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0伐木
と
木
魂
送
り

②
山
の
神
の
祭
儀

③
古
杣
、
木
を
伐
る
神
霊

④
杣
法
－
杣
の
呪
法
1

⑤
戦
後
に
お
け
る
民
俗
的
慣
行
の
衰
退

［
論文
要
邑
且

　本
稿
は
、
職
能
者
の
技
術
と
呪
術
の
考
究
を
目
的
と
し
て
、
高
知
県
東
部
の
物
部
村
に
お
け
る
杣
　
　
　
　
さ
ら
に
呪
術
的
な
性
格
の
強
い
式
法
と
し
て
実
践
さ
れ
た
。

職
を
主
た
る
事
例
と
し
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杣
法
な
ど
の
民
俗
的
慣
行
は
、
斧
と
鋸
で
作
業
を
行
っ
て
い
た
昭
和
三
十
年
代
ま
で
行
わ
れ
て
い

　杣
と
は
伐
木
に
従
事
す
る
職
能
者
で
あ
る
が
、
そ
の
職
に
と
も
な
う
民
俗
的
な
慣
行
は
木
に
宿
る
　
　
　
　
た
も
の
で
あ
る
が
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
や
集
材
機
な
ど
の
機
械
の
導
入
や
、
営
林
署
．
労
働
組
合
の
利

と
さ
れ
る
木
魂
や
、
山
の
神
や
そ
の
春
属
に
対
す
る
信
仰
に
基
づ
く
も
の
が
多
い
。
伐
木
の
際
に
木
　
　
　
　
益
追
求
の
た
め
の
皆
伐
・
密
植
な
ど
林
業
の
大
変
革
の
中
で
急
速
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。

魂
を
奥
山
の
山
の
神
の
も
と
へ
送
り
返
す
”
木
魂
送
り
”
の
法
や
、
神
木
を
切
っ
た
際
に
切
り
株
を
　
　
　
　
　
な
お
筆
者
は
す
で
に
、
当
地
域
に
お
け
る
職
能
者
の
木
魂
の
信
仰
に
つ
い
て
、
大
工
の
建
築
儀
礼

鎮
め
る
”
株
木
鎮
め
“
の
法
が
こ
れ
で
、
こ
れ
ら
杣
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
た
呪
的
な
作
法
は
「
杣
法
」
　
　
　
　
を
中
心
に
論
じ
た
「
物
部
村
の
職
人
と
建
築
儀
礼
」
を
公
に
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
こ
の
続
考
と
な

と
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
ら
の
作
法
は
、
職
の
道
具
で
あ
る
手
新
等
を
祭
具
と
し
て
行
わ
れ
た
点
に
特
色
　
　
　
　
る
も
の
で
も
あ
る
。

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
特
に
形
状
・
形
態
に
特
殊
条
件
を
備
え
た
道
具
が
呪
術
的
な
力
を
発

揮
す
る
も
の
と
信
仰
さ
れ
た
。

　当
村
は
、
「
い
ざ
な
ぎ
流
」
と
呼
ば
れ
る
民
間
宗
教
が
伝
承
さ
れ
る
地
域
と
し
て
も
知
ら
れ
る
が
、

本
宗
教
に
取
り
込
ま
れ
た
杣
法
が
あ
っ
た
。
本
来
杣
職
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
杣
法
を
核
と
し
て
、

4
1
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ハ
ユ
　

　
拙
論

「
物
部
村
の
職
人
と
建
築
儀
礼
」
は
、
高
知
県
物
部
村
に
伝
承
さ
れ
る
、
伝

統
の
建
築
儀
礼
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
工
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
手
折

初
め
、
上
棟
式
を
中
心
と
す
る
建
築
の
儀
礼
は
、
全
国
広
く
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
村
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
儀
礼
が
建
造
物
の
主
材
と
な

る
材
木
に
宿
る
と
信
仰
さ
れ
る
”
木
魂
“
に
対
す
る
祭
儀
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る

点
が
、
重
要
な
特
色
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

　
当
村
に
は
大
工
の
ほ
か
に
も
同
様
の
信
仰
を
も
つ
職
能
者
が
い
た
。
標
高
千
メ
ー

ト
ル
級
の
高
峰
が
葺
え
る
中
、
二
百
～
六
百
メ
ー
ト
ル
の
間
の
山
間
に
集
落
が
点
在

す

る
当
村
は
、
近
代
以
前
よ
り
「
杣
」
と
呼
ば
れ
る
職
人
が
伐
木
に
従
事
す
る
山
深

い

地
で

あ
り
、
戦
後
の
一
時
期
は
、
木
材
需
要
の
急
増
と
と
も
に
村
民
の
多
く
が
伐

木
、
搬
出
に
従
事
し
て
林
業
が
振
興
し
た
。
こ
の
、
山
中
の
伐
木
の
作
業
に
お
い
て

も
、
樹
木
の
精
霊
に
対
す
る
信
仰
に
基
づ
く
作
法
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、

杣

を
は
じ
め
と
す
る
山
師
に
よ
る
伐
木
に
関
わ
る
祭
儀
を
明
ら
か
に
し
て
、
木
魂
等

を
ぱ
じ
め
と
す
る
神
霊
を
い
か
に
理
解
、
信
仰
し
、
自
然
と
関
わ
っ
て
い
た
の
か
を

考
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
村
は
「
太
夫
」
と
称
す
る
宗
教
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、
い
ざ
な

ぎ
流
と
呼
ば
れ
る
民
間
宗
教
が
行
わ
れ
て
き
た
地
域
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

い

わ
ゆ
る
神
社
神
主
の
い
な
い
地
に
お
い
て
、
集
落
の
鎮
守
社
の
氏
神
祭
祀
を
行
い
、

同
時
に
、
生
活
と
深
く
関
わ
る
家
・
畑
・
山
・
川
の
神
霊
の
祭
祀
や
、
祖
霊
・
死
霊

に

関
わ
る
儀
礼
、
病
人
治
癒
の
た
め
の
祈
薦
な
ど
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
生
業
と
し

て

重
要
な
地
位
を
占
め
た
杣
・
大
工
・
鍛
冶
・
猟
師
等
が
伝
え
て
い
た
祭
儀
・
呪
法

を
も
積
極
的
に
取
り
込
ん
だ
。
こ
れ
ら
諸
職
の
祭
儀
・
呪
法
の
多
く
が
失
わ
れ
、
あ

る
い
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
い
ざ
な
ぎ
流
に
取
り
込
ま
れ
た
そ

れ
に

よ
っ
て
、
本
来
諸
職
が
伝
え
て
い
た
祭
儀
・
呪
法
を
推
測
し
、
か
な
り
の
程
度

ま
で
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
い
ざ
な
ぎ
流
に
取
り
込
ま
れ
た
、
本
来
杣
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
倣

さ
れ
る
祭
儀
・
呪
法
を
も
検
討
の
対
象
と
し
て
、
伐
木
に
関
わ
る
民
俗
的
慣
行
と
、

樹
木
の
神
霊
に
対
す
る
信
仰
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

0
伐
木
と
木
魂
送
り

　
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
工
が
建
築
の
過
程
で
行
う
”
木
霊
送
り
”
の
作
法
が

あ
っ
た
が
、
同
じ
名
で
呼
ば
れ
る
作
法
が
杣
に
よ
る
伐
木
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い

た
。

　

こ
う
し
た
樹
木
に
対
す
る
信
仰
に
基
づ
く
作
法
は
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
な
ど
が
導
入

さ
れ
る
以
前
の
、
基
本
的
に
は
人
力
に
よ
る
作
業
の
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
戦
後
の
機
械
化
に
と
も
な
う
作
業
態
勢
と
、
信
仰
や
民
俗
的
慣
行
の
変
化
に

つ
い

て

は
、
終
項
に
て
論
述
す
る
が
、
考
察
の
前
提
と
し
て
職
人
の
構
成
を
は
じ
め

と
す
る
作
業
体
制
と
、
作
業
の
実
際
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
本
項
で
は
、
ま
ず
聞
き
取
り
を
主
と
し
て
得
ら
れ
る
資
料
よ
り
、
明
治
期
以
来
の

伐
木
、
搬
出
方
法
が
行
わ
れ
て
い
た
戦
後
間
も
な
く
ま
で
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
ハ
　
ソ

に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
伐
木
に

従
事
す
る
者
を
、
事
業
者
か
ら
現
場
で
作
業
を
行
う
も
の
ま
で
を
総
称
し

て

「
山
師
」
と
呼
ぷ
が
、
伐
木
が
斧
と
鋸
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
戦
後
間
も
な
く

ま
で
は
、
伐
木
の
作
業
に
は
次
の
よ
う
な
分
担
が
あ
っ
た
。

　
　
・
サ
キ
ヤ
マ
（
指
揮
山
）

　
　
・
ソ
マ
（
杣
）

　
　
・
ヒ
ヨ
ウ
（
日
雇
）

　
　
　
　
　
　
　
ば
つ
ぼ
く
し
ゆ

　
サ

キ
ヤ
マ
は
「
伐
木
手
」
と
も
呼
ば
れ
る
通
り
、
木
の
伐
採
を
主
と
す
る
職
人
で

あ
る
。
斧
・
鋸
を
用
い
て
大
木
を
伐
り
倒
す
の
に
は
修
練
が
必
要
と
さ
れ
、
腕
の
立

つ
師
匠
に
弟
子
入
り
し
て
稽
古
を
し
、
一
人
前
に
な
る
の
に
最
低
三
年
ほ
ど
は
要
し

た
。
通
常
十
代
で
弟
子
入
り
を
し
て
修
行
を
す
る
が
、
木
を
伐
ら
せ
て
も
ら
っ
て
も
、

弟
子
で
い
る
間
に
は
賃
金
は
支
払
わ
れ
ず
、
食
事
を
師
匠
よ
り
出
し
て
も
ら
う
だ
け

だ

っ
た
。
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サ

キ
ヤ
マ
は
木
を
倒
す
と
、
や
は
り
斧
・
鋸
で
枝
打
ち
を
し
、
こ
こ
で
一
定
の
長

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
ぎ

さ
に
切
り
そ
ろ
え
る
「
玉
切
り
」
を
行
っ
た
。
玉
切
り
が
さ
れ
る
と
、
さ
ら
に
ハ
ツ
っ

て

角
材
に
さ
れ
る
。
こ
れ
を
リ
ン
ガ
ケ
と
い
う
が
、
こ
れ
を
専
門
に
行
っ
た
の
が
ソ

マ

で
あ
っ
た
。

　

ソ
マ
に
よ
っ
て
角
材
に
さ
れ
る
と
、
ヒ
ヨ
ウ
（
日
雇
）
が
集
材
し
、
搬
出
し
た
。

軌
道

（
ト
ロ
ッ
コ
）
に
よ
っ
て
山
中
よ
り
搬
出
さ
れ
る
以
前
は
、
山
か
ら
木
を
出
し
、

川
に
流
し
て
下
流
域
に
運
ぶ
方
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
ヒ
ヨ
ウ
は
、
特
に
師

弟
関
係
を
結
ん
で
修
得
す
る
ほ
ど
の
職
で
は
な
く
、
賃
金
も
他
の
職
に
く
ら
べ
る
と

半
分
程
度
で
あ
っ
た
。

　
賃
金
は
、
山
の
険
し
さ
や
技
術
等
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
仕
事
に
対
す

る
日
払
い
、
月
払
い
等
の
支
払
い
方
法
は
な
く
、
完
全
な
出
来
高
払
い
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
職
人
集
団
が
山
中
の
小
屋
で
寝
泊
ま
り
し
て
共
同
の
生
活
を
送
り
、
主

と
し
て
住
宅
・
造
船
等
の
用
材
と
す
る
た
め
の
木
を
伐
り
、
搬
出
し
た
の
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
他
に
、
山
中
で
伐
木
に
関
わ
る
職
人
と
し
て
、
コ
ビ
キ
（
木
挽
き
）
が
あ
っ

た
。
川
で
流
し
て
水
に
濡
ら
し
て
は
価
値
が
損
な
わ
れ
る
、
ケ
ヤ
キ
等
の
高
級
木
を

山
中
で
切
り
、
材
と
し
て
山
中
よ
り
里
へ
搬
出
す
る
の
が
コ
ビ
キ
で
、
村
内
の
家
よ

り
山
中
に
通
う
も
の
が
多
く
、
ま
た
、
山
中
に
て
サ
キ
ヤ
マ
ら
と
作
業
を
と
も
に
す

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
小
屋
を
別
に
構
え
る
な
ど
、
独
立
性
の
強
い
職
で
あ
っ
た
。

　
サ

キ
ヤ
マ
・
ソ
マ
・
ヒ
ヨ
ウ
ら
は
、
山
中
で
共
同
生
活
を
送
っ
た
が
、
そ
の
小
屋

は
、
山
中
よ
り
切
り
出
し
た
木
を
粗
く
削
っ
た
材
や
、
又
に
な
っ
た
木
、
木
の
皮
等

を
組
み
立
て
て
建
て
ら
れ
た
。
豊
孝
氏
は
小
屋
を
い
く
つ
も
作
っ
た
と
い
う
が
、
昭

和
五
十
年
代
か
ら
プ
レ
ハ
ブ
の
小
屋
に
変
わ
っ
た
と
い
う
。

通
　
　
路

炊
事
◎
場

　
た

だ

し
、
小
屋
内
部
の
つ
く
り
に
大
き
な
変
化
は
な
く
、
そ
の
構
造
は
図
の
ご
と

く
で
、
中
央
の
通
路
の
両
脇
が
高
床
に
な
っ
て
、
一
人
一
畳
分
の
寝
床
が
あ
る
だ
け

の

も
の
で
あ
っ
た
。
夜
間
は
、
通
路
に
焚
火
を
焚
い
て
暖
を
取
っ
た
。

　
入

り
口
の
内
側
に
は
、
土
で
作
っ
た
竃
が
据
え
ら
れ
、
炊
事
場
が
あ
っ
た
が
、
燃

料
は
山
中
よ
り
切
り
出
し
た
木
の
薪
を
使
用
し
、
水
は
山
中
よ
り
管
に
し
た
竹
を
継

い

で

引
い
た
。
な
お
昭
和
四
十
年
代
よ
り
、
燃
料
と
し
て
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
が
使
用
さ

れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
小
屋
で
炊
事

を
す
る
役
は
女
性
の
カ
シ
キ
さ
ん
で
あ
っ
た
。
十
四
五
人
の
作
業
員

の

場
合
、
一
日
に
一
斗
ほ
ど
の
米
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
小
屋
か

ら
作
業
場
へ
は
、
切
り
立
っ
た
崖
を
越
え
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
が
、
崖
に
沿
っ
て
人
一
人
が
よ
う
や
く
通
れ
る
ほ
ど
の
「
カ
ヨ
イ
ミ
チ
」
と
称
す

る
橋
状
の
道
な
ど
も
必
要
に
応
じ
て
作
り
、
ま
た
、
玉
切
り
し
た
材
を
谷
の
下
の
川

　
　
　
　
　
　
　
き
う
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
う
ま
み
ち

ま
で
運
ぶ
た
め
の
木
馬
や
木
馬
の
通
る
木
の
道
（
木
馬
道
）
な
ど
、
伐
木
、
搬
出
の

た

め

の

作
業
に
必
要
な
装
置
は
、
基
本
的
に
か
れ
ら
集
団
の
み
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。

　
一
日
の
生
活
は
、
朝
食
を
取
っ
た
後
、
五
～
六
時
に
、
道
具
の
ほ
か
御
飯
だ
け
を

入

れ
た
弁
当
を
携
え
て
小
屋
を
出
発
し
、
山
に
入
り
、
午
前
十
時
ご
ろ
に
昼
食
、
午

後
二
時
に
「
お
や
つ
」
と
し
て
、
弁
当
の
残
り
の
飯
を
食
し
、
夕
刻
、
小
屋
に
戻
っ

て

夕
食
を
と
っ
た
後
、
道
具
の
手
入
れ
を
済
ま
し
て
就
寝
、
と
い
っ
た
こ
と
が
通
常

で

あ
っ
た
。
道
具
の
手
入
れ
と
は
、
鋸
の
目
を
立
て
た
り
、
手
新
を
研
ぐ
な
ど
が
主

た

る
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
数
時
間
を
要
す
る
一
仕
事
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
山
中
で
の
伐
木
で
あ
る
が
、
ま
ず
手
折
で
、
木
を
倒
す
方
向
に
三
分
の
一

ほ
ど
「
コ
ッ
ト
ン
コ
ッ
ト
ン
、
コ
ッ
ト
ン
コ
ッ
ト
ン
…
」
と
切
り
、
そ
の
後
、
大
鋸

で
切
り
始
め
た
。
斧
で
切
る
口
を
「
受
け
口
」
、
鋸
で
挽
く
側
を
「
オ
イ
ロ
」
と
い
う

が
、
枝
打
ち
等
の
作
業
の
た
め
に
は
、
横
斜
め
（
‖
オ
オ
ナ
ガ
セ
）
に
倒
れ
る
よ
う
、

受

け
口
・
オ
イ
ロ
を
定
め
た
。
真
横
あ
る
い
は
、
真
下
り
（
1
ー
サ
カ
ヤ
マ
）
に
倒
す

と
そ
の
後
の
作
業
が
困
難
に
な
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
よ
う
気
を
つ
け
た
。

　
い

よ
い
よ
、
木
を
倒
す
際
に
は
、
倒
木
の
下
敷
き
に
な
っ
た
り
、
当
た
っ
た
り
し
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な
い
よ
う
、
右
に
倒
れ
る
時
、
左
に
倒
れ
る
時
、
さ
ら
に
い
よ
い
よ
倒
れ
始
め
る
時

そ

れ
ぞ
れ
に

よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
掛
け
声
を
掛
け
た
。

　
　
み
ぎ
チ
ョ
ウ
ナ

　

・
右
手
斧
で
、
お
お
な
が
せ
に
い
く
そ
よ
～

　
　
ひ
だ
り

　

・
左
手
斧
で
、
お
お
な
が
せ
に
い
く
そ
よ
～

　
・
い
よ
い
よ
い
く
そ
よ
～

大
声
で
こ
の
よ
う
に
声
が
か
け
ら
れ
る
と
、
職
人
た
ち
は
鋸
・
斧
を
持
っ
て
急
い
で

逃

げ
る
の
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
掛
け
声
1
「
ヤ
リ
声
」
と
い
う
ー
を

「
木
魂
送
り
」
と
称
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
倒
木
の
瞬
間
を
「
木
の
死
」
の

時
と
認
め
、
樹
木
に
宿
っ
て
い
る
木
の
霊
を
山
、
あ
る
い
は
山
の
神
に
送
り
返
す
作

法
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
実
践
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
豊
孝
氏
は
、
や
は
り
太
夫
で
も
あ
っ
た
父
親
か
ら
は
、
木
の
命
の
こ
と

を
忘
れ
な
い
よ
う
に
と
折
々
に
諭
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
い
、
ま
た
、
伐
る
に
あ
た
っ

て

は
、
山
の
春
属
に
「
千
畳
広
間
が
奥
」
の
山
の
神
様
の
も
と
へ
急
い
で
逃
げ
て
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ね

れ

よ
、
と
祈
り
を
し
た
も
の
だ
っ
た
、
と
も
語
っ
て
い
る
。
木
に
宿
る
木
魂
ば
か
り

で

な
く
、
木
を
棲
み
か
と
す
る
山
の
神
の
春
属
を
も
送
り
返
す
対
象
と
し
て
認
識
し

て

い

た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
樹
木
に
対
す
る
こ
う
し
た
信
仰
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
伐

木
の
作
法
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
伐
木
に
と
も
な
う
民
俗
的
な
慣
行
と
し
て
あ
わ
せ
て
見
て
お
き
た
い
の
は
、
伐
木

し
て
一
定
の
長
さ
に
玉
切
り
し
た
材
を
バ
ン
ダ
イ
（
番
台
）
の
上
で
集
材
す
る
と
き

に

行
な
う
掛
け
声
で
あ
る
。

　
伐
木
手
が
バ
ン
ダ
イ
の
上
で
二
～
四
メ
ー
ト
ル
に
玉
切
り
し
た
材
木
を
五
～
八
人

ほ

ど
で
、
掛
け
声
を
掛
け
調
子
を
合
わ
せ
な
が
ら
ツ
ル
に
よ
っ
て
寄
せ
集
め
る
の
で

あ
る
。

　
一
種
の
木
遣
で
あ
る
が
、
音
頭
を
主
導
す
る
一
名
の
サ
キ
音
頭
と
、
そ
の
他
五
人

前
後
の

ウ
ケ
音
頭
と
に
よ
っ
て
、
呼
吸
を
合
わ
せ
る
た
め
に
こ
の
「
ヤ
リ
声
」
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
、
サ
キ
が
一
言
声
を
発
し
な
が
ら
、
言
い
切
っ
た
時

に

力
が
入
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
材
に
ツ
ル
を
「
さ
っ
と
は
る
」
と
、
こ
れ
を
う
け
て
続

く
文
句
を
ウ
ケ
が
声
を
あ
わ
せ
発
し
な
が
ら
ツ
ル
を
は
っ
て
、
材
を
サ
キ
・
ウ
ケ
が

と
も
に
引
っ
張
り
な
が
ら
曳
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
実
際
に
行
わ
れ
た
文
句
の
い
く

　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
シ

つ
か

を
上
げ
る
が
、
調
子
が
そ
ろ
え
ら
れ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
文
句
で
も
か
ま
わ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

ω
サ

キ
「
ヨ
イ
ト
コ
、
コ
イ
ヤ
デ
～
」

　
　

ウ
ケ
「
コ
イ
ヨ
ー
、
ヨ
イ
ヨ
ォ
デ
～
」

　
②
サ

キ
「
ニ
ド
ト
イ
ク
マ
ァ
イ
～
」

　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
ほ
　
　
　
ピ

　
　

ウ
ケ
「
チ
カ
エ
ン
ヅ
キ
ヨ
ォ
～
」

　
③
サ

キ
「
イ
キ
モ
カ
エ
リ
モ
～
」

　
　

ウ
ケ
「
タ
ス
キ
イ
ガ
ケ
カ
ァ
ヨ
～
」

　
ω
サ

キ
「
ビ
ゼ
ン
ノ
　
コ
ジ
マ
ノ
ォ
～
」

　
　

ウ
ケ
「
ヤ
レ
　
タ
カ
ノ
リ
ハ
ヨ
ォ
～
」

　
　
　
　
　
ハ
ぎ
ザ

　
　
サ

キ
「
カ
キ
タ
キ
　
コ
コ
ロ
ヲ
～
」

　
　

ウ
ケ
「
フ
ミ
ニ
テ
カ
イ
タ
ヨ
ォ
～
」

　
声
は
「
ロ
キ
ル
こ
と
の
よ
う
に
言
っ
て
は
い
ん
、
歌
を
歌
う
よ
う
に
言
わ
ん
と
」

と
い
い
、
サ
キ
が
速
か
っ
た
ら
ウ
ケ
も
速
く
、
サ
キ
が
遅
か
っ
た
ら
ウ
ケ
も
遅
く
な

る
よ
う
に
合
わ
せ
て
、
作
業
が
ス
ム
ー
ズ
に
は
か
ど
る
よ
う
に
調
子
を
整
え
た
が
、

力
い
っ
ぱ
い
大
声
を
出
す
の
で
、
長
時
間
続
け
る
と
し
ま
い
に
は
声
が
項
れ
る
こ
と

も
多
か
っ
た
。

　

オ
ン
ド
を
取
る
人
の
上
手
い
、
下
手
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
業
の
は
か
ど
り

具
合

も
変
わ
っ
た
の
で
、
夜
間
、
小
屋
に
戻
る
と
、
大
き
い
声
で
サ
キ
オ
ン
ド
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
稽
古
を
し
た
。
指
導
を
す
る
の
は
、
主
と
し
て
先
輩
の
作
業
員
だ
っ

た
が
、
稽
古
を
怠
っ
た
り
、
充
分
で
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
怒
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
実
際
の
作
業
の
際
に
黙
っ
て
い
る
と
、
声
を
出
す
よ
う
に
と
、
怒
ら
れ
た
も

の

だ

っ

た
、
と
い
う
。

　
豊
孝
氏
は
さ
ら
に
、
山
の
上
で
ヤ
リ
声
を
聞
く
の
は
、
本
当
に
気
持
ち
の
よ
い
も

の

で

あ
っ
た
、
と
回
想
し
な
が
ら
、
「
ぶ
な
の
よ
う
な
、
ど
ん
な
太
い
材
木
で
も
こ
れ
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で
動
か

す

こ
と
が
で
き
た
ん
だ
か
ら
」
と
も
語
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
木
魂
送
り
作
法
や
、
集
材
の
た
あ
の
ヤ
リ
声
が
行
わ
れ
て
た
の

は
、
ゼ
ン
カ
ン
集
材
－
玉
切
り
せ
ず
に
、
集
材
、
搬
出
す
る
方
法
1
が
始
ま
る
、

昭
和
三
十
年
代
の
終
わ
り
ご
ろ
ま
で
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
が
失
わ
れ
た
原
因
つ

い

て

は
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
等
の
機
械
の
導
入
に
よ
る
、
職
人
の
体
制
の
変
化
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
民
俗
的
な
慣
行
も
廃
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
変
化
に
つ
い
て
は
項
を
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
が
、
す
な
わ
ち
、
機
械
導

入
以

前
の
、
人
力
を
主
と
す
る
職
人
体
制
に
よ
る
伐
木
作
業
に
お
い
て
、
木
魂
送
り

も
木
遣
の
掛
け
声
も
伝
承
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

②
山
の
神
の
祭
儀

　
木
魂
送

り
は
、
木
に
宿
る
霊
を
山
の
神
に
送
り
返
す
作
法
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の

山
の
神
祭
祀
も
、
山
中
に
て
作
業
を
す
る
間
の
重
要
な
行
事
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
太
夫
で
も
あ
っ
た
小
松
豊
孝
氏
は
、
山
の
神
は
「
山

の

木
を
領
分
と
す
る
神
」
と
端
的
に
規
定
し
た
上
で
、
そ
の
領
域
と
祭
祀
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（
『
伊
弊
諾
流
神
仏
解
釈
』
昭
和
五
十
五
年
記
）
。

　
　
山
の
神
の
祀
り
方
は
三
通
有
り
。
一
山
口
・
二
の
山
口
・
三
の
山
口
に
分
け
ら

　
　
れ
る
。

　
　
一
の
山
口
と
言
ふ
処
は
海
の
近
く
、
又
は
平
野
部
田
ん
ぼ
の
多
い
所
。
此
の
地

　
　
方
で

は
旧
暦
の
正
月
の
初
寅
に
始
り
、
二
月
は
卯
の
日
、
三
月
が
辰
の
日
、
四

　
　
月
巳
の
日
、
五
月
午
、
六
月
未
、
七
月
申
、
八
月
酉
、
九
月
戌
、
十
月
亥
、
十

　
　
一
月
子
、
十
二
月
丑
と
一
日
上
り
の
日
を
山
の
神
の
祀
り
日
と
定
め
る
。

　
　
二
の
山
口
と
言
ふ
の
は
田
ん
ぼ
も
少
し
は
有
る
が
、
山
畑
も
多
い
処
。
此
の
処

　
　
で

は
、
村
の
氏
神
様
の
左
脇
に
三
階
の
棚
を
も
う
け
て
、
大
山
支
立
に
し
て
三

　
　
年
に
一
度
、
太
い
だ
い
神
楽
を
し
て
祭
る
。

　
　
三
の

山
口
と
は
全
く
田
ん
ぼ
は
な
く
て
、
山
作
だ
け
に
た
よ
っ
て
生
活
し
て
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
モ

　
　
る
所
。
こ
、
で
わ
三
階
の
棚
を
作
り
て
、
百
々
に
も
も
枝
と
言
、
幣
飾
を
し
て
、

　
　
旧
正
月
・
五
月
・
九
月
の
二
十
日
を
山
の
神
の
祭
日
と
し
て
氏
神
様
と
し
て
祀

　
　
る
。
い
つ
れ
も
旧
暦
を
も
ち
い
る
。

山
の
神
を
祭
祀
す
る
場
所
が
、
三
つ
の
領
域
に
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
が
、
一
の
山
口
は
平
野
部
に
お
け
る
山
の
神
の
勧
請
所
、
二
の
山
口
は
山
間
部
の

鎮
守
社
の
脇
に
設
け
ら
れ
た
山
の
神
の
た
め
の
祭
壇
、
三
の
山
口
は
山
中
で
山
作
を

生
業

と
す
る
人
々
が
祀
る
た
め
の
勧
請
所
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
実
は
、
こ
の
山
の
神
祭
祀
の
説
明
は
、
直
接
に
は
い
ざ
な
ぎ
流
の
「
山
の
神
祭
文
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
シ

に

基
づ

く
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
祭
文
が
そ
の
成
立
以
前
か
ら
の

物
部
の
山
の
神
祭
祀
の
現
実
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
も
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

祭
文

と
実
際
に
行
わ
れ
て
き
た
山
の
神
祭
祀
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
考

究
が
必
要
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
特
に
い
ざ
な
ぎ
流
の
太
夫
は
、
祭
文
を
、
現
実
の
山
の
神
祭
祀
を
説

明
す
る
根
拠
と
し
て
理
解
し
て
い
る
し
、
実
際
に
、
物
部
に
お
い
て
は
こ
の
山
の
神

祭
文
に
則
っ
て
山
の
神
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。

　
た

と
え
ば
、
物
部
の
鎮
守
社
の
特
徴
で
も
あ
る
が
、
二
の
山
口
に
相
当
す
る
山
の

神
祭
壇
を
あ
わ
せ
有
す
る
神
社
を
い
く
つ
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
市
宇
の
十

二
所
神
社
で
は
社
殿
の
後
方
の
小
高
い
林
に
山
の
神
と
村
公
神
の
祭
壇
が
設
け
ら
れ

て

い

る
し
、
別
府
の
公
事
方
神
社
で
は
境
内
の
山
の
裾
に
大
山
祇
神
の
祠
と
と
も
に

山
の
神
の
た
め
の
祭
壇
が
立
て
ら
れ
、
ま
た
別
役
の
小
松
神
社
で
は
社
殿
南
西
の
林

の

中
に
山
の
神
の
祭
壇
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
私
は
こ
の
中
、
十
二
所
神
社
、
公
事
方
神
社
に
お
い
て
山
の
神
祭
祀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
6
）

が

あ
わ
せ
行
わ
れ
る
祭
礼
を
調
査
し
た
が
、
宗
教
者
の
祭
祀
分
担
と
い
っ
た
点
で
興

味
深
い
の
は
、
十
二
月
の
公
事
方
神
社
の
例
祭
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
社
殿
に
お

け
る
祭
神
の
祭
祀
は
神
職
が
祓
え
・
祝
詞
を
主
と
す
る
神
道
式
の
祭
祀
を
、
山
の
神

の

祭
祀
は
、
太
夫
が
い
ざ
な
ぎ
流
の
祈
禰
を
行
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く

明
治
期
に
神
社
を
国
家
が
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
の
形
態
で
、
そ
れ
以
前
は
、
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太
夫
、
あ
る
い
は
在
地
の
そ
の
他
の
宗
教
者
が
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
山
中
の
伐
木
の
作
業
中
に
祀
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
中
の
三
の
山
口
で
あ
る
。

さ
く
ば
や
ま

「
作
場

山
の
神
」
「
ホ
ノ
ギ
の
神
」
と
呼
ば
れ
る
山
の
神
は
ー
ホ
ノ
ギ
と
は
山
作
を

す

る
と
こ
ろ
の
意
1
、
作
業
を
す
る
間
だ
け
、
作
業
を
行
な
う
者
同
士
の
ウ
ジ
ガ

ミ
（
氏
神
）
と
し
て
祭
る
も
の
で
あ
る
。
山
の
神
を
祀
る
の
は
、
作
業
を
し
な
い
と

定

め
た
近
接
の
林
の
中
な
ど
で
、
特
に
、
作
業
開
始
の
際
に
は
「
祝
い
起
こ
し
」
の

儀
礼

が
、
作
業
が
完
全
に
終
了
し
、
山
を
引
き
上
げ
る
際
に
は
「
祝
い
鎮
め
」
の
儀

礼
が

行

わ
れ
、
そ
の
間
正
・
五
・
九
月
の
年
三
回
の
祀
り
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
、
作
場
山
の
神
の
祭
祀
の
考
え
方
を
、
豊
孝
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。　

　
ご
馳
走
を
し
ま
す
か
ら
こ
こ
に
み
ん
な
集
ま
っ
て
く
だ
さ
い
よ
。
お
祭
り
を
し

　
　
ま
す
か
ら
。
そ
の
か
わ
り
に
、
こ
こ
の
木
は
全
部
伐
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
。

　
　
神
木
が
あ
っ
て
も
（
山
の
神
様
の
春
属
の
）
羽
休
み
木
が
あ
っ
て
も
伐
ら
せ
て

　
　
い
た

だ

い

て

氏
子
で

あ
る
我
々
が
も
ら
い
ま
す
よ
。
そ
の
か
わ
り
に
神
様
を
祭

　
　
る
こ
の
ハ
ヤ
シ
の
木
だ
け
は
伐
ら
ず
に
、
年
三
回
の
祭
り
（
正
月
・
五
月
・
九

　
　
月
の
そ
れ
ぞ
れ
二
十
日
）
を
し
て
さ
し
あ
げ
ま
す
か
ら
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で

　
　
す

ね
。
そ
の
た
め
の
祈
薦
な
ん
で
す
ね
。

伐
木
の
許
し
を
請
う
の
が
、
作
場
山
の
神
祭
祀
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で

き
る
が
、
そ
の
祭
儀
の
概
要
に
つ
い
て
、
豊
孝
氏
記
『
諸
神
祀
式
作
法
』
に
基
づ

い

て

見
て
お
き
た
い
。

　

「
山
の
神
祭
文
」
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
祭
壇
と
し
て
三
階
の
棚
が
つ
く
ら
れ
、

こ
こ
に
次
の
幣
束
が
飾
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
カ
　
　
　
　
　
コ
ポ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
カ

　
　
大
公

神
・
山
ノ
神
／
神
木
／
古
木
／
千
才
王
子
（
百
々
に
百
々
枝
、
逆
に
さ
か

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
オ
ト
ヒ
メ

　
　
枝

と
も
）
／
八
ツ
花
（
乙
嬢
様
）
／
水
神

さ
ら
に
、
棚
の
下
の
地
面
に
は
、
春
属
幣
と
し
て
、

　
　
山
ミ
サ
キ
・
川
ミ
サ
キ
／
四
足
／
ス
ソ

の

幣
が
み
じ
か
い
幣
串
に
差
し
て
立
て
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
マ
モ
チ
　
　

ち
ゆ
う

　
棚
の

上
段
に

は
、
数
多
の
直
径
八
分
ほ
ど
の
ぞ
ぱ
粉
の
生
餅
、
「
中
菓
子
」
と
呼

ば
れ
る
干
菓
子
、
酒
の
ほ
か
、
米
・
栗
・
干
柿
・
野
采
・
果
物
・
海
草
・
魚
等
が
供

え
ら
れ
、
ま
た
、
春
属
の
た
め
に
は
、
幣
の
前
に
小
さ
い
花
べ
ら
幣
一
枚
が
敷
か
れ

て
、
「
ブ
ニ
当
の
供
物
」
と
し
て
少
量
の
米
ツ
ブ
・
菓
子
・
魚
・
酒
の
ほ
か
、
山
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
　
　
サ
　
コ

の

春
属
た
る
山
中
の
動
物
が
食
す
る
「
七
ナ
宇
根
、
七
な
谷
、
七
な
佐
古
の
木
の
実
・

が
や
の

み
」
等
が
供
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
祭
壇
の
前
で
、
祭
祀
を
執
行
す
る
の
は
太
夫
で
あ
る
が
、
「
山
の
神
祭
文
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ン

山
の
神
祀
り
を
始
め
た
の
が
、
星
や
尉
門
の
命
で
あ
る
と
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に
従
っ

て
、
星
や
尉
門
の
命
の
弟
子
の
資
格
に
お
い
て
祭
り
を
執
り
行
っ
た
。

　

「
山
の
神
」
と
い
っ
て
も
、
単
体
の
対
象
へ
の
祭
祀
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

種
々
の
樹
木
や
水
神
、
春
属
・
精
霊
ま
で
を
含
め
た
総
体
と
し
て
理
解
・
信
仰
さ
れ

て

い

る
点
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
山
の
神
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
の
神
・
精

霊
の

祭
祀
に

つ
い

て

「
本
来
的
に
は
祀
り
は
必
要
の
な
い
も
の
」
と
主
張
す
る
の
は

豊
孝
氏

で
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　
と
に
か
く
そ
っ
と
し
て
お
く
の
が
よ
い
、
さ
わ
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
の
よ
ね
え
。

　
　
山
の
神
様
と
す
れ
ば
、
人
間
が
来
て
木
を
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
伐
ら
れ
れ
ば
、

　
　
山
は
寂
し
く
な
る
し
、
そ
こ
で
生
活
し
ち
ょ
る
鳥
も
ツ
バ
サ
も
ア
リ
も
虫
も
生

　
　
活
で

き
ん
よ
う
な
る
か
ら
、
山
の
神
様
と
し
て
は
つ
ら
い
の
よ
。
も
う
二
度
と

　
　
お
い
で
く
れ
る
な
と
い
い
た
い
わ
。

　
　
水
神
様
も
そ
う
よ
。
ダ
ム
を
こ
さ
え
た
り
、
護
岸
工
事
を
し
て
み
た
り
、
そ
ん

　
　
な
こ
と
を
す
れ
ば
水
神
様
は
つ
ら
い
の
よ
。
水
は
ザ
ァ
～
と
き
れ
い
に
流
し
た

　
　
い

の

よ
ね
え
。
地
神
様
も
そ
う
よ
。
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
掘
っ
た
く
っ
た
り
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
埋
め
た
く
っ
た
り
さ
れ
た
ら
辛
い
の
よ
ね
え
。
そ
っ
と
し
と
い

て

ほ

し
い
の
よ
ね
え
。

火
の

神
様
も
そ
う
。
人
間
の
不
始
末
の
せ
い
で
、
家
を
焼
い
た
り
す
る
こ
と
は

本
意
で
な
い
の
。

金
の

神
様
も
そ
う
。
焼
い
た
り
叩
い
た
り
延
べ
た
り
さ
れ
た
く
は
な
い
の
。
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と
に
か
く
そ
っ
と
し
て
お
い
て
ほ
し
い
の
。
祀
り
は
本
当
は
い
ら
ん
も
の
な
の
。

　
　
で

も
そ
れ
じ
ゃ
あ
人
間
が
生
活
が
で
き
ん
か
ら
、
祀
り
を
し
て
さ
し
あ
げ
て
許

　
　
し
て
も
ら
う
ん
じ
ゃ
。

　
　
こ
れ
は
、
も
う
世
界
に
通
じ
る
こ
と
じ
ゃ
け
ん
。
世
界
中
が
（
自
然
に
対
し
て
）

　
　
不
都
合
を
し
よ
る
け
ん
、
温
暖
化
に
も
な
り
ま
す
よ
ね
え
。
祀
り
は
い
ら
ん
、

　
　
と
い
う
こ
と
は
親
父
さ
ん
（
1
1
達
吾
氏
）
に
も
再
三
習
っ
た
た
こ
と
で
す
。
で

　
　
す
か

ら
、
本
当
に
必
要
以
上
に
自
然
に
対
し
て
ム
チ
ャ
を
し
ち
ゃ
い
か
ん
と
い

　
　
う
こ
と
で
す
。
山
に
人
間
が
入
っ
て
な
ん
ぞ
悪
い
こ
と
を
し
た
こ
と
か
。

　
　
山
の
芋
を
掘
っ
て
も
、
今
の
人
は
根
こ
そ
ぎ
持
っ
て
い
き
よ
る
け
ど
、
昔
の
人

　
　

は
そ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
小
さ
な
こ
と
で
い
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
だ
が
、

　
　
一
人
一
人
の
意
識
か
ら
し
て
違
っ
て
い
た
ん
よ
ね
え
。

　

自
然
は
、
こ
こ
を
棲
み
か
と
す
る
動
物
・
禽
獣
ー
山
の
神
の
春
属
た
ち
ー
の

領
有
す
る
区
域
で
、
本
来
は
人
間
の
所
有
の
対
象
外
の
も
の
な
の
で
あ
る
と
い
う
認

識
、
ま
た
畏
怖
の
念
と
、
自
然
か
ら
の
恵
に
よ
っ
て
人
間
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
っ

た

自
覚
が
は
っ
き
り
と
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
意
識
の
根
底
に
あ
っ
た
の
が
、
比
喩
的
な
意
味
で
は
な
く
文
字
ど
お
り

の

「
自
然
の
命
」
と
い
っ
た
信
仰
で
あ
る
。

　
山
中
は
ま
た
動
物
霊
や
行
き
倒
れ
な
ど
の
無
縁
仏
が
潜
む
危
険
な
異
界
で
も
あ
り
、

「
大

山
鎮
め
」
な
ど
山
の
神
祭
祀
と
は
別
に
行
わ
れ
る
、
「
大
山
供
養
鎮
め
」
な
る
儀

　
　
　
　
　
（
7
）

礼

も
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
霊
は
、
山
に
立
ち
入
っ
た
人
に
対
し
て
、
病
気
や
事
故

等
、
災
い
の
原
因
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
が
、
そ
う
し
た
際
の
対
処
と
し
て
、

山
中
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
鎮
め
る
た
め
に
行
わ
れ
た
の
が
、
大
山
供
養
鎮
め
な
の

で

あ
っ
た
。
真
言
や
般
若
心
経
の
読
諦
、
焼
香
と
い
っ
た
作
法
や
、
供
養
柱
を
立
て

る
と
い
っ
た
仏
教
的
な
祭
儀
が
、
「
釈
迦
の
コ
ミ
コ
」
、
す
な
わ
ち
僧
侶
の
資
格
に
お

い

て

行

わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
人
の
死
霊
に
対
す
る
慰
撫
・
供
養
と
同
様
の
作
法
が
、

動
物
霊
に
対
し
て
も
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
心
意
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

近
年
の
愛
玩
動
物
に
対
す
る
葬
儀
や
供
養
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

③
古
杣
、
木
を
伐
る
神
霊

　
別
府
の
公
事
方
神
社
、
別
役
の
小
松
神
社
の
よ
う
に
社
殿
の
脇
や
境
内
に
、
樹
齢

百
年

を
越
す
杉
等
の
巨
木
を
御
神
木
と
し
て
祀
る
例
が
、
物
部
村
内
集
落
の
鎮
守
社

に
ま
ま
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
神
木
は
大
木
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
神
木
の
中
で
も
、
特
に
山
の
神
の
木
と
さ
れ
る
木
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
通
常

と
は
異
な
る
形
状
の
枝
や
幹
を
有
す
る
木
や
ツ
ル
が
逆
方
向
に
巻
い
て
い
る
木
な
ど

で
、
山
の
神
の
春
属
が
遊
び
木
と
す
る
樹
木
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
。
通
常
上
方
に

向
か
っ
て
伸
び
る
枝
が
下
が
り
気
味
に
は
え
て
い
る
木
や
、
朝
日
割
れ
1
朝
日
の

方
角
に
幹
の
割
れ
た
木
1
を
し
た
木
な
ど
が
山
の
神
木
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
認
識
は
、
当
村
広
く
に
共
有
さ
れ
て
い
る
信
仰
で
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
い
ざ
な
ぎ
流
『
山
の
神
祭
文
』
に
お
い
て
は
「
か
ん
ぱ
木
・
と
う
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
は
　

木
・
湯
桶
木
・
根
あ
か
り
・
し
は
木
・
す
ず
・
し
ゃ
く
ば
木
、
七
本
四
本
の
し
だ
れ

樫
・
七
本
四
本
の
し
だ
れ
檜
…
」
と
唱
え
ら
れ
、
こ
れ
等
の
木
は
、
山
の
神
の
春
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
せ
ぎ

た
る
小
動
物
が
休
み
木
と
す
る
曲
木
で
あ
っ
て
、
絶
対
に
切
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

の

だ

と
説
か
れ
る
が
、
こ
れ
も
物
部
村
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
信
仰
を
踏
ま
え
た

禁
忌
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
や
ま
　
　
か
み
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
い

　

こ
う
し
た
山
の
神
木
の
ほ
か
、
川
や
淵
の
近
く
に
あ
っ
て
水
神
が
支
配
す
る
「
水

じ
ん
き

神
木
」
と
呼
ば
れ
る
樹
木
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
杣
で
も
伐
ら
な
い
よ
う
気
を
つ

け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
現
在
六
十
歳
以
上
の
人
々
か
ら
は
、
子
ど
も

の

こ
ろ
山
中
で
遊
ん
で
も
、
山
の
神
・
水
神
の
木
は
伐
っ
た
り
、
損
ね
た
り
し
な
い

よ
う
気
を
つ
け
た
も
の
だ
っ
た
と
の
話
も
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
現
実
に
は
、
山
仕
事
や
山
道
を
歩
い
て
い
て
、
や
む
を
得
ず
、
あ

る
い
は
そ
れ
と
知
ら
ず
に
神
木
を
伐
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
う
し

た
場
合
に
は
、
神
霊
の
崇
り
に
よ
っ
て
病
気
や
死
、
災
害
と
い
っ
た
事
態
に
見
舞
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
シ

れ

る
も
の
と
信
じ
ら
れ
た
。
崇
り
は
「
お
叱
り
」
と
い
っ
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
が
、
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こ
こ
に
山
の
神
・
水
神
や
そ
の
春
属
に
対
す
る
畏
怖
と
敬
意
の
心
意
を
認
め
る
こ
と

が

で
き
よ
う
。

　
次
の
話
は
、
神
木
に
ま
つ
わ
る
伝
承
の
一
つ
で
、
神
木
を
伐
っ
た
こ
と
の
崇
り
が

語
ら
れ
る
。

　
　
か

つ

て
、
中
津
尾
の
薬
師
谷
の
杉
の
巨
木
を
用
材
と
す
る
た
め
に
杣
三
人
が
伐
っ

　
　
た

と
こ
ろ
、
一
日
で
は
倒
れ
な
か
っ
た
。
翌
日
、
続
き
を
伐
り
に
出
か
け
る
と
、

　
　
斧

を
入
れ
た
あ
と
は
な
く
な
り
元
通
り
に
戻
っ
て
い
た
。
不
思
議
に
思
い
、
そ

　
　
の

日
も
伐
っ
て
、
夜
、
藪
の
陰
に
隠
れ
て
見
て
い
る
と
、
何
と
小
坊
主
三
人
が
、

　
　
落
ち
た
木
端
を
拾
っ
て
は
、
巨
木
に
継
ぎ
合
わ
せ
、
張
り
合
わ
せ
し
て
、
元
通

　
　

り
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
杣
は
切
り
屑
の
木
端
は
焼
い
て
し

　
　
ま
い
、
遂
に
巨
木
を
伐
り
倒
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
杣
三
人
と
も
が
、

　
　
即
座
に

死
ん

で

し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
大
正
年
間
に
、
こ
の
巨
木
の
二
代
目
と

　
　
な
る
杉
を
伐
っ
た
が
、
こ
の
時
も
病
人
が
出
て
騒
動
に
な
り
、
現
在
三
代
目
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
な

る
杉
が
立
っ
て
い
る
。

　
同
様
の
話
は
、
桑
の
川
奥
の
ト
ド
ロ
ノ
釜
近
く
の
檸
の
大
木
に
つ
い
て
も
伝
承
さ

　
　
　
⌒
1
0
）

れ

て

お
り
、
こ
こ
で
は
七
人
の
杣
が
木
を
伐
り
倒
す
と
同
時
に
即
死
し
た
と
い
う
。

　
霊
力
の
あ
る
樹
木
が
枝
を
切
っ
て
も
す
ぐ
に
復
元
す
る
と
の
信
仰
は
、
全
国
に
分

布
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
修
復
の
た
め
に
登
場
す

る
三
人
の
小
坊
主
で
あ
る
。
こ
の
神
木
、
あ
る
い
は
山
の
神
に
仕
え
る
精
霊
の
化
身

で

あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
精
霊
と
と
も
に
復
元
の
様
子
が
リ
ア
ル
に
語
ら
れ
て
い
る

点
、
看
過
で
き
な
い
。
山
の
神
や
樹
木
の
神
霊
を
い
か
に
理
解
・
認
識
し
、
実
感
し

て

い

た
か
、
そ
の
一
端
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
小
坊
主
を
目
撃
し
た
の
は
杣
で
あ
っ
た
が
、
山
師
が
山
中
で
、
夜

間
に
耳
に
し
て
恐
ろ
し
い
思
い
を
す
る
音
・
声
と
し
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
の
は
、

フ

ル

ソ
マ

古
杣
な
る
化
身
の
呼
び
声
や
木
を
伐
る
音
で
あ
っ
た
。
夜
中
あ
る
い
は
霧
が
深
い
日

に
、
手
折
で
「
コ
ッ
ト
、
コ
ッ
ト
」
と
木
を
伐
る
音
が
し
た
り
、
「
ホ
ー
イ
」
と
呼
ぶ

声
な
ど
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
木
が
伐
り
倒
さ
れ
る
音
ま
で
が

す

る
。
と
こ
ろ
が
、
声
や
音
の
す
る
方
へ
行
っ
て
見
て
も
、
森
林
に
は
全
く
変
わ
っ

た
様
子
は
な
い
。
こ
れ
は
別
府
の
柿
の
久
保
は
じ
め
、
物
部
の
諸
所
で
聞
か
れ
る
伝

承
で

あ
る
が
、
声
・
音
は
山
中
で
亡
く
な
っ
た
杣
の
霊
－
古
杣
1
の
し
わ
ざ
で
、

山
師
は
古
杣
の
声
や
伐
木
の
音
が
す
る
時
に
は
、
小
屋
よ
り
出
な
い
よ
う
に
し
た
も

　
　
　
　
　
　
⌒
1
1
）

の
だ

っ

た
と
い
う
。

　
古
杣

も
、
山
の
神
や
水
神
の
春
属
、
熊
・
狸
・
狐
・
猫
・
蛇
等
の
動
物
の
霊
や
、

山
女
郎
・
六
面
頬
・
八
面
頬
等
と
と
も
に
、
物
部
の
山
中
に
棲
む
魔
群
・
魔
性
の
一

つ
で

あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
実
際
に
木
を
伐
る
異
形
が
あ
っ
た
。

　
現

在
の
物
部
村
と
、
そ
の
周
辺
に
は
、
集
落
に
お
け
る
荒
神
鎮
め
等
の
祈
祷
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
さ
と
の
し
よ
う

め

に

使
用
さ
れ
る
面
を
伝
え
祀
る
家
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
旧
大
忍
庄
及
び
韮
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

郷

に
相
当
す
る
領
域
だ
と
い
う
が
、
面
は
、
「
十
二
の
ヒ
ナ
ゴ
」
の
名
称
が
多
く
、
他

に

「
式
食
い
面
」
等
の
名
で
も
呼
ば
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
面
の
中
に
、

木
を
伐
り
に
行
く
と
い
う
面
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
笹
の
野
久
保
の
太
夫
宅
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
「
十
二
の
ヒ
ナ
ゴ
面
」
あ
る
い
は

「
五
人
五
郎
」
と
呼
ば
れ
る
面
が
こ
れ
で
（
現
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
）
、
こ

れ

ら
の
面
に
よ
く
研
い
だ
鍼
や
鋸
、
弁
当
な
ど
を
供
え
、
祈
り
を
す
る
と
、
山
へ
木

を
伐
り
に
行
っ
た
と
い
う
。
現
在
伝
え
ら
れ
る
の
は
七
面
の
み
で
あ
る
が
、
他
の
面

は
、
伐
木
の
際
に
倒
れ
て
き
た
木
に
当
た
っ
て
死
ん
だ
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
笹
出
身
の
門
脇
幸
造
氏
は
小
学
校
時
代
に
、
夜
間
に
提
灯
を
下
げ
て
行
列
し
て
山

に
赴
き
山
中
で
木
を
伐
る
仮
面
を
目
撃
し
た
村
人
の
話
を
聞
い
た
と
語
っ
て
い
る
が
、

集
落
に
お
い
て
周
知
さ
れ
、
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

「
十
二
の
ヒ
ナ
ゴ
」
と
い
え
ば
、
い
ざ
な
ぎ
流
に
お
い
て
は
、
神
楽
の
舞
台
を
囲

む

注
連
の

四

方
そ

れ

ぞ
れ

の

中
央
に
掛
け
ら
れ
る
人
形
幣
が
想
起
さ
れ
る
が
、
中
に

関
が
入
れ
ら
れ
た
こ
の
幣
は
、
祈
薦
を
妨
げ
よ
う
と
侵
入
し
て
く
る
悪
鬼
・
邪
霊
を

防
ぐ
注
連
の
結
界
の
力
を
よ
り
強
く
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
式
食
い
」

と
は
、
「
式
」
を
「
食
う
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
式
王
子
に
よ
る
呪
術
的
な
攻
撃
を
受

け
と
め
吸
収
し
、
無
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
ま
た
、
荒
神
鎮
め
等
の
祈
薦
の
た
め
に
使
用
さ
れ

る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
外
か
ら
加
え
ら
れ
る
障
碍
を
防
禦
す
る
強
力
な
力
を

有
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
の
が
こ
れ
ら
の
面
と
い
え
よ
う
。
木
を
伐
り
に
行
く
と
い
う

の

も
、
こ
う
し
た
呪
的
な
力
の
延
長
上
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
、
梅
野

光
興
は
こ
れ
ら
の
信
仰
や
呪
法
の
背
景
と
し
て
、
特
に
い
ざ
な
ぎ
流
「
七
夕
祭
文
」

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

と
の
関
係
を
指
摘
す
る
。

　

「
七
夕
祭
文
」
に
も
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
、
猟

師
の
「
よ
も
ぎ
小
次
郎
」
を
男
神
、
「
七
夕
女
郎
」
を
女
神
と
す
る
物
語
で
は
、
よ
も

ぎ
小
次
郎
が
義
母
あ
さ
な
べ
御
前
よ
り
、
焼
畑
に
す
る
た
め
七
畝
七
谷
の
山
の
木
を

伐

る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
困
っ
た
よ
も
ぎ
小
次
郎
は
七
夕
女
郎
の
助
言
に
よ
り
、

三
階
の

棚

を
作
り
握
り
飯
や
白
餅
を
供
え
「
十
二
の
警
固
」
を
祀
り
、
そ
の
結
果
、

こ
の
十
二
の
警
固
の
助
け
に
よ
っ
て
山
の
木
を
伐
り
倒
し
、
義
母
の
命
に
答
え
る
こ

　
　
　
　
（
1
4
）

と
が
で
き
た
。

　
梅
野

は
、
祀
り
、
使
役
さ
れ
て
木
を
伐
る
点
で
、
「
十
二
の
ヒ
ナ
ゴ
」
面
と
「
十
二

の

警
固
」
と
の
共
通
点
を
指
摘
し
、
木
を
伐
り
に
行
く
面
の
伝
承
と
、
こ
の
「
七
夕

祭
文
」
と
の
関
係
を
推
測
す
る
。
「
七
夕
祭
文
」
と
同
様
の
話
は
、
昔
話
と
し
て
も
伝

え

ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
よ
も
ぎ
の
小
次
郎
を
助
け
て
木
を
伐
り
草
を
刈
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

「
十
二
匹
の
ね
ず
み
」
で
あ
る
。
面
を
使
役
す
る
の
は
い
ざ
な
ぎ
流
の
太
夫
で
あ
っ
た

か

ら
、
そ
の
伝
承
と
七
夕
祭
文
と
の
関
係
性
の
指
摘
は
妥
当
な
も
の
と
い
え
る
が
、

「
十
二
匹
の
ね
ず
み
」
伝
承
な
ど
も
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
相
互
の
影
響
・
先
後
関
係

に

つ
い

て

は
一
ま
ず
置
く
と
し
て
、
木
を
伐
る
神
霊
の
信
仰
、
当
地
の
民
俗
と
し
て

緩
や
か

に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
古
杣
に
し
て
も
十
二
の
ヒ
ナ
ゴ
面
に
し
て
も
、
大
木
を
伐
る
と
い
う
行
為
が
あ
る

種
の

畏
怖
の
念
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
樹
木
に
神
霊
が
宿
っ
て
い
る

と
す
る
認
識
、
信
仰
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

④
杣
法

杣
の
呪
法

　
当
地
に
お
い
て
は
、
杣
ば
か
り
で
な
く
、
大
工
・
鍛
冶
・
猟
師
・
木
地
師
等
が
そ

れ
ぞ
れ
の
生
業
と
深
く
関
わ
る
呪
法
を
伝
え
て
い
た
。
大
工
の
大
工
法
、
猟
師
の
西

　
　
　
　
　
　
⌒
1
6
）

山
法
等
が
こ
れ
で
、
杣
は
杣
法
と
称
す
る
呪
法
を
も
っ
て
生
業
に
従
事
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
諸
職
の
呪
法
は
、
現
在
そ
の
多
く
が
失
わ
れ
、
片
鱗
を
残
す
の
み
で
あ

る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
伝
承
や
文
書
に
よ
っ
て
か
な
り
の
程
度
復

元
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ざ
な
ぎ
流
は
、
氏
神
や
山
の
神
・
水
神
の
祭
祀
や
病
人

祈
薦
等
の
呪
法
を
主
た
る
活
動
と
し
た
が
、
当
地
の
諸
職
能
者
の
呪
法
に
強
い
関
心

を
寄
せ
て
、
こ
れ
ら
を
取
り
込
み
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
呪
法
の
一
部
と
し
、
あ
る
い
は
、

諸
職
の
呪
法
を
補
完
、
強
化
す
る
よ
う
な
儀
礼
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
別
府
の
太
夫
中
尾
貞
義
氏
の
所
蔵
す
る
『
杣
法
之
帳
』
に
よ
っ
て
、
杣

法
の
内
容
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
大
正
拾
五
年
正
月
七
日
」
の
記
を
有
す
る
本
資
料
は
、
表
紙
見
返
し
に
、

　
　
香
美
郡
槙
山
村
仙
頭
分
小
峯
山
中
佐
吾
比
傳
ヨ
リ
市
宇
宗
石
吉
三
郎
志
正

と
識
語
が
記
さ
れ
る
。
大
正
十
五
年
に
、
仙
頭
分
小
峯
の
山
中
佐
吾
－
杣
か
ー

が

伝

え
て
い
た
秘
伝
を
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
宗
石
吉
三
郎
が
筆
写
し
た
の
を
、
吉
三
郎

を
師
匠
と
す
る
弟
子
の
太
夫
－
貞
義
氏
か
ー
が
さ
ら
に
書
写
し
た
の
が
本
記
録

　
　
　
（
1
7
）

で
あ
ろ
う
。

　
そ

の

内
容
の
全
体
は
、
次
の
目
録
に
よ
っ
て
概
が
知
ら
れ
る
。

　

a
山
へ
そ
ま
ど
ー
ぐ
を
く
方

　

b
ど
ー
ぐ
を
と
る
時
云
ふ
事

　

c
む
つ
か
し
き
木
を
き
る
時
方

　

d
木
の
か
ぶ
し
づ
め
る
事

　

e
人
に
つ
、
か
れ
た
時
の
け
る
方
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f
同
　
の
け
は
つ
し
の
方

　

9
た
す
き
す
み
う
ち
の
方

　

h
山
を
こ
す
方

　

i
山
を
こ
し
の
も
ど
し
方

　
ー
そ
ま
方
仕
成
し
き
ぬ
す
ま
れ
た
時
と
り
も
ど
す
方
（
そ
ま
方
よ
り
べ
つ
方
）

　

k
荒
神
の
い
た
を
こ
し
の
方

　

1
こ
ふ
神
し
づ
め
る
方

　

m
と
が
の
か
ら
ほ
こ
わ
り
の
方
（
岡
ノ
内
川
口
四
十
八
年
一
月
五
日
）

　

n
く
せ
木
を
切
る
法
（
半
田
三
郎
氏
よ
り
）

j
に
は
「
杣
方
よ
り
別
方
」
と
、
た
だ
し
書
き
が
あ
り
、
以
下
n
ま
で
は
本
来
の
杣

法
で
は

な
い
呪
法
で
あ
る
可
能
性
の
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
加
筆
し
た

年
次
を
示
し
た
m
や
、
教
え
を
受
け
た
太
夫
名
を
記
し
た
n
は
、
い
ざ
な
ぎ
流
が
種
々

の

式
法
・
呪
法
を
取
り
込
み
な
が
ら
拡
大
し
て
ゆ
く
過
程
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と

し
て
興
味
深
い
。

　
本
来
の
、
杣
法
は
a
～
f
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
が
、
a
～
n
を
内
容
に
基
づ
い

て

試
み

に

整
理
す
れ
ば
、

　

a
b
は
杣
道
具
に
関
わ
る
作
法

　

c
d
及
び
n
は
伐
木
の
作
法

　

e
～
f
は
主
と
し
て
呪
誼
・
調
伏
、
あ
る
い
は
、
呪
誼
・
調
伏
を
阻
止
す
る
た
め

　
の
法

と
い
っ
た
括
り
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
杣
の
道
具
と
い
え
ぱ
、
墨
壷
・
手
斧
・
大
鋸
等
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
大
切
に
し
、

手
入
れ
の
た
め
に
も
道
具
は
基
本
的
に
は
夕
刻
作
業
を
終
え
る
と
小
屋
へ
持
っ
て
帰
っ

た

も
の
だ
と
い
う
（
小
松
豊
孝
氏
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
む
を
得
ず
、
山
中
に
道
具

を
置
い
て
帰
る
こ
と
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
う
い
う
場
合
に
は
、
盗
ら
れ
な
い
よ
う
、

あ
る
い
は
目
を
狂
わ
さ
れ
た
り
し
な
い
よ
う
、
道
具
に
「
山
へ
杣
道
具
を
置
く
法
」

を
か
け
て
お
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
再
び
使
用
す
る
と
き
に
は
、

「
道
具

を
取
る
と
き
」
（
b
）
の
呪
文
に
よ
り
呪
法
を
解
除
し
た
こ
と
で
、
そ
う
し
な

け
れ
ば
、
自
身
の
杣
道
具
で
あ
っ
て
も
再
び
使
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

c
d
は
、
木
を
伐
る
と
き
の
樹
木
に
宿
る
木
霊
に
関
わ
る
作
法
で
あ
る
。
「
む
つ
か

し
き
木
」
と
は
伐
る
の
が
憧
ら
れ
る
よ
う
な
木
、
す
な
わ
ち
山
の
神
の
春
属
の
遊
び

木
と
す
る
よ
う
な
樹
木
や
枝
を
伐
る
際
の
法
、
「
木
の
株
鎮
め
る
法
」
と
は
、
神
木
の

幹
を
伐
っ
た
際
、
そ
の
伐
り
株
を
鎮
め
て
、
木
魂
を
山
中
に
送
り
返
す
儀
礼
で
あ
る
。

　
特
に
、
「
む
つ
か
し
き
木
を
き
る
時
の
法
」
に
つ
い
て
そ
の
方
法
を
見
る
と
、

　
　
○
順
に
弐
へ
ん

　
　
　
打

ち
ま
わ
る
　
手
折
の
株
を
持
っ
て
　
六
つ
打
ち
て
ま
わ
る
　
逆
に
壱
ぺ
ん

　
　
　
九
へ
ん
に
九
つ
打
ち
　
打
ち
て
ま
わ
る
　
木
玉
送
り

と
あ
っ
て
、
手
鋳
に
よ
っ
て
木
の
回
り
を
打
っ
て
廻
る
こ
と
が
、
主
た
る
内
容
で
あ

る
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
目
的
は
「
木
玉
送
り
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
法
に

お
い
て
は
「
こ
の
木
玉
光
神
様
わ
、
此
の
木
を
離
い
て
、
奥
山
三
千
世
界
、

七
つ
の

山
に
（
中
略
）
、
急
が
せ
た
ま
へ
」
と
唱
え
ら
れ
、
木
魂
が
本
来
留
ま
る
べ
き

深
山
に
送
り
返
さ
れ
る
。

　
桑
の

川
の
太
夫
小
松
為
繁
氏
（
大
正
五
年
生
）
は
ま
た
、
い
ざ
な
ぎ
流
に
伝
承
さ
れ
た

作
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
（
1
8
）

　
　
木
を
伐
る
時
に
は
、
木
の
周
囲
の
三
か
所
に
対
し
て
、
手
折
に
よ
っ
て
「
三
三

　
　
九

度
の
木
魂
を
祓
う
」
呪
い
を
し
、
そ
の
用
途
－
家
の
薪
に
使
う
木
か
、
家

　
　
を
作
る
材
木
と
す
る
の
か
、
等
々
1
何
の
た
め
に
使
う
木
か
を
述
べ
た
上
で
、

　
　
伐
っ
て
よ
い
か
オ
ミ
ク
ジ
を
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
差
し
支
え
な
い
と
い
う
了

　
　
解
が
い
た
だ
け
た
な
ら
木
を
伐
り
ま
す
。

　
　
木
魂
送
り
を
し
た
ら
、
遅
く
と
も
そ
の
日
の
う
ち
に
、
そ
の
木
は
伐
ら
な
く
て

　
　
は
な
り
ま
せ
ん
。
遅
く
な
る
と
、
送
っ
た
木
魂
が
、
棲
み
か
と
し
て
い
た
木
を

　
　
恋
し
く
思
い
、
木
魂
が
戻
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。

　
　
切
り
株
を
鎮
め
る
株
木
鎮
め
は
、
斧
で
行
う
や
り
方
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
斧

　
　
は
伐
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
か
ら
、
穏
や
か
に
木
魂
を
鎮
め
る
に
は
御
幣
の
方
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が

よ
い
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
杣
法
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
伝
承
を
見
て
き
た
が
、
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

手
朗
や
斧
に
よ
っ
て
、
伐
木
の
際
の
木
魂
送
り
や
切
り
株
の
株
木
鎮
め
が
行
わ
れ
る

点
で
あ
る
。
墨
壼
・
墨
芯
・
曲
尺
や
、
鉄
砲
、
機
織
等
、
職
の
た
め
の
仕
事
道
具
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

祭
具
や
呪
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
、
物
部
村
に
お
い
て
は
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
も
そ
の
例
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
杣
法

に
お
け
る
手
新
の
呪
法
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
表
四
つ
、
裏
三
つ
の
七

つ

目
の
刻
ま
れ
た
斧
に
よ
る
呪
誼
・
調
伏
で
あ
る
が
、
小
松
豊
孝
氏
は
、
杣
の
始
祖

（惟
喬
親
王
）
が
癩
病
で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
、
杣
に
呪
わ
れ
る
と
癩
病
に
か
か
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

恐
れ

ら
れ
て
い
た
、
と
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
2
1
）

　
七

つ
目
の
斧
は
七
代
続
い
た
鍛
冶
に
の
み
作
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、

豊

孝
氏
や
岡
ノ
内
百
尾
の
太
夫
伊
井
阿
良
芳
氏
（
大
正
十
二
年
生
）
は
ま
た
、
鍛
冶

は
、
杣
が
手
新
を
呪
誼
・
調
伏
に
使
用
さ
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
四

つ
目
二
二
つ
目
の
そ
れ
ぞ
れ
の
目
を
交
叉
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
も
う
一
つ
の
目
を
刻

ん
だ

斧
も
つ
く
っ
た
も
の
だ
と
も
話
し
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、
大
工
法
に
お
い
て
は
、
先
を
定
数
に
割
っ
た
墨
芯
、
あ
る
い
は
あ
え

て

途
中
に
節
の
あ
る
部
分
の
竹
で
作
っ
た
墨
芯
が
、
呪
具
と
し
て
特
別
な
力
を
発
揮

す

る
と
い
い
（
小
松
豊
孝
氏
・
大
工
門
脇
幸
造
氏
）
、
特
殊
条
件
を
充
た
し
た
道
具
に
、

本
来
の
用
途
を
超
え
た
力
が
備
わ
る
と
の
観
念
が
あ
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
再
び
株
木
鎮
め
に
戻
る
が
、
為
繁
氏
が
、
斧
よ
り
も
御
幣
を
使
用
す
る
方
が
適
切

で

あ
る
と
語
っ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
私
は
、
為
繁
氏
と
ほ
ぼ
同
年
代
の
太

夫
、
伊
井
阿
良
芳
氏
が
斧
に
よ
る
株
木
鎮
め
を
行
っ
て
い
る
様
子
を
梅
野
光
興
撮
影

の

映
像
記
録
に

よ
り
確
認
し
て
い
る
が
、
他
の
職
の
呪
法
を
取
り
込
ん
だ
上
で
、
い

ざ
な
ぎ
流
の
式
法
と
し
て
執
行
し
得
る
た
め
に
、
呪
文
、
祭
具
・
用
具
な
ど
に
つ
い

て

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
、
太
夫
個
々
人
の
レ
ベ
ル
で
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か

が
わ

せ
る
。

　
為
繁
氏
は
ま
た
、
物
部
に
お
い
て
、
薪
を
主
た
る
燃
料
と
し
て
い
た
時
代
に
は
広

く
行
わ
れ
て
い
た
、
正
月
の
伐
り
初
あ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
話
し
て
い
る
。

　
　
正
月
元
日
に
木
を
伐
る
作
法
。
枯
れ
木
を
探
し
、
木
に
お
供
え
を
し
て
、
祈
っ

　
　
て

か

ら
錠
で
木
を
伐
る
「
伐
り
初
め
」
は
、
一
般
の
者
も
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　
　

「
何
年
正
月
元
日
に
伐
り
初
め
を
い
た
し
参
ら
す
る
、
東
方
に
向
い
て
も
、
南

　
　
方
に
向
い
て
も
、
西
方
に
向
い
て
も
、
北
方
に
向
い
て
も
、
中
方
に
向
い
て
も
、

　
　
障
り
の
な
い
よ
う
に
」
と
、
山
の
神
様
に
祈
っ
て
か
ら
伐
り
ま
す
。
生
木
は
山

　
　
の

神
が
宿
る
の
で
伐
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
伐

り
初
め
で
伐
っ
た
薪
は
、
束
に
し
て
一
年
間
乾
か
し
、
翌
年
の
正
月
元
日
に

　
　
御
飯
を
炊
く
燃
料
と
し
て
用
い
ま
す
。

　
　
と
こ
ろ
で
「
木
の
六
月
、
竹
の
八
月
」
と
い
い
、
六
月
に
伐
っ
た
木
や
、
旧
暦

　
　
の

八

月
に
伐
っ
た
竹
は
虫
が
つ
き
ま
せ
ん
。
昔
の
人
の
長
い
経
験
か
ら
そ
の
よ

　
　
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
本
当
に
そ
の
通
り
で
す
。

樹
木
の
霊
を
支
配
す
る
の
を
山
の
神
と
考
え
る
点
な
ど
、
杣
法
に
お
け
る
木
魂
や
山

の

神
の
信
仰
、
儀
礼
と
共
通
す
る
点
も
多
い
が
、
薪
の
虫
害
を
除
け
る
た
め
の
伐
採

の

時
期
や
、
切
り
初
め
の
木
を
翌
年
の
元
旦
の
料
と
す
る
こ
と
等
々
、
生
活
の
技
術

と
結
び
つ
い
て
、
あ
る
い
は
年
中
行
事
の
サ
イ
ク
ル
の
中
で
山
の
神
や
樹
木
の
霊
を

感

じ
取
っ
て
い
た
も
の
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
別
府
の
太
夫
故
中
尾
計
佐
清
は
、
山
に
置
い
て
あ
る
道
具
は
「
山
へ

杣
道
具

を
置
く
法
」
を
か
け
て
あ
る
ゆ
え
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
木
霊
公

神
・
山
の
神
・
水
神
な
ど
が
惜
し
い
と
思
う
曲
木
を
や
む
を
得
ず
切
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
神
よ
り
、
よ
り
高
次
の
神
、
月
日
の
将
軍
様
に
祈
り
、
許
し
を
い
た
だ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
2
）

て

か

ら
き
る
こ
と
、
等
々
を
語
っ
た
と
い
う
が
、
杣
の
慣
習
や
呪
法
が
あ
る
程
度
は

生
業
を
異
に
す
る
人
々
の
あ
い
だ
に
も
周
知
さ
れ
、
そ
の
対
処
の
た
め
の
知
識
も
共

有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
戦
後

の
、
建
築
用
材
の
需
要
の
増
大
と
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
に
代
表
さ
れ
る
伐
木
の
機

械
化

を
主
た
る
要
因
と
し
て
、
村
民
の
多
く
が
林
業
に
従
事
し
た
が
、
し
か
し
な
が

ら
こ
れ
以
前
は
、
用
材
に
す
る
た
め
の
大
木
を
伐
る
杣
は
特
別
な
修
練
を
必
要
と
す
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る
専
門
職
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
伐
木
の
専
門
技
術
と
関
わ
っ
て
、
呪
誼
・
調
伏
等

を
行
う
呪
術
が
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。
古
杣
ば
か
り
で
な
く
、
現
実
の
杣
も
か
つ
て
は
、

畏
怖
の
対
象
と
な
る
呪
術
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑤
戦
後
に
お
け
る
民
俗
的
慣
行
の
衰
退

　
木
霊
送

り
、
集
材
の
際
の
遣
り
声
、
株
木
鎮
め
等
々
、
伐
木
に
と
も
な
う
民
俗
的

慣
行

が
、
自
然
に
対
す
る
信
仰
と
こ
れ
に
対
す
る
技
術
と
強
く
結
び
つ
い
て
行
わ
れ

て

き
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
諸
作
法
が
廃
れ
て
い
っ
た
第
一
の

原
因
が
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
に
代
表
さ
れ
る
機
械
化
で
あ
っ
た
。

　
物
部
村
に

お
い
て
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
が
導
入
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
四
、
五
年
ご

ろ
で
あ
っ
た
。
機
械
の
代
金
は
、
当
時
の
値
段
で
一
月
の
賃
金
と
同
じ
位
で
あ
っ
た

が
、
作
業
の
効
率
は
格
段
に
進
み
、
無
理
を
し
て
購
入
し
て
も
充
分
に
見
合
う
収
入

が
得
ら
れ
た
、
と
い
う
。

　
作
業
の
効
率
化
と
は
端
的
に
い
え
ば
、
伐
木
の
ス
ピ
ー
ド
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
直
径
ニ
メ
ー
ト
ル
超
の
大
き
な
ぶ
な
の
木
を
斧
と
鋸
で
伐
る
に
は
、
一

所
懸

命
や
っ
て
も
半
日
程
を
要
し
た
。
さ
ら
に
枝
打
ち
し
て
搬
出
す
る
の
に
、
一
人

あ
た
り
で
、
一
日
に
二
本
も
仕
上
げ
た
ら
「
上
等
」
で
あ
っ
た
が
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー

を
使
え
ば
十
分
ほ
ど
で
倒
せ
た
し
、
ま
た
「
玉
切
る
」
の
も
速
く
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。　

集
材
に
も
機
械
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
セ
キ
ダ
シ
を
し
て
、
川
よ
り
流
す

方
法

よ
り
、
谷
か
ら
谷
へ
と
渡
し
た
ワ
イ
ヤ
ー
を
機
械
動
力
に
よ
っ
て
動
か
す
集
材

機

を
用
い
、
軌
道
（
ト
ロ
ッ
コ
）
に
よ
っ
て
運
搬
す
る
方
法
へ
と
変
わ
り
、
さ
ら
に

山
中
に
ま
で
道
が
通
る
よ
う
に
な
る
と
、
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
搬
出
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

　
時
間
あ
た
り
の
伐
木
数
は
自
ず
と
そ
れ
以
前
よ
り
は
る
か
に
多
く
な
っ
た
が
、
ま

た

国
の
森
林
政
策
の
変
化
、
特
に
国
有
林
に
対
す
る
そ
れ
が
、
乱
伐
と
植
林
に
拍
車

を
か
け
た
。
国
有
林
の
管
理
の
目
的
は
、
当
初
、
森
林
を
保
全
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

が
、
戦
後
、
国
家
の
重
要
な
収
入
源
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に

戦
後
の

賃
金
向
上
を
含
む
労
働
環
境
の
改
善
を
訴
え
た
労
働
組
合
の
運
動
が
、
こ
れ

に

拍
車
を
か
け
て
、
徹
底
し
た
採
算
主
義
の
も
と
、
皆
伐
と
密
植
が
進
め
ら
れ
て
い
っ

た
。

　

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
な
ど
機
械
の
導
入
は
、
職
人
の
体
制
を
も
変
容
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ

た
。　

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
斧
・
鋸
を
使
っ
て
伐
っ
て
い
た
時
代
、
伐
木
を
お
こ

な
う
ソ
マ
・
サ
キ
ヤ
マ
は
師
弟
関
係
を
結
ん
で
修
行
し
な
く
て
は
で
き
な
い
仕
事
で

あ
っ
た
。
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
扱
い
も
そ
れ
な
り
に
修
練
の
必
要
と
す
る
も
の
で
は
あ
っ

た
が
、
し
か
し
な
が
ら
師
弟
関
係
に
よ
っ
て
修
得
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
昭
和
三
十
年
代
の
後
半
か
ら
（
豊
孝
氏
、
二
十
四
五
歳
以
降
）
は
、
タ
マ
切
り

せ

ず

に
集
材
・
搬
出
を
行
う
ゼ
ン
カ
ン
集
材
が
始
ま
り
、
山
中
の
伐
木
の
現
場
に
お

け
る
ソ
マ
職
は
必
要
な
く
な
っ
た
。

　

こ
の
結
果
、
ソ
マ
・
サ
キ
ヤ
マ
の
区
別
が
な
く
な
り
、
山
中
に
お
け
る
職
人
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　

伐
採

と
集
材
を
主
と
す
る
「
ニ
ン
プ
さ
ん
」
と
、
搬
出
を
主
と
し
て
行
う
「
ヒ
ヨ
ウ

さ
ん
」
と
か
ら
な
る
体
勢
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
。

　
結
果
、
こ
う
し
た
体
勢
の
再
編
と
と
も
に
、
ま
た
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
導
入
に
よ
る

伐
採
の
ス
ピ
ー
ド
化
と
と
も
に
、
「
木
魂
送
り
」
と
い
っ
た
掛
け
声
も
消
え
て
ゆ
き
、

ま
た
集
材
機
の
使
用
に
よ
っ
て
、
ツ
ル
に
よ
る
集
材
・
搬
出
に
お
け
る
「
遣
り
声
」

も
自
ず
と
消
え
て
い
っ
た
。
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
使
用
し
て
か
ら
は
、
木
魂
送
り
の
た

め
の
声
を
か
け
る
よ
う
な
気
に
も
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
が
、
樹
木
に
対
す
る
心

意

が
、
道
具
を
操
っ
て
こ
れ
と
関
わ
る
技
術
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
の
証
左

と
も
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
昭
和
六
十
年
ご
ろ
、
豊
孝
氏
の
最
後
の
山
と
な
っ
た
湯
桶
山
に
お
い
て
、

氏

は
バ
ン
ダ
イ
に
お
い
て
ツ
ル
を
使
用
し
て
集
材
を
す
る
様
子
を
映
像
に
記
録
し
て

い

る
。
本
映
像
に
は
、
遣
り
声
ま
で
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
今
と
な
っ
て
は
貴
重
な

252



［木魂をめぐる祭儀と信仰］……松尾恒一

記
録
で
あ
る
。

　
当
時
、
よ
う
や
く
ホ
ー
ム
ビ
デ
オ
が
普
及
し
始
め
た
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、

往

時
の
遣
り
声
を
掛
け
な
が
ら
行
っ
た
集
材
の
方
法
が
消
え
て
ゆ
く
の
を
惜
し
ん
だ

豊
孝
氏
が
、
半
ば
再
現
し
て
行
っ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
で
五
六
十
代

の

者
し
か
、
遣
り
声
に
よ
っ
て
集
材
す
る
方
法
は
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
ひ
た

す

ら
経
済
効
率
を
追
求
し
て
突
き
進
ん
だ
時
代
に
、
現
場
の
当
事
者
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た
こ
の
試
み
は
、
文
化
財
行
政
や
教
育
・
研
究
の
職
に
あ
る
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
だ
け
に
、
単
な
る
懐
古
的
な
行
為
と
し
て
の
み
片
付
け
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。

註（
1
）
　
拙
論
「
物
部
村
の
職
人
と
建
築
儀
礼
ー
大
工
法
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
民
俗
芸
能
研
究
』
三
十

　
　
二
号
平
成
十
三
年
、
三
月
）
。

（
2
）
　
本
節
、
及
び
、
第
五
節
「
伐
木
の
機
械
化
と
民
俗
的
慣
行
の
衰
退
」
は
戦
後
に
主
と
し
て
伐

　
　
木
を
生
業
と
し
て
こ
ら
れ
た
小
松
豊
孝
氏
（
大
正
十
二
年
生
）
・
宗
石
光
重
氏
（
昭
和
五
年
生
）

　
　
か
ら
の
聞
き
取
り
に
基
づ
き
、
高
知
県
編
『
高
知
県
史
』
民
俗
編
（
昭
和
五
十
三
年
）
第
三
章
、

　
　
林
業
、
第
一
節
「
用
材
生
産
」
（
坂
本
正
夫
執
筆
）
、
高
木
啓
夫
「
山
の
民
俗
文
化
史
」
（
山
本
大

　
　
編
『
高
知
の
研
究
』
第
六
巻
「
方
言
・
民
俗
編
」
、
清
文
堂
出
版
、
昭
和
五
十
七
年
、
所
収
）
、

　
　
高
知
営
林
局
史
編
纂
委
員
会
『
高
知
営
林
局
史
』
（
高
知
営
林
局
、
昭
和
四
十
七
年
）
、
山
下
慶

　
　
喜
「
杣
の
技
と
く
ら
し
と
1
室
戸
市
羽
根
町
ー
」
『
土
佐
民
俗
』
八
十
号
、
平
成
十
五
年
三
月
、

　
　
を
参
考
と
し
て
考
察
す
る
。
な
お
、
近
代
に
お
け
る
当
地
の
伐
木
の
実
態
と
変
化
に
つ
い
て
は
、

　
　
よ
り
詳
細
な
別
の
報
告
（
も
し
く
は
論
考
）
を
予
定
し
て
い
る
。

（
3
）
　
拙
論
「
小
松
豊
孝
太
夫
の
足
跡
を
辿
っ
て
ー
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
禰
戦
後
の
一
側
面
1
」
『
大
倉

　
　
山
論
集
』
四
十
六
集
、
平
成
十
二
年
九
月
、
参
照
。

（
4
）
　
な
お
松
尾
は
、
豊
孝
氏
が
庄
屋
を
勤
め
た
昭
和
年
六
十
年
当
時
の
、
湯
桶
山
で
の
バ
ン
ダ
イ

　
　
に
お
け
る
ヤ
リ
声
、
音
頭
に
よ
る
集
材
の
模
様
を
ホ
ー
ム
ビ
デ
オ
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
映
像

　
　
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
る
。

（
5
）
　
「
山
の
神
祭
文
」
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
英
喜
・
梅
野
光
興
編
『
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
帳
』
「
山
の

　
　
神
祭
文
」
（
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
平
成
七
年
）
参
照
。

（
6
）
　
十
二
所
神
社
は
平
成
十
四
年
十
月
に
大
祭
の
、
公
事
方
神
社
は
同
年
十
一
月
に
例
祭
の
調
査

　
　
を
行
っ
た
。
な
お
、
今
林
縁
子
が
公
事
方
神
社
例
祭
の
概
要
を
、
國
學
院
大
學
伝
承
文
学
研
究

　
　
会
編
『
伝
承
研
究
論
集
』
七
号
、
平
成
十
五
年
三
月
、
に
報
告
し
て
い
る
。

（
7
）
　
以
下
、
「
大
山
供
養
鎮
め
」
は
小
松
豊
孝
記
『
大
山
鎮
、
及
供
養
鎮
式
次
第
』
（
昭
和
五
十
五

　

年
記
）
に
よ
る
。

（
8
）
　
物
部
の
民
話
編
集
委
員
会
編
『
こ
れ
も
方
丈
も
の
が
た
り
ー
も
の
べ
の
民
話
ー
』
「
桑
の
川
の

　
　
川
辺
神
社
臼
鳥
居
杉
、
口
神
様
の
お
し
か
り
」
（
物
部
村
教
育
委
員
会
、
昭
和
六
十
年
）
、
等
。

（
9
）
　
前
掲
註
8
『
こ
れ
も
方
丈
も
の
が
た
り
』
「
薬
師
谷
の
大
杉
」
。

（
1
0
）
　
』
8
0
掲
註
8
『
こ
れ
も
方
丈
も
の
が
た
り
』
「
古
杣
」
。

（
1
1
）
　
註
1
0
に
同
じ
。

（
1
2
）
　
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
『
い
ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙
』
（
梅
野
光
興
執
筆
、
平
成
九
年
）
1
第

　
　
1
0
章
「
大
忍
庄
の
仮
面
」
。

（1
3
）
　
註
1
2
に
同
。

（
1
4
）
　
な
お
拙
論
「
錦
の
衣
と
機
織
り
の
呪
術
ー
物
部
村
の
七
夕
行
事
と
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
ー
」

　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
歴
博
』
一
一
六
号
、
平
成
十
五
年
一
月
）
中
で
、
「
よ
う
も
ん
太
郎
」

　
　
を
男
神
と
す
る
「
七
夕
祭
文
」
と
物
部
の
七
夕
行
事
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
が
、
本
祭
文
も
や

　
　
は
り
焼
畑
の
起
源
説
話
で
あ
る
点
興
味
深
い
。

（
1
5
）
　
前
掲
註
8
『
こ
れ
も
方
丈
も
の
が
た
り
』
「
よ
も
ぎ
の
小
次
郎
」
。

（
1
6
）
　
大
工
と
大
工
法
に
つ
い
て
は
前
掲
註
1
拙
論
「
物
部
村
の
職
人
と
建
築
儀
礼
」
、
猟
師
と
西
山

　
　
法
に

つ
い

て

は
拙
論
「
魔
群
・
魔
性
の
潜
む
山
ー
高
知
県
物
部
村
、
西
山
法
・
猟
師
の
法
を
め

　
　
ぐ
る
民
俗
世
界
1
」
（
『
文
学
』
第
二
巻
六
号
、
平
成
十
三
年
十
一
・
十
二
月
）
、
及
び
、
松
尾

　
　
に
よ
る
資
料
紹
介
、
小
松
豊
孝
太
夫
記
「
墓
目
の
法
（
矢
が
り
の
法
）
・
西
山
法
・
大
麻
打
、

　
　
及
び
鎮
の
法
・
西
山
法
狩
師
の
表
裏
敷
」
（
『
儀
礼
文
化
』
三
十
一
号
～
、
平
成
十
四
年
十
月
～
）

　
　
参
照
。

（
1
7
）
　
前
掲
註
『
い
ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙
』
1
第
七
章
4
「
杣
法
」
の
紹
介
に
基
づ
く
。

（
1
8
）
　
以
下
、
小
松
為
繁
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
は
、
平
成
十
四
年
九
月
、
松
尾
の
調
査
に
基
づ
く
。

（
1
9
）
　
拙
論
前
掲
註
1
「
大
工
法
」
、
註
1
4
「
錦
の
衣
と
機
織
り
の
呪
術
」
、
註
1
5
「
魔
群
・
魔
性
の

　
　
潜
む
山
」
等
参
照
。

（
2
0
）
　
小
松
豊
孝
氏
は
『
大
山
供
養
鎮
』
（
前
掲
註
7
）
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

（
2
1
）
　
掲
註
1
2
『
い
ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙
』

（2
2
）
　
註
2
1
に
同
じ
。

1
第
七
章
4
「
杣
法
」
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
）

（
二
〇
〇
三
年
四
月
二
二
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
五
月
九
日
審
査
終
了
）
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Rituals　and　Beliefs　Surrounding　Tree　Spirits

－ the　Case　of　Monobe　Village，　Kochi　Prefecture一

MATSUO，　Koichi

The　focus　of　this　paper　is　a　study　of　the　rites　and　magic　of　a　professional　group，　with

discussion　centering　on　examples　of　the　woodcutters　of　Monobe　village　in　the　eastern

part　of　Kochi　Prefecture．

These　woodcutters，　orぷomαin　Japanese，　are　engaged　in　the　profession　of　tree　felling．

Many　of　the　folk　customs　accompanying　their　work　are　based　on　beliefs　surrounding　the

tree　spirits　that　are　believed　to　dwell　in　trees，　mountain　gods，　and　other　supernatural

beings．　There　is　the　rite　calledんoぬmα．o吻rj，　which　involves　the　return　of　tree　spirits　to

mountain　gods　deep　in　the　mountains　when　trees　are　felled，　and　the　rite　calledんobμえ’．

訪Jzμ〃2θ，　undertaken　to　appease　the　stump　when　a　sacred　tree　has　been　felled．　The　magical

rites　performed　by　the　woodcutters　are　calledぷo〃2α一乃o，　or　woodcutter　rites．　One　character－

istic　of　these　rites　is　that　they　are　conducted　with　the　axes　that　are　the　tools　of　their

trade　serving　as　ceremonial　objects，　and　it　was　believed　that　tools　that　met　special　criteria

in　terms　of　shape　and　form　displayed　magical　powers．

The　village　is　well　known　for　the　popular　religion　called彪鋤αgj．リノμthat　has　been　passed

down　through　the　generations，　and　some　woodcutter　rites　have　been　incorporated　in　this

religion．　Rites　that　had　been　conducted　originally　by　these　woodcutters　came　to　form　the

core　of　rituals　with　a　strong　mystical　quality　that　were　performed皿der　this　religion，

Popular　folk　customs　such　as　these　woodcutter　rites　were　performed　with　axes　and　saws

that　were　used　in　their　work　until　the　mid　1960s．　However，　these　rites　fell　into　rapid

disuse　with　the　introducti－on　of　chainsaws，　milling　equipment，　and　other　machinery，　and

with　the　wide－ranging　reforms　forest－ry　was　subjected　to　when　clear－felling　and　dense

planting　were　introduced　as　district　forest　offices　and　labor　unions　pursued　their　own

lnterests．

This　paper　is　a　continuation　of　an　earlier　study　already　published　by　the　author　under

the　title℃raftsmen　of　Monobe　Village　and　Construction　Rituals”．　This　earlier　study　on

the　beliefs　of　craftsmen　in　this　region　surrounding　tree　spirits　focused　on　the　construction

rituals　of　carpenters．
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