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一五

今
日
は
私
某
だ
不
束
な
身
を
も
ち
ま
し
て
記
念
會
の
後
で
、
拙
演
を
試
み
る
光
榮
を
有
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま

ず
が
、
皆
様
の
前
で
殊
に
懐
穏
堂
の
先
賢
の
牌
を
後
ろ
に
し
て
命
話
申
上
げ
る
こ
と
は
、
恐
縮
千
萬
に
存
じ
て
居
り
ま

し
た
の
で
、

一
應
御
僻
退
申
上
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

り
と
致
ず
よ
う
に
と
い
ふ
お
言
薬
に
廿
へ
ま
し
て
、

私
は
御
存
じ
の
方
も
お
あ
り
の
通
り
、
言
葉
の
學
問
を
柳
か
致
し
て
居
る
身
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
ど
う
か
致
し
ま
す
る

と
我
國
の
言
策
の
側
か
ら
、
支
那
の
文
字
、
言
語
を
側
面
的
に
見
る
や
う
な
こ
と
は
致
し
ま
ず
る
が
、
深
い
高
い
漢
學

の
方
は
一
向
心
得
て
居
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
綾
に
國
語
の
側
か
ら
漢
字
漢
語
を
見
る
こ
と
を
靭
か
致
し
て
居
る
の

に
過
ぎ
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
殊
に
近
年
は
先
輩
故
人
の
僻
芥
の
編
纂
を
聯
か
補
助
を
致
し
ま
し
た
り
、
自
ら
も
進

ん
で
さ
ざ
や
か
な
僻
典
を
試
作
致
し
ま
し
た
り
、
幾
分
の
経
瞼
を
積
み
ま
し
た
の
で
、
申
ざ
ば
そ
れ
ら
の
餘
材
と
致
し

ま
し
て
、
支
那
の
言
葉
の
こ
と
を
少
し
ば
か
り
究
め
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
且
又
そ
れ
ら
の
経
験
を
い
た
し

ま
し
た
と
同
時
に
、
我
國
の
古
典
の
一
つ
で
あ
る
萬
葉
集
の
歌
の
四
千
五
百
首
ば
か
り
あ
り
ま
ず
中
の
約
一
千
首
ば
か

漢

字

漢

語

管

見

何
か
私
の
平
素
究
め
て
居
る
こ
と
で
よ
ろ
し
い
か
ら
、
何
な

こ
の
席
へ
罷
出
る
こ
と
に
な
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

新

村

出



會
と
も
考
へ
ま
し
た
の
で
、
労
々
此
慮
に
罷
出
た
次
第
で
あ
り
ま
ず
。

ま
し
て
、

り
を
、

そ
の
道
の
人
炉
英
繹
を
致
し
て
、

吾
々
同
人
協
力
し
て
英
繹
の
事
業
に
従
事
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

る
賜
係
上
、
萬
葉
集
中
の
名
物
た
ど
を
英
繹
ず
る
に
常
り
ま
し
て
、
色
々
の
疑
惑
が
生
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
何
と
繹

し
て
い
＼
か
と
い
ふ
こ
と
を
究
め
ま
す
る
に
先
立
つ
て
は
、

で
あ
ら
う
か
、

會
し
、
漠
然
そ
の
目
に
も
會
得
し
た
や
う
に
戚
じ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

を
以
て
確
賞
に
示
ざ
う
と
な
り
ま
す
と
、
平
素
大
様
に
、
大
ま
か
に
、
朧
氣
に
心
得
て
居
っ
た
も
の
が
、
非
常
た
不
審
、

疑
惑
に
逢
着
ぜ
ざ
る
を
得
た
い
の
で
あ
り
ま
ず
。

に
植
物
の
名
前
、
動
物
の
名
前
に
就
て
少
し
ば
か
り
究
め
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
ず
の
で
、

支
那
の
文
字
の
根
元
、
或
は
支
那
の
言
語
の
滸
革
を
研
究
ず
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
た
業
で
あ
り

ま
し
て
私
共
の
敢
て
こ
れ
を
試
む
る
所
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

の
漢
字
の
動
植
物
の
名
稲
と
が
相
該
常
す
る
や
否
や
、

い
と
考
へ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

た
ゞ
限
に
牧
國
の
動
植
物
の
名
稲
な
ど
と
、
支
那

そ
の
適
否
如
何
を
、
二
亡
一
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
致
し
て
見
た

一
月
に
し
て
一
語
、
三
月
に
し
て
二
語
と
い
ふ
や
う
た
エ
合
に
、
悠
長
に
一
語
一
字
の

懐

そ
れ
を
遠
く
海
外
の
人
に
見
ぜ
て
や
ら
う
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
に
な
っ
て
、

そ
の
葵
鐸
の
こ
と
に
参
加
い
た
し
て
を
り
ま
ず

そ
の
勃
が
千
二
三
百
年
前
に
ど
う
い
ふ
物
を
指
し
た
も
の
一

た
ゞ
漠
然
漢
字
を
常
て
ま
し
た
り
、
國
語
を
以
て
吾
々
が
讀
ん
で
居
り
ま
ず
る
時
は
、

徳

そ
の
趣
味
を
理

こ
れ
を
新
に
他
の
言
葉
に
繹
し
て
責
任

そ
れ
や
こ
れ
や
の
必
要
か
ら
致
し
ま
し
て
、
最
近
色
々
の
名
前
、
殊

そ
れ
ら
の
ニ
―
―
一
の
訥
を
捉
ヘ

一
時
間
半
程
御
静
聴
を
汚
し
、
先
進
の
諸
先
生
も
御
列
席
で
あ
り
ま
ず
の
で
、
私
の
話
を
御
叱
正
願
ふ
好
機

一
六
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漢
語
の
側
か
ら
見
て
、

出
て
、

類
抄
」
、

一
七

詮
索
を
ぽ
つ
り
／
＼
心
懸
け
て
居
る
次
第
で
あ
り
ま
ず
の
で
、
今
日
は
そ
れ
ら
の
成
果
の
中
か
ら
ニ
―
―
一
の
貨
例
を
摘
み

ざ
て
漢
字
の
字
店
に
就
て
は
、
今
か
ら
千
―
―
一
百
年
前
の
天
武
天
皇
の
勅
撰
に
よ
る
字
咀
な
ど
が
出
来
た
こ
と
も
あ
っ

た
の
で
あ
り
ま
ず
。

H
本
害
紀
に
よ
る
と
い
ふ
と
、
天
武
天
皇
の
十
一
年
、
支
那
で
は
丁
度
則
天
武
后
が
天
下
を
威
躯

ず
る
と
い
ふ
や
う
な
時
代
―
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
時
に
四
十
四
巻
の
新
字
を
學
者
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
ず
。

そ
の
時
|
—
平
＇
安
朝
以
来
、
延
喜
年
間
よ
り
も
少
し
前
に
、
二
新
撰
字
錢
」
十
二
巻
が
現
は
れ
、

こ
れ
又
著
名
で
あ
り
ま
す
る
「
和
名
類
緊
抄
]
十
巻
或
は
二

十
巻
を
、
皇
室
の
皇
女
の
方
の
御
内
命
に
よ
っ
て
編
簗
ざ
れ
た
も
の
が
あ
っ
て
以
来
、
平
安
朝
末
期
に
は
「
伊
呂
波
字

録
倉
初
期
に
は
二
類
緊
名
義
抄
]
と
い
ふ
も
の
が
出
ま
し
て
、
各
時
代
色
々
漢
字
の
讀
方
、
本
義
を
明
か
に

一
般
の

H
本
人
に
如
何
な
る
漢
字
を
如
何
な
る
國
語
に
常
つ
べ
き
や
、

ず
る
努
力
は
絶
え
た
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
ず
。
室
町
時
代
に
た
り
ま
し
て
は
、
「
節
川
集
」
と
い
ふ
通
俗
の
僻
苫
が
度
々

そ
の
常
否
正
邪
は
姑
＜
措
き
ま
し
て
、

漢
字
の
常
力
、
曹
方
を
教
へ
る
通
俗
的
の
字
内
が
出
ま
し
た
。
穏
川
時
代
に
な
り
ま
し
て
は
、
貝
原
益
軒
先
生
が
元
緑

シ
ヤ
ク
メ
イ

シ
ャ
ク
メ
イ

時
代
に
於
き
ま
し
て
、
日
本
害
紀
の
支
那
の
類
句
の
「
粽
名
」
に
よ
っ
て
「
日
本
秤
名
」
―
―
一
巻
を
作
り
ま
し
て
、
稽
後

ト
ウ
ガ

れ
て
享
保
年
中
に
は
江
戸
の
新
井
白
石
先
生
が
「
東
雅
」
二
十
巻
を
作
り
ま
し
た
り
、
伊
藤
東
涯
先
生
が
こ
れ
は
専
ら

「
名
物
六
帖
」
と
い
ふ
も
の
を
編
簗
ざ
れ
て
以
来
、
数
々
の
學
者
向
き
乃
至
通
俗
向
き
の
字
得

二
三
十
年
後
れ
ま
し
て
、
村
上
天
皇
の
承
平
年
中
に
は
、

出
し
て
申
上
げ
よ
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。



が
、
我
國
に
輩
出
致
し
た
の
で
あ
り
ま
ず
。
今
日
の
や
う
に
言
語
の
學
問
が
進
み
ま
し
た
時
代
に
見
ま
ず
る
と
、
歴
史

的
の
伯
値
は
姑
＜
措
き
ま
し
て
、
漢
字
漢
語
の
我
國
の
言
葉
の
本
義
に
適
常
な
る
や
否
や
と
い
ふ
こ
と
を
考
究
す
る
に

就
き
ま
し
て
は
、
も
の
足
ら
た
い
貼
が
非
常
に
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
共
新
時
代
の
人
逹
に
必
要
た
る
通
俗
的
な
、

或
は
學
究
的
な
言
語
の
字
害
を
編
簗
し
よ
う
と
す
る
に
常
り
ま
し
て
、
種
々
の
疑
惑
が
生
じ
、
獨
力
で
は
到
底
及
ば
な

こ
れ
を
分
拇
し
た
。
所
が
何
萬
の
言
葉
を
究
め
る
と
、
漢
字
と
の
到
照
に
就
て
、
私
共
が
常
れ
る
や
否
や
と
い
ふ

こ
と
が
到
底
出
来
ず
、

B
暮
れ
て
道
遠
し
と
い
ふ
戚
を
深
く
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
の
見
た
所
は
九
牛
の
一
毛
で
あ

り
ま
し
て
、
全
く
日
本
の
古
典
の
言
策
、
或
は
中
冊
の
言
葉
か
ら
考
察
致
し
ま
ず
る
側
面
翻
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま

ず
。
そ
の
二
三
の
勁
を
例
示
致
し
ま
し
て
、
皆
様
の
御
高
教
を
仰
が
う
と
存
じ
ま
ず
。

一
例
を
學
げ
て
見
ま
す
た
ら
ば
「
ア
ヅ
サ
」
と
い
ふ
木
が
あ
り
ま
し
て
、
「
梓
」
と
い
ふ
字
を
書
き
ま
す
。

本
で
は
「
ア
ヅ
サ
」
と
讀
ん
で
居
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

調
べ
て
見
ま
す
る
と
い
ふ
と
、
ど
う
も
常
つ
て
な
い
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
こ
の
頃
は
漢
字
の
知

識
が
覺
束
な
く
な
る
一
方
で
あ
り
ま
し
て
、
私
共
も
専
門
の
方
や
、
先
進
の
方
に
比
べ
ま
ず
と
い
ふ
と
、
漢
語
漢
字
の

知
識
が
覺
束
な
く
な
っ
て
居
る
こ
と
を
戚
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
又
後
進
の
若
い
者
に
な
り
ま
ず
と
、

と
が
多
々
あ
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

U3 
ヽ

懐

徳

そ
れ
で
吾
々
は
逢
も
あ
や
し
ま
な
い
の
で
あ
り
ま
ず
が
、
段
々

そ
れ
で
以
前
私
の
小
ざ
な
著
述
を
出
版
し
た
梓
背
房
と
い
ふ
本
屋
が
あ
っ
た
の
で
あ

ヽ
~
ヽ

り
ま
す
が
、
ど
ん
な
場
合
で
も
梓
と
い
ふ
字
ヘ
一
々
あ
づ
ざ
と
骰
名
が
振
つ
て
あ
る
の
で
、

こ
ん
な
分
り
切
っ
た
字
に

一
八

ざ
う
い
ふ
こ

こ
れ
を

B
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骰
名
を
振
る
必
要
が
な
い
ぢ
や
な
い
か
と
言
っ
て
、
本
屋
の
士
人
を
た
し
な
め
ま
し
た
所
、
本
屋
の
主
人
日
く
、

△

a

a

 

を
あ
づ
ざ
と
讀
ん
で
く
れ
る
人
が
な
い
、
木
扁
に
辛
シ
と
書
く
の
で
こ
れ
を
「
か
ら
し
」
と
讀
む
、
そ
れ
で
困
り
ま
す

ど
も
、

一
々
骰
名
を
振
り
ま
す
と
言
ふ
の
で
、
私
も
今
更
な
が
ら
漢
字
の
知
識
は
一
般
に
は
益
々
覺
束
な
く
な
る
も
ん

だ
と
笑
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
た
が
ら
何
ぞ
知
ら
ん
、
私
共
も
ア
ヅ
サ
と
は
讀
ん
で
居
り
ま
す
け
れ

8
本
の
ア
ヅ
ナ
の
木
と
支
那
の
梓
と
い
ふ
木
と
は
全
く
違
ふ
。
少
く
と
も

H
本
の
古
典
に
於
け
る
ア
ヅ
サ
と
い

ふ
木
と
、
卸
ち
弓
に
し
て
非
常
に
強
靱
た
其
の
ア
ヅ
サ
と
い
ふ
も
の
と
、
支
那
の
「
梓
」
と
い
ふ
漢
字
と
は
慈
味
が
違

ふ
。
字
の
慈
味
即
ち
支
那
の
漢
字
の
現
は
ず
所
の
本
義
と
、

が
改
め
て
こ
と
人
＼
し
く
申
上
げ
る
こ
と
ま
で
も
た
く
、
皆
様
は
色
々
の
場
合
に
於
て
お
心
付
き
で
あ
ら
う
と
存
じ
ま

す
。
又
吾
々
が
習
ひ
ま
し
た
英
語
な
ど
で
も
、
プ
ラ
ム

(
P
l
u
m
)
は
梅
と
常
て
て
居
り
ま
ず
が
、

り
を
放
つ
梅
は
西
洋
に
は
全
く
な
い
。
斯
う
い
ふ
や
う
に
東
西
に
常
ら
た
い
こ
と
が
種
々
あ
り
ま
す
が
、
鳥
の
名
に
致

し
ま
し
て
も
、
支
那
の
黄
烏
と
い
ふ
の
は

H
木
の
ウ
グ
ヒ
ス
と
は
違
ひ
ま
す
し
、
大
骰
そ
れ
に
常
て
る
よ
り
仕
方
が
な

い
と
い
ふ
わ
け
で
、
自
覺
的
に
常
て
た
と
想
像
ざ
れ
ま
ず
。
況
や
葵
語
の
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
と
い
ふ
の
を
鶯
と
常
て
ま

し
た
の
は
全
く
違
ひ
ま
し
て
、
夜
か
ら
際
に
か
け
て
嗚
き
ま
ず
る
鳥
と
、
夜
は
嗚
か
な
い
鶯
と
違
ひ
ま
ず
が
、
自
覺
し

て
餘
儀
な
く
嘗
て
た
字
が
あ
り
ま
ず
。

の
で
、

一
九

こ
の
ア
ヅ
サ
の
木
の
如
き
は
、
今
日
の
こ
と
は
後
廻
し
に
致
し
ま
し
て
、
古
典

そ
れ
に
常
て
た
所
の
國
語
と
の
相
違
は
、

こ
れ
は
今

B
私

あ
＼
い
ふ
浦
香
た
る
香

時
代
に
遡
つ
て
見
ま
す
る
と
い
ふ
と
、
萬
葉
集
中
に
、
梓
を
常
て
ま
し
た
所
は
、
三
十
四
五
ヶ
所
散
見
致
し
ま
す
。
古

こ
れ



事
記
の
歌
に
一
ケ
所
見
え
て
居
り
ま
ず
。
弓
の
場
合
、
皆
「
あ
づ
ざ
弓
」
と
い
ふ
言
葉
と
し
て
出
て
参
り
ま
ず
。
或
る

ま
せ
ん
が
、

一
々
の
例
證
を
申
上
げ
ま
ず
と
長
く
な
り
ま
ず
か
ら
巾
上
げ

そ
の
以
後
の
古
今
集
の
歌
に
な
り
ま
ず
と
、
歌
人
は
賞
物
を
見
ず
、

出
来
た
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
を
究
め
な
い
で
、

そ
れ
が
ア
ヅ
サ
と
い
ふ
木
の
材
料
で

た
ゞ
博
統
的
に
ア
ヅ
サ
と
呼
ん
で
居
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
も
の

の
賞
質
を
究
め
よ
う
と
ず
る
に
は
、
萬
葉
集
に
は
こ
れ
炉
常
り
ま
ず
け
れ
ど
も
、
新
古
今
集
以
後
は
、
京
都
の
大
宮
人

の
歌
た
り
文
章
た
り
は
、
あ
ま
り
例
に
す
る
に
は
足
り
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
先
づ
萬
葉
集
を
典
採
と
ず
る
こ
と

に
致
し
て
骰
き
ま
ず
。

そ
れ
か
ら
六
國
志
の
中
に
も
、
例
へ
ば
績
日
木
紀
で
あ
り
ま
す
と
か
、
或
は
平
安
朝
の
中
期
に
出
来
ま
し
た
延
喜
式

と
か
い
ふ
も
の
に
も
、
梓
弓
の
こ
と
が
出
て
参
る
の
で
あ
り
ま
ず
。
或
は
伊
綿
の
太
紳
宮
に
於
け
る
梓
弓
の
こ
と
を
再
き

ま
し
た
も
の
、
天
平
時
代
に
東
大
寺
へ
獣
上
に
な
っ
た
所
の
物
品
を
登
録
致
し
ま
し
た
東
大
寺
獣
物
帳
に
も
、
梓
弓
が

八
十
何
張
か
獣
上
に
な
っ
て
居
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

正
介
院
の
命
倉
に
保
存
せ
ら
れ
て
居
り
ま
ず
。

又
大
阪
府
下
の
河
内
の
壺
井
八
幡
宮
に
は
、

伐
の
時
に
使
っ
た
と
い
ふ
博
説
の
あ
る
丸
木
の
梓
弓
な
ど
が
あ
り
ま
ず
。
尊
い
所
に
あ
り
ま
し
た
り
、

し
た
り
ず
る
所
謂
梓
弓
と
い
ふ
も
の
を
調
べ
て
見
ま
す
と
、
今
日
吾
々
炉
普
通
ァ
ヅ
サ
と
申
し
て
居
り
ま
す
木
材
と
全

く
違
つ
て
を
り
ま
す
。
今
日
の
ア
ヅ
サ
と
い
ふ
木
材
は
到
底
号
に
す
る
に
足
ら
な
い
。
ぽ
き
／
＼
折
れ
て
逢
も
弾
力
な

時
に
於
て
は
枕
言
葉
と
し
て
現
は
れ
て
来
て
居
り
ま
す
。

懐

徳

そ
の
八
十
幾
つ
か
の
中
で
、
僅
か
に
三
張
が
、
今
日

八
幡
太
郎
義
家
が
奥
州
征

t
!
O
 

お
宮
に
あ
り
ま



漢

字

漢

語

管

見

し
ま
す
と
、
甲
州
や
信
州
か
ら
、

準
語
で
は
、

ま
し
た
人
の
話
に
、

こ
の
邊
の
近
畿
地
方
の
山
嶽
か
ら
出
た
も
の
と
思
ひ
ま

こ
の
春
藤
原
京
の
遺
蹟
で
骰
見
迂
ら
れ
ま
し
た
梓
の
弓
の
断
片
を
見

そ
の
木
材
は
最
も
強
靱
で
あ
っ
て
、
到
底
折
る
こ
と
が
出
来
な
い
様
だ
と
申
し
ま
ず
。

ヅ
サ
の
木
材
は
到
底
昔
々
の
力
で
は
容
易
に
折
る
こ
と
の
出
来
な
い
弾
力
性
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
ず
。

サ
と
い
ふ
も
の
は
、
今
日
の
植
物
學
上
そ
の
道
の
人
に
よ
っ
て
調
べ
て
見
ま
す
と
い
ふ
と
、
棒
の
木
科

(Betula)

一
風
で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
の
庭
園
植
物
で
御
覧
に
な
る
所
謂
ア
．
ッ
サ
と
は
全
然
違
ふ
の
で
あ
り
ま
ず
。
む
つ
か
し
い

分
類
學
上
の
名
前
で
申
し
ま
ず
る
と
、
ラ
テ
ン
語
の
學
名
で

、
、
、
、
、
、

以
て
申
さ
れ
て
居
る
。
鐸
す
れ
ば
楡
の
木
の
葉
に
似
て
居
る
所
の
梼
の
木
と
い
ふ
謡
味
で
あ
り
ま
す
。

ら
れ
ま
し
た
白
井
光
太
郎
薄
士
が
、
古
く
そ
の
樺
の
木
の
こ
と
を
調
べ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
學
界
で
は
定
論
と
な

つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

ふ
人
が
、
梓
と
い
ふ
字
の
本
義
を
も
知
ら
ず
に
斯
う
い
ふ
収
に
植
物
學
上
か
ら
正
確
た
名
前
を
つ
け
た
の
に
由
っ
た
の

こ
れ
は
百
年
前
に
日
本
へ
来
ま
し
て
、
動
植
物
を
調
べ
て
蹄
り
ま
し
た
シ
ー
ぶ
JV

ト
と
い

で
あ
り
ま
ず
。
今
日
の
地
方
の
俗
稲
で
は
色
々
の
こ
と
を
方
言
で
申
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
ず
。
．
普
通
植
物
學
上
の
標

ヨ
グ
ソ
ミ
ネ
パ
リ
と
い
ふ
名
前
を
以
て
、
信
州
と
か
、

プ
ス
地
帝
を
初
め
闊
東
の
山
岳
地
帯
に
生
長
し
て
居
る
所
の
樹
木
で
あ
り
ま
ず
。

ア
ヅ
サ
の
木
を
度
々
大
和
朝
廷
へ
奉
獣
し
た
や
う
な
記
録
が
見
え
て
居
る
の
で
あ
り

ま
す
。
も
っ
と
古
く
に
は
或
は
吉
野
と
か
、
或
は
熊
野
と
か
、

ど
は
な
い
。
所
が
正
倉
院
の
御
物
の
も
の
で
も
、

こ
れ
を
六
國
志
そ
の
他
の
文
獣
に
徴

B
e
t
u
l
a
 ulmifolia 

日
本
の
ア

そ
の
ア
ヅ

こ
れ
は
亡
く
な

甲
州
と
か
、
上
州
、
野
州
、
あ
A

い
ふ

H
本
ア
ル

と
い
ふ
し
か
つ
め
ら
し
い
言
葉
を の



す
が
、
奈
良
朝
時
代
に
ほ
甲
州
、
信
州
邊
り
か
ら
出
た
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。
果
し
て
今
日
の
方
言
か
ら
考
へ
て
見
ま
ず

と
、
信
州
邊
の
方
言
で
あ
る
ョ
グ
ソ
ネ
バ
リ
と
い
ふ
名
を
以
て
こ
の
古
典
的
植
物
名
を
呼
ん
で
居
る
の
を
、
務
見
ず
る

の
で
あ
り
ま
す
。
標
準
的
學
名
も
ョ
グ
ソ
ネ
．
＾
リ
と
な
っ
て
を
り
、
又
信
州
地
方
の

111
嶽
國
の
方
言
中
に
は
ア
ヅ
サ
と

も
申
す
地
方
が
あ
る
と
申
し
ま
す
。
吉
野
、
熊
野
邊
り
で
は
「
は
づ
ざ
」
と
い
つ
て
居
り
ま
す
。
越
前
邊
り
で
も
、
上

州
邊
り
で
も
、

後
冊
に
は
、

は
づ
ざ
と
い
ふ
名
前
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ア
ヅ
サ
と
申
し
て
梓
弓
の
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
梓
弓
を
引
い
て
人
の
運
命
を
占
っ
た
り
、
死
ん
だ

人
の
寮
を
麻
ら
せ
た
り
、
或
は
悪
寮
の
祟
り
を
防
い
だ
り
す
る
の
を
、
梓
―
ー
カ
ケ
ル
と
か
い
つ
て
、
謡
曲
な
ど
で
も
、

梓
に
掛
け
る
巫
女
な
ど
の
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
中
批
以
降
の
梓
弓
の
こ
と
は
よ
く
分
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
梓
巫
女
の

博
統
を
申
せ
ば
上
古
の
梓
弓
に
遡
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
私
共
讀
害
者
で
あ
っ
て
、
岡
害
の
こ
と
に
闊
係
し
て
居
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
平
素
興
味
が
深
い
の

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

で
あ
り
ま
す
が
、
「
梓
に
上
せ
る
」
或
は
「
上
梓
」
と
い
ひ
ま
し
た
り
、
「
梓
に
鍍
め
る
」
と
か
使
ふ
熟
字
が
あ
り
ま
ず
が
、

、、

こ
の
上
梓
と
い
つ
て
胤
芥
を
木
版
に
致
し
ま
す
も
の
は
、
今
言
ふ

H
木
の
古
典
の
ア
ヅ
サ
で
も
な
け
れ
ば
、
近
時
申
し

、
ン
ボ
ク

て
居
る
キ
サ
サ
ゲ
や
赤
メ
ガ
シ
＾
の
梓
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
支
那
で
も
恐
ら
く
は
今
日
の
梓
木
を
版
木
に
ず
る

の
で
は
な
い
の
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
御
存
じ
の
通
り
、
日
本
の
木
版
の
八
九
分
通
り
は
櫻
の
木
に
彫
刻
致
す
の
で

あ
り
ま
す
。
我
國
の
名
木
た
る
櫻
に
鍍
め
る
の
は
必
然
的
の
こ
と
の
や
う
に
考
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
近
松
門
左
衡

懐

徳



漠

字

漢

語

管

見

で
あ
り
ま
ず
。

五
山
文
學
時
代
か
ら
、

門
の
天
の
網
島
の
名
残
り
の
橋
壺
し
の
所
に
も
、

そ
の
こ
と
が
出
て
居
り
ま
す
。
淫
瑠
璃
に
御
興
味
の
あ
る
方
は
、
或

サ
ク
ラ
ギ

は
お
思
ひ
出
し
に
な
る
だ
ら
う
と
存
じ
ま
す
。
「
紙
屋
治
兵
衛
が
心
中
と
、
あ
だ
名
ち
り
行
く
櫻
木
に
根
掘
り
葉
彫
り

ハ

ン

ス

シ

＿

＿

ガ

｀

｀

を
緯
草
紙
の
版
摺
る
紙
の
其
中
に
有
り
と
も
知
ら
ぬ
死
紳
に
ざ
そ
は
れ
行
く
と
商
賣
に
」
と
い
ふ
心
中
道
行
の
文
句
が

列
ね
て
あ
り
ま
ず
。
紙
屋
治
兵
衛
が
吉
野
へ
行
く
状
態
を
、
近
松
一
流
の
麗
筆
で
書
い
て
居
り
ま
す
。

と
い
ふ
や
う
な

わ
け
で
、
櫻
に
鍍
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
今
日
こ
そ
段
々
後
が
絶
え
る
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
誰
し
も
知
つ
て
居
る
こ
と

こ
の
櫻
に
錢
め
る
と
い
ふ
熟
字
が
出
て
来
る
の
で
あ
り
ま
ず
。
尤
も
博
設
と
致

し
ま
し
て
は
、
弘
法
大
師
が
櫻
に
苦
い
て
版
に
し
た
と
い
ふ
博
設
が
或
る
寺
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
ず
が
、
興
偽
は
分
り

ま
せ
ん
。
足
利
時
代
に
五
山
文
學
の
害
物
が
五
山
版
と
な
っ
て
出
ま
し
た
が
、

そ
の
巻
末
の
方
に
、
櫻
木
に
鍍
め
た
と

か
、
或
は
櫻
木
の
板
を
何
枚
か
寄
附
し
た
と
い
ふ
や
う
た
こ
と
が
見
え
て
居
る
。
支
那
で
は
梨
の
木
と
か
、
棗
の
木
に

鍍
め
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
て
居
る
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、

8
本
で
は
大
和
心
の
あ
ら
は
れ
た
る
櫻
に
鑢
め
る
と
い
ふ
こ

と
は
面
白
い
因
縁
で
あ
り
ま
す
。
支
那
の
梓
と
い
ふ
の
は
刻
し
て
こ
れ
を
版
木
に
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
し
て
、

支
那
の
梓
と
い
ふ
樹
木
は
桑
の
や
う
に
、
可
な
り
あ
り
ふ
れ
た
樹
木
で
、
棺
材
に
使
ふ
と
か
、
或
は
古
く
宮
殿
の
建
築

用
材
に
使
ふ
と
か
致
し
て
、
可
な
り
堅
牢
な
樹
木
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
こ
れ
を
版
木
に
使
っ
た
こ
と

は
な
い
と
は
言
へ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
文
獣
に
見
え
て
居
り
ま
す
る
時
伐
、
恐
ら
く
は
宋
の
時
代
以
前
に
は
、

の
熟
字
が
な
い
や
う
で
あ
り
ま
す
。
私
甚
だ
寡
聞
浚
識
で
あ
り
未
だ
究
め
及
ば
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、

そ

一
通
り
見
た



所
で
は
、

上
梓
な
ど
の
熟
語
は
宋
時
代
の
文
獣
に
は
見
え
な
い
様
で
あ
り
ま
ず
。
梓
と
い
ふ
木
に
鍍
め
る
と
い
ふ
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
梓
と
い
ふ
文
字
を
上
等
の
木
材
、
躯
牢
な
木
材
と
い
ふ
餘
味
に
使
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
梓

ポ
ク木

と
い
ふ
特
定
の
木
材
を
指
し
た
の
で
な
く
し
て
、
架
に
良
木
に
鍍
め
た
と
い
ふ
謡
味
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
斯
道
の
先
蓋
逹
の
教
へ
を
い
つ
か
は
受
け
た
い
と
思
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
唯
今
申
し
た
や
う
に

考
へ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ざ
て
本
題
に
戻
り
ま
し
て
、

か
、
梓
里
と
か
い
ふ
や
う
に
熟
字
に
し
て
、
詩
文
上
で
吾
々
の
眼
に
も
屡
ー
獨
れ
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

そ
の
梓
と
い
ふ
も
の
を
、
日
本
で
何
故
ア
ヅ
サ
と
い
ふ
木
に
常
て
た
か
と
言
ひ
ま
ず
と
、

り
と
い
ふ
設
が
あ
っ
て
、
非
常
な
良
木
で
あ
る
＇
~
支
那
で
諄
重
し
た
所
の
良
木
で
あ
る
と
い
ふ
所
か
ら
、
日
本
で
は

武
力
を
最
も
狩
重
し
た
時
代
上
古
に
於
て
、
支
那
の
梓
と
い
ふ
文
字
を
藉
り
て
、
梓
と
い
ふ
木
材
に
常
て
た
の
で
あ
ら

う
と
思
ひ
ま
ず
。

こ
の
梓
と
い
ふ
字
は
、
支
那
で
は
色
々
の
場
合
に
熟
字
に
た
つ
て
居
り
ま
す
。
桑
梓
と

そ
の
古
い
時
代
に
日
本
は
植
物
學
が
進
ん
で
居
っ
た
の
で
も
な
い
、
漠
學
が
進
ん
で
居
っ
た
の
で
も

た
い
の
で
、
違
っ
た
樹
木
の
名
を
常
て
た
の
も
、
致
し
方
が
な
い
と
申
ざ
ね
ば
た
り
ま
す
ま
い
。
日
本
の
ア
ヅ
サ
が
ベ

ツ
ラ
・
ウ

JV

ミ
フ
ォ
ア
リ
だ
と
い
ふ
の
は
間
違
ひ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
然
ら
ば
支
那
の
梓
は
何
で
あ
る
か
調
べ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
本
草
學
者
、
大
阪
の
岡
元
鳳
と
い
ふ
天
明
時
代
の
學
者
、
或
は
享
保
時
代
に
丹
後
の
宮
津

藩
に
仕
へ
た
江
村
如
圭
ー
江
村
北
海
よ
り
も
古
い
時
代
に
な
る
人
で
あ
り
ま
す
、
家
の
學
間
も
あ
っ
た
で
あ
り
ま
せ

懐

徳
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こ
れ
を
支
那
で
は
木
王
な
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漢

字

漠

語

管

見

ら
に
よ
る
と
い
ふ
と
、

デ
ル
と
2

ふ
有
名
な
人
が
あ
り
ま
す
が
、

い
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、

二
五

一
向
時
代
上
の

う
が
、
伊
藤
東
涯
先
生
あ
た
り
に
私
淑
し
た
學
者
の
や
う
に
苓
へ
ら
れ
ま
す
|
|
ー
こ
の
江
村
如
圭
が
詩
経
名
物
解
と
い

ふ
書
物
を
韮
口
い
て
居
り
ま
ず
が
、

そ
れ
ら
に
も
色
々
の
こ
と
が
出
て
居
り
ま
ず
が
、
買
は
文
字
だ
け
の
こ
と
で
、
官
物

の
考
證
を
致
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
宜
物
と
名
稲
と
の
該
常
如
何
と
い
ふ
こ
と
を
究
め
た
こ
と
も
な
い
。
況
や
女
那
の

梓
と
い
ふ
樹
木
を
取
寄
せ
て
見
た
わ
け
で
も
な
い
。
漠
然
と
文
字
上
の
解
繹
を
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
ず
。
今

8
の
吾
々
の
學
間
に
翌
し
て
は
た
よ
り
な
い
、
伯
憑
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今

H
支
那
で
も
色
々
新
し
い
科
學
が
開
け
て
居
り
ま
ず
が
、
動
植
物
の
學
間
の
こ
と
な
ど
は
、
私
共
の
見
る
所
が
甚
だ
狭

一
向
進
ん
で
居
ら
な
い
。
古
典
上
の
動
植
物
を
究
め
る
に
つ
き
ま
し
て
も
、

考
へ
も
な
け
れ
ば
、
現
代
の
所
で
賓
物
の
植
物
分
類
學
上
の
規
準
も
な
い
。
た
ゞ
文
獣
上
の
若
證
だ
け
に
化
ま
る
の
で

あ
り
ま
す
。
近
泄
「
植
物
名
物
闘
考
」
と
い
ふ
や
う
な
大
き
な
木
が
出
来
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
依
然
と
し
て
付
介
を

脱
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
ず
。

上
海
あ
た
り
の
自
然
科
墨
研
究
所
の
先
進
の
人
に
就
て
、
色
々
文
献
を
求
め
よ
う
と

し
て
も
、
ま
だ
求
め
ら
れ
な
い
や
う
な
有
様
で
あ
り
ま
ず
。
支
那
の
古
典
植
物
の
名
義
を
研
究
し
た
ブ
レ
ソ
ト
シ
ュ
ナ
イ

こ
の
學
者
の
「
支
那
植
物
考
」
と
い
ふ
や
う
な
丼
物
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ

こ
の
梓
は

Catalpa
(
カ
ク

Jv

．
ハ
）
と
い
ふ
種
類
に
風
す
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

8
本
で
は
こ
れ

を
「
キ
サ
、
ゲ
」
と
い
ふ
て
、
近
祉
以
降
吾
々
が
ア
ヅ
サ
と
呼
ん
で
居
る
の
と
圃
じ
で
あ
り
ま
す
。
幾
種
と
し
て
は
違

ふ
や
う
で
あ
り
ま
ず
が
、
大
骰
科
を
同
じ
く
し
、
凪
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
ま
ず
。

こ
れ
も
あ
ま
り
賓
籾
を
見
究



の
植
物
で
あ
っ
て
、

ヅ
ー
ム
ー

即
ち
梓
木
だ
と
い
つ
て
居
り
ま
ず
。

カ
ク

JV

・
ハ
と
は
違
ふ
、

キ
サ
、
ゲ
風
と
は
違
ふ
、

Lindera Tsumu(""'
ン
デ
ラ
、

め
な
い
で
や
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

ウ
イ
リ
ア
ム
、

た
り
ま
し
て
、
今
度
は
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
郊
外
の
キ
ュ
ー
ガ
ー
デ
ン
と
い
ふ
植
物
園
の
研
究
所
に
居
り
ま
す
る
、

ヘ
ン
ス
レ
ー
と
い
ふ
學
者
が
支
那
へ
来
て
究
め
た
所
に
よ
り
ま
す
と
い
ふ
と
、
梓
と
い
ふ
植
物
は
樟
科

こ
れ
は

8
本
の
「
ア
ブ
ラ
ギ
リ
」
で
、
名
木
た
る
樟
と
同
じ
樹
木
で
あ
り
ま
ず
。

日
本
の
ア
ヅ
サ
の
樺
の
木
と
は
全
然
違
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
千
有
餘
年
前
に
於
て
、

日
本
に
於
て
斯
<
の
如
き
支
那
植

物
の
文
字
や
名
稲
を
日
本
の
植
物
の
寅
物
に
常
て
た
の
は
、
交
通
が
非
常
に
困
難
な
時
代
で
あ
っ
て
、
名
賓
の
剖
照
を

試
む
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
止
む
を
得
ず
良
い
加
減
た
漢
字
を
持
つ
て
来
て
常
嵌
め
る

と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
こ
の
開
け
た
時
代
に
於
て
は
、
萬
葉
集
に
見
え
て
居
る
「
梓
」
と
、
支

那
の
爾
雅
、
或
は
詩
経
そ
の
他
普
通
の
詩
文
に
も
あ
ら
は
れ
て
居
る
「
梓
」
と
い
ふ
も
の
と
は
全
く
違
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
、

も
は
や
動
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
た
が
ら
賞
は
斯
く
申
す
私
も
、
支
那
ヘ
―
二
度
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ

り
ま
す
が
、
支
那
で
梓
と
い
ふ
樹
木
を
見
た
こ
と
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
織
に
先
覺
者
の
研
究
を
見
て
、
紙
上
で
こ

れ
だ
け
の
こ
と
を
考
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
唯
吾
々
の
や
う
に
、
文
字
の
末
と
申
し
ま
ず
か
、
言
葉
の
末
と
申
し
ま
ず

か
、
ざ
う
い
ふ
所
に
拘
泥
す
る
の
を
以
て
、
自
分
の
専
門
と
致
し
て
居
り
ま
す
者
は
、
斯
く
の
如
き
こ
と
は
疑
っ
た
ら

最
後
、
或
る
所
ま
で
は
色
々
先
輩
の
知
識
を
綜
合
し
、
利
用
し
て
究
め
て
醤
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
是
に
於
て
骰
り

懐

徳

そ
れ
か
ら
数
十
年
を
経
て
割
合
に
新
し
い
時
に

二
六

ツ
ー
ム
ー
）



漢

字

漢

語

管

見

こ
と
が
分
る
や
う
な
植
物
が
、
多
々
出
て
参
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

二
七

こ
の
樫
と
い
ふ
樹
木
も
や
ほ
り
萬
葉
集
に
出
て
参
り

ま
ず
。

に
日
本
語
の
梓
を
英
繹
ず
る
場
合
に
於
て
は
、

と
、
考
へ
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

カ
タ

JV

パ

(Catalpa)

と
繹
ず
る
方
が
適
常
で
あ
る
。
或
は
む
し
ろ
こ
れ
を

と
繹
ず
る
よ
り
は
、

そ
れ
か
ら
も
う
一
っ
自
分
が
逢
著
し
て
、
聯
か
問
題
に
い
た
し
ま
し
た
こ
と
あ
る
の
は
、
「
樫
」
と
い
ふ
植
物
で
あ
り

こ
れ
は
詩
経
大
雅
の
皇
突
と
い
ふ
章
に
あ
り
ま
す
。
あ
そ
こ
に
は
色
々
な
植
物
が
あ
り
ま
ず
が
、

も
日
本
で
は
何
の
樹
木
を
指
ず
の
か
分
ら
な
い
や
う
た
、

ま
す
。
平
安
朝
の
字
書
類
に
も
出
て
参
り
ま
ず
。

た
や
う
た
資
財
帳
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
ま
ず
が
、

も
あ
り
ま
す
。

此
慮
の
章
に

た
ゞ
字
害
で
見
る
と
、
ぼ
ん
や
り
斯
う
い
ふ
樹
木
だ
と
い
ふ

こ
れ
は
法
隆
寺
、
元
興
寺
あ
た
り
の
資
財
帳
—
—
—
財
産
目
録
と
い
つ

そ
こ
に
も
佛
具
と
し
て
、
梶
の
木
材
で
作
っ
た
所
の
函
の
や
う
な
も

の
が
出
て
巻
る
の
で
あ
り
ま
す
。
平
安
朝
時
代
に
は
、
大
和
の
宇
陀
郡
の
室
生
に
「
樫
生
」
と
こ
の
字
を
常
て
た
こ
と

ム

ロ

ム

＂

そ
れ
か
ら
播
州
の
室
の
港
、
中
古
か
ら
中
世
へ
か
け
て
大
へ
ん
有
名
な
港
で
あ
っ
た
室
に
も
、
梶
（
む

ろ
）
こ
の
字
を
常
て
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
萬
葉
集
を
見
ま
ず
と
、
大
伴
旅
人
卿
が
、
太
宰
府
か
ら
奈
良
の

都
に
蹄
つ
て
来
る
途
で
詠
ん
だ
歌
に
、

二
首
ば
か
り
、

備
後
の
朝
の
津
の
海
岸
に
生
長
し
て
居
っ
た
樹
木
と
し
て
、

「
む
ろ
」
の
木
の
こ
と
が
詠
ん
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
ず
。
奈
良
の
都
で
も
一
首
「
む
ろ
」
を
讀
ん
だ
歌
が
見
え
て
居
り
ま

、、

す。

H
本
の
む
ろ
と
い
ふ
木
は
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
と
、
支
那
の
樫
と
い
ふ
樹
木
が
示
す
植
物
が
何
で
あ
る
か
と

Afusa
と
い
ふ
和
名
を
以
て
繹
ず
る
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い

こ
れ
を
．
ハ
ー
チ

(
B
i
r
c
h
)



い
ふ
こ
と
を
、

一
應
考
察
を
致
し
て
見
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
捏
と
い
ふ
樹
木
は
先
刻
申
上
げ
ま
し
た
通
り
、

爾
雅
に
も
時
経
に
も
出
て
居
り
ま
ず
。
支
那
に
於
て
は
、
今

B
の
方
言
、
俗
稲
に
は
無
論
斯
う
い
ふ
名
前
は
現
滅
し
て

居
る
か
も
知
れ
ま
ぜ
ん
が
、
古
い
地
名
な
ぞ
に
も
散
見
致
し
て
居
る
く
ら
ゐ
古
代
に
は
廣
く
知
ら
れ
て
ゐ
た
植
物
で
あ

り
ま
す
。
左
博
の
何
慮
か
に
害
い
て
あ
り
ま
す
が
、
「
棉
に
會
す
」
と
い
ふ
や
う
に
地
名
も
存
し
て
居
る
こ
と
も
あ
り
ま

を
は
じ
め
、
支
那
の
字
得
な
ど
に
見
え
て
居
り
ま
ず
所
で
、

す
。
六
朝
時
代
の
時
文
に
も
詠
ま
れ
て
居
り
ま
す
。
梁
の
時
代
の
詩
に
も
詠
ぜ
ら
れ
て
居
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
詩
文

テ
イ

こ
の
種
と
い
ふ
樹
木
を
考
へ
ま
す
と
い
ふ
と
、
幹
が
赤
味

を
帯
び
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
と
、
も
う
―
つ
の
特
徴
は
、
雨
が
降
ら
ん
と
す
る
前
に
、
空
氣
の
椙
度
が
濃
厚
に
な
る
と
、

そ
の
木
の
葉
に
露
を
僭
び
て
く
る
。

ざ
う
し
て
其
慮
に
露
の
玉
が
出
来
る
や
う
に
な
っ
て
来
る
。
申
ざ
ば
、

の
莱
は
雨
を
豫
知
ず
る
睛
雨
計
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
雨
を
豫
知
す
る
と
い
ふ
の
で
、

そ
の
樹
木

そ
の
セ
ン
シ
ブ
JV

弁
訥
に
つ

い
て
典
へ
た
別
名
を
「
雨
師
」
と
い
っ
た
と
い
ふ
や
う
た
諒
明
が
附
い
て
居
り
ま
ず
。
或
は
こ
れ
は
支
那
一
流
の
民
俗

的
な
俗
解
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
木
扁
に
一
ー
堂
」
と
い
ふ
文
字
を
粛
い
た
の
も
、
雨
に
非
常
に
敏
戚
で
あ
る
と
い
ふ
所

ヒ
ジ
リ

か
ら
、
名
を
つ
け
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
諜
が
あ
り
ま
ず
。
雨
を
知
る
迎
即
ち
日
知
り
で
は
た
く
し
て
、
雨
知
り
だ
と
い

ふ
所
か
ら
、

ざ
う
い
ふ
名
を
つ
け
た
わ
け
な
の
で
あ
り
ま
ず
。
或
は
ざ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ざ
う
い
ふ
や
う
た
會
揺

文
字
を
作
る
こ
と
が
支
那
で
は
後
侃
に
も
陽
々
あ
る
の
で
あ
り
ま
ず
。
近
冊
我
國
に
云
仰
柳
」
或
は
課
つ
て
[
如
柳
」

ギ
"
t
J
ウ

と
し
た
樹
木
が
あ
り
ま
す
が
、
御
柳
と
い
ふ
の
は
、
支
那
で
宮
廷
の
池
の
畔
り
た
ど
で
生
長
す
る
と
い
ふ
の
で
、
御
苑

懐

徳

ニ八



と
か
、

樅

字

漢

語

管

見

が
咲
き
ま
ず
。

二
九

エ

ジ

プ

ト

の
柳
即
ち
御
柳
と
い
ふ
や
う
た
名
を
つ
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
博
詭
に
よ
り
ま
ず
と
、
居
の
玄
宗
皇
帝
の
お
庭
で
、
楊

貴
妃
が
こ
の
御
柳
を
愛
し
た
と
か
い
ふ
や
う
た
話
が
詩
な
ど
に
出
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
支
那
で
は
古
く
か
ら
庭

園
植
物
と
し
て
翻
賞
ざ
れ
て
を
る
の
で
あ
り
ま
ず
。
極
め
て
楚
々
と
し
た
柔
か
味
の
あ
る
樹
木
で
、

ざ
具
合
が
似
て
ゐ
る
と
も
見
ら
れ
ま
す
。
非
常
に
柔
か
味
を
帯
び
た
葉
で
あ
り
ま
ず
。

こ
れ
を
松
柏
科
杭

物
に
致
し
ま
す
と
い
ふ
と
、
棺
葉
だ
と
か
、
梱
だ
と
か
い
っ
た
や
う
な
も
の
と
辿
く
か
ら
見
れ
ば
、
極
め
て
葉
の
細
か

小
ざ
た
桃
色
が
か
っ
た
赤
い
花

こ
れ
は
支
那
で
は
地
方
に
よ
り
ま
し
て
は
、
一
一
一
度
花
が
咲
く
と
い
ふ
の
で
、
「
三
春
柳
」
と
い
ふ
や
う
な

名
が
あ
り
ま
し
た
り
、
西
河
の
邊
り
で
多
く
繁
茂
す
る
と
い
ふ
の
で
、
二
四
河
柳
一
或
は
略
し
て
「
河
柳
」
と
い
っ
た
り
致

し
ま
ず
。

H
本
で
は
普
通
の
川
端
柳
と
は
違
ふ
の
で
、
支
那
の
西
河
の
畔
り
に
良
く
生
長
す
る
と
い
ふ
の
で
西
河
柳
と

い
ふ
名
を
つ
け
そ
れ
を
河
柳
と
略
稲
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
詩
経
の
「
樫
」
を
河
柳
な
り
と
解
秤
し
て
あ
る
の
を
、
川

の
畔
り
の
柳
な
り
と
讀
ん
で
古
く
か
ら
川
端
柳
の
こ
と
だ
と
諜
解
し
て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

ギ
ヨ
リ
ウ

學
上
で
見
ま
ず
と
、
柳
の
や
う
な
氣
分
が
な
い
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
御
柳
科
と
い
ふ
一
種
獨
立
の
科
が
ご

ざ
い
ま
し
て
、

T
a
m
a
r
i
x
と
い
ふ
一
科
を
成
し
て
居
る
植
物
で
あ
り
ま
す
。

か
け
て
も
、
生
長
し
て
居
る
ざ
う
で
あ
り
ま
ず
。

れ
て
居
っ
た
樹
木
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
植
物
の
分
類

フ
ラ
ン
ス
の
南
の
方
と
か
、

ア
ラ
ビ
ャ
と
か
に
は
よ
く
生
長
し
て
を
り
ま
ず
。
又
ア
ジ
ャ
の
方
で
も
中
央
ア
ジ
ャ
か
ら
支
那
の
北
部
の
方
へ

と
に
か
く
日
本
に
は
原
産
が
な
く
し
て
、
支
那
に
は
古
く
か
ら
知
ら

こ
れ
は
い
つ
か
ら

H
本
へ
来
た
か
と
い
ふ
と
、
凡
そ
享
保
時
代
、

丁
度
懐
癒
堂
の
開



設
時
代
に
、
支
那
か
ら
渡
来
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
嘗
て
私
は
伊
藤
東
涯
先
生
の
紹
述
文

集
を
あ
っ
ち
こ
っ
ち
見
て
を
り
ま
し
た
時
に
、
詩
集
の
中
に
「
御
柳
」
と
題
し
て
、

ぶ
・
ヨ
リ
ウ

こ
れ
は
恐
ら
く
は
日
本
で
御
柳
と
い
ふ
も
の
を
、
文
字
の
上
に
現
は
し
た
最

初
の
も
の
で
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
東
涯
先
生
詩
集
の
巻
の
六
で
あ
り
ま
ず
が
、

ふ
年
琥
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
を
年
表
に
照
し
ま
す
と
、
享
保
五
年
に
常
つ
て
居
り
ま
す
。
桐
郷
た
る
柔
條
と
い
ふ
や

こ
れ
は
確
に
御
柳
の
柔
か
味
を
現
し
た
も
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

物
を
見
た
の
で
な
い
と
い
ふ
や
う
な
疑
ひ
が
絶
封
に
な
い
と
は
申
ざ
れ
ま
せ
ん
が
、
後
世
の
本
草
學
の
書
物
に
、
享
保

時
代
に
支
那
か
ら
渡
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
苦
い
て
あ
り
ま
す
の
と
相
照
し
て
、

炉
作
っ
た
詩
で
な
く
し
て
、
賓
物
が
享
保
時
代
、
或
は
遡
つ
て
元
藤
時
代
に
博
は
っ
た
の
だ
と
考
へ
て
も
よ
い
と
思
は

れ
ま
ず
。

但
し
元
緑
以
前
に
は
未
だ
文
獣
に
は
出
て
来
な
い
の
で
あ
り
ま
ず
。

こ
れ
は
壺
や
な
ど
に
よ
っ
て
東
涯
先
生

を
調
べ
て
見
た
い
と
思
ひ
ま
し
て
、
色
々
の
害
物
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
甲
子
と
い

所
が
そ
れ
に
到
し
て
萬
葉
集
を
は
じ
め
奈
良
朝
の
文
献
や
、
平
安
朝
初
期
の
文
獣
に
、

つ
て
あ
る
の
は
ど
う
い
ふ
も
の
か
、
「
樫
」
と
い
ふ
名
前
と
、
「
む
ろ
」
と
い
ふ
植
物
の
賞
質
が
常
る
や
否
や
と
い
ふ
こ
と

、、

こ
の
「
む
ろ
」
と
い

ふ
言
葉
も
古
今
の
言
語
の
瑳
遷
の
う
ち
に
は
多
々
幾
化
の
跡
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
或
る
地
方
の
方
言
に
は
「
ぼ

ろ
ん
」
と
い
つ
て
を
り
ま
す
。
今
日
普
通
の
稲
呼
で
申
上
げ
ま
ず
れ
ば
、
「
ね
ず
み
ざ
し
」
と
い
ふ
樹
木
で
あ
り
ま
す
。

う
た
文
句
が
そ
の
中
に
見
え
て
居
り
ま
ず
。

こ
の
「
樫
」
と
2
ふ
字
が
使

こ
れ
は
賓

律
一
首
を
見
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
御
柳
の
こ
と
を
詠
ん
だ
七
言

懐

徳

0 



白
檀
な
ど
に
次
ぐ
所
の
、

略
し
て
「
ね
ざ
ざ
し
」
と
も
い
つ
て
居
り
ま
す
。
松
柏
科
植
物
で
、
木
材
は
緻
密
で
、
か
な
り
上
等
の
材
で
、

、、

そ
れ
が
丁
度
む
ろ
に
常
る
の
で
、

リ
ッ
ク
ス
で
は
な
く
、

ず
が
、
あ
の
ジ
ン
は
こ
の
ジ
ュ
ニ
ペ
ル
ス
、
即
ち
杜
松
の
宜
か
ら
採
り
ま
す
る
酒
で
、

JV

ス
の
ジ
ュ
ン
を
た
ま
っ
た
も
の
で
、

こ
れ
は
既
に
捻
川
時
代
か
ら
は
長
崎
に
轄
入
ざ
れ
て
居
た
強
い
酒
で
あ
り
ま

ム

ロ

テ

イ

そ
れ
で
こ
の
ジ
ュ
―
―
ペ

JV

ス
と
い
ふ
樹
木
は
、
萬
葉
集
の
棺
と
い
ふ
樹
木
で
あ
り
ま
ず
が
、
支
那
の
梶
と
は
文
字

は
同
一
で
あ
り
ま
ず
が
、
物
は
臭
な
っ
て
居
り
ま
ず
。
植
物
學
者
の
み
な
ら
ず
又
吾
々
の
や
う
な
文
字
言
語
の
詮
索
者

た
る
も
の
に
取
っ
て
は
十
分
な
注
意
を
彿
ふ
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
支
那
や
日
本
の
古
代
に
於
て
も
、

ッ
ク
ス
の
文
字
を
ジ
ュ
ニ
ペ
ル
ス
の
植
物
に
移
し
て
轄
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
居
っ
た
や
う
で
あ
り
ま
ず
。

に
支
那
で
も
困
っ
た
と
見
え
ま
し
て
、
松
柏
科
植
物
の
ジ
ュ
―
-
0ヘ
JV

ス
の
方
は
「
栢
」
な
ど
と
呼
ん
で
居
り
ま
す
し
、

タ
マ
リ
ッ
ク
ス
卸
ち
河
の
畔
り
に
生
長
し
て
楊
柳
科
の
梶
に
近
い
趣
き
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
、
「
棺
栢
」
な
ど
と
い
ふ
文

字
も
現
は
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
ず
。

史
と
い
ふ
あ
の
南
史
の
或
る
列
博
に
は
「
梶
栢
」
と
い
ふ
文
字
が
使
っ
て
あ
り
ま
す
。

高
僧
の
博
な
ど
に
も
、
「
梶
栢
」
を
以
て
佛
具
を
作
っ
た
と
い
ふ
や
う
な
記
事
が
あ
り
ま
す
。

ず。 ざ
し
」
、

漢

字

漢

語

笠

且

上
等
な
木
材
と
認
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

そ
の
文
字
が
色
々
の
も
の
に
見
え
て
居
る
の
で
あ
り
ま
ず
。
六
朝
の
南
史
、
北

ジ
H

-

―ペ

JV

ス

(Juniperus)
と
い
ふ
の
に
常
つ
て
居
り
ま
す
。

支
那
の
文
字
で
「
杜
松
'
]
と
い
ふ
の
が
そ
れ
に
常
り
ま
ず
。

そ
れ
か
ら
あ
の
時
分
の
佛
教
の

で
あ
り
ま
ず
か
ら
、
佛
像

ジ
ン
と
い
ふ
の
は
、

そ
れ
で
後

タ
マ
リ

ジ
ュ
二

ペ

ジ
ン
と
い
ふ
強
い
洒
が
あ
り
ま

ク
マ

、、

こ
の
む
ろ
の
木
を
今
日
の
植
物
の
標
準
語
で
は
「
ね
ず
み



此
慮
に
木
の
盆
が
あ
り
ま
す
。

な
り
或
は
佛
具
な
り
、
佛
様
に
捧
げ
る
器
物
な
り
は
、
白
檀
と
か
沈
と
か
あ
A

2
ふ
や
う
た
名
木
で
、
大
部
分
松
柏
科

の
樹
木
の
木
材
を
使
っ
た
と
思
ひ
ま
す
か
ら
、
「
梶
栢
」
は
ク
マ
リ
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、

タ
マ
リ
ッ
ク
ス

に
似
た
趣
の
あ
る
ジ
ュ
ニ
ペ

IV

ス
の
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
て
も
よ
い
か
と
息
ふ
の
で
あ
り
ま
ず
。

ざ
う
い
ふ
や
う
な
風
に
支
那
の
植
物
名
な
ど
の
漢
字
は
吾
々
の
先
輩
が
、
彼
我
の
名
稲
や
賞
物
の
封
照
に
つ
い
て
、

十
分
植
物
學
的
に
も
、
考
證
學
的
に
も
究
め
な
い
で
、
た
ゞ
漫
然
支
那
の
文
字
を
日
本
の
國
語
へ
持
つ
て
行
っ
て
、
何

か
―
つ
常
て
た
い
と
い
ふ
の
で
試
み
に
常
て
た
の
が
歿
っ
た
も
の
が
、
か
な
り
多
く
存
ず
る
こ
と
を
悟
る
の
で
あ
り
ま

ず
。
む
ろ
ん
「
天
’
]

を
キ
、
「
草
」
を
ク
サ
に
常
て
＼
あ
る
の
は
、
何
等
問
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
動
植
物
そ
の
他
人
事
界
の
色
々
な
も
の

に
到
し
て
は
、

粘
は
到
底
容
ざ
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
麒
顧
く
ひ
ち
が
び
の
あ
る
こ
と
は
致
し
方
な
い
事
で
あ
り
ま
し
て
、
吾
々
の
疾
く
に

承
知
致
し
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
所
で
あ
り
ま
す
。

り
ま
ず
が
、
支
那
の
盆
と
い
ふ
文
字
は
、
御
承
紐
の
通
り
元
は
土
器
で
あ
り
ま
ず
。

も
の
で
は
な
く
し
て
、
も
う
少
し
深
い
ど
っ
ち
か
と
い
へ
ば
、

や
う
の
も
の
、
色
々
の
形
の
も
の
は
あ
り
ま
ぜ
う
が
、
第
一
土
製
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
と
、

懐

徳

の
字
を
「
そ
ら
」
に
、
「
水
」
●
の
字
を
「
み
づ
」
に
、
「
火
」
の
字
を
「
ひ
」
に
常
て
る
如
く
、
「
木
」

一
々
詮
議
を
し
て
漢
字
を
常
て
た
の
で
な
い
限
り
は
、
又
一
々
の
場
合
に
ざ
う
い
ふ
や
う
な
詮
議
の
餘

こ
の
盆
は
木
材
で
出
来
て
居
り
ま
ず
。
或
は
金
風
で
出
来
て
居
つ
て
も
い
＼
の
で
あ

ざ
う
し
て
斯
う
2
ふ
平
た
い
淡
い

つ
ぼ
ま
っ
た
壺
と
か
、
鉢
と
か
、
手
を
洗
ふ
や
う
た
盟

も
う
少
し
つ
ぼ
ん
だ
壺
や



携

，

子

痰

語

管

見

の
う
稽
深
い
鉢
や
う
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
盆
と
い
ふ
文
字
の
原
義
上
、
少
し
く
詮
索
す
れ
ば
分
り
ま
ず
。

植
木
鉢
の
鉢
も
ざ
う
で
あ
り
ま
ず
。
即
ち
盆
栽
の
盆
の
字
も
、
今
日
我
國
で
い
ふ
普
通
の
盆
と
は
逹
ふ
。
尤
も
孟
蘭
盆

の
盆
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
常
て
た
骰
借
の
昔
繹
字
な
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

日
本
で
は
段
々
支
那
の
文
字
の
原
義
を
失
っ
た
の
で
あ
り
ま
ず
。

こ
れ
は
除
き
ま
す
。
盆
と
い
ふ
文
字
も
、

丁
度
今
か
ら
滴
一
千
年
前
に
編
纂
ざ
れ
た
和
名
抄
あ

た
り
に
あ
る
盆
は
や
は
り
土
製
で
あ
り
ま
ず
。
ど
う
い
ふ
経
路
で
い
つ
頃
か
ら
淡
い
木
材
、
或
は
金
風
製
の
も
の
に
な

っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
詮
議
し
て
見
ま
す
と
い
ふ
と
、
恐
ら
く
は
そ
の
字
義
の
幾
化
は
中
冊
足
利
時
代
の
末
期
か
ら

近
批
の
初
期
組
川
時
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
と
m
心
ひ
ま
す
。
盆
と
い
ふ
名
は
日
本
の
色
々
の
文
獣
に
見
え
て
居
り

一
々
こ
＼
で
考
證
は
致
し
ま
せ
ん
。
支
那
の
盆
と
日
本
に
於
け
る
普
通
の
定
義
と
が
、
斯
く
の
如
く
ず
つ
と

離
れ
て
来
て
居
る
と
い
ふ
が
如
き
類
例
は
、
多
々
他
に
も
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
省
く
こ

と
に
致
し
ま
ず
。

も
う
一
っ
、
序
で
に
盆
の
字
に
因
ん
で
申
し
硲
へ
て
見
た
い
こ
と
が
歿
つ
て
を
り
ま
す
。
卸
ち
白
砂
糖
の
非
常
に
品

質
の
い
＼
も
の
を
三
盆
白
と
い
ふ
が
、
あ
の
盆
と
い
ふ
の
は
ど
う
い
ふ
所
か
ら
出
た
か
と
い
ふ
問
題
を
近
ご
ろ
人
か
ら

出
さ
れ
た
の
で
少
し
ば
か
り
語
原
を
取
調
べ
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
三
品
（
サ
ン
点
ン
）
の
官
位
の
支
那
人
が
日
本

に
貢
獣
し
た
と
か
、
三
つ
の
盆
に
砂
糖
を
の
せ
て
支
那
人
が
日
本
人
に
貢
獣
し
た
と
い
ふ
や
う
た
、

設
が
出
て
居
り
ま
ず
が
、

ま
ず
が
、

そ
れ
は
取
る
に
足
り
ま
せ
ん
。
色
々
考
察
致
し
て
見
ま
す
と
、
三
盆
の
盆
は
支
那
の
盆
で

8

こ
ぢ
つ
け
の
語
原



こ
れ
も
直
接
貨
物
を
見
ず
に
申
す
の
で
あ
り
ま
す
が
、

で
あ
り
ま
ず
。

ざ
う
し
て
見
る
と
三
盆
と
い
ふ
こ
と
は
、
鉢
へ
机
製
の
砂
糖
の
汁
を
入
れ
て
土
で
そ
の
上
を
覆
う
て
、

い
ヽ
砂
糖
を
下
へ
出
ず
か
或
は
上
へ
争
和
が
謹
く
や
う
に
白
い
砂
糖
が
出
来
る
か
、

利
用
し
て
、

そ
の
盆
が
三
つ
あ
る
か
、
或
は
ざ
う
い
ふ
―
つ
の
作
業
を
三
度
繰
返
す
か
、
ど
っ
ち
か
で
あ
ら
う
と
推
定

ざ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
賓
地
を
見
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
ず
か
ら
、
詳
し
い
製
造
法
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
大

骰
の
仕
方
が
ざ
う
い
っ
た
も
の
で
な
い
か
と
想
像
す
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
支
那
の
古
典
の
膿
記
の
祭
義
の
所
に
、
誼
絲
を
紡
ぐ
と
き
に
諸
侯
の
夫
人
が
ほ
ん
の
儀
式
的
に
三
度
手
を
盆

に
す
る

l三
盆
手
ど
い
ふ
文
字
が
あ
り
ま
す
。
―
―
一
度
盆
を
手
に
す
る
と
い
ふ
の
で
、
諸
侯
が
栢
を
耕
す
時
に
、
鍬

ず。 の
せ
て
灰
汁
が
土
の
方
へ
沈
澱
し
て
、

い
＼
砂
糖
が
下
へ
漏
れ
て
来
る
や
う
な
装
賞
に
し
て
砂
糖
を
造
る
ら
し
い
の
で

本
の
盆
で
は
な
い
。
或
る
字
書
に
は
、
盆
の
上
に
餅
を
謹
い
た
や
う
な
形
に
砂
糖
が
か
た
ま
る
か
ら
、
三
盆
と
い
ふ
の
一

だ
。
三
盆
と
い
ふ
の
は
一
妾
益
を
傾
け
る
と
い
ふ
や
う
に
、
盃
を
盆
の
上
に
傾
け
た
や
う
に
砂
糖
が
か
た
ま
る
と
い
ふ
や

う
な
説
も
見
え
て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
支
那
の
色
々
な
地
誌
類
を
見
ま
し
た
り
、
登
洞
風
土
誌
と
い
ふ
や
う
な

も
の
を
見
ま
し
た
り
、
砂
糖
の
製
造
法
を
害
い
た
り
し
た
も
の
を
見
ま
し
た
。
或
は
東
亜
詞
文
書
院
で
出
版
し
た
支
那

の
風
土
誌
の
幅
建
省
の
砂
糖
の
製
造
法
な
ど
を
一
通
り
見
ま
し
た
所
が
、
土
製
の
植
木
鉢
の
や
う
な
も
の
に
、
廿
庶
の

汁
を
た
い
て
溶
か
し
た
汁
を
そ
の
中
へ
入
れ
て
、
下
の
方
は
穴
を
あ
け
て
段
々
漏
れ
る
や
う
に
す
る
。

そ
れ
ら
の
風
土
誌
で
見
た
所
に
よ
る
と
、

ざ
う
ら
し
い
の

と
も
か
く
も
支
那
風
の
意
味
の
盆
を

懐

徳

一四

そ
の
上
へ
土
を



を
以
て
土
を
一
二
逼
耕
す
惧
似
を
す
る
。

す
手
初
め
と
し
て
、
土
製
の
鉢
の
や
う
た
物
に
入
れ
て
あ
る
所
の
繭
か
ら
絲
を
取
る
業
を
手
初
め
に
ず
る
の
で
、
一
一
一
度

盆
の
中
へ
手
を
入
れ
る
。

と
い
ふ
や
う
な
文
句
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

決
し
て
直
接
に
、
證
記
か
ら
取
っ
て
来
た
も
の
で
な
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
ず
け
れ
ど
も
、
盆
を
一
二
た
び
す
る
と

ィ

ト

ク

リ

ク

ピ

ン
デ

い
ふ
土
息
味
で
は
な
い
か
と
考
へ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
乾
記
の
祭
義
第
二
十
四
と
い
ふ
所
に
、
「
及
―
―
良

H
}
夫

人

繰

三

―
ー
シ
テ
―

I

イ
、
ン

盆
＞
手
途
布
―
―
子
―
―
一
宮
夫
人
世
婦
之
吉
者
扁
岳
繰
」
と
い
ふ
文
句
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

で
あ
り
ま
ず
が
、
意
味
は
、
ま
だ
粗
製
の
砂
糖
を
盆
の
中
へ
入
れ
て
、

か
下
へ
漏
れ
る
か
ず
る
方
法
に
よ
っ
て
、
砂
糖
が
精
白
ざ
れ
る
と
い
ふ
そ
の
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
な
い
か
と
想
像
し

た
の
で
あ
り
ま
ず
。
一
晦
建
省
あ
た
り
で
、
俗
語
で
ざ
う
い
ふ
器
物
を
現
に
盆
と
い
ふ
か
ど
う
か
調
べ
て
見
ま
す
と
、
盆

と
は
い
つ
て
居
ら
な
い
や
う
で
あ
り
ま
す
。
色
々
の
名
前
が
つ
い
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
漏
の
字
が
害
い
て
あ
り
ま

し
た
り
、

そ
れ
で
―
つ
の
麓
の
儀
式
に
た
っ
て
居
る
。
諸
侯
の
夫
人
は
繭
か
ら
絲
を
抽
出

ざ
う
し
て
後
は
家
来
ど
も
が
絲
を
取
る
の
で
あ
り
ま
ぜ
う
が
、
聘
記
に
三
度
手
を
盆
に
す
る

ざ
う
し
て
見
る
と
三
盆
と
い
ふ
こ
と
は
、
需
記
か
ら
直
接
に
取
っ
た
の
で
な
い
こ
と
も
分
る
の

瓦
溜
と
い
ふ
字
が
背
い
て
あ
っ
た
り
し
ま
ず
。
私
の
解
秤
は
古
典
的
の
文
字
を
以
て
近
世
的
の
事
柄
に
常
て

て
、
少
し
ペ
ダ
ン
チ
ッ
ク
た
解
繹
の
や
う
に
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
ず
が
、
罷
記
か
ら
直
接
取
っ
た
と
は
言
へ
な

い
ま
で
も
、
源
を
圃
じ
う
す
る
だ
ら
う
が
、

漢

字

漢

語

管

見

五

ヒ
ン
ト
を
得
ま
し
て
、
調
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
三
盆
と
い
ふ
こ
と
も

こ
れ
は
一
つ
の
儀
式
に
過
ぎ

ざ
う
し
て
土
で
灰
汁
を
取
っ
て
、

そ
の
常
時
の
文
字
そ
の
も
の
が
、

上
へ
抜
け
る

ざ
う
い
ふ
や
う
た
考
へ
か
ら
、
一
二
盆
白



思
ふ
の
で
あ
り
ま
ず
。

と
い
ふ
や
う
な
名
を
つ
け
た
の
で
な
い
か
と
思
ふ
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。

和
、
安
永
頃
か
ら
、
支
那
か
ら
長
崎
へ
の
轄
人
の
物
品
を
取
扱
っ
た
記
録
か
ら
、
初
め
て
三
盆
と
い
ふ
名
が
出
て
居
り

ま
ず
。
業
に
三
盆
と
害
き
ま
し
た
の
は
も
っ
と
古
く
か
ら
一
工
藤
少
し
後
の
「
和
漢
三
才
闘
緒
」
に
見
え
て
を
り
ま
ず
。

も
っ
と
詮
索
し
て
見
た
ら
出
て
来
る
か
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
詮
索
し
て
見
た
所
で
は
、

斯
様
た
わ
け
で
、
支
那
の
文
字
の
原
義
と
、
日
本
の
文
字
が
意
味
ず
る
の
と
違
ふ
所
が
、
古
今
共
に
多
い
。
段
々
文

よ
り
一
屑
多
く
索
れ
る
と
思
び
ま
ず
。

し
か
し
な
が
ら
殊
に
言
語
を
研
究
す
る
肴
に
取
り
ま
し
て
は
、

究
め
て
償
く
こ
と
が
、
必
要
で
あ
ら
う
と
思
び
ま
ず
。

日
本
に
は
色
々
宛
字
が
あ
り
ま
ず
。

語
め
い
た
漢
字
を
言
ふ
こ
と
が
澤
山
あ
り
ま
ず
。
支
那
の
原
義
を
段
々
明
か
に
し
な
け
れ
ば
た
ら
ん
と
思
ひ
ま
ず
が
、

日
本
の
國
語
の
本
義
は
愈
く
確
か
め
て
罹
き
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

H
本
の
國
語
に
向
つ
て
は
、

旦
晶
字
を
す
る
な
ど
は
止
し
た
い
。
少
く
と
も
漢
語
ら
し
い
こ
と
を
装
ふ
こ
と
は
止
め
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

「
め
ん
だ
う
」
と
い
ふ
の
を
「
面
倒
」
と
い
ふ
字
を
害
き
、
「
厄
介
]
と
い
ふ
こ
と
も
國
語
を
漢
字
に
常
て
た
の
で
、
支
那
に

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
面
倒
，
」
と
い
ふ
こ
と
も
、
支
那
の
字
引
を
引
い
て
見
て
も
、

こ
＼
に
は
此
種
悪
例
中
の
九

こ
れ
は
本
義
を

日
本
の
國
語
に
向
つ
て
漢

出
て
来
る
こ
と
は
な
か
ら
う
と

ャ
ッ
カ
イ
と
い
ふ
俗
語
が
、
吾
々
の
「
厄
介
」
と
い
ふ
文
字
の
各
々
の
字
義
に
常
る
と
い
ふ
や

う
な
氣
持
が
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
あ
の
字
を
吾
々
が
使
っ
て
、
平
氣
で
居
る
。

字
も
継
遷
す
れ
ば
、
言
語
も
翅
延
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

い
か
ゞ
は
し

こ
れ
を
と
め
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
今
後
は
過
去

懐

徳

日
本
に
於
け
る
三
盆
白
と
い
ふ
文
字
は
、
明

ざ
う
い
ふ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

一六



漢

字

漠

語

管

見

牛
の
一
毛
を
學
げ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
ざ
う
い
ふ
や
う
た
漢
語
め
か
し
た
漢
字
を
使
っ
て
居
る
間
に
、

一七

そ
の
淡
字
の
根
底
に
澤
山
の
國
語
が
潜
ん
で

居
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
今
日
は
時
間
が
乏
し
い
の
で
申
上
げ
ま
せ
ん
が
、
「
と
け
い
」
と
い
ふ
語
に
、
「
時
計
」
と

2
ふ
字

を
常
て
て
、
「
と
」
に
「
時
」
と
い
ふ
字
を
常
て
、
「
け
い
」
に
「
計
」
の
字
を
常
て
て
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
ら
は
支
那

の
文
字
の
木
原
を
却
つ
て
悪
化
し
た
も
の
で
、
あ
れ
は
段
々
詮
議
を
し
ま
す
と
、
支
那
の
周
爬
に
見
え
て
居
る
「
土
圭
」

と
い
ふ
言
莱
か
ら
出
た
の
で
、
穏
川
氏
に
至
り
ま
し
て
も
、
尚
こ
の
文
字
を
使
っ
て
居
る
の
が
往
々
あ
る
の
で
あ
り
ま

0

0

、
.
‘
‘

ず
が
、
由
緒
の
あ
る
「
土
圭
」
と
い
ふ
語
を
拾
て
て
、
こ
れ
に
時
を
計
る
と
い
ふ
謡
味
だ
と
誤
解
し
て
時
計
と
い
ふ
字

ギ
ヨ
ク

土
圭
と
い
ふ
物
は
玉
で
掠
へ
ま
し
た
周
の
時
代
の
尺
度
器
で
一
尺
ば
か

を
内
い
て
見
た
に
過
ぎ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

り
の
細
長
い
器
を
、
平
盤
の
上
に
償
く
と
、
太
腸
の
光
で
影
が
出
来
る
。

そ
の
影
に
よ
っ
て
先
づ
緯
度
の
測
定
を
致
し

て
、
都
市
計
叢
と
か
、
或
は
宮
殿
の
建
築
と
か
を
き
め
た
ら
し
く
考
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
う
ち
に
こ
れ
が
日
時

計
と
な
っ
て
、
緯
度
を
計
算
ず
る
愈
味
が
、
時
間
を
測
定
ず
る
と
い
ふ
謡
味
に
楚
じ
て
、
日
本
の
中
懺
に
は
日
土
圭
即

ち
サ
ン
・
ダ
イ
ア
ル

(Sun
d
i
a
l
)

の
音
息
味
の
時
計
と
い
ふ
謡
味
に
用
ひ
ら
れ
て
居
っ
た
こ
と
が
、
足
利
時
代
の
文
献
に

見
え
て
居
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

こ
れ
を
測
る
時
の
器
は
水
ド
ケ
イ
、
砂
ド
ケ
イ
な
ど
が
、
日
本
の
中
古
ま
で
用
ひ
ら
れ

て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
ず
が
、
土
圭
は
主
と
し
て
日
土
圭
の
場
合
に
用
ひ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

H
土
圭
は
砂
漏
と

も
2

ふ
砂
土
圭
、
漏
刻
と
呼
ぶ
水
土
圭
に
到
し
て
は
非
常
に
不
便
で
あ
り
ま
す
か
ら
用
ひ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、



た
い
と
存
じ
て
、

の
で
、

併
し
な
が
ら
中
冊
期
か
ら
文
獣
に
現
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
だ
南
蜜
人
が
西
洋
か
ら
渡
来
し
た
か
っ
た
以
前
か

ら
土
圭
と
い
ふ
文
字
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
ず
。
南
蟄
の
西
洋
人
が
来
ま
し
た
時
に
、
大
内
義
降
が
日
土
圭
を
獣
上
し
た

こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
り
ま
す
。

ざ
う
い
ふ
や
う
な
こ
と
で
土
圭
と
い
ふ
意
味
が
失
は
れ
て
、
時
計
と
い
ふ
や
う
な
字
を
使
っ
て
、
言
語
の
本
義
を
失

つ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
致
し
方
が
な
い
と
は
申
す
も
の
の
、
吾
々
専
門
の
者
に
取
っ
て
は
、
斯
う
い
ふ
も
の

も
一
通
り
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
ず
。
國
語
漢
字
の
本
義
を
考
證
す
る
と
い
ふ
や
う
た
こ
と
は
吾
々
に
と

つ
て
煎
要
な
事
柄
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

こ
の
機
會
を
利
用
し
て
、
私
の
平
素
調
べ
ま
し
た
所
の
一
端
を
皆
様
に
申
上
げ
て
、
更
に
皆
様
の
御
高
教
を
得

懐

徳

そ
の
常
時
の
東
西
の
文
獣
記
録
な
ど
に
も
明
記
し
て
あ
り
ま
す
。

一
般
の
智
識
階
級
の
人
々
に
と
り
て
も
不
必
要
な
こ
と
と
は
考
へ
ま
せ
ん

つ
ま
ら
ぬ
お
話
を
申
上
げ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

ー
堂
友
會
員
鹿
塚
誠
堂
述
記

1

（
昭
和
十
年
十
月
五

H
請
演
の
速
記
録
を
翌
十
一
年
七
月
―
―

-
+
H修
訂
せ
る
も
の
）

（
終
）

I、


