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衣
裳
を
通
し
た
災
悪
防
除
の
思
想
の
比
較
　  

川
野
和
昭

　

奄
美
諸
島
に
は
、
か
つ
て
琉
球
国
王
に
命
じ
ら
れ
て
、
地
域
の
祭
祀
を
司
っ
て
い
た
ノ
ロ
と
呼
ば

れ
る
女
性
の
司
祭
者
が
存
在
し
た
。
そ
の
ノ
ロ
が
身
に
纏
っ
た
装
束
が
現
在
も
遺
物
と
し
て
集
落
の

個
人
や
、
地
域
の
博
物
館
等
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
川
野
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
奄
美
大
島
に
残
る
資

料
、
特
に
大
島
郡
宇
検
村
阿
室
に
残
る
「
シ
バ
サ
シ
ギ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
資
料
群
を
中
心
に
、
川
野

が
現
地
調
査
で
収
集
し
た
ラ
オ
ス
北
部
の
小
数
民
族
の
民
族
衣
装
や
、
大
島
郡
住
用
村
（
現
奄
美
市
）

山
間
に
あ
る
原
野
農
芸
博
物
館
が
収
蔵
す
る
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
の
小
数
民
族
の
民
族
衣
装
と
を
比

較
す
る
形
で
、
本
務
の
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
で
、
平
成
十
一
年
六
月
十
日
か
ら

九
月
五
日
に
か
け
て
「
奄
美
の
ノ
ロ
神
の
装
束
―
宇
検
村
阿
室
の
シ
バ
サ
シ
ギ
ン
を
中
心
に
―
」
と

題
す
る
企
画
展
を
開
催
し
た
。

　

本
稿
は
、
そ
の
際
に
得
ら
れ
た
知
見
に
、
そ
の
後
の
川
野
の
ラ
オ
ス
北
部
の
現
地
調
査
で
新
た
に

得
た
知
見
を
加
え
て
、
両
地
域
に
共
通
し
て
、
各
意
匠
が
装
束
の
襟
、
袵
、
袖
、
裾
、
脇
な
ど
開
口

部
や
隅
部
、
屈
曲
部
、
接
合
部
に
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
箇
所
が
霊
魂
の
脱
入

の
危
険
を
持
っ
た
箇
所
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
施
さ
れ
た
赤
布
、
糸
や
細
布
の
房
、
一

目
落
と
し
や
鋸
歯
文
な
ど
の
意
匠
は
、
そ
の
霊
魂
、
特
に
悪
霊
の
身
体
へ
の
進
入
を
防
除
し
、
心
身

の
清
浄
さ
、
安
全
を
守
ろ
う
と
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

結
論
と
し
て
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
両
地
域
の
極
め
て
微
細
な
点
に
至
る
共
通
性
は
、
装
束
の

分
野
に
限
ら
ず
、
奄
美
を
含
む
南
九
州
か
ら
南
西
諸
島
の
他
の
民
俗
事
象
の
多
く
に
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
周
辺
域
の
小
数
民
族
の
民
俗
文
化
と
の
比
較
の
作
業
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
日
本
民
俗
学
が
蓄
積
し
て
き
た
膨
大
な
民
俗
事
象
の
読
み
直
し
が
迫
ら
れ
、
日
本
列
島
の

文
化
の
多
様
性
を
説
く
可
能
性
に
満
ち
た
比
較
民
俗
学
の
道
が
開
け
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
本
稿
は
、
そ
の
実
践
の
一
つ
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
奄
美
、
ラ
オ
ス
、
カ
ミ
ギ
ン
、
一
目
落
と
し
、
鋸
歯
文
、
蚊
帳
、
災
悪
防
除

は
じ
め
に

❶『
南
島
雑
話
』の
筆
者
が
見
た「
御ご

印い
ん

加が

那な

之し

」

❷
現
存
す
る
ノ
ロ
遺
品

❸
カ
ミ
ギ
ン
の
周
辺
そ
の
一
―
つ
な
が
る
北
縁
―

❹
カ
ミ
ギ
ン
の
周
辺
そ
の
二
―
つ
な
が
る
東
南
ア
ジ
ア
―

ま
と
め

奄
美
の
ノ
ロ
神
装
束
と
ラ
オ
ス
北
部
の
民
族
衣
装
の
意
匠
を
中
心
に
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は
じ
め
に

　

黎
明
舘
で
は
、
筆
者
が
担
当
し
、
平
成
一
一
年
六
月
一
〇
日
か
ら
同
年
九
月
五
日

に
か
け
て「
奄
美
の
ノ
ロ
神
の
装
束
―
宇
検
村
阿
室
の
シ
バ
サ
シ
ギ
ン
を
中
心
に
―
」

と
題
す
る
企
画
展
を
開
催
し
た
。

　

大
島
郡
宇
検
村
阿
室
は
、大
正
一
〇
年
柳
田
国
男
が
「
海
南
小
記
」
の
旅
で
訪
れ
、

「
阿
室
の
女
夫
松
」
の
一
文
を
も
の
し
、
白
い
祭
衣
を
着
て
神
の
山
に
登
っ
て
祭
を

す
る
ノ
ロ
に
つ
い
て
触
れ
た
集
落
で
あ
る
。
こ
の
阿
室
に
は
、
奄
美
の
夏
正
月
と
い

わ
れ
る
ア
ラ
セ
ツ
（
旧
暦
八
月
の
初
丙
の
日
）
の
一
週
間
後
の
シ
バ
サ
シ
（
旧
暦
八

月
の
壬
の
日
）
に
、
シ
バ
サ
シ
ノ
カ
ミ
を
家
に
招
き
シ
バ
サ
シ
ギ
ン
と
呼
ば
れ
る
着

物
を
祀
る
習
俗
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
一
群
の
シ
バ
サ
シ
ギ
ン
の
展
示
を
企
て
る
契
機

は
、
筆
者
が
担
当
し
て
開
催
し
た
黎
明
館
企
画
特
別
展
「
海
上
の
道
―
鹿
児
島
の
文

化
の
源
流
を
さ
ぐ
る
―
」（
一
九
九
八
年
二
〜
三
月
）
に
、
宇
検
村
中
央
公
民
館
に

収
蔵
さ
れ
て
い
た
同
村
阿
室
の
岡
元
家
伝
来
の
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
と
呼
ば
れ
る
、
全
体

を
三
角
布
で
接
ぎ
縫
い
し
た
ノ
ロ
の
神
衣
を
展
示
し
た
と
き
に
遡
る
。

　

展
示
会
終
了
後
、
宇
検
村
中
央
公
民
館
収
蔵
品
の
外
に
、
阿
室
集
落
に
は
さ
ら
に

多
く
の
資
料
の
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
り
、以
後
三
回
に
わ
た
る
調
査
を
実
施
し
た
。

そ
の
結
果
、
ノ
ロ
神
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
装
束
の
中
に
は
、
ハ
ブ
ラ
の
文
様
だ

け
で
な
く
様
々
な
意
匠
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
結
論
か

ら
先
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
意
匠
に
ノ
ロ
神
の
身
に
忍
び
寄
る
悪
霊
を
追
払
う
機
能

が
見
て
と
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
冒
頭
の
企
画
展
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
、「
災

悪
防
除
の
思
想
―
人
は
何
故
に
衣
を
纏
う
の
か
―
」
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
意
匠
に
込
め
ら
れ
た
災
悪
防
除
の
思
想
に
つ
い
て
、
同
展
で
展

示
し
た
資
料
を
中
心
に
し
て
述
べ
、
さ
ら
に
、
奄
美
の
北
側
と
し
て
の
ト
カ
ラ
列
島

及
び
鹿
児
島
地
域
、
南
側
と
し
て
の
ベ
ト
ナ
ム
・
ラ
オ
ス
・
タ
イ
北
部
及
び
中
国
南

西
部
と
の
比
較
検
討
を
す
る
こ
と
で
、
環
中
国
海
の
広
が
り
の
中
で
の
位
置
づ
け
を

試
み
て
み
た
い
。

❶『
南
島
雑
話
』の
筆
者
が
見
た「
御ご

印い
ん

加が

那な

之し

」

　

奄
美
の
ノ
ロ
神
の
装
束
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
す

る
と
き
、
最
も
基
本
的
で
具

体
性
の
あ
る
手
引
は
『
南
島

雑
話
』
の
「
御
印
加
那
之
圖
」

で
あ
ろ
う
。『
南
島
雑
話
』は
、

嘉
永
二
年
に
勃
発
し
た
薩
摩

藩
の
お
家
騒
動
で
あ
る
「
お
由
羅
騒
動
」
に
連
座
し
、
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
三

月
に
大
島
遠
島
に
処
せ
ら
れ
、
名
瀬
間
切
の
名
瀬
間
方
小
宿
村
で
五
年
の
生
活
を

送
っ
た
名
越
左
源
太
が
、
奄
美
大
島
の
地
理
、
動
植
物
は
も
と
よ
り
、
宗
教
、
年
中

行
事
、
衣
食
住
な
ど
人
々
の
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
記
録
し
た
南
島
研
究
の
バ
イ
ブ

ル
で
あ
る
）
1
（

。

　

そ
の
中
で
、「
御
印
加
那
之
圖
」
は
、
補
遺
篇
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
描
か

れ
た
図
を
注
意
深
く
見
て
い
く
と
興
味
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
下
半
身
に
は
縦
襞ひ
だ
を

付
け
た
カ
カ
ン
（
下
裳
）
を
着
け
、上
半
身
に
は
ド
ギ
ン
（
胴
衣
）
を
着
け
て
い
る
。

そ
の
ド
ギ
ン
は
色
布
の
襟
で
、
左
袵お
く
みと

思
わ
れ
る
部
分
に
は
三
本
の
縦
筋
と
そ
の

上
に
三
角
の
鋸
歯
文
が
描
い
て
あ
り
、
袖
口
に
は
一
目
落
と
し
の
縫
い
取
り
が
見
ら

れ
そ
れ
ら
の
上
か
ら
は
帯
び
を
巻
か
ず
に
白
布
の
長
着
を
打
ち
掛
け
て
い
る
。ま
た
、

首
か
ら
胸
に
掛
け
て
前
ハ
キ
と
い
う
木
綿
糸
に
水
晶
の
玉
を
通
し
た
首
輪
を
掛
け
て

い
る
。

　

さ
ら
に
、
背
中
に
は
玉
ハ
ベ
ロ
と
い
う
名
称
の
五
色
や
紫
の
玉
あ
る
い
は
練
物
の

珠
を
縦
三
列
に
連
ね
た
も
の
を
垂
ら
し
て
い
る
。
左
手
に
は
長
さ
三
尺
六
七
寸
の
綾

手
奴
と
呼
ば
れ
る
三
段
の
削
り
掛
け
を
施
し
、
〇
、
△
、
□
の
印
を
刻
し
た
杖
を
つ
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い
て
い
る
。
そ
の
頭
に
は
、
サ
ヂ
あ
る
い
は
ハ
チ
マ
キ
と
呼
ば
れ
る
白
布
を
頭
に
巻

き
首
の
後
か
ら
両
肩
に
広
げ
て
垂
ら
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
髪
に
は
サ
バ
ネ
と
い
う

鷺
の
羽
を
二
本
差
し
て
い
る
。

　

以
上
が
名
越
左
源
太
の
見
た
一
八
五
〇
年
代
の
奄
美
の
ノ
ロ
の
姿
で
あ
る
。
こ
の

「
御
印
加
那
之
圖
」
が
ど
こ
の
集
落
の
ノ
ロ
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
か
は
明
確
に
さ

れ
て
は
い
な
い
が
、薩
摩
か
ら
奄
美
に
渡
っ
た
人
間
が
ノ
ロ
に
対
し
て
示
す
「
迷
信
」

や
「
妄
信
」
と
い
っ
た
偏
見
、
蔑
視
の
姿
勢
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
名
越
の
奄

美
に
注
い
だ
眼
差
し
の
熱
さ
と
確
か
さ
が
ノ
ロ
の
装
束
の
特
徴
を
み
ご
と
に
捉
え
た

と
言
っ
て
よ
い
。
彼
が
捉
え
た
こ
れ
ら
の
形
の
中
に
こ
そ
、
ノ
ロ
が
ど
の
よ
う
な
存

在
と
し
て
村
人
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
読
み
取
る
鍵
の
一
端
が
隠
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
現
在

残
る
資
料
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

❷
現
存
す
る
ノ
ロ
遺
品

　

１　

ア
ヤ
ハ
ブ
ラ

　

ア
ヤ
ハ
ブ
ラ
は
ノ
ロ
の
髪
飾
り
で
、
名

越
左
源
太
が
描
い
た
「
御
印
加
那
之
」
が

後
髪
に
二
本
差
し
て
い
る
サ
バ
ネ
と
い

う
鷺
の
羽
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。「
ア

ヤ
」
は
「
綾
」
で
、
様
々
の
色
が
入
り
混

じ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、「
ハ
ブ
ラ
」

は
「
蝶
」
の
こ
と
で
、
三
角
形
の
布
の
こ

と
を
指
し
、
奄
美
大
島
で
は
霊
魂
の
象
徴

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

現
在
黎
明
館
所
蔵
で
名
瀬
市
の
大
山

家
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
「
ア
ヤ
ハ
ブ
ラ
」
は
、
竹
の
串
に
束
ね
ら
れ
た
鳥
の
羽
根
が

二
段
に
わ
け
て
巻
き
付
け
ら
れ
、
下
の
段
に
は
胸
の
羽
根
、
上
の
段
に
は
翼
の
羽
根

が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
間
に
は
、
八
種
類
の
絣
や
縞
の
文
様
（
ア
ヤ
）
の

三
角
布
（
ハ
ブ
ラ
）
が
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
四
本
あ
る
も
の
の
う
ち
の
二
本
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
列
に
三
個
ず
つ
の
ハ
ブ
ラ
を
付
け
た
も
の
が
三
列
と
、
別
に
大
型
の
ハ

ブ
ラ
が
一
個
と
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
残
り
二
本
は
一
列
二
個
ず
つ
二
列
付

け
ら
れ
た
も
の
と
、
ハ
ブ
ラ
が
す
べ
て
取
れ
て
し
ま
っ
て
二
段
の
鳥
の
羽
根
だ
け
に

な
っ
た
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
阿
室
の
岡
元
家
の
ア
ヤ
ハ
ブ
ラ
（
宇
検
村
中
央
公
民
館
収
蔵
）
は
、
細
い

竹
の
軸
の
頭
頂
に
鳥
の
羽
根
が
巻
き
付
け
ら
れ
、
一
列
に
七
個
の
ア
ヤ
ハ
ブ
ラ
が
付

け
ら
れ
た
も
の
が
四
列
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
ヤ
ハ
ブ
ラ
は
、
軸
と
な
っ
て
い

る
竹
の
太
さ
か
ら
み
て
髪
に
挿
し
た
も
の
で
は
な
く
、
花
瓶
な
ど
に
挿
し
て
用
い
た

も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
黎
明
館
蔵
の
名
瀬
市
大
山
家
の
ハ
ブ
ラ
の
三
つ
の
各
頂
点
に
は
ア
ヤ
の

糸
の
房
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ア
ヤ
ハ
ブ
ラ
の
特
徴
を
見
て
み
る
と
、
ア
ヤ
ハ
ブ
ラ
の
数
が
一
、三
、七

な
ど
と
い
う
聖
数
を
基
本
に
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ
れ
は
、
三
角
の
形

と
と
も
に
悪
な
る
霊
魂
を
追
い
払
お
う
と
す
る
意
図
が
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三

角
の
頂
点
に
付
け
ら
れ
た
糸
の
房
も
同
じ
魔
払
い
の
房
で
、
後
に
触
れ
る
ハ
チ
マ

キ
の
両
端
の
房
や
ド
ギ
ン
の
脇
に
付
け
ら
れ
た
複
数
の
紐
と
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
頂
点
に
糸
の
房
を
付
け
た
三
角
布
を
魔
除
け
と
し
持
ち
物
に
付
け
る

習
俗
は
、
ラ
オ
ス
北
部
の
ア
カ
族
の
間
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
名
越
左
源
太
が
描
い
た
「
御
印
加
那
之
圖
」
の
サ

バ
ネ
が
鷺
の
羽
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
に
あ
げ
た
も
の
は
鳥
の
羽
根
と
ハ

ブ
ラ
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
の
違
い
が
あ
る
。
こ
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
ハ
ブ
ラ
の
付
い
て
い
な
い
羽
だ
け
の
形
が
本
来
で
あ
る
の

か
。
そ
の
羽
根
が
、
悪
な
る
霊
魂
を
追
い
払
う
と
い
う
ハ
ブ
ラ
の
機
能
と
重
な
り
を
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持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
そ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
き
た
い
）
2
（

。

　

２　

サ
ヂ
・
ハ
チ
マ
キ

　

現
在
残
る
サ
ヂ
・
ハ
チ
マ
キ
は

白
布
で
作
ら
れ
、
両
端
に
糸
の
房

が
付
け
ら
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。
し
か
し
、
名
瀬
市
立
奄

美
博
物
館
収
蔵
の
名
瀬
市
浦
上
の

ノ
ロ
が
用
い
て
い
た
テ
サ
ー
ジ

は
、
全
体
が
浮
き
織
り
の
布
で
作

ら
れ
、
菱
形
や
花
形
の
小
さ
な
文

様
が
織
り
出
さ
れ
て
い
る
。「
南

島
雑
話
」
の
婦
人
の
礼
服
の
項
に

「
サ
ヂ
ト
云
頭
布
ナ
リ　

婦
人
礼

服
タ
ナ
ベ
ト
イ
ヘ
ル
モ
ノ
ヲ
着
セ

ル
時
此
サ
ヂ
ヲ
冠
レ
ル
ナ
リ
地
合
ハ
紗
綾
ニ
テ
長
二
尋
ナ
リ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
見

る
と
、
本
来
は
文
様
入
り
の
布
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
ど
の
よ

う
に
被
ら
れ
て
い
た
か
は
「
御
印
加
那
之
圖
」
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
頭
に
巻
き
両
端

を
肩
か
ら
首
の
後
（
含
み
背
）
に
垂
ら
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
、
浮
き
織
り
の
テ
サ
ー
ジ
と
そ
の
被
り
方
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る

も
の
と
し
て
、
大
島
郡
与
論
町
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
与
論

十
五
夜
踊
り
の
踊
り
手
が
被
る
シ
ュ
パ
と
呼
ば
れ
る
被
り
物
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う

ち
最
も
古
い
も
の
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
奄
美
博
物
館
の
テ
サ
ー

ジ
と
同
様
に
菱
形
や
花
状
の
小
紋
の
浮
き
織
り
の
布
で
、
両
端
に
は
糸
の
房
が
付
い

て
い
る
。
そ
の
被
り
方
は
、
シ
ュ
パ
で
頭
を
包
む
よ
う
に
巻
き
、
糸
の
房
を
背
中
に

垂
ら
す
。
昔
の
年
寄
り
た
ち
が
被
っ
て
い
た
シ
ュ
パ
の
両
端
に
は
、
卍
の
文
様
が
浮

き
織
り
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
悪
魔
を
追
い
払
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
、
浮
き
織
り
を
は
じ
め
紗
綾
な
ど
の
織
物
の
文
様
そ
の
も
の
、
さ
ら
に
は
糸

の
房
に
悪
霊
を
払
う
力
の
存
在
を
認
め
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
。
宇
検
村
阿
室
の
森

山
家
に
伝
わ
る
白
布
の
ハ
チ
マ
キ
の
一
端
に
織
り
込
ま
れ
た
紺
色
の
筋
も
同
様
の
機

能
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

３　

カ
ミ
ギ
ン
（
神
衣
）

　

カ
ミ
ギ
ン
は
、
ノ
ロ
が
一
番
上
に
打
掛
け
に
し
て
着
け
る
長
着
で
、
多
く
は
極
上

の
生
芭
蕉
の
布
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
バ
シ
ャ
ギ
ン
と
も
呼
ば
れ
る
。

し
か
し
、
中
に
は
黎
明
館
蔵
の
名
瀬
市
大
山
家
の
カ
ミ
ギ
ン
の
よ
う
に
綸
子
の
織
り

の
袷
の
も
の
も
あ
る
。

　

宇
検
村
阿
室
に
残
る
バ
シ
ャ
ギ
ン
の
ほ
と
ん
ど
は
振
り
袖
の
形
で
な
く
、
身
八
つ

口
を
開
け
ず
に
四
角
な
布
の
襠ま
ち

を
い
れ
た
筒
状
の
袖
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
南
島
雑

話
』
に
も
「
此
所
四
角
ノ
切
レ
入
ル
是
ヲ
ワ
キ
ヤ
ツ
ミ
ト
云
コ
ノ
所
ニ
三
角
ノ
切
レ

モ
ア
リ
是
ヲ
ハ
ベ
ラ
ワ
キ
ヤ
ツ
ミ
ト
云
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
ワ
キ
ヤ
ツ
ミ
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
三
角
の
襠
も
あ
り
「
ハ
ベ

ラ
ワ
キ
ヤ
ツ
ミ
」
と
称
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
分
か
る
。し
か
し
、

四
角
の
襠
も
前
後
か
ら
見
る
と

三
角
に
見
え
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
こ
の
二
つ
は
違
い
の
な
い

も
の
と
し
て
と
ら
え
て
良
い
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本

の
着
物
で
は
開
け
て
あ
る
部
分

を
、
カ
ミ
ギ
ン
で
は
三
角
の
意

匠
（
鋸
歯
文
）
で
塞
い
で
い
る

こ
と
に
な
る
。先
に
述
べ
た「
ア

ヤ
ハ
ブ
ラ
」
と
同
じ
く
悪
霊
の
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進
入
を
防
ご
う
と
す
る
意
識
の
表
れ
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
宇
検
村
阿
室
に
残
る
バ
シ
ャ
ギ
ン
の
中
に
、
正
絹
か
と
見
紛
う
よ
う
な

光
沢
を
持
つ
極
め
て
薄
い
も
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、『
南
島
雑
話
』
が
「
朝
衣

と
い
へ
る
服
あ
り
。
極
上
々
の
芭
蕉
素
を
以
て
至
て
細
密
に
績
た
る
を
素
の
ま
ゝ
に

数
篇
、
藍
に
て
五
日
計
り
、
飽
く
ま
で
染
て
、
織
調
へ
類
族
集
り
て
替
る
々
々
擣
衣

す
る
こ
と
二
、三
昼
夜
な
り
。
成
就
に
な
り
た
る
は
其
光
沢
恰
も

目
が
如
し
」
と

記
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
擣と
う
い衣

」
と
い
う
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

擣
衣
は
、
同
書
の
図
か
ら
推
測
す
る
と
、
織
り
上
げ
た
芭
蕉
布
を
盤
木
と
い
う
平
ら

な
台
の
上
に
載
せ
て
練
盤
筒
と
い
う
槌
で
叩
き
延
ば
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
反
物
を
一

本
の
心
棒
に
巻
い
て
打
盤
と
い
う
抉
り
底
の
入
っ
た
盤
の
上
に
載
せ
、
棍
棒
で
叩
く

と
い
う
方
法
で
行
っ
て
い
た
ら
し
い
。
ま
さ
し
く
「
其
光
沢
恰
も

目
が
如
し
」
と

い
う
表
現
に
値
い
す
る
も
の
で
、
そ
の
光
や
輝
き
が
ノ
ロ
の
神
々
し
さ
を
表
す
こ
と

は
も
と
よ
り
、
周
囲
の
悪
な
る
霊
を
追
い
払
い
寄
せ
付
け
な
い
働
き
を
持
っ
て
い
る

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
技
術
は
、中
国
南
西
部
や
ベ
ト
ナ
ム
、ラ
オ
ス
な
ど
に
住
む
モ
ン
族
（
中

国
名
で
は
ミ
ャ
オ
族
）
や
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
タ
イ
族
の
間
に
も
行
わ
れ
て
お
り
、
そ

う
し
た
地
域
と
少
数
民
族
の
染
織
文
化
と
つ
な
が
る
技
術
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
北
部

の
モ
ン
族
は
、「
チ
ュ
ン
タ
オ
」
と
称
し
て
、
正
月
の
礼
服
用
（
上
着
の
上
に
羽
織

る
袖
無
し
）
の
た
め
に
織
っ
た
ド
ウ
（
大
麻
布
）
を
ド
ン
（
平
板
）
の
上
に
載
せ
、

パ
ジ
ェ
と
呼
ば
れ
る
半
月
状
の
石
板
で
ロ
ー
リ
ン
グ
さ
せ
な
が
ら
光
沢
を
出
し
て
い

る
。
同
村
の
周
辺
の
タ
イ
族
は
叩
い
て
光
沢
を
出
す
と
い
う
。

　

ま
た
、
黎
明
館
蔵
の
名
瀬
市
大
山
家
の
カ
ミ
ギ
ン
の
襟
は
一
目
落
と
し
（
一
点
鎖

線
の
縫
い
）
で
縫
わ
れ
て
お
り
、
次
項
で
述
べ
る
ド
ギ
ン
（
胴
衣
）
の
襟
の
縫
い
方

と
の
共
通
点
が
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
も
襟
か
ら
侵
入
し
よ
う
と
す
る
悪
霊

を
払
お
う
と
す
る
意
識
が
読
み
と
れ
る
。

　

さ
ら
に
、こ
の
カ
ミ
ギ
ン
の
背
筋
と
両
袵
の
裾
の
三
箇
所
に
は
芭
蕉
の
フ
（
繊
維
）

の
房
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
内
側
に
裾
を
た
く
り
上
げ
る
た
め
の
結
び
紐

の
働
き
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
先
に
ア
ヤ
ハ
ブ
ラ
の
所
で
述
べ
た
三
角
布
の
頂
点

に
付
け
ら
れ
た
糸
の
房
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
奄
美
大
島
の
北
側

に
位
置
す
る
ト
カ
ラ
列
島
の
悪
石
島
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
、
外
出
を
厳
し
く
禁
じ
て

家
の
中
に
忌
み
籠
も
る
オ
オ
ヒ
チ
ゲ
の
祭
り
の
時
に
、
魔
除
け
の
た
め
に
芭
蕉
の
フ

を
首
の
回
り
に
巻
く
「
フ
結
び
」
な
ど
と
も
重
な
り
合
う
。
こ
う
し
た
事
例
を
考
え

併
せ
る
と
、
同
じ
く
魔
除
け
の
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
芭

蕉
布
で
仕
立
て
ら
れ
た
バ
シ
ャ
ギ
ン
そ
の
も
の
に
も
同
様
の
機
能
が
あ
っ
て
不
思
議

は
な
い
。

　

４　

ド
ギ
ン（
胴
衣
）

　

ド
ギ
ン
は
、
カ
ミ
ギ
ン
の
下
に
着
け
る
丈
の
短
い
上
着
で
あ
る
。
日
本
の
機
で
は

織
れ
な
い
幅
広
の
布
の
存
在
や
、
緞
子
、
綸
子
な
ど
の
織
り
の
技
術
、
菊
、
唐
草
、

蘭
、
瑞
雲
、
牡
丹
、
卍
な
ど
の
文
様
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
琉
球
を

介
し
て
入
っ
て
き
た
中
国
製
の
布
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
。
先
田
光
演
氏
が
解
読
さ
れ
た
宇
検
村
須
古
の
大
原
家
文
書
の
中
に

「
且
又
琉
球
江
用
事
之
儀
有
之　

別
紙
差
遣
申
候
間　

宜
敷
相
調
候

様　

参
候
人
江
被
仰
付
可
被
下
候

　

神
事
胴
衣
用
之
絹
鉦
太
鼓
鐘
鞁

三
味
線
高
祖
祭
之
仏
具
類
入
念
出

来
候
様
御
頼
申
入
候
」
と
あ
り
、

幕
末
と
思
わ
れ
る
こ
ろ
に
ノ
ロ
神

事
用
の
ド
ギ
ン
の
絹
布
を
琉
球
に

求
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
）
3
（

。
ま

た
、
そ
れ
ら
の
布
と
は
別
に
琉
球

域
内
で
生
産
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

芭
蕉
布
平
織
、
木
綿
平
織
、
木
綿
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紅
型
、
浮
き
織
り
な
ど
の
布
も
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
ド
ギ
ン
の
意
匠
に
は
い
く
つ
か
注
目

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
先
ず
、
最
初
に
取
り

上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
袵
や
両
脇

の
割
れ
た
部
分
に
施
さ
れ
た
襞
の
問
題
で
あ

る
。
袵
の
場
合
は
、
重
ね
た
時
に
前
側
に
く

る
前
袵
に
二
段
、
三
段
の
襞
が
施
さ
れ
、
内

側
の
袵
に
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
の
が
特
徴

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
襞
の
上
を
押
さ
え
る

よ
う
に
三
角
形
に
縫
い
取
り
を
施
し
た
も
の

が
見
ら
れ
る
。『
南
島
雑
話
』
が
描
い
た
前

面
の
三
本
の
縦
筋
や
そ
の
上
に
描
か
れ
た
鋸

歯
文
は
、
こ
の
襞
や
三
角
の
縫
い
取
り
を
描

写
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
両

脇
の
割
れ
た
部
分
に
は
前
見
頃
に
も
後
身
頃

に
も
襞
が
施
さ
れ
、
前
袵
同
様
に
そ
の
上
に

三
角
の
縫
い
取
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
宇
検
村
阿
室
の
山

畑
家
の
子
供
の
も
の
と
思
わ
れ
る
ド
ギ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
襞
と
そ
の
上
の
三
角

の
縫
い
取
り
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
れ
ば
、
襞
に
し
て
も

三
角
の
形
に
は
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
施
さ
れ
て
い
る
部
位
が
開
口
部
で
あ

り
、袵
の
襞
は
外
に
対
す
る
前
袵
に
の
み
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
併
せ
て
考
え
る
と
、

い
ず
れ
も
外
側
か
ら
の
侵
入
に
対
す
る
防
御
の
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

次
に
、
一
目
落
と
し
縫
い
の
縫
い
目
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
阿
室

の
保
枝
家
に
残
る
ド
ギ
ン
は
、
生
地
が
藍
染
め
紺
地
の
芭
蕉
布
の
平
織
り
で
、
文
様

は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
布
の
表
面
は
擣
衣
さ
れ
て
お
り
、
つ
や
つ
や
し
た
光
沢

が
あ
り
、
薄
く
て
日
常
的
に
着
る
に
は
適
さ
な
い
服
で
あ
る
。
襟
は
蘇す
お
う芳

色
の
平
布

が
当
て
ら
れ
、
縁
は
蘇
芳
色
の
糸
二
列
で
中
央
に
白
糸
を
一
列
挟
ん
だ
三
列
の
一
目

落
と
し
で
縫
い
付
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
両
袖
口
に
は
蘇
芳
色
の
糸
一
列
と
白

糸
二
列
の
三
列
で
一
目
落
と
し
の
三
角
の

縫
い
取
り
が
一
周
施
さ
れ
、
そ
の
内
側
の

頂
点
を
白
糸
一
列
の
一
目
落
と
し
で
一
周

縫
い
取
っ
て
あ
る
。
ま
た
、
袵
と
前
身
頃

の
縫
い
合
わ
せ
目
も
白
糸
一
列
の
一
目
落

と
し
で
縫
い
取
っ
て
あ
る
。
さ
ら
に
、
前

側
に
重
ね
る
左
袵
の
三
段
の
襞
の
上
に
も

白
糸
一
列
、
蘇
芳
色
の
糸
二
列
の
一
目
落

と
し
の
縫
い
取
り
が
施
さ
れ
、
そ
れ
と
同

様
に
両
脇
の
前
後
の
襞
に
も
同
じ
一
目
落

と
し
の
縫
い
取
り
が
認
め
ら
れ
る
。ま
た
、

阿
室
の
下
村
家
に
残
る
ド
ギ
ン
に
は
、
襟

の
後
ろ
か
ら
背
縫
い
に
沿
っ
て
九
回
の
一

目
落
と
し
の
縫
い
取
り
が
施
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
一
目
落
と
し
の

縫
い
取
り
が
施
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
袖

口
、
襟
の
縁
縫
い
、
襞
の
上
、
袵
の
縁
か

ら
裾
回
り
、
袵
と
前
身
頃
の
境
目
、
後
襟

中
央
か
ら
背
筋
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
袖
口
と
襟
回
り
に
は
二
筋
あ
る
い
は
三
筋
、
四

筋
の
縫
い
取
り
が
見
ら
れ
、
そ
の
糸
の
色
も
茶
・
白
や
茶･

白･

茶
な
ど
の
組
み
合

わ
せ
が
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
筋
で
は
も
の
足
ら
ず
重
ね
て
入
念

に
縫
い
取
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
袖
口
に
三
筋
で
三
角
の
一
目
落

と
し
縫
い
の
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
前
段
で
述
べ
た
襞
の
上
の
三
角
の
縫
い
取
り
も
一
目
落
と
し
で
あ
り
、

阿
室
の
岡
元
家
伝
来
の
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
の
ハ
ブ
ラ
（
三
角
布
）
の
縫
い
目
も
同
様
で
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あ
る
。
実
は
、
こ
う
し
た
一
目
落
と
し
の
縫
い
目
は
、
生
ま
れ
子
に
着
せ
る
ウ
ブ
ギ

ン
（
産
衣
）
の
背
守
り
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
三
筋
の
一
目
落
と
し
の

背
守
り
に
つ
い
て
は
、
與
那
嶺
一
子
・
金
城
武
子
に
よ
っ
て
沖
縄
に
し
か
見
ら
れ
な

い
も
の
で
、そ
の
機
能
が
魔
除
け
と
魂
の
守
護
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
4
（

が
、

奄
美
に
も
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ド
ギ
ン
開
口
部
が
こ
の
一
目
落
と

し
で
縫
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
さ
し
く
同
じ
文
化
的
文
脈
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
幅
広
の
赤
布
の
当
て
が
縫
い
つ
け
ら
れ
た
、
宇
検
村
屋
鈍
の
吉
野
家

の
子
供
の
も
の
と
思
わ
れ
る
地
合
が
緑
色
の
ド
ギ
ン
が
注
目
さ
れ
る
。
赤
布
が
当
て

ら
れ
て
い
る
箇
所
は
、
両
袖
口
、
襟
、
前
袵
、
後
襟
付
け
根
、
背
筋
、
裾
回
り
で
あ
る
。

特
に
、
後
襟
付
け
根
の
赤
布
は
、
縦
に
伸
び
る
背
筋
の
布
と
は
別
の
小
片
の
赤
布
が

縫
い
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
後
で
触
れ
る
宇
検
村
阿
室
の
山
畑
家
の
子
供
の
ド
ギ
ン
の

後
襟
の
付
け
根
に
付
け
ら
れ
た
三
個
の
ハ
ブ
ラ
と
同
様
に
、
明
ら
か
に
背
守
り
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。ま
た
、そ
の
下
の
背
筋
に
延
び
る
赤
布
は
、「
御

印
加
那
之
圖
」
に
描
か
れ
て
い
る
背
中
の
「
玉
ハ
ベ
ロ
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
全
て
の
赤
布
は
金
色
糸
を
用
い
て
、
一
目
落
と
し
で
縫
い

付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
袵
の
襟
下
と
両
脇
の
開
口
部
に
は
、
二

段
の
襞
が
つ
け
ら
れ
、
し
か
も
前
袵
の
襞
の
上
に
は
、
一
目
落
と
し
の
三
角
の
縫
い

取
り
が
施
さ
れ
て
い
る
。先
述
し
た
ド
ギ
ン
の
特
徴
の
上
に
赤
と
い
う
色
を
加
え
て
、

一
層
魔
除
け
の
力
が
強
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
ド
ギ
ン
は
、
か

つ
て
屋
鈍
の
人
が
朝
鮮
に
漂
着
し
た
折
り
に
持
ち
帰
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

伝
承
を
持
っ
て
お
り
）
5
（

、
朝
鮮
の
魔
除
け
の
習
俗
と
つ
な
が
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る

が
、
中
国
南
部
や
東
南
ア
ジ
ア
を
視
野
に
入
れ
て
、
さ
ら
に
注
意
深
い
検
討
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
宇
検
村
阿
室
の
山
畑
家
の
子
供
の
ド
ギ
ン
の
後
襟
の
付
け
根
に
付
け
ら
れ

た
、
三
個
の
ハ
ブ
ラ
（
右
端
の
一
個
は
欠
落
）
も
興
味
を
そ
そ
る
。
小
さ
な
長
方
形

の
布
袋
に
綿
を
詰
め
、
中
央
部
を
糸
で
締
め
た
も
の
で
、
二
等
辺
三
角
形
の
頂
点
が

突
き
合
わ
さ
っ
た
形
で
、
蝶
が
羽
を
広
げ
た
形
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、

奄
美
大
島
の
ウ
ブ
ギ
ン
（
産
衣
）
の
マ
ブ
イ
や
ト
カ
ラ
列
島
の
ウ
ブ
ギ
ン
、
ナ
ヅ
ケ

ギ
モ
ン
の
チ
ン
ボ
イ
と
呼
ば
れ
る
背
守
り
と
全
く
同
じ
も
の
で
、
子
供
の
体
内
へ
の

悪
霊
の
侵
入
を
防
ぎ
、生
命
（
魂
）
の
離
脱
を
守
り
固
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
後
に
述
べ
る
宇
検
村
阿
室
の
岡
元
家
の
「
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
」
と

呼
ば
れ
る
、袖
以
外
の
全
面
に
三
角
の
布
（
ハ
ブ
ラ
）
を
接
ぎ
合
わ
せ
た
ド
ギ
ン
も
、

機
能
は
同
様
の
も
の
と
考
え
て
良
い
。

　

さ
て
、
ド
ギ
ン
に
関
し
て
最
後
に
問
題
に
し
て
お
き
た
い
の
は
、
襟
端
や
両
脇
に
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付
け
ら
れ
た
結
び
紐
と
思
わ
れ
る
細
長
い
布
切
れ
の
存
在
で
あ
る
。
現
存
す
る
ド
ギ

ン
の
中
に
は
、
欠
損
し
て
い
る
物
も
見
ら
れ
る
が
、
残
っ
て
い
る
布
切
れ
を
見
る
と
、

複
数
の
数
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
問
題
は
、
正
に
そ
の
点
に
あ
り
、

何
故
に
一
本
で
な
く
複
数
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
最
も
よ

く
残
っ
て
い
る
の
は
、
阿
室
の
森
山
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
ド
ギ
ン
で
、
そ
れ
を
見

る
と
前
面
に
重
ね
る
左
襟
端
に
蘇
芳
色
の
二
本
、
内
側
に
入
れ
る
右
襟
端
に
蘇
芳
色

の
一
本
、
左
襟
端
と
結
ぶ
右
脇
に
蘇
芳
色
の
一
本
、
内
側
の
右
襟
端
と
結
ぶ
左
脇
に

蘇
芳
色
の
一
本
の
布
切
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
阿
室
の
福
元
家
の
ド
ギ
ン
は
、

前
面
に
重
ね
る
左
襟
端
に
白
、
茶
、
浅
葱
、
紺
、
蘇
芳
色
の
五
本
、
右
脇
に
白
、
茶
、

蘇
芳
色
の
三
本
の
紐
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
阿
室
の
岡
元
家
の
「
ハ
ブ
ラ

ド
ギ
ン
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
前
側
に
重
ね
る
左
襟
端
に
白
、
赤
、
浅
葱
、
鶯
色

の
四
本
、
左
襟
端
と
結
ぶ
右
脇
に
茶
、
茶
、
白
、
紺
、
浅
葱
色
の
四
本
、
内
側
に
入

る
右
襟
端
と
結
ぶ
左
脇
に
白
、
茶
、
浅
葱
色
の
三
本
が
付
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
屋
鈍
の
吉
野
家
の
朝
鮮
伝
来
の
伝
承
を
持
つ
、
緑
地
に
赤
布
を
縫
い
付
け

た
子
供
用
の
ド
ギ
ン
は
、
前
に
重
ね
る
左
襟
端
に
青
色
二
本
、
左
右
両
脇
に
そ
れ
ぞ

れ
赤
、
赤
玉
模
様
の
入
っ
た
白
色
二
本
の
三
本
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
前
面
に
重
ね
る
左
襟
端
と
内
側
に
入
れ
る
右
襟
端
と
で
は
明

ら
か
に
差
が
認
め
ら
れ
、
前
者
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
両

脇
の
差
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
と
判
断
し
て
良
か
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
こ
れ
が
先
に
述
べ

た
襞
の
施
さ
れ
た
箇
所
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
く
。
つ
ま
り
、
こ

の
布
切
れ
に
も
襞
と
同
じ
防
除
の
機
能
を
見
て
取
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

布
の
色
が
一
色
で
な
く
、そ
の
上
を
一
目
落
と
し
で
縫
い
取
っ
た
り
、岡
元
家
の
「
ハ

ブ
ラ
ド
ギ
ン
」
の
よ
う
に
、
数
枚
の
異
な
る
布
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
一
本
の
布
切
れ
が

作
ら
れ
、
そ
の
上
に
三
角
紋
の
縫
い
取
り
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
よ
り
確
か
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
数
枚
の
異
な
る
布
を
接
ぎ
合
わ
せ

て
一
本
の
布
切
れ
を
作
る
技
術
は
、
中
国
・
四
川
省
・
大
涼
山
の
彝い

族
や
、
タ
イ
・

ラ
オ
ス
北
部
の
ア
カ
族
の
間
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
）
6
（

。

　

５　

ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン

　
「
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
」
は
、
ハ
ブ
ラ
（
蝶
）
と
呼
ば
れ
る
直
角
二
等
辺
三
角
形
の
布

切
れ
を
二
枚
で
一
つ
の
正
方
形
を
、
そ
れ
を
四
組
で
さ
ら
に
大
き
な
正
方
形
を
作
る

と
い
う
形
で
接
ぎ
併
せ
て
縫
っ
た
ド
ギ
ン
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
ハ
ブ
ラ

ド
ギ
ン
は
、
阿
室
の
岡
元
家
伝
来
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ド
ギ
ン
に
つ
い
て
、
沖
縄

県
立
図
書
館
史
料
編
集
室
の
奄
美
ノ
ロ
遺
品
調
査
に
参
加
し
た
祝
嶺
恭
子
氏
は
、
三

角
布
は
約
三
〇
種
、
二
一
三
枚
程
度
か
ら
な
っ
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
）
7
（

。
さ
ら
に

こ
の
ド
ギ
ン
を
よ
く
観
察
す
る
と
、
前
面
は
前
側
に
重
ね
る
襞
の
施
さ
れ
た
左
袵
と

内
側
に
隠
れ
る
右
袵
の
部
分
を
除
い
て
、
前
身
頃
の
部
分
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
袵
が
既
に
襞
が
施
さ
れ
た
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
た
り
す
る
た
め
、

ハ
ブ
ラ
を
施
す
必
要
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
背
面
は
、
ほ
と
ん
ど

前
面
に
施
さ
れ
、
特
に
、
背
縫
い
に
沿
っ
て
八
枚
の
三
角
布
が
四
五
度
の
頂
点
で
同

色
が
対
角
に
接
す
る
形
と
、
同
様
に
九
〇
度
の
頂
点
で
接
す
る
形
が
交
互
に
繰
り
返

さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
一
目
落
と
し
で
縫
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
対
比
的
な
形
が
蝶
の

翅
を
広
げ
た
形
姿
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
三
角
布
を
接
ぎ
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
れ
に
つ
い
て
、
大
島
郡
宇
検
村
の
ノ
ロ
遺
品
に
つ
い
て
初
め
て
言
及
さ
れ
た
先
田

光
演
氏
は
、「
ノ
ロ
遺
品
に
用
い
ら
れ
て
い
る
三
角
布
や
三
角
文
様
は
鋸
歯
紋
の
持

つ
悪
霊
侵
入
を
防
ぐ
呪
術
性
よ
り
は
、
扇
に
描
か
れ
て
い
る
文
様
か
ら
考
え
て
、
セ

ジ
（
霊
力
）
を
招
き
寄
せ
る
た
め
の
文
様
で
あ
り
、
ハ
ビ
ラ
の
霊
魂
そ
の
も
の
を
表

現
し
て
い
る
瑞
象
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。」
と
述
べ
、
さ
ら
に
、「
沖
縄
で
ハ
ビ
ィ

ル
が
神
聖
な
昆
虫
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ビ
ィ
ラ
や
ハ
ビ
ィ
ル
玉
、

ハ
ビ
ィ
ル
ザ
バ
ネ
等
の
遺
品
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
ハ
ビ
ィ
ル
を
正
三
角
に
表
現
し

た
の
は
、
恐
ら
く
奄
美
大
島
の
風
習
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て

更
に
解
明
を
要
す
る
衣
服
で
あ
る
。」
と
い
う
見
解
を
出
さ
れ
、
こ
の
三
角
布
を
身

に
つ
け
る
こ
と
で
先
祖
の
霊
力
を
得
て
、
ノ
ロ
自
身
が
神
と
し
て
の
セ
ジ
を
高
め
る

も
の
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
若
干
の
留
保
を
し
な
が
ら
も
霊
魂
を
三
角
文
で
表

現
し
た
形
が
沖
縄
に
は
見
ら
れ
ず
、
奄
美
で
独
自
に
発
生
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て

い
る
）
8
（

。
ま
た
、
祝
嶺
恭
子
氏
は
、「
ハ
ビ
ル
ハ
ギ
ド
ギ
ン
を
構
成
す
る
三
角
は
蝶
の

象
徴
で
あ
る
。
蝶
は
脱
皮
す
る
（
ス
デ
ィ
ル
、
孵
化
す
る
）
力
を
永
遠
に
持
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
霊
力
を
身
に
ま
と
う
こ
と
に
よ
り
、
神
女
と
し
て
の
セ

ジ
（
霊
力
）
を
高
め
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
衣
裳
が
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
蝶
と
霊
魂
と
の
関
わ
り
は
我
々
に
も
馴
染
み
深
い
。
琉
球
と
奄
美
、

そ
の
言
葉
や
習
慣
に
共
通
し
た
発
生
を
み
な
が
ら
も
、
ハ
ビ
ル
ハ
ギ
ド
ギ
ン
に
関
し

て
は
初
め
て
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。」
と
述
べ
、
先
田
氏
と
ほ
ぼ
共
通
の
考
え
方
を

表
明
し
て
い
る
）
9
（

。

　

し
か
し
、
本
当
に
「
セ
ジ
（
霊
力
）
を
招
き
寄
せ
る
」、「
セ
ジ
を
高
め
る
」
た
め

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
若
干
の
疑
義
を
挟
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
宇

検
村
生
勝
の
ウ
ブ
ギ
ン
（
産
衣
）
の
襟
の
後
ろ
に
付
け
る
ハ
ブ
ラ
は
、
赤
布
の
三
角

の
袋
に
ヨ
ネ
ノ
イ
ワ
イ
（
米
寿
の
祝
）
の
年
寄
り
の
髪
を
入
れ
て
縫
い
付
け
た
も
の

で
あ
る
）
10
（

。
こ
れ
は
、
赤
子
の
霊
魂
が
体
内
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
と
、
逆
に
悪
霊
が
体

外
か
ら
侵
入
す
る
こ
と
と
を
防
御
す
る
た
め
の
も
の
で
、
ハ
ブ
ラ
が
霊
力
そ
の
も
の

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
死
者
の
着
物
は
同
じ
位
置
を
引

き
破
り
、
魂
が
抜
け
や
す
く
す
る
と
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
逆
証
明
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
の
ハ
ブ
ラ
も
神
女
と
し
て
の
霊
力
を
高
め
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
神
女
の
神
聖
さ
を
犯
さ
れ
な
い
た
め
の
防
御
の
機
能
を
重

視
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ハ
ブ
ラ
の
縁
が
一
目
落
と

し
で
縫
い
取
ら
れ
て
い
る
の
も
そ
の
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
植

木
ち
か
子
・
上
運
天
綾
子
氏
が
報
告
し
た
久
米
島
の
屋
慶
名
家
伝
来
品
の
中
の
「
女

物
大
礼
服
の
ア
シ
ア
ゲ
コ
ム
ネ
御
衣
」
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
こ
の

御
衣
は
、淡
い
黄
金
色
の
地
に
、中
国
気
象
文
の
飛
雲
の
あ
し
ら
わ
れ
た
綸
子
地
（
中

国
で
は
光
絹
と
称
す
）
を
用
い
た
、
琉
球
式
の
単
衣
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

両
前
身
頃
の
胸
部
、
即
ち
左
右
両
袵
の
剣
先
に
、
二
等
辺
三
角
形
状
刺
繍
の
補
子
の

頂
点
を
合
わ
せ
、
二
等
辺
の
一
辺
を
衿
付
線
に
揃
え
て
縫
い
つ
け
、
固
定
さ
せ
て
い

る
。
ま
た
、
方
形
の
刺
繍
補
子
は
、
左
右
両
袖
口
の
袖
山
に
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
風
に
付

け
縫
っ
た
女
物
の
大
袖
衣
で
あ
る
。」
と
あ
り
、
そ
の
図
柄
は
山
水
、
雲
、
菊
花
、

宝
瓶
な
ど
宝
尽
く
し
の
吉
祥
模
様
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
模
様
は
異
な
る

も
の
の
、
同
じ
形
状
の
ア
シ
ア
ゲ
コ
ム
ネ
が
琉
球
王
家
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
、
そ
れ
は
、
明
国
の
文
官
や
武
官
の
官
服
の
背
や
胸
に
刺
繍
補
章
を
付
け
る

服
制
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
）
11
（

。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
刺
繍
補
子

の
形
が
鋭
角
の
二
等
辺
三
角
形
で
あ
る
こ
と
、
付
け
る
箇
所
が
衿
、
袵
、
前
身
頃
の

縫
い
目
の
合
わ
さ
る
部
分
で
あ
り
、
し
か
も
、
内
側
に
入
る
衿
、
袵
、
前
身
頃
に
も

付
い
て
い
る
こ
と
で
、方
形
な
が
ら
袖
口
に
も
刺
繍
補
子
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
箇
所
が
ド
ギ
ン
に
お
け
る
一
目
落
と
し
の
縫
い
取
り
の
認
め
ら

れ
る
箇
所
の
一
部
と
重
な
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
刺
繍
補
子
の

二
等
辺
三
角
形
の
底
辺
に
沿
っ
て
、
小
さ
な
二
等
辺
三
角
形
の
刺
繍
が
一
列
見
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
袖
口
の
方
形
の
刺
繍
補
子
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の

ア
シ
ア
ゲ
コ
ム
ネ
は
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
で
は
な
い
が
、
根
所
神
殿
の
司
祭
役
の
神
女
が

六
〇
〜
七
〇
年
前
に
着
用
し
、
草
冠
り
を
被
り
、
神
事
用
首
飾
り
の
タ
マ
を
首
に
か

け
、
大
扇
を
拡
げ
持
っ
て
祭
祀
儀
礼
を
行
っ
て
い
い
た
と
い
い
、
阿
室
の
カ
ミ
ギ
ン
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に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
の

三
角
文
の
意
匠
は
、
着
物
の
内
部
へ
忍
び
込
も
う
と
す
る
悪
霊
を
払
い
除
け
、
着
衣

者
を
護
持
す
る
霊
魂
の
象
徴
と
し
て
の
ハ
ブ
ラ
と
、
悪
霊
の
侵
入
を
防
御
す
る
鋸
歯

文
の
性
格
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
取
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
輪
状
の
布
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
袖
の

問
題
で
あ
る
。
阿
室
の
岡
元
家
伝
来
の
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
は
、
左
袖
は
袖
口
か
ら
順
に

浅
葱
、
茶
、
黒
・
白
、
茶
・
白
、
銀
襴
、
茶
色
の
六
枚
布
で
輪
状
に
継
ぎ
縫
い
し
て

あ
り
、
袖
口
及
び
互
い
の
継
ぎ
目
は
一
目
落
と
し
で
縫
っ
て
あ
る
。
こ
の
袖
を
輪
状

に
縫
う
形
は
他
の
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
阿
室
の
浜
畑
家
や
泰

山
家
の
も
の
、
名
瀬
市
（
現
奄
美
市
）
の
大
山
家
（
黎
明
館
蔵
）
の
も
の
は
、
表
地

だ
け
を
見
る
と
袖
も
ハ
ブ
ラ
の
意
匠
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
裏
地
を
見
る
と
輪
状
に

継
ぎ
縫
い
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
注
意
深
く
見
る
と
ハ
ブ
ラ
の
付
い

て
な
い
ド
ギ
ン
に
も
同
様
の
輪
状
の
袖
が
認
め
ら
れ
る
。
大
島
郡
宇
検
村
生
勝
の
名

越
家
の
ド
ギ
ン
は
、
琉
球
の
紅
型
染
の
布
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
生
地
は
水
色
と

赤
色
の
二
色
が
あ
り
、
水
辺
に
飛
び
回
る
蜻
蛉
と
水
草
の
間
を
泳
ぎ
回
る
ア
メ
ン
ボ

ウ
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
両
袖
は
袖
口
か
ら
水
色
、
赤
色
の
順
に
継
ぎ
縫
い
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
ギ
ン
で
は
な
い
が
、
龍
郷
町
中
勝
の
益
田
家
の
ハ
ブ

ラ
の
カ
ミ
ギ
ン
は
、
赤
と
白
地
に
縞
の
直
角
二
等
辺
三
角
の
布
で
ハ
ブ
ラ
が
縫
い
取

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
左
袖
は
袖
口
か
ら
赤
、
白
地
に
縞
、
赤
、
白
地
に
縞
、
右

袖
は
赤
、
白
地
に
縞
、
赤
の
順
に
輪
状
に
継
ぎ
縫
い
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
輪
状

の
袖
も
単
な
る
飾
り
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
思
想
の
も
と
に
縫
わ
れ
た
意
匠
と
み
て

よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
背
骨
と
頸
椎
の
部
分
に
は
ハ
ブ
ラ
や
赤
布
、
一
目
落
と
し
の
縫

い
取
り
を
施
し
て
い
た
よ
う
に
、
袖
に
包
ま
れ
る
手
首
、
肘
、
肩
も
ま
た
同
じ
く
屈

曲
す
る
関
節
部
分
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
関
節
部
か
ら
魂
が
脱

入
す
る
と
い
う
奄
美
の
信
仰
に
基
づ
い
て
、
そ
の
防
除
を
ね
ら
い
と
し
た
も
の
と
理

解
で
き
よ
う
。

　

６　

カ
カ
ン（
下
裳
裙
）

　

カ
カ
ン
は
、
ド
ギ
ン
と
一
対
を
な
し
て
、
そ
の
下
裳
と
し
て
腰
に
ま
と
う
巻
き
ス

カ
ー
ト
で
あ
る
。
そ
の
前
面
に
は
襞
が
施
さ
れ
て
お
り
、
ド
ギ
ン
の
前
袵
や
両
脇
に

付
け
ら
れ
た
襞
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
『
南
島
雑
話
』
の
著
者
は
、
こ
の

カ
カ
ン
に
つ
い
て
「
裙　

嶌
ノ
詞
ニ
カ
ン
ト
云　

四
〇
八
ノ
ヒ
ダ
ア
リ　

故
ニ
俗
名

四
八
ヒ
ダ
ト
云　

上
品
ナ
ル
ハ
綾
紗
下

品
ナ
ル
ハ
木
綿
」
と
記
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
現
在
は
黎
明
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
名
瀬
市
の
大
山
家
の
ノ
ロ
遺

品
の
中
に
は
、
二
枚
の
カ
カ
ン
が
残
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
枚
は
、
木
綿

地
に
、
八
角
文
の
中
に
六
枚
の
花
び
ら

を
持
つ
花
の
形
と
、
鳥
が
飛
翔
し
て
い

る
姿
を
型
取
っ
た
二
通
り
の
文
様
を
連

結
し
て
型
染
め
し
た
も
の
で
あ
る
。
丈

は
六
五
セ
ン
チ
で
、
胴
の
周
り
は
八
〇

の
襞
が
付
け
ら
れ
、
四
二
セ
ン
チ
に
絞
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ら
れ
て
い
る
。
帯
布
の
端
に
は
、
胴
を
締
め
あ
げ
る
た
め
の
紐
を
取
り
付
け
る
継
ぎ

手
と
な
る
輪
が
見
ら
れ
、『
南
島
雑
話
』
の
記
述
の
確
か
さ
を
証
明
す
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
も
う
一
枚
の
も
の
は
、
木
綿
布
を
藍
染
め
し
た
紺
の
生
地
二
〇
枚
を
継

ぎ
縫
い
し
た
も
の
で
あ
る
。
丈
は
九
〇
セ
ン
チ
と
現
在
確
認
で
き
る
も
の
の
中
で
最

も
長
く
、
胴
回
り
も
八
〇
の
襞
が
付
け
ら
れ
、
九
五
セ
ン
チ
と
広
い
の
が
特
徴
で
あ

る
。
特
に
、
襞
の
折
り
目
が
胴
回
り
か
ら
裾
ま
で
ア
イ
ロ
ン
を
掛
け
た
よ
う
に
明
瞭

な
山
形
の
残
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
大
島
郡
宇
検
村
阿
室
の
岡
元

家
に
残
る
緑
地
の
絹
の
カ
カ
ン
も
見
事
な
も
の
で
あ
る
。
牡
丹
や
菊
、
唐
草
模
様
の

綸
子
の
布
を
十
枚
継
ぎ
縫
い
し
て
あ
り
、大
山
家
の
型
染
め
の
も
の
な
ど
と
と
も
に
、

『
南
島
雑
話
』
の
言
う
「
上
品
ナ
ル
ハ
綾
紗
」
と
記
し
た
種
類
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
比
し
て
、
現
在
阿
室
の
森
山
家
、
泰
山
家
、
下
村
家
な
ど
に
残
る
カ
カ
ン

の
ほ
と
ん
ど
は
、白
地
の
木
綿
で
平
織
り
の
布
で
仕
立
て
ら
れ
て
お
り
、『
南
島
雑
話
』

が
「
下
品
ナ
ル
ハ
木
綿
」
と
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
カ
カ
ン
で

あ
っ
て
も
、
襞
の
付
い
て
い
な
い
も
の
は
な
く
、
全
て
の
カ
カ
ン
に
襞
は
付
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
カ
カ
ン
の
基
本
的
な
要
件
は
、
襞
を
付
け
る
こ
と
と
、
胴
部

に
巻
き
着
け
る
形
で
あ
る
こ
と
の
二
点
に
絞
ら
れ
る
。
中
で
も
、
襞
に
つ
い
て
は
、

ド
ギ
ン
の
部
分
で
縷
々
述
べ
た
よ
う
に
、
三
角
文
と
し
て
の
悪
霊
防
除
の
機
能
を
読

み
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
ド
ギ
ン
と
一
対
で
着
用
す
る
こ

と
は
、
両
者
に
お
け
る
襞
の
機
能
の
共
通
性
を
考
え
て
良
か
ろ
う
。
特
に
、
名
瀬
市

の
大
山
家
の
藍
染
め
木
綿
布
や
阿
室
の
岡
元
家
の
藍
染
め
芭
蕉
布
で
仕
立
て
ら
れ
た

カ
カ
ン
に
見
ら
れ
る
三
角
の
山
形
は
、
そ
の
こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、

ノ
ロ
た
ち
が
顔
を
覆
う
よ
う
に
か
ざ
す
テ
ロ
ギ
（
神
扇
）
を
広
げ
た
時
の
、
竹
骨
と

竹
骨
と
の
間
に
で
き
る
、
紙
の
折
り
目
の
山
形
と
の
つ
な
が
り
を
十
分
に
連
想
さ
せ

る
。

　

以
上
が
、
宇
検
村
阿
室
を
中
心
と
し
た
奄
美
大
島
の
ノ
ロ
の
衣
裳
に
施
さ
れ
た

様
々
な
意
匠
に
つ
い
て
、
そ
の
文
化
的
な
意
味
を
探
っ
て
み
た
結
果
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
次
に
奄
美
の
周
辺
の
状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
北
側
の
周
辺
と
南
側
の
周
辺
の

二
つ
の
方
向
か
ら
、
同
様
の
視
点
か
ら
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

❸
カ
ミ
ギ
ン
の
周
辺
そ
の
一
―
つ
な
が
る
北
縁
―

　

こ
こ
で
は
、
奄
美
の
北
側
に
連
な
る
ト
カ
ラ
列
島
か
ら
鹿
児
島
に
至
る
地
域
に
残

る
、
服
飾
に
関
わ
る
資
料
の
幾
つ
か
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
の
意
匠
の
特
徴
を
検
討
し

て
み
た
い
。

　

１　

ト
カ
ラ
列
島
の
ウ
ブ
ギ
ン
と
ナ
ヅ
ケ
キ
モ
ン

　

ト
カ
ラ
列
島
の
ウ
ブ
ギ
ン
は
、
赤
子
が
生
ま
れ
て
一
週
間
目
に
行
わ
れ
る
名
付
け

祝
い
の
時
に
、
ナ
ヅ
ケ
キ
モ
ン
と
呼
ば
れ
る
長
着
の
晴
れ
着
の
上
に
羽
織
る
、
木
綿

白
地
の
袖
無
し
で
あ
る
。
こ
の
ウ
ブ
ギ
ン
と
ナ
ヅ
ケ
ギ
モ
ン
と
に
は
、
奄
美
の
ド

ギ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
ノ
ロ
の
遺
品
に
施
さ
れ
た
意
匠
に
つ
な
が
る
も
の
が
見
ら
れ

る
）
12
（

。
こ
こ
で
は
、
鹿
児
島
郡
十
島
村
口
之
島
の
ウ
ブ
ギ
ン
と
ナ
ヅ
ケ
ギ
モ
ン
を
中
心

に
述
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　

先
ず
、
口
之
島
の
男
児
着
用
の
オ
ブ
ギ
ン
か
ら
触
れ
て
み
た
い
。
こ
れ
は
、
昭
和

三
〇
（
一
九
五
五
）
年
、
生
後
七
日
目
の
名
付
け
祝
い
の
時
に
、
ナ
ヅ
ケ
キ
モ
ン
の

上
に
着
せ
た
オ
ブ
ギ
ン
（
産
着
）
で
あ

る
。
白
の
木
綿
布
で
、
袖
無
し
の
形
に
仕

立
て
ら
れ
て
い
る
。
襟
は
赤
の
布
を
用

い
、
縁
は
一
目
落
と
し
で
縫
い
付
け
ら
れ

て
い
る
。
襟
紐
の
取
り
付
け
部
に
は
、
赤

と
青
の
方
形
の
布
を
重
ね
て
中
央
部
分

を
糸
で
絞
っ
た
チ
ン
ボ
イ
と
い
う
蝶
の

形
の
布
を
縫
い
付
け
て
あ
る
。
肩
口
の
部

分
も
同
じ
く
一
目
落
と
し
で
縫
い
取
り
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し
て
あ
る
。
襟
の
後
ろ
の
部
分
に
は
、

マ
ブ
イ
と
呼
ば
れ
る
悪
霊
の
侵
入
を
防

ぐ
背
守
が
縫
い
付
け
ら
れ
て
い
る
。
襟

の
後
の
付
け
根
に
三
角
の
白
布
を
縫
い

付
け
、
そ
の
中
に
米
粒
を
縫
い
込
む
。

そ
の
上
を
赤
い
糸
で
、
縦
横
五
列
に
一

目
落
と
し
で
一
四
個
の
正
方
形
を
ぬ
い

出
し
、
そ
の
正
方
形
の
対
角
を
一
目
落

と
し
で
縫
い
取
っ
て
あ
る
。
つ
ま
り
、

五
六
個
の
三
角
形
が
縫
い
出
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
外
側
の
大
き
な
正
方
形

の
四
隅
と
三
番
目
の
線
と
外
枠
の
線
と

の
四
つ
の
交
点
、
中
央
の
交
点
合
計
九

の
交
点
に
、
チ
ン
ボ
イ
を
縫
い
付
け
て

あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
縦
の
中
央
線
か

ら
背
筋
に
沿
っ
て
下
の
方
向
に
、
赤
い

糸
の
一
目
落
と
し
で
鍵
形
の
縫
い
取
り

が
施
さ
れ
て
い
る
。
男
児
用
で
あ
る
た

め
先
端
の
鍵
は
左
に
曲
げ
て
あ
る
。

　

こ
の
オ
ブ
ギ
ン
の
下
に
着
け
ら
れ
た

ナ
ヅ
ケ
キ
モ
ン
は
、
紺
地
に
白
線
抜
き

で
菱
形
を
描
き
出
し
、
そ
の
上
に
鹿
や

キ
リ
ン
な
ど
の
動
物
や
汽
車
や
飛
行
機

な
ど
の
乗
り
物
が
染
め
出
さ
れ
て
い

る
。
袖
口
、
肩
周
り
の
縫
い
目
は
赤
糸
で
、
青
色
の
襟
の
縁
の
縫
い
目
は
白
糸
で
、

そ
の
す
べ
て
が
一
目
落
と
し
の
縫
い
取
り
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
ブ
イ
と
チ
ン
ボ
イ
の

形
と
取
り
付
け
箇
所
は
、
オ
ブ
ギ
ン
と
全
く
同
じ
で
、
背
中
の
マ
ブ
イ
か
ら
延
び
る

一
目
落
と
し
の
鍵
の
曲
が
り
も
、
オ
ブ
ギ
ン
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

　

次
に
、
昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
に
女
児
に
着
せ
た
ウ
ブ
ギ
ン
は
、
男
児
用
と

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
襟
布
が
裾
ま
で
延
び
て
い
る
こ
と
、
チ
ン
ボ
イ
の
布
の
色
が

赤
と
白
で
あ
る
こ
と
、
背
中
の
マ
ブ
イ
か
ら
延
び
る
一
目
落
と
し
の
鍵
の
曲
が
り
が

右
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
一
方
、
ナ
ヅ
ケ
キ
モ
ン
は
、
木
綿
の
赤

地
に
牡
丹
と
思
わ
れ
る
花
が
染
め
抜
か
れ
、
襟
も
赤
地
の
木
綿
布
が
当
て
ら
れ
て
い

る
が
、
一
目
落
と
し
の
縫
い
取
り
の
位
置
は
男
児
用
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、

男
児
用
に
比
べ
て
左
右
の
両
肩
上
に
チ
ン
ボ
イ
が
そ
れ
ぞ
れ
一
個
ず
つ
付
け
加
え
ら

れ
て
い
る
の
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宇
検
村
阿
室
の
山
畑
家
の
子
供
用

の
ド
ギ
ン
の
襟
の
後
ろ
に
付
け
ら
れ
た
三
個
の
ハ
ブ
ラ
の
両
脇
の
二
個
に
つ
な
が
る

も
の
で
、女
児
が
よ
り
厳
重
に
守
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
背
中
の
一
目
落
と
し
の
右
曲
が
り
の
鍵
の
先
端
に
一
本
の
糸
が
垂
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
十
島
村
悪
石
島
の
ウ
ブ
ギ
ン
の
マ
ブ
イ
に
も
見
ら
れ
る
。
悪
石
島
で

は
、
ウ
ブ
ギ
ン
の
後
襟
の
付
け
根
に
、
二
等
辺
三
角
の
袋
の
底
辺
を
襟
側
に
当
て
て

縫
い
付
け
、
そ
の
上
か
ら
Ｌ
字
形
に
糸
で
、
二
列
の
一
目
落
と
し
の
縫
い
取
り
を
付

け
、
下
側
に
向
い
た
方
の
頂
点
に
四
本
の
糸
の
房
を
垂
ら
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
、

糸
の
房
や
細
幅
の
布
を
垂
ら
す
習
俗
は
、
サ
ジ
・
ハ
チ
マ
キ
と
呼
ば
れ
る
ノ
ロ
の
被

り
物
の
両
端
の
房
、
あ
る
い
は
、
ド
ギ
ン
の
襟
端
や
両
脇
に
見
ら
れ
る
複
数
を
一
組

と
す
る
付
け
紐
な
ど
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
取
り
あ
げ
て
お
く
べ
き
産
着
が
今
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
黎
明
館
が
所

蔵
す
る
末
川
家
資
料
の
中
に
あ
る
も
の

で
、
島
津
家
一
門
の
垂
水
島
津
家
の
庶

家
、
末
川
家
初
代
久
救
（
周
山
）﹇
元
文
四

（
一
七
三
九
）
年
〜
文
政
一
〇
（
一
八
二
七
）

年
﹈
が
、
文
政
二
年
生
の
曾
孫
久
長
に
与

え
た
産
着
で
あ
る
。
絹
の
白
地
で
袖
無
し

型
に
仕
立
て
ら
れ
、
前
面
は
肩
口
周
り
、
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背
面
は
肩
口
周
り
と
肩
上
か
ら
背
中
の
三

分
の
一
ぐ
ら
い
の
位
置
ま
で
、
一
目
落
と

し
で
四
角
の
中
を
対
角
線
に
縫
っ
た
縫
い

取
り
が
施
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
は
、赤
、緑
、

黄
、
白
の
四
色
の
糸
で
、
前
面
の
肩
口
周

り
を
二
列
一
〇
段
、
背
面
の
肩
口
周
り
は

二
列
一
二
段
に
縫
い
、
そ
の
外
周
の
交
点

部
に
は
四
色
の
糸
の
房
が
垂
ら
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
背
中
に
は
一
〇
列
八
段
に
縫

い
取
り
、
外
周
の
交
点
部
に
は
四
色
の
糸

の
房
が
垂
ら
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
背

筋
に
当
た
る
真
ん
中
の
線
か
ら
縦
に
一
目

落
と
し
の
縫
い
取
り
が
下
ろ
さ
れ
、
中
央
部
で
留
め
ら
れ
、
先
端
か
ら
は
四
色
の
糸

の
房
が
垂
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
糸
の
縫
い
取
り
の
意
匠
は
、
十
島
村
口
之
島
の
昭

和
二
八
・
三
〇
年
の
ウ
ブ
ギ
ン
や
ナ
ヅ
ケ
キ
モ
ン
に
施
さ
れ
た
マ
ブ
イ
の
縫
い
取
り

と
全
く
同
じ
で
、
一
三
〇
余
年
の
時
間
、
鹿
児
島
城
下
と
口
之
島
と
い
う
距
離
、
支

配
者
と
一
般
人
と
い
う
階
級
差
を
越
え
て
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
四

角
の
中
を
対
角
線
で
縫
い
取
る
意
匠
は
、
そ
の
ま
ま
奄
美
の
ハ
ブ
ラ
に
つ
な
が
り
、

そ
し
て
、
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
末
川
家
の
産
着
に
は
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
特
徴

が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
に
割
れ
て
い
る
左
右
の
両
脇
が
、
三

角
文
で
縫
い
取
っ
て
あ
り
、
そ
の
先
端
の
留
め
か
ら
糸
の
房
が
垂
ら
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、奄
美
の
ド
ギ
ン
の
両
脇
の
襞
や
、

そ
の
上
に
施
さ
れ
た
三
角
文
の
縫
い
取
り
、
複
数
本
の
付
け
紐
と
の
つ

な
が
り
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。
ま
さ
に
、
前
者
に
は
生
ま
れ
子
の
弱
く

危
う
い
命
を
、
そ
し
て
後
者
に
は
ノ
ロ
神
の
神
聖
な
命
の
離
脱
を
防

ぎ
、
さ
ら
に
様
々
な
悪
霊
の
侵
入
を
排
除
し
て
守
護
し
よ
う
と
す
る
共

通
の
災
悪
防
除
の
意
識
が

読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

２　

晴
れ
着

　

先
ず
、
黎
明
館
が
所
蔵

す
る
鹿
児
島
郡
十
島
村
口

之
島
の
女
性
の
袷
の
紋
付

か
ら
見
て
い
き
た
い
。
こ

れ
は
、
手
紡
ぎ
の
木
綿
糸

の
紺
地
の
布
で
仕
立
て
ら

れ
た
袷
の
長
着
で
、
霜
月
祭
り
に
着
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
袖
の
前
面
、
胸
、
背
中

に
家
紋
が
付
け
ら
れ
、
裾
周
り
に
は
菖
蒲
の
間
を
泳
ぐ
鴛
や
紅
梅
、
松
、
菊
ら
し
き

花
な
ど
が
型
染
め
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
袷
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し

た
華
や
か
な
文
様
よ
り
も
別
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
左
右
両
袖
口
周
り
、
襟
端
か
ら
の

袵
の
縁
、
裾
周
り
が
一
目
落
と
し
で
縫
い
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

同
じ
箇
所
と
身
八
つ
口
の
裏
地
は
、
赤
く
染
め
ら
れ
て
お
り
、
一
目
落
と
し
の
機
能

を
補
強
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
長
着
の
開
口
部
分
を
表
か
ら
も
裏

か
ら
も
二
重
に
固
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
箇
所
を
一
目
落
と
し

で
縫
い
取
っ
た
り
、
赤
布
を
当
て
た
り
す
る
の
は
、
奄
美

の
ド
ギ
ン
に
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
り
、
災
悪
防
除
の

意
識
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
両
袖
口
の
一
目
落
と

し
の
留
め
縫
い
の
部
分
に
は
赤
糸
と
白
糸
の
房
が
付
け
ら

れ
、
襟
端
と
前
側
に
重
ね
る
左
袵
の
接
合
部
分
に
も
同
じ

房
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
同
島
の
ナ
ヅ
ケ
キ
モ
ン
の
袖
口

や
背
縫
い
に
も
見
ら
れ
る
も
の
と
同
様
で
あ
る
。

　

今
一
つ
の
晴
れ
着
は
、
黎
明
館
が
所
蔵
す
る
曽
於
郡
志

布
志
町
の
袷
の
晴
れ
着
で
あ
る
。
こ
の
着
物
は
、
表
地
に
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胸
と
背
に
家
紋
が
入
り
、
松
、
梅
、
山
河
の
風
景
の
裾
模
様
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、

一
目
落
と
し
や
糸
の
房
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、裏
返
し
に
し
て
み
る
と
、

袖
周
り
、
身
八
つ
口
、
袵
、
裾
周
り
に
は
赤
布
が
当
て
縫
い
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
れ
は
、
口
之
島
の
裏
地
が
赤
く
染
め
ら
れ
て
い
る
の
と
共
通
し
て
お
り
、

同
様
の
こ
と
は
、
約
一
七
〇
年
前
の
も
の
だ
と
い
う
、
黎
明
館
所
蔵
の
鹿
児
島
郡
三

島
村
硫
黄
島
の
九
月
踊
り
衣
裳
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
先
に
ド

ギ
ン
の
項
で
触
れ
た
大
島
郡
宇
検
村
屋
鈍
の
吉
野
家
の
子
供
の
も
の
と
思
わ
れ
る
、

地
が
緑
色
の
ド
ギ
ン
の
赤
布
に
つ
な
が
る
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。
赤
布
が
当
て

ら
れ
て
い
る
箇
所
は
、
表
地
で
は
あ
る
が
両
袖
口
、
襟
、
前
袵
、
後
襟
付
け
根
、
背

筋
、
裾
回
り
で
、
晴
れ
着
の
赤
布
の
位
置
と
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

表
地
か
ら
裏
地
へ
後
退
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
仕
事
着
に
つ
い
て
触

れ
て
み
た
い
。

　

３　

仕
事
着

　

南
九
州
の
仕
事
着
に
は
、
タ
ナ
シ
、
コ
シ
ギ
ン
と
呼
ば
れ
る
上
着
と
そ
れ
と
一

対
で
下
半
身
に
着
け
る
バ
ッ
チ
や
メ
ダ
レ
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
以
外
に
ド
ン
ザ
と
呼
ば
れ
る
仕
事
着
が
あ
る
。
ド
ン
ザ
は
木
綿
の
古
布

を
接
ぎ
合
わ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
古
布
を
次
々
に
重
ね
て
刺
し
た
刺
子
の
分
厚
い

長
着
で
、
漁
師
が
漁
船
で
沖
に

出
る
と
き
、
潮
に
濡
れ
な
い
た

め
や
寒
さ
を
防
ぐ
た
め
に
着
た

着
物
で
あ
る
。
こ
の
ド
ン
ザ
に

も
三
角
文
や
一
目
落
と
し
の
縫

い
取
り
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

黎
明
館
が
所
蔵
す
る
串
木
野
市

羽
島
の
ド
ン
ザ
は
、
表
地
に
通

常
の
縫
い
方
で
左
巻
き
の
三
角

文
が
縫
い
取
っ
て
あ
る
。
そ
れ
は
、
袖
、
後
襟
、
後
ろ
身
頃
、
前
身
頃
、
袵
と
ほ
ぼ

前
面
に
わ
た
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
は
、
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
で
荷

を
背
負
う
と
き
に
背
中
に
荷
擦
れ
が
出
来
な
い
よ
う
に
着
用
す
る
ニ
ズ
リ
に
も
見
ら

れ
る
。
ニ
ズ
リ
は
、
木
綿
布
で
仕
立
て
ら
れ
た
袷
の
袖
無
し
で
、
防
寒
着
の
機
能
も

持
っ
て
い
る
。前
面
も
背
面
に
も
白
糸
で
左
巻
き
三
角
の
渦
巻
き
文
が
刺
し
て
あ
る
。

こ
れ
は
、背
面
か
ら
忍
び
寄
る
悪
霊
を
巻
き
取
る
魔
除
け
の
意
味
が
あ
っ
た
と
言
い
、

こ
の
三
角
文
以
外
に
も
蜘
蛛
の
巣
や
渦
巻
き
文
が
あ
っ
た
と
言
う
。

　

ま
た
、
同
じ
く
黎
明
館
所
蔵
の
揖
宿
郡
山
川
町
（
現
指
宿
市
）
の
シ
オ
ハ
レ
も
漁

師
の
着
た
ド
ン
ザ
の
一
種
で
、
裏
地
全
面
に
一
目
落
と
し
の
縫
い
取
り
が
施
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
縫
い
目
に
は
、
危
険
の
渦
巻
く
沖
の
漁
場
で
働
く
男
た
ち
の
身
に

降
り
か
か
る
災
悪
を
排
除
し
、
守
護
し
よ
う
と
し
た
女
性
た
ち
の
強
い
意
識
が
窺
え

る
の
で
あ
る
。
ド
ン
ザ
に
は
防
潮
や
防
寒
と
い
う
実
利
だ
け
で
な
い
、
精
神
的
な
意

味
も
付
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。
次
に
、
蚊
帳
に
見
ら
れ
る
防
災
意
識
に
つ
い

て
触
れ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

４　

蚊
帳

　

黎
明
館
が
所
蔵
す
る
川
辺
郡
川
辺
町
（
現
南
九
州
市
）
の
蚊
帳
は
珍
し
い
も
の
で

あ
る
。
明
治
四
年
生
ま
れ
の
女
性
が
、
自
ら
の
手
で
麻
か
ら
糸
を
紡
ぎ
出
し
、
さ
ら

に
手
織
り
を
し
て
、
ク
ヤ
（
紺
屋
）
に
頼
ん
で
藍
染
め
し
て
仕
立
て
た
も
の
で
、
昭

和
の
中
頃
ま
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
女
性
は
一
生
に
蚊
帳
を
一

つ
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
蚊
帳
に
は
、
天
井
面
の
四

辺
に
は
赤
い
布
が
一
周
縫
い
付
け
ら
れ
、
四
隅
の
天
井
面
の
内
側
に
は
四
角
の
赤
布

が
当
て
ら
れ
、
内
側
の
二
辺
と
対
角
は
白
糸
で
一
目
落
と
し
で
縫
い
取
り
が
な
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
四
隅
の
吊
り
手
の
付
け
根
に
は
、
縁
を
白
糸
で
一
目
落
と
し
に
縫

い
取
り
、
山
の
形
に
重
ね
折
り
し
て
、
そ
れ
を
二
本
に
折
っ
て
縫
い
付
け
て
あ
る
。

ま
た
、
入
り
口
と
思
わ
れ
る
一
つ
の
側
面
に
は
、
天
井
面
の
赤
の
縁
取
り
の
中
央
の

位
置
か
ら
、
吊
り
手
の
付
け
根
と
同
じ
赤
布
が
一
本
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
赤
布
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は
、
蚊
帳
は
一
つ
の
方
向
か
ら
し
か
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
も
の
で
、
あ
ち
こ
ち

の
側
面
か
ら
入
る
と
親
に
し
か
ら
れ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
を
裏
付
け
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
下
げ
ら
れ
て
い
る
赤
布
が
山
の
形
に
折
ら
れ
て
い
る

の
も
、
三
角
を
意
識
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
天
井
面
の
四
隅
の
四
角
の
赤
布
も
、

一
目
落
と
し
の
縫
い
取
り
を
す
る
こ
と

で
三
角
文
を
作
り
出
し
て
い
る
と
言
っ

て
良
い
。
夜
、
蚊
帳
の
中
で
安
眠
す
る

た
め
に
は
、
人
間
と
共
に
侵
入
し
よ
う

と
す
る
悪
霊
を
幾
重
に
も
排
除
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
雷
が

鳴
る
と
き
は
蚊
帳
の
中
に
入
れ
ば
取
り

殺
さ
れ
な
い
な
ど
と
い
う
俗
信
も
、
こ

う
し
た
、
蚊
帳
に
施
さ
れ
た
防
災
の
意

匠
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

　

以
上
が
、
ノ
ロ
神
遺
品
に
見
ら
れ
る

災
悪
防
除
の
意
匠
と
の
関
わ
り
を
示

す
、
奄
美
の
北
側
周
辺
の
服
飾
関
係
資

料
の
様
相
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
奄
美
の
北
側
周
辺
で
は
、
一

目
落
と
し
、
三
角
文
、
赤
色
が
基
調
に

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
奄
美
と
共
通
す

る
の
で
あ
る
が
、
ド
ギ
ン
の
輪
状
の
袖

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
多
様
な
色
の
組
み

合
わ
せ
や
、
三
角
折
り
の
連
続
と
考
え

ら
れ
る
襞
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
。た
だ
、

襞
に
関
し
て
は
、
川
辺
町
の
蚊
帳
に
付

け
ら
れ
た
山
形
に
折
っ
た
赤
布
に
そ
の
関
連
が
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
仕
事
着
や
蚊

帳
な
ど
日
常
的
に
使
用
す
る
物
の
中
に
災
悪
防
除
の
意
匠
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
奄

美
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
次
に
、

目
を
転
じ
て
東
南
ア
ジ
ア
の
少
数
民
族
の
民
族
衣
装
と
の
比
較
を
試
み
る
こ
と
で
、

そ
の
つ
な
が
り
を
み
て
み
た
い
。

❹
カ
ミ
ギ
ン
の
周
辺
そ
の
二
―
つ
な
が
る
東
南
ア
ジ
ア
―

　

筆
者
は
、
こ
こ
十
数
年
タ
イ
・
ラ
オ
ス
・
ベ
ト
ナ
ム
北
部
（
北
緯
二
〇
〜
二
三
度
）

を
歩
い
て
い
る
中
で
、
竹
製
の
生
活
道
具
を
は
じ
め
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
、
奄
美

や
南
九
州
の
民
俗
文
化
と
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
き
た
）
13
（

。
こ
こ
で

は
、
そ
の
過
程
で
知
り
得
た
少
数
民
族
の
民
族
衣
装
の
中
か
ら
、
奄
美
の
ノ
ロ
の
衣

裳
と
の
つ
な
が
る
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
。

　

１　

ラ
オ
ス
北
部
・
モ
ン
族
の
被
り
物

　

ラ
オ
ス
・
フ
ア
パ
ン
県
サ
ム
ヌ
ア
ー
郡
ナ
ノ
ン
ブ
ワ
村
の
モ
ン
族
の
女
性
は
、プ
ー

ア
と
呼
ば
れ
る
布
を
頭
に
巻
い
て
被
る
。
全
体
が
藍
染
め
の
木
綿
布
で
、
大
き
さ
は

幅
五
九
セ
ン
チ
、
長
さ
一
四
八
セ
ン
チ
で
あ
る
。
そ
の
両
端
に
は
、
菱
形
の
中
に
花

ら
し
き
文
様
の
浮
き
織
り
が
施
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
片
側
の
三
辺
の
縁
に
は
、
三
個

の
ビ
ー
ズ
の
玉
の
先
に
三
角
布
を
付
け
た
も
の
二
六
個
が
下
が
っ
て
い
る
。
こ
の
部

分
を
背
中
に
垂
ら
す
よ
う
に
被
る
。
こ
れ
は
、
名
瀬
市
（
現
奄
美
市
）
立
奄
美
博
物

館
蔵
の
浦
上
の
ノ
ロ
の
テ
サ
ー
ジ
や
与
論
十
五
夜
踊
り
の
シ
ュ
パ
、
さ
ら
に
は
黎
明

館
蔵
の
ア
ヤ
ハ
ブ
ラ
に
重
な
る
と
思
わ
れ
る
。　

　

２　

ベ
ト
ナ
ム
北
部
・
ロ
ロ
族
の
民
族
衣
裳

　

ベ
ト
ナ
ム
の
ロ
ロ
族
は
、
中
国
・
雲
南
省
と
の
国
境
沿
い
の
ハ
ジ
ャ
ン
省
・
ド
ン

バ
ン
や
メ
オ
バ
ッ
ク
、
カ
オ
バ
ン
省
・
バ
オ
ラ
ッ
ク
、
ラ
オ
カ
イ
省
ム
オ
ン
フ
オ
ン
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な
ど
の
地
域
に
、
お
よ
そ
三
〇
〇
〇
人
ほ
ど
が
住
ん
で
い
る
。
中
国
の
彝
族
の
支
族

で
、
言
語
は
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
族
に
属
す
る
民
族
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
大
島
郡
住
用
村
（
現
奄
美
市
）
の
原
野
農
芸
博
物
館
が
所
蔵
す
る
、

ハ
ジ
ャ
ン
省
の
メ
オ
バ
ッ
ク
県
・
サ
パ
ア
村
の
ロ
ロ
族
の
成
人
女
性
の
衣
裳
に
つ
い

て
述
べ
て
み
よ
う
。
こ
の
衣
裳
は
、上
着（
ピ
ィ
ヤ
ン
）、ズ
ボ
ン（
ロ
）、帯（
ロ
ピ
ィ
）、

腰
布
（
ズ
ト
）
か
ら
な
っ
て
い
る
。
生
地
は
藍
染
め
の
黒
に
近
い
濃
紺
の
木
綿
布
で
、

赤
と
黄
、
青
、
緑
、
白
色
の
三
角
形
の
布
を
基
調
に
し
て
接
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
。
そ

の
接
ぎ
合
わ
せ
方
は
、
直
角
二
等
辺
三
角
形
の
赤
布
と
黄
色
の
底
辺
を
合
わ
せ
て
、

正
方
形
に
な
る
よ
う
に
縫
い
付
け
る
。
さ
ら
に
、
赤
の
三
角
布
に
は
そ
の
上
か
ら
青

と
黄
色
の
小
さ
な
直
角
二
等
辺
三
角
形
の
接
ぎ
合
わ
せ
、黄
色
の
三
角
布
の
上
に
は
、

二
等
辺
の
内
側
に
三
本
の
赤
布
で
線
を
入
れ
る
よ
う
に
縫
い
取
り
、
そ
の
内
側
に
赤

と
緑
色
の
小
さ
な
直
角
二
等
辺
三
角
形
の
布
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
あ
る
。
ま
た
、
も
う

一
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
先
の
赤
と
黄
色
の
三
角
布
で
縫
い
取
っ
た
正
方
形
と
同
じ
大

き
さ
の
赤
の
布
を
縫
い
付
け
、
左
下
隅
と
右
上
隅
と
に
四
分
の
一
の
四
角
の
白
布
を

縫
い
付
け
、そ
の
中
に
赤
の
細
布
で
「
北
」
字
を
変
形
さ
せ
た
様
な
形
に
縫
い
付
け
、

左
上
と
右
下
の
四
角
に
は
緑
の
小
さ
な
直
角
二
等
辺
三
角
形
の
布
を
接
ぎ
合
わ
せ
た

形
が
あ
る
。
こ
の
形
に
は
、
左
下
隅
と
右

上
隅
の
四
分
の
一
の
四
角
の
布
を
赤
に
変

え
た
形
が
あ
る
。
こ
の
三
種
類
を
交
互
に

配
列
し
て
縫
い
付
け
て
あ
る
こ
と
に
な

る
。
例
え
ば
、
上
着
の
前
面
に
は
胸
前
か

ら
裾
ま
で
の
左
右
の
縁
沿
い
に
Ｌ
字
型
に

縫
い
付
け
て
あ
り
、
背
面
に
も
同
様
に
背

筋
か
ら
裾
周
り
に
か
け
て
Ｌ
字
型
に
縫
い

付
け
て
あ
る
。
こ
れ
は
、
宇
検
村
屋
鈍
の

吉
野
家
の
子
供
用
の
緑
地
の
ド
ギ
ン
に
縫

い
付
け
ら
れ
た
赤
布
の
形
と
ほ
と
ん
ど
同

じ
で
あ
る
。
し
か
も
、
胸
も
背
の
側
に
も
Ｌ
字
上
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別
布
が
縫
い
付

け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
同
じ
ド
ギ
ン
の
背
筋
の
赤
布
の
後
ろ
襟
と
の
接
合
部
に

赤
の
別
布
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
腰
布
は

縁
取
り
を
す
る
よ
う
に
こ
の
縫
い
取
り
が
配
さ
れ
、
ズ
ボ
ン
に
も
大
腿
部
周
り
か
ら

内
股
沿
い
に
裾
口
ま
で
縫
い
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
帯
の
両
端
に
は
、
同
様
の

二
つ
の
直
角
二
等
辺
三
角
形
を
合
わ
せ
た
正
方
形
の
布
が
下
げ
ら
れ
、
縁
と
三
角
の

頂
点
の
交
点
、
底
辺
の
中
央
点
に
は
、
ビ
ー
ズ
の
玉
を
通
し
た
糸
の
房
が
取
り
付
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
房
の
付
け
方
は
、
黎
明
舘
所
蔵
の
名
瀬
市
大
山
家
の
ア

ヤ
ハ
ブ
ラ
に
取
り
付
け
ら
れ
た
糸
の
房
と
同
じ
で
あ
る
の
も
極
め
て
驚
き
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
上
着
に
は
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
輪

状
に
な
っ
た
袖
の
作
り
で
あ
る
。
袖
口
に
は
白
布
が
当
て
ら
れ
、
赤
と
黄
色
布
の
三

角
文
が
縫
い
付
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
肩
側
に
向
か
っ
て
紺
、
茶
、
紺
、
茶
の

布
が
輪
状
に
接
ぎ
合
わ
さ
れ
て
袖
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
宇
検
村
阿
室
の
ハ

ブ
ラ
ド
ギ
ン
の
輪
状
の
袖
と
一
致
す
る
形
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
継
ぎ
目
の
縫
い

目
は
、
紺
と
茶
の
継
ぎ
目
が
白
、
紺
、
白
、
紺
の
飛
び
縫
い
で
、
茶
と
紺
の
継
ぎ
目

が
黄
、
赤
、
黄
、
赤
の
飛
び
縫
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
奄
美
や
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ト
カ
ラ
、
鹿
児
島
に
見
ら
れ
る
一
目
落
と
し
の
縫
い
目
に
通
じ
る
形
で
、
中
で
も
宇

検
村
阿
室
の
岡
元
家
の
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
の
輪
状
の
袖
の
継
ぎ
目
の
一
目
落
と
し
の
縫

い
目
と
の
類
似
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
こ
の
縫
い
目
は
襟
周
り
か
ら
裾
に

下
り
、
裾
周
り
を
一
周
す
る
縫
い
取
り
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
同
様
の
一
目
落
と

し
の
縫
い
取
り
は
、
宇
検
村
屋
鈍
の
吉
野
家
の
子
供
用
の
緑
地
の
ド
ギ
ン
に
も
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
ラ
オ
ス
の
モ
ン
族
の
女
性
の
上
着
に
つ
い
て
見
て
み
た

い
。

　

３　

ラ
オ
ス
北
部
の
モ
ン
族
の
女
性
の
上
着

　

モ
ン
族
は
、
中
国
で
言
う
苗
族
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
筆
者
が
一
九
九
九

年
五
月
に
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
中
国
雲
南
省
に
接
す
る
ラ
オ
ス
・
ル
ア
ン
ナ
ム
タ
ー
県
・

ド
ン
マ
イ
村
の
モ
ン
族
か
ら
収
集
し
て
き
た
、
女
性
用
の
上
着
に
つ
い
て
述
べ
て
み

る
こ
と
に
す
る
。
ド
ン
マ
イ
村
の
モ
ン
族
は
、
一
九
九
四
年
に
ベ
ト
ナ
ム
国
境
の
フ

ア
パ
ン
県
サ
ム
ヌ
ア
ー
郡
か
ら
移
っ
て
き
た
と
言
い
、
約
八
〇
戸
数
を
数
え
る
。

　

先
ず
、
チ
ョ
ー
と
呼
ば
れ
る
成
人
女
性
の
上
着
を
取
り
あ
げ
る
。
生
地
は
、
手
紡

ぎ
、
手
織
り
の
木
綿
布
を
黒
に
近
い
濃
紺
に
藍
染
め
し
た
も
の
で
あ
る
。
襟
（
デ
ィ

エ
チ
ョ
ー
）
は
、
外
側
か
ら
白
、
赤
、
青
、
赤
と
接
ぎ
合
わ
せ
て
中
程
の
位
置
ま
で

付
け
ら
れ
て
い
る
。
袖
（
ド
ウ
テ
ー
チ
ョ
ー
）
は
、
袖
口
か
ら
黒
、
青
、
黒
布
を
交

互
に
そ
れ
ぞ
れ
八
枚
ず
つ
、
輪
状
に
接
ぎ
縫
い
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
襟
の
後
ろ

の
付
け
根
に
は
、
ラ
チ
ョ
ー
と
呼
ば
れ
る
黒
布
と
白
布
接
ぎ
合
わ
せ
た
布
が
付
け
ら

れ
、白
布
に
は
三
角
文
や
六
角
文
が
刺
繍
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、背
筋
に
は
ク
ゥ
ー

コ
ー
チ
ョ
ー
と
呼
ば
れ
る
青
色
の
布
が
、
首
の
付
け
根
か
ら
裾
ま
で
縦
に
一
列
に
縫

い
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
子
供
の
女
性
の
チ
ョ
ー
を
見
る
と
、
幾
つ
か
大
人
の
も
の
と
は
異
な
る
点

が
あ
る
。
生
地
が
青
色
で
あ
り
、背
中
の
ク
ゥ
ー
コ
ー
チ
ョ
ー
は
黒
色
の
布
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
左
右
両
肩
か
ら
両
脇
を
通
っ
て
裾
ま
で
と
、
襟
周
り
か

ら
裾
ま
で
、
ク
ゥ
ー
コ
ー
チ
ョ
ー
と
同
じ
よ
う
に
黒
布
が
縫
い
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
袖
の
輪
が
一
枚
多
く
九
枚
に
な
っ
て
い
る
な
ど
の
違
い
が
見
ら
れ
、
不
安
定

な
命
の
子
供
を
よ
り
強
く
守
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
、
男
性
の
上
着
に

は
こ
う
し
た
ク
ゥ
ー
コ
ー
チ
ョ
ー
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
輪
状
の
ド
ウ
テ
ー
チ
ョ
ー
と
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
の
輪
状
の
袖
、
ラ

チ
ョ
ー
と
ウ
ブ
ギ
ン
の
マ
ブ
イ
、
ク
ゥ
ー
コ
ー
チ
ョ
ー
と
ド
ギ
ン
の
背
中
の
赤
布
や

一
目
落
と
し
の
縫
い
取
り
と
い
う
よ
う
に
、
見
事
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
、

タ
イ
北
部
の
女
性
の
上
着
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

　

４　

タ
イ
北
部
の
ラ
フ
族
の
女
性（
幼
児
）の
上
着

　

こ
こ
で
紹
介
す
る
上
着
は
、
原
野
農
芸
博
物
館
が
一
九
六
○
年
代
に
収
蔵
し
た
も

の
で
、
タ
イ
北
部
の
ラ
フ
族
の
も
の
で
、
一
歳
か
ら
三
歳
の
女
性
の
幼
児
が
着
用
す

る
上
着
で
あ
る
。
生
地
は
濃
紺
の
藍
染
め
で
、左
右
の
両
袖
は
袖
口
か
ら
肩
ま
で
赤
、

濃
紺
、
赤
、
白
の
布
を
輪
状
に
接
ぎ
縫
い
し
、
袖
口
の
赤
布
と
肩
の
赤
布
の
上
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
一
個
の
銀
製
釦
が
一
周
り
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
首
の
周
り
に
は
赤

糸
の
縫
い
取
り
が
あ
り
、
そ
の
上
に
一
九
個
の
銀
製
釦
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
襟
の

端
か
ら
裾
ま
で
左
右
共
に
赤
布
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
左
側
の
赤
布
に
は
襟
端
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か
ら
下
に
五
個
の
銀
製
釦
が
付
け
ら
れ
、
右
側
に
は
二
つ
分
ぐ
ら
い
空
け
て
左
側
と

同
じ
大
き
さ
の
も
の
二
個
、
そ
の
下
に
左
側
の
五
個
目
の
釦
を
留
め
る
機
能
を
持
た

し
た
、
大
き
な
銀
製
釦
が
一
個
付
け
ら
れ
て
い
る
。
右
襟
の
端
か
ら
二
番
目
の
釦
の

下
に
も
一
個
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
左
右
の
両
脇
に
は
そ
れ
ぞ
れ
九
個
の
銀
製

釦
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
背
筋
の
中
央
に
は
一
四
個
、
そ
の
右
に
一
三
個
、

左
に
一
四
個
の
銀
製
釦
が
、
襟
の
後
ろ
の
付
け
根
か
ら
裾
ま
で
縦
に
三
列
付
け
ら
れ

て
い
る
。　

　

　

こ
の
上
着
に
至
っ
て
は
、
釦
と
一
目
落
と
し
の
縫
い
取
り
と
の
差
こ
そ
あ
れ
、
モ

ン
族
の
チ
ョ
ー
以
上
に
奄
美
の
ド
ギ
ン
や
ト
カ
ラ
列
島
、
鹿
児
島
の
ウ
ブ
ギ
ン
と
の

重
な
り
を
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。名
越
左
源
太
が『
南
島
雑
話
』に
描
い
た
、

御
印
加
那
之
が
首
に
掛
け
た「
前
ハ
キ
」と
い
う
玉
や
、背
中
に
垂
ら
し
た
三
列
の「
ハ

ブ
ラ
ダ
マ
」
も
こ
う
し
た
も
の
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
考
え
て
み
る
と
、
よ
り
理
解

が
深
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
奄
美
の
カ
カ
ン
の
問
題
を
考
え
さ
せ
る
、
ラ
オ
ス
北
部
の
モ
ン
族
の
襞
付
巻

き
ス
カ
ー
ト
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

　

５　

ラ
オ
ス
北
部
の
モ
ン
族
の
襞
付
巻
き
ス
カ
ー
ト

　

モ
ン
族
の
女
性
は
、
先
に
述
べ
た
チ
ョ
ー
と
い
う
上
着
と
一
対
で
、
襞
付
き
の
巻

き
ス
カ
ー
ト
を
着
用
す
る
。
筆
者
が
、
一
九
九
六
年
一
二
月
、
ラ
オ
ス
・
フ
ァ
ー
パ

ン
県
サ
ム
ヌ
ア
ー
市
場
で
収
集
し
た
モ
ン
族
の
タ
ー
ン
ド
ゥ
と
い
う
襞
付
き
の
巻
き

ス
カ
ー
ト
は
、
大
麻
の
布
を
臈
纈
染
め
し
た
紺
地
の
布
に
、
赤
布
で
縦
横
に
三
角
文

を
縫
い
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
裾
周
り
は
赤
布
を
縫
い
付
け
、
そ
の
上
に
刺
繍
が
施

さ
れ
て
い
る
。
胴
に
巻
く
帯
の
部
分
は
白
布
が
当
て
ら
れ
、
締
め
る
た
め
の
細
紐
が

付
い
て
い
る
が
、
そ
の
紐
を
結
び
付
け
る
紐
の
輪
が
帯
の
両
端
に
付
い
て
い
る
。
ま

た
、
モ
ン
族
は
、
臈
纈
染
め
も
布
の
縫
い
付
け
も
刺
繍
も
な
に
も
施
さ
な
い
、
真
白

の
襞
付
巻
き
ス
カ
ー
ト
も
持
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
一
九
九
六
年
三
月
、
ラ
オ
ス
・

シ
ェ
ン
ク
ワ
ン
県
・
ポ
ン
サ
ワ
ン
市
の
近
郊
の
モ
ン
族
の
村
で
、
そ
れ
を
見
る
こ
と

が
で
き
た
が
収
集
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
タ
イ
・
チ
ェ
ン
ラ
イ
県

で
収
集
さ
れ
た
ダ
イ
テ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
る
モ
ン
族
の
襞
付
巻
き
ス
カ
ー
ト
を
入
手
で

き
た
。
こ
れ
は
、
焼
畑
の
播
種
祭
や
、
正
月
、
結
婚
式
な
ど
、
晴
れ
の
場
で
着
用
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
奄
美
の
カ
カ
ン
が
綾
紗
を
上
品
と
し
、
木
綿
の
白
布
が

下
品
と
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
点
で
あ

る
。
し
か
し
、
襞
付
き
で
あ
る
こ
と
、

巻
き
ス
カ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
、
短
い
上

着
と
セ
ッ
ト
で
着
用
す
る
こ
と
な
ど
、

奄
美
の
カ
カ
ン
と
の
共
通
性
が
強
く
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
襞
付
巻
き
ス

カ
ー
ト
は
、
モ
ン
族
の
他
に
も
中
国
・

四
川
省
・
大
涼
山
の
彝
族
の
女
性
も
着

用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

奄
美
大
島
の
住
用
村
山
間
に
あ
る
原
野
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農
芸
博
物
館
が
所
蔵
・
展
示
す
る
、
彝
族
の
女
性
の
衣
裳
の
下
裳
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
足
下
ま
で
達
す
る
ほ
ど
の
ロ
ン
グ
ス
カ
ー
ト
で
あ
る
が
、
刺
繍
が
施
さ
れ
、

見
事
な
山
形
の
襞
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
調
査
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
こ

う
し
た
襞
付
巻
き
ス
カ
ー
ト
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
け
ば
、
奄
美
の
カ
カ
ン
と
の

つ
な
が
り
が
明
ら
か
に
な
る
に
違
い
な
い
。

　

次
は
、
巻
き
ス
カ
ー
ト
で
は
な
い
が
、
襞
付
の
ス
カ
ー
ト
を
紹
介
し
た
い
。

　

６　

ラ
オ
ス
北
部
の
ア
カ
族
の
襞
付
ス
カ
ー
ト

　

襞
付
ス
カ
ー
ト
と
し
て
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
ア
カ
族
の
女
性

た
ち
が
は
く
ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
筆
者
が
、
一
九
九
七
年
一
一
月
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
国
境
に
接
す
る
ラ
オ
ス
北
部
、
ル
ア
ン
ナ
ム
タ
ー
県
タ
ホ
ム
村
の
ア
カ

族
か
ら
収
集
し
た
、
成
人
女
性
の
襞
付
ス
カ
ー
ト
を
紹
介
し
た
い
。
タ
ホ
ム
村
の

ア
カ
族
の
成
人
女
性
は
、
胸
に
ラ
ー
ジ
ャ
ー
と
い
う
胸
当
て
を
し
、
そ
の
上
に
ペ
ー

ホ
ン
と
い
う
腰
下
ま
で
か
か
る
や
や
長
目
の
上
着
を
着
け
、
ピ
デ
ィ
と
い
う
短
い
ス

カ
ー
ト
を
は
く
。
こ
の
ス
カ
ー
ト
は
、
手
紡
ぎ
、
手
織
り
の
藍
染
め
の
木
綿
布
で
仕

立
て
ら
れ
て
い
る
。
丈
が
三
二
セ
ン
チ
、
幅
が
二
六
セ
ン
チ
の
布
を
前
側
に
四
枚
、

丈
が
三
二
セ
ン
チ
、
幅
が
二
三
セ
ン
チ
の
布
を
後
側
に
六
枚
、
筒
状
に
縫
い
合
わ
せ

て
、
胴
部
に
細
紐
を
通
し
て
締
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
腰
の
両
脇
か
ら
お
尻
の

面
に
は
お
よ
そ
二
三
〇
段
の
襞
が
付
け
て
あ
る
。
お
尻
側
だ
け
に
襞
を
配
し
て
い
る

の
は
、
や
は
り
背
後
に

忍
び
寄
る
悪
霊
を
防
除

し
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
因
み
に
、
ペ
ー

ホ
ン
の
背
面
の
裾
周
り

に
も
、
銀
貨
、
銀
牌
、

宝
貝
を
連
ね
た
も
の
を

三
列
下
げ
て
あ
り
、
そ

の
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ル
ア
ン
ナ
ム
タ
ー
県
モ
ン
シ
ン
市
周
辺
や
ポ
ン
サ
リ
ー
県
、

さ
ら
に
タ
イ
・
チ
ェ
ン
ラ
イ
県
周
辺
に
住
む
ア
カ
族
も
、
こ
う
し
た
後
側
半
分
に
襞

を
付
け
た
ス
カ
ー
ト
を
着
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
奄
美
の
ノ
ロ
が
な
ぜ
襞
付
の
巻

き
ス
カ
ー
ト
を
は
く
の
か
。
こ
の
ア
カ
族
の
襞
付
ス
カ
ー
ト
も
、
そ
の
こ
と
を
理
解

す
る
た
め
の
資
料
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

７　

ラ
オ
ス
北
部
の
タ
イ
ダ
ム
族
の
蚊
帳

　

ル
ア
ン
パ
バ
ー
ン
市
内
に
あ
る
民
族
博
物
館
に
入
る
と
、
入
口
左
に
ラ
オ
ス
・
ル

ア
ン
ナ
ム
タ
ー
県
ノ
ン
ボ
ア
村
の
タ
イ
ダ
ム
族
の
モ
ス
キ
ー
ト
ネ
ッ
ト
が
一
張
り
展

示
し
て
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
蚊
帳
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
を
見
る
と
、
上
側
の
四
辺
の
縁

に
は
、
地
が
赤
色
で
、
紫
、
青
、
白
な
ど
の
縦
縞
、
さ
ら
に
三
角
形
や
両
端
が
鉤
棒

を
格
子
状
に
組
み
合
わ
せ
た
紋
様
の
浮
き
織
り
を
施
し
た
赤
布
が
縫
い
つ
け
ら
れ
て

い
る
。

　

特
に
、人
間
が
出
入
り
す
る
正
面
側
の
上
縁
に
は
、そ
の
赤
布
の
下
側
に
、青
、赤
、

黄
、
緑
、
赤
色
の
布
が
五
段
に
縫
い
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
継
ぎ
目
は
三
角
形
の
鋸

歯
文
が
隙
間
無
く
付
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
そ
の
布
は

正
面
左
右
の
吊
り
手
部
を
巻
く
形
で
左
右
の
二
面
に
せ
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
そ
れ
ら
の
五
段
の
最
下
段
の
赤
布
の
下
側
に
は
、
先
端
部
が
三
角
形
に
尖
っ
た

赤
、
緑
、
青
、
茶
色
な
ど
の
プ
リ
ン
ト
地
の
布
片
が
隙
間
無
く
縫
い
つ
け
垂
ら
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
先
端
部
三
角
形
の
頂
点
と
左
右
に
は
、
ビ
ー
ズ
の
玉
を
挟
ん
で

三
枚
の
細
布
の
房
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
四
隅
の
吊
り
手
の
根
本
に
は
、
真
ん
中
に
緑
色
、
左
右
に
赤
色
の
三
枚
の

方
形
の
布
片
が
垂
ら
さ
れ
、
そ
の
先
端
は
三
角
形
に
成
形
さ
れ
、
三
角
形
の
頂
点
と

左
右
に
ビ
ー
ズ
の
玉
を
挟
ん
で
三
枚
の
細
布
の
房
が
取
り
付
け
ら
れ
、
垂
ら
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
正
面
入
口
に
隙
間
無
く
垂
ら
さ
れ
て
い
る
布
と
全
く
同
じ
形
態
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
上
縁
に
縫
い
つ
け
ら
れ
た
吊
り
手
の
紐
の
両
端
も

糸
の
房
に
な
っ
て
垂
れ
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
筆
者
が
二
〇
一
一
年
三
月
に
、
ル
ア
ン
パ
バ
ー
ン
県
の
ウ
ー
河
沿
い

の
タ
イ
ダ
ム
族
の
村
で
収
集
し
た
蚊
帳
を
見
る
と
、
天
井
部
の
み
が
透
か
し
織
り
に

な
っ
て
お
り
、
垂
れ
下
が
っ
た
四
面
は
木
綿
の
黒
布
で
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
大
き

さ
は
、
正
面
と
奥
の
二
辺
が
一
六
六
セ
ン
チ
、
左
右
の
二
辺
が
一
八
五
セ
ン
チ
、
高

さ
が
一
八
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。
四
面
の
上
縁
は
、
地
が
赤
色
の
縦
が
一
七
・
五
セ
ン

チ
の
布
に
、
紫
、
青
、
白
な
ど
の
縦
縞
、
さ
ら
に
三
角
形
や
両
端
が
鉤
棒
を
格
子
状

に
組
み
合
わ
せ
た
紋
様
の
浮
き
織
り
を
施
し
た
赤
布
が
縫
い
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
特

に
、人
間
が
出
入
り
す
る
正
面
側
の
上
縁
に
は
、そ
の
赤
布
の
下
側
に
、赤
、緑
、赤
、

青
色
の
四
段
の
布
が
縫
い
つ
け
ら
れ
、
緑
と
赤
、
赤
と
青
の
継
ぎ
目
に
は
三
角
形
の

鋸
歯
文
が
、
隙
間
無
く
施
さ
れ
、
そ
の
布
は
、
正
面
左
右
の
隅
を
巻
く
よ
う
に
左
右

の
二
面
に
せ
り
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
四
段
の
最
下
段
の
青
布
の
下
側
に
は
、
幅

三
・
〇
セ
ン
チ
、
長
さ
一
〇
・
〇
セ
ン
チ
の
方
形
で
、
先
端
部
が
三
角
形
に
尖
っ
た
赤
、

緑
、
白
や
プ
リ
ン
ト
地
の
布
片
が
隙
間
無
く
縫
い
つ
け
垂
ら
さ
れ
、
三
角
形
の
先
端

部
に
は
三
枚
の
細
布
の
房
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、四
隅
の
吊
り
手
の
根
本
に
は
、幅
三
・
〇
セ
ン
チ
、長
さ
九
・
〇
セ
ン
チ
の
赤
、

青
、
緑
の
方
形
の
布
片
が
垂
ら
さ
れ
、
そ
の
先
端
に
は
三
枚
の
細
布
の
房
が
取
り
付

け
ら
れ
、
垂
ら
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
上
縁

に
縫
い
つ
け
ら
れ
た
吊

り
手
の
紐
の
両
端
も
糸

の
房
に
な
っ
て
垂
れ
下

げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
見
る
と
、

地
理
的
に
は
西
と
東
に

遠
く
離
れ
て
い
る
ル
ア

ン
ナ
ム
タ
ー
県
と
ル
ア

ン
パ
バ
ー
ン
県
で
あ
っ

て
も
、
同
じ
タ
イ
ダ
ム
族
で
あ
れ
ば
、
蚊
帳
の
製
作
技
術
は
全
く
一
致
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
四
辺
の
上
縁
に
施
さ
れ
た
赤
布
や
垂
ら
さ
れ
る
布
、
そ
れ
ら
に
施
さ

れ
る
三
角
形
の
鋸
歯
文
、
布
や
糸
の
房
、
そ
れ
ら
の
意
匠
や
取
り
付
け
ら
れ
た
位
置

が
、
ほ
と
ん
ど
正
確
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
ま
た
、鹿
児
島
の
川
辺
町
（
現
南
九
州
市
）
で
手
作
り
さ
れ
た
蚊
帳
と
も
、

一
目
落
と
し
の
縫
い
取
り
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

つ
ま
り
、
両
者
の
意
識
は
、
赤
い
色
、
三
角
形
の
鋸
歯
文
、
出
入
り
口
、
四
隅
、
天

井
部
と
側
面
の
接
合
部
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
匠
と
施
す
箇
所
は
、
こ
れ
ま
で

み
て
き
た
様
々
な
衣
裳
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
蚊

帳
に
施
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
意
匠
も
ま
た
、
両
地
域
の
災
悪
排
除
の
思
想
が
一
致
す
る

こ
と
を
、
強
く
示
唆
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

以
上
が
、
奄
美
の
ノ
ロ
の
衣
裳
に
見
ら
れ
る
特
徴
と
比
較
す
る
形
で
、
東
南
ア
ジ

ア
の
大
陸
部
の
少
数
民
族
の
民
族
衣
装
を
見
て
き
た
結
果
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、

そ
の
意
匠
と
そ
れ
に
込
め
ら
れ
た
災
悪
防
除
の
意
識
の
重
な
り
に
、
改
め
て
大
き
な

驚
き
を
感
じ
る
。
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ま
と
め

　

人
は
、
何
故
に
衣
を
纏
う
の
か
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
単
な
る
防
寒
、
装
飾
な
ど

と
い
う
実
利
的
な
機
能
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、

そ
こ
に
は
信
仰
に
関
わ
る
側
面
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

見
て
き
た
こ
と
は
正
に
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
衣
裳
を
中
心
と
し
た
奄
美
の
ノ
ロ
の
遺
品
に
は
、
一
目
落
と
し
の
縫

い
取
り
、
三
角
形
の
鋸
歯
文
、
襞
、
糸
・
布
の
房
、
赤
布
、
玉
が
、
衣
裳
の
開
口
部

や
人
の
関
節
部
な
ど
に
意
識
的
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
そ
こ
に

見
え
る
も
の
は
、
身
体
か
ら
生
命
・
生
魂
が
離
脱
し
な
い
よ
う
に
守
り
固
め
、
生
命

を
危
う
く
す
る
悪
霊
の
侵
入
を
払
い
防
ご
う
と
す
る
災
悪
防
除
の
思
想
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
奄
美
や
沖
縄
諸
島
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
魂
の
離
着
脱
の
信
仰
が
色
濃

く
投
影
し
、
そ
の
背
景
と
な
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
三
角
形
の
鋸
歯
文
は
、

鹿
児
島
県
ト
カ
ラ
列
島
の
悪
石
島
の
神
社
の
笠
木
に
施
さ
れ
て
お
り
、
聖
域
の
入
口

に
あ
っ
て
域
内
へ
善
者
の
出
入
り
は
許
容
さ
れ
る
が
、
悪
者
の
出
入
り
を
拒
否
し
て

い
る
事
例
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
機
能
は
明
確
で
あ
り
こ
の
文
様
に
災
悪
防

除
の
意
識
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
衣
や
ド
ギ
ン
（
胴
衣
）
の
襞
や
、
ノ

ロ
が
顔
を
隠
し
て
骨
の
隙
間
か
ら
覗
い
た
と
い
う
テ
ロ
ギ
（
神
扇
）
の
襞
や
、
そ
の

縁
に
描
か
れ
た
三
角
文
も
同
様
に
、
鋸
歯
文
の
延
長
上
に
あ
る
と
み
て
よ
い
。

　

さ
ら
に
、
赤
色
の
糸
や
房
や
布
片
は
、
既
に
田
代
安
定
が
「
島
民
カ
紅
布
ノ
結
束

ニ
意
ヲ
用
ユ
ル
ハ
此
草
履
ト
手
拭
ト
女
子
ノ
衣
服
ト
頭
髪
ニ
シ
テ
之
ヲ
缺
ク
モ
ノ
殆

ト
稀
ナ
リ
」
と
か
）
14
（

、「
婦
人
ハ
老
幼
ノ
別
ナ
ク
髪
ト
衣
服
ニ
必
ズ
赤
布
紐
ヲ
貼
布
ス
」

と
報
告
し
た
よ
う
に
）
15
（

、
ト
カ
ラ
列
島
の
中
之
島
で
は
「
十
中
ノ
九
八
ハ
赤
布
ヲ
用
ユ

ル
ナ
リ
」
の
状
況
で
用
い
ら
れ
て
い
た
）
16
（

。
し
か
も
、「
巫
女
ノ
祭
衣
ニ
赤
布
ヲ
用
ユ

ル
ハ
沖
繩
諸
島
ニ
於
テ
ハ
時
々
目
撃
ス
ル
所
ナ
レ
ト
モ
本
島
ノ
如
ク
世
々
必
ス
赤
布

ヲ
用
ヒ
來
ル
ガ
如
キ
諸
例
ハ
未
タ
嘗
テ
記
取
セ
サ
ル
所
ナ
リ
」
と
述
べ
）
17
（

、
沖
縄
諸
島

の
巫
女
ノ
祭
衣
と
共
通
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
俗
な
る
空
間
に
於
い
て
も
伝
統
的
に

広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。
特
に
赤
い
糸
、
糸
の
房
、

赤
い
布
片
へ
の
女
子
の
執
着
が
強
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
論

の
奄
美
の
ノ
ロ
神
の
装
束
に
も
共
通
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
赤
」
と
い
う
色
が
選
択
さ
れ
る
の
は
何
故
か
。
田
代
も
「
斯
ク
ス
ル
所

以
ノ
モ
ノ
ハ
徒
ニ
装
飾
ノ
為
ノ
ミ
ト
ハ
、
想
像
サ
レ
ザ
ル
ナ
リ
」
と
疑
問
を
持
ち
な

が
ら
も
、「
平
家
の
徴
号
ナ
ル
ヲ
以
テ
斯
ノ
如
キ
習
俗
ヲ
世
々
襲
ヒ
來
ル
ナ
リ
」
と

い
う
島
民
の
解
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
物
事
の
起
源
を
「
平
家

落
人
伝
説
」
に
結
び
つ
け
る
言
説
で
あ
り
、
一
二
月
朔
日
を
正
月
と
す
る
七
島
正
月

の
起
源
の
解
説
と
同
様
に
、
他
所
と
は
異
な
る
自
己
の
習
俗
を
正
当
化
す
る
た
め
の

「
平
家
落
人
伝
説
」
と
同
様
の
言
説
で
あ
る
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
本
論

で
紹
介
し
た
ト
カ
ラ
列
島
の
口
之
島
の
「
ウ
ブ
ギ
ン
」
に
認
め
ら
れ
た
背
中
の
赤
糸

の
縫
い
取
り
が
、
背
後
か
ら
の
悪
霊
の
侵
入
を
防
ぎ
、
赤
子
の
魂
が
抜
け
る
こ
と
を

防
ぐ
鍵
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
伝
承
に
、
そ
の
本
意
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
赤
色
を
選
択
す
る
習
俗
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
奄
美
諸
島
の
動
物

供
犠
に
お
け
る
生
血
の
用
い
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
島
郡
喜
界
町
の
伊
実
久
で
、

旧
暦
六
月
の
甲
子
の
日
に
行
わ
れ
る
パ
マ
オ
リ
（
浜
下
り
）
の
時
に
、
牛
を
殺
し
そ

の
生
血
を
ト
ベ
ラ
（
臭
気
の
強
い
木
）
に
つ
け
て
、
家
の
門
口
に
指
す
と
い
う
悪
魔

払
い
の
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
手
久
津
久
で
は
、
旧
暦
六
月
の
庚
の
日
に
行
わ
れ
る

ハ
ダ
タ
ミ
の
時
に
、
牛
を
殺
し
、
そ
の
生
血
を
冬
に
実
を
つ
け
る
木
の
枝
に
つ
け
て
、

各
家
の
門
口
の
両
脇
に
挿
す
例
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
赤
い
血
が
悪
魔
の

侵
入
を
防
除
す
る
と
い
う
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
伝
承
は
、
赤
色
の
象
徴
と
し

て
の
災
悪
防
除
の
意
味
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
、
こ
の

地
域
に
赤
い
色
が
災
悪
防
除
の
を
持
つ
と
い
う
認
識
が
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
理

解
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
人
の
魂
や
悪
霊
の
侵
入
あ
る
い
は
脱
出
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
人
体
の
箇
所

と
、
こ
れ
ら
意
匠
が
施
さ
れ
た
衣
裳
の
箇
所
と
の
一
致
は
、
そ
の
こ
と
の
大
き
な
証



国立歴史民俗博物館研究報告
第 集　 年 月

左
で
あ
る
。
奄
美
大
島
で
は
、
蝶
が
垣
根
を
舞
っ
た
り
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
人

の
魂
が
さ
ま
よ
い
出
て
い
る
と
理
解
さ
れ
、
人
が
死
ぬ
前
兆
と
さ
れ
る
。
そ
の
魂
の

出
入
り
口
と
し
て
特
に
強
く
認
識
さ
れ
て
い
る
の
が
、
首
の
後
の
頸
椎
で
あ
る
。
そ

こ
を
護
り
固
め
よ
う
と
し
た
象
徴
が
、
ウ
ブ
ギ
ン
の
マ
ブ
イ
で
あ
る
。
蝶
が
羽
を
広

げ
た
形
を
表
す
ハ
ブ
ラ
を
そ
の
箇
所
に
縫
い
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
魂
の
脱
出
を
、

悪
霊
の
侵
入
を
防
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
様
の
機
能
と
し
て
肩
や
背
骨

全
体
（
背
中
前
面
）
に
ハ
ブ
ラ
の
文
様
を
配
し
た
の
が
、
ハ
ブ
ラ
ド
ギ
ン
で
あ
り
、

子
供
の
ド
ギ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
地
域
に
見
ら
れ
る
「
魂
の
離
脱
・
侵
入
」

に
関
わ
る
信
仰
を
背
景
と
し
た
、
衣
裳
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

本
論
で
取
り
あ
げ
た
ノ
ロ
の
衣
裳
の
意
匠
に
込
め
ら
れ
た
意
味
は
、
祭
祀
者
で
あ

る
ノ
ロ
が
、
い
か
に
そ
の
心
身
を
清
浄
に
保
持
し
、
そ
の
神
聖
さ
と
権
威
と
を
保
つ

た
め
の
仕
掛
け
で
あ
っ
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
仕
掛
け
は
、
確
か

に
、
琉
球
王
朝
の
政
治
的
意
図
の
作
用
が
あ
っ
た
と
は
言
え
、
し
か
し
、
そ
れ
と
は

別
に
、
地
域
の
民
俗
信
仰
が
働
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ノ
ロ
の

装
束
に
見
ら
れ
る
様
々
な
意
匠
は
、
そ
の
た
め
の
文
化
的
仕
掛
け
に
他
な
ら
な
い
。

単
に
着
飾
る
た
め
だ
け
に
衣
裳
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
は
な
い
。
周
囲
の
自
然
に

対
し
て
畏
れ
の
心
を
持
ち
、
自
ら
を
守
ろ
う
と
衣
装
を
身
に
纏
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
意
匠
は
、
奄
美
や
そ
の
北
に
連
な
る
ト
カ
ラ
列
島
、
薩
摩
大
隅
を
含
め
た

人
々
の
災
悪
防
除
の
思
想
で
あ
り
、
文
化
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
文
化
は
な
に
も
南
九
州
か
ら
奄
美
・
沖
縄
の
地
域
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
一
目
落
と
し
の
縫
い
取
り
だ
け
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
中

国
南
西
部
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
、
ラ
オ
ス
北
部
、
タ
イ
北
部
の
少
数
民
族
の
民
族
衣
装

の
中
に
も
共
通
し
て
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
少
数
民
族
の

村
を
歩
き
な
が
ら
、
こ
う
し
た
意
匠
の
持
つ
意
味
に
関
す
る
聞
き
書
き
は
極
め
て
困

難
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
三
角
形
の
鋸
歯
文
に
つ
い
て
は
、
ラ
オ
ス
・
ポ
ン
サ

リ
ー
県
マ
イ
郡
ホ
ッ
ク
村
の
モ
ン
族
は
、
三
角
形
の
鋸
歯
文
を
竹
槍
の
形
を
現
す
も

の
で
、
悪
い
者
を
近
づ
け
な
い
よ
う
に
す
る
文
様
で
あ
る
と
い
い
、
コ
ン
ジ
ェ
と
呼

ぶ
ピ
ア
ス
な
ど
に
そ
れ
を
刻
み
込
ん
だ
り
し
て
い
る
。ま
た
、タ
イ
・
チ
ェ
ン
ラ
イ
県
・

セ
ン
チ
ュ
ロ
ン
カ
ウ
村
の
ア
カ
族
は
、
村
の
出
入
り
口
に
立
て
る
ロ
コ
ー
ン
と
い
う

鳥
居
の
笠
木
に
鋸
歯
文
を
刻
む
が
、
こ
れ
は
犬
の
歯
を
現
し
た
形
で
、
村
に
侵
入
し

よ
う
と
す
る
悪
い
者
を
追
い
払
う
の
だ
と
い
う
。
ラ
オ
ス
北
部
ル
ア
ン
ナ
ム
タ
ー
県

や
ポ
ン
サ
リ
ー
県
の
ア
カ
族
も
同
様
で
、
中
に
は
、
地
面
に
横
た
え
た
横
木
に
も
三

角
文
を
彫
り
込
ん
で
、一
段
と
悪
霊
を
排
除
す
る
力
強
め
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
ラ
オ
ス
・
ル
ア
ン
ナ
ム
タ
ー
県
ナ
ム
タ
ー
郡
ナ
ム
ル
ー
村
の
ラ
ン
テ
ン
族
が
、

ニ
ャ
ン
セ
ン
と
呼
ぶ
ピ
ア
ス
の
下
部
に
、
四
本
と
五
本
の
線
の
格
子
文
を
刻
み
込
ん

だ
一
個
の
銀
の
塊
と
、
渦
巻
き
文
を
刻
ん
だ
三
個
の
銀
の
円
板
と
を
下
げ
て
い
る
。

こ
れ
も
、
三
島
村
硫
黄
島
の
メ
ン
ド
ン
の
両
耳
の
渦
巻
き
文
と
鼻
に
施
さ
れ
た
格
子

文
と
一
致
し
、ま
た
、悪
石
島
や
喜
界
島
の
石
敢
當
に
刻
ま
れ
た
格
子
文
と
も
重
な
っ

て
く
る
。
三
角
の
文
様
に
関
す
る
災
悪
防
除
の
信
仰
を
背
景
と
し
た
文
化
で
あ
る
と

言
え
る
。

  

さ
ら
に
、
赤
い
色
に
つ
い
て
も
、
耕
儀
礼
や
集
落
清
浄
化
の
儀
礼
、
建
築
儀
礼
な

ど
の
動
物
供
犠
に
認
め
ら
れ
る
。
播
種
儀
礼
、
生
育
促
進
儀
礼
、
収
穫
儀
礼
の
何
れ

の
段
階
で
も
、多
く
は
赤
い
（
白
く
な
い
）
雌
鶏
が
対
象
動
物
と
し
て
選
択
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
赤
い
色
こ
そ
が
霊
が
受
け
取
る
色
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
家
禽
と
し
て

の
鶏
の
起
源
と
さ
れ
る
赤
色
野
鶏
の
色
に
繋
が
っ
て
い
く
。
タ
イ
族
系
で
語
ら
れ
る

稲
作
神
話
は
、
そ
の
赤
色
野
鶏
の
雌
が
稲
の
種
を
抱
い
て
保
存
す
る
こ
と
を
語
る
。

供
犠
さ
れ
た
雌
の
鶏
の
生
血
は
、
播
種
さ
れ
る
稲
種
に
注
が
れ
、
発
芽
、
生
育
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
食
べ
さ
せ
ら
れ
る
。
同
時
に
、
畑
の
出
入
口
に
塗
ら
れ
、
悪
い
霊

の
侵
入
を
防
ぐ
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、畑
の
出
入
口
で
鶏
を
御
馳
走
し
も
て
な
し
、

そ
こ
か
ら
引
き
返
し
て
も
ら
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
語
る
。
そ
こ
に
は
、
稲
種
の

生
命
・
稲
の
魂
を
活
性
化
さ
せ
る
意
味
と
、
悪
霊
を
も
て
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
侵
入

を
防
除
す
る
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
付
与
さ
れ
る
と
い
う
信
仰
が
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
当
然
の
事
な
が
ら
奄
美
の
ノ
ロ
の
遺
品
に
認
め
ら
れ
る
災
悪

防
除
を
現
す
意
匠
は
、
衣
裳
を
越
え
て
そ
の
他
の
民
俗
事
象
に
も
つ
な
が
る
可
能
性



［衣裳を通した災悪防除の思想の比較］……川野和昭

が
出
て
く
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
北
部
の
少
数
民
族
の
生
活
文
化

と
の
比
較
の
中
で
明
ら
か
と
な
り
、
南
九
州
か
ら
ト
カ
ラ
、
奄
美
、
沖
縄
に
連
な
る

地
域
の
民
俗
文
化
が
、「
日
本
」
の
枠
に
収
ま
り
き
れ
な
い
存
在
と
し
て
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
竹
の
焼
畑
習
俗
や
物
言
う
雑
草
ツ
ユ
ク
サ
の
伝
承
を
は
じ

め
、
竹
製
の
背
負
い
籠
や
魚
籠
、
脱
穀
用
締
め
棒
・
叩
き
台
、
両
隅
折
り
返
し
片
口

箕
と
両
隅
編
み
上
げ
片
口
箕
及
び
円
形
箕
、
動
物
供
犠
な
ど
の
問
題
に
焦
点
を
絞
っ

て
、
南
九
州
か
ら
南
西
諸
島
の
民
俗
と
タ
イ
、
ラ
オ
ス
北
部
の
少
数
民
族
の
生
活
文

化
と
の
比
較
を
行
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
両
地
域
の
文
化
に
極
め
て
緊
密
な
共

通
性
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
と
く
に
、
南
九
州
か
ら
南
西
諸
島
の

民
俗
の
中
に
、
多
く
の
少
数
民
族
の
生
活
文
化
が
、
点
々
と
散
ら
ば
っ
て
分
布
す
る

と
い
う
特
徴
を
示
す
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
分
布
が
何
を
語
る
か
は
未

だ
明
確
に
で
き
な
い
。
し
か
し
、
将
来
の
見
通
し
と
し
て
、
多
く
の
少
数
民
族
の
文

化
、
多
民
族
文
化
の
混
在
と
し
て
の
南
九
州
か
ら
南
西
諸
島
の
民
俗
と
い
う
有
様
が

見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、「
一
つ
で
な
い
地
域
」と
い
う
姿
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
う
し
て
抽
出
さ
れ
る
民
俗
は
、
旧
鹿
児
島
藩
を
境
界
と
し
て
、
九
州

山
地
に
滲
み
出
す
よ
う
に
分
布
し
、
そ
れ
よ
り
以
北
に
は
分
布
し
な
い
か
、
分
布
し

て
も
遠
く
に
飛
ん
で
点
的
に
極
め
て
希
薄
に
分
布
す
る
と
い
う
特
徴
を
示
す
。
し
か

も
、
九
州
山
地
を
越
す
と
、
差
別
さ
れ
る
文
化
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
「
一
つ
で
な
い
地
域
」
と
し
て
の
南
九
州
か

ら
南
西
諸
島
の
民
俗
は
、多
様
な
日
本
を
描
写
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
う
し
た
視
点
で
、
下
野
敏
見
氏
の
「
南
島
の
鋸
歯
紋
と
関
連
紋
様
）
18
（

」
を
は
じ
め

と
し
た
、
こ
れ
ま
で
の
こ
の
地
域
で
蓄
積
さ
れ
た
災
悪
防
除
の
民
俗
資
料
を
、
東
・

南
中
国
海
を
挟
ん
だ
周
辺
域
の
少
数
民
族
の
文
化
の
視
点
で
読
み
直
す
と
い
う
こ
と

が
、
極
め
て
重
要
な
作
業
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

註（
1
）　

名
越
左
源
太
著
・
国
分
直
一
・
恵
良
宏
校
注
『
南
島
雑
話
1
・
2
〈
幕
末
奄
美
民
俗
誌
〉』

東
洋
文
庫
432
・
平
凡
社
・
一
九
八
四　

本
稿
で
引
用
し
た
『
南
島
雑
話
』
は
、
す
べ
て
同
書

に
拠
っ
た
。

（
2
）　

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
先
田
光
演
氏
は
、「
宇
検
村
内
の
ノ
ロ
遺
品
」（『
南
日
本
文
化
第
27

号
』・
鹿
児
島
短
期
大
学
付
属
南
日
本
文
化
研
究
所
・
一
九
九
四
年
）
で
、
オ
モ
ロ
の
歌
詞

（
岩
波
本　

903
）
を
引
い
て
、
霊
鳥
で
あ
る
鷲
の
羽
を
髪
に
差
す
こ
と
で
、
ノ
ロ
は
霊
力
を
授

か
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
や
は
り
三
角
布
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

（
3
）　

大
原
家
文
書
は
、
現
在
宇
検
村
教
育
委
員
会
が
所
蔵
し
て
お
り
、
公
に
刊
行
さ
れ
て
い
な

い
が
、
先
田
光
演
氏
の
手
書
き
の
解
読
文
が
同
委
員
会
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
、
社

会
教
育
課
課
長
代
理
元
田
信
有
氏
（
現
村
長
）
の
協
力
を
得
て
、
閲
覧
で
き
た
。
な
お
、
同

文
書
の
存
在
は
、
黎
明
館
企
画
展
「
奄
美
の
ノ
ロ
神
の
装
束
展
―
宇
検
村
阿
室
の
シ
バ
サ
シ

ギ
ン
を
中
心
に
―
」
を
終
了
後
、
名
瀬
市
（
現
奄
美
市
）
立
奄
美
博
物
館
を
会
場
に
、
宇
検

村
教
育
委
員
会
、
名
瀬
市
教
育
委
員
会
、
黎
明
館
の
三
者
主
催
で
行
っ
た
同
展
示
の
解
説
口

座
に
お
け
る
、
高
橋
一
郎
氏
の
「
奄
美
の
ノ
ロ
の
世
界
」
と
題
す
る
発
表
の
際
の
ご
教
示
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
4
）　

與
那
嶺
一
子
・
金
城
武
子
「
沖
縄
の
産
育
儀
礼
に
お
け
る
子
ど
も
の
衣
服
と
背
守
り
」・『
沖

縄
県
立
博
物
館
紀
要
』
第
20
号
・
一
九
九
四
年

（
5
）　

先
田
光
演
・
前
掲
書

（
6
）　

原
野
農
芸
博
物
館
収
蔵
資
料
の
大
涼
山
の
彝
族
の
成
人
女
性
の
衣
装
に
は
、
腰
の
左
脇
に

下
が
る
二
等
辺
三
角
形
の
布
の
底
辺
に
は
、
両
端
と
真
ん
中
に
方
形
の
布
が
一
本
ず
つ
下
が
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
赤
と
緑
の
布
が
接
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
筆
者
が
タ
イ
・
チ
ェ

ン
マ
イ
で
収
集
し
た
ア
カ
族
の
シ
ョ
ル
ダ
ー
バ
ッ
グ
に
は
、
底
の
両
端
に
そ
れ
ぞ
れ
糸
を
撚

り
合
わ
し
た
九
本
の
房
と
、
赤
色
を
茶
色
の
布
を
接
ぎ
合
わ
し
た
九
枚
の
平
布
が
付
け
ら
れ

て
い
る
。

（
7
）　

祝
嶺
恭
子
「
考
察
〈
衣
裳
〉・
18　

ハ
ベ
ル
形
接
ぎ
合
わ
せ
神
衣
衣
裳
胴
衣
」・『
沖
縄
県
史

研
究
叢
書
1　

奄
美
の
ノ
ロ
遺
品
調
査
報
告
書
』・
沖
縄
県
立
図
書
館
史
料
編
集
室
・
一
九

九
六
年

（
8
）　

先
田
光
演
・
前
掲
書

（
9
）　

祝
嶺
恭
子
・
前
掲
書

（
10
）　

川
野
和
昭
・「
ウ
ブ
ギ
ン
」・『
か
ご
し
ま
の
民
具
』・
鹿
児
島
民
具
学
会
編
・
慶
友
社

（
11
）　

植
木
ち
か
子
・
上
運
天
綾
子
「
久
米
島
の
琉
球
服
装
伝
来
品
」・『
平
成
8
・
9
・
10
年
度

文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ａ
）（
1
）
研
究
成
果
報
告
書　

久
米
島
お
け
る
東
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ア
ジ
ア
諸
文
化
の
媒
介
事
象
に
関
す
る
総
合
研
究
』・
研
究
代
表
者
横
山
俊
夫
・
京
都
大
学
人

文
科
学
研
究
所
・
平
成
一
一
年

（
12
）　

下
野
敏
見
「
南
島
の
鋸
歯
紋
と
関
連
紋
様
」・『
海
南
民
俗
研
究
』
三
号
・
海
南
民
俗
研
究

所
・
昭
和
五
四
年

　
　
　

こ
の
中
で
、
下
野
氏
は
ト
カ
ラ
列
島
の
口
之
島
の
「
オ
プ
キ
ン
」
に
触
れ
、
格
子
文
、
鋸

歯
文
、
三
角
袋
の
す
べ
て
が
が
、
霊
魂
が
背
筋
か
ら
抜
け
な
い
よ
う
に
守
護
す
る
た
め
の
呪

法
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
解
釈
は
正
し
く
そ
れ
ら
の
機
能
の
半
分
は
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
、

こ
の
う
ち
三
角
袋
は
奄
美
の
ハ
ブ
ラ
と
同
系
の
も
の
と
し
て
い
る
が
、
奄
美
の
ハ
ブ
ラ
と
全

く
同
じ
チ
ン
ボ
イ
と
格
子
文
の
中
に
鋸
歯
文
を
作
る
対
角
線
の
縫
い
取
り
が
、
一
目
落
と
し

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
ず
、
悪
魔
払
い
の
機
能
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
し

か
し
、
口
之
島
の
ウ
ブ
ギ
ン
は
チ
ン
ボ
イ
と
一
目
落
と
し
と
を
重
ね
て
見
る
こ
と
が
、
奄
美

と
比
較
す
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

（
13
）　

川
野
和
昭
「
ラ
オ
ス
少
数
民
族
の
暮
ら
し
と
文
化
―
南
九
州
と
の
比
較
か
ら
―
」・『
黎
明

館
企
画
特
別
展
海
上
の
道
―
鹿
児
島
の
文
化
の
源
流
を
さ
ぐ
る
―
』・
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ

ン
タ
ー
黎
明
館
・
平
成
一
〇
年

　
　

川
野
和
昭
「「
カ
タ
ギ
イ
テ
ゴ
」
の
作
り
方
と
分
布
と
文
化
の
地
域
性
」・『
黎
明
館
調
査
研
究

報
告
』
第
12
集
・
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
・
平
成
一
一
年

　
　

川
野
和
昭
「
奄
美
・
沖
縄
と
ラ
オ
ス
・
タ
イ
北
部
の
少
数
民
族
の
動
物
供
犠
―
比
較
民
俗
学

と
民
俗
の
地
域
性
―
」・『
黎
明
館
調
査
研
究
報
告
』
第
13
集
・
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー

黎
明
館
・
平
成
一
二
年

（
14
）　

田
代
安
定
「
薩
南
諸
島
ノ
風
俗
餘
事
ニ
就
テ
」（『
東
京
人
類
學
會
雑
誌
』
第
五
十
七
号
・

東
京
人
類
學
會
事
務
所
・
明
治
二
十
三
年
十
二
月
）

（
15
）　

田
代
安
定
「
薩
南
諸
島
ノ
風
俗
餘
事
ニ
就
テ
」（『
東
京
人
類
學
會
雑
誌
』
第
五
十
六
号
・

東
京
人
類
學
會
事
務
所
・
明
治
二
十
三
年
十
一
月
）

（
16
）　

田
代
安
定
前
掲
書
（
15
）

（
17
）　

田
代
安
定
前
掲
書
（
15
）

（
18
）　

下
野
敏
見
前
掲
書

追
記　

本
文
は
、
原
題
「
奄
美
の
ノ
ロ
神
装
束
に
み
る
災
悪
防
除
の
思
想
―
人
は
何
故
に
衣
を
纏

う
の
か
―
」（『
黎
明
館
調
査
研
究
報
告
』
第
13
集
・
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
・
平

成
一
二
年
）
を
も
と
に
、
新
し
い
知
見
を
加
え
て
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
鹿
児
島
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
一
年
七
月
一
四
日
受
付
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
一
日
審
査
終
了
）



Comparison of Thoughts about the Prevention of Evils through Costumes : 
Focusing on the Costume Designs of Noro Priests in Amami and 
Folk Costumes in Northern Laos

KAWANO Kazuaki

In the Amami-shoto Islands, there were once female priests called noro who were ordered by the king of Ryukyu 

to manage the local religious services. The costumes worn by the noro priests are kept even today as artifacts by 

individuals of the village, local museums, etc. Among them, Kawano, the author of this article, mainly compared 

the materials remaining in Amami-Oshima, especially a group called “shibasashigin” remaining in Amuro, Uken-

mura, Oshima-gun, with the folk costumes of the minority in northern Laos collected by Kawano in fieldwork 

and those of the minority in Southeast Asia, collected by the Wilderness Agriculture Museum in the mountain of 

Sumiyo-son, Oshima-gun （what is today Amami City）, at a special exhibition entitled “Costumes of Noro Priests in 

Amami -- Focusing on Shibasashigin in Amuro, Uken Village” held at the Kagoshima Prefectural Museum of Culture 

REIMEIKAN, which is the regular workplace of Kawano, from June 10 to September 5, 1999.

Adding new findings obtained in the fieldwork in northern Laos to those obtained in the above exhibition, this 

article indicates that each design is collectively applied to the openings, corners, curves, and joints of the collars, 

gussets, sleeves, skirts, underarms, etc. of the costumes of both regions, and that such portions are supposed to 

involve the risk of permitting the entrance and exit of souls. This article also studies how the designs of red cloths, 

threads, clusters of narrow cloths, one-stitch dropping, sawtooth patterns, etc. have the function of preventing souls, 

especially evil spirits, from entering the body and protecting the cleanliness and safety of mind and body.

The article concludes that the above characteristics common to both regions, even in extremely detailed 

points, are often found not only in the field of costumes but also in other folkloric events from southern Kyushu 

to the South-West Islands, including Amami. This suggests that such comparison with the folkloric cultures of the 

minorities in marginal regions will encourage rereading of abundant folkloric events accumulated in Japanese folklore 

studies, paving the way for comparative folklore with the potential to explain the diversity of cultures in the Japanese 

archipelago. This article is one of these practices.

Key words: Amami, Laos, Camiguin, one-stitch dropping, sawtooth pattern, mosquito net, prevention of evil


