に
心
よ
せ
し
徒
は
、
い
と
正
し
き
も

の
と
思
ふ
こ
と
な
れ
ど
し
か
ら
ず
、
い
か
に
と
な
れ
ば
、
彼
ノ
国
が
ら
と
し
て
い
き
ほ
ひ

つ
よ
き
も
の
出
来
る
時
は
国
の
首カ

シ
ラ領

を
う
ち
ほ
ろ
ぼ
し
て
自

ミ
ヅ
カ
ラ国

の
首カ

シ
ラ領

と
な
り
〈
て
天
子

と
名
の
り
〉
い
き
ほ
ひ
よ
は
〈
わ
〉
れ
る
国
の
首カ

シ
ラ領

は
他
人
に
国
を
奪
は
れ
な
ど
し
て
た

び
〳
〵
入
変
る
こ
と
、
た
と
へ
ば
漢
と
云
し
代
が
唐
と
云
代
に
変
り
、
唐
と
云
し
が
宋
と

云
代
に
う
つ
り
な
ど
し
て
、
い
く
た
び
か
他
人
の
天
下
と
な
る
こ
と
多
き
に
、
そ
の
国
を

奪
ひ
と
り
た
る
国
の
首カ

シ
ラ領

の
臣
下
よ
り
さ
き
の
［
４
ウ
］
国
の
首カ

シ
ラ領

の
天
下
の
た
め
世
の

た
め
、
い
さ
を
の
あ
り
し
こ
と
を
ば
お
し
か
く
し
当
代
の
国
の
首カ

シ
ラ領

の
天
下
を
聖
朝
な

ど
ヽ
云
て
又
な
き
も
の
に
い
ひ
、
さ
も
な
き
こ
と
を
も
こ
と
〳
〵
し
く
い
ひ
た
て
、
す
ぐ

れ
て
た
ふ
と
く
い
み
し
く
か
た
じ
け
な
き
も
の
に
い
ひ
な
し
か
ざ
り
て
こ
よ
な
く
辺ヘ

つ
ら

ふ
こ
と
つ
ね
な
れ
ば
、
史
伝
の
信マ

コ
ト実

す
く
な
き
こ
と
お
も
ひ
や
る
べ
し
、
た
と
へ
ば
秦
ノ

始
皇
と
云
し
を
悪
王
な
ど
ヽ
い
ひ
な
し
、
わ
が
漢
ノ
沛
公
と
云
し
も
の
を
聖
人
の
ご
と
あ

ふ
ぎ
て
史
記
漢
書
な
ど
に
し
る
し
た
る
類
、
た
と
へ
ば
皇
朝
の
後
ノ
世
、
日
蓮
が
宗
門
に

な
び
き
た
る
徒
が
日
蓮
を
お
も
ふ
こ
と
釈
迦
仏
の
ご
と
く
、
伝
教
弘
法
な
ど
を
ば
ち
り
あ

く
た
の
ご
と
く
い
ひ
お
と
す
が
ご
と
し
、
さ
ば
か
り
始
皇
と
い
ひ
し
が
悪
王
に
て
あ
り
し

な
ら
む
に
は
、
そ
の
始
皇
が
さ
だ
め
し
制
度
も
何
も
後
ま
て
行
ふ
ま
じ
き
も
の
な
る
を
や
、

あ
な
か
し
こ
皇
朝
の
皇

ア
マ
ツ

統ヒ
ツ
ギの

天
地
の
共
動
き
な
く
無ト

コ

窮ト
ハ

に
伝
り
坐
て
、
天
地
の
は
じ
め
よ

り
よ
り
あ
ひ
の
き
は
み
一
天
皇
に
ま
し
〳
〵
て
、
あ
な
か
し
こ
〳
〵
、
つ
ひ
に
他
人
の
天

下
に
変ウ

ツ

る
こ
と
な
き
心
を
も
て
外
国
を
も
ひ
と
し
な
み
に
こ
ヽ
ろ
う
る
と
き
は
い
た
く
た

が
ふ
こ
と
な
り
、
さ
て
か
の
隷
書
の
ヽ
ち
漢
と
云
し
代
に
い
た
り
て
前
に
云
る
ご
と
く
真

書
の
法
も
か
つ
〴
〵
は
じ
［
５
オ
］
ま
り
、
行
書
、
章
草
、
草
書
な
ど
の
類
を
も
書
は
じ

め
し
か
ど
も
、
各
〈
〳
〵
〉
た
が
ひ
に
得
た
る
と
こ
ろ
得
ぬ
る
と
こ
ろ
あ
り
て
、
こ
の
字

体
の
一
ツ
を
も
て
天
下
に
行
へ
と
云
制
も
き
こ
え
ざ
り
し
な
り
、
但
し
印
璽
に
は
こ
の
字

体
、
問
題
に
は
そ
の
字
体
な
ど
云
こ
と
は
か
つ
〴
〵
さ
だ
ま
り
し
に
や
、
そ
の
の
ち
魏
と

云
代
に
な
り
て
、
か
の
鐘
繇
が
真
書
に
工
ミ
な
り
し
よ
り
こ
の
か
た
あ
ま
ね
く
世
に
行
は

れ
し
と
は
見
ゆ
れ
ど
も
、
真
書
の
一
体
に
き
は
ま
り
て
行
は
れ
し
こ
と
は
な
く
、
行
書
、

草
書
と
も
に
用
ひ
ら
れ
、
さ
て
又
、
篆
文
、
漢
隷
、
八
分
、
章
草
の
類
も
其
ノ
す
ぐ
れ
た

る
人
の
筆
跡
を
ば
後
ノ
世
に
摹ウ

ツ

し
つ
た
へ
、
又
そ
の
筆
づ
か
ひ
の
す
べ
な
ど
も
な
に
く
れ

と
書
道
を
こ
の
み
し
人
の
論
譜
な
ど
に
書
つ
た
へ
来
し
な
り
、
中
に
も
真
行
草
の
三
体
を

ひ
ろ
く
後
ま
て
用
ひ
き
た
れ
り
、
そ
の
中
に
も
真
書
は
点
画
た
ヾ
し
く
し
て
久
し
く
伝
ふ

る
に
よ
ろ
し
と
て
、
を
さ
〳
〵
し
き
書
籍
の
類
を
ば
も
は
ら
真
書
を
用
ふ
る
こ
と
に
な
れ

る
は
、
前
に
も
云
る
ご
と
く
又
は
る
か
に
後
の
世
の
こ
と
に
て
、
さ
て
字
書
な
ど
の
類
も

く
さ
〴
〵
出
来
て
よ
り
誤
る
こ
と
も
す
く
な
く
し
て
甚
便
よ
く
な
れ
る
こ
と
、
今
ま
の
あ

た
り
に
人
の
し
れ
る
ご
と
し
、
し
か
る
に
そ
の
字
書
ど
も
に
い
へ
る
趣
も
い
と
信ウ

ケ

ら
れ
ぬ

こ
と
多
し
、
さ
る
は
［
５
ウ
］
本
末
の
本
を
夲
と
通
は
し
書
キ
、
東
西
の
西
を

と
通
は

し
書
る
こ
と
、
魏
晋
と
云
し
代
の
書
家
の
墨
本
を
見
て
知
べ
し
、
し
か
る
を
玉
篇
を
見
れ

ば
本
ハ
補
袞
ノ
切
始
也
、
説
文
ニ
木
ノ
下モ

ト
ヲ
曰
レ
本
ト
と
し
る
し
、
夲
ハ
丑
高
ノ
切
往
来
見
㒵
也
、

説
文
ニ
進
趣
也
と
見
え
て
本
と
夲
と
は
音
も
義
も
別
な
り
、
又
、
西
ハ
先
介
ノ
切
方
ノ
名
と

し
る
し
、
ハ
於
嫁
ノ
切
覆
也
と
見
え
て
音
も
義
も
別
な
り
、
此
ノ
類
そ
こ
ば
く
な
り
、
し

か
る
を
世
の
な
ま
〳
〵
な
る
人
、
文
字
は
も
ろ
こ
し
に
て
は
太
古
の
時
よ
り
体
製
具
は
り

て
あ
る
も
の
ヽ
ご
と
こ
ヽ
ろ
得
た
る
よ
り
、
魏
晋
と
云
し
代
の
書
家
ど
も
使フ

デ

転ツ
カ
ヒ

の
う
へ

に
の
み
心
は
せ
て
、
中
〵
に
文
字
の
体
製
を
し
ら
ざ
り
し
が
ゆ
ゑ
に
書
誤
り
て
字
書
に
齟タ

齬ガ

へ
る
こ
と
多
し
と
意
得
る
は
い
と
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
な
り
、
こ
の
こ
と
広
澤
知
慎

が
観
鵞
百
譚
に
も
い
ひ
て
わ
ら
へ
り
、
さ
る
は
ま
づ
か
の
三
国
と
云
し
よ
り
の
ち
唐
と
云

し
代
ま
て
の
儒
者
ど
も
、
す
き
〳
〵
に
文
字
を
造
り
ま
し
て
音
義
を
さ
だ
め
、
よ
り
〳
〵

文
字
の
数
多
く
な
れ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
か
の
本
夲
、
西

な
ど
の
ご
と
く
、
点
画
の
い
さ
ヽ

か
た
が
ふ
ば
か
り
の
文
字
を
も
そ
れ
〳
〵
と
り
わ
き
て
音
義
を
分
ち
し
も
の
な
り
、
し
か

る
に
字
書
か
け
る
人
は
当
世
の
字
体
の
み
考
へ
て
、
漢
魏
晋
な
ど
ヽ
云
し
代
の
書
家
の
字

体
の
そ
の
ま
ヽ
伝
は
れ
る
墨
本
な
［
６
オ
］
ど
を
ば
ひ
ろ
く
考
へ
ざ
り
し
が
故
に
、
字
書

の
説
の
墨
本
に
た
が
へ
る
こ
と
多
き
を
し
る
べ
し
、
し
か
れ
ば
唐
と
云
し
代
よ
り
を
ち
つ

か
た
の
書
籍
の
後
世
に
つ
た
は
れ
る
も
、
そ
の
世
に
行
は
れ
し
ま
ヽ
に
て
つ
た
は
れ
る
は

な
し
、
写
す
ご
と
に
或
は
書
誤
り
、
或
は
書
脱
し
、
錯
簡
倒
置
か
ぎ
り
な
く
よ
り
〳
〵
す

き
〳
〵
に
本
ト
を
失
へ
る
を
、
中
に
も
そ
の
字
体
は
後
ノ
世
に
流ホ

ド
コ布

れ
る
字
書
を
軌ノ

則リ

と

し
、
す
き
〳
〵
に
つ
く
れ
る
字
書
は
後
ノ
世
に
流ホ

ド
コ布

れ
る
書
籍
を
軌
則
と
し
て
書
る
な
れ

ば
、
字
書
と
書
籍
と
は
た
が
ひ
に
引
合
て
き
は
や
か
に
見
ゆ
れ
ど
も
や
ヽ
古
く
行
は
れ
し

字
体
を
ば
失
へ
る
こ
と
多
き
を
知
べ
し
、
か
く
て
こ
の
文
字
と
云
も
の
彼
ノ
国
の
は
じ
め

よ
り
自オ

ノ
ヅ
カ
ラ然

は
え
ぬ
け
に
な
れ
る
も
の
な
ら
ば
こ
そ
な
ほ
さ
て
も
あ
る
べ
き
を
、
も
と
は
彼
ノ

国
人
の
平
常
の
語
音
を
形
に
か
き
て
目メ

ジ
ル
シ印

と
せ
る
を
、
そ
の
目
印
を
千チ

ト
セ
ヤ数

百ホ
ト
セ年

代
〵
を
経

て
改
め
つ
く
り
し
も
の
な
れ
ば
、
い
か
で
か
た
が
ひ
も
し
、
あ
や
ま
ち
も
せ
し
こ
と
な
か
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ら
む
、
も
し
こ
の
文
字
て
ふ
も
の
、
彼
ノ
国
の
は
じ
め
よ
り
お
の
づ
か
ら
字
体
も
そ
な
は

り
、
字
数
も
さ
だ
ま
り
て
後
ノ
世
ま
て
動
か
ぬ
も
の
と
見
ば
さ
の
み
く
だ
〳
〵
し
く
わ
づ

ら
は
し
く
も
あ
ら
ず
て
、
事
を
記
し
つ
た
へ
む
に
も
便
よ
ろ
し
く
し
て
代
〵
経
て
た
が
ふ

す
ぢ
も
あ
る
ま
じ
け
［
６
ウ
］
れ
ど
も
、
も
と
さ
か
し
ら
な
る
人
の
巧
み
て
つ
く
り
出
せ

る
も
の
な
る
が
故
、
代
〵
に
人
力
を
加
へ
て
少
し
も
簡テ

ミ
ジ
カ便

に
捷ハ

ヤ
ミ
チ径

な
る
か
た
を
こ
の
み
て

つ
く
り
あ
ら
た
め
し
も
の
な
れ
ど
、
中
〵
に
物
は
あ
る
が
ま
ヽ
な
る
よ
り
は
つ
く
り
あ
ら

た
む
る
ご
と
に
字
数
も
多
く
な
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
音
も
義
も
い
よ
〳
〵
ま
す
〳
〵
こ
と

ひ
ろ
く
な
り
て
か
ぎ
り
な
く
わ
づ
ら
は
し
き
も
の
に
な
れ
る
な
り
、
さ
て
今
ノ
世
の
書
籍

ど
も
の
さ
ま
に
つ
き
て
い
は
む
に
、
後
ノ
世
の
如
く
事
を
記
し
つ
た
へ
む
に
は
真
書
な
れ

ば
点
画
も
た
ヾ
し
く
誤
り
も
す
く
な
か
る
べ
け
れ
ば
、
彼
ノ
古
文
篆
文
な
ど
よ
り
見
れ
ば

便
な
る
に
似
た
れ
ど
も
文
字
の
数
い
や
し
き
に
多
く
な
り
て
、
さ
の
み
文
字
を
わ
か
た
ず

し
て
も
よ
ろ
し
か
る
べ
き
こ
と
に
文
字
の
数
〵
あ
る
は
無イ

タ
ズ
ラ益

に
し
て
く
だ
〳
〵
し
、
た
と
へ

ば
日
光
之
白
キ
ヲ
曰
レ
皓
ト
、
月
光
之
白
キ
ヲ
曰
レ
皎
ト
、
男
子
之
白
キ
ヲ
曰
レ
晳
ト
、
女
子
之
白
キ
ヲ

曰
レ

ト
、
老
人
之
白
キ
ヲ
曰
レ
皤
ト
、
草
花
之
白
キ
ヲ
曰
レ
葩
ト
、
雪
霜
之
白
キ
ヲ
曰
レ
皚
ト
、
鳥

羽
之
白
キ
ヲ
曰
レ

ト
と
云
る
た
ぐ
ひ
、
其
ノ
物
に
よ
り
て
文
字
を
分
ち
た
る
は
甚
精
し
き
に

似
た
れ
ど
も
、
又
そ
れ
に
ひ
き
か
へ
て
一
字
を
多
義
に
兼
用
た
る
こ
と
多
き
は
め
づ
ら
し

か
ら
ぬ
中
に
、
佞
人
と
連
ね
た
る
と
き
は
佞
ハ
諂
也
と
注
し
て
ね
ぢ
け
人
の
意
な
る
に
、

不
佞
と
連
ね
た
る
と
き
は
佞
ハ
才
也
と
注
し
て
お
と
れ
る
人
の
意
と
な
る
類
は
、
ほ
と
〳
〵

［
７
オ
］
意
の
反ソ

ム

け
る
ご
と
く
な
り
て
こ
と
に
ま
ぎ
ら
は
し
、
又
、
治
乱
と
つ
ら
ね
て
治

は
乱
の
反ウ

対ラ

な
る
に
、
ま
た
乱
カ
治
也
と
も
注
し
た
る
ご
と
く
か
な
た
こ
な
た
に
通
は
し

た
る
は
こ
と
に
甚
ま
ぎ
ら
は
し
、
ま
た
治
は
乿
と
同
字
な
る
に
、
乿
と
乱
と
字モ

ジ

形カ
タ

相
類ニ

た

る
を
後
人
古
ヘ
の
乿
ノ
字
を
識
ず
し
て
誤
て
乿
と
か
く
べ
き
を
乱
と
か
け
る
な
り
と
も
云

る
、
其
ノ
説
の
ご
と
く
な
ら
ば
、
文
字
の
数
多
き
に
す
ぎ
て
か
へ
り
て
誤
リ
混
へ
た
る
証

い
ち
し
ろ
く
し
て
又
い
よ
〳
〵
ま
ぎ
ら
は
し
き
こ
と
な
り
、
さ
て
皇
朝
の
言
語
の
ご
と
く

甚
正タ

ヾ

し
く
し
て
単
直
の
音
よ
り
外
に
ま
ぎ
ら
は
し
き
こ
と
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
さ
の
み
は

文
字
の
数
も
い
と
多
か
ら
で
も
事
た
る
べ
き
に
か
の
国
が
ら
と
し
て
さ
ま
〴
〵
の
不
正
音

多
き
が
中
に
拗
音
と
い
ふ
も
の
こ
と
に
多
け
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
れ
て
文
字
の
数
も
多
か
ら

で
は
事
足
ぬ
謂
も
あ
る
べ
き
な
れ
ば
止
こ
と
得
ぬ
こ
と
に
は
あ
る
べ
し
、
さ
る
は
平
常
の

語
音
を
文
字
に
付
た
る
も
の
な
れ
ば
な
り
、
さ
れ
ど
さ
ば
か
り
文
字
の
数
多
き
に
似
合
ず
、

音
は
い
と
少
き
が
ゆ
ゑ
に
目
に
見
る
と
き
は
義
理
よ
く
わ
か
る
れ
ど
も
耳
に
聴
た
る
の
み

に
て
は
義
の
分
ら
ぬ
こ
と
つ
ね
に
多
き
が
故
に
、
彼
方
の
書
籍
に
は
新
と
親
、
心
と
身
と

を
誤
れ
る
類
つ
ね
に
多
く
し
て
、
某
ハ
当
レ
作
レ
某
、
音
之
［
７
ウ
］
誤
也
と
や
う
に
注
し

た
る
こ
と
め
づ
ら
し
か
ら
ず
、
又
、
文
字
の
音
即ヤ

ガ
テ

言
な
る
が
故
に
言
に
活ハ

タ
ラ
キ動

な
く
し
て

い
と
不カ

タ
ワ便

な
り
、
た
と
へ
ば
皇
朝
に
て
は
好
悪
の
如
き
コ
ノ
マ
ム
、
ニ
ク
マ
ム
、
コ
ノ
ミ
、

ニ
ク
ミ
、
コ
ノ
ム
、
ニ
ク
ム
、
コ
ノ
メ
、
ニ
ク
メ
、
開
散
の
如
き
サ
カ
ム
、
チ
ラ
ム
、
サ

キ
、
チ
リ
、
サ
ク
、
チ
ル
、
サ
ケ
、
チ
レ
な
ど
活ハ

タ
ラ動

き
て
文
字
を
ま
た
ず
言
語
の
う
へ
に

て
い
と
よ
く
わ
か
る
こ
と
言
霊
の
妙
用
な
り
、
彼
ノ
国
に
て
は
こ
の
差
別
な
き
故
に
其
ノ
時

の
さ
ま
と
前
後
の
言
と
に
随
ひ
て
意
得
わ
く
る
の
み
な
れ
ば
、
其
ノ
一
言
の
う
へ
に
て
は

い
か
に
と
も
わ
く
る
よ
し
な
し
、
さ
れ
ば
さ
ば
か
り
文
字
の
数
多
く
わ
づ
ら
は
し
き
に
似

ず
、
い
と
不
便
な
る
は
も
と
よ
り
言
霊
の
妙
用
な
き
が
故
な
り
、
皇
朝
の
言
語
は
生
物
に

て
た
と
へ
ば
木
草
の
花
の
ご
と
し
、
彼
ノ
国
の
文
字
は
死
物
に
て
削
花
の
ご
と
し
、
い
か

ほ
と
数
多
く
作
り
た
て
ヽ
も
つ
ひ
に
お
の
づ
か
ら
な
る
え
も
い
は
ぬ
に
ほ
ひ
の
そ
は
な
る

こ
と
な
き
が
ご
と
し
、
し
か
る
を
文
字
の
音
に
は
活ハ

タ
ラ
キ動

は
な
け
れ
ど
も
四
声
を
弁
ふ
る
と

き
は
同
字
に
て
も
そ
の
義
よ
く
分
る
ヽ
こ
と
な
り
と
思
ふ
は
非
ぬ
こ
と
な
り
、
四
声
に
て

義
の
分
る
ゝ
こ
と
も
あ
り
て
、
た
と
へ
ば
（
治
国
平
天
下
と
い
ふ
と
き
、
治
ノ
字
平
声
に

て
国
を
治
む
と
い
ふ
義
に
き
こ
え
、
国
治
天
下
平
と
い
へ
ば
治
ノ
字
去
声
に
て
国
治
マ
る

と
い
ふ
義
と
な
る
と
云
ご
と
き
は
よ
ろ
し
け
［
８
オ
］
れ
ど
も
、
平
天
下
に
て
も
天
下
平

に
て
も
平
ノ
字
四
声
か
は
る
こ
と
な
き
は
い
た
づ
ら
ご
と
な
り
、
こ
れ
を
皇
朝
の
言
語
に

て
タ
ヒ
ラ
グ
と
云
が
平
天
下
タ
ヒ
ラ
カ
ナ
リ
を
云
ば
天
下
平
と
云
義
な
り
と
云
こ
と
は
）

《
衣
食
住
の
如
き
キ
モ
ノ
、
ク
ヒ
モ
ノ
、
ス
マ
ヒ
と
い
ふ
と
、
キ
ル
、
ク
フ
、
ス
ム
と
云
と

は
体
用
こ
と
に
て
こ
と
の
さ
ま
い
さ
ヽ
か
異カ

ハ

る
こ
と
な
れ
ば
四
声
［
８
オ
］
も
そ
れ
〳
〵

異
な
る
べ
き
に
、
唯
衣
ノ
字
ひ
と
つ
上
声
と
去
声
と
に
て
衣キ

モ
ノ服

の
意
な
る
と
被キ

ル

と
とマ

マ

云
意

な
る
と
い
か
に
も
よ
く
分
る
こ
と
な
れ
ば
そ
は
よ
ろ
し
け
れ
ど
、
食
住
は
ク
ヒ
モ
ノ
に
て

も
ク
フ
に
て
も
ス
マ
ヒ
に
て
も
ス
ム
に
て
も
四
声
こ
と
な
る
こ
と
な
き
は
い
た
づ
ら
こ
と

な
り
、
こ
れ
を
皇
朝
の
言
語
に
て
ク
ヒ
モ
ノ
、
ス
マ
ヒ
、
又
ク
フ
、
ス
ム
、
或
は
ク
ハ
ム
、

ス
マ
ム
、
ク
ヘ
、
ス
メ
な
ど
や
う
に
用
か
し
い
ふ
を
ば
》
児
童
と
い
へ
ど
も
よ
く
き
ヽ
わ

く
る
こ
と
に
あ
ら
ず
や
、
こ
の
（
事
本
居
氏
も
既ハ

ヤ

く
さ
だ
せ
り
）《
た
ぐ
ひ
あ
げ
つ
く
し

が
た
し
》
さ
て
も
ろ
こ
し
の
文
字
に
付
た
る
音
は
彼
ノ
国
の
自
然
の
語
音
な
る
が
故
に
古

今
の
変
も
あ
り
、
方
土
の
異
も
あ
り
て
一
貫
な
ら
ず
、
か
に
か
く
に
ま
ぎ
ら
は
し
き
こ
と

な
る
を
、
皇
朝
の
言
語
は
神
代
に
ア
メ
ツ
チ
と
云
し
は
今
も
ア
メ
ツ
チ
、
ヤ
マ
カ
ハ
と
云

181 九 州 女 子 大 学 紀 要 第59巻 2号



し
は
今
も
ヤ
マ
カ
ハ
に
て
古
今
一
貫
に
て
変
異
な
け
れ
ば
ま
ぎ
る
ヽ
こ
と
も
な
し
、
さ
て

も
ろ
〳
〵
の
活
用
言
は
上
に
い
へ
る
ご
と
く
コ
ノ
ミ
、
ニ
ク
ミ
、
コ
ノ
ム
、
ニ
ク
ム
、
サ

キ
、
チ
リ
、
サ
ク
、
チ
ル
な
ど
云
類
一
言
の
う
へ
に
も
数
言
の
う
へ
に
も
活ハ

タ
ラ
キ動

あ
り
て
古

今
異
な
る
こ
と
も
な
く
、
幾
千
万
の
言
語
を
な
す
と
い
へ
ど
も
足
ざ
る
こ
と
も
な
く
尽
る

こ
と
も
な
し
、
こ
れ
言
霊
の
妙
用
に
て
、
さ
は
い
へ
ど
あ
や
し
き
ま
て
た
ふ
と
き
こ
と
な

り
、
か
く
て
代
の
く
だ
つ
ま
に
〳
〵
お
の
づ
か
ら
き
た
な
き
外
ツ
国
言
も
ま
じ
は
り
、
い

や
し
き
さ
と
び
言
も
出
来
な
ど
し
て
よ
り
〳
〵
に
な
だ
ら
ぎ
す
き
〳
〵
に
く
づ
れ
な
ど
し

て
今
は
あ
ら
ぬ
言
語
も
ま
じ
ら
ひ
に
し
か
ど
、
古
ヘ
の
書
を
よ
く
見
よ
く
学
び
て
き
［
８

ウ
］
よ
く
さ
と
る
と
き
は
き
は
や
か
に
わ
か
れ
て
言
霊
の
妙
処
の
お
く
が
し
ら
れ
ず
、
そ

こ
ひ
は
か
り
が
た
き
こ
と
の
ほ
と
を
も
し
る
を
、
も
ろ
こ
し
の
道
理
と
云
も
の
は
お
く
か

せ
ま
り
そ
こ
ひ
か
ぎ
り
あ
り
て
い
と
く
る
し
き
を
、
そ
を
学
ば
む
と
し
て
も
わ
づ
ら
は
し

く
く
だ
〳
〵
し
く
し
て
、
つ
ひ
に
は
あ
き
ら
か
に
な
り
得
る
こ
と
は
か
た
き
こ
と
文
字
て

ふ
も
の
ヽ
た
び
〳
〵
改
変
あ
り
し
に
て
も
し
る
べ
し
、
さ
ば
か
り
た
ふ
と
き
言
霊
の
た
す

け
を
き
は
ひ
て
、
神
の
御
代
よ
り
口
チ
づ
か
ら
人
〵
う
け
つ
た
へ
来
て
も
る
ヽ
こ
と
も
な

く
お
つ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
何
の
あ
か
ぬ
こ
と
か
あ
る
べ
き
、
お
よ
そ
物
は
あ
る
に
つ

け
つ
ヽ
わ
づ
ら
は
し
く
な
き
は
な
き
が
ま
に
〳
〵
や
す
き
な
ら
ひ
な
る
を
、
外
国
の
ゆ
き

か
ひ
は
じ
ま
り
て
彼
ノ
国
の
文
字
て
ふ
も
の
を
仮
て
事
を
し
る
す
こ
と
に
な
り
て
よ
り
後
、

そ
の
文
字
に
こ
と
を
あ
づ
く
る
ま
ヽ
文
字
を
は
な
れ
て
は
言
を
な
し
が
た
き
が
ご
と
く
な

れ
る
は
い
み
し
き
世
の
変

ウ
ツ
ロ
ヒな

り
、
し
か
れ
ど
も
此
方
に
て
文
字
を
か
れ
る
は
彼
ノ
国
な
る

と
は
心
し
ら
ひ
こ
と
に
て
一
ツ
器
物
と
し
て
後
ノ
世
に
平
仮
字
片
仮
字
を
つ
か
ふ
ご
と
く

に
、
当ソ

ノ

昔カ
ミ

か
ら
文
字
を
用
ひ
そ
め
し
世
に
一
タ
ヒ
定
め
し
文モ

字ジ

音コ
ヱ

の
後
ま
て
た
が
ふ
こ
と

な
く
し
て
、
阿ア

米メ

都ツ

知チ

と
し
る
さ
れ
る
は
古
も
今
［
９
オ
］
も
ア
メ
ツ
チ
に
て
こ
の
後
幾

千
年
を
経
（
と
）《
て
》
も
た
が
ふ
こ
と
な
き
も
の
な
り
、
こ
れ
言
語
を
主
と
し
た
る
が

故
な
り
、
彼
ノ
国
に
て
は
上
に
も
云
ご
と
く
平
常
の
語
音
を
即
チ
文
字
に
付
ケ
た
る
に
（
よ

り
て
）《
そ
の
語
音
は
》時
代
の
変
異
も
方
土
の
郷
俗
も
あ（
り
て
）《
る
を
其
ノ
音
即
チ
》〈
そ

の
文
字
に
つ
き
随
ふ
に
よ
り
て
〉
其
文
字
の
音
の
古
今
一
貫
な
ら
ぬ
と
は
た
が
へ
り
、
し

か
る
を
此
方
に
て
も
後
に
は
あ
し
く
心
得
、
か
ら
ぶ
み
に
お
の
づ
か
ら
心
し
み
つ
き
、
わ

が
皇
朝
の
言
霊
の
妙
処
の
い
つ
と
な
く
を
ぐ
ら
く
な
り
て
、
か
ら
学
ヒ
に
の
み
心
う
つ
せ

る
人
に
は
言
霊
の
妙
処
は
さ
と
し
て
も
得
さ
と
ら
ぬ
こ
と
に
な
れ
る
は
い
と
ほ
い
な
き
わ

ざ
な
り
、
今
も
文
字
と
云
も
の
わ
た
り
来
ぬ
世
な
ら
ま
し
か
ば
、
か
く
わ
づ
ら
は
し
く
く

だ
〳
〵
し
き
こ
と
も
あ
ら
じ
、
く
だ
〳
〵
し
き
こ
と
も
あ
ら
ね
ば
事
を
つ
た
ふ
る
に
も
中
〵

に
た
が
ふ
す
ぢ
も
な
く
や
す
ら
か
な
る
べ
け
れ
ば
、
文
字
て
ふ
も
の
ヽ
な
き
こ
そ
か
へ
り

て
よ
け
れ
と
も
い
は
ヾ
い
は
め
ど
、
こ
れ
又
外
国
の
文
字
を
と
り
用
ひ
ら
る
ヽ
こ
と
に
な

れ
る
も
神
の
御
代
よ
り
や
ヽ
久
し
く
な
り
ゆ
く
ま
ヽ
に
、
お
の
づ
か
ら
天
下
こ
と
し
げ
く

な
れ
る
と
き
に
至
り
て
か
ら
国
の
文
字
か
ら
ぶ
み
な
ど
奉
ら
せ
、
後
つ
ひ
に
か
け
ま
く
も

か
し
こ
き
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
の
大
御
ふ
る
こ
と
を
天
皇
の
大
御
口
づ
か
ら
つ
た
へ
来
ま
せ
る

こ
と
を
文
字
に
う
つ
し
ま
つ
り
て
つ
た
ふ
る
こ
と
に
［
９
ウ
］
な
り
て
は
、
大
御
心
の
一
ツ

の
あ
づ
け
ど
こ
ろ
と
な
り
て
こ
と
や
す
く
な
り
ぬ
る
こ
と
わ
り
も
あ
れ
ば
、
さ
は
い
へ
ど

こ
れ
又
皇
神
た
ち
の
大オ

ホ
ミ
コ
ヽ
ロ

御
慮
に
な
れ
る
こ
と
に
て
人
の
私
智
も
て
あ
な
が
ち
に
は
い
ひ
お

と
す
べ
き
に
あ
ら
ず
、
た
と
へ
ば
か
ら
文
字
は
良
薬
の
ご
と
し
、
人
の
身
に
病ヤ

マ
ヒ苦

な
か
ら

む
に
は
薬
あ
り
て
も
な
に
か
せ
む
、
身
に
病
お
こ
り
て
寿イ

ノ
チ命

を
な
が
く
た
も
た
む
こ
と
の

お
ほ
つ
か
な
き
と
き
に
こ
そ
良
薬
の
功チ

カ
ラ
に
て
や
ま
ひ
を
し
り
ぞ
け
い
の
ち
を
な
が
く
全サ

キ

く
た
も
つ
が
ご
と
く
な
れ
、
さ
れ
ば
天
地
の
遠
く
久
し
き
間
に
お
の
づ
か
ら
人
の
身
に
病

お
こ
る
が
ご
と
く
天
地
の
間
に
こ
と
ひ
ろ
く
わ
づ
ら
は
し
く
な
り
て
、
か
く
て
は
後
ノ
世

に
な
が
く
つ
た
へ
む
こ
と
の
お
ほ
つ
か
な
き
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
皇
神
た
ち
の
し
ろ
し
め

し
て
、
外
国
よ
り
文
字
て
ふ
も
の
を
た
て
ま
つ
ら
せ
、
其
を
や
と
ひ
て
一
ツ
の
器
物
と
し

て
そ
れ
に
あ
づ
く
る
こ
と
に
は
な
り
け
ら
し
、
か
く
て
そ
の
う
へ
千チ

ト
セ
イ
ホ
ト
セ

年
五
百
年
用
ひ
な
れ
、

お
の
づ
か
ら
人
の
心
に
し
み
つ
き
来
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
今
は
文
字
し
ら
で
は
い
と
か
た

わ
に
て
こ
と
た
ら
ぬ
こ
と
も
多
け
れ
ば
す
つ
べ
き
も
の
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
そ
の
も
と

を
お
し
き
は
め
て
い
ふ
と
き
は
文
字
は
か
ら
国
人
の
力
ラ
も
て
つ
く
り
出
せ
る
も
の
な
れ

ば
、
天
地
の
は
じ
め
の
と
き
よ
り
さ
だ
ま
り
た
る
言
霊
の
妙
用
に
は
か
け
て
も
及
ぶ
［
10

オ
］
べ
き
に
あ
ら
ず
、
し
か
る
に
天
竺
国
に
体
文
摩
多
あ
り
、
朝
鮮
国
に
諺
文
あ
り
、
其
ノ

余
の
国
々
に
も
文
字
め
き
た
る
も
の
ほ
と
〳
〵
に
あ
る
べ
き
を
、
ひ
と
り
わ
が
皇
朝
の
何

ひ
と
つ
あ
か
ぬ
こ
と
な
き
に
、
か
ら
文
字
の
わ
た
り
来
ぬ
さ
き
に
は
え
ぬ
け
の
文
字
な
し

と
て
は
さ
ぶ
〳
〵
し
く
を
さ
な
き
こ
と
に
思
ふ
よ
り
神
代
に
文
字
あ
り
し
ご
と
く
い
ひ
な

し
、
或
は
仮
名
も
て
事
を
記
し
た
る
こ
と
あ
り
し
ご
と
く
い
ひ
の
ヽ
し
る
は
謂ヨ

シ

も
な
き
こ

と
な
り
、
た
と
へ
ば
天
地
の
は
じ
め
よ
り
か
ら
文
字
の
わ
た
り
来
し
ま
て
の
こ
と
を
人
の

身
に
と
り
て
い
は
ヾ
、
病ヤ

マ
ヒ

（
難
）《
患
》
な
く
す
く
や
か
な
る
が
ご
と
し
、
た
と
ひ
い
か
ほ

と
良ヨ

き
薬
あ
り
て
も
な
に
か
せ
む
、
無イ

タ
ヅ
ラ益

物
な
り
、
良
薬
な
り
と
て
病
な
き
人
の
用
ひ
た

ら
む
に
は
か
へ
り
て
身
を
損ソ

コ

ね
、
寿イ

ノ
チを

へ
ら
す
こ
と
も
あ
る
が
ご
と
し
、
さ
れ
ば
中
〵
に
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文
字
て
ふ
も
の
ヽ
な
か
ら
む
さ
き
の
世
こ
そ
め
で
た
く
ゆ
か
し
け
れ
、
そ
の
う
へ
文
字
と

云
も
か
ら
国
の
字
音
仮
名
と
云
も
名
は
文
字
の
こ
と
な
れ
ば
、
文
字
の
わ
た
り
来
ぬ
さ
き

に
文
字
と
云
称
も
仮
名
と
い
ふ
称
も
い
か
で
か
あ
ら
む
、
い
と
を
か
し
き
こ
と
な
り
、
か

の
摩
多
と
云
の
み
は
天
竺
国
の
語
に
て
漢
国
に
て
は
点
画
と
名
づ
け
、
又
は
韻
或
は
増
加

字
又
は
荘
厳
字
な
ど
ヽ
云
よ
し
梵
字
梵
文
体
文
な
ど
云
類
は
み
な
も
ろ
［
10
ウ
］
こ
し
に

て
い
ふ
こ
と
な
る
べ
き
を
や
、
た
と
へ
ば
阿
蘭
陀
国
の
文
字
め
き
た
る
も
の
を
皇
朝
人
の

横
も
じ
と
名
づ
け
た
る
が
ご
と
し
、
そ
の
国
に
て
横
も
じ
と
は
い
か
で
か
い
は
む
、
も
し

皇
朝
の
太
古
よ
り
文
字
め
き
た
る
も
の
ヽ
あ
り
し
な
ら
む
に
は
直タ

ヾ

に
某ナ

ニ

形ガ
タ

某ナ
ニ

象ガ
タ

な
ど
ヽ
こ

そ
い
は
め
、
し
か
れ
ど
も
さ
る
も
の
も
神
代
よ
り
あ
り
し
と
云
証
拠
も
な
き
こ
と
な
る
を

や
、［
11
オ
］

【
以
上
】
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