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は
じ
め
に

〇
七ツ
目
信
仰
の
諸
相

②
七
ツ目
の
十
二
支
獣
を
尊
ぶ
べ
き
根
拠

0田
沼
意
次
と
七
ツ
目
信
仰

〇
七
ツ
目
の
支
に
関
す
る
俗
信

終わ
り
に

［論
文
要旨

］

　
十

二支
・
十
二
支
獣
に
関
す
る
俗
信
の
↓
種
に
、
江
戸
時
代
後
期
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
「
七
ツ
目
　
　
　
と
根
本
的
に
く
い
違
う
も
の
な
の
で
、
人
々
の
中
に
は
、
な
ぜ
七
ツ
目
の
獣
を
礼
拝
す
る
の
か
納
得

信
仰
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
己
の
生
ま
れ
年
の
十
二
支
か
ら
七
ツ
目
の
十
二
支
　
　
子
歳
生
ま
れ
　
　
　
の
い
か
ぬ
者
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。

な
ら
午
1
の
動
物
を
絵
像
に
し
て
ま
つ
る
と
、
幸
運
を
授
か
る
、
と
い
う
俗
信
で
あ
る
。
こ
の
七
　
　
　
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
点
を
抱
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
ツ
目
信
仰
は
、
特
に
安
永
．

ッ
目
信
仰
は
、
現
在
す
っ
か
り
廃
れ
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
す
ら
忘
　
　
　
　
天
明
期
を
一
つ
の
山
と
し
て
流
行
し
た
。
七
ツ
目
信
仰
が
人
気
を
集
め
た
原
因
と
し
て
は
、
時
の
人

れ
ら
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
七
ツ
目
信
仰
を
題
材
と
し
た
江
戸
時
代
の
文
学
・
美
術
　
　
　
　
で
あ
っ
た
田
沼
意
次
が
七
ツ
目
獣
を
信
仰
し
て
い
る
と
噂
さ
れ
て
い
た
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
田
沼
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

作
品
の
解
釈
を
す
る
の
に
、
支
障
が
生
じ
て
い
る
程
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
紋
は
七
星
を
表
す
＊
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
別
名
「
七
ツ
梅
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
「
七
ツ
目
」
を

　
本
稿
では
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
七
ツ
目
信
仰
の
実
態
を
、
絵
画
資
料
も
活
用
し
つ
つ
、
紹
　
　
　
　
人
々
に
連
想
さ
せ
易
い
素
地
を
も
っ
て
い
た
。

介
す
る
と
い
う
事
に
重
点
を
置
く
。
七
ツ
目
の
支
獣
は
、
↓
種
の
神
で
あ
り
、
そ
の
加
護
を
受
け
る
　
　
　
　
隆
盛
し
た
七
ツ
目
信
仰
の
辺
縁
に
は
、
生
年
の
支
が
七
ツ
違
い
で
あ
る
男
女
は
相
性
が
い
い
と
い

た
め
に
、
前
述
の
七
ツ
目
獣
の
絵
像
の
他
、
七
ツ
目
獣
を
か
た
ど
っ
た
家
具
や
小
物
な
ど
も
用
い
ら
　
　
　
う
俗
説
も
新
た
に
生
ま
れ
た
。

れ
て

い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
ツ
目
信
仰
は
根
拠
不
明
の
俗
信
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
が
か
つ
て
社
会
現
象
と
も
い
え
る
程
の

　当
時
、
月
日
や
方
位
を
表
す
十
二
支
に
つ
い
て
の
吉
凶
説
で
は
、
あ
る
支
と
そ
の
七
ツ
目
の
支
の
　
　
　
ブ
ー
ム
を
形
成
し
た
事
を
考
え
れ
ば
、
文
化
史
上
、
現
状
の
如
く
看
過
ご
さ
れ
て
い
て
よ
い
は
ず
は

組
み

合わ
せ
を
、
縁
起
の
悪
い
も
の
と
し
て
断
じ
て
い
た
。
七
ツ
目
信
仰
は
、
こ
の
よ
う
な
吉
凶
説
　
　
　
な
い
。

0
1

1
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は
じ
め
に

　

十
二
支
は
、
中
国
で
股
代
に
、
一
年
間
の
各
月
を
呼
ぶ
た
め
の
符
号
と
し
て
考
案

さ
れ
、
次
い
で
年
・
日
・
方
位
等
を
表
す
の
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
十
二
支
に
十
二
種
の
動
物
が
い
つ
か
ら
結
び
付
け
ら
れ
た
の
か
は
明
確
で

は

な
い
が
、
後
漢
の
王
充
に
よ
る
『
論
衡
』
巻
三
「
物
勢
篇
」
に
、
「
十
二
支
の
禽
」

と
い
う
言
葉
が
見
え
、
子
を
鼠
・
丑
を
牛
・
寅
を
虎
・
卯
を
免
・
巳
を
弛
・
午
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

馬
・
未
を
羊
・
申
を
猴
・
酉
を
難
・
戌
を
犬
・
亥
を
家
に
当
て
は
め
て
い
る
事
か
ら
、

現
代
日
本
人
に
も
な
じ
み
深
い
十
二
支
獣
の
原
型
は
、
後
漢
の
頃
に
成
立
し
た
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
元
来
は
順
序
符
号
で
あ
っ
た
十
二
支
だ
が
、
実
在
（
龍
は
例
外
）

の
禽
獣
と
結
び
付
い
た
形
で
伝
わ
っ
た
事
に
よ
り
、
様
々
な
俗
信
を
生
み
出
す
事
と

な
っ
た
。
そ
う
し
た
俗
信
は
、
現
在
で
も
一
部
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
ト
つ

　
例
え
ば
、
「
巳
歳
生
ま
れ
の
者
は
蛇
の
性
で
執
念
深
い
」
等
、
あ
た
か
も
人
間
が
、

そ

の
生
ま
れ
年
の
十
二
支
（
「
本
命
」
と
呼
ぶ
）
の
動
物
の
性
質
を
生
ま
れ
付
き
帯
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て

い

る
か
の
よ
う
に
言
い
倣
す
俗
説
を
、
現
在
も
時
折
耳
に
す
る
事
が
あ
る
。
ま
た
、

神
社
等
に
初
詣
に
行
く
と
、
十
二
支
獣
の
豆
人
形
や
根
付
を
売
っ
て
い
る
事
が
あ
り
、

各
自
の
本
命
に
当
た
る
物
を
選
ん
で
御
守
り
と
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
り
も
す
る
。

　

こ
う
し
た
例
か
ら
わ
か
る
の
は
、
現
在
、
残
存
の
俗
説
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、

十
二
支
獣
の
内
で
各
人
の
本
命
に
当
た
る
獣
が
そ
の
人
に
と
っ
て
最
も
縁
の
深
い
存

在
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
こ
れ
に
対
し
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
生
年
の
支
を
コ
ツ
目
」
と
し
て
数
え

て

「
七
ツ

目
」
に
当
た
る
十
二
支
の
獣
（
例
え
ば
子
歳
生
ま
れ
の
人
の
場
合
は
馬
）

が
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
守
護
者
で
あ
る
、
と
す
る
俗
信
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
本
命
か
ら
「
七
ツ
目
」
の
十
二
支
獣
に
つ
い
て
の
民
間
信
仰
（
本
稿
で
は
以
下

「七
ツ

目
信
仰
」
と
略
称
す
る
）
が
い
か
に
当
時
人
心
を
と
ら
え
て
い
た
か
は
、
こ

れ

に
材
を
と
っ
た
様
々
な
絵
双
紙
や
錦
絵
等
が
製
作
・
販
売
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事

か

ら
も
確
か
に
う
か
が
い
知
る
事
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
本
命
の
獣
を
重
視
す
る
説
の
方
に
な
じ
み
の
あ
る

現
代
人

は
、
ー
明
治
以
降
も
諺
や
江
戸
時
代
語
を
扱
う
辞
書
類
に
「
七
ツ
目
」
と

い
う
項
目
が
設
け
て
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
ー
か
つ
て
七
ツ
目
信
仰
が
流
行
し
て
い

た
と
い
う
事
実
を
見
落
と
し
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
七
ツ
目
信
仰
に
基
づ
い

た
江
戸
時
代
の
作
品
を
前
に
し
て
も
作
者
の
意
図
が
つ
か
め
ず
、
作
品
の
文
化
史
的

価
値
に

気
づ
か
な
い
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
本
稿
で

は
、
ま
ず
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
七
ツ
目
信
仰
が
、
江

戸
時
代
に
確
か
に
流
行
し
て
い
た
と
い
う
事
を
確
認
す
る
事
か
ら
始
め
た
い
の
で
、

敢
え
て
煩
雑
さ
を
避
け
ず
に
、
文
字
資
料
・
絵
画
資
料
を
各
種
挙
げ
る
事
に
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
七
ツ
目
信
仰
流
行
の
時
代
背
景
等
に
つ
い
て
、
考

察
を
試
み
た
い
。

　
尚
、
本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
の
世
相
に
つ
い
て
あ
る
が
ま
ま
に
理
解
す
る
た
め
の

一
助
と
し
て
、
非
科
学
的
な
迷
信
の
類
を
取
り
扱
う
が
、
決
し
て
、
そ
れ
ら
迷
信
を

肯
定
し
た
り
、
そ
の
復
活
を
助
け
よ
う
と
し
た
り
す
る
よ
う
な
意
図
は
持
た
な
い
も

の

で
あ
る
事
を
、
念
の
た
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

〇
七
ツ
目
信
仰
の
諸
相

　
七

ツ
目
信
仰
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
現
行
の
辞
書
類
の
「
七
ツ
目
」
と
い
う
項
目

に
お
い
て
、
或
い
は
、
翻
刻
さ
れ
た
江
戸
時
代
文
学
の
語
注
等
の
形
で
今
ま
で
に
度
々

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
解
説
に
は
各
々
表
現
に
微
妙
な
違
い
が
見
ら
れ
る
も
の

の
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
、
七
ツ
目
信
仰
を
”
生
年
の
十
二
支
か
ら
七
ツ
目
に
当
た
る
十

二
支
の
獣
を
絵
や
彫
刻
に
し
て
常
に
見
る
と
運
が
開
け
る
と
す
る
江
戸
時
代
の
俗

信
”
と
定
義
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
簡
に
し
て
要
を
得
た
も
の
と
い

え
る
が
、
本
章
で
は
こ
れ
を
更
に
敷
術
す
る
べ
く
、
具
体
的
な
獣
の
絵
姿
や
小
物
の

102



腿尾尚子【十二支の「七ツ目」に関する俗信］

例
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
も
辞
書
に
よ
っ
て
は
、
「
七
ツ
目
」
と
い
う
言
葉
の
用
例
と
し
て
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

時
代
の
文
章
や
句
を
引
い
て
い
る
事
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
紙
面
の
制
約
上
、
当
然

と
い
え
ば
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
並
列
さ
れ
た
断
片
的
な
各
用
例
が
ど
ん
な
つ
な

が

り
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
本
章
で
は
、
七

ツ

目
信
仰
の
全
体
像
を
立
体
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
、
辞
書
等
に
示
さ
れ
た
以
外
に

も
新
た
に
資
料
を
加
え
、
次
の
よ
う
に
四
グ
ル
ー
プ
に
括
っ
て
提
示
し
た
い
。

　
七

ツ
目
信
仰
は
、
今
の
所
、
い
つ
発
生
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い

が
、
一
種
の
社
会
的
現
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
ま
で
に
流
行
し
た
の
は
、
お
そ
ら

く
明
和
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
明
和
以
降
に
み
ら
れ
る
七
ツ
目
信
仰
の
様
々
な
形
の

中
で
、
七
ツ
目
の
支
獣
の
絵
姿
を
壁
に
掛
け
、
開
運
の
守
り
神
と
し
て
祭
る
と
い
う

ス

タ
イ
ル
が
、
最
も
正
統
的
な
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
を
物
語
る
資
料

を
ω
（
第
一
類
）
と
す
る
。

　
右
の

正
統
的
な
ス
タ
イ
ル
か
ら
、
七
ツ
目
の
支
獣
と
信
仰
者
の
間
の
距
離
感
を

も
っ
と
稀
薄
に
し
た
形
と
し
て
、
七
ツ
目
の
支
獣
を
か
た
ど
っ
た
品
物
を
身
辺
に
置

く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
示
す
資
料
を
②
（
第
二

類
）
と
す
る
。

　
ま
た
、
七
ツ
目
の
支
獣
を
運
の
御
守
り
と
し
て
尊
崇
す
る
の
み
な
ら
ず
、
七
ツ
目

の

支
獣
を
そ
の
人
の
性
質
を
支
配
す
る
存
在
と
し
て
拡
大
解
釈
し
た
俗
説
も
行
わ
れ

た
。
こ
れ
に
関
す
る
資
料
を
③
（
第
三
類
）
と
す
る
。

　
そ
の
他
、
右
の
三
種
の
形
と
は
異
な
り
、
人
の
生
年
と
は
関
係
な
く
、
お
互
い
数

え
て
七
ツ
目
に
当
た
る
十
二
支
の
獣
同
士
を
対
に
し
て
描
き
、
縁
起
の
よ
い
物
と
し

て
喜
ぶ
風
潮
も
生
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
資
料
を
④
（
第
四
類
）
と

す
る
。ω

七
ツ
目
の
支
獣
の
画
像
を
祭
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て

『増
補
僅
言
集
覧
　
中
』
（
太
田
全
斎
編
、
井
上
頼
囲
・
近
藤
瓶
城
増
補
、

辞
書
）
の

「七

ツ
目
」
の
項
に
、
「
〔
貞
丈
随
筆
〕
我
生
る
年
の
支
よ
り
七
ッ
目
の
支
た
と
へ
ば

子
年
の
生
れ
な
ら
ば
午
に
當
る
に
依
て
馬
を
董
て
常
に
見
れ
ば
福
來
る
と
云
ふ
説
近

　
　
　
　
（
7
）

年
行
な
ハ
る
」
と
あ
る
。

　
『
貞
丈
随
筆
』
は
、
伊
勢
貞
丈
（
享
保
二
く
一
七
一
七
V
～
天
明
四
〈
一
七
八
四
〉
）

が
晩
年
ま
で
書
き
た
め
た
考
証
随
筆
を
没
後
に
門
人
た
ち
が
編
集
し
た
書
で
あ
る
か

ら
、
文
中
の
「
近
年
」
と
は
天
明
四
年
以
前
を
指
す
。
伊
勢
貞
丈
は
、
天
明
四
年
以

前
の
状
況
に
鑑
み
て
、
七
ツ
目
信
仰
の
基
本
形
態
を
、
要
す
る
に
七
ツ
目
の
十
二
支

獣
の
絵
姿
信
仰
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
後
年
の
太
田
全
斎
（
宝
暦
九
く
一
七

五
九
V
～
文
政
二
〈
一
八
二
九
〉
）
も
そ
の
解
釈
を
七
ツ
目
信
仰
の
本
質
を
言
い
当
て

た
も
の
と
評
価
し
、
採
用
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
七
ツ
目
信
仰
の
基
本
形
態
を
絵
姿
信
仰
で
あ
る
と
す
る
理
解
は
、

七

ツ
目
の
支
獣
を
か
た
ど
っ
た
小
物
そ
の
他
が
流
行
し
た
後
の
時
代
ま
で
維
持
さ
れ

た
ら
し
く
、
例
え
ば
、
随
筆
『
南
畝
萎
言
』
（
文
化
十
四
〈
一
八
一
七
〉
年
刊
、
大

田
南
畝
著
、
文
宝
亭
編
）
巻
一
の
三
に
も
、
「
俗
に
己
が
生
れ
た
る
年
の
十
二
支
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

り
七
つ
目
に
あ
た
れ
る
も
の
・
形
を
画
が
・
し
む
る
事
あ
り
。
」
（
「
画
が
・
し
む
る
」

と
は
画
工
に
注
文
し
て
描
か
せ
る
の
意
）
と
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
七
ツ
目
の
支
獣
を
描
い
た
物
が
ど
ん
な
絵
柄
だ
っ
た
の
か
、
確
認
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
う
ん
つ
く
た
ろ
ざ

る
事
に
す
る
。
管
見
に
入
る
限
り
で
最
も
早
い
画
証
は
、
黒
本
青
本
『
運
附
太
郎
左

え
も
ん

衛
門
』
（
安
永
元
〈
一
七
七
二
〉
年
刊
、
富
川
吟
雪
作
・
画
）
で
あ
る
。

　
主
人
公
の
運
附
太
郎
左
衛
門
は
勤
勉
な
若
者
だ
が
貧
し
い
生
活
を
し
て
い
る
。
あ

る
日
、
彼
が
手
相
を
見
て
も
ら
っ
た
所
、
「
こ
な
た
ハ
午
の
年
じ
や
七
ツ
目
の
ゑ
と

（1
0
）

う
を
し
ん
ρ
＼
す
へ
し
」
と
勧
め
ら
れ
、
折
し
も
近
く
の
開
帳
場
で
「
う
ん
の
ま
も

り
」
と
い
う
看
板
を
見
つ
け
る
。
そ
の
場
面
【
図
1
】
の
本
文
に
「
其
比
て
ん
て
う

さ
い
文
龍
と
い
ふ
給
師
十
二
の
ゑ
と
を
書
事
お
ひ
た
・
し
く
は
や
り
け
る
　
太
良
左

衛

門
七
ツ
め
の
ゑ
と
を
か
い
て
も
ろ
ふ
」
、
主
人
公
の
セ
リ
フ
と
し
て
「
わ
た
し
ハ

午
の
年
て
ご
ざ
り
ま
す
と
ふ
ぞ
う
ん
の
ま
も
り
を
い
た
“
き
と
ふ
ご
ざ
り
ま
す
」
、

幼
児
を
負
ぶ
っ
た
母
の
セ
リ
フ
に
「
う
ん
の
ま
も
り
を
か
い
ま
せ
う
　
此
子
か
ほ
う
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そ
う
か
る
く
す
る
や
う
に
」
、
老
女
の
セ
リ
フ
に
「
わ
た
し
も
ま
こ
の
所
ヘ
ミ
や
け

に
し
ま
せ
う
」
、
男
の
セ
リ
フ
に
「
と
ふ
そ
此
ま
も
り
て
一
ノ
富
が
と
り
た
い
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
文
中
の
「
〈
テ
ン
チ
ョ
ウ
〉
斎
文
龍
」
と
は
、
黒
本
青
本
時
代
に
活
動
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

考
え
ら
れ
て
い
る
浮
世
絵
師
「
文
龍
斎
」
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
う
が
、

文
龍
斎
自
体
が
伝
不
詳
の
絵
師
な
の
で
傍
証
が
得
難
い
。

　
次
の

場
面
【
図
2
】
の
本
文
に
は
「
そ
れ
よ
り
太
良
左
衛
門
ハ
は
つ
け
お
き
の
お

し
へ
し
と
を
り
七
ツ
め
の
ゑ
と
を
も
と
め
ま
い
に
ち
身
を
き
よ
め
お
か
ミ
け
り
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

主

人
公
の
セ
リ
フ
に
「
な
む
し
ろ
ね
ず
め
大
め
う
じ
ん
な
に
と
ぞ
ふ
く
を
さ
づ
け
給

へ
　

と
ふ
ぞ
は
や
く
か
ね
も
ち
に
な
つ
て
う
ミ
の
お
や
た
ち
へ
か
ね
を
お
く
つ
て
し

ん

ぜ

た
い
　
此
く
わ
ん
じ
や
う
じ
ゆ
き
め
う
て
う
ら
い
く
」
と
あ
る
。

　
描
か
れ

た
鼠
の
姿
は
、
獣
の
姿
そ
の
ま
ま
だ
が
、
主
人
公
が
鼠
を
「
大
明
神
」
と

呼
び
、
神
酒
を
供
え
て
い
る
事
か
ら
、
神
と
し
て
扱
っ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
従
来

の
解
説
等
で
は
、
七
ツ
目
の
支
獣
は
神
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
な
い
が
、
獣
神
で
あ

る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
『
運
附
太
郎
左
衛
門
』
は
架
空
の
物
語
だ
が
、
流
行
に
敏
感
な
草
双
紙
と
い
う
ジ
ャ

ン

ル

の
性
格
か

ら
い
っ
て
、
当
時
の
市
井
に
、
実
際
に
七
ツ
目
の
支
獣
を
描
く
絵
師

と
、
そ
れ
を
買
っ
て
拝
む
者
と
が
居
た
事
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

草
双
紙

は
、
毎
年
新
春
に
売
り
出
さ
れ
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
か
ら
、
安
永
元
年
刊

行
の
本
作
の
草
稿
は
、
明
和
末
年
頃
に
作
成
さ
れ
た
事
に
な
り
、
従
っ
て
、
七
ツ
目

信
仰
の
流
行
は
、
既
に
明
和
年
間
中
に
兆
し
が
現
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

　
尚
、
七
ツ
目
の
支
獣
の
絵
は
、
時
に
は
注
文
に
よ
っ
て
、
夫
婦
や
家
族
の
七
ツ
目

を
一
枚
の
紙
の
上
に
並
べ
て
描
く
事
も
あ
っ
た
ら
し
い
事
が
、
咄
本
『
江
戸
嬉
笑
』

（文
化
三

〈

一
八

〇
六
〉
年
序
、
楽
亭
馬
笑
・
福
亭
三
笑
・
古
今
亭
三
鳥
合
作
、
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
か
き

亭
三
馬
評
）
所
収
の
小
咄
「
画
工
」
（
三
鳥
作
）
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
全
文
を

引
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
か
ど
ぐ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
い

　
　
　
画
工
の
門
口
を
ず
つ
と
這
入
り
、
「
お
た
の
み
申
し
ま
す
」
「
ハ
イ
、
ど
ち
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み
え

　
　

か

ら
」
「
イ
ヱ
、
チ
ト
お
願
ひ
が
ご
ざ
り
ま
す
。
ど
ふ
ぞ
墨
絵
を
一
枚
、
書
い

　
　

て

お
く
れ
な
さ
り
ま
せ
」
「
ハ
イ
、
な
ん
ぞ
お
望
み
が
ご
ざ
り
ま
す
か
」
「
ア
イ
、

　
　

猿

と
蛇
と
並
ん
で
居
る
処
を
、
書
い
て
お
も
ら
ひ
申
し
た
い
」
「
ず
い
ぶ
ん
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の

　
　
得
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
お
つ
な
お
好
み
だ
が
、
こ
れ
は
何
に
な
り
ま
す
」
「
イ

　
　
　
　
　
　
　
な
な
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
　

ヱ
、

そ
れ
は
七
つ
目
で
ご
ざ
り
ま
す
。
私
が
申
で
、
女
房
が
巳
で
ご
ざ
る
か
ら
」

　
　

「
ハ
・

ア
、
聞
こ
へ
ま
し
た
。
そ
し
て
お
子
さ
ま
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
か
」
「
イ
ヱ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
え

　
　
ご

ざ
り
ま
せ
ぬ
」
「
ハ
テ
、
惜
し
い
事
だ
。
寅
に
当
る
子
供
が
あ
る
と
、
鶴
一

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　

疋
で
す
み
ま
す
」
。

　

先

に
見
た
『
運
附
太
郎
左
衛
門
』
の
画
中
画
の
鼠
は
獣
そ
の
ま
ま
の
姿
勢
を
と
っ

て

描
か
れ
て
お
り
、
鶴
で
落
ち
を
と
る
こ
の
小
咄
で
も
お
そ
ら
く
そ
れ
と
同
趣
の
姿

の

画
像
を
想
定
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
が
、
安
永
末
期
か
ら
天
明
に
か
け
て
、
七

ツ

目
の
支
獣
の
絵
を
、
人
間
の
よ
う
に
上
体
を
起
こ
し
、
宮
廷
風
の
礼
装
を
し
た
姿

で
描
く
動
き
も
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
七
ツ
目
の
支
獣
の
神
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

古
く
か
ら
神
像
画
の
伝
統
と
し
て
男
神
像
を
束
帯
姿
で
描
く
事
が
あ
る
の
を
、
見

習
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
尚
、
七
ツ
目
の
絵
姿
以
外
に
、
頭
部
が
十
二
支
獣
で
体
が
人
間
と
い
う
着
衣
の
図

像
の

例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
薬
師
如
来
の
春
族
ま
た
は
分
身
と
考
え
ら
れ
る
十

二
神
将
は
、
元
来
は
十
二
支
と
は
無
関
係
の
存
在
だ
が
、
十
二
と
い
う
数
の
縁
に
依
っ

て
、
や
が
て
十
二
支
と
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
十
二
支
獣
の
頭
部
を
も
つ

獣
頭
人
身
像
と
し
て
描
き
表
さ
れ
る
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
図
像
が
身
に
付
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

い

る
の
は
通
常
ー
道
士
に
似
た
服
を
着
た
例
外
的
図
像
も
あ
る
が
1
甲
冑
で
あ

る
。　

十

二
支
獣
の
束
帯
・
衣
冠
姿
の
画
像
は
、
十
二
神
将
図
で
は
な
く
、
神
像
画
に
倣
っ

た
も
の
だ
ろ
う
。

　
酒
落
本
『
大
通
俗
一
騎
夜
行
』
（
安
永
九
〈
一
七
八
〇
〉
年
刊
、
志
水
燕
十
作
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
な
シ
　
つ
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん

は
、
猿
が
、
み
え
っ
ぱ
り
な
人
間
た
ち
を
批
判
し
て
、
「
皆
七
ッ
目
と
言
も
の
を
信

こ
う
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
る
　
か
ん
ふ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ぬ
　
　
ゑ
　
ぽ
　
し
　
　
　
き
　
　
　
　
そ
の
く
ら
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

向
し
て
我
ら
が
や
う
な
猿
に
冠
を
か
ぶ
せ
、
犬
に
烏
帽
子
を
着
せ
て
其
位
に
至
ら
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て
ん
う
ん
し
ゆ
ん
く
わ
ん
　
　
し
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
り
　
　
　
　
ね
が

ん

と
言
天
運
循
還
を
不
レ
知
よ
り
し
て
無
利
な
る
願
ひ
こ
と
を
す
る
ぞ
を
か
し
け

（1
5
）

れ
」
と
述
べ
る
が
、
こ
こ
に
言
う
礼
装
し
た
猿
や
犬
と
は
、
七
ツ
目
信
仰
の
図
に
描

か
れ

た
猿
や
犬
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
そ
の
種
の
画
像
の
例
を
挙
げ
て
い
く
。

　
　
　
　
ひ
と
ま
ね
こ
　
ま
　
ね

　
黄
表
紙
『
人
似
小
真
根
』
（
角
書
「
七
ツ
め
ゑ
と
」
、
刊
年
不
記
、
推
定
天
明
二
二

七

八

二
〉
年
刊
、
金
中
斎
作
・
勝
川
春
常
画
）
の
一
丁
表
【
図
3
】
に
は
、
衣
冠
を

着
し
た
猿
の
掛
幅
画
に
礼
拝
す
る
男
が
描
か
れ
、
本
文
に
「
七
ツ
め
の
ゑ
と
を
ま
つ

る
事
あ
く
し
さ
い
な
ん
を
よ
け
さ
い
わ
い
あ
る
事
う
た
が
ひ
な
し
と
近
年
の
は
や
り

も
の
　
い
わ
し
の
か
し
ら
も
し
ん
く
か
ら
　
し
や
う
じ
き
の
か
う
へ
に
神
や
ど
る

　

そ
の
七
ツ
目
を
た
て
に
し
て
寅
の
春
の
し
ん
は
ん
に
む
だ
を
か
き
ち
ら
し
ま
し

た
」
と
あ
る
。
文
中
の
「
正
直
の
頭
に
神
宿
る
」
か
ら
も
、
こ
の
絵
の
猿
が
神
と
し

て

認
識
さ
れ
て
い
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
所
蔵
本
は
、
上
下
二
冊
を
△
三
冊
と
し
た

改
装
本
だ
が
、
原
上
冊
の
表
紙
の
絵
題
籏
を
残
し
て
、
見
返
に
貼
付
し
て
い
る
。
絵

題
簸
の
絵
柄
は
、
一
丁
表
に
酷
似
し
て
い
る
。
下
冊
の
絵
題
簸
は
残
っ
て
い
な
い
。

　

こ
の
『
人
似
小
真
根
』
は
、
『
増
補
年
表
』
以
降
諸
年
表
で
は
、
安
永
七
〈
一
七

七

八
〉
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
天
明
二
△
七
八
二
〉
年
か
三
〈
一
七
八

三
〉
年
に
、
文
章
・
絵
は
そ
の
ま
ま
に
、
題
の
み
『
十
二
支
大
通
話
』
と
改
め
て
再

版

さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
『
人
似
小
真
根
』
一
丁
表
に
「
寅
の

春
の
し
ん
は
ん
」
と
あ
る
事
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
書
を
戌
歳
で
あ
る
安
永
七
年
や
、

卯
歳
で
あ
る
天
明
三
年
の
刊
行
と
み
な
す
事
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
『
日
本
書
誌
学
大
系
4
8
（
1
）
黄
表
紙
総
覧
前
篇
』
（
昭
和
六
十
一
年
刊
、
棚
橋
正
博

著
、
青
裳
堂
書
店
）
で
は
、
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
『
人
似
小
真
根
』
『
十
二
支
大
通

話
』
を
共
に
天
明
二
年
寅
歳
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
、
正
式
書
名
の
『
人
似

小
真
根
』
に
対
し
て
、
『
十
二
支
大
通
話
』
の
方
は
「
そ
の
内
容
を
鑑
み
て
命
名
さ

れ

た
仮
題
が
一
書
の
如
く
扱
わ
れ
た
も
の
」
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
、
こ
の
解
説

に

従
い
、
『
人
似
小
真
根
』
を
天
明
二
年
刊
と
す
る
。

　
【
図
4
】
と
し
て
『
十
二
支
大
通
話
』
か
ら
一
丁
表
の
図
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
の

本

（国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
）
も
改
装
本
で
あ
る
。
原
題
簑
は
全
く
失
わ
れ
て
い

る
。　

尚
、
『
人
似
小
真
根
』
『
十
二
支
大
通
話
』
を
改
作
し
た
も
の
と
し
て
、
享
和
三
二

　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
う
に
し
は
る
　
と
も

八
〇

三
〉
年
刊
『
域
支
春
の
友
』
（
角
書
「
開
運
七
ツ
目
」
、
喜
玉
作
、
黄
表
紙
）
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
原
作
の
筋
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
、
全
十
丁
の
内
、
一
丁
表
・
八
丁

表

～
十
丁
裏
の
み
絵
と
文
章
を
少
し
ず
つ
変
え
た
も
の
で
あ
る
。
一
丁
表
【
図
5
】

に

は
、
享
和
三
年
亥
歳
に
因
ん
で
、
束
帯
姿
の
猪
の
軸
装
画
を
手
に
す
る
男
が
描
か

れ
、
本
文
に
、
「
世
を
千
金
と
い
と
な
む
人
も
う
き
よ
也
　
さ
つ
て
こ
・
に
松
竹
屋

福
右
衛
門
と
い
ふ
正
じ
き
も
の
有
し
が
　
わ
が
七
ツ
目
の
ゑ
と
う
を
ま
つ
り
悪
し
さ

ひ
な
ん
を
の
が
れ
さ
い
わ
い
あ
る
事
う
た
か
い
な
し
と
　
た
と
へ
の
と
う
り
い
わ
し

の

あ
た
ま
も
し
ん
く
か
ら
と
い
わ
ひ
し
事
も
正
じ
き
の
こ
う
べ
に
神
や
と
る
と

そ
の
七
ツ
目
を
立
二
し
て
亥
の
は
る
の
し
ん
は
ん
に
む
だ
を
か
き
ち
ら
し
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

そ
れ
よ
り
福
右
衛
門
ハ
た
か
ら
ふ
ね
を
す
き
す
や
く
と
ね
い
り
け
る
　
亥
春
」
と

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
改
作
物
ま
で
生
ま
れ
た
事
か
ら
、
『
人
似
小
真
根
』
『
十
二
支
大
通
話
』

の
人
気
、
ひ
い
て
は
七
ツ
目
信
仰
物
の
人
気
の
程
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
か
ぶ
り
こ
と
ば
な
な
つ
め
の
え
と
き

　
黄
表
紙
『
冠
言
葉
七
目
麸
記
』
（
寛
政
元
〈
一
七
八
九
〉
年
刊
、
唐
来
参
和
作
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
し
ょ
　
　
　
　
　
　
　
し
う
に
　
し
　
　
　
せ
か
い
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
し

喜
多
川
歌
麿
画
）
の
一
丁
表
「
自
叙
」
に
は
、
「
十
二
支
を
世
界
と
し
て
、
讐
紙
の

し
ゆ
か
う
　
　
た
て
　
　
　
　
　
　
つ
　
た
　
や
　
　
や
ど
ろ
く
　
た
の
ミ
こ
と
　
　
う
け
あ
い
　
　
　
　
　
　
　
つ
ず
り
　
　
　
　
　
　
ち
う
も
ん
と
を
り

趣
向
を
立
よ
と
、
蒔
羅
屋
の
主
人
の
頼
事
を
受
合
、
（
中
略
）
綴
い
で
た
る
注
文
通
、

た
う
ら
い
さ
ん
な
し
る
す

唐
来
参
和
誌
　
己
酉
は
つ
春
」
と
あ
り
、
世
情
に
敏
感
な
書
隷
が
、
十
二
支
の
七
ツ

目
に
関
わ
り
の
あ
る
作
品
を
、
「
売
れ
る
」
と
見
込
ん
で
作
者
に
発
注
す
る
場
合
も

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
『
冠
言
葉
七
目
姓
記
』
の
十
四
丁
裏
・
十
五
丁
表
【
図
6
】
に
は
、
十
二
人

の
登
場
人
物
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
正
体
を
現
し
、
十
二
支
獣
の
形
と
な
っ
て
勢
揃
い
す

る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
全
て
の
像
が
冠
や
烏
帽
子
を
つ
け
（
鶏
は
ト
サ
カ
の

ま
ま
で
例
外
）
礼
服
を
着
し
た
姿
で
あ
る
。
各
像
に
添
え
た
短
冊
形
に
は
、
そ
の
前

身
が
記
し
て
あ
り
、
例
え
ば
鶏
は
元
「
お
さ
ん
」
と
い
う
女
、
鼠
は
元
「
ら
い
が
う
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あ
し
や
り
」
で
あ
る
。
こ
の
鶏
と
鼠
に
つ
い
て
、
本
文
に
「
に
ハ
鳥
ハ
女
ね
つ
ミ

ハ
ほ

う
つ
の
は
つ
な
れ
共
　
そ
れ
で
ハ
七
ツ
め
の
守
の
や
ふ
で
な
い
ゆ
へ
大
目
に
見

て

お

く
が
よ
し
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
鶏
や
鼠
を
女
や
僧
の
姿
で
は
な
く
こ
の
よ
う

に

描
い

た
の
は
、
読
者
の
目
慣
れ
た
七
ツ
目
の
尊
像
ら
し
く
み
え
る
よ
う
に
す
る
た

め

だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
当
時
、
七
ツ
目
の
支
獣
の
描
き
方
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な

男
性
貴
族
用
の
礼
装
を
し
た
獣
頭
人
身
像
で
描
く
事
が
す
で
に
定
着
し
て
い
た
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
＞

て

よ
い
だ
ろ
う
。
最
終
半
丁
（
十
五
丁
裏
）
【
図
7
】
に
は
、
「
開
運
十
二
社
」
と
い

う
額
の
掛
か
っ
た
鳥
居
が
描
か
れ
、
本
文
に
「
じ
や
う
る
り
の
七
ツ
目
ハ
一
冊
の
山

に

し
て
ゑ
と
の
七
ツ
め
ハ
一
代
の
ま
も
り
と
な
る
故
に
十
二
支
を
か
く
の
ご
と
く
ま

つ
り
こ
め
」
と
記
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
本
作
で
も
や
は
り
七
ツ
目
の
支
獣
は
神
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
束
帯
・
衣
冠
等
の
礼
装
は
、
神
（
男
神
）
で
あ

る
事
の
記
号
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ひ
い
き
か
ん
じ
ん
ち
よ
う

　
尚
、
安
永
二
〈
一
七
七
三
〉
年
初
演
の
歌
舞
伎
『
御
摂
勧
進
帳
』
（
初
世
桜
田
治

助
作
、
江
戸
中
村
座
）
＝
番
目
四
建
目
」
で
は
、
越
前
国
気
比
明
神
社
へ
、
富
樫
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

衛
門
の
立
願
の
た
め
、
彼
の
「
え
と
の
七
つ
目
」
で
あ
る
鶏
を
奉
納
（
境
内
に
放
生
）

し
て
お
り
、
こ
の
事
か
ら
も
、
七
ツ
目
信
仰
が
神
道
系
の
信
仰
で
あ
る
事
が
う
か
が

え
る
。

　
②
七
ツ
目
の
支
獣
の
形
の
ロ
o
o
物
を
身
近
に
置
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て

　
東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
所
蔵
の
写
本
『
十
二
支
十
二
月
絵
本
』
（
成
立

年
・
著
者
不
明
）
に
は
、
七
ツ
目
の
支
獣
を
小
さ
な
紙
に
描
い
た
物
を
懐
中
す
る
と

い
う
信
仰
ス
タ
イ
ル
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
七
ツ
目
の
支
獣
の
絵
を
床
の
間

に

掛
け
て
拝
む
と
い
う
ス
タ
イ
ル
と
、
七
ツ
目
の
支
獣
を
か
た
ど
っ
た
小
物
を
身
に

付
け
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
、
中
間
に
位
置
し
、
前
者
か
ら
後
者
が
派
生
す
る
際
に

橋
渡
し
的
役
割
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
十
二
支
十
二
月
絵
本
』
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
書
な
の
で
、
簡
単
に

紹
介
し
て
お
く
。
ま
ず
体
裁
は
、
全
十
六
紙
を
袋
に
折
り
、
コ
ヨ
リ
で
二
箇
所
を
仮

綴

に
し
た
も
の
で
、
表
紙
は
元
々
付
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一
丁
表
（
縦

1
9
・
5
㎝
×
横
1
2
・
5
㎝
）
は
【
図
8
】
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
、
一
月
か
ら

順

に
十
二
月
ま
で
、
各
月
を
表
す
支
（
寅
に
始
ま
り
丑
に
終
わ
る
）
を
示
し
、
同
時

に
、
そ
の
支
で
表
さ
れ
る
年
に
生
ま
れ
た
人
の
七
ツ
目
の
支
獣
が
何
で
あ
る
か
を
述

べ

る
。
例
え
ば
、
一
月
に
つ
い
て
は
、
「
正
月
寅
の
月
な
れ
ハ
と
ら
よ
り
初
る
　
寅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ン

年
の
生
れ
の
人
ハ
七
ツ
目
申
に
あ
た
る
な
り
七
ツ
め
給
に
な
し
信
す
れ
ハ
必
ら
す

　
さ
い
わ
え
を
ゑ
　
　
　
　
　
　
　

ツ
ト
ヲ

（
し
や
ワ
せ
よ
ろ
し
と
古
く
よ
り
い
ふ
傳
る
こ
と
に
て
」
と
あ
る
。
挿
絵
と
し
て
、

一
月
は
虎
・
二
月
は
兎
・
三
月
は
龍
と
犬
・
四
月
は
蛇
と
猪
・
五
月
は
馬
・
六
月
は

羊
・
七
月
は
猿
・
八
月
は
鶏
・
九
月
は
犬
・
十
月
は
猪
・
十
一
月
は
鼠
・
十
二
月
は

牛
が
描
か
れ
て
い
る
。
各
月
を
表
す
支
獣
の
他
、
三
・
四
月
に
限
っ
て
は
七
ツ
目
の

支
獣
の
画
像
も
み
え
る
。
こ
の
内
で
、
一
月
の
虎
だ
け
は
衣
服
も
つ
け
ず
野
獣
と
し

て

漢
画
風
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
二
月
の
鼠
像
に
は
「
古
画
多
く
ハ
装
束
又
衣
冠
在

し
図
あ
り
」
と
い
う
注
記
が
添
え
ら
れ
、
こ
の
月
以
降
全
て
の
支
獣
は
束
帯
・
衣
冠

姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
四
月
の
図
【
図
9
】
を
示
し
て
お
く
。

　
『
十
二
支
十
二
月
絵
本
』
は
、
著
者
自
身
専
用
の
覚
え
書
き
で
は
な
く
、
内
容
か

ら
み
て
、
人
々
に
読
ま
せ
る
事
を
想
定
し
て
記
さ
れ
た
物
と
考
え
ら
れ
る
が
、
月
に

よ
っ
て
は
極
端
に
言
葉
少
な
で
あ
り
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
感
じ
が
す
る
の
で
、
出
版
用

に

書
き
か
け
た
草
稿
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
、
一
応
『
十
二
支
十
二
月
絵
本
』
と
い

う
書
に
つ
い
て
、
説
明
を
付
し
た
。

　

さ
て
こ
の
『
十
二
支
十
二
月
絵
本
』
の
祓
文
ら
し
い
部
分
に
は
、
「
生
れ
歳
よ
り

七

ツ
目
二
當
る
物
を
給
き
て
平
生
に
信
カ
ウ
し
慎
ん
て
常
懸
の
懸
物
に
表
具
し
て
信

心

し
又
ハ
懐
中
な
る
よ
ふ
二
小
さ
く
槍
き
も
ろ
う
て
信
心
す
れ
ハ
必
御
め
く
ミ
あ
り

て

幸
福
を
得
る
と
云
り
信
心
あ
る
へ
し
」
と
あ
り
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
掛
幅
画
か

ら
懐
中
画
が
派
生
し
た
事
を
示
す
証
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
の
、
七
ツ
目
の
支
獣
の
小
図
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
形
は
、
七
ツ
目
の
支
獣
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

紋
に
し
て
着
物
に
付
け
る
と
い
う
形
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
京
都
を
舞
台
と
す
る
酒
落
本
『
風
俗
三
石
志
』
（
安
永
後
半
期
～
天
明
初
年
頃
成
立
、
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弘
化
元
〈
一
八
四
四
〉
年
刊
、
畠
中
胴
脈
作
）
で
は
、
あ
る
下
級
武
士
の
妻
が
「
ほ

　
　
た
で
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ん
　
　
は
や
り
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
づ
み
　
　
　
に
は
と
り
　
　
　
　
　
さ
る

ん

に

只
今
は
。
か
は
つ
た
紋
が
流
行
ま
し
て
。
鼠
や
ら
酉
や
ら
。
申
の
や
う
な
も

　
　
つ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
す
い

の

を
付
ま
す
な
あ
。
」
と
い
い
、
そ
れ
に
答
え
て
、
近
所
に
住
む
「
大
粋
が
り
」
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
う
さ
ぎ

下
級
武
士
が
「
そ
れ
が
七
ッ
目
で
ご
ざ
り
升
。
私
が
七
ッ
め
は
。
此
兎
じ
や
。
御

月
さ
ま
を
ま
ね
く
つ
も
り
じ
や
。
」
と
い
う
。
「
月
」
に
は
幸
運
を
意
味
す
る
「
ツ
キ
」

が
掛
け
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
七
ツ
目
の
支
獣
の
紋
は
単
な
る
酒
落
た
飾
り
で
は

な
く
、
開
運
の
御
守
り
と
し
て
の
性
質
を
未
だ
保
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
以
上
の

例

は
、
七
ツ
目
の
支
獣
の
小
型
画
像
の
例
だ
が
、
そ
の
他
、
『
十
二
支
十

二
月
絵
本
』
に
は
、
お
そ
ら
く
信
仰
者
が
七
ツ
目
支
獣
の
存
在
を
常
に
自
分
の
身
近

に
感
じ
る
た
め
の
便
り
と
し
て
で
あ
ろ
う
、
七
ツ
目
支
獣
の
形
象
を
立
体
的
に
表
し

た
物
品
も
用
い
ら
れ
た
事
が
示
さ
れ
て
い
る
。
六
月
の
条
に
「
六
月
ハ
未
の
月
な
れ

七

ツ
目
丑
に
當
る
故
に
丑
を
給
の
懸
物
に
持
て
常
に
信
心
し
て
福
を
得
て
大
に
よ
ろ

し
　
又
ハ
諸
道
具
こ
て
も
丑
の
形
あ
る
も
の
甚
よ
ろ
し
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
だ
ほ
た
せ
ん
せ
い
あ
な
さ
ぐ
り

　
他

に
、
京
都
を
舞
台
と
す
る
洒
落
本
『
虚
辞
先
生
穴
賢
』
（
角
書
「
見
脈
医
術
」
、

安
永
九
〈
一
七
八
〇
〉
年
自
序
、
刊
年
不
明
、
福
隅
軒
蛙
井
作
）
で
は
、
主
人
公
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
は
た
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

医
者
が
或
る
遊
女
に
つ
い
て
、
「
い
く
つ
と
問
へ
ば
廿
の
一
の
と
い
ふ
け
れ
ど
入
レ

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
ま
ん
か
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
に
か
ず
み
　
　
　
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
め

歯
で
ひ
た
ひ
に
し
わ
が
み
へ
綬
高
に
ひ
た
ひ
で
に
ら
む
紅
鏡
か
な
物
に
は
七
つ
目

　
　
　
　
　
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
は
ん
ぽ
う
ご
ろ
　
　
う
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

で

そ
れ
か
ら
年
を
く
り
み
れ
ば
寛
保
頃
の
生
れ
と
お
も
は
れ
」
と
述
べ
る
。
こ
れ

は
、
女
性
の
手
周
り
の
道
具
に
七
ツ
目
支
獣
の
形
を
し
た
金
具
が
付
い
て
い
る
と
い

う
例
で
あ
る
。

　
ま
た
、
合
本
型
往
来
物
『
女
古
状
揃
園
生
竹
』
（
文
政
五
〈
一
八
二
二
〉
年
刊
、
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ま

井
蘭
山
著
、
謙
堂
文
庫
所
蔵
本
）
の
頭
書
部
分
に
は
、
「
七
ッ
め
の
え
と
・
て
午
の

　
　
　
ぶ
　
　
　
　
ね
　
　
も
つ
　
　
こ
し
　
　
も
の
　
こ
し
ら
へ
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
つ
け

年
の
人
武
士
ハ
子
を
以
て
腰
の
物
の
抗
な
ど
に
用
ひ
商
家
ハ
さ
げ
も
の
・
根
付
な

ど
に
す
る
こ
と
あ
り
」
と
あ
る
。

　
江
戸
時
代
の
根
付
に
つ
い
て
は
、
『
根
付
の
研
究
』
（
昭
和
十
八
年
刊
、
上
田
令
吉

著
、
金
尾
文
淵
堂
）
第
七
章
「
根
付
の
意
匠
」
に
、
「
武
士
階
級
以
外
の
者
は
一
般

に
煙
草
入
に
根
付
を
つ
け
て
常
に
之
を
提
げ
る
と
い
ふ
風
が
盛
に
流
行
し
た
の
で
、

勢
ひ
煙
草
入
や
根
付
に
立
派
な
も
の
、
高
債
な
も
の
を
競
ふ
こ
と
・
な
り
、
之
に
凝

る
者
が
非
常
に
多
く
な
つ
た
。
（
中
略
）
其
の
人
の
干
支
が
子
年
で
あ
れ
ば
、
煙
草

入
や

其
の
他
の
も
の
・
意
匠
を
全
部
鼠
に
因
ん
だ
も
の
と
す
る
と
か
、
或
は
此
の
子

年
か
ら
七
つ
違
ひ
の
午
を
以
て
意
匠
と
す
る
と
か
、
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
七
つ

違

ひ
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
何
に
依
っ
た
の
か
典
拠
等
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

『女
古
状
揃
園
生
竹
』
が
伝
え
る
状
況
と
同
趣
の
事
を
述
べ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
現
在
、
江
戸
時
代
に
製
作
さ
れ
た
根
付
を
紹
介
す
る
図
録
類
を
み
る
と
、
必
ず
と

い
っ

て

よ
い
程
、
十
二
支
獣
の
形
の
作
品
例
が
載
っ
て
い
る
が
、
七
ツ
目
信
仰
と
関

わ
り
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
例
は
、
管
見
に
入
る
限
り
で
は
未
だ
無
い
。
し
か

し
、
前
掲
の
資
料
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
ら
十
二
支
獣
の
根
付
の
内
に
は
、
元
々
使
用

者
の
七
ツ
目
を
表
す
た
め
に
作
ら
れ
た
物
が
き
っ
と
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
㈲
七
ツ
目
の
支
獣
が
人
間
の
性
質
を
決
定
す
る
と
い
う
説
に
つ
い
て

　
本
命
の
獣
の
持
つ
性
質
に
よ
っ
て
そ
の
人
の
性
質
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
俗
説
は
、

前
述
の
よ
う
に
、
現
在
も
残
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
俗
説
と
並

ん

で
、
人
間
が
生
ま
れ
つ
き
そ
の
七
ツ
目
の
支
獣
と
同
じ
性
質
を
帯
び
る
と
い
う
俗

説
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
運
を
開
き
人
生
の
将
来
を
左
右
す
る
と
い
う
七
ツ
目
の
支

獣
の

支
配
力
の
及
ぶ
範
囲
が
、
人
間
の
誕
生
時
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
拡
大
解
釈
さ
れ

て

も
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
『
川
柳
評
万
句
合
』
（
明
和
八
〈
一
七
七
一
〉
年
刊
、
雑
俳
）
所
収
の
「
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

つ
目
が
申
で
と
ん
智
も
あ
ら
せ
ら
れ
」
は
、
天
文
十
一
〈
一
五
四
二
〉
年
寅
歳
生
ま

れ
の
徳
川
家
康
に
つ
い
て
、
七
ツ
目
の
支
獣
で
あ
る
猿
の
賢
さ
を
受
け
継
い
だ
せ
い

で
知
恵
者
に
生
ま
れ
つ
い
た
と
言
い
倣
し
て
い
る
。

　
酒
落
本
『
天
岩
戸
』
（
角
書
「
滑
稽
」
、
寛
政
八
〈
一
七
九
六
〉
年
序
、
旭
亭
主
人

作
、
椒
芽
田
楽
に
よ
る
写
本
）
で
は
、
名
古
屋
（
作
者
は
名
古
屋
の
人
）
か
ら
伊
勢

参
宮
に
来
た
男
た
ち
が
、
古
市
の
遊
廓
に
上
り
、
次
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

「困
い
か
に
神
の
居
舛
所
だ
と
て
長
峰
の
お
や
ま
の
よ
ふ
に
紙
を
遣
ふ
も
ね
へ
［
回
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（
2
4
）

七
ツ

目
が
皆
ひ
つ
じ
だ
ろ
う
」

　

当
時
の
人
々
に
羊
は
山
羊
と
共
に
紙
を
食
う
動
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
遊
女

全
員
の
七
ツ
目
が
同
じ
で
あ
る
は
ず
は
な
い
の
で
、
困
の
セ
リ
フ
は
冗
談
で
あ
る
が
、

世
上
で
人
の
性
質
を
評
す
る
時
、
七
ツ
目
の
支
獣
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
事
が
多

か
っ
た
ら
し
い
事
を
思
わ
せ
る
セ
リ
フ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
な
ぶ
　
り
　
ま
が
き

　
ま
た
、
信
濃
国
の
遊
里
を
舞
台
と
し
た
洒
落
本
『
鄙
風
俗
真
垣
』
（
享
和
～
文
化
頃

　
　
（
2
5
）

成
立
か
、
作
者
不
明
、
写
本
）
で
は
、
客
が
遊
女
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
な
と

　
　
ほ

ん
に

わ

つ
ち
杯
は
生
れ
が
子
の
と
し
ゆ
へ
か
と
に
か
く
夜
に
な
る
と
両
方
の

　
　

目
が
は
ち
く
し
て
ね
つ
か
ら
ね
む
ら
れ
ね
い
二
お
め
へ
は
ま
た
生
れ
と
し
が

　
　

た
し
か
よ
く
ね
る
丑
の
と
し
で
そ
の
う
へ
生
れ
日
が
腹
を
辰
の
日
又
生
れ
た
刻

　
　
限

は
客
を
さ
る
の
時
だ
か
ら
ろ
く
な
き
や
く
は
ね
い
は
つ
だ
ホ
ン
ニ
こ
ん
な

　
　
事
ア
あ
ら
そ
わ
れ
ね
い
も
ん
だ
其
し
や
う
こ
は
お
め
へ
七
ッ
目
が
ひ
つ
じ
だ
か

　
　

ら
と
ん
と
夜
昼
紙
を
く
ろ
う
せ
う
は
い
人
と
な
つ
た
は

　
「
紙
を
く
ろ
う
（
喰
ら
う
）
せ
う
は
い
（
商
売
）
人
」
と
は
遊
女
を
指
す
。
右
の

セ

リ
フ
は
、
人
間
が
七
ツ
目
の
支
獣
の
性
質
を
負
う
と
い
う
俗
説
と
、
本
命
の
獣
の

性
質
を
負
う
と
い
う
俗
説
と
が
、
併
存
し
て
い
た
江
戸
時
代
の
状
況
を
よ
く
伝
え
て

い
る
。

　
江
戸
時
代
の
庶
民
に
親
し
ま
れ
た
『
三
世
相
』
の
類
で
は
、
人
の
生
ま
れ
た
年
の

支
・
月
の
支
・
日
の
支
・
刻
限
の
支
が
各
々
何
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
金

運
そ
の
他
の
運
勢
を
断
じ
て
い
る
が
、
右
の
引
用
文
中
で
は
、
そ
れ
が
、
年
・
月
・

日
・
刻
限
を
表
す
十
二
支
獣
の
性
質
に
よ
っ
て
そ
の
人
の
性
質
を
断
ず
る
、
と
い
う

俗
説

に
す
り
変
わ
っ
て
い
る
。
人
の
生
ま
れ
年
の
支
獣
は
、
い
わ
ば
そ
の
人
の
誕
生

に

立

ち
会
う
関
係
者
と
も
い
え
る
か
ら
、
人
が
生
ま
れ
て
来
る
際
に
、
父
母
の
性
質

を
受
け
継
ぐ
の
と
同
様
に
、
本
命
獣
の
性
質
も
受
け
継
ぐ
と
み
る
俗
説
に
は
、
俗
説

な
り
に
、
う
な
ず
け
る
点
も
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
人
の
誕
生
と
は
直
接
的
な

接
触
を
持
た
な
い
七
ツ
目
の
支
獣
の
性
質
を
帯
び
る
と
い
う
俗
説
の
方
に
は
、
あ
か

ら
さ
ま
に
不
自
然
さ
が
目
立
つ
。
お
そ
ら
く
、
本
命
獣
を
そ
の
人
の
持
っ
て
生
ま
れ

し
よ
へ
つ

た
性
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
と
し
て
み
な
す
説
の
方
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
江

戸
後
期
に
至
り
七
ツ
目
信
仰
が
勢
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
七
ツ
目
の
支
獣

が
そ
の
本
命
の
支
獣
の
説
の
中
に
ま
で
入
り
こ
ん
で
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
④
七
ツ

目
の
支
獣
を
対
に
す
る
と
い
う
趣
向
に
つ
い
て

　
従
来
の
錦
絵
研
究
に
お
い
て
、
七
ツ
目
信
仰
に
対
す
る
認
識
不
足
か
ら
そ
の
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
わ
せ
　
　
　
　
　
（
2
6
）

意
義
を
軽
視
さ
れ
て
き
た
作
品
群
に
、
「
七
ツ
目
合
」
物
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
互

い
数
え
て
七
ツ
目
に
当
た
る
同
士
の
支
獣
の
対
（
例
え
ば
鼠
と
馬
）
を
、
美
人
画
の

画
中
に
、
景
物
と
し
て
取
り
合
わ
せ
て
描
く
と
い
う
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
お
の
ず

か

ら
全
六
枚
の
揃
物
の
形
で
版
行
さ
れ
る
事
に
な
る
の
で
、
一
枚
で
完
結
し
て
い
る

他
の
作
品
に
比
べ
て
、
版
元
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
よ
ほ
ど
売
れ
る
と
い
う

確
信
が
強
く
な
け
れ
ば
、
版
行
に
は
踏
み
切
り
に
く
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
「
七
ツ

目
合
」
物
が
、
管
見
に
入
る
限
り
で
も
三
回
版
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
か
ら
、
「
七

ツ
目
合
」
物
を
当
時
の
人
気
作
品
と
し
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

・つ
。

　
「
七
ツ
目
合
」
物
の
内
、
既
に
六
図
全
て
の
所
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
喜

多
川
歌
麿
筆
「
浮
世
七
ツ
目
合
」
（
森
屋
治
兵
衛
版
、
大
判
錦
絵
）
で
あ
る
。
『
浮
世

絵
聚
花
3
　
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
3
』
（
昭
和
五
十
三
年
刊
、
小
学
館
）
巻
末
「
喜
多
川

歌
麿
作
品
目
録
」
（
編
集
部
編
）
に
よ
れ
ば
、
制
作
年
は
寛
政
十
一
〈
一
七
九
九
〉
年

と
割
り
出
さ
れ
て
い
る
。
モ
ノ
ク
ロ
な
が
ら
六
図
全
て
の
図
版
を
掲
載
し
て
い
る
『
ウ

キ
ヨ
エ
図
典
第
1
3
　
歌
麿
』
（
昭
和
三
十
九
年
刊
、
渋
谷
清
編
、
風
間
書
房
）
に
基
づ

い

て
、
各
絵
柄
を
簡
単
に
説
明
す
る
（
仮
に
ー
～
6
と
す
る
）

1
　
子
午
…
…
竹
馬
（
馬
の
首
に
、
ま
た
が
る
た
め
の
棒
と
手
綱
の
付
い
た
遊
具
）

　
を
持
つ
子
供
を
抱
く
女
と
、
ペ
ッ
ト
の
白
鼠
を
手
の
上
で
遊
ば
せ
る
女

2
　
丑
未
…
…
馬
、
及
び
術
に
よ
っ
て
石
に
変
え
ら
れ
る
羊
が
描
か
れ
た
屏
風
を
見

　
る
女
二
人
と
子
供
一
人
【
図
1
0
】

3
　
寅
申
…
…
猿
回
し
の
猿
を
見
る
女
と
、
虎
を
描
い
た
衝
立
に
も
た
れ
る
男
【
図
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1
1
】

4
　
卯
酉
…
…
鶏
を
描
い
た
衝
立
を
背
に
し
て
、
首
の
動
く
兎
の
玩
具
を
持
つ
女
と
、

　
子
供
を
抱
く
女
【
図
1
2
】

5
　
辰
戌
…
…
狩
を
抱
く
女
と
、
龍
を
描
い
た
掛
幅
画
を
広
げ
持
つ
男

6
　
巳
亥
…
…
竹
細
工
の
蛇
を
持
つ
女
と
、
臥
す
猪
を
描
い
た
団
扇
を
持
つ
女
【
図

　
1
3
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　

こ
の
「
浮
世
七
ツ
目
合
」
は
、
一
・
二
図
ず
つ
他
の
図
録
類
に
も
収
録
・
紹
介
さ

れ
て

い

る
が
、
そ
れ
ら
の
内
で
「
浮
世
七
ツ
目
合
」
と
七
ツ
目
信
仰
と
の
関
わ
り
が

指
摘
さ
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
『
「
喜
多
川
歌
麿
」
展
図
録
』
（
平
成
七
年
刊
、
浅
野
秀

剛
・
テ
ィ
モ
シ
ー
ク
ラ
ー
ク
編
、
千
葉
市
美
術
館
）
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
左
に
、

「浮
世
七
ツ
目
合
」
の
解
説
を
引
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
　
と

　
　
七

ツ
目
と
は
七
ツ
目
の
干
支
の
略
で
、
子
で
あ
れ
ば
午
、
丑
で
あ
れ
ば
未
と
い

　
　
う
よ
う
に
、
各
人
の
生
れ
た
年
の
干
支
か
ら
数
え
て
7
番
目
に
当
た
る
干
支
を

　
　
い
う
。
七
ツ
目
の
干
支
は
幸
運
を
招
く
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
絵
に
す
る
こ

　
　
と
も
広
く
行
わ
れ
た
。
ま
た
七
ツ
目
の
干
支
と
の
組
合
せ
も
縁
起
が
よ
い
と
さ

　
　

れ
、
こ
の
作
品
の
シ
リ
ー
ズ
名
と
主
題
は
そ
れ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
画
中

　
　

に
絵
画
・
玩
具
や
動
物
で
、
七
ツ
目
と
な
る
二
つ
の
干
支
を
象
徴
す
る
景
物
を

　
　
入
れ

た
風
俗
画
で
あ
る
。
背
景
白
雲
母
摺
の
6
枚
揃
。

　
右
の
文
中
で
は
「
干
支
」
を
「
支
獣
」
の
意
味
で
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
背

景
が
豪
華
な
白
雲
母
摺
で
あ
る
の
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
が
売
れ
る
事
を
見
込
ん
で
元

手
を
か
け
た
と
解
す
る
事
が
で
き
よ
う
。

　
お

互

い
数
え
て
七
ツ
目
同
志
で
あ
る
支
の
獣
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
形
式
は
、

七

ツ
目
信
仰
の
礼
拝
用
画
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
二
支
獣
を
組
み
合
わ

せ
て

描
く
事
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
か
。

　
当
時
生
活
に
役
立
つ
雑
学
的
知
識
（
迷
信
も
含
む
）
を
満
載
し
た
書
と
し
て
広
く

読

ま
れ
た
大
雑
書
類
を
み
る
と
、
例
え
ば
、
人
の
生
年
の
十
二
支
を
聞
い
て
そ
の
人

の
年
齢
を
割
り
出
す
場
合
に
、
一
々
指
を
折
っ
て
数
え
な
く
て
も
一
目
見
て
す
ぐ
わ

か

る
よ
う
に
、
便
利
な
早
見
表
的
な
記
事
が
時
々
載
っ
て
い
る
。
「
七
ツ
目
合
」
物

は
、
あ
る
い
は
こ
の
類
の
記
事
に
ヒ
ン
ト
を
得
、
各
々
の
人
の
七
ツ
目
に
当
た
る
支

獣
が
何

な
の
か
を
一
目
み
て
知
る
事
が
で
き
る
よ
う
、
早
見
表
的
な
性
格
を
期
待
し

て

企
画
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
実
用
性
の
他
、
二
支
獣
の
組
み
合
わ
せ
の
絵
柄
に
は
、
縁
起

物
と
し
て
の
性
格
も
付
与
さ
れ
て
い
た
事
は
、
右
引
用
文
中
に
も
あ
る
通
り
だ
ろ
う
。

七
ツ
目
の
支
（
支
獣
で
は
な
い
）
同
志
の
組
み
合
わ
せ
を
、
相
性
の
よ
い
目
出
度
い

組
み

合

わ
せ
と
し
て
喜
ぶ
風
潮
（
後
述
）
が
当
時
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
観
念
上
の

組
み
合
わ
せ
を
、
獣
の
姿
を
以
て
可
視
的
に
表
現
し
た
も
の
が
「
七
ツ
目
合
」
物
で

あ
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
こ
の
「
七
ツ
目
合
」
物
の
購
入
者
た
ち
は
、
自
分
の
生
年

と
は
関
係
な
く
、
七
ツ
目
の
支
獣
が
対
に
な
っ
て
い
る
状
態
そ
の
も
の
を
喜
ん
だ
の

で
あ
ろ
う
。

　
「
浮
世
七
ツ
目
合
」
は
好
評
だ
っ
た
と
み
え
、
同
じ
版
元
か
ら
、
文
化
三
二
八

〇
六
〉
年
以
降
に
二
代
喜
多
川
歌
麿
筆
「
青
棲
美
人
七
ツ
目
合
」
（
間
判
錦
絵
）
が
版

行
さ
れ
た
。
「
喜
多
川
歌
麿
作
品
図
録
」
に
は
、
所
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
図
と
し

て
、
「
鶴
屋
内
　
菅
原
」
と
い
う
作
品
名
の
み
が
載
っ
て
い
る
。
平
成
十
年
二
月
十

日
～
三
月
一
日
に
催
さ
れ
た
「
大
歌
麿
展
」
（
上
野
の
森
美
術
館
）
に
、
「
青
模
美
人

七

ツ
目
合
　
松
葉
屋
内
　
粧
ひ
」
（
ラ
イ
デ
ン
国
立
民
族
学
博
物
館
所
蔵
）
と
題
す
る

図
が
出
品
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
「
鶴
屋
内
　
菅
原
」
と
同
じ
揃
の
中
の
一
図
か

と
思
わ
れ
る
。
絵
柄
は
、
抑
を
抱
く
遊
女
の
大
首
絵
で
、
画
面
左
上
に
巻
物
を
開
い

た
形
の
コ
マ
絵
が
あ
り
龍
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
浮
世
七
ツ
目
合
」
と
異
な
り
、
二

支
獣
の
内
、
一
獣
を
コ
マ
絵
で
表
し
脇
役
に
回
し
て
い
る
事
か
ら
、
も
し
か
す
る
と
、

十
二
獣
を
そ
れ
ぞ
れ
主
役
と
す
る
必
要
上
、
十
二
枚
揃
の
形
で
版
行
さ
れ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
今
の
所
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

　

こ
の
他
、
玉
川
舟
調
筆
「
風
流
七
ツ
目
絵
合
」
（
江
崎
屋
吉
兵
衛
版
、
大
判
錦
絵
）

の
内
、
「
子
午
」
の
図
が
『
東
京
国
立
博
物
館
図
版
目
録
・
浮
世
絵
版
画
篇
・
中
』
（
昭

和
三
十
七
年
刊
）
に
、
ま
た
「
巳
亥
」
の
図
が
『
秘
蔵
浮
世
絵
大
観
二
　
大
英
博
物
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1
』
（
昭
和
六
十
二
年
刊
、
楢
崎
宗
重
編
、
講
談
社
）
に
、
と
も
に
モ
ノ
ク
ロ
図
版

と
し
て
載
っ
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。
『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
第
二
巻
　
浮
世

絵
師
』
に
よ
れ
ば
、
舟
調
の
作
画
期
間
は
寛
政
～
享
和
年
間
と
さ
れ
る
の
で
、
「
風

流
七

ツ
目
絵
合
」
は
、
歌
麿
筆
「
浮
世
七
ツ
目
合
」
と
近
い
時
期
の
作
品
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
「
子
午
」
図
【
図
1
4
】
の
絵
柄
は
、
手
の
上
で
白
鼠
を
遊
ば
せ
る
女
の

大
首
絵
に
添
え
て
、
画
面
左
上
へ
、
開
い
た
巻
物
に
馬
を
描
い
た
コ
マ
絵
を
配
し
た

も
の
だ
が
、
こ
の
女
性
の
像
は
、
歌
麿
の
「
子
午
」
図
に
描
か
れ
た
女
の
一
人
（
向

か
っ

て

右
）
と
、
ポ
ー
ズ
・
着
物
の
着
付
な
ど
が
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
「
巳
亥
」

図
は
、
幼
児
に
ほ
お
ず
り
す
る
女
の
大
首
絵
に
、
コ
マ
絵
と
し
て
猪
を
描
い
た
巻
物

を
添
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
幼
児
が
手
に
し
て
い
る
竹
細
工
の
蛇
の
玩
具
は
、

歌
麿
の
「
巳
亥
」
図
に
も
景
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
類
似
性
か
ら
推

し
て
、
「
風
流
七
ツ
目
絵
合
」
は
、
歌
麿
の
「
浮
世
七
ツ
目
合
」
シ
リ
ー
ズ
に
倣
っ
て

製
作
さ
れ
た
作
品
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
出
「
青
棲
美
人
七
ツ
目

合
」
の
コ
マ
絵
は
、
こ
の
「
風
流
七
ツ
目
絵
合
」
の
コ
マ
絵
の
模
倣
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
。

　
以
上
の

「七
ツ

目
合
」
物
は
、
現
時
点
で
は
未
だ
そ
の
所
在
も
確
認
さ
れ
て
い
な

い

図
が
多
数
あ
る
と
い
う
状
態
だ
が
、
そ
の
文
化
史
上
の
価
値
が
正
当
に
認
識
さ
れ
、

今
後
調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

②
七
ツ
目
の
十
二
支
獣
を
尊
ぶ
べ
き
根
拠

　
十
二
支
は
、
年
を
表
す
以
外
に
、
月
・
日
・
方
位
等
を
表
す
の
に
も
用
い
ら
れ
て

き
た
。
古
く
か
ら
人
々
の
間
で
は
、
毎
日
の
吉
凶
を
知
る
た
め
に
は
暦
が
、
ま
た
方

位
に

つ
い
て

の
吉
凶
を
知
る
た
め
に
は
方
鑑
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
暦
や
方

鑑
類
で

は
、
十
二
支
の
一
つ
の
支
に
そ
の
七
ツ
目
の
支
が
対
応
し
て
い
る
状
態
を
、

と
り
わ
け
「
凶
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
説
は
人
々
の
日
常
生
活
の
中
に
深
く
根
を

お
ろ
し
て
お
り
、
既
に
一
種
の
社
会
通
念
に
も
近
く
な
っ
て
い
た
。
江
戸
時
代
後
期

に
な
っ
て
七
ツ
目
信
仰
が
急
速
に
隆
盛
し
て
き
た
時
、
古
来
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
月

日
・
方
位
に
関
す
る
吉
凶
説
に
て
ら
し
て
み
て
、
何
故
七
ツ
目
支
獣
が
信
仰
の
対
象

と
な
り
う
る
の
か
、
違
和
感
を
覚
え
る
人
々
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
、

七
ツ

目
信
仰
は
、
た
だ
単
な
る
典
拠
不
明
の
俗
信
で
は
な
く
、
通
行
の
十
二
支
の
吉

凶
説
と
矛
盾
す
る
大
変
不
条
理
な
新
興
の
俗
信
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う

一
面
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
ω
暦
注
と
七
ツ
目
信
仰

　
日
々
の
吉
凶
を
表
す
暦
注
の
一
つ
に
、
「
十
二
直
」
が
あ
る
。
「
十
二
直
」
と
は
、

或

る
日
の
支
が
、
そ
の
月
を
表
す
支
か
ら
み
て
、
幾
ツ
違
い
に
当
た
る
か
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
た
つ
　
　
の
ぞ
く
　
み
つ
　
　
た
い
ら
　
さ
だ
ん
　
と
る
　
　
や
ぶ
る
　
あ
や
ぶ
　
な
る
　
　
お
さ
ん
　
ひ
ら
く
　
と
づ

そ
の
関
係
を
建
・
除
・
満
・
平
・
定
・
執
・
破
・
危
・
成
・
収
・
開
・
閉
と
称

し
、
そ
れ
ぞ
れ
吉
凶
・
禁
忌
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
一
月
な
ら
、
月
の
支

「寅
」
に
対
し
て
、
寅
の
日
は
建
・
卯
の
日
は
除
・
辰
の
日
が
満
・
巳
の
日
が
平
・

午
の
日
が
定
・
未
の
日
が
執
・
申
の
日
が
破
・
酉
の
日
が
危
・
戌
の
日
が
成
・
亥
の

日
が
収
・
子
の
日
が
開
・
丑
の
日
が
閉
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ょ
く
き
つ
き
ょ
う

　
『
暦
日
諺
解
』
（
寛
政
元
〈
一
七
八
九
〉
年
刊
、
柳
精
子
著
）
の
「
十
二
直
吉
凶

げ
ん

か

い

諺
解
」
に
は
、

　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い
た
い

　
　
破
　
酬
ふ
訓
（
中
略
）
十
二
支
の
相
封
す
る
も
の
な
り
　
た
と
ヘ
ハ
正
月
ハ
寅

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
る
　
　
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い
む
か
ひ
た
い

　
　
の
月
也
　
寅
ハ
申
に
封
す
　
ミ
な
七
ツ
目
な
り
　
相
向
封
す
れ
バ
か
な
ら
ず

　
　
た
シ
か
　
ゆ
ゑ
　
や
ぶ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
い
に
ん
　
　
こ
ろ
　
し
ゅ
つ
ち
ん
ぎ
ょ
れ
う
ふ
く
や
く
と
う

　
　
戦
ふ
故

に
破
と
云
　
此
日
は
罪
人
を
殺
し
出
陣
漁
猟
服
薬
等
に
ハ
吉
日
也

　
　
す
べ
　
　
ぜ
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
∀

　
　
凡
て

善
事
に
ハ
凶
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い
む
か
ひ
た
い

と
あ
る
。
一
ツ
目
の
支
と
七
ツ
目
の
支
が
「
相
向
封
す
」
と
は
、
時
間
軸
上
か
ら

は

理
解
し
づ
ら
い
が
、
各
支
が
平
面
上
の
十
二
方
位
に
配
当
さ
れ
て
い
る
さ
ま
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
の
表
現
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
、
善
事
一
般
何
を
や
っ
て
も
う
ま
く

い
か

な
い
日
と
さ
れ
る
「
破
」
の
日
は
、
十
二
直
の
内
で
も
最
も
運
勢
の
悪
い
日
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
十

二
直
は
月
日
の
十
二
支
に
関
す
る
吉
凶
説
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
を
年
を
表
す
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十
二
支
の
上
に
も
応
用
し
て
考
え
る
と
、
生
年
の
支
に
対
し
て
七
ツ
目
の
支
獣
の
絵

や
彫
刻
を
用
い
る
事
は
、
吉
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
大
凶
と
い
う
事
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
や
や
時
代
の
下
る
資
料
だ
が
、
『
永
代
大
雑
書
万
暦
大
成
』
（
角
書
「
天
保
新
選
」
、

天
保
十
三

△

入
四
二
〉
年
刊
）
に
は
、
「
破
」
の
義
に
そ
の
ま
ま
従
い
つ
つ
も
、

そ
の
中
か
ら
七
ツ
目
を
信
仰
す
べ
き
理
由
を
見
出
そ
う
と
し
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ぶ
る

『暦

日
諺
解
』
の
記
事
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
「
破
」
の
解
説
の
全
文
を
左

に
引
用
す
る
。

　
　
や
ぶ
る
　
　
　
　
　
　
　
と
へ
い
あ
い
つ
く
　
　
　
く
わ
つ
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
と
ら

　
　
破
　
此
日
ハ
斗
柄
相
衝
と
て
月
建
か
ら
七
ツ
め
の
日
な
り
　
正
月
の
建
寅
な

　
　
　
　
と
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
あ
ひ
む
か
へ
た
シ
か
ふ
　
　
　
　
　
　
　
き
ず
つ
き
や
ぶ

　
　
れ
ば

寅
よ
り
七
ツ
め
ハ
申
な
り
　
そ
れ
物
相
向
ば
闘
た
・
か
へ
ば
傷
破
ら
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
む
か
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ヒ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
ら
　
　
や
ぶ

　
　
七
ツ
め
は
い
つ
れ
も
相
向
て
あ
ら
そ
ひ
闘
ふ
な
り
　
た
・
か
へ
ば
必
ず
破
ら

　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
と
へ
い
あ
い
つ
く
　
　
　
く
わ
つ
け
ん
　
　
と
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
る
　
た
ト
か
　
　
　
さ
る
　
　
や
ふ

　
　

る
・
故
に
斗
柄
相
衝
と
ハ
月
建
の
寅
と
七
ツ
目
の
申
と
闘
ひ
て
申
を
破
る
と

　
　
　
　
ぎ
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
や
ふ
る
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
に
ん
　
　
つ
ミ
　
　
い
く
さ
　
　
い
だ
　
す
な
ど
り
か
り
　
く
す
り

　
　
い
ふ
義
也
　
故
に
破
と
名
つ
く
　
此
日
ハ
罪
人
を
刑
し
師
を
出
し
漁
猟
し
薬

　
　
　
の
ミ
　
　
　
　
　
と
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
ほ
か
　
　
こ
と
　
　
　
　
あ
く
に
ち
　
　
　
　
　
も
ち

　
　
を
飲
そ
む
る
等
に
吉
日
な
り
　
其
外
の
事
に
ハ
悪
日
な
り
　
用
ゆ
べ
か
ら
ず

　
　
　
ち
な
ミ
　
い
ハ
く
　
そ
く
　
　
え
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ら
　
　
と
し
　
　
さ
る
　
　
お
も
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
と
り

　
　
○

因
に
日
俗
に
支
の
七
ツ
目
と
て
寅
の
年
ハ
申
を
重
ん
じ
卯
の
年
ハ
酉
を

　
　
あ
ひ
　
　
　
　
　
あ
ひ
む
か
ふ
　
あ
ら
そ
　
た
パ
か
　
え
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
ミ

　
　
愛
す
る
ハ
相
封
て
争
ひ
闘
ふ
支
な
れ
ば
是
を
愛
し
重
ん
じ
て
身
に
あ
ら
そ
ひ

　
　
　
け
　
が
あ
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
つ
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
そ
　
た
シ
か

　
　
事
怪
我

過
ち
の
な
き
や
う
月
建
と
七
ツ
目
と
争
ひ
闘
ふ
が
こ
と
く
人
と
あ
ら

　
　
　
た
・
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
し
め
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
そ
ひ
闘
ふ
べ
き
か
ら
ず
と
の
誠
な
り
と
し
る
べ
し

　
つ
ま
り
、
あ
る
支
に
と
っ
て
七
ツ
目
の
支
は
元
来
敵
対
関
係
に
あ
る
存
在
だ
が
、

敢
え
て
自
分
の
敵
で
あ
る
支
を
尊
重
す
る
事
に
よ
っ
て
、
他
人
と
争
っ
て
は
い
け
な

い
事
を
常
に
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
効
果
が
あ
る
、
と
い
う
。
七
ツ
目
信
仰
の
基
本

精
神
に
つ
い
て
の
、
こ
の
逆
説
的
な
説
明
は
、
七
ツ
目
信
仰
隆
盛
後
に
　
「
破
」
の

説
と
の
矛
盾
点
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
で
付
会
さ
れ
た
と
い
う
可
能

性
も
あ
り
、
七
ツ
目
信
仰
発
生
当
初
か
ら
説
か
れ
て
い
た
も
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し

い
も
の
で
あ
る
。

②
方
鑑
と
七
ツ
目
信
仰

方
鑑
に
は
、
方
位
の
吉
凶
を
司
る
八
将
神
、

す
な
わ
ち
太
歳
神
・
大
将
軍
・
太
陰

神
・
歳
刑
神
・
歳
破
神
・
歳
殺
神
・
黄
幡
神
・
豹
尾
神
に
つ
い
て
の
解
説
が
含
ま
れ

て

い
る
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
八
将
神
は
、
一
年
ご
と
の
支
に
対
し
て
、
そ
の
支
の
年
は
ど
の

支
の

方
位
に
座
す
か
と
い
う
事
が
そ
れ
ぞ
れ
に
決
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
太
歳
神

は
、
毎
年
、
そ
の
年
の
支
と
同
じ
支
の
方
位
（
例
え
ば
子
歳
な
ら
北
）
に
位
置
し
、

ま
た
大
将
軍
は
亥
・
子
・
丑
歳
は
酉
の
方
位
に
、
寅
・
卯
・
辰
歳
は
子
の
方
位
に
、

巳
・
午
・
未
歳
は
卯
の
方
位
に
、
申
・
酉
・
戌
歳
は
午
の
方
位
に
位
置
す
る
、
と
い

う
よ
う
に
各
々
違
っ
た
法
則
性
を
以
て
移
動
を
す
る
。

　
『
方
鑑
精
義
大
成
』
（
角
書
「
家
相
必
用
」
、
享
和
四
〈
一
八
〇
四
〉
年
刊
、
松
浦
久

信
著
）
よ
り
、
歳
破
神
の
解
説
を
次
に
引
用
す
る
。

　
　
　
ミ
ぎ
た
ゐ
さ
い
ゐ
　
む
か
ひ
の
か
た
　
　
　
ま
い
ね
ん
さ
い
は
め
ぐ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ゃ
く
じ
だ
ゐ
き
や
う
は
う
ゐ
　
　
な

　
　
○
右
大
歳
位
の
封
方
に
ハ
毎
年
歳
破
巡
て
（
中
略
）
百
事
大
凶
方
位
と
成

　
　
る
な
り
（
中
略
）

　
　
　
た
い
さ
い
　
　
め
ぐ
り
　
ね
ど
し
　
　
　
ね
　
　
　
か
た
う
し
ど
し
　
　
う
し
　
　
　
　
と
ら
ど
し
　
　
と
ら
　
　
か
た
　
　
マ
マ
よ

　
　
口
太
歳
の

所

在
子
年
ハ
子
の
方
丑
年
ハ
丑
の
方
寅
歳
ハ
寅
の
方
に
あ
飴
も

　
　
こ
れ
に
な
ぞ
ら
ふ

　
　
准
レ
之

　
　
　
　
　
さ
い
は
　
　
め
ぐ
り
　
　
い
つ
さ
い
ち
う
た
ゐ
さ
い
　
た
ゐ
　

む

か

　

　

　

ミ
や
ぶ
　
　
　
　
　
　
か
た

　
　
（
中
略
）
歳
破
の
所
座
ハ
一
歳
中
大
歳
に
封
し
向
ふ
て
衝
破
ら
る
・
の
方
な
り

　
　
ゆ
へ
　
　
と
し
　
　
や
ぶ
　
　
　
　
　
が
う
　
　
（
3
0
＞

　
　
故
に

歳
に

破

る
・
の
号
あ
り

　

こ
の
文
中
に
「
七
ツ
目
」
と
い
う
語
は
直
接
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
太
歳
神

の
位
置
す
る
方
位
か
ら
一
八
〇
度
の
方
位
1
い
わ
ば
、
そ
の
年
の
支
に
対
し
て
「
七

ツ
目
」
の
支
が
表
す
方
位
ー
が
歳
破
神
の
座
す
所
で
あ
り
、
大
凶
と
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
十
二
方
位
の
内
一
八
〇
度
の
開
き
の
あ
る
二
方
位
が
相
対
す
る
と
い

う
事
を
、
方
鑑
の
よ
う
に
「
対
決
す
る
」
状
態
と
は
考
え
ず
に
、
礼
儀
正
し
く
対
面

し
て
い
る
状
態
と
し
て
と
ら
え
直
す
事
に
よ
っ
て
、
七
ツ
目
を
信
仰
す
べ
き
理
由
を

説
明
し
よ
う
と
し
た
例
が
あ
る
。

　
読
本
『
続
新
斎
夜
語
』
（
安
永
八
〈
一
七
七
九
〉
年
刊
、
梅
朧
館
主
人
作
・
路
朝
画
）

　
　
　
　
　
ゐ
く
は
ん
な
に
か
し
け
ん
そ
う
　
　
な
シ
　
　
め
　
　
し
し
や
う

巻
三
の
七
「
瞥
官
某
劒
相
井
七
ツ
目
の
岐
象
を
難
す
」
に
は
、
あ
る
大
名
家
に

仕
え
る
老
医
が
そ
の
家
中
の
者
に
、
徒
ら
に
縁
起
を
か
つ
ぐ
事
の
な
い
よ
う
教
訓
す

る
場
面
が
あ
り
、
作
者
は
こ
の
老
医
の
口
を
借
り
て
、
七
ツ
目
信
仰
に
つ
い
て
次
の
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よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
き
ん
せ
い
む
ま
　
　
と
し
　
　
　
な
シ
　
　
　
　
　
し
し
や
う
　
　
つ
ね
　
　
　
　
　
と
き
　
　
り
つ
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
ひ
と
こ
れ

　
　
近
世
生
れ
年
よ
り
七
ツ
目
の
岐
象
を
常
に
見
る
時
は
立
身
す
る
と
て
。
我
人
是

　
　
　
さ
ゆ
う
　
く
は
ん
ふ
つ
　
　
も
と
　
　
　
は
な
は
た
し
き
　
　
き
う
は
　
　
　
い
く
は
ん
　
ち
ゃ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
き
し
ょ
う

　
　

を
座
右
の
玩
物
に
求
め
。
甚
敷
は
牛
馬
に
衣
冠
を
着
せ
し
め
て
。
壁
上
に

　
　
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
な
に
ひ
と
　
　
て
ん
　
　
い
つ
　
　
　
　
し
ょ
　
　
あ
り
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
た
き
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
を
う
か

　
　
顔

す
る
有
。
何
人
の
傳
。
何
れ
の
書
に
在
と
云
事
も
未
聞
か
す
。
是
も
愚
に

　
　
あ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
は
う
　
　
は
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
た
い
　
　
　
　
ね
　
　
む
ま
　
　
む
か

　
　
按
ず
る
に
十
二
支
を
十
二
方
に
配
し
て
七
ツ
め
は
正
封
也
。
子
の
午
に
向
ひ
。

　
　
う
　
　
と
り
　
　
た
い
　
　
　
　
　
こ
と
　
　
　
　
し
か
　
　
　
　
せ
い
ゐ
　
　
う
し
な
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ょ
う
じ
　
　
　
　
　
　
れ
い

　
　
卯
の
酉
に
封
す
る
が
如
し
。
然
れ
ば
正
位
を
失
は
さ
る
の
標
示
に
し
て
礼
に

　
　
た
つ
　
　
　
　
か
な
ら
す
ほ
う
　
　
た
ベ
マ
マ
　
　
　
き
み
　
う
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
と
　
　
　
そ
の
せ
ん
し
　
　
た
つ
と
く

　
　
立

と
き
ハ
必
方
を
正
く
し
て
君
に
疑
は
し
め
ず
と
云
か
如
く
。
其
瞭
視
を
尊

　
　
　
（
3
1
）
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
　
　
し
し
ょ
う
　
せ
い
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
の
　
お
こ
な
　
せ
い
と
う

　
　

す
る
の
意
な
ら
ん
。
是
も
其
支
象
の
正
封
を
は
見
な
が
ら
己
か
行
ひ
正
道
を

　
　
う
し
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
　
　
ゑ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
く
し
ん
　
　
じ
ん
ふ
く
　
　
ゑ
が

　
　
失
ひ
た
ら
ん
に
は
何
の
益
か
有
べ
き
。
し
か
の
み
な
ら
ず
畜
身
に
人
服
を
画
け

　
　
　
　
　
く
は
ん
ふ
く
　
　
け
か
　
　
に
ん
め
う
し
う
し
ん
　
　
へ
う
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
な
い
　
　
ち

　
　

る
事
。
官
服
を
稜
し
人
面
獣
身
を
標
す
る
に
似
た
り
。
其
上
畿
内
の
地
に
て

　
　
　
む
ま
れ
と
し
　
　
し
し
ょ
う
　
　
　
　
　
み
き
　
　
せ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
す
い
と
　
　
よ
つ
　
　
こ
と

　
　

は
生
年
の
支
象
を
も
て
右
の
説
を
な
す
を
思
へ
ば
。
是
も
水
土
に
依
て
異
な

　
　
　
　
は
な
は
た
お
1
3
つ
か
　
　
（
3
2
）

　
　

る
に
や
甚
覚
束
な
し
。

　
文
中
の
「
支
象
」
と
は
「
支
獣
」
と
同
義
で
あ
る
。
こ
の
作
者
は
、
七
ツ
目
の
支

獣
に
神
性
を
認
め
て
お
ら
ず
、
衣
冠
を
着
し
た
様
式
の
画
像
に
対
し
批
判
的
で
あ
る
。

七
ツ

目
信
仰
の
意
義
に
つ
い
て
作
者
の
所
説
を
ま
と
め
る
と
、
十
二
方
位
の
内
、
子

と
午
、
卯
と
酉
等
、
七
ツ
目
同
志
の
二
支
は
お
互
い
真
直
に
向
き
合
う
位
置
関
係
に

あ
り
、
相
手
に
対
し
て
礼
に
か
な
っ
た
視
線
の
注
ぎ
方
を
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に

倣
っ
て
人
間
も
七
ツ
目
の
支
獣
に
常
に
向
か
い
合
い
注
目
す
る
の
が
礼
儀
正
し
い
態

度
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
七
ツ
目
信
仰
が
礼
法
の
訓
練
で
あ
る
か
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
相
手
と
対
面
す
る
際
に
視
線
を
脇
に
外
ら
し
た
り
せ
ず
真
直
に
注
ぐ
の
を
良
し
と

す
る
考
え
方
は
、
お
そ
ら
く
『
礼
記
』
の
「
曲
礼
下
」
の
「
凡
視
、
上
二
於
面
一
則
放
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ん
　
　
　
　
の
ぼ
　
　
　
す
な
は
　
　
お
ご
　
　
　
　
お
び

下
二
於
帯
一
則
憂
、
傾
則
姦
。
」
（
凡
そ
視
る
こ
と
、
面
よ
り
上
れ
ば
則
ち
放
り
、
帯
よ

　
く
だ
　
　
　
す
な
は
　
う
れ
　
　
　
　
か
た
む
　
　
　
す
な
は
　
　
か
ん

り
下
れ
ば
則
ち
憂
へ
、
傾
け
ば
則
ち
姦
あ
り
。
）
（
通
釈
、
お
よ
そ
視
線
が
相
手
の
顔

よ
り
も
上
に
い
っ
て
は
傲
慢
と
な
り
、
帯
よ
り
下
に
（
伏
し
目
に
）
な
っ
て
は
、
心

に

憂
い
が
あ
る
よ
う
に
見
え
、
ま
た
頭
を
か
し
げ
て
脇
見
を
す
る
の
は
、
良
か
ら
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

思

い
を
抱
く
よ
う
に
見
え
る
。
）
に
も
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
作
者
の
以
上
の
説
は
、
七
ツ
目
支
獣
の
絵
像
を
壁
に
掛
け
て
常
に
「
見
る
」

と
い
う
基
本
的
ス
タ
イ
ル
を
念
頭
に
置
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
一
八
〇
度
開
い
た
方

位
を
表
す
二
支
の
よ
う
に
、
七
ツ
目
支
獣
と
人
間
も
対
面
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
が
、

対
面
す
る
両
者
の
間
に
は
特
に
上
下
関
係
は
な
く
お
互
い
に
礼
を
尽
く
し
合
う
か
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
七
ツ
目
支
獣
の
方
か
ら
も
人
間
に
対
し
敬
意

の

こ
も
っ
た
視
線
を
投
げ
か
け
る
か
の
よ
う
に
う
け
と
れ
る
説
で
あ
る
。

　
七

ツ
目
を
尊
ぶ
べ
き
わ
け
を
説
明
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
事
が
う
か
が
え
る
。

　
③
附
‥
本
命
の
獣
を
尊
ぶ
説
に
つ
い
て

　
先
に

引
い
た
『
続
新
斎
夜
語
』
で
は
、
畿
内
、
す
な
わ
ち
山
城
・
大
和
・
河
内
・

和
泉
・
摂
津
の
五
国
に
お
い
て
は
、
七
ツ
目
の
代
わ
り
に
本
命
の
支
獣
に
礼
を
つ
く

す
の
で
あ
っ
て
、
地
域
に
よ
っ
て
尊
ぶ
支
獣
が
異
な
る
よ
う
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、

本
当
に
当
時
の
畿
内
で
は
七
ツ
目
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
事
を
確
認
す
る
た
め
に
、
特
に
③
を
設
け
る
事
に
し
た
。

　
『
義
太
夫
年
表
』
等
に
依
れ
ば
、
『
続
新
斎
夜
語
』
に
先
立
つ
安
永
四
〈
一
七
七
五
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
か
い
ど
う
し
ち
り
の
わ
た
し

年
二
月
に
、
大
坂
竹
本
座
に
て
、
浄
瑠
璃
『
東
海
道
七
里
艇
梁
』
（
近
松
半
二
・
栄
善

平
・
八
民
平
八
作
）
が
初
演
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
段
目
に
は
、
謀
反
の
連
判
状
に
、

伊
勢
国
の
城
主
・
今
出
川
家
の
用
い
る
龍
の
判
が
押
さ
れ
て
い
る
事
を
と
が
め
ら
れ

た
家
臣
の
者
が
、
主
君
の
た
め
に
反
駁
す
る
次
の
よ
う
な
セ
リ
フ
が
あ
る
。

　
　
主
人
代
々
龍
の
判
を
、
先
祖
よ
り
用
ひ
來
り
し
庭
、
只
今
の
左
馬
頭
世
を
継
醐
、

さ
る
相
者
に
人
相
を
窺
は
せ
し
に
、
龍
の
判
は
殿
の
性
に
相
慮
せ
ず
、
必
其
身

に
禍
有
べ
し
、
但
し
卯
の
年
の
生
れ
な
れ
ば
、
此
十
二
支
よ
り
七
つ
目
の
鶏
を

寵
愛
し
給
は
“
、
御
壽
命
長
久
安
穏
た
る
べ
し
と
、
相
者
が
占
ひ
の
表
に
ま
か

せ
、
御
覧
の
如
く
、
居
間
の
天
井
建
具
迄
、
鶏
を
書
か
せ
彫
せ
、
其
外
手
廻
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
し
ろ

道
具
迄
残
ら
ず
、
鶏
の
形
を
用
ふ
、
別
し
て
判
は
其
身
の
　
、
第
一
の
謹
な
れ

ば
、
此
時
よ
り
改
め
て
鶏
の
判
を
用
ひ
、
身
に
不
吉
成
龍
の
判
は
、
其
時
疾
に

焼
捨

た
り
、
其
事
を
知
ず
し
て
、
今
出
川
家
は
龍
の
判
と
見
聞
傅
へ
、
能
加
減
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（
M
）

　
　
に
持
へ
た
は
、
必
定
主
人
に
意
趣
あ
る
奴
、

　
今
出
川
家
の
居
城
の
あ
る
伊
勢
国
は
畿
内
で
は
な
い
が
、
五
畿
に
隣
接
す
る
国
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
今
出
川
家
の
物
語
が
上
演
さ
れ
た
場
所
が
大
坂
竹
本
座
で
あ

る
と
い
う
事
か
ら
、
畿
内
で
も
江
戸
同
様
に
七
ツ
目
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
確

実
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
の
他
『
続
新
斎
夜
語
』
の
す
ぐ
後
に
京
都
で
書
か
れ
刊
行
さ
れ
た
酒
落
本
『
風

俗
三
石
士
』
（
安
永
後
半
期
か
天
明
初
年
頃
成
立
、
弘
化
元
〈
一
八
四
四
〉
年
刊
）
や

あ
だ
ぼ
た
せ
ん
せ
い
あ
な
さ
ぐ
り

『虚
辞
先
生

穴
賢
』
（
角
書
「
見
脈
医
術
」
、
安
永
九
〈
一
七
八
〇
〉
年
自
序
、
刊
年

不
明
）
は
共
に
京
都
を
舞
台
と
す
る
作
品
だ
が
、
こ
れ
ら
の
中
に
七
ツ
目
信
仰
に
ふ

れ

た
部
分
（
前
掲
）
が
あ
る
。
ま
た
、
畿
内
以
外
の
資
料
と
し
て
、
名
古
屋
で
書
か

れ
伊
勢
を
舞
台
と
す
る
酒
落
本
『
天
岩
戸
』
（
角
書
「
滑
稽
」
、
寛
政
八
〈
一
七
九
六
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
な
ぶ
　
り
　
ま
が
き

年
序
、
写
本
）
、
信
濃
を
舞
台
と
す
る
酒
落
本
『
鄙
風
俗
真
垣
』
（
享
和
～
文
化
頃
成

立

か
、
作
者
不
明
、
写
本
）
に
も
、
七
ツ
目
信
仰
に
関
す
る
記
述
（
前
掲
）
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
例
か
ら
総
合
的
に
判
断
す
る
に
、
七
ツ
目
信
仰
の
流
行
は
、
江
戸
や
五

畿
の
み

な
ら
ず
、
広
く
日
本
各
地
に
及
ん
で
い
た
、
と
い
う
表
現
が
可
能
の
よ
う
で

あ
る
。

　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
『
続
新
斎
夜
語
』
が
、
畿
内
で
は
七
ツ
目
に
代
わ
っ
て
本
命

の
獣
を
尊
ぶ
な
ら
い
で
あ
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
の
は
、
何
ら
か
の
特
別
な

意
図
が
あ
っ
て
の
事
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
正
保
三
〈
一
六
四
六
〉
年
戌
歳
生
ま
れ
の
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
は
、
周
知
の
通
り
、

あ
ら
ゆ
る
生
物
の
内
で
も
と
り
わ
け
自
ら
の
本
命
の
獣
で
あ
る
犬
を
愛
護
す
る
政
策

を
打
ち
出
し
、
ま
た
遺
品
の
犬
型
湯
た
ん
ぽ
（
日
光
山
輪
王
寺
所
蔵
）
が
物
語
る
よ

う
に
身
辺
の
道
具
類
に
も
犬
の
形
の
物
を
愛
用
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
本
命
獣
尊
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

の
姿
勢
は
、
元
は
と
い
え
ば
全
て
僧
隆
光
の
進
言
か
ら
始
ま
っ
た
事
で
あ
っ
た
。
そ

の
隆
光
の
出
身
地
が
、
大
和
国
で
あ
る
。
従
っ
て
、
綱
吉
の
犬
愛
護
令
は
、
畿
内
（
出

身
者
）
に
端
を
発
し
た
本
命
獣
信
仰
、
と
言
い
倣
す
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な

い
。

　
『
続
新
斎
夜
語
』
の
作
者
が
、
実
際
に
当
時
の
畿
内
に
お
い
て
、
特
に
本
命
獣
信

仰
だ
け
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
敢
え
て
、
行
わ
れ

て

い

る
と
書
い
た
裏
に
は
、
寵
僧
隆
光
の
過
度
の
本
命
獣
尊
重
の
態
度
を
、
そ
れ
と

は
名
指
さ
ず
し
て
調
刺
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。　

右
の
点
に
留
意
せ
ず
に
読
む
な
ら
ば
、
『
続
新
斎
夜
語
』
刊
行
当
時
、
畿
内
で
は

専
ら
本
命
獣
が
、
ま
た
江
戸
近
辺
で
は
専
ら
七
ツ
目
支
獣
が
信
仰
さ
れ
、
東
西
の
断

絶
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
て
し
ま
う
が
、
実
際
は
そ
の
よ
う
な
地
域
間

格
差
は

な
く
、
前
に
も
述
べ
た
が
、
七
ツ
目
信
仰
は
当
時
全
国
各
地
で
流
行
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
尚
、
本
命
獣
尊
重
説
は
、
七
ツ
目
信
仰
の
よ
う
に
一
時
的
に
ブ
ー
ム
を
形
成
す
る

事
も
な
か
っ
た
代
わ
り
に
、
現
在
ま
で
細
く
長
く
そ
の
尾
を
引
い
て
い
る
。

③
田
沼
意
次
と
七
ツ
目
信
仰

　
江
戸
時
代
の
（
「
現
在
の
」
で
は
な
い
事
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
）
一
般
的
知
識
で

あ
っ
た
月
日
・
方
位
を
表
す
十
二
支
に
つ
い
て
の
吉
凶
説
か
ら
は
、
お
よ
そ
説
明
の

つ
か

な
い
七
ツ
目
信
仰
な
る
も
の
が
、
一
体
何
故
大
流
行
し
た
の
か
。
流
行
の
最
盛

期
と
考
え
ら
れ
る
時
期
が
、
所
謂
「
田
沼
時
代
」
と
重
な
っ
て
い
る
の
は
、
単
な
る

偶
然
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ω
田
沼
意
次
に
関
す
る
風
説

　
田
沼
意
次
は
、
享
保
四
〈
一
七
一
九
〉
年
、
も
と
紀
州
藩
の
足
軽
か
ら
身
を
起
こ

し
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
小
性
と
な
っ
て
い
た
意
行
を
父
と
し
て
生
ま
れ
、
十
代
の

時
か
ら
世
子
家
重
の
小
性
を
務
め
、
そ
の
後
九
代
将
軍
家
重
・
十
代
将
軍
家
治
に
仕

え
て
順
調
に
昇
進
を
重
ね
て
い
っ
た
。
全
盛
期
は
、
安
永
元
二
七
七
二
〉
年
一
月

に
老
中
職
に
つ
い
て
以
降
、
天
明
四
〈
一
七
八
四
〉
年
三
月
に
息
子
意
知
が
江
戸
城
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中
で
佐
野
善
左
衛
門
に
刺
さ
れ
死
亡
す
る
頃
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。
（
こ
の
後
ま
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

な
く
天
明
六
く
一
七
八
六
V
年
八
月
に
老
中
職
を
辞
し
て
い
る
。
）

　

田
沼
意
次
が
劇
的
な
立
身
出
世
を
遂
げ
、
老
中
と
し
て
勢
力
を
ふ
る
う
さ
ま
を
目

の

当
た
り
に
し
た
同
時
代
人
た
ち
は
、
驚
き
と
羨
望
を
込
め
て
田
沼
意
次
を
話
題
に

し
合
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
ら
の
間
に
は
田
沼
意
次
に
あ
や
か
ろ
う
と
す
る
風
潮
が

生
ま
れ
、
日
用
品
に
「
田
沼
」
と
い
う
名
を
冠
し
た
も
の
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。

　

例

え
ば
、
随
筆
『
摂
陽
奇
観
』
（
浜
松
歌
国
著
、
写
本
）
巻
三
十
九
の
天
明
年
間

の

記
事
の
中
に
、
「
田
沼
島
と
い
ふ
も
の
流
行
　
天
明
中
田
沼
主
殿
頭
天
下
之
大
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

た
り
　
大
名
の
耕
あ
り
と
い
ふ
心
に
や
」
と
あ
る
。
図
【
図
1
5
】
を
見
る
と
、
線
の

細
い
縞
模
様
を
ベ
ー
ス
に
、
下
駄
の
歯
型
に
似
た
耕
模
様
が
散
ら
し
て
あ
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

の

べ

ー
ス
の
縞
模
様
は
天
明
初
期
に
流
行
し
た
「
大
名
縞
」
と
称
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す

「耕
」
に
は
、
他
人
の
上
前
を
意
味
す
る
「
掠
り
」
が
掛
け
て
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
随
筆
『
嬉
遊
笑
覧
』
（
文
政
十
三
〈
一
八
三
〇
〉
年
自
序
、
喜
多
村
信
節
著
、

写
本
）
「
巻
二
中
　
器
用
」
に
は
、
「
き
せ
る
は
池
の
端
の
住
吉
屋
清
兵
衛
が
田
沼
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

り
と
も
出
世
張
と
も
云
る
が
は
や
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
住
吉
屋
で
は
、
そ
の
煙

管
を
所
持
す
る
と
田
沼
意
次
の
よ
う
に
立
身
出
世
で
き
る
な
ど
と
い
う
事
を
、
う
た

い
文
句
と
し
て
、
客
に
す
す
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
随
筆
『
賎
の
を
だ
巻
』
（
享
和
二
〈
一
八
〇
二
〉
年
自
序
、
森
山
孝
盛
著
、

写
本
）
に
は
、
懐
中
用
の
ち
り
紙
入
に
つ
い
て
、
「
此
は
な
紙
さ
し
に
も
品
々
工
夫

出
来
て
、
中
の
所
へ
又
一
ツ
浅
き
口
を
付
て
、
楊
枝
な
ど
を
入
る
、
是
を
田
沼
掛
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

云
り
、
細
喘
は
繊
願
喉
舗
ひ
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
衆
は
「
田
沼
」
の
名
を
冠
し
た
物
を
身
に
帯
び
る
事
に
よ
っ
て
、

い

わ
ば
時
代
の
気
分
を
味
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
飽
き
足
ら

ず
、
何
故
田
沼
意
次
が
あ
れ
程
の
大
出
世
を
果
た
す
事
が
で
き
た
の
か
、
そ
の
秘
訣

を
知
り
た
い
と
願
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
代
と
は
異
な
り
、
生
ま
れ
落
ち
た
時
か
ら

既

に
人
生
の
コ
ー
ス
が
規
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
身
分
制
社
会
に
お
い
て
、
一
代

の
内
に
一
気
に
出
世
の
階
段
を
駆
け
上
る
た
め
に
は
、
本
人
の
才
能
・
努
力
以
外
に
、

と
り
わ
け
強
力
な
運
に
後
押
し
さ
れ
る
事
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

大
衆
の
興
味
は
、
い
き
お
い
、
ど
の
よ
う
に
し
て
田
沼
意
次
が
運
を
掴
ん
だ
の
か
と

い
う
点
に
向
か
っ
て
ゆ
く
事
に
な
り
、
そ
れ
を
う
け
て
様
々
な
風
説
が
流
れ
た
。

　
例
え
ば
、
随
筆
『
む
か
し
ば
な
し
』
（
文
化
九
〈
一
八
一
二
〉
年
成
立
、
只
野
真
葛

　
　
　
（
4
1
）

著
、
写
本
）
に
は
、
か
つ
て
天
草
城
落
城
に
よ
っ
て
公
儀
の
手
に
渡
り
、
以
来
秘
宝

と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
不
思
議
な
玉
－
卵
よ
り
や
や
大
き
く
、
人
肌
程
の
温
み
を

持

ち
、
ふ
わ
ふ
わ
と
柔
ら
か
い
玉
1
を
ど
の
よ
う
に
し
て
か
田
沼
意
次
が
手
に
入

れ
、
こ
の
玉
の
力
に
よ
っ
て
「
め
き
め
き
と
」
立
身
し
た
の
だ
と
い
う
、
誠
に
神
秘

的
な
風
説
が
あ
っ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
他
に
、
田
沼
意
次
は
日
頃
か
ら
撫
で
牛
や
七
ツ
目
の
支
獣
を
信
仰
し
て
お
り
、

そ
の
功
験
あ
っ
て
栄
え
た
、
と
も
伝
え
ら
れ
た
。
随
筆
『
語
海
』
（
寛
政
七
〈
一
七
九

五
〉
年
自
蹴
、
津
村
正
恭
著
、
写
本
）
巻
十
一
に
、

　
　
○

田
沼
主
殿
頭
殿
銀
に
て
牛
を
持
て
側
に
置
、
平
日
呪
文
を
唱
て
撫
で
ら
る
・
。

　
　
當
時
立
身
並
な
く
老
中
に
迄
昇
進
あ
り
し
故
、
専
ら
世
間
に
行
れ
て
、
呪
文
唱

　
　

る
課
は
知
ら
ぬ
人
も
、
牛
を
推
へ
て
撫
る
人
多
し
。
此
呪
文
を
察
す
る
に
、
大

　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
威
徳
明
王
の
陀
羅
尼
成
べ
し
。
又
十
ヶ
年
來
此
か
た
、
我
生
れ
た
る
年
の
え
と

　
　
よ
り
か
ぞ
へ
て
、
七
ツ
目
に
あ
た
り
た
る
も
の
を
槍
に
書
て
、
平
日
壁
に
懸
置

　
　
と
き
は
、
立
身
す
る
よ
し
に
て
、
七
ツ
目
の
え
と
と
い
ふ
事
專
ら
行
る
・
事
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
と
か
く
顯
位
の
人
の
す
る
事
は
、
行
れ
安
き
も
の
に
や
。

と
あ
る
。
撫
で
牛
信
仰
は
元
々
、
天
神
社
内
に
置
か
れ
て
い
る
菅
公
愛
用
の
牛
の
像

を
撫
で
る
と
運
が
開
け
る
、
と
い
わ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
っ
て
、
田
沼
意
次
以
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
μ
）

か

ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
『
諌
海
』
で
は
、
撫
で
牛
流
行
の
き
っ
か
け
を
、

田
沼
意
次
の
立
身
出
世
ぶ
り
に
仮
託
し
て
伝
え
て
い
る
。
ま
た
七
ツ
目
信
仰
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

て

は
、
こ
の
記
事
の
書
か
れ
た
天
明
七
〈
一
七
八
七
〉
年
よ
り
十
年
程
前
、
則
ち
安

永
六

〈

一
七
七

七
〉
年
頃
か
ら
世
間
で
流
行
し
て
い
る
と
し
、
全
て
顕
位
の
人
（
田

沼
意
次
）
が
す
る
の
を
真
似
て
の
事
だ
と
い
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
1
撫
で
牛
の
方
は
さ
て
お
く
と
し
て
ー
こ
の
『
諌
海
』
の
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意
図
的
に
人
名
を
ぼ
か
し
た
と
も
と
れ
る
よ
う
な
書
き
方
の
記
事
か
ら
即
、
田
沼
意

次
が
本
当
に
七
ツ
目
の
支
獣
を
信
仰
し
て
い
た
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

右
の
記
事
の
中
で
、
亥
歳
生
ま
れ
の
田
沼
意
次
の
七
ツ
目
が
蛇
で
あ
る
と
い
う
事
が
、

全
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
も
気
に
な
る
。
田
沼
意
次
と
七
ツ
目
信
仰
に
つ

　
　
　
　
　
　
の
ち
み
ぐ
さ

い

て
、
随
筆
『
後
見
草
』
巻
下
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
又
此
の
比
世
の
人
、
己
が
支
干
の
七
つ
目
に
當
れ
る
物
の
形
あ
る
物
常
に
愛
し

　
　
翫
ぶ
時
は
、
は
か
ら
ざ
る
の
幸
を
得
る
事
あ
り
と
申
鯛
ら
し
た
り
、
此
の
殿
子

　
　
の
年
の
御
生
れ
に
て
七
つ
目
午
の
年
に
當
り
給
ふ
の
由
、
人
々
傅
へ
聞
き
、
太

　
　
刀

刀
の
金
具
よ
り
、
掛
物
屏
風
の
類
ひ
に
至
る
ま
で
、
物
の
上
手
が
作
り
出
せ

　
　

る
馬
の
形
あ
る
も
の
は
、
一
々
取
り
て
参
ら
せ
し
に
よ
り
、
皆
此
殿
の
御
家
に

　
　
　
　
（
4
6
）

　
　
集
り
ぬ
、

　

こ
の
引
用
部
分
よ
り
前
に
あ
る
文
章
を
承
け
て
、
「
此
の
比
」
と
は
天
明
四
二

七

八

四
〉
年
を
、
「
此
の
殿
」
と
は
田
沼
意
次
を
指
す
。
前
述
の
通
り
、
田
沼
意
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

の
七
ツ

目
は
馬
で
は
な
い
。
も
し
田
沼
意
次
が
本
当
に
七
ツ
目
信
仰
を
実
践
し
て
い

た
の
な
ら
ば
、
彼
は
馬
で
は
な
く
蛇
型
の
物
品
に
囲
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
は

た
し
て
、
蛇
の
形
と
馬
の
形
と
が
取
り
違
え
て
伝
え
ら
れ
る
な
ど
と
い
う
事
が
あ
り

得
る
だ
ろ
う
か
。
田
沼
意
次
が
も
し
馬
型
の
品
々
を
本
当
に
収
集
し
て
い
た
の
だ
と

し
て
も
、
そ
れ
は
七
ツ
目
信
仰
と
は
別
の
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
の
事
だ
ろ
う
。

田
沼
意
次
が
七
ツ
目
信
仰
を
実
際
に
行
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
非
常
に
疑
わ
し
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

②
七
曜
と
七
ツ
梅

　
そ
の
真
偽
の
ほ
ど
は
と
も
か
く
、
田
沼
意
次
が
同
時
代
の
人
々
か
ら
、
七
ツ
目
支

獣
の
信
仰
者
と
噂
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
。
田
沼
と
七
ツ
目
信
仰

と
が
、
大
衆
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
結
び
付
き
易
か
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
そ
の

謎
を
解
く
鍵
と
し
て
、
田
沼
の
家
紋
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
田
沼
の
家
紋
は
、
一
個
の
円
の
周
り
を
六
個
の
小
円
が
と
り
ま
く
形
を
し
て
お
り
、

円
一
つ
が
星
一
つ
を
表
し
一
般
に
「
七
曜
」
と
呼
ば
れ
る
。
天
明
頃
の
大
衆
に
こ
の

田
沼
家
の
シ
ン
ボ
ル
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
着
物
の
模
様
と
し
て
「
田
沼
島
」
だ

け
で
な
く
、
七
曜
の
模
様
も
流
行
し
た
程
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
は
、
『
後
見
草
』
巻

下
に
、

　
　
唐
土
、
阿
蘭
陀
の
商
人
ど
も
、
日
本
に
て
は
七
曜
の
模
様
附
た
る
物
こ
そ
能
価

　
　
に

成
ぬ
と
心
得
、
其
模
様
付
た
る
織
物
、
着
物
の
類
積
来
る
事
多
し
、
是
は
此

　
　
殿
の

御
家
紋
七
曜
な
る
が
故
な
れ
ば
也

と
あ
る
事
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
（
文
中
の
「
此
殿
」
は
田
沼
意
次
を
指
す
。
）

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
七
曜
を
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
の
は
、
田
沼
家
の
み
で
は
な
か
っ
た
。

　
に
っ
ぽ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
つ
し
う
い
た
ミ
さ
け

　
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
（
寛
政
十
一
〈
一
七
九
九
〉
年
刊
）
巻
一
「
摂
州
伊
丹
酒

っ

く
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
ミ
む
し
ろ
つ
・
ミ
　
し
る
し
（
4
8
）

造
」
の
巻
末
【
図
1
6
】
に
、
「
伊
丹
莚
包
の
印
」
と
し
て
、
二
十
二
種
が
紹
介
さ

れ
て

い

る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
、
田
沼
の
家
紋
と
同
じ
形
の
醗
宇
と
い
う
マ
ー
ク

が
見
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　

こ
れ
は
、
江
戸
へ
も
船
便
で
送
ら
れ
て
来
て
い
た
伊
丹
産
の
銘
酒
「
星
の
井
」
の

商
標
で
あ
る
。
考
証
随
筆
『
瓦
礫
雑
考
』
（
文
政
元
〈
一
八
一
八
〉
年
刊
、
喜
多
村
信

節
著
）
巻
下
に
は
、

　
　
　
つ
く
　
　
　
も
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
ほ
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゅ

　
　
酒
造
る
に
用
ふ
る
井
は
か
な
ら
ず
其
辺
に
山
あ
り
て
、
井
の
か
た
は
ら
に
樹

　
　
も
く
　
　
　
　
　
　
よ
る
ほ
し
　
　
か
げ
　
　
　
　
　
　
う
つ
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
木
な
く
、
夜
星
の
影
お
ほ
く
移
る
は
水
の
性
は
げ
し
く
て
よ
し
と
い
へ
り
、
五

　
　
ざ
つ
そ
　
　
　
　
　
い
つ
み
は
げ
し
け
れ
ば
さ
け
か
う
ば
し
　
　
　
　
　
　
　
ご
と
　
　
　
ゆ
え
　
　
せ
つ
つ
の
く
に
い
た
み
　
　
　
　
つ
く

　
　
雑
組
に
も
、
泉
洌
則
酒
香
と
い
へ
る
が
如
し
。
故
に
摂
津
国
伊
丹
に
て
造

　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
く
　
　
　
　
　
　
　
な
ご
　
　
う
め

　
　

る
よ
き
酒
に
、
星
の
井
と
名
つ
く
る
酒
あ
り
、
俗
に
こ
れ
を
七
ツ
梅
と
い
ふ
、

　
　
〔
割
註
〕
樽
つ
・
み
た
る
む
し
ろ
に
、
七
星
を
し
る
し
に
つ
け
た
る
が
、
う
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し

　
　
ば

ち
と
い
ふ
も
ん
の
か
た
ち
に
似
た
る
故
な
り
。
」
星
の
井
は
井
に
よ
り
て
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
い
つ
る

　
　
づ
け
た
る
也
、
星
の
か
げ
よ
く
う
つ
る
処
か
な
ら
ず
よ
き
水
出
ゆ
ゑ
に
、
井

　
　
　
ほ
る
　
　
ま
つ
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
　
を
馨
に
先
是
を
こ
・
う
み
定
て
ほ
る
と
い
へ
り
、

と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
「
星
の
井
」
商
標
＊
・
は
、
本
来
の
意
味
と
し
て

は
、
良
質
の
水
を
た
た
え
た
泉
の
水
面
に
映
る
星
々
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
形
が
五
弁
の
花
び
ら
を
も
つ
梅
の
花
を
図
案
化
し
た
梅
鉢
紋
・
習
に
似
て
い
る
た

115



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第77集　1999年3月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

め

に
、
俗
に
「
七
ツ
梅
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
た
と
い
う
。

　

例
え
ば
、
洒
落
本
『
翻
草
盲
目
』
（
角
諸
「
空
来
先
生
」
、
安
永
九
〈
一
七
八
〇
〉
年

刊
姪
腐
脱
散
人
作
）
の
文
中
の
七
曜
の
了
ク
【
図
互
に
「
な
ら
む
め
」
と

い
う
振
り
仮
名
が
付
い
て
い
る
事
か
ら
も
、
こ
の
俗
称
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
事

が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
田
沼
の
家
紋
と
し
て
以
外
に
、
七
曜
の
図
形
が
、
銘
酒
の
商
標
と

し
て
も
人
々
の
目
に
ふ
れ
て
お
り
、
「
七
ツ
梅
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
状
況
が

あ
っ
た
事
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
俗
称
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
田
沼
家
の
七
曜
も
ま
た
「
七

ツ
梅
」
と
呼
ば
れ
る
事
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
　
　
　
よ
ろ
こ
ん
ぶ
ひ
い
き
の
え
ぞ
お
し

　
黄
表
紙
『
悦
贔
屓
蝦
夷
押
領
』
（
天
明
八
〈
一
七
八
入
〉
年
刊
、
恋
川
春
町
作
・

北
尾
政
美

画
）
十
一
丁
表
【
図
1
8
】
に
は
、
「
是
ハ
出
世
小
も
ん
と
申
ま
し
て
こ
と

の

外
は
や
り
ま
す
」
と
言
っ
て
客
に
布
地
を
見
せ
て
い
る
呉
服
屋
が
描
か
れ
て
い
る
。

前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
煙
管
の
「
田
沼
ば
り
」
を
別
名
「
出
世
張
」
と
称
し
た
例
も

あ
る
事
か
ら
、
セ
リ
フ
中
の
「
出
世
小
も
ん
」
が
田
沼
に
関
係
の
あ
る
小
紋
で
あ
る

事
は
疑
い
な
く
、
実
際
呉
服
屋
の
手
に
す
る
布
の
柄
を
構
成
し
て
い
る
図
形
は
、
田

沼

の
家
紋
に
似
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
が
七
曜
そ
の
も
の
の
形
で
描
か
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
事
に
注
意
し
た
い
。
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
8
3
　
草
双
紙
集
』
（
平
成

九

年
刊
、
岩
波
書
店
）
の
脚
注
（
宇
田
敏
彦
）
に
も
、
こ
の
柄
に
つ
い
て
、
「
絵
は

当
時
流
行
の
染
柄
、
田
沼
の
紋
所
七
曜
に
似
せ
て
描
く
。
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ

て

い

る
。
そ
れ
で
は
紋
の
形
を
ど
の
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
中

央
の
星
を
そ
の
ま
ま
残
し
、
周
囲
の
六
星
を
波
打
つ
線
で
結
ん
で
い
る
。
こ
の
図
形

は
所
謂
「
光
琳
梅
」
に
似
て
お
り
、
梅
花
の
一
種
と
み
な
す
事
が
で
き
る
が
、
花
弁

の

数
が
五
弁
よ
り
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
こ
れ
は
、
田
沼
の
家

紋
を
花
弁
六
枚
の
梅
花
の
形
と
み
な
し
た
所
か
ら
生
ま
れ
た
模
様
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
田
沼
の
紋
が
別
名
「
七
ツ
梅
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性
は
い

よ
い
よ
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
尚
、
こ
の
「
七
ツ
梅
」
は
、
平
仮
名
表
記
の
場
合
、
「
な
・
つ
う
め
」
と
書
か
れ

る
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
な
・
つ
む
め
」
と
書
く
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ

の

「
な
・
つ
む
め
」
の
読
み
方
（
発
音
）
は
〈
ナ
ナ
ツ
ン
メ
〉
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
　
　
　
つ
う
げ
ん
と
う
し
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

洒
落
本
『
通
言
東
至
船
』
（
文
化
初
年
の
刊
行
か
、
作
者
不
明
）
の
「
序
」
は
、
有
名

な
酒
の
産
地
・
業
者
・
銘
柄
を
織
り
込
ん
だ
戯
文
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
七

　
　
め
ぐ
ら
い
　
あ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

ッ
ン
目
位
で
足
も
と
は
よ
ろ
く
」
と
あ
る
。
文
脈
上
「
七
ッ
ン
目
」
は
、
盃
七
杯

目
を
意
味
す
る
「
七
つ
目
」
を
も
じ
っ
て
、
銘
酒
「
七
ツ
梅
」
に
通
わ
せ
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

考
え
て
間
違
い
な
く
、
こ
の
「
七
ッ
ン
目
」
の
音
〈
ナ
ナ
ツ
ン
メ
〉
は
す
な
わ
ち
「
七

ツ
梅
」
の
読
み
方
（
発
音
）
を
表
し
て
い
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
メ

　

つ
ま
り
、
田
沼
の
家
紋
は
、
別
名
「
七
ツ
梅
」
と
も
呼
ば
れ
る
形
で
あ
り
、
〈
ナ

ナ

ツ

ン
メ
〉
の
音
は
、
〈
ナ
ナ
ツ
メ
〉
と
い
う
発
音
に
似
て
お
り
、
「
七
ツ
目
」
と
い

う
言
葉
を
連
想
さ
せ
易
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
メ

　

こ
の
よ
う
な
「
七
ツ
梅
」
と
七
ツ
目
信
仰
と
の
つ
な
が
り
を
暗
示
す
る
興
味
深
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
く
し
ち
へ
ん
め
か
げ
き
よ

資
料
と
し
て
、
黄
表
紙
『
明
　
七
変
目
景
清
』
（
天
明
六
く
一
七
八
六
V
年
刊
、
山
東

京
伝
作
・
北
尾
政
演
画
）
が
あ
る
。
作
品
の
大
筋
は
、
平
家
の
遺
臣
悪
七
兵
衛
景
清

の

目
玉
（
平
家
滅
亡
後
、
源
氏
の
栄
え
る
世
の
中
を
見
た
く
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、

景
清
が
自
ら
両
眼
を
え
ぐ
り
出
し
盲
目
と
な
っ
た
物
語
は
、
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
等
で

も
知
ら
れ
る
）
が
、
景
清
に
代
わ
っ
て
源
頼
朝
を
討
つ
べ
く
つ
け
狙
う
が
、
や
が
て

頼
朝
の
偉
大
さ
を
理
解
し
て
、
復
讐
を
あ
き
ら
め
、
平
和
が
訪
れ
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

　
九

丁
裏
・
十
丁
表
の
場
面
【
図
1
9
】
の
本
文
に
「
よ
り
と
も
公
目
の
そ
う
ど
う
お

さ
ま
り
け
れ
ば
目
と
い
ふ
字
を
七
ツ
か
い
て
か
や
ば
町
の
や
く
し
へ
は
う
の
う
し
給

ふ
　
七
ツ

目
御
う
ん
の
守
こ
れ
な
り
」
、
最
終
半
丁
（
十
丁
裏
）
【
図
2
0
】
の
本
文
に

「
重
忠
目
か
づ
ら
と
い
ふ
も
の
を
く
ふ
う
し
だ
し
こ
れ
を
よ
し
ハ
ら
の
た
い
こ
も
ち

目
吉
に
つ
た
へ
け
る
　
今
ざ
し
き
げ
い
に
す
る
七
へ
ん
め
と
い
ふ
は
こ
れ
な
り
」
と

あ
る
。

　
「
七
ツ
目
御
う
ん
の
守
」
か
ら
何
故
座
敷
芸
「
七
へ
ん
め
」
が
引
き
出
さ
れ
て
く

る
の
か
、
こ
の
展
開
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
で
ふ
れ
る
事
に
し
、
こ
こ
で
は
、
「
七
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ツ
目
御
う
ん
の
守
こ
れ
な
り
」
と
こ
じ
付
け
ら
れ
て
い
る
絵
馬
に
注
目
し
た
い
。

　
「
七
ツ
目
御
う
ん
の
守
」
と
は
、
本
来
は
七
ツ
目
支
獣
の
絵
像
を
指
す
言
葉
で
あ

る
は
ず
だ
が
、
こ
の
絵
馬
に
は
七
つ
の
平
仮
名
の
「
め
」
が
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
、

　
　
　
（
5
4
）

薬
師
如
来
に
眼
病
平
癒
の
立
願
を
す
る
際
の
な
ら
い
と
し
て
、
二
つ
の
「
め
」
の
字

を
向
か
い
合
っ
た
形
に
書
い
た
（
向
か
っ
て
左
の
「
め
」
は
鏡
文
字
に
な
る
）
絵
馬

　
　
や
　
　
　
め

や
、
「
病
ん
眼
」
に
引
っ
掛
け
て
人
の
眼
を
四
対
ま
た
は
八
対
描
い
た
（
縦
一
列
に

描
く
場
合
や
、
二
列
に
描
く
場
合
が
あ
る
）
絵
馬
を
奉
納
す
る
事
を
踏
ま
え
、
そ
れ

ら
の
絵
馬
の
様
式
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
絵
馬
の
右
側
余
白

に

小
字
で
「
御
え
と
」
と
あ
り
、
「
め
」
が
七
つ
で
「
七
ツ
目
の
え
と
」
を
表
し
て

い
る
。

　

こ
の
七
個
の
「
め
」
の
字
の
配
列
の
し
方
を
よ
く
み
る
と
、
中
央
の
「
め
」
を
六

個
の
「
め
」
が
と
り
囲
み
、
ち
ょ
う
ど
＊
の
形
を
作
っ
て
い
る
事
に
気
付
く
。
こ

　
　
　
　
　
ン
メ

れ

は
「
七
ツ
梅
」
の
紋
の
形
を
、
七
個
の
「
め
」
で
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
『
明
突
七
変
目
景
清
』
に
お
い
て
は
、
「
七
ツ
目
」
信
仰
と
、
七
つ
の
「
め
」

　
　
ナ
ナ
ツ
ン
メ

と
、
＊
と
が
、
全
て
一
本
の
連
想
の
糸
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
が
で
き
る
。

　

こ
の
『
明
突
七
変
目
景
清
』
の
刊
行
は
、
田
沼
意
次
の
老
中
辞
職
（
入
月
）
直
前

の
天

明
六
年
一
月
で
あ
る
。
当
時
の
大
衆
が
よ
く
目
に
し
て
い
た
老
中
田
沼
の
家
紋

＊
に
は
、
こ
の
よ
う
に
連
想
的
に
七
ツ
目
信
仰
と
結
び
付
け
ら
れ
易
い
素
質
が

あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
大
衆
の
中
に
両
者
を
直
結
し
て
、
「
田
沼

意
次
は
七
ツ
目
信
仰
を
実
践
し
て
い
る
」
と
思
い
た
が
る
者
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、

そ
う
不
思
議
で
は
な
い
。
七
ツ
目
信
仰
は
す
で
に
明
和
年
間
に
お
い
て
流
行
の
兆
し

を
み
せ
て
い
た
が
、
所
謂
「
田
沼
時
代
」
に
入
っ
て
か
ら
、
時
の
人
・
田
沼
意
次
を

そ
の
信
者
と
言
い
倣
す
噂
が
生
じ
、
そ
の
噂
に
後
押
し
さ
れ
る
形
で
、
加
速
度
的
に

各
地
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ

③
「
七
ツ
目
」
と
「
七
ツ
眼
」

　
あ
く
し
ち
へ
ん
め
か
げ
き
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
『
明
　
七
変
目
景
清
』
で
は
、
「
七
ツ
目
御
う
ん
の
守
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
眼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

か
ず
ら
に
よ
っ
て
人
の
眼
の
表
情
を
色
々
に
変
え
て
み
せ
る
座
敷
芸
「
七
へ
ん
め
」

を
導
き
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
た
だ
数
字
「
七
」
の
縁
だ
け
に
よ
る
連
想
で
は
な

い
。

　
『
明
　
七
変
目
景
清
』
よ
り
後
年
に
な
る
が
、
滑
稽
本
『
即
興
跡
引
上
戸
』
（
文
化

三

〈

一
八
〇
六
〉
年
刊
、
十
返
舎
一
九
作
）
で
は
、
こ
の
座
敷
芸
を
「
開
運
七
ツ
目
」

と
呼
ん
で
、
紹
介
し
て
い
る
。
（
【
図
2
1
】
【
図
2
2
】
）
ま
ず
眼
か
ず
ら
の
作
り
方
や
、
人

前
で
披
露
す
る
時
の
コ
ツ
（
眼
か
ず
ら
を
重
ね
て
膝
の
下
に
隠
し
、
う
つ
む
い
て
口

上

を
言
う
間
に
掛
け
か
え
る
等
）
を
述
べ
、
次
に
「
目
か
づ
ら
の
口
上
井
圓
」
と
し

て
、
眼
か
ず
ら
各
種
と
そ
れ
に
応
じ
た
口
上
を
示
し
て
い
る
。
第
一
番
目
に
用
い
る

　
　
　
　
　
き
シ
つ

眼
か
ず
ら
「
灸
の
目
」
の
口
上
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
是
ハ
か
い
う
ん
七
ッ
目
と
申
す
お
も
ひ
つ
き
で
ご
さ
り
ま
す
　
さ
て
わ
た
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
亥
の
年
で
ご
さ
り
ま
す
れ
バ
亥
の
日
ゐ
の
と
き
に
ゐ
の
目
を
す
へ
ま
す
と
万
病

　
　
を
の
ぞ
く
と
申
事
で
ご
さ
り
ま
す
か
ら
き
う
じ
を
い
た
し
ま
せ
う
　
コ
レ
お
な

　
　
べ
ど
ん
ど
ふ
ぞ
お
め
へ
ち
よ
つ
く
り
す
へ
て
く
ん
な
　
そ
の
か
ハ
り
う
め
へ
も

　
　
の

を
お
ご
り
や
せ
う
　
サ
ア
く
ゑ
い
か
コ
レ
い
つ
け
た
ら
い
つ
け
た
と
い
つ

　
　
て

く
ん
な
ヤ
ァ
も
ふ
い
つ
け
た
　
こ
・
が
し
ん
ぼ
う
ど
こ
ろ
だ
ア
・
コ
リ
ヤ
ヘ

　
　
ア
ツ
・
・
・
…

　

口
上
の
内
容
そ
の
も
の
は
、
全
く
七
ツ
目
信
仰
と
は
関
係
が
な
い
が
、
眼
か
ず
ら

の

〈

メ
〉
と
い
う
音
の
縁
に
よ
っ
て
、
口
上
の
中
に
「
開
運
七
ツ
目
」
と
い
う
言
葉

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

　
『
明
突
七
変
目
景
清
』
の
終
盤
に
お
い
て
、
「
七
ツ
目
御
う
ん
の
守
」
か
ら
「
七
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ん

め
」
の
芸
へ
と
話
が
展
開
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
『
現
代
教
養
文
庫
1
0
　
江
戸
の

パ
ロ

デ

ィ
　

戯
作

絵
本
　
続
巻
（
二
）
』
（
昭
和
六
十
年
刊
、
社
会
思
想
社
）
「
解
説
」
（
中
山
右
尚
）

で

は
、
右
の
『
即
興
跡
引
上
戸
』
所
載
の
「
開
運
七
ツ
目
」
の
口
上
を
引
き
な
が
ら
、

「
も
し
、
こ
れ
が
一
九
の
創
作
で
な
く
天
明
か
ら
文
化
頃
ま
で
う
け
継
が
れ
て
い
た
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口

上

と
す
れ
ば
、
京
伝
が
「
七
ツ
目
御
運
の
守
り
」
か
ら
落
ち
を
目
吉
の
七
変
目
で

と
っ
た
連
想
が
納
得
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
七
ツ
目

信
仰
の
最
盛
期
は
安
永
・
天
明
期
で
あ
る
か
ら
、
文
化
年
間
に
入
っ
て
は
じ
め
て
「
七

変
目
」
の
芸
と
「
開
運
七
ツ
目
」
が
結
び
合
わ
さ
れ
た
と
は
考
え
難
く
、
従
っ
て
、

『明
　
七
変
目
景
清
』
執
筆
時
に
は
既
に
座
敷
芸
「
七
へ
ん
め
」
の
口
上
に
「
開
運

七
ツ

目
」
と
い
う
文
句
が
使
わ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
み
こ
ん

　
『
明
　
七
変
眼
景
清
』
に
先
立
つ
享
和
二
〈
一
八
〇
二
〉
年
刊
の
黄
表
紙
『
呑
込

だ多
霊
宝
縁
起
』
（
角
書
「
諸
色
買
帳
」
、
山
東
京
伝
作
・
歌
川
豊
国
画
）
に
は
、
眼
か

ず
ら
そ
の
も
の
は
出
て
来
な
い
が
、
眼
か
ず
ら
を
七
つ
縦
に
並
べ
た
も
の
と
解
さ
れ

る
一
図
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
か
い
う
ん
七
ツ
目
の
一
ぢ
く
」
【
図
2
3
】
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
事
か
ら
も
、
眼
か
ず
ら
の
芸
を
「
開
運
七
ツ
目
」
と
称
す
る
の
は
一
九
以
前
か

ら
行
わ
れ
て
い
た
事
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
眼
か
ず
ら
の
「
眼
」
（
普
通
名
詞
）
と
、
十
二
支
の
「
七
ツ
目
」
の
「
目
」
（
接
尾
語
）

と
は
文
法
的
に
は
全
く
別
個
の
、
性
格
の
異
な
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、

江
戸

時
代
の
大
衆
は
両
者
を
同
じ
響
き
の
〈
メ
〉
に
還
元
し
、
眼
か
ら
目
を
、
ま
た

目
か
ら
眼
を
、
自
由
に
連
想
し
て
楽
し
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
既

に
先
程
『
明
　
七
変
目
景
清
』
九
丁
裏
・
十
丁
表
の
場
面
に
お
い
て
、
＊
の

　
　
　
　
　
　
ン
メ

呼
び
名
「
七
ツ
梅
」
と
「
七
ツ
目
」
信
仰
と
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
例
を
み
て
来
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
田
沼
父
子
に
関
す
る
落
書
の
中
に
、
「
七
ツ

ン

メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

梅
」
か
ら
、
「
七
ツ
目
」
な
ら
ぬ
「
七
ツ
眼
」
を
連
想
し
て
い
る
例
が
あ
る
の
で
、

次
に
挙
げ
る
。

　
『
古
今
百
代
草
叢
書
』
（
天
保
十
〈
］
八
三
九
〉
～
弘
化
二
二
八
四
五
〉
年
の
間
に

四
代
目
東
流
庵
祐
山
編
、
写
本
）
巻
八
の
五
十
四
丁
表
に
、
「
七
眼
小
蔵
」
と
題
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

る
落
書
【
図
2
4
】
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
意
次
の
息
子
山
城
守
意
知
が
、
天

明
四
〈
一
七
八
四
〉
年
三
月
二
十
四
日
、
佐
野
善
左
衛
門
に
斬
ら
れ
て
血
を
流
す
姿

を
、
七
ツ
眼
小
僧
と
い
う
化
け
物
に
見
立
て
て
か
ら
か
っ
た
も
の
で
、
本
稿
図
版
は

モ

ノ
ク
ロ
で
あ
る
が
、
原
図
の
血
の
部
分
は
朱
で
書
か
れ
て
お
り
生
々
し
い
印
象
で

あ
る
。
そ
の
顔
面
に
は
、
家
紋
の
七
曜
の
星
が
七
個
の
眼
と
見
立
て
ら
れ
て
お
り
、

腹
部
に
「
七
」
の
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
詞
書
と
し
て
、

　
　

山
城
院
殿
中
靱
難
血
五
位
下
大
山
士

　
　
天
明
死
太
刀
年
三
ヶ
血
二
十
四
日

　
　
是
ハ
遠
州
相
良
の
城
に
近
年
住
た
る
化
物
　
目
が
七
ツ
肩
先
両
股
に
口
三
ヶ
所

　
　
諸
人
の

金
銀
才
宝
を
取
喰
多
く
の
人
を
な
や
ま
し
ひ
た
い
に
角
三
本
　
誠
に
親

　
　
の

因
果
が
子
に
む
く
い
此
度
御
當
地
に
於
て
打
留
ま
し
た
善
左
衛
門
の
は
な
し

　
　
の

た
ね
　
サ
ア
く
御
老
中
ウ
く
く
く

と
い
う
見
世
物
口
上
風
の
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
ま
た
、
『
江
戸
時
代
落
書
類
聚
』
（
大
正
四
年
成
立
、
矢
島
隆
教
編
）
巻
十
所
収
の

「化
物
」
と
題
し
た
落
書
で
は
、
田
沼
意
次
を
「
ま
い
な
い
つ
ぶ
れ
」
と
い
う
化
物

に
た
と
え
、
「
眼
七
ツ
に
て
金
鉄
の
如
し
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
先
程
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
庶
民
に
と
っ
て
、
人
の
「
眼
」
と
七
ツ
目
信

仰
の
「
目
」
と
の
境
界
線
は
、
文
法
的
分
析
に
慣
れ
た
現
代
人
に
比
べ
、
ぼ
ん
や
り

と
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
大
衆
か
ら
「
七
ツ
眼
」
に
見
立
て
ら
れ
た
田
沼
の
家
紋
は
、

ま
た
同
じ
大
衆
に
よ
っ
て
、
「
七
ツ
目
」
信
仰
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
事

は
疑
い
な
い
。

④
七
ツ
目
の
支
に
関
す
る
俗
信

　
本
稿
で

は
、
七
ツ
目
の
支
獣
の
画
像
を
礼
拝
す
る
ス
タ
イ
ル
を
、
七
ツ
目
信
仰
の

基
本
形
式
と
位
置
づ
け
た
。
七
ツ
目
信
仰
は
、
我
が
国
で
古
く
か
ら
十
二
支
が
各
支

獣
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
起
こ
り
得
た
、
獣
神
信
仰
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
七
ツ
目
信
仰
の
周
辺
に
は
、
鼠
・
牛
・
虎
な
ど
の
十
二
支
獣
を
、
子
・

丑
・
寅
な
ど
の
十
二
支
に
戻
し
、
そ
の
支
同
志
の
間
に
七
ツ
目
の
関
係
が
成
立
し
た

場
合

に
、
そ
れ
を
吉
兆
と
し
て
喜
ぶ
、
と
い
う
風
潮
が
生
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

信
仰
の
対
象
で
あ
る
支
獣
の
形
象
や
性
質
等
を
念
頭
か
ら
去
っ
て
、
支
同
志
の
間
隔
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が
七
ツ

目
で
あ
る
状
態
を
珍
重
す
る
と
い
う
形
は
、
七
ツ
目
信
仰
の
影
響
か
ら
生
ま

れ
て

来
た
俗
信
と
し
て
位
置
づ
け
る
事
は
で
き
て
も
、
七
ツ
目
信
仰
そ
の
も
の
に
含

め

る
事
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
短
い
一
章
を
特
に
設
け
て
別
個
に
扱
う
事
に
し
た
。

　
黄
表
紙
『
い
ろ
は
短
歌
』
（
角
書
「
教
訓
善
悪
」
、
寛
政
十
一
〈
一
七
九
九
〉
年
刊
、

栄
邑
亭
作
・
子
興
画
）
は
、
白
魂
（
善
い
魂
）
に
導
か
れ
る
徳
蔵
と
は
対
照
的
に
、

黒
魂
（
悪
い
魂
）
に
漏
か
れ
た
牛
蔵
が
、
遊
里
通
い
な
ど
に
よ
っ
て
次
第
に
堕
落
し

て

ゆ
く
が
、
心
学
の
先
生
の
教
え
に
よ
っ
て
改
悟
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
最
終

半
丁
（
十
丁
裏
）
の
本
文
に
、
「
う
し
ぞ
う
ハ
道
場
先
生
の
き
や
う
く
ん
に
て
心
の

く
も
り
を
ミ
が
き
た
て
た
る
玉
の
は
る
う
し
ぞ
う
が
七
ツ
目
ひ
つ
じ
の
は
る
う
ん
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

ら
く
は
る
そ
う
し
と
こ
じ
つ
け
け
る
ぞ
め
で
た
け
れ
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
作
者
は
、

主
人
公
牛
蔵
の
本
命
の
丑
（
名
前
の
「
牛
」
に
よ
り
丑
歳
生
ま
れ
を
暗
示
し
た
つ
も

り
ら
し
い
）
に
と
っ
て
、
七
ツ
目
の
支
で
あ
る
未
が
、
今
年
巡
っ
て
来
た
事
を
、
開

運
の
予
兆
と
し
て
、
主
人
公
の
た
め
に
祝
し
て
い
る
。

　
更
に
、
新
春
に
刊
行
さ
れ
る
な
ら
い
の
草
双
紙
が
、
そ
れ
自
体
一
種
の
縁
起
物
と

し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
丑
と
未
の
巡
り
合
わ
せ
は
、

牛
蔵
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く
読
者
に
と
っ
て
も
め
で
た
い
も
の
と
し
て

ア

ピ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
ま
た
、
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
資
料
で
あ
る
が
、
東
京
都
立
中
央
図

書
館
東
京
誌
料
所
蔵
の
絵
双
六
類
の
中
に
、
「
新
撰
十
二
支
寿
語
六
」
（
刊
年
不
明
、

尾
形
月
耕
画
、
多
色
刷
り
）
が
あ
る
。
【
図
2
5
】
こ
れ
は
全
1
2
区
画
（
マ
ス
）
か
ら

成
る
絵
双
六
（
縦
7
0
・
9
㎝
×
横
7
3
・
4
㎝
）
で
、
右
列
上
か
ら
亥
・
子
・
丑
・
寅
、

中
列
上
か
ら
卯
・
辰
・
巳
・
午
、
左
列
上
か
ら
未
・
申
・
酉
・
戌
、
の
各
々
の
支
に

因
ん
だ
情
景
を
描
い
た
マ
ス
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
マ
ス
の
中
に
は
、
例

え
ば
酉
の
市
の
景
を
描
く
事
に
よ
っ
て
鶏
を
暗
示
す
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
全
く
支

獣
そ
の
も
の
の
形
象
を
描
か
な
い
マ
ス
も
あ
る
。

　
十

二
支

の
一
番
目
に
通
例
数
え
ら
れ
る
子
に
因
ん
だ
マ
ス
が
「
ふ
り
出
し
」
と
さ

れ
て

い

る
事
に
は
、
特
別
な
意
味
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
卯
の
マ
ス
が
「
あ
か
り
」
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
双
六
が
卯
歳
の
正
月
用
の
遊
具
と
し
て
製
作
さ

れ

た
も
の
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
よ
う
。
絵
師
尾
形
月
耕
（
安
政
六
く
一
八
五
九
V

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

～
大
正
九
）
の
活
動
時
期
か
ら
考
え
て
、
こ
の
双
六
は
明
治
中
期
～
大
正
九
年
ま
で

の

間
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
間
の
卯
の
歳
は
、
明
治
十
二
・
二
十
四
二
二

十

六
・
大
正
四
年
の
四
回
で
あ
る
。
こ
の
双
六
の
裏
面
（
裏
打
ち
済
み
）
の
、
東
京

誌
料
の
蔵
書
票
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
付
近
に
、
赤
鉛
筆
で
「
明
治
二
三
」
と
記
さ
れ

て

い

る
事
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
双
六
は
明
治
二
十
四
年
卯
歳
の
正
月
に
む
け

て
、
二
十
三
年
中
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
明
言
は
で
き

な
い
。

　
注

目
す
べ
き
は
、
酉
の
マ
ス
の
上
部
余
白
に
、
赤
で
「
此
所
卯
よ
り
七
ツ
目
に
つ

き
二
度
ふ
る
べ
し
」
と
刷
っ
て
あ
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
双
六
で
遊
ぶ
人
が

酉
の

マ
ス

に
到
達
し
た
と
き
、
そ
の
酉
と
ゴ
ー
ル
の
卯
と
の
間
に
は
七
ツ
目
の
関
係

が
生

じ
る
の
で
、
そ
の
人
は
二
度
サ
イ
コ
ロ
を
ふ
る
特
典
に
あ
ず
か
れ
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
七
ツ
目
の
支
同
志
の
対
が
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
「
福
」
が
、

こ
の
双
六
で
は
具
体
的
に
、
二
度
サ
イ
コ
ロ
を
振
れ
る
と
い
う
形
で
実
現
さ
れ
る
事

に
な
る
。

　

こ
の
酉
の
コ
マ
の
朱
注
に
は
、
自
分
の
生
ま
れ
年
の
支
と
無
関
係
で
も
、
七
ツ
目

の

支
同
志
の
対
応
が
眼
前
に
成
立
す
れ
ば
福
を
授
か
る
事
が
で
き
る
、
と
す
る
俗
説

が
反
映

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
双
六
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
製
作
さ
れ
た
物
だ
が
、
七

ツ
目
の
支
の
対
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
解
釈
は
も
っ
と
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、

寛
政
期
の
「
浮
世
七
ツ
目
合
」
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
他
に
、
二
人
の
人
間
の
各
々
の
生
年
の
支
の
間
に
、
七
ツ
目
の
関
係
が
成
り

立

つ
場
合
、
そ
の
二
人
は
相
性
が
よ
い
と
す
る
俗
説
も
起
こ
っ
た
。
参
照
し
た
辞
書

類
の
中
で
、
『
江
戸
語
大
辞
典
』
（
昭
和
四
十
九
年
刊
、
前
田
勇
編
、
講
談
社
）
の
み

が
、
「
七
ツ
目
」
の
意
味
を
①
・
②
に
分
け
て
示
し
て
お
り
、
そ
の
②
の
方
に
、
「
七

つ
違
い
の
男
女
は
相
性
が
よ
い
と
い
う
民
間
信
仰
」
と
い
う
表
現
で
、
こ
の
俗
説
を

取
り
上
げ
て
い
る
。
『
江
戸
語
大
辞
典
』
で
は
、
②
の
意
味
で
の
用
例
と
し
て
、
咄
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本

『聞
上
手
』
（
安
永
二
〈
一
七
七
三
〉
年
刊
、
不
知
足
散
人
作
）
二
篇
の
小
咄
「
七

つ

め
」
の
一
部
を
引
く
が
、
全
文
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
あ
る
男
友
達
の
虜
へ
行
き
し
に
、
そ
れ
は
よ
く
猿
に
似
た
悪
女
が
ゐ
る
故
、
「
コ

　
　

レ
あ
の
女
は
見
世
物
に
で
も
だ
す
つ
も
り
か
」
と
問
へ
ば
、
「
イ
ヤ
ア
レ
は
お

　
　
れ
が

妾
ぢ
や
」
と
い
ふ
。
「
サ
テ
モ
こ
な
た
は
外
聞
の
わ
る
い
、
あ
ん
な
猿
を

　
　
置
く
こ
と
が
有
る
も
の
か
、
早
く
出
し
て
仕
廻
や
れ
」
と
い
へ
ば
、
「
サ
ア
猿

　
　

ぢ
や
に
よ
つ
て
置
く
の
ち
や
。
」
「
ソ
レ
ハ
何
の
こ
と
ち
や
、
早
く
追
出
し
て
能

　
　

い

の

を
お
き
や
れ
さ
。
」
亭
主
か
ぶ
り
を
振
つ
て
、
「
ど
う
も
出
さ
れ
ぬ
こ
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　
　
る
。
」
「
ソ
リ
ヤ
ナ
ゼ
に
。
」
「
サ
レ
バ
お
れ
が
寅
の
と
し
だ
か
ら
。
」

　

こ
の
小
咄
の
女
は
、
猿
に
似
た
顔
形
を
愛
で
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
生

年
の
支
が
申
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
男
の
七
ツ
目
に
あ
た

る
支
獣
の
形
象
が
尊
重
さ
れ
て
お
り
、
支
そ
の
も
の
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。

従
っ
て
、
こ
の
小
咄
の
内
容
は
、
七
ツ
目
信
仰
の
一
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
、
七
ツ
目
支

獣
の
形
の
諸
道
具
を
身
辺
に
配
す
る
と
い
う
も
の
に
近
い
。
年
回
り
に
よ
る
男
女
相

性
説
を
表
す
例
と
し
て
は
不
適
当
な
例
と
思
わ
れ
る
。

　
合
本
型

従
来
物
『
女
古
状
揃
』
（
角
書
「
教
諭
必
用
」
、
天
保
二
〈
一
八
三
一
〉
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ
か
ん
じ
ふ
に
　
し
な
ん
に
よ
さ
う
じ
や
う
の
き
つ
け
う
な
ら
び
に
し
あ
く
じ
ふ
あ
く
の

刊
、
堀
原
甫
編
）
を
み
る
と
、
「
十
干
十
二
支
男
女
相
性
之
吉
凶
井
　
四
悪
十
悪
之

こ
と事

」
と
題
し
た
頭
書
の
後
半
部
分
に
、
生
年
の
支
を
手
が
か
り
と
し
た
男
女
の
相
性

判
断
の
説
が
載
っ
て
い
る
。
（
【
図
2
6
】
【
図
2
7
】
【
図
2
8
】
）
各
支
の
コ
マ
に
は
支
獣
の

姿
が
描
か
れ
る
が
、
相
性
判
断
の
説
に
は
支
獣
は
全
く
関
与
し
て
い
な
い
。
一
コ
マ

に
一
支
ず
つ
を
あ
て
、
そ
の
支
を
本
命
と
す
る
人
に
と
っ
て
、
相
性
の
よ
い
相
手
・

悪
い
相
手
の
本
命
は
そ
れ
ぞ
れ
何
で
あ
る
か
を
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
子
歳
生
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
ね

れ

の
人

の
場
合

は
、
「
子
　
ね
の
と
し
の
人
ハ
午
七
ツ
め
二
て
吉
　
卯
酉
ハ
四
悪
十

悪
也
」
と
あ
り
、
子
か
ら
七
ツ
目
の
午
を
本
命
と
す
る
相
手
と
の
相
性
は
吉
、
子
か

ら
四
ツ
目
・
十
目
に
当
た
る
卯
・
酉
を
本
命
と
す
る
相
手
と
の
相
性
は
凶
で
あ
る
と

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
め
と
お
め

　
「
四
悪
十
悪
」
と
は
「
四
目
十
目
」
と
も
い
い
、
生
年
の
支
が
四
ツ
違
い
・
十
違

い
の

男
女
は
相
性
が
悪
い
と
す
る
迷
信
で
あ
り
、
七
ツ
目
信
仰
流
行
の
も
っ
と
以
前

か

ら
民
間
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
（
「
四
目
十
目
」
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は

別
の
機
会
に
扱
う
事
に
す
る
。
）
生
年
の
支
が
七
ツ
違
い
の
男
女
は
相
性
が
よ
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

す
る
俗
説
が
、
七
ツ
目
信
仰
の
辺
縁
か
ら
生
じ
て
来
た
時
に
、
同
じ
く
生
年
の
支
を

問
題
と
す
る
相
性
判
断
の
説
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
に
よ
っ
て
、
一
揃
い
に
し
て
扱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
章
で
触
れ
た
俗
信
は
、
あ
ら
か
じ
め
述
べ
た
通
り
、
七
ツ
目
信

仰
そ
の
も
の
と
は
一
線
を
画
し
て
と
ら
え
る
べ
き
俗
信
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
七
ツ
目

同
志
、
対
に
さ
れ
て
喜
ば
れ
て
い
る
支
が
、
全
て
年
を
表
す
支
ば
か
り
と
い
う
事
に

注
意
し
た
い
。
（
「
新
撰
十
二
支
寿
語
六
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
上
が
り
の
「
卯
」
の

マ
ス

が
卯
歳
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
各
マ
ス
は
全
て
一
年
を
表
す
支
と
解

せ

る
。
）
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
月
・
日
・
方
位
を
表
す
十
二
支
の
間
で
は
、
七
ツ

目
同
志
の
対
は
不
吉
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
七
ツ
目
同
志
の
二
支
の
組
み
合

わ
せ
を
吉
と
す
る
説
は
、
年
を
表
す
支
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

終
わ
り
に

　
本
稿
で

は
、
主
に
近
世
国
文
学
の
作
品
か
ら
抽
出
し
た
資
料
を
用
い
、
七
ツ
目
信

仰
の
全
体
像
を
と
ら
え
よ
う
と
試
み
た
。
酒
落
本
・
黄
表
紙
は
、
世
の
中
の
最
新
流

行
や
最
近
注
目
を
集
め
た
事
件
等
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
て
読
者
の
興
味
を
そ
そ
ろ

う
と
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
風
俗
資
料
と
し
て
参
考
に
な
る
場
合
が
多
い
。

特

に
七
ツ
目
信
仰
の
よ
う
な
根
拠
不
明
の
俗
信
の
場
合
、
た
と
え
そ
れ
が
世
に
大
流

行
し
て
い
た
と
し
て
も
、
卑
俗
で
あ
る
が
故
に
記
録
に
は
価
し
な
い
物
と
し
て
無
視

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
、
従
っ
て
俗
文
学
の
中
に
こ
そ
、
実
像
を
伝
え
て
く
れ

る
資
料
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
七
ツ

目
信
仰
の
特
色
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
た
だ
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
形
を
守
っ
て
続
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
礼
拝
用
画
像
が
い
つ
し
か
装
身
具
に
ま
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で
変
容
し
、
ま
た
〈
ナ
ナ
ツ
メ
〉
と
い
う
音
が
吉
原
の
座
敷
芸
に
結
び
付
く
、
と
い

う
よ
う
に
、
変
幻
自
在
の
展
開
を
み
せ
、
庶
民
生
活
の
「
俗
」
の
部
分
と
共
生
し
て

い

た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
仰
対
象
が
、
獣
形
で
あ
っ
た
事
と
決
し
て
無
縁

で

は
な
い
だ
ろ
う
。
今
ま
で
に
挙
げ
た
資
料
の
中
に
、
獣
身
に
人
服
を
着
る
事
を
僧

上

な
事
と
批
判
的
に
と
ら
え
て
い
る
例
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
七
ツ
目
の
支
獣
は
神
と

い
っ

て

も
、
そ
の
信
仰
の
さ
れ
方
に
緩
さ
が
あ
っ
た
。
人
々
は
七
ツ
目
の
支
獣
に
対

し
、
尊
崇
の
念
以
上
に
、
ペ
ッ
ト
の
動
物
に
対
す
る
よ
う
な
愛
玩
の
気
持
ち
も
抱
い

て

い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
信
仰
対
象
を
表
す
「
七
ツ
目
」
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
、

不
謹
慎
と
も
い
え
る
言
葉
遊
び
や
戯
画
化
が
行
わ
れ
た
の
は
、
獣
形
の
神
を
、
人
々

が
近
寄
り
難
い
存
在
と
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。

　
従
来
、
七
ツ
目
の
支
獣
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
神
の
一
種
で
あ
る
と

い
う
事
が
指
摘
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
の
は
、
あ
る
い
は
、
江
戸
時
代
の
人
々
が
示
し

た

到
底
神
に
対
す
る
態
度
と
は
思
え
ぬ
く
だ
け
た
態
度
が
、
本
質
を
覆
い
隠
す
べ
ー

ル

に
な
っ
て
い
た
た
め
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
七
ツ
目
信
仰
の
流
行
し
始
め
た
時
期
を
明
和
年
間
中
と
推
定
し
た
が
、

発
生
自
体
は
も
っ
と
早
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。
七
ツ
目
信
仰
が
い
つ
頃
ど
の
よ

う
に
し
て
芽
ば
え
た
の
か
に
つ
い
て
、
七
ツ
目
支
獣
の
本
質
を
神
と
み
る
視
点
に
立

ち
、
江
戸
時
代
の
神
道
の
動
向
に
注
意
し
な
が
ら
、
改
め
て
調
査
し
て
み
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

［付
記
］
　
七
ツ
目
信
仰
に
関
連
す
る
錦
絵
・
黄
表
紙
に
つ
い
て
、
鈴
木
重
三
先
生
よ

り
御
話
を
伺
い
、
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。
ま
た
、
『
続
新
斎
夜
語
』
の
本
文
の
翻

読
・
解
釈
に
関
し
て
、
市
古
夏
生
先
生
（
指
導
教
官
）
よ
り
御
指
導
を
頂
い
た
。
記

し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

註（
1
）
　
『
四
部
備
要
第
五
四
冊
』
（
一
九
八
九
年
刊
、
中
華
書
局
編
、
一
九
三
六
年
版
の
影
印
）
所
収

　
　
『
論
衡
』
よ
り
。

（
2
）
　
滝
沢
馬
琴
は
随
筆
『
燕
石
雑
志
』
（
文
化
八
〈
一
八
一
一
〉
年
刊
）
で
『
論
衡
』
を
引
き
、
十

　
　
二
支
を
禽
獣
に
配
当
す
る
事
は
こ
の
頃
よ
り
起
こ
っ
た
と
推
定
す
る
。

（
3
）
　
昭
和
二
十
一
年
に
文
部
省
科
学
教
育
局
の
迷
信
調
査
協
議
会
が
実
施
し
た
「
各
地
に
お
け
る

　
　
慣
習
状
況
調
査
」
の
結
果
を
ま
と
め
た
『
日
本
の
俗
信
第
一
巻
　
迷
信
の
実
態
』
（
昭
和
二
十
四

　
　
年
刊
、
技
報
堂
）
に
は
、
人
の
性
質
が
本
命
獣
の
性
質
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
す
る
俗
信
の

　
　
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
支
を
数
え
る
時
は
、
接
尾
語
「
ツ
」
を
用
い
る
の
が
慣
例
で
あ
る
。

（
5
）
　
「
七
」
と
い
う
数
に
関
す
る
種
々
の
俗
信
を
知
る
た
め
の
参
考
文
献
（
福
原
敏
男
先
生
御
教

　
　
示
）
と
し
て
、
『
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
第
2
号
（
特
集
・
暮
ら
し
の
中
の
「
七
」
）
（
平
成
六
年
五

　
　
月
、
本
阿
弥
書
店
）
、
『
和
数
考
』
（
平
成
九
年
刊
、
郡
司
正
勝
著
、
白
水
社
）
を
参
照
し
た
が
、

　
　
こ
の
中
で
は
七
ツ
目
信
仰
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
6
）
　
『
諺
語
大
辞
典
』
（
明
治
四
十
三
年
刊
、
藤
井
乙
男
編
、
東
京
有
朋
堂
書
店
）

　
　
　
『
広
文
庫
第
十
四
冊
』
（
大
正
五
年
刊
、
物
集
高
見
編
）

　
　
　
『
近
世
上
方
語
辞
典
』
（
昭
和
三
十
九
年
刊
、
前
田
勇
編
、
東
京
堂
出
版
）

　
　
　
『
江
戸
語
事
典
』
（
昭
和
四
十
六
年
刊
、
三
好
一
光
編
、
青
蛙
房
）

　
　
　
『
江
戸
語
大
辞
典
』
（
昭
和
四
十
九
年
刊
、
前
田
勇
編
、
講
談
社
）

　
　
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
1
5
巻
』
（
昭
和
五
十
年
刊
、
小
学
館
）

　
　
　
『
江
戸
文
学
俗
信
辞
典
』
（
平
成
元
年
刊
、
石
川
一
郎
編
、
東
京
堂
出
版
）

　
　
　
『
江
戸
語
辞
典
』
（
平
成
三
年
刊
、
大
久
保
忠
国
・
木
下
和
子
編
、
東
京
堂
出
版
）

　
　
　
『
新
編
川
柳
大
辞
典
』
（
平
成
七
年
刊
、
粕
谷
宏
紀
編
、
東
京
堂
出
版
）

　
　
等
を
参
照
し
た
。

（
7
）
　
『
僅
諺
資
料
集
成
第
七
巻
』
（
明
治
三
十
二
年
版
の
複
製
、
昭
和
六
十
一
年
刊
、
こ
と
わ
ざ
研

　
　
究
会
編
、
大
空
社
）

（
8
）
　
『
日
本
随
筆
大
成
第
二
期
2
4
』
（
昭
和
五
十
年
刊
、
吉
川
弘
文
館
）

（
9
）
　
『
続
帝
国
文
庫
第
3
4
編
　
黄
表
紙
百
種
』
（
明
治
三
十
四
年
刊
、
幸
堂
得
知
校
訂
、
博
文
館
）
に
、

　
　
「
運
附
太
郎
左
衛
門
　
富
川
吟
雪
書
作
」
と
し
て
そ
の
本
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
『
運

　
　
附
太
郎
左
衛
門
』
は
黒
本
青
本
に
類
す
る
。
書
名
の
似
る
黄
表
紙
『
う
ん
つ
く
太
郎
左
衛
門
咄
』

　
　
（
天
明
元
く
一
七
八
一
V
年
刊
、
北
尾
政
演
画
）
と
は
別
作
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
「
え
と
」
は
本
来
、
き
の
え
、
ひ
の
と
等
、
十
干
を
表
す
語
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
俗

　
　
に
十
二
支
や
十
二
支
獣
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

（
1
1
）
　
『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
第
二
巻
　
浮
世
絵
師
』
（
昭
和
五
十
七
年
刊
、
大
修
館
書
店
）
所
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　載
の
「
文
驚
」
の
解
説
（
鈴
木
浩
平
）
は
、
「
『
浮
世
絵
蓼
』
関
根
只
葉
（
慶
応
三
丁
杁

　
　
年
識
）
の
栄
之
の
項
に
、
慶
阿
彌
老
人
の
話
と
し
て
栄
之
が
文
龍
斎
よ
り
浮
世
絵
を
学
ん
だ
旨

　
　
記

し
て
あ
る
圃
噛
青
本
の
挿
絵
が
あ
る
と
い
う
が
未
詳
」
と
述
べ
る
。
『
青
本
年
表
』
に
、

　
　
鳥
居
文
龍
斎
画
の
青
本
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
青
本
は
今
の
所
、
所
在
不
明
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
『
化
政
期
落
語
本
集
』
（
昭
和
六
十
三
年
刊
、
武
藤
禎
夫
校
注
、
岩
波
文
庫
）
よ
り
。
「
七
つ
目
」

　
　
の

脚
注
に
「
十
二
支
の
う
ち
、
自
分
の
生
れ
年
か
ら
七
つ
目
の
者
を
愛
す
る
と
幸
運
を
得
る
と

　
　
の

俗
信
か

ら
、
七
つ
目
に
当
た
る
干
支
を
絵
に
し
た
。
」
と
あ
る
。

（
1
3
）
　
『
日
本
の
美
術
第
1
8
号
神
道
美
術
』
（
昭
和
四
十
二
年
刊
、
景
山
春
樹
編
、
至
文
堂
）
参
照
。

（
1
4
）
　
『
日
本
の
美
術
第
襯
号
　
十
二
神
将
像
』
（
平
成
十
年
刊
、
中
野
照
男
編
、
至
文
堂
）
参
照
。

（
1
5
）
　
『
酒
落
本
大
成
第
十
巻
』
（
昭
和
五
十
五
年
刊
、
中
央
公
論
社
）

（
1
6
）
　
角
筈
村
の
熊
野
十
二
所
権
現
社
（
『
江
戸
名
所
図
会
』
巻
四
所
載
）
を
も
じ
っ
て
い
る
可
能
性

　
　
が
あ
る
。

（
1
7
）
　
『
続
帝
国
文
庫
第
3
9
編
　
脚
本
傑
作
集
下
』
（
明
治
三
十
五
年
刊
、
水
谷
不
倒
校
訂
、
博
文
館
）

（
1
8
）
　
『
江
戸
語
大
辞
典
』
の
「
七
ツ
目
」
の
項
に
、
出
典
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
七
つ
目
の
干

　
　
支
に

当
た
る
動
物
の
図
を
紋
に
付
け
」
と
あ
る
。

（
1
9
）
　
『
酒
落
本
大
成
第
二
十
九
巻
』
（
昭
和
六
十
三
年
刊
、
中
央
公
論
社
）
解
題
で
、
作
品
中
に
引

　
　
か
れ

た
流
行
歌
の
流
行
時
期
か
ら
推
定
し
て
、
安
永
後
半
期
か
天
明
初
年
頃
の
成
立
と
し
て
い

　
　
る
の
に
従
っ
た
。

（
2
0
）
　
『
酒
落
本
大
成
第
九
巻
』
（
昭
和
五
十
五
年
刊
、
中
央
公
論
社
）

（
2
1
）
　
『
女
古
状
揃
園
生
竹
』
と
い
う
書
名
の
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
・
東
京
大
学
附
属
図
書
館

　
　
所
蔵
本
は
、
作
者
・
刊
年
と
も
こ
れ
と
同
じ
だ
が
、
別
書
で
あ
る
。
頭
書
は
な
い
。

（
2
2
）
　
『
江
戸
文
学
俗
信
辞
典
』
（
平
成
元
年
刊
、
石
川
一
郎
編
、
東
京
堂
出
版
）
参
照
。

（
2
3
）
　
「
紙
」
と
「
神
」
と
を
掛
け
て
い
る
。
遊
女
は
枕
元
の
ち
り
紙
を
ロ
で
取
る
の
が
な
ら
わ
し

　
　
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
姿
を
紙
を
食
べ
る
姿
に
見
立
て
た
も
の
か
。

（
2
4
）
　
『
酒
落
本
大
成
第
十
六
巻
』
（
昭
和
五
十
七
年
刊
、
中
央
公
論
社
）

（
2
5
）
　
『
酒
落
本
大
成
第
二
十
六
巻
』
（
昭
和
六
十
一
年
刊
、
中
央
公
論
社
）
解
題
に
よ
る
。

（
2
6
）
　
『
浮
世
絵
事
典
《
定
本
》
上
巻
』
（
昭
和
四
十
九
年
刊
、
吉
田
暎
二
編
、
画
文
堂
）
で
は
、
「
浮

　
　
世
七
ツ
目
合
」
に
つ
い
て
、
「
歌
麿
の
寛
政
末
の
作
で
、
子
か
ら
亥
ま
で
十
二
支
に
因
ん
だ
玩

　
　
具
と
、
外
に
や
は
り
十
二
支
に
因
ん
だ
七
番
目
の
動
物
の
絵
が
か
い
て
あ
る
、
半
身
二
美
人
を

　
　
描
い
た
揃
物
。
例
え
ば
、
卯
の
玩
具
と
衝
立
に
酉
の
絵
と
い
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
。
背
面
は
雲

　
　
母
摺
で
あ
る
。
あ
ま
り
興
味
の
感
ぜ
ら
れ
な
い
作
品
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

（
2
7
）
　
『
浮
世
絵
大
系
6
　
歌
麿
／
栄
之
』
（
昭
和
五
十
年
刊
、
菊
地
貞
夫
編
、
集
英
社
）

　
　
　
『
浮
世
絵
聚
花
1
2
　
ギ
メ
東
洋
美
術
館
パ
リ
国
立
図
書
館
』
（
昭
和
五
十
五
年
刊
、
山
口
桂
三

　
　
郎
編
、
小
学
館
）

　
　
　
『
秘
蔵
浮
世
絵
大
観
七
　
ギ
メ
美
術
館
n
』
（
平
成
二
年
刊
、
樽
崎
宗
重
編
、
講
談
社
）
な
ど
。

（
2
8
）
　
東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
所
蔵
の
版
本
に
よ
る
。

（
2
9
）
　
天
理
大
学
天
理
図
書
館
所
蔵
の
版
本
に
よ
る
。

（
3
0
）
　
東
京
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
版
本
に
よ
る
。

（
3
1
）
　
『
甲
子
夜
話
』
（
文
政
四
〈
一
八
二
一
〉
～
天
保
十
二
〈
一
八
四
↓
〉
年
執
筆
、
松
浦
静
山
著
、

　
　
写
本
）
続
篇
巻
三
十
一
に
、
「
贈
視
尊
重
　
も
と
孔
子
の
言
に
て
、
朱
子
の
『
敬
斉
箴
』
に
も

　
　
の
せ

ら
れ
た
り
。
贈
視
は
、
二
字
と
も
に
み
る
と
よ
み
て
、
眼
ざ
し
目
つ
か
ひ
の
こ
と
也
。
尊

　
　
重

は
、
た
つ
と
く
を
も
き
と
よ
み
て
、
眼
ざ
し
目
つ
か
ひ
の
お
も
く
し
ふ
し
て
、
不
レ
軽
ウ

　
　
ロ
リ
と
せ
ぬ
を
云
。
目
は
人
の
精
神
の
あ
ら
は
る
・
処
ゆ
ゑ
、
眼
ざ
し
］
大
事
の
工
夫
也
。
」

　
　
と
い
う
説
明
が
載
っ
て
い
る
。
（
『
東
洋
文
庫
捌
　
甲
子
夜
話
続
篇
3
』
）
「
贈
視
尊
重
」
と
い
う

　
　
語

は
、
お
そ
ら
く
当
時
の
武
士
の
作
法
の
一
つ
を
表
す
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

（
3
2
）
　
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
版
本
に
よ
る
。

（
3
3
）
　
『
新
釈
漢
文
大
系
2
7
　
礼
記
上
』
（
昭
和
四
十
六
年
刊
、
竹
内
照
夫
校
注
、
明
治
書
院
）

（
3
4
）
　
『
続
帝
国
文
庫
第
1
4
編
　
近
松
半
二
浄
瑠
璃
集
』
（
明
治
三
十
二
年
刊
、
水
谷
不
倒
校
訂
、
博

　
　
文
館
）

（
3
5
）
　
『
三
王
外
記
』
（
東
武
野
史
訊
詳
子
〈
伝
太
宰
春
台
〉
著
）
な
ど
に
依
る
。

（
3
6
）
　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
千
二
百
十
九
な
ど
に
依
っ
た
。

（
3
7
）
　
『
浪
速
叢
書
第
四
』
（
昭
和
二
年
刊
、
船
越
政
一
郎
校
訂
）

（
3
8
）
　
天
明
二
〈
一
七
八
二
〉
年
刊
の
酒
落
本
『
古
今
三
通
伝
』
（
夢
中
庵
江
陵
山
人
作
）
に
、
最
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
う
じ
ま
　
　
と
り
か
ご

　
　
流
行
る
物
と
し
て
、
大
名
縞
を
と
り
上
げ
、
「
大
名
嶋
は
鳥
籠
に
似
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
9
）
　
『
日
本
随
筆
大
成
別
巻
　
嬉
遊
笑
覧
1
』
（
昭
和
五
十
四
年
刊
、
吉
川
弘
文
館
）

（
4
0
）
　
『
燕
石
十
種
第
一
巻
』
（
昭
和
五
十
四
年
刊
、
中
央
公
論
社
）

（
4
1
）
　
『
東
洋
文
庫
娚
　
む
か
し
ば
な
し
』
（
昭
和
五
十
九
年
刊
、
平
凡
社
）

（
4
2
）
　
水
牛
を
乗
物
と
す
る
。

（
4
3
）
　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
第
八
巻
　
見
聞
記
』
（
昭
和
四
十
四
年
、
三
一
書
房
）

（
4
4
）
　
『
共
古
日
録
』
（
山
中
共
古
著
、
写
本
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
）
巻
二
十
八
「
撫
牛
と
田

　
　
沼
主
殿
頭
」
で
は
、
『
謹
海
』
よ
り
当
該
部
分
を
引
き
、
「
按
る
に
撫
牛
の
流
行
文
化
初
年
の
叶

　
　
福
助
の
流
行
に
お
さ
れ
て
す
た
り
け
る
が
此
牛
の
流
行
の
起
り
ハ
関
西
よ
り
の
こ
と
な
ら
ん

　
　
（
中
略
）
田
沼
の
ハ
こ
れ
二
よ
り
し
に
て
田
沼
の
が
起
り
と
ハ
お
も
は
れ
ぬ
な
り
　
既
に
流
行

　
　
来
り
し
に
よ
り
田
沼
銀
製
に
し
て
撫
し
こ
と
に
ぞ
あ
ら
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
4
5
）
　
巻
十
一
の
末
に
、
「
此
一
書
は
叔
父
中
西
邦
義
の
物
語
を
書
記
す
も
の
也
。
叔
父
（
中
略
）
こ

　
　
と
し
天
明
七
年
七
十
七
歳
に
て
猶
存
命
の
人
也
。
」
と
あ
る
の
が
手
が
か
り
と
な
る
。

（
4
6
）
　
『
燕
石
十
種
第
二
巻
』
（
昭
和
五
十
四
年
刊
、
中
央
公
論
社
）

（
4
7
）
　
因
み
に
、
息
子
意
知
は
寛
延
二
〈
一
七
四
九
〉
年
巳
歳
生
ま
れ
な
の
で
、
七
ツ
目
の
支
獣
は

　
　
猪
で
あ
る
。
従
っ
て
息
子
と
混
同
さ
れ
た
と
も
思
え
な
い
。

（
4
8
）
　
『
摂
津
名
所
図
会
』
（
寛
政
八
〈
一
七
九
六
〉
～
十
〈
一
七
九
八
〉
年
刊
、
秋
里
湘
夕
著
、
竹
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
み
ざ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
し
ょ
う
　
　
い
へ

　
　
春
朝
斎
画
）
巻
六
に
、
「
名
産
伊
丹
酒
」
の
説
明
と
し
て
、
「
酒
匠
の
家
六
十
余
戸
あ
り
。
（
中

　
　
　
　
　
　
　
　
と
そ
ん
　
　
そ
と
ま
き
　
し
る
し
　
　
　
か
ん
ざ
き

　

略
）
家
々
の
銘
を
斗
樽
の
外
巻
に
印
し
て
神
崎
の
浜
に
送
り
、
渡
海
の
船
に
積
ん
で
多
く
は
関
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東
へ
遣
は
す
。
」
と
あ
る
。
酒
樽
に
こ
も
が
巻
か
れ
た
の
は
、
輸
送
中
の
衝
撃
か
ら
樽
を
保
護

　
　
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

（
4
9
）
　
『
江
戸
名
所
図
会
』
（
天
保
五
〈
一
八
三
四
〉
・
七
〈
一
八
三
六
〉
年
刊
、
斎
藤
幸
雄
・
幸
孝
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
か
ハ
さ
か
と
ひ
や

　
　
幸
成
編
、
長
谷
川
雪
旦
画
）
巻
一
「
新
川
酒
問
屋
」
と
題
し
た
挿
絵
に
は
、
＊
の
印
の
つ
い

　
　
た
多
く
の
酒
樽
が
船
で
運
ば
れ
陸
揚
げ
さ
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
新
訂
江
戸
名
所
図

　
　
会
1
』
（
平
成
八
年
刊
、
市
古
夏
生
・
鈴
木
建
一
校
訂
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
参
照
。

（
5
0
）
　
『
日
本
随
筆
大
成
第
一
期
2
』
（
昭
和
五
十
年
刊
、
吉
川
弘
文
館
）

（
5
1
）
　
『
江
戸
語
事
典
』
（
昭
和
四
十
六
年
刊
、
三
好
一
光
編
、
青
蛙
房
）
の
「
七
ツ
梅
」
の
項
で
は
、

　
　
「
天
明
年
申
老
中
田
沼
の
全
盛
に
あ
や
か
り
、
そ
の
定
紋
七
曜
星
を
商
標
に
し
た
と
伝
え
ら
れ

　
　
る
。
」
（
典
拠
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
＊
・
の
商
標
は
天
明
以
前
よ
り

　
　
用
い
ら
れ
て
い
た
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
説
は
、
後
か
ら
付
会
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可

　
　
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
『
共
古
日
録
』
（
前
出
書
）
巻
三
「
酒
造
家
坂
上
」
の
条
で
は
、
七
ツ
梅

　
　
の
酒
標
は
そ
の
製
造
元
で
あ
る
坂
上
家
の
定
紋
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
＊
の
商

　
　
標
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。

（
5
2
）
　
『
酒
落
本
大
成
第
十
巻
』
（
昭
和
五
十
五
年
刊
、
中
央
公
論
社
）
解
題
に
よ
る
。

（
5
3
）
　
『
酒
落
本
大
成
第
二
十
四
巻
』
（
昭
和
六
十
年
刊
、
中
央
公
論
社
）
解
題
に
よ
る
。

（
5
4
）
　
薬
師
如
来
は
、
十
二
支
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
十
二
神
将
を
従
え
て
い
る
の
で
、
や
は
り

　
　
同
じ
く
十
二
支
に
関
わ
り
の
あ
る
「
七
ツ
目
御
う
ん
の
守
」
と
い
う
言
葉
を
こ
じ
つ
け
易
か
っ

　
　
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
5
5
）
　
灸
点
の
一
種
。
『
広
益
秘
事
大
全
』
（
角
書
「
民
家
日
用
」
、
嘉
永
四
〈
一
八
五
一
〉
年
刊
、
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
の
め
　
　
　
　
　
　
た
シ
　
　
　
　
　
こ
し
　
　
　
　
　
　
り
や
う
ハ
う
　
　
　
　
　
　
　
く
ぼ
　
　
　
　
　
　
り
や
う

　
　
松
館
主

人
著
）
に
「
○
亥
眼
　
人
を
立
し
め
て
腰
を
見
れ
ハ
両
方
に
す
こ
し
陥
ミ
あ
り
て
雨

　
　
が
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
が
ん
　
　
け
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
し
　
　
　
さ
う

　
　
眼
の
ご
と
し
　
こ
れ
を
腰
眼
の
穴
と
い
ふ
　
う
つ
む
き
に
臥
て
七
壮
十
四
壮
な
ど
す
う
べ
し

　
　
ら
う
さ
い
こ
し
い
た
　
　
だ
い
べ
ん
ふ
つ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
ぷ
　
　
　
し
ょ
し
や
う
　
　
　
　
　
　
ミ
つ
の
と
ゐ
　
　
　
　
　
　
ゐ
の
と
き
　
　
き
う

　
　
労
療
腰
痛
ミ
大
便
不
通
な
ど
す
べ
て
下
部
の
諸
症
に
よ
し
　
癸
亥
の
日
の
亥
時
に
灸
す
れ
バ

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
ぞ
く
ゐ
の
め

　
　
よ
く
き
く
也
　
故
に
俗
亥
眼
と
云
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
（
『
江
戸
時
代
女
性
文
庫
1
6
』
平
成

　
　
六
年
刊
、
大
空
社
）

（
5
6
）
　
こ
の
七
ツ
眼
小
僧
の
絵
と
文
は
、
既
に
『
江
戸
の
調
刺
画
』
（
平
成
九
年
刊
、
南
和
男
著
、
吉

　
　
川
弘
文
館
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
を
参
照
し
て
教
え
を
得
た
。
（
尚
『
江
戸
の
調
刺
画
』
で

　
　
は
書
名
を
『
古
今
百
代
叢
書
』
と
し
て
い
る
が
、
『
古
今
百
代
草
叢
書
』
で
あ
る
。
）
ま
た
、
『
歴

　
　
史
講
座
　
田
沼
時
代
』
（
大
正
四
年
刊
、
辻
善
之
助
著
、
日
本
学
術
普
及
会
）
で
は
、
七
ツ
眼
小

　
　
僧
図
を
手
写
し
た
ら
し
い
図
を
掲
載
し
て
い
る
他
、
田
沼
意
知
葬
送
の
際
に
、
「
七
ツ
星
の
紋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も
　
　
か
ぶ

　
　
を
着
け
た
酒
樽
の
古
い
菰
を
被
つ
」
た
乞
食
を
、
鍾
埴
の
扮
装
を
し
た
乞
食
が
切
り
つ
け
る
真

　
　
似
を
し
な
が
ら
町
々
を
廻
っ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
乞
食
が
用
い

　
　
た
菰
は
「
七
ツ
梅
」
の
菰
に
ち
が
い
な
く
、
そ
れ
を
被
っ
た
姿
は
、
あ
る
い
は
『
古
今
百
代
草

　
　
叢
書
』
所
載
の
七
ツ
目
小
僧
の
姿
に
似
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
5
7
）
　
『
江
戸
時
代
落
書
類
聚
上
巻
』
（
昭
和
五
十
九
年
刊
、
鈴
木
業
三
・
岡
田
哲
校
訂
、
東
京
堂
出

　
　
版
）

（
5
8
）
　
東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
所
蔵
の
版
本
に
よ
る
。

（
5
9
）
　
『
童
遊
文
化
史
別
巻
』
（
昭
和
五
十
五
年
刊
、
半
澤
敏
郎
著
、
東
京
書
籍
）
に
カ
ラ
ー
図
版
と

　
　
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
小
版
（
約
7
㎝
四
方
）
で
あ
り
、
成
立
・
内
容
に
つ
い
て
の
解
説

　
　
も
特
に
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
6
0
）
　
『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
第
二
巻
　
浮
世
絵
師
』
参
照
。

（
6
1
）
　
『
滑
稽
文
学
全
集
第
1
1
巻
』
（
大
正
入
年
刊
、
古
谷
知
新
編
、
文
芸
書
院
）

（
6
2
）
　
『
民
俗
選
書
8
　
俗
信
』
（
昭
和
五
十
九
年
刊
、
瀬
下
三
男
著
、
秋
田
文
化
出
版
社
）
で
は
、
「
相

　
　
性
と
運
命
の
俗
信
」
の
一
例
と
し
て
、
「
六
つ
違
い
は
睦
ま
し
く
暮
ら
す
」
を
挙
げ
、
「
年
令
の

　
　
差
の
数
の
語
呂
合
わ
せ
か
ら
で
て
い
る
の
が
多
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
年
齢
差
六
歳

　
　
の
夫
婦
と
は
即
ち
生
年
の
支
が
七
ツ
目
同
士
に
当
た
る
夫
婦
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
俗
信
は
も

　
　
と
も
と
は
「
六
」
の
語
呂
合
わ
せ
か
ら
来
た
も
の
で
は
な
く
、
七
ツ
目
信
仰
に
根
ざ
し
た
も
の

　
　
と
と
ら
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

（
6
3
）
　
『
諺
語
大
辞
典
』
の
「
四
メ
十
メ
」
の
項
に
は
、
「
夫
婦
の
齢
の
三
つ
違
ひ
、
九
つ
違
ひ
は
夫

　
　
に
仇
す
る
と
て
忌
む
。
夜
目
遠
目
の
諺
よ
り
移
り
し
な
り
。
四
メ
十
メ
七
ツ
メ
と
も
、
四
メ
十

　
　
メ
、
女
ニ
ハ
飽
キ
ガ
来
ル
と
も
い
ふ
。
」
と
あ
る
。
こ
の
中
の
「
四
メ
十
メ
七
ツ
メ
」
と
い
う

　
　
言
い
方
に
は
、
相
性
の
悪
い
歳
回
り
「
四
目
十
目
」
と
、
良
い
歳
回
り
の
「
七
ツ
目
」
と
が
、

　
　
一
セ
ッ
ト
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
名
残
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
四
目
十
目
」
に
つ
い
て
は

　
　
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
8
2
集
の
拙
稿
を
参
照
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

〔補
説
〕

　
原
稿
提
出
後
に
な
っ
て
、
七
ツ
目
信
仰
に
関
す
る
新
た
な
資
料
を
知
り
得
た
。
そ

れ

ら
の
資
料
を
用
い
て
、
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
、
補
足
説
明
を
し
た
い
。

　
①
七
ツ
目
信
仰
の
発
生
時
期
に
つ
い
て

　
『
日
本
書
誌
学
大
系
4
8
（
1
）
黄
表
紙
総
覧
前
篇
』
（
昭
和
六
十
一
年
刊
、
棚
橋
正
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
う
り
ゅ
う
し
　
り
く
ら
い

著
、
青
裳
堂
書
店
）
に
は
、
安
永
四
年
〈
一
七
七
五
〉
の
黄
表
紙
『
風
流
司
李
暗

か
ん

お
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
つ
じ
の
と
し
は
ん
も
く
ろ
く

管
音
』
（
富
川
房
信
画
）
の
十
丁
裏
「
未
年
板
目
録
」
の
内
容
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
未
年
」
と
は
安
永
四
年
を
指
し
、
「
未
年
板
目
録
」
と
は
、
『
風
流
司
李
暗
管

音
』
の
版
を
作
っ
た
時
点
（
安
永
三
年
中
）
に
お
い
て
、
同
じ
版
元
か
ら
こ
の
作
と

同
時
出
版
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
作
品
の
目
録
で
あ
る
。

　
注

目
し
た
い
の
は
、
こ
の
目
録
の
中
に
、
『
七
ツ
目
ゑ
と
化
物
退
治
』
と
い
う
書

名
が
み
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
黄
表
紙
に
つ
い
て
、
棚
橋
氏
は
前
掲
書
で
「
刊
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行
さ
れ
た
か
疑
問
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
私
自
身
も
未
見
で
あ
り
、
物
語
の
内
容
は

不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
書
名
の
「
七
ツ
目
ゑ
と
」
が
本
稿
で
「
七
ツ

目
の
支
獣
」
と
呼
ん
で
き
た
も
の
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
確
実
と
い
っ

て

よ
い
だ
ろ
う
。
『
風
流
司
李
暗
管
音
』
と
い
う
作
品
が
刊
行
さ
れ
た
か
否
か
と
い

う
問
題
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
安
永
四
年
新
春
の
出
版
広
告
の
中
に
「
七
ツ
目
の
ゑ

と
」
と
い
う
言
葉
が
み
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
七
ツ
目
信
仰
が
す
で
に
安
永

三
年
の
時
点
で
江
戸
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

　
②
七
ツ
目
の
支
獣
の
形
の
品
物
を
身
近
に
置
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て

　
七
ツ

目
信
仰
最
盛
期
よ
り
や
や
時
代
が
下
る
が
、
文
化
十
四
〈
一
八
一
七
〉
年
刊

　
　
　
　
む
か
し
う
た
さ
る
の
き
ょ
う
げ
ん

の

合
巻

『
昔
謡
猿
狂
言
』
（
山
東
京
山
作
・
柳
川
重
信
画
）
の
中
に
、
七
ツ
目
の

支
に
当
た
る
生
身
の
動
物
を
身
近
に
飼
っ
て
お
守
り
と
す
る
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

み

え
る
。
そ
の
部
分
の
本
文
を
以
下
に
引
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
だ

　
　
今
ハ
む
か
し
さ
ね
と
も
公
の
じ
た
い
建
保
の
こ
ろ
さ
が
ミ
の
国
に
小
枝
の
は
ん

　
　
ぐ
わ
ん
氏
つ
ね
と
い
ふ
人
お
ハ
し
け
り
（
中
略
）
さ
て
あ
る
日
お
く
さ
ま
の
お

　
　

な
ぐ
さ
ミ
と
て
さ
る
の
き
や
う
げ
ん
を
め
さ
れ
御
ふ
う
ふ
む
つ
ま
し
く
し
と
ね

　
　
を
な
ら
べ
て
け
ん
ぶ
つ
し
玉
ひ
け
る
が
お
そ
バ
女
中
が
口
く
に
あ
の
さ
る
を

　
　

お
そ
バ
に
お
い
て
お
茶
な
ど
は
こ
ば
せ
た
ら
お
も
し
ろ
か
ら
ん
と
い
ふ
に
卯
の

　
　
花
ご
ぜ
ん
も
い
か
さ
ま
さ
る
ハ
と
の
さ
ま
の
七
ッ
目
で
も
あ
れ
バ
お
身
の
ま
も

　
　

り
の
お
ま
じ
な
い
に
も
よ
か
ら
ん
と
と
の
に
す
・
め
て
お
ほ
く
の
あ
た
い
に
て

　
　
か

の

さ
る
を
も
と
め
さ
せ
人
の
ご
と
く
は
か
ま
き
せ
て
そ
バ
ち
か
ふ
つ
か
ハ
れ

　
　
け
る
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
版
本
よ
り
）

　
一
般
に
草
双
紙
類
は
、
舞
台
を
鎌
倉
・
室
町
時
代
と
す
る
場
合
で
も
、
随
所
に
当

世
の
流
行
・
風
俗
を
盛
り
込
み
な
が
ら
、
物
語
が
進
行
す
る
。
右
の
文
章
か
ら
、
文

化
年
間
当
時
、
七
ツ
目
の
支
獣
を
飼
う
と
い
う
こ
と
が
巷
間
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い

う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
七
ツ
目
の
支
獣
を
飼
う
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
十
二
種

の
支
獣
全
て
に
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
前
に
述
べ
た
七
ツ
目
支
獣
の
形
の
品
を

身
近
に
置
く
ス
タ
イ
ル
の
一
変
型
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
尚
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
『
聞
上
手
』
の
中
に
は
、
自
分
の
七
ツ
目
支
獣
で
あ
る

猿
に

似
た
女
を
側
に
置
く
男
の
小
咄
が
あ
る
。
こ
の
小
咄
は
、
あ
る
い
は
、
実
際
に

七

ツ
目
の
支
獣
を
飼
っ
て
い
る
巷
間
の
人
々
の
存
在
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
作
ら
れ
た

も
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

　
③
暦
注
と
七
ツ
目
信
仰
の
関
わ
り
に
つ
い
て

　
既
に

述
べ
た
よ
う
に
、
暦
注
の
「
十
二
直
」
で
は
、
月
の
支
に
対
し
て
七
ツ
目
の

支

に
当
た
る
日
を
凶
と
し
て
い
る
。

　
嘉
永
六
〈
一
八
五
三
〉
年
刊
の
『
国
宝
大
雑
書
万
宝
選
』
（
柳
園
種
春
編
・
柳
川
重

信
画
）
の
中
に
、
先
に
引
い
た
『
永
代
大
雑
書
万
暦
大
成
』
（
角
書
「
天
保
新
選
」
、

天
保
十
三
〈
一
八
四
二
〉
年
刊
）
の
記
事
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
み
ら
れ
る
こ
と
を

知
り
得
た
。
以
下
に
引
用
す
る
。

　
　
や
ぶ
る
　
　
　
　
　
　
ぐ
ハ
つ
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ
と
ら

　
　
破
　
此
日
ハ
月
建
か
ら
七
ツ
目
の
日
な
り
　
正
月
の
建
寅
な
れ
バ
七
ツ
め
ハ

　
　
さ
る
　
　
　
　
　
　
　
あ
い
む
か
へ
　
た
シ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
　
　
　

や

ぶ

　

　

　
　
ゆ
へ
　
　
と
ら

　
　
申
な
り
物
相
向
バ
戦
ひ
た
・
か
ヘ
バ
必
ら
ず
破
る
・
故
二
寅
と
七
ツ
め
の

　
　
さ
る
　
　
や
ぶ
る
　
　
　
　
　
　
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
い
に
ん
　
　
け
い
　
　
い
く
さ
　
　
　
　
　
す
な
ど
り
　
　
く
す
り
　
　
の
ミ
は
じ
む

　
　
申
を
破
と
い
ふ
義
也
　
此
日
ハ
罪
人
を
刑
し
師
を
出
し
漁
猟
し
薬
を
飲
初
る

　
　
　
　
　
そ
の
よ
ミ
な
あ
し

　
　
二
吉
　
其
余
皆
凶
し

　
　
　
ち
な
ミ
　
い
は
く
そ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ん
　
　
う
　
　
と
し
　
　
と
り
　
　
あ
い

　
　
○

因
二
日
俗
二
七
ツ
め
の
支
と
て
申
の
年
ハ
寅
を
重
じ
卯
の
年
ハ
酉
を
愛
す

　
　
　
　
あ
い
む
か
ふ
　
あ
ら
そ
た
シ
か
ふ
ゑ
と
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
あ
い
　
　
を
も
　
　
　
　
　
　
ミ

　
　

る
ハ
相
向
て
争
ひ
闘
支
な
れ
バ
是
を
愛
し
重
ん
じ
て
身
に
あ
ら
そ
ひ
ご
と

　
　
け
　
が
あ
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
ひ
と
　
　
あ
ら
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し
め
　
　
　
　
　
し
る

　
　
怪
我

過

ち
な
き
や
う
且
人
と
争
ひ
た
・
か
ふ
べ
か
ら
ず
と
の
誠
な
り
と
知
べ

　
　
し
（
東
北
大
学
狩
野
文
庫
所
蔵
の
版
本
よ
り
）

　
『
永
代
大
雑
書
万
暦
大
成
』
の
本
文
を
踏
襲
す
る
書
は
、
他
に
も
存
在
す
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
は
よ
う
や
く
右
の
一
書
を
知
り
得
た
の
み
で
あ
る
。

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
リ
サ
ー
チ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）
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図1　『運附太郎左衛門』九丁裏・十丁表

　　　（東洋文庫岩崎文庫所蔵の版本より）

●

、

　

　
〔
　
」
　
　
　
、

　
リ
　
ロ

　
ニ
　
　
⇒

　
　
♂

　
’

4

ジ
、
・
、
　
　
　
　
　
；

鮮
…
ぷ
齢
齢

・・

～ 　∨ウ、．一　＿＿L

イ『

　　　　　　　　　　　　ペミ＼、　　　・

　　　　　　　　　　㌻三㌘き

　　1　　　　　　議，
　　　　　　　　　　　　‘　　　　

A

弓∴。∵　　　　　　　・・

総二　“ぺ∴ジ
｛i：，　　　　　　・
ll　1，　鵠∵　　　　　　　　懸ご・・
トベ　パ

㍗・　　　　　　　　　＼．、
1「さ㌔・〉ミ

総灘㌧　』　　ぷ’
帝、、∴∵

樗べ∴　　　　　－

ii∴　一
じチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ‖
、

ゾ

ll　　　　　　ぷ

1　　　、．．
図2　『運附太郎左衛門』十丁裏

　　（東洋文庫岩崎文庫所蔵の版本より）
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ぎ
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図3　『人似小真根』見返・一丁表

　　　（東京都立中央図書館加賀文庫所蔵の版本より）
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図4　『十二支大通話』見返・一丁表

　　　（国立国会図書館所蔵の版本より）
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図5　『拭支春の友』見返・一丁表

　　　（東京都立中央図書館加賀文庫所蔵の版本より）
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図6　『冠言葉七目主記』十四丁裏・十五丁表

　　　（国立国会図書館所蔵の版本より）
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図7　『冠言葉七目婁記』十五丁裏

　　　（国立国会図書館所蔵の版本より）

図8　『十二支十二月絵本』一丁表

　　　（東京都立中央図書館

　　　加賀文庫所蔵の写本より）
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図9　『十二支十二月絵本』四丁裏・五丁表

　　　（東京都立中央図書館加賀文庫所蔵の写本より）
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図11　「浮世七ツ目合」の内「寅申」

　　　（東京国立博物館所蔵）

図10　「浮世七ツ目合」の内「丑未」

　　　（東京国立博物館所蔵）
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図13　「浮世七ツ目合」の内「巳亥」

　　　（東京国立博物館所蔵）
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図12　「浮世七ツ目合」の内「卯酉」

　　　（東京国立博物館所蔵）

図15　『摂陽奇観』巻三十九より

　　　（『浪速叢書第四』より）
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図14　「風流七ツ目絵合」の内「子午」

　　　（東京国立博物館所蔵）
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図16　『日本山海名産図会』巻一の十三丁裏

　　　（東京都立中央図書館加賀文庫所蔵の版本より）
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図17　『翻草盲目』二十丁裏・二十一丁表

　　　（東京大学霞亭文庫所蔵の版本より
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図18　『悦贔屓蝦夷押領』十一丁表

　　　（大東急記念文庫所蔵の版本より）

図19　『明美七変目景清』九丁裏・十丁表

　　　（東京都立中央図書館加賀文庫所蔵の版本より）
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図20　『明　七変目景清』十丁裏

　　　（東京都立中央図書館加賀文庫所蔵の版本より）
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図21　『即興跡引上戸』十一丁裏・十二丁表
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図22　『即興跡引上戸』十二丁裏・十三丁表

　　　（東京大学霞亭文庫所蔵の版本より）

図23　『呑込多霊宝縁起』十丁裏・十一丁表

　　　（国立国会図書館所蔵の版本より）
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AS叩erstition　on”オカe阯an∂t鉗me”of　the　Chinese　Zodiac　Calendar

AGIOうNaoko

‘‘

乃θ∧砺％αおμ〃2〆’（the　seventh）　is　a　superstition　related　to　the　Chinese　zodiac　calendar　prolifer・

ated　at　the　end　of　Edo　period．　It　says，　the　picture　of　the　zodiac　animal　that　sign迅es　the　seventh

year　from　your　own　birth　year　will　bring　you　a　fbrtune、　This　nanatsume　fOlk　belief　is　totally　ob－

solete　and　fbrgotten　in　our　society　today．　This　causes　difnculties　when　researchers　try　to　inter－

pret　the　nanatsume・related　literatures　and　arts　created　du亘ng　the　Edo　pe亘od．

　　　This　paper　gives　a　review　of　the　nanatsume　belief　at　the　end　of　the　Edo　pe亘od　by　using　not

only　letters　but　also　paintings　and　drawings．　The　zodiac　animals　of　nanatsume　are　a　kind　of　dei－

ties．　To　celebrate　these　sacred　spi亘ts，　people　decorated　rooms　in　their　house　with　drawings，　fur・

niture，　and　small　amulets　that　retain　the　images　of　the　animal．

　　　Du亘ng　the　Edo　pe亘od，　it　was　believed　to　be　evil　and　therefbre　theoretically　fOrbidden　to

have　a　pair　of　zodiac　animal　and　its　the　seventh　in　the　zodiac　calendar　and　compass　system．

Since　this　theory　is　contradictory　to　the　belief　of　the　nanatsume，　some　people　seemed　skeptical

on　the　nanatsume　superstition．

　　　Despite　of　its　contradictory　nature，　the　nanatsume　belief　proliferated　especiaUy　during　the

An’ei　and　the　Tenmei　of　the　Edo　period．　Its　popularity　might　stem　from　the　rumor　that　TA－

NUMA　Okitsugu，　a　man　of　power　at　that　time，　practiced　this　nanatsume　superstition．　The　family

symbol　of　TANUMA　was　seven　stars，　and　generally　called“nanatsu’n’me”（seven　plums）．　This　is

easily　connected　to　Ilallatsume（the　seventh），　making　the　rumor　plausible．

　　　The　nanatsume　beHef　produced　a　wide　range　of　superstitions　related　to“seven”．　One　of　them

says　that　a　seven　year　old　dif丘rence　makes　for　a　good　couple　and　a　good　omen　fbr　a　happy　mar－

riage．

　　　The　nanatsume　beHef　is　merely　a　superstition．　However，　considehng　the　fact　that　once　it

gained　a　great　popularity　to　the　point　it　became　a　social　phenomenon，　it　requires　special　atten－

tion　in　order　to　understand　the　culture　and　society　of　the　Edo　period．
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