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ま
じ
な
い
に
よ
る
治
療
法

身
体
壮
健
な
日
々
を
望
む
こ
と
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
。
充
真
院
も
そ

の
例
に
違
わ
ず
治
療
法
に
つ
い
て
多
分
に
関
心
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
病
気
や
怪

我
な
ど
身
体
の
不
具
合
を
改
善
す
る
た
め
の
様
々
な
方
法
を
、『
色
々
見
聞
し

た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

に
書
き
留
め
て
い
る
。
充
真
院
が
し
た
た
め
た
治
療
法

の
対
象
は
実
に
多
岐
に
亘
る
。
そ
れ
ら
を
配
列
順
に
示
す
と
、
痰
・
咳
・
口
腔

の
病
・
溜
飲
・
癪
・
瘧
・
虫
刺
し
・
乳
腫
れ
・
引
付
け
・
打
撲
・
水
当
た
り
・

風
邪
・
火
傷
・
創
傷
・
百
日
咳
・
咽
腫
れ
・
腹
具
合
の
不
調
・
刺
抜
き
・
骨
接

ぎ
・
疱
瘡
・
痢
病
・
血
の
道
・
鼻
血
・
水
虫
・
手
足
の
腫
れ
・
手
の
浮
腫
み
な

ど
で
、
二
十
六
種
類
に
も
及
ぶ
。
内
科
系
の
症
状
と
外
科
系
の
症
状
が
共
に
あ

る
が
、
そ
の
う
ち
内
科
系
の
方
が
多
い
。
内
科
系
の
症
状
が
十
九
種
類
、
外
科

系
の
症
状
は
七
種
類
で
あ
る
。
当
時
、
身
体
の
不
調
を
改
善
す
る
た
め
の
方
法

と
は
、
ま
じ
な
い
と
薬
用
―
内
用
と
外
用
―
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
本

章
と
次
章
で
見
て
み
よ
う
。
な
お
、
充
真
院
は

『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ

に
書』

に
お
い
て
、｢

ま
じ
な
い｣

と
平
仮
名
で
表
記
し
、｢

呪
い｣

と
漢
字
を

用
い
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
も

｢

ま
じ
な
い｣

と
表

記
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
じ
な
い
に
は
、
本
章
で
扱
う
治
療
法
を
目
的
と
し
た
も
の
の
他
に
、
７
で

扱
う
日
常
生
活
に
お
け
る
改
善
や
不
都
合
な
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
も
の
が
あ
る
。
平
成
を
生
き
る
我
々
現
代
人
か
ら
み
る
と
、
ま
じ
な
い
は
、

腑
に
落
ち
な
い
行
為
で
あ
り
、
と
も
す
れ
ば
非
科
学
的
で
あ
る
と
一
刀
両
断
に

打
ち
捨
て
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
現

状
を
転
換
す
る
た
め
の
改
善
策
の
一
つ
で
あ
り
生
活
の
知
恵
で
あ
る
。
そ
の
行

為
は
改
善
を
願
う
人
々
の
思
い
が
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
。
時
代
や
地
域
に
よ

り
様
々
な
ま
じ
な
い
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
継
承
さ
れ
た
も
の
も

あ
れ
ば
、
一
時
的
な
も
の
も
あ
る
。
効
果
の
有
無
に
差
異
が
あ
っ
て
も
、
ま
じ
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な
い
は
近
世
を
生
き
る
人
々
が
困
っ
た
折
に
拠
り
所
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
救

済
の
手
段
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
存
在
意
義
は
決
し
て
軽
ん
じ
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。

充
真
院
が
書
き
留
め
た
ま
じ
な
い
に
よ
る
治
療
法
の
対
象
と
な
る
症
例
を
文

中
の
記
載
か
ら
抽
出
す
る
と
、
該
当
す
る
も
の
は
、
痰
・
咳
・
口
腔
の
病
・
瘧
・

痢
病
・
百
日
咳
・
咽
腫
れ
・
水
当
た
り
・
足
の
ほ
て
り
・
虫
刺
し
な
ど
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
本
書
で
充
真
院
が

｢

ま
じ
な
い｣

と
明
記
し
て
い
た
の
は
、｢

た

ん
・
せ
き
の
ま
じ
な
い｣

｢

せ
き
の
ま
じ
な
い｣

｢

虫
さ
し
の
ま
じ
な
い｣

｢

お

こ
り
落
る
ま
じ
な
い｣

｢

風

(

風
邪)

の
ま
じ
な
い｣

｢

百
日
せ
き
の
ま
じ
な
い｣

｢

咽
は

れ
し
ま
じ
な
い｣

｢

腹
合
悪
き
節
ま
じ
な
い｣

｢

水
当
り
の
ま
じ
な
い｣

で
あ
る

(

１)

。

口
腔
の
病
に
つ
い
て
は

｢

ま
じ
な
い｣

と
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
実
態

は
願
掛
け
な
の
で
ま
じ
な
い
と
み
な
し
て
間
違
い
な
い
。

な
お
、
咳
の
ま
じ
な
い
に
関
す
る
記
載
の
箇
所
で
薬
用
に
つ
い
て
も
記
し
て

お
り
、
充
真
院
自
身
の
認
識
と
し
て
、
ま
じ
な
い
と
薬
用
の
分
類
が
は
っ
き
り

と
し
て
い
な
い
様
子
が
窺
わ
れ
る
。『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

を

作
成
す
る
段
階
に
お
い
て
は
、
あ
る
疾
患
に
対
す
る
対
処
法
を
記
録
す
る
こ
と

が
一
番
の
目
的
で
あ
る
の
で
、
そ
の
方
法
が
ま
じ
な
い
で
あ
ろ
う
と
薬
用
で
あ

ろ
う
と
、
厳
密
に
区
別
す
る
必
要
を
充
真
院
は
さ
ほ
ど
感
じ
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
痰
と
咳
の
ま
じ
な
い
か
ら
み
て
見
よ
う

(

２)

。
痰
と
咳
の
ま
じ
な
い
は
、

｢

飯
倉
四
丁
目
お
く
ま
の
様
ニ
て
出
ル
山
枡
だ
ハ
ら
戴
候
て
、
信
心
致
候
と
、

直
ニ
な
を
る
事
妙
也
、
其
た
ハ
ら
と
云
ハ
、
小
わ
ら
づ
と
を
こ
し
ら
へ
、
中
に

山
枡
を
入
有
、
此
や
う
な
る
品
也
、
委
敷
ハ
能
書
ニ
く
わ
し｣

と
あ
り
、
い
わ

ば
藁
包
み
納
豆
の
様
な
形
態
を
し
た
山
枡
俵
の
絵
を
描
い
て
あ
る
。
治
癒
し
た

場
合
は
、
お
返
し
の
品
を
拵
え
て
お
供
え
す
る
。

も
う
一
つ
は
咳
の
み
の
治
療
法
と
し
て
の
ま
じ
な
い
と
し
て
、
願
掛
け
を
記

し
て
あ
る
。
こ
れ
は

｢

せ
き
の
は
ゝ

(

ば
ば)

さ
ま
は
、
六
本
木
裏
町
ニ
て
寺
ニ
有
、
御

願
か
け
候
時
ハ
塩
の
い
り
�
�
こ
し
ら
へ
上
ケ
願
、
御
礼
参
り
ニ
ハ
さ
と
う
入

の
い
り
�
�
を
上
ル
、
上
る
時
は
紙
ニ
包
そ
こ
へ
置
バ
、
直
ニ
子
供
悦
持
行
と

の
事｣

と
、
願
掛
け
時
の
お
供
え
物
と
治
癒
時
の
お
供
え
物
を
紹
介
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
願
掛
け
の
舞
台
は
、
前
者
は
飯
倉
四
丁
目
、
後
者
は
六
本
木
裏
町

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
現
在
の
東
京
都
港
区
内
で
あ
り
、
六
本
木
屋
敷
に
住
む

充
真
院
に
と
っ
て
身
近
な
場
所
で
あ
る
。
当
時
は
こ
の
よ
う
に
、
地
域
ご
と
に

身
近
な
場
所
で
活
用
さ
れ
た
ま
じ
な
い
が
あ
り
、
治
癒
を
祈
願
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

口
腔
の
疾
患
を
治
療
す
る
た
め
の
ま
じ
な
い
も
江
戸
に
お
け
る
方
法
で
あ
り
、

こ
の
場
合
も
充
真
院
の
住
居
に
近
い
日
比
谷
稲
荷

(

現
、
東
京
都
港
区
新
橋
四

丁
目)

で
願
掛
け
を
す
る
。
日
比
谷
稲
荷
は
、
芝
口
三
丁
目
西
の
通
り
に
あ
り
、

近
世
の
江
戸
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
地
誌
と
い
う
べ
き

『

江
戸

名
所
図
会』

に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
江
戸
名
所
の
一
つ
で
あ
る

(

３)

。｢

日
比
谷
稲

荷
様
え
、
口
中
之
病
ハ
御
な
ほ
し
有
と
の
御
願
か
け
る
ニ
ハ
、
さ
ば
と
云
魚
を

た
ち
て
願
、
願
叶
候
ハ
ゝ
さ
ば
の
額
を
上
る｣

と
い
う
よ
う
に
、
鯖
を
食
べ
る

こ
と
を
止
め
、
治
癒
し
た
ら
鯖
を
描
い
た
額
を
奉
納
す
る
の
で
あ
る

(

４)

。
青
魚
に

よ
り
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
が
生
じ
る
人
も
い
る
の
で
、
そ
れ
に
相
当
す
る
場
合
は
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確
か
に
治
癒
し
た
人
も
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

瘧
に
つ
い
て
は
、
ま
じ
な
い
を
七
種
類
も
記
録
し
て
い
る

(

５)

。
充
真
院
自
身
、

か
つ
て
瘧
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
か
な
り
つ
ら
い
状
況
だ
っ
た
よ
う

で
、｢

私
お
こ
り
し
時
は
、
五
月
よ
り
九
月
迄
よ
ろ
し
く
な
く
、
外
え
出
て
も

誠
ニ
草
臥
、
二
・
三
里
も
あ
る
き
候
様
ニ
お
ぼ
へ
、
十
月
末
ニ
成
元
之
通
り
ニ

な
る｣

と
、
主
と
し
て
暑
い
季
節
に
発
症
し
、
疲
労
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
治
癒
方
法
と
し
て
の
ま
じ
な
い
は
、
充
真
院
に
と
っ
て
大

き
な
関
心
事
で
あ
り
、
か
つ
切
実
な
対
処
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

瘧
に
関
す
る
七
つ
の
ま
じ
な
い
と
は
、
田
螺
、
水
天
宮
の
お
守
り
、
灸
が
二

種
類
、
身
近
な
神
様
、
湯
浴
み
、
丸
い
形
体
の
食
物
の
食
べ
方
な
ど
で
あ
る
。

田
螺
に
よ
る
ま
じ
な
い
と
は
、｢

田
に
し
、
水
の
中
ニ
居
る
を
取
て
升
を
う
ち

か
へ
し
、
其
上
え
田
に
し
を
の
せ
、
夫
ニ
私
お
こ
り
落
シ
く
れ
よ
、
左
あ
ら
バ

元
の
水
中
え
返
シ
遣
ハ
さ
ん
願
か
け
置
、
升
の
上
へ
の
せ
置
バ
、
く
る
り
�
�

と
あ
る
き
居
也
、
升
よ
り
田
に
し
落
る
と
、
お
こ
り
も
落
る
と
の
事｣

と
、
水

中
か
ら
田
螺
を
取
り
出
し
て
、
伏
せ
た
升
の
底
に
田
螺
を
乗
せ
て
か
ら
、
田
螺

に
瘧
を
去
ら
せ
る
こ
と
を
願
う
と
い
う
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
方
法
で
あ
る
。

水
天
宮
の
お
守
り
は
、｢

五
学

(

草
カ)

と
も
朝
日
に
む
け
て
戴
け
ば｣

瘧
が
落
ち
る

と
い
う
。
こ
れ
は
神
頼
み
と
し
て
の
ま
じ
な
い
で
あ
る
。

灸
は
ま
じ
な
い
と
い
う
よ
り
も
、
東
洋
医
学
と
し
て
は
鍼
に
並
ぶ
外
科
的
治

療
法
の
双
璧
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
充
真
院
は
灸
を
ま
じ
な
い
と
認
識
し

て
お
り
、
ま
じ
な
い
と
共
に
列
記
し
て
い
る
。
瘧
が
発
症
し
そ
う
に
な
っ
た
折

に
灸
を
据
え
て
防
ぐ
、
ま
た
は
灸
を
据
え
た
後
に
気
分
が
悪
く
吐
き
気
を
催
し

た
場
合
も
、
さ
ら
に
灸
を
据
え
れ
ば
、
そ
の
う
ち
回
復
す
る
と
い
う
。
も
う
一

つ
の
灸
と
し
て
は
、｢

床
の
間
の
か
べ
に
両
手
を
の
ば
し
、
手
の
中
ゆ
び
の
当

る
所
え
灸
を
三
火
す
へ
る
も
よ
し｣

と
い
う
方
法
を
あ
げ
て
い
る
。

近
所
の
神
様
に
お
参
り
を
す
る
ま
じ
な
い
は
、｢

近
き
神
様
え
ぞ
う
り
ニ
て

行
、
お
こ
り
落
る
や
う
ニ
と
願
か
け
、
ぞ
う
り
ハ
は
き
す
て
、
帰
り
は
は
だ
し

ニ
て
裏
道
よ
り
帰
る
も
、
又
お
こ
り
落
る
と
い
ふ｣

と
草
履
を
お
参
り
し
た
場

所
に
履
き
捨
て
て
、
裸
足
で
裏
道
か
ら
帰
宅
す
る
と
瘧
が
落
ち
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

こ
れ
ら
瘧
を
治
す
ま
じ
な
い
に
続
き
、
再
発
防
止
の
ま
じ
な
い
が
二
つ
示
し

て
あ
る
。
一
つ
は
湯
浴
み
の
ま
じ
な
い
で
、｢

直
り
湯
あ
ミ
す
る
時
、
ふ
る
い

か
へ
す
事
も
有
ゆ
へ
、
あ
ぢ
さ
ゐ
の
花
入
て
湯
入
て
よ
し｣

と
い
う
よ
う
に
、

瘧
が
治
癒
し
て
か
ら
湯
浴
み
す
る
時
に
、
再
発
を
防
ぐ
た
め
に
湯
に
紫
陽
花
の

花
を
入
れ
る
と
い
う
。
紫
陽
花
の
開
花
期
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
季
節
限
定

の
ま
じ
な
い
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
再
発
を
防
ぐ
た
め
の
ま
じ
な
い
は
、
な
か

な
か
愉
快
な
方
法
で
あ
る
。
丸
い
形
体
の
も
の
は
瘧
を
誘
発
す
る
も
の
と
思
わ

れ
て
お
り
、
丸
い
物
を
食
べ
た
り
、
さ
ら
に
は
食
べ
な
く
と
も
こ
ろ
が
っ
た
の

を
目
に
し
た
だ
け
で
も
瘧
が
再
発
す
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
団
子
の
よ

う
な
丸
い
物
を
食
べ
る
時
に
は
、
二
つ
に
割
っ
て
食
べ
る
と
よ
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
湯
浴
み
自
体
も
治
療
法
の
一
種
と
も
い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
じ
な
い

と
し
て
の
要
素
の
方
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

痢
病
、
す
な
わ
ち
赤
痢
や
疫
痢
の
ま
じ
な
い
は
、
土
用
入
り
の
頃
に
手
に
灸

を
据
え
る

(

６)

。
充
真
院
は
灸
を
据
え
る
手
の
様
子
を
挿
絵
と
し
て
描
い
て
い
る
。
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そ
の
様
子
か
ら
判
断
す
る
と
、
肘
を
上
に
向
け
て
手
の
平
が
内
側
に
向
く
よ
う

に
曲
げ
て
、
握
っ
た
指
の
根
元
か
ら
関
節
ま
で
の
間
の
部
分
に
灸
を
据
え
る
の

で
あ
る
。
そ
の
際
、
性
別
に
よ
り
据
え
る
手
が
異
な
り
、
男
性
は
左
手
、
女
性

は
右
手
で
あ
る
。
灸
点
と
し
て
は
、
男
性
は
三
間
、
女
性
は
中
渚
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う

(

７)

。
当
該
部
分
に
灸
を
三
度
据
え
れ
ば
、
痢
病
に
罹
ら
な
い
と
い
う
。

痢
病
は
伝
染
病
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
予
防
は
重
要
で
あ
る
。
充
真
院
が
こ
の
灸

を
効
果
を
認
め
て
い
る
の
は
、
身
近
な
体
験
に
よ
る
。｢

一
と
し
女
中
の
い
や

が
り
す
へ
ざ
る
人
有
、
す
ゝ
む
れ
ど
も
す
へ
ず
、
其
ま
ゝ
に
し
て
置
た
れ
ば
、

其
年
に
痢
病
わ
づ
ら
ひ
大
難
義
致
候｣
と
、
一
年
前
に
女
中
に
痢
病
予
防
の
灸

を
勧
め
た
が
、
そ
の
折
に
灸
を
嫌
が
り
据
え
な
か
っ
た
女
中
が
痢
病
に
罹
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

尤
も
こ
の
予
防
策
は
常
に
行
う
も
の
で
は
な
く
、｢
人
の
何
と
も
い
わ
ぬ
時

ハ
よ
け
れ
共
、
む
り
に
す
へ
ね
バ
、
わ
づ
ら
い
し
事
も
有
也
、
其
時
の
び
や
う

り
乍
書
也｣

と
、
痢
病
が
流
行
り
そ
う
な
様
子
、
及
び
そ
の
防
止
策
と
し
て
灸

を
据
え
る
こ
と
を
推
奨
す
る
こ
と
が
噂
さ
れ
た
時
に
実
行
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
様
な
時
分
に
灸
を
据
え
な
い
で
い
る
と
、
痢
病
に
罹
っ
て

し
ま
う
事
が
あ
る
の
で
あ
る
。

百
日
咳
の
ま
じ
な
い
は
、
三
種
類
記
載
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
容
易
に
入

手
で
き
な
い
物
を
用
い
た
ま
じ
な
い
で
あ
る

(

８)

。
同
時
に
効
果
の
程
も
決
し
て
期

待
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
六
月
一
日
に

｢

冨
士
様
の
麦
わ

ら
蛇
の
舌｣

を
取
り
、
黒
焼
き
に
し
て
食
べ
る
と
直
る
と
い
う
。
尤
も
舌
は
少

し
し
か
な
い
も
の
な
の
で
、｢

冨
士
の
蛇
の
舌｣

が
あ
れ
ば
、
蓄
え
て
お
く
べ

き
で
あ
る
と
い
う
。
次
に
、｢

三
夫
婦
の
米｣

に
よ
る
ま
じ
な
い
が
紹
介
し
て

あ
る
。
こ
れ
は
、
男
系
の
直
系
三
世
代
の
夫
婦
が
揃
っ
て
膳
に
向
か
い
、
御
椀

の
飯
を
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
箸
で
取
り
、
そ
れ
を
よ
く
干
し
た
物
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
を
百
日
咳
の
時
に
食
べ
る
と
よ
い
と
い
う
。
も
う
一
つ
は
、
赤
蜻
蛉

の
頭
を
黒
焼
き
に
し
て
飲
む
と
い
う
ま
じ
な
い
で
あ
る
。
こ
れ
も
常
に
入
手
で

き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
赤
蜻
蛉
が
い
る
季
節
に
沢
山
捕
ら
え
て
お
き
、
蓄

え
て
置
く
と
人
助
け
に
も
な
る
と
い
う
。
い
ず
れ
の
ま
じ
な
い
に
つ
い
て
も
、

充
真
院
が
実
行
し
た
様
子
は
う
か
が
え
ず
、
伝
聞
と
し
て
知
っ
た
も
の
で
あ
り
、

効
果
と
い
う
よ
り
も
、
珍
し
さ
が
先
に
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ

と
も
、
当
時
に
お
い
て
百
日
咳
は
、
人
為
に
よ
っ
て
治
癒
し
が
た
い
も
の
で
あ

り
、
自
然
に
治
癒
す
る
時
期
を
待
つ
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

咽
は
れ
の
ま
じ
な
い
は
、
白
な
た
豆
の
粉
を
時
々
食
べ
る
こ
と
、
お
よ
び
咽

の
痛
み
に
は
、
南
天
の
実
を
三
粒
呑
む
と

｢

其
あ
な
よ
り
ふ
か
く
ハ
は
れ
ぬ
よ

し｣

と
い
う

(

９)

。
白
鉈
豆
は
粉
砕
し
て
服
用
し
、
南
天
の
実
は
そ
の
ま
ま
用
い
る
。

南
天
の
実
が
な
い
時
に
は
、
南
天
の
葉
を
よ
く
揉
み
、
そ
の
汁
を
飲
む
と
そ
れ

以
上
腫
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
服
薬
と

し
て
の
効
果
を
兼
ね
備
え
て
お
り
、
ま
じ
な
い
兼
服
薬
と
い
え
そ
う
だ
。
と
こ

ろ
で
、
鉈
豆
は
近
世
の
図
説
百
科
事
典
と
し
て
著
名
な
寺
島
良
安
編

『

和
漢
三

才
図
会』

に
よ
る
と
、
胃
腸
や
腎
の
働
き
を
よ
く
し
た
り
、
し
ゃ
っ
く
り
を
留

め
る
効
果
が
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
の

(

�)

、
咽
は
れ
に
つ
い
て
の
効
果
は

指
摘
さ
れ
て
お
ら
ず
、
充
真
院
の
鉈
豆
の
効
用
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

水
当
た
り
の
ま
じ
な
い
は
、
田
螺
を
食
す
る
も
の
で
あ
り
、
服
薬
と
も
い
え
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る

(

�)

。｢

田
に
し
を
常
ニ
く
ろ
焼
ニ
し
て
置
、
道
中
其
外
所
の
か
わ
り
し
宿
ニ
て

ハ
、
湯
水
を
の
ま
ぬ
前
ニ
湯
ニ
ほ
た
し
て
少
々
の
め
バ
、
水
当
り
な
し
と
い
ふ｣

と
、
旅
行
の
常
備
薬
で
も
あ
っ
た
。

水
当
た
り
を
予
防
す
る
ま
じ
な
い
と
し
て
は
、
六
月
一
日
に
限
定
し
た
方
法

を
紹
介
し
て
い
る
。
干
し
た
河
豚
と
空
豆
、
焼
き
豆
腐
を
入
れ
た
汁
物
を
拵
え

て
飲
む
こ
と
や
、
六
月
一
日
に
干
し
た
鯛
に
根
芋
を
入
れ
た
汁
物
を
作
っ
て
食

す
ま
じ
な
い
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ま
じ
な
い
は

｢

忘
れ

知
る
人
も
有
ら
ん
と
書
置｣
と
い
う
よ
う
に
、
充
真
院
が

『

色
々
見
聞
し
た
る

事
を
笑
ひ
に
書』

を
執
筆
し
て
い
た
当
時
に
は
、
一
般
に
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ

た
ま
じ
な
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
充
真
院
は
こ
れ
ら
の
ま
じ
な
い
を
書
き

留
め
て
お
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ま
じ
な
い
に
関
す

る
文
末
に
は

｢

た
し
か
是
も
水
当
り
か
と
思
ふ｣
と
も
付
け
加
え
て
お
り
、
充

真
院
自
身
は
い
さ
さ
か
記
憶
に
自
信
が
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
旨
を
一
言
表

明
し
て
い
る
。

足
の
ほ
て
り
に
は
、｢

か
ら
か
さ
灸
を
沢
山
ニ
二
日
も
す
へ
れ
バ
、
く
る
し

く
気
分
の
悪
く
直
ニ
な
を
る
、
私
抔
は
一
度
ニ
百
て
う
程
も
す
へ
る
、
私
た
め

し
妙
也
、
又
ひ
へ
る
時
も
同
じ｣

と
、
そ
の
即
効
性
を
自
ら
の
体
験
に
基
づ
い

て
あ
げ
て
い
る

(

�)

。
な
お
、
こ
の
記
述
か
ら
充
真
院
が
足
の
ほ
て
り
に
悩
ん
で
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
じ
な
い
の
最
後
と
し
て
、
虫
刺
し
に
つ
い
て
で
あ
る

(

�)

。
虫
刺
し
の
中
で
も
、

蜂
に
刺
さ
れ
た
場
合
に
は

｢

み
ゝ
づ
の
は
ら
ハ
た
付
れ
バ
、
直
ニ
い
た
み
去
よ

し
妙
也｣

と
、
蚯
蚓
の
内
臓
を
患
部
に
塗
布
す
る
と
い
う
。
こ
の
方
法
は
、
充

真
院
が
延
岡
の
医
師
か
ら
聞
い
た
方
法
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
医
師
が
延
岡

で
蜂
合
戦
を
し
て
い
た
子
供
に
危
険
で
あ
る
の
で
注
意
し
た
と
こ
ろ
、
子
供
が

蚯
蚓
の
腸
を
塗
れ
ば
何
と
も
な
い
と
答
え
た
の
で
、
そ
れ
を
試
し
て
み
た
と
こ

ろ
痛
ま
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

医
師
が
子
供
か
ら
聞
い
た
ま
じ
な
い
を
試
し
て
み
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
医
師

が
ま
じ
な
い
の
効
用
を
尊
重
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
当
時
の
治
療
法
と
し
て

ま
じ
な
い
が
薬
用
と
同
類
に
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
格
好
の
事
例

と
い
え
よ
う
。
な
お
、
そ
の
他
に
蜂
刺
し
に
対
す
る
ま
じ
な
い
と
し
て
、｢

い

そ
ぎ
茶
付
を
食
も
い
た
み
去
と
の
事｣

と
、
笑
い
を
誘
う
よ
う
な
方
法
も
記
載

さ
れ
て
い
る
。

(

1)

こ
れ
ら
の
記
載
は

『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の
目
次
の
部
分
で
あ

り
、
翻
刻
本
の
六
一
頁
。

(

2)

痰
と
咳
の
ま
じ
な
い
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
六
六
頁
。

(

3)

日
比
谷
稲
荷
に
つ
い
て
は
、『

江
戸
名
所
図
会』

巻
之
一
・
天
枢
之
部
に
記
載

が
あ
る
。
当
該
部
分
は
、
市
古
夏
生
・
鈴
木
健
一
校
訂

(

ち
く
ま
学
芸
文
庫)

『

新
訂
江
戸
名
所
図
会
１』

(

筑
摩
書
房
、
平
成
八
年)

の
二
四
七
頁
で
あ
る
。

(

4)

口
腔
の
病
に
対
す
る
ま
じ
な
い
は
、『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の

六
七
頁
。

(

5)

瘧
の
七
種
類
の
ま
じ
な
い
の
う
ち
、
灸
の
二
つ
目
の
み
が
七
五
頁
に
記
載
さ
れ

て
お
り
、
他
は
全
て
六
八
頁
で
あ
る
。

(
6)

痢
病
の
ま
じ
な
い
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
七
五
頁
。

(

7)
灸
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
学
士
院
日
本
科
学
史
刊
行
会
編

『

明
治
時
代
前
日
本

医
学
史

(

増
訂
復
刻
版)

』
(

株
式
会
社
出
版
科
学
総
合
研
究
所
、
昭
和
五
十
三

年)

の
三
四
一
頁
の
孔
穴
の
図
に
よ
る
。

(

8)

百
日
咳
の
ま
じ
な
い
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
七
四
頁
。
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(

9)

咽
は
れ
・
咽
の
痛
み
の
ま
じ
な
い
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
七
四
頁
。

(

10)

鉈
豆
に
つ
い
て
は
、『

和
漢
三
才
図
会』

巻
一
〇
四
に
記
述
が
あ
る
。
平
凡
社
・

東
洋
文
庫
五
三
二

『

和
漢
三
才
図
会』

十
八
で
は
、
一
七
四
〜
五
頁
に
当
該
部
分

が
あ
る
。
な
お
、
白
鉈
豆
に
つ
い
て
は
、
小
野
蘭
山
著

『

本
草
綱
目
啓
蒙』

二

(
平
凡
社
・
東
洋
文
庫
五
三
六)

一
六
四
頁
に
よ
る
と
、
鉈
豆
の
白
花
の
も
の
で
、

実
も
白
い
色
を
し
て
い
る
と
い
う
。

(

11)

水
当
た
り
の
ま
じ
な
い
の
う
ち
田
螺
を
用
い
る
ま
じ
な
い
は
、『

色
々
見
聞
し

た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の
翻
刻
本
の
七
二
頁
、
そ
の
他
の
ま
じ
な
い
は
七
六
頁
。

(

12)

灸
に
よ
る
足
の
ほ
て
り
の
治
療
は
、
右
同
書
の
九
七
頁
。

(

13)

虫
刺
し
の
ま
じ
な
い
は
、
右
同
書
の
六
七
〜
八
頁
。

６

薬
用
に
よ
る
治
療
法

当
時
の
薬
と
し
て
は
、
自
ら
が
調
合
し
た
薬
と
売
薬
と
の
二
種
類
が
あ
る
。

充
真
院
の
場
合
は
、
自
ら
調
合
す
る
薬
を
よ
く
用
い
て
い
た
。
薬
に
よ
る
治
療

に
は
内
用
と
外
用
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
内
用
に
よ
る
治
療
法
を
見
て
み
よ
う
。

内
服
し
て
治
療
す
る
症
状
は
、
溜
飲
・
癪
・
引
付
け
・
風
邪
の
熱
・
痰
・
咳
・

腹
具
合
の
不
調
・
痢
病
・
瘧
・
血
の
道
・
鼻
血
・
疱
瘡
な
ど
で
あ
る
。

溜
飲
の
薬
は
、
�
を
粉
末
に
し
た

｢

マ
ク
子
シ
ヤ｣

が
何
よ
り
も
良
く
効
く

と
充
真
院
は
記
し
て
い
る

(

１)

。｢

マ
ク
子
シ
ヤ｣

と
は
、｢

マ
グ
ネ
シ
ア

(

麻
倔
涅

失
亜)

｣

の
こ
と
で
あ
り
、
蘭
薬
の
一
種
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
文
政
二
年

(

一
八
一
九)

に
刊
行
さ
れ
た
宇
田
川
榛
斎
著

『

和
蘭
薬
鏡』

に
よ
る
と
、
胃

腸
の
虚
弱
や
疾
患
の
た
め
の
薬
剤
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

溜
飲
に
相
当
す
る
処
方
と
し
て

｢

鎮
嘔
醒
胃
飲｣

が
あ
る
。
こ
こ
に
は
マ
グ
ネ

シ
ア
を
蒸
留
水
に
溶
か
し
て
飲
む
と
、
胃
中
の
炭
酸
が
逆
出
し
て
鎮
嘔
の
効
果

が
あ
る
と
記
し
て
あ
る

(

２)

。
近
世
後
期
に
薬
学
書
に
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
当
時
マ
グ
ネ
シ
ア
は
溜
飲
の
薬
と
し
て
著
名
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

充
真
院
は
こ
の
粉
末
を
知
っ
た
折
に
、
そ
の
素
材
に
つ
い
て

｢

是
ハ
何｣

と

人
に
尋
ね
て
確
認
し
て
い
る

(

３)

。
マ
グ
ネ
シ
ア
は
成
分
を
抽
出
し
た
粉
末
で
あ
り

原
型
を
留
め
て
い
な
い
の
で
、
充
真
院
は
そ
の
素
材
が
何
で
あ
る
か
、
知
り
た

く
思
っ
た
の
で
あ
る
。
好
奇
心
旺
盛
な
充
真
院
ら
し
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
、
充
真
院
は
溜
飲
の
薬
と
し
て

｢

不
れ
ゐ｣

を
あ
げ
て
い
る
。
こ

れ
は
牡
蠣
の
貝
殻
を
粉
末
に
し
た
物
―
す
な
わ
ち
胡
粉
―
で
あ
る
。｢

不
れ
ゐ｣

も

｢

よ
く
き
く
事
ハ
妙
也｣

と
薬
効
の
程
を
認
め
て
い
る
も
の
の
、｢

末
ニ
ハ

悪
く
と
い
う
事
の
よ
し｣

と
い
う
よ
う
に
、
後
に
は
溜
飲
の
薬
と
し
て
ふ
さ
わ

し
く
な
い
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

次
は
癪
の
薬
で
あ
る

(

４)

。
癪
は
充
真
院
が
苦
し
ん
だ
疾
患
の
一
つ
で
あ
る
。
そ

の
様
子
は

｢

私
、
昔
は
し
や
く
ニ
て
三
・
四
日
も
何
も
た
べ
ら
れ
ず
な
や

(

み)

候
事
ハ
、
年
に
幾
度
も
有
し
が｣

と
い
う
よ
う
に
、
癪
の
た
め
に
三
・
四
日
も

食
事
が
取
れ
な
い
こ
と
が
年
に
何
回
も
あ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
充
真

院
に
と
っ
て
癪
の
治
療
法
は
切
実
な
も
の
で
あ
っ
た
。
充
真
院
が
癪
に
悩
ま
さ

れ
た
の
は
若
い
頃
で
あ
る
。
癪
の
薬
の
記
述
の
箇
所
に
、
内
服
し
た
と
こ
ろ

｢
五
十
年
く
ら

(

い)

も
、
少
し
も
お
こ
ら
ず｣

と
あ
る
の
で
、
八
十
一
歳
で

世
を
去
っ
た
充
真
院
の
晩
年
期
に
認
め
た
著
作
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
癪

を
発
症
し
た
の
は
二
十
代
頃
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
癪
の
薬
で
あ
る
。｢

吾
妻
の
楠
の
木
を
湯
ニ
し
て
戴
ば
直
ニ
な
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を
る｣

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
薬
は
楠
を
浸
し
た
湯
で
あ
る
。
充
真
院
は
こ
れ

を
飲
ん
だ
と
こ
ろ
、｢

や
う
�
�
心
よ
く
成｣

り
、
再
発
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
効
果
絶
大
で
あ
っ
た
こ
の
薬
に
対
し
て
、
充
真
院
は

｢

有
難
き
御
守
薬
也｣

と
い
う
表
現
で
、
賛
辞
と
効
果
の
程
を
示
し
て
い
る
。

引
付
け
の
薬
は
、
大
蒜
を
摩
り
下
ろ
し
た
も
の
を
飲
ま
せ
る
と
い
う

(

５)

。｢

其

外
の
薬
ハ
あ
ま
り
き
ゝ
め
見
へ
ず｣

と
い
う
こ
と
か
ら
、
充
真
院
は
引
付
け
の

薬
を
他
に
も
知
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
最
も
効
果
の
あ
る
方
法
の
み
を
紹
介
し

た
の
で
あ
る
。
子
供
の
引
付
け
は
突
然
発
症
し
、
危
険
な
も
の
な
の
で
、｢

子

供
の
有
宿
ニ
ハ
た
へ
ず
植
置
べ
し
、
い
そ
ぐ
時
ハ
間
ニ
合
ぬ
も
の
な
り｣

と
、

大
蒜
を
身
近
に
植
え
て
常
備
し
て
お
く
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
大
蒜
の
摩
り
下

ろ
し
は
、
充
真
院
の
お
墨
付
き
と
い
う
べ
き
引
付
け
の
特
効
薬
な
の
で
あ
る
。

実
際
に
、
効
用
を
目
近
か
で
確
認
し
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

風
邪
の
熱
冷
ま
し
の
薬
と
し
て
は
、｢

人
も
知
り
た
る
事
な
が
ら｣

と
、
一

般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
方
法
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
紹
介
し
て
い
る

(

６)

。

そ
れ
は

｢

紅
梅
黒
焼
、
風
邪
の
節
、
ね
つ

(

熱)

気
は
つ
し
兼
た
る
に
よ
し｣
、
す
な

わ
ち
梅
干
の
黒
焼
き
で
あ
る
。
著
名
な
方
法
な
の
で
、
右
の
み
に
と
ど
め
て
い

る
が
、
実
際
に
は
梅
干
の
黒
焼
き
に
湯
・
茶
を
注
ぎ
、
黒
焼
き
に
な
っ
た
果
肉

の
部
分
を
潰
し
て
飲
む
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
方
法
と
し
て
、｢

美
か
無
一
ツ
を
真
黒
ニ
焼
、
塩
茶
ニ
入
、
皮

も
残
さ
ず
た
べ
候
も
、
風
薬
ニ
吉｣

と
、
蜜
柑
の
黒
焼
き
を
記
し
て
い
る
。
い

ず
れ
も
、
現
在
も
風
邪
の
民
間
療
法
と
し
て
知
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
記
述
に
は
、｢

薬｣

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
な
い
が
、
薬
と
み
な
し
て
よ

か
ろ
う
。

痰
の
薬
は
、
梨
の
実
と
砂
糖
が
素
材
で
あ
る

(

７)

。
こ
の
薬
は
、｢

季
子

(

な
し)

の
中
の

種
之
所
を
く
り
ぬ
き
て
、
其
中
ニ
さ
と
う
を
一
は
ゐ
入
、
な
し
の
う
て
な
の
所

ヲ
ふ
た
に
し
て
、
そ
と
皮
の
所
ヲ
少
々
ツ
ゝ
穴
を
あ
け
て
、
其
中
え
こ
せ
う

(

胡
椒)

を

一
ツ
づ
ゝ
つ
め
て
紙
に
包
水
掛
、
ぬ
く
灰
の
中
へ
入
、
む
し
や
き
す
れ
バ
、
箸

に
も
切
る
程
や
ハ
ら
か
に
成
し
を
喰
す
る
も
吉｣

と
い
う
よ
う
に
、
梨
の
種
の

部
分
を
刳
り
貫
い
て
砂
糖
を
詰
め
、
梨
の
皮
の
あ
ち
こ
ち
に
穴
を
空
け
て
胡
椒

の
粒
を
埋
め
込
み
、
紙
に
包
ん
で
水
を
か
け
、
灰
の
中
へ
い
れ
て
蒸
し
焼
き
に

し
た
も
の
を
食
べ
る
の
で
あ
る
。
充
真
院
は
当
該
記
述
の
行
間
に
、
梨
に
如
何

な
る
加
工
を
す
る
の
か
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
挿
絵
も
付
し
て
い
る
。

充
真
院
が
珍
し
い
方
法
と
思
っ
た
ゆ
え
で
あ
る
。
梨
の
実
が
手
に
入
る
時
期
は

限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
時
期
限
定
の
治
療
薬
と
い
え
る
。
な
お
、
当
時
、
胡
椒

は
今
日
の
よ
う
に
食
用
で
は
な
く
、
薬
種
の
一
種
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

(

８)

。

咳
の
薬
は
、
実
際
に
充
真
院
が
服
薬
し
た
体
験
が
あ
り
、
効
果
の
様
子
も
紹

介
し
て
い
る

(

９)

。
し
か
も
、
蘭
薬
・
和
薬
な
ど
様
々
な
も
の
を
試
み
て
い
る
。
ま

ず
、
咳
の
薬
と
し
て
筆
頭
に
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
ア
ラ
ビ
ヤ
で
あ
る
。
ア
ラ

ビ
ヤ
と
は
、
ア
ラ
ビ
ヤ
ゴ
ム
と
も
い
い
、
桃
脂
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
既
に
日

本
で
知
ら
れ
て
い
た
蘭
薬
の
一
つ
で
あ
る

(

�)

。｢

ア
ラ
ビ
ヤ
ト

(

と)

い
ふ
物
を
湯
ニ
し

て
用
ゆ
れ
ば
、
追
々
薄
ら
ぎ
直
る
事
妙
也｣

と
、
湯
に
溶
い
て
服
用
す
る
も
の

で
あ
り
、
徐
々
に
咳
が
治
ま
っ
た

(

�)

。
そ
の
効
果
の
程
を
充
真
院
は
不
思
議
に
す

ら
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
白
湯
に
砂
糖
を
入
れ
る
と
、
少
し
匂
い
が
す
る
も

の
の
、
飲
み
易
い
と
い
う
。
ア
ラ
ビ
ヤ
に
氷
砂
糖
の
固
ま
り
の
様
な
物
が
混
入
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し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、｢

是
ハ
松
や
に
と
の
事｣

す
な
わ
ち
松
脂
な
の
で

煎
じ
て
溶
か
し
て
飲
め
ば
よ
い
と
充
真
院
は
記
載
し
て
い
る
。
実
際
の
原
料
は

桃
脂
な
の
で
、
そ
の
点
は
充
真
院
は
誤
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ア
ラ
ビ
ア
は
実
際
に
は
溶
剤
と
し
て
薬
の
調
合
の
折
に
用
い
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

『

和
蘭
薬
鏡』

に
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
ラ
ビ
ア
そ
の

も
の
に
は
、
薬
効
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ラ
ビ
ア
の
効
果
で
咳

が
止
ま
る
と
は
考
え
に
く
い
。
実
際
に
は
、
湯
を
用
い
た
の
で
体
が
温
ま
っ
た

こ
と
と
、
成
分
が
桃
脂
な
の
で
咽
を
穏
や
か
に
保
つ
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
咳
の
薬
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う

(

�)

。
当
時
、
咳
の
薬
は

｢

所
々
に

ね
り
薬
多
有
し
か
ど｣

と
い
う
よ
う
に
、
練
薬
が
主
流
だ
っ
た
。
そ
の
中
で
も

一
番
効
き
目
が
あ
っ
た
の
は
、
は
っ
か
の
香
り
が
す
る
実
母
散
で
あ
っ
た
と
い

う
。さ

ら
に
、
咳
と
痰
、
両
方
に
効
く
薬
も
紹
介
し
て
い
る

(

�)

。
そ
れ
は
、
糸
瓜
の

輪
切
り
に
砂
糖
を
合
わ
せ
て
煮
詰
め
た
練
薬
で
あ
る
。
製
法
は
、
ま
ず
輪
切
り

に
し
た
糸
瓜
を
一
昼
夜
か
け
て
煮
詰
め
る
。
そ
の
量
は
、
大
手
桶
に
三
つ
も
用

意
し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
の
で
、
実
際
に
充
真
院
の
身
辺
で
こ
の
薬
を
作
っ

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計
ら
い
、
砂
糖
を
三
斤
ほ
ど
投

入
す
る
と
艶
が
で
る
。
黒
く
艶
や
か
に
な
っ
た
ら
、
糸
瓜
が
ら
を
取
り
出
し
て

薬
と
し
て
蓄
え
て
お
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
よ
く
練
れ
ば
何
年
も
品
質
が
変

わ
る
こ
と
な
く
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
た
い
へ
ん
重
宝
な
薬
で
あ
っ
た
。
そ
の

薬
効
が
す
ぐ
れ
て
い
た
様
子
は
、｢

奇
妙
ニ
宜
敷｣

と
い
う
表
現
か
ら
窺
い
知

れ
る
。

次
に
腹
具
合
の
不
調
に
関
す
る
薬
に
つ
い
て
で
あ
る

(

�)

。
軽
度
・
重
度
の
下
痢

の
薬
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。
軽
度
の
下
痢
の
薬
は
、｢

五
月
節
句
の
ち
ま

き
を
た
く
わ
ひ
置
、
薄
汁
ニ
し
て
服
用
す
る
も
よ
し｣

と
、
端
午
の
節
句
に
調

製
し
た
粽
を
と
っ
て
置
き
、
そ
れ
を
薄
汁
に
し
て
服
用
す
る
と
よ
い
と
い
う
。

粽
の
中
身
を
巻
く
笹
に
は
殺
菌
効
果
が
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
中
身
は
元
々

は
米
や
米
粉
・
葛
粉
な
ど
で
作
っ
た
餅
な
の
で
、
効
果
に
つ
い
て
は
期
待
で
き

な
い
気
が
す
る
が
、
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
に
は
、
薬
と
い
う
よ
り

も
一
種
の
縁
起
も
の
と
い
え
よ
う
。

重
度
の
下
痢
は
痢
病
、
す
な
わ
ち
赤
痢
や
疫
痢
な
ど
伝
染
病
に
対
す
る
薬
で

あ
る

(

�)

。
充
真
院
が
一
番
に
記
し
て
い
る
の
は
、
裏
四
番
丁
に
住
む
旗
本
の
内
藤

遠
江
守
の
お
抱
え
医
師
で
あ
る
稲
田
又
左
衛
門
が
調
製
す
る
薬
で
あ
る
。
ど
の

よ
う
な
薬
な
の
か
、
具
体
的
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。｢

今
ハ
い
か
ゝ
成
し
か｣

と
あ
る
の
で
、
充
真
院
は
以
前
、
こ
の
薬
の
効
用
を
聞
き
知
っ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
著
作
を
ま
と
め
た
当
時
、
こ
の
薬
が
未
だ
販
売
さ
れ
て
い
る
か
否

か
は
不
明
で
あ
り
、
確
認
す
る
機
会
も
持
て
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

瘧
の
薬
と
し
て
は
、
売
薬
を
紹
介
し
て
い
る

(

�)

。｢

き
う
め
う
さ
ん｣

、
す
な
わ

ち
救
命
散
を
あ
げ
、
そ
の
取
次
所
と
し
て
芝
口
二
丁
目
の
中
屋
九
兵
衛
・
湯
島

切
通
し
の
岩
崎
屋
与
市
・
根
津
門
前
町
の
八
百
屋
庄
兵
衛
の
三
店
舗
を
あ
げ
て

い
る
。

血
の
道
の
薬
と
し
て
は
、
鶴
の
黒
焼
、
ま
た
は
不
如
帰
の
足
を
煎
じ
た
湯
を

飲
む
と
よ
い
と
い
う
。
鼻
血
に
も
、
鶴
の
黒
焼
が
た
い
へ
ん
効
果
が
あ
る
と
い
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う

(

�)

。
い
ず
れ
も
、
血
液
循
環
の
正
常
化
や
上
せ
に
効
果
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

疱
瘡
の
薬
は
不
如
帰
の
羽
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
記
載
は
こ
れ
の
み
に
留
ま

り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
服
薬
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い

(

�)

。

次
に
外
用
に
よ
る
治
療
を
見
て
み
よ
う
。
外
用
に
よ
る
治
療
の
対
象
は
、
虫

刺
し
・
乳
腫
れ
・
打
撲
・
火
傷
・
創
傷
・
刺
抜
き
・
骨
接
ぎ
・
水
虫
・
手
指
の

浮
腫
で
あ
る
。

虫
刺
し
の
薬
と
し
て
充
真
院
が
絶
賛
し
て
い
る
の
は
、
は
ぶ
草
で
あ
る

(

�)

。
充

真
院
は
、
は
ぶ
草
の
本
当
の
名
称
は
蛇
め
つ
門
草
と
称
す
と
い
う
。
は
ぶ
草
を

充
真
院
が
知
っ
た
の
は
、
延
岡
に
居
を
移
し
て
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

延
岡
に
到
着
し
た
文
久
三
年

(

一
八
六
三)
六
月
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、

延
岡
に
は
ぶ
草
が
沢
山
生
息
し
て
い
た
の
だ
が
、
江
戸
で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
の
後
、
江
戸
に
戻
っ
て
か
ら
縁
日
に
植
木
屋
が
は
ぶ
草
を
販
売
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
植
木
屋
は
は
ぶ
草
を
販
売
す
る
に
あ
た
り
、
異
国
か
ら
渡
来
し

た
珍
し
い
草
と
し
て
珍
重
し
て
お
り
、
し
か
も
誇
り
顔
で
説
明
し
て
い
た
。
そ

の
様
子
を
、
充
真
院
は

｢

私
共
ハ
存
居
事
故
、
心
之
内
ニ
て
お
か
し
く
思
ふ｣

の
で
あ
っ
た

(

�)

。
は
ぶ
草
は
、
充
真
院
自
身
も
延
岡
で
初
め
て
知
っ
た
薬
草
な
の

で
、
と
り
わ
け
関
心
を
持
っ
て
い
た
上
に
、
そ
の
効
果
の
程
も
認
め
て
い
た
こ

と
、
さ
ら
に
は
江
戸
で
は
未
知
の
も
の
な
の
で
、
は
ぶ
草
の
形
状
に
つ
い
て
、

挿
絵
を
交
え
て
詳
し
く
書
き
留
め
て
い
る
。

効
果
を
認
め
て
い
る
充
真
院
は
、｢

是
ハ
何
方
ニ
て
も
植
置
バ
重
宝
す
る

(

�)｣

と
、
は
ぶ
草
を
身
近
に
植
え
て
置
き
い
つ
で
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く

こ
と
、
さ
ら
に
は

｢

葉
無
時
分
ハ
枝
で
も
葉
で
も
か
げ
干
ニ
し
て
置
、
せ
ん
じ

用
ゆ
べ
し｣

と
、
常
備
の
た
め
に
葉
や
枝
を
陰
干
し
に
し
て
蓄
え
て
お
き
、
煎

じ
て
利
用
す
る
よ
う
推
奨
し
て
い
る

(

�)

。

実
際
に
充
真
院
が
用
い
た
折
に
、
絶
大
な
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
体
験
に

加
え
て
、
充
真
院
が
は
ぶ
草
を
知
り
合
い
に
分
け
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ

る
。
効
果
が
す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
知
り
合
い
に
も
是
非
使
用
し
て
ほ

し
く
思
う
の
は
人
情
で
あ
る
上
、
自
ら
分
か
ち
あ
た
え
て
ま
で
い
る
の
は
、
充

真
院
が
は
ぶ
草
の
優
れ
た
薬
効
を
絶
賛
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
充
真

院
が
知
り
合
い
に
分
け
与
え
た
は
ぶ
草
は
、
確
か
に
効
果
が
あ
っ
た
。｢

是
ハ

何
方
へ
遣
し
た
る
所
ニ
て
も
よ
く
き
く
と
て
御
悦｣

｢

は
ぶ
草
も
妙
な
り
と
悦
、

種
上
ヶ
候
所
よ
り
ハ
御
礼
申
参
ル｣

と
、
た
い
へ
ん
喜
ば
れ
た
の
で
あ
る

(

�)

。

尤
も
、
は
ぶ
草
は

『

和
漢
三
才
図
会』

に
、
決け
つ

明め
い

子し

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
著
作
に
は
、
決
明
子
と
は
湿
草
類
の
一
つ
で
あ
り
、
和
名
を
衣え

比び

須す

久ぐ

佐さ

と
称
す
こ
と
、
馬
蹄
決
明
と
�
芒
決
明
の
二
種
が
あ
る
こ
と
、
眼
病
改
善

や
蛇
除
け
の
効
果
が
あ
る
こ
と
、
茹
で
た
り
茶
に
し
て
服
用
す
る
こ
と
、
決
明

と
い
う
名
称
は
目
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
こ
と
、

伊
勢
国
・
山
城
国
産
の
も
の
が
質
が
良
い
こ
と
な
ど
を
説
明
し
て
い
る

(

	)

。
し
た

が
っ
て
、
既
に
日
本
で
自
生
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
珍

し
い
草
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
江
戸
で
は
早
く
と
も
充
真
院
が
江
戸
に
戻
っ
て
き
た
慶
応

元
年

(
一
八
六
五)

五
月
以
降
か
ら
明
治
十
年
代
頃
に
か
け
て
、
は
ぶ
草
は
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
本
来
は
熱
帯
ア
メ
リ
カ
の
原
産

と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
江
戸
よ
り
も
暖
か
な
気
候
で
あ
る
延
岡
に
は
沢
山
自
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生
し
て
お
り
、
身
近
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
充
真
院
は
は
ぶ
草
の
薬
効
で
あ
る
眼
の
改
善
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ

て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
使
用
方
法
は
、
虫
刺
さ
れ
に
は
実
を
水
油
づ
け
に

し
た
も
の
を
塗
布
す
る
こ
と
、
鼠
に
噛
ま
れ
た
時
は
葉
が
あ
る
時
分
は
葉
を
患

部
に
擦
り
付
け
る
、
葉
が
な
い
時
分
は
乾
燥
し
て
い
た
も
の
を
煎
じ
て
患
部
を

洗
浄
す
る
と
説
明
し
て
い
る
が
、『

和
漢
三
才
図
会』

で
は
、
眼
病
治
療
と
し

て
は
、
一
匙
分
を
揉
ん
で
洗
っ
て
か
ら
空
腹
時
に
服
用
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら

に
、
茹
で
て
食
べ
た
り
、
茶
に
し
て
用
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
使
用

方
法
は
異
な
っ
て
い
る
。

そ
の
他
に
虫
刺
し
の
薬
と
し
て
三さ
ん

七し
ち

を
あ
げ
て
い
る

(

�)

。
三
七
は
山さ
ん

漆し
つ

、
ま
た

は
金き
ん

不ふ

換か
ん

と
も
称
す
。『

和
漢
三
才
図
会』

で
は
切
り
傷
の
接
合
に
優
れ
た
効

果
が
あ
る
こ
と
や
、
吐
血
・
鼻
血
・
下
血
な
ど
の
際
に
服
用
す
る
血
分
の
薬
で

あ
る
こ
と
、
赤
痢
や
疫
痢
の
薬
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た

(

�)
。
同
書
に
よ
る
と
虫
刺

し
の
薬
と
し
て
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
が
、｢

無
名
の
瘡
�
に
は
葉
を
�
ん
で

貼
付
す
る｣

と
い
う
よ
う
に
皮
膚
の
疾
患
に
も
効
果
が
あ
る
の
で
、
充
真
院
が

認
識
し
て
い
た
よ
う
に
虫
刺
し
に
も
効
目
が
あ
っ
た
事
は
確
か
と
い
え
よ
う
。

虫
刺
し
の
薬
と
し
て
は
、
朝
顔
の
葉
を
揉
み
貼
付
す
る
方
法
も
あ
る
と
い
う

(

�)
。

な
お
、
蜂
刺
し
に
は
、
芋
の
茎
の
汁
を
付
け
る
方
法
、
蚊
刺
し
に
は
、｢

た
ば

こ
吹

(

吸)

が
ら
を
す
り
付
て
も
、
梅
干
を
す
り
付
る
も
よ
し｣

と
、
患
部
に
煙
草
の

吸
い
殻
、
ま
た
は
梅
干
を
塗
布
す
る

(

�)

。

乳
腫
れ
に
は
、
右
に
示
し
た
三
七
を
揉
ん
で
塗
布
す
る
、
さ
ら
に
は
里
芋
を

焼
き
続
飯
に
少
し
ま
ぜ
て
塗
布
す
る
の
も
効
果
が
あ
る

(

�)

。
三
七
に
つ
い
て
も
、

充
真
院
は
絶
え
ず
庭
に
植
え
て
常
備
し
て
い
た
と
い
う
の
で
、
そ
の
効
果
の
程

が
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

打
撲
の
薬
は
、
藪
が
ら
し
・
白
鉈
豆
・
鳳
仙
花
の
三
種
類
を
示
し
て
い
る

(

�)

。

藪
が
ら
し
は
、
そ
の
根
を
す
り
お
ろ
し
た
も
の
に
、
う
ど
ん
粉
を
加
え
て
酢
で

溶
い
て
、
打
撲
し
た
部
位
に
貼
付
す
る

(

	)

。
白
鉈
豆
は
、
実
を
粉
末
に
し
た
も
の

を
酢
に
溶
い
て
患
部
に
貼
る
と
、
痣
が
早
く
消
え
る
と
い
う
。
白
鉈
豆
の
粉
末

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
咽
腫
れ
の
際
に
は
服
用
し
て
お
り
、
疾
患
に
よ
っ
て
用

い
方
が
異
な
る
。
鳳
仙
花
は
、
土
用
中
に
採
取
し
て
陰
干
し
に
し
て
保
存
し
た

も
の
を
利
用
す
る
。
度
々
の
打
ち
身
に
よ
り
残
っ
た
古
傷
に
も
効
果
が
あ
る
と

い
う

(


)

。
火
傷
の
薬
は
、｢

焼
ど
の
め
う

(

妙)

薬
ニ
ハ
、
雪
の
下
も
よ
け
れ
共
、
く
ず
れ
る

と
の
由｣

と
、
雪
の
下
は
妙
薬
で
は
あ
る
が
、
患
部
が
崩
れ
る
と
警
告
を
発
し

て
い
る

(

�)

。
火
傷
の
治
療
と
し
て
は
鮑
の
貝
の
汁
を
塗
布
す
る
方
法
も
あ
る
。

｢

あ
わ
び
貝
の
中
へ
水
を
入
て
石
も
て
す
れ

(

摺)

バ
水
に
ご
る
、
夫
を
度
々
付
れ
バ

よ
し
と
聞｣

と
、
鮑
の
貝
の
部
分
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
水
を
入
れ
て
石
で
擦
り
、

白
く
な
っ
た
水
を
患
部
に
何
度
か
塗
る
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
方
法
は
、
充
真
院
は

伝
聞
と
し
て
知
り
得
た
知
識
で
あ
り
、
実
際
に
試
し
て
い
な
い
。
右
に
続
き

｢
俄
ニ
其
時
に
ま
ご
つ
く
物
ゆ
へ
、
常
ニ
貝
と
石
と
を
手
近
く
置
よ
し
と
の
事｣

と
、
急
な
火
傷
に
備
え
て
鮑
の
貝
と
摺
る
た
め
の
石
を
常
備
す
る
と
良
い
こ
と

を
付
け
加
え
て
あ
る
。

創
傷
の
薬
と
し
て
は
、
紫
野
と
い
う
油
薬
が
他
の
も
の
を
凌
駕
し
て
い
る
と
、

充
真
院
は
高
く
評
価
し
て
い
る

(

)

。
紫
野
は
浅
草
の
大
六
天
の
近
所
で

｢

大
徳
寺
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油
薬｣

と
い
う
商
品
名
で
販
売
し
て
い
る
店
が
二
軒
あ
る
が
、
店
を
見
つ
け
ら

れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、｢

上
方
へ
便
り
の
節
取
よ
せ
、
た
く
わ
い
置
と
重
宝

ニ
な
る｣

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
で
の
折
に
と
は
い
え
、
上
方
か
ら
取
り

寄
せ
て
で
も
常
備
し
て
お
く
こ
と
を
勧
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
充
真
院
が

紫
野
の
薬
効
を
如
何
に
高
く
評
価
し
て
い
た
か
が
窺
わ
れ
る
。

充
真
院
は
実
際
に
、
身
近
で
紫
野
の
薬
効
を
目
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
六

本
木
屋
敷
で
充
真
院
の
身
近
に
使
え
て
い
た
十
二
歳
の
子
供
が
、
行
灯
を
被
り

福
禄
寿
の
ま
ね
を
し
て
い
た
折
に
こ
ろ
び
、
額
に
大
き
な
切
り
傷
を
創
り
沢
山

出
血
し
た
際
に
、
紫
野
を
塗
布
し
た
と
こ
ろ
、
あ
ま
り
痛
む
こ
と
も
な
く
、
傷

跡
が
少
し
へ
こ
ん
だ
も
の
の
、
直
ぐ
に
目
立
た
な
い
よ
う
に
治
癒
し
た
と
い
う
。

ま
た
、
同
じ
く
当
家
の
雇
用
人
ら
し
き
男
性
が
手
に
持
っ
て
い
た
花
火
の
火
が

手
元
に
廻
り
、
手
元
の
竹
が
手
の
中
で
破
裂
し
て
出
血
を
伴
う
痛
々
し
い
裂
傷

を
負
っ
た
折
に
、
紫
野
を
貼
付
し
た
と
こ
ろ
、
痛
み
が
取
れ
た
と
い
う
。

右
の
事
例
を
示
し
た
後
に
、｢

あ
ま
り
�
�
長
く
成
ま
ゝ
宜
敷
事
も
大
け
れ

ど
や
め
候｣

と
、
も
っ
と
言
及
し
た
か
っ
た
も
の
の
、
紫
野
に
つ
い
て
長
々
と

記
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ひ
と
ま
ず
事
例
提
示
を
止
め
た
の
で
あ
る
。
紫
野
の

薬
効
を
絶
賛
す
る
充
真
院
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
右
に
あ
げ
た
箇
所
は
清
書
の
部
分
で
あ
る
。
清
書
部
分
の
後
に
綴

ら
れ
て
い
る
下
書
・
も
し
く
は
割
愛
し
た
部
分
を
見
る
と
、
さ
ら
に
紫
野
の
優

れ
た
薬
効
に
つ
い
て
具
体
的
事
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
倒
れ
て
き
た
屏
風
を

額
に
受
け
て
、
額
が
へ
こ
み
、
か
つ
腫
れ
て
痛
ん
だ
者
が
、
紫
野
を
度
々
塗
布

し
た
所
、
一
ヶ
月
で
へ
こ
ん
だ
部
分
の
肉
が
あ
が
っ
た
事
例
や
、
十
二
歳
の
小

姓
が
雨
戸
の
開
け
閉
め
の
際
に
額
を
挟
み
、
腫
れ
と
出
血
を
伴
う
怪
我
を
し
た

際
に
、
紫
野
を
塗
布
し
て
治
癒
し
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
事
例
の
二
人
は
女
子

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
充
真
院
は

｢

両
度
迄
色
々
ひ
た
へ
打
切
し
に
少
し
も
き
ず

な
く
高
く
も
な
ら
ず
、
き
り
や
う

(

器
量)

好
ニ
て
よ
め
に
行
し｣

と
、
顔
に
傷
跡
が
残

る
事
無
く
、
美
し
い
器
量
の
ま
ま
に
嫁
い
だ
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
女
子

は
行
儀
見
習
い
と
し
て
、
六
本
木
屋
敷
に
奉
公
し
て
い
る
者
ゆ
え
、
預
か
る
側

と
し
て
も
責
任
が
あ
る
。
見
事
に
傷
を
完
治
し
た
紫
野
の
薬
効
を
、
充
真
院
は

た
い
へ
ん
あ
り
が
た
く
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
紫
野
の
貼
付
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
て
あ
る

(

�)

。
塗
布
す
る
際
に
は
、

他
の
薬
を
先
に
塗
布
し
て
い
る
と
薬
効
が
み
ら
れ
な
い
の
で
、
先
に
貼
付
し
て

い
た
薬
を
洗
い
落
と
し
て
か
ら
貼
付
す
る
。
油
薬
な
の
で
、
薬
の
上
に
直
接
紙

で
押
さ
え
る
と
染
み
出
す
の
で
、
染
み
出
し
防
止
の
た
め
に
薬
の
上
に
青
葉
を

敷
い
て
か
ら
紙
や
布
で
押
さ
え
る
と
よ
い
と
い
う
。

刺
が
刺
さ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
刺
抜
き
の
薬
の
販
売
地
と
店
名
を
三
例

示
し
て
い
る
。
北
八
丁
堀
の
丸
屋
文
蔵
、
浅
草
観
音
地
内
の
扇
屋
小
兵
衛
、
山

下
御
門
通
り
南
橋
の
宇
野
丸
甚
五
郎
で
あ
る

(

�)

。
薬
効
に
つ
い
て
は
、
一
言
も
ふ

れ
て
お
ら
ず
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
記
載
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

骨
折
に
つ
い
て
は
、｢

骨
継
薬｣

と
し
て
、
前
述
し
た
刺
抜
き
薬
の
記
述
と

同
様
に
販
売
地
と
店
名
を
記
し
て
い
る
。
南
鍋
町
壱
丁
目
の
大
津
屋
九
右
衛
門
、

日
本
橋
南
三
丁
目
の
松
田
屋
三
左
衛
門
、
西
久
保
ふ
き
出
丁

(

葺
手
町)

の
伊

勢
屋
十
右
衛
門
、
赤
坂
田
町
五
丁
目
の
近
江
屋
孫
兵
衛
、
宇
田
川
町
新
道
の
森

村
庄
八
な
ど
五
軒
で
あ
る

(

�)

。
日
本
橋
南
三
丁
目
の
松
田
屋
三
左
衛
門
以
外
は
、
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全
て
現
在
の
港
区
に
位
置
す
る
の
で
、
充
真
院
の
六
本
木
屋
敷
の
近
く
で
あ
る
。

刺
抜
き
の
薬
と
骨
継
薬
は
、
い
ず
れ
も
江
戸
の
薬
で
あ
る
。
薬
効
に
関
す
る

充
真
院
の
感
想
は
な
い
も
の
の
、
幕
末
・
明
治
初
期
の
江
戸
・
東
京
に
お
い
て

著
名
な
薬
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

水
虫
の
治
療
に
つ
い
て
、
充
真
院
は

｢

ま
じ
な
い
も
色
々
あ
れ
ど
、
薬
抔
付

て
も
な
を
ら
ず｣
と
、
様
々
な
ま
じ
な
い
が
あ
る
こ
と
と
、
薬
に
よ
っ
て
治
癒

で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。
完
治
が
難
し
い
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
多

く
の
人
々
が
罹
患
し
、
そ
の
治
癒
を
願
っ
た
ゆ
え
に
、
多
く
の
ま
じ
な
い
が
生

み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

水
虫
の
ま
じ
な
い
と
し
て
充
真
院
が
紹
介
し
て
い
る
の
は
、｢

酢
を
金
だ
ら

い
様
成
も
の
へ
入
わ
か
し
、
夫
え
手
を
入
て
度
々
洗
へ
バ
、
夫
ハ
�
�
よ
く
直

事
妙
也｣

と
い
う
方
法
で
あ
り
、
た
い
へ
ん
効
果
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
酢
に

は
殺
菌
力
が
あ
る
の
で
効
果
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。｢
夫
ハ
�
�
よ
く
直

事
妙
也｣

と
、
た
い
そ
う
実
感
が
こ
も
っ
た
表
現
で
あ
る
の
は
、
こ
の
効
果
を

充
真
院
自
身
も
体
験
し
た
か
ら
こ
そ
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
右
に
示

し
た
水
虫
の
治
療
に
つ
い
て
は
清
書
の
箇
所
に
は
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
下
書

の
み
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

手
指
の
浮
腫
を
治
癒
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
は
、
何
と
な
く
腫
れ
て
痛
む

時
と
、
腫
れ
ぼ
っ
た
く
て
手
を
握
り
に
く
い
場
合
と
い
う
よ
う
に
、
腫
れ
具
合

の
違
い
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
を
示
し
て
い
る

(

�)

。
何
と
な
く
腫
れ
て
痛
む

場
合
に
は
、
さ
ざ
え
貝
に

｢

ほ
う
し
や
う｣

と
明
礬
を
入
れ
て
、
程
よ
く
温
め

た
も
の
を
塗
布
す
る
と
直
ぐ
に
治
癒
す
る
と
い
う
。

一
方
、
手
が
む
く
み
腫
れ
ぼ
っ
た
く
て
指
が
握
り
に
く
い
時
は
、｢

正
月
喰

(

食)

つ
ミ
の
内
の
か
や
を
薄
く
切
、
夫
え
ま
た
た
び
を
同
じ
大
き
さ
に
し
て
せ
ん
じ

の
め
ば｣

即
座
に
直
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
腫
れ
の
症
状
に
よ
り
、
薬
の
外

用
と
内
用
と
い
う
差
異
が
あ
る
。
現
実
の
効
果
は
さ
て
お
き
、
腫
れ
の
原
因
に

よ
り
、
治
癒
の
方
法
を
違
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
当
時
の
人
々
の
経
験
知

と
し
て
認
識
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

以
上
、
充
真
院
が
書
き
留
め
て
い
た
治
療
法
は
、
実
に
多
種
多
様
で
あ
っ
た
。

大
名
家
の
一
員
で
あ
る
充
真
院
に
は
当
家
の
お
抱
え
の
侍
医
が
お
り
、
い
ざ
と

い
う
場
合
は
治
療
を
施
し
て
も
ら
え
る
最
高
の
環
境
に
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
、
自
ら
治
療
を
施
し
て
快
癒
に
導
く
た
め
の
知
識
を
、
様
々
な
症
例
毎
に

一
通
り
認
識
し
て
い
た
。
医
師
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
で
あ
っ
て
も
、

基
本
的
に
は
自
ら
治
療
す
る
よ
う
に
心
得
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
大
名
家
に
は
多
く
の
使
用
人
が
い
る
。
当
家
に
医
師
が
身
近
に
い
て

も
、
使
用
人
ら
は
医
師
の
治
療
を
う
け
る
こ
と
を
、
極
力
遠
慮
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、
先
に
少
し
だ
け
ふ
れ
た
が
、
花
火
に
よ
る
火
傷
を

負
っ
た
使
用
人
の
男
性
の
場
合
で
あ
る
。｢

医
も
居
合
居
け
れ
ど
も
、
見
も
ら

ひ
候
も
自
分
よ
り
し
だ
し
た
る
ゆ
へ
、
夫
程
で
ハ
な
く
と
い
ゝ
け
る
ま
ゝ
、
左

あ
ら
バ
と
て
、
か
の
油
薬
を
付
て
遣
し｣

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
場
に
医
者
が

い
た
も
の
の
、
怪
我
を
し
た
当
人
は
医
師
に
診
て
も
ら
う
の
は
そ
も
そ
も
自
ら

が
怪
我
の
要
因
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
怪
我
は

大
し
た
こ
と
は
な
い
と
遠
慮
し
て
言
う
の
で
、
そ
れ
な
ら
ば
と
い
う
こ
と
で
油

薬
―
紫
野
―
を
貼
付
し
た
と
い
う

(

�)

。
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さ
ら
に
、
こ
れ
も
前
述
し
た
が
、
十
二
歳
の
小
姓
が
雨
戸
の
間
に
額
を
挟
ん

で
怪
我
を
し
た
折
の
事
で
、｢

医
に
か
け
ん
と
い
ゝ
け
れ
共
、
左
様
ニ
す
れ
ば

宿
迄
も
知
り
安
じ
御
殿
ニ
ハ
お
ら
れ
ぬ
故
、
ど
ふ
か
人
の
し
ら
ぬ
様
ニ
し
て
直

シ
度｣
と
あ
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、
充
真
院
が
怪
我
を
し
た
小
姓
に
、
医
者
に
診
て

貰
お
う
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
小
姓
は
医
者
に
診
て
も
ら
う
よ
う
な
大
事
に
な
る

と
、
実
家
の
者
に
も
伝
わ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
迷
惑
を
か
け
て
は
申

し
訳
な
い
事
で
あ
り
、
六
本
木
御
殿
で
の
奉
公
を
辞
退
す
る
よ
う
に
実
家
か
ら

言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ど
う
か
誰
に
も
知
れ
ら
ぬ
よ
う
に
怪
我
を
治
し
た

い
と
い
う
の
で
あ
る
。

当
時
、
医
者
の
診
察
を
う
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
使
用
人
に
と
っ
て
は
畏
れ

お
お
い
事
で
あ
り
、
遠
慮
す
べ
き
行
為
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
雇
用
す
る

側
も
身
近
な
使
用
人
た
ち
の
怪
我
の
治
療
は
、
医
者
の
手
を
頼
ら
ず
に
治
療
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
現
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
人
の
怪
我
を

医
師
に
診
察
さ
せ
よ
う
と
心
配
り
を
す
る
充
真
院
は
、
情
け
深
く
心
優
し
い
主

人
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
様
々
な
治
療
法
を
知
っ
て
い
る
充
真
院
は
、
使
用

人
ら
に
と
っ
て
、
聡
明
で
か
つ
心
強
い
主
人
と
し
て
映
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

か
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
治
療
法
に
つ
い
て
お
付
の
者
ま
か
せ
に
せ
ず
、
多
様
な
知

識
を
自
ら
習
得
し
て
い
た
点
は
、
充
真
院
ら
し
い
旺
盛
な
知
識
欲
の
賜
物
と
い

え
よ
う
。

(

1)

溜
飲
の
薬
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
六
七
頁
。

(

2)

マ
グ
ネ
シ
ア
に
つ
い
て
、
宇
田
川
榛
斎
著

『

和
蘭
薬
鏡』

(

科
学
書
院
、
昭
和

六
十
三
年)

の
二
九
八
頁
・
三
六
一
頁
・
四
七
四
頁
・
六
四
三
頁
・
六
六
七
〜
八

頁
・
七
二
五
頁
・
一
〇
二
三
頁
に
調
合
例
の
記
述
が
あ
る
。
本
稿
で

『

和
蘭
薬
鏡』

の
溜
飲
の
処
方
と
し
て
紹
介
し
た
部
分
は
、
六
六
七
〜
八
頁
で
あ
る
。

(

3)

マ
グ
ネ
シ
ア
の
原
料
に
つ
い
て
充
真
院
が
質
問
を
し
た
箇
所
は
、『

色
々
見
聞

し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の
六
七
頁
で
あ
る
。
な
お
、
同
書
の
下
書
で
あ
る
九
九

頁
に
は
、｢

桧
の
こ
な｣

と
記
し
て
い
た
が
、
清
書
で
あ
る
六
七
頁
で
は
�
と
改

め
て
示
し
て
い
る
。

(

4)

癪
の
薬
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
六
七
頁
。

(

5)

ひ
き
つ
け
の
薬
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
七
一
頁
。

(

6)

風
邪
の
熱
さ
ま
し
の
薬
は
、
右
同
書
の
七
二
頁
。

(

7)

痰
の
薬
は
、
右
同
書
の
七
三
頁
。

(

8)

胡
椒
の
効
用
は
、『

和
蘭
薬
鏡』

に
よ
る
と
疝
腹
痛
や
狂
犬
・
蝮
な
ど
に
噛
ま

れ
た
際
の
解
毒
の
薬
の
一
材
料
と
し
て
調
合
さ
れ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

疝
腹
痛
に
は
、
胡
椒
と
葡
萄
酒
を
煮
詰
め
た
も
の
で
あ
り
、
解
毒
薬
と
し
て
は
、

胡
椒
と
芸
香
葉
を
調
合
し
て
葡
萄
酒
で
服
す
る
と
い
う
。
前
者
は

『

和
蘭
薬
鏡』

の
八
五
頁
、
後
者
は
一
七
四
頁
で
あ
る
。

(

9)

咳
の
薬
は
、『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の
六
六
頁
・
七
三
頁
。

(

10)

ア
ラ
ビ
ア
に
つ
い
て
は
、
清
水
藤
太
郎
著

『

日
本
薬
学
史』

(

南
山
堂
、
昭
和

二
十
四
年)

一
一
八
頁
に
よ
る
と
、
橋
本
宗
吉
が
享
和
二
年

(

一
八
〇
二)

に
蘭

医
ウ
ヲ
テ
ル
・
ハ
ン
・
リ
ス
の
著
作
を
翻
訳
し
て
刊
行
し
た

『

内
外
三
法
方
典』

に
、
単
味
生
薬
と
し
て
ア
ラ
ビ
ヤ
ゴ
ム
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、

ア
ラ
ビ
ア
は

『

和
蘭
薬
鏡』

に
よ
る
と
、
ア
ラ
ビ
ア
ゴ
ム

(

亜
刺
比
亜
護
謨)

・

ア
ラ
ビ
ア
ゴ
ム
漿
と
し
て
、
乳
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
同
書

の
二
五
一
頁
を
は
じ
め
、
三
九
四
頁
・
四
八
二
頁
・
四
九
二
頁
・
五
三
八
頁
・
六

六
六
頁
・
六
七
七
頁
、
そ
の
他
十
六
箇
所
に
記
述
が
見
ら
れ
る
。

(

11)
ア
ラ
ビ
ア
の
引
用
は

『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の
六
六
頁
。

(

12)
咳
の
練
薬
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
七
三
頁
。

(

13)

痰
・
咳
の
薬
は
、
右
同
書
の
七
三
頁
。

(

14)

下
痢
の
薬
は
、
右
同
書
の
七
四
頁
。
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(

15)

痢
病
の
薬
は
、
右
同
書
の
七
五
頁
。

(

16)

瘧
の
薬
は
、
右
同
書
の
七
五
頁
。

(
17)

血
の
道
の
薬
の
う
ち
、
鶴
の
黒
焼
に
つ
い
て
は
右
同
書
の
七
六
頁
、
不
如
帰
の

足
を
煎
じ
た
も
の
に
つ
い
て
は
右
同
書
の
七
五
頁
。

(

18)
疱
瘡
の
薬
は
、
右
同
書
の
七
五
頁
。

(

19)

は
ぶ
草
に
つ
い
て
は
、
清
書
の
部
分
は
右
同
書
の
六
七
頁
、
下
書
は
九
六
頁
・

九
九
頁
。
な
お
、
右
同
書
の
六
七
頁
の
は
ぶ
草
に
関
す
る
記
事
は
、
大
崎
清

｢

充

真
院
と
は
ぶ
草｣

(
内
藤
家
顕
彰
会
会
誌

『

亀
井』

平
成
十
九
年
度)

で
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

(

20)
『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の
九
九
頁
。

(

21)

右
同
書
、
六
七
頁
。

(

22)

右
同
書
、
九
六
頁
。

(

23)

前
者
の
引
用
は
右
同
書
の
九
六
頁
、
後
者
の
引
用
は
六
八
頁
。

(

24)

決
明
子
に
つ
い
て
は
、『

和
漢
三
才
図
会』
巻
九
四
に
記
述
が
あ
る
。
平
凡
社
・

東
洋
文
庫
五
二
一

『

和
漢
三
才
図
会』

十
六
で
は
、
四
〇
七
〜
八
頁
に
当
該
部
分

が
あ
る
。

(

25)

三
七
に
つ
い
て
は
、『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の
六
七
頁
。

(

26)

三
七
に
つ
い
て
は
、『

和
漢
三
才
図
会』

巻
九
二
に
記
述
が
あ
る
。
平
凡
社
・

東
洋
文
庫
五
二
一

『

和
漢
三
才
図
会』

十
六
で
は
、
一
七
二
〜
四
頁
に
当
該
部
分

が
あ
る
。

(

27)

虫
刺
し
の
薬
と
し
て
の
朝
顔
に
つ
い
て
は
、『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に

書』

の
六
七
頁
。
朝
顔
に
つ
い
て
は
、『

和
漢
三
才
図
会』

巻
九
六
に
牽け
ん

牛ご

子し

と

し
て
記
述
が
あ
る
。
平
凡
社
・
東
洋
文
庫
五
二
七

『

和
漢
三
才
図
会』

十
七
で
は
、

一
九
八
〜
二
〇
〇
頁
に
当
該
部
分
が
あ
る
。
但
し
、
朝
顔
の
種
に
つ
い
て
便
秘
や

虚
腫
の
除
去
に
効
果
が
あ
る
と
記
し
て
あ
る
が
、
葉
の
薬
効
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら

れ
て
い
な
い
。

(

28)

蜂
刺
し
の
対
処
法
に
つ
い
て
は

『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の
六
八

頁
、
蚊
刺
し
に
つ
い
て
は
七
一
頁
に
記
載
が
あ
る
。
な
お
、
九
六
頁
に
も
七
一
頁

と
同
内
容
の
記
載
が
あ
る
。

(

29)

乳
腫
れ
の
薬
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
六
七
頁
。

(

30)

打
撲
の
薬
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
七
二
頁
。

(

31)

藪
が
ら
し
に
つ
い
て
、『

和
漢
三
才
図
会』

に
は
記
載
が
な
い
。

(

32)

鳳
仙
花
に
つ
い
て
は
、『

和
漢
三
才
図
会』

の
巻
九
五
に
記
載
が
あ
る
。
平
凡

社
・
東
洋
文
庫
五
二
七

『

和
漢
三
才
図
会』

十
七
で
は
、
一
五
七
〜
九
頁
に
記
載

が
あ
る
。
毒
性
が
あ
り
、
種
を
服
用
す
る
と
歯
を
損
じ
た
り
、
咽
喉
を
刺
激
す
る

と
い
う
。
薬
用
と
し
て
は
、
咽
に
棘
が
刺
さ
り
死
に
至
り
そ
う
な
場
合
に
、
そ
の

種
を
削
っ
て
飲
む
と
効
果
が
あ
る
と
紹
介
し
て
あ
り
、
究
極
の
場
合
に
の
み
服
用

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(

33)

火
傷
の
薬
に
つ
い
て
は
、『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の
七
三
頁
で

あ
る
。
雪
下
草
に
つ
い
て
は

『

和
漢
三
才
図
会』

の
巻
九
八
に
記
載
が
あ
る
。
平

凡
社
・
東
洋
文
庫
五
二
七

『

和
漢
三
才
図
会』

十
七
で
は
、
虎
耳
草
と
し
て
三
三

四
頁
に
記
載
が
あ
る
。
薬
効
は
急
性
伝
染
病
の
際
に
摺
っ
て
酒
で
服
用
し
た
り
、

痔
疾
や
腫
痛
の
際
に
陰
干
し
に
し
た
も
の
を
桶
で
焼
い
て
患
部
を
燻
す
こ
と
、
耳

だ
れ
に
は
搗
い
て
出
た
汁
を
耳
の
穴
に
垂
ら
す
こ
と
、
葉
を
黒
焼
き
に
し
て
油
を

混
ぜ
、
子
供
の
頭
瘡
に
塗
る
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(

34)

火
傷
の
薬
と
し
て
鮑
の
貝
の
汁
を
塗
布
す
る
方
法
は
、『

色
々
見
聞
し
た
る
事

を
笑
ひ
に
書』

の
七
四
頁
。

(

35)

紫
野
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
七
三
〜
四
頁
と
、
八
九
頁
〜
九
〇
頁
に
あ
る
。

前
者
は
清
書
、
後
者
は
下
書
で
あ
る
。

(

36)

紫
野
の
塗
布
方
法
は
、
右
同
書
の
七
三
頁
。

(

37)

刺
抜
き
薬
は
、
右
同
書
の
七
五
頁
。

(

38)

骨
折
の
薬
は
、
右
同
書
の
七
五
頁
。

(

39)

水
虫
の
治
療
は
、
右
同
書
の
九
九
頁
。

(

40)

手
指
の
浮
腫
は
、
右
同
書
の
九
九
頁
。

(

41)

火
傷
を
負
っ
た
使
用
人
の
記
事
は
、
右
同
書
の
七
四
頁
。

(
42)

額
を
怪
我
し
た
小
姓
の
記
事
は
、
右
同
書
の
九
〇
頁
。
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７

ま
じ
な
い
と
迷
信

本
章
で
は
、
日
常
生
活
の
中
で
の
ま
じ
な
い

(

前
章
で
扱
っ
た
病
気
や
怪
我

以
外
に
関
す
る)
や
迷
信
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
ま
じ
な
い
は
、｢

子
共

(

供)

寝
る
ま
ち

(

じ)

な
い｣

｢
産
の
ま
じ
な
ゐ｣

｢

蟻
の
付
た
る
ま
じ
な
ゐ｣

｢

と
う
ぞ
く

の
ま
じ
な
い｣

｢

水
の
ん
ど
に
つ
か
へ
ぬ
ま
じ
な
い｣

な
ど
五
項
目
が
目
次
に

示
し
て
あ
り
、
清
書
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
目
次
に
項
目
と
し
て
掲
げ
ら
れ

て
い
な
い
も
の
の
、
就
寝
時
の
歯
軋
り
を
防
ぐ
ま
じ
な
い
が
あ
る
。

｢

子
共

(

供)

寝
る
ま
ち
な
い｣

は
、｢

子
共

(

供)
昼
寝
し
て
夜
お
き
す
る
ニ
ハ
、
こ
よ
み

を
床
の
下
ニ
さ
か
さ
に
入
ね
か
せ
ば
直
る
よ
し｣
と
あ
る

(

１)

。
昼
寝
を
し
て
睡
眠

を
と
り
過
ぎ
た
た
め
夜
に
な
っ
て
就
寝
し
な
い
子
供
に
は
、
床
の
下
に
暦
を
逆

さ
ま
に
し
て
、
そ
の
上
に
寝
か
せ
れ
ば
解
決
す
る
と
い
う
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
方

法
で
あ
る
。
現
代
に
も
通
じ
る
育
児
の
悩
み
の
一
つ
を
近
世
の
人
々
も
共
有
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
育
児
に
お
け
る
ま
じ
な
い
は
、
充
真
院
の
よ
う
に
奥
方
の

立
場
の
場
合
は
、
本
来
、
育
児
は
乳
母
に
任
せ
る
の
で
、
実
際
に
は
必
要
な
い

事
項
で
あ
る
。
し
か
も
、
充
真
院
は
奥
方
の
頃
、
生
ま
れ
た
子
供
が
直
後
に
亡

く
な
っ
て
お
り
、
以
後
は
子
供
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ま

じ
な
い
を
自
ら
体
験
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
知
識
と
し
て
興

味
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
事
は
清
書
の
部
分
に
ほ
ぼ
同
文
が
二
箇
所
、

下
書
に
は
一
箇
所
、
都
合
三
回
記
し
て
あ
る
。
清
書
が
二
箇
所
あ
る
こ
と
は
、

前
後
の
掲
載
記
事
と
の
関
係
か
ら
配
置
を
ど
こ
に
す
べ
き
か
迷
っ
た
た
め
と
思

わ
れ
る
。
簡
潔
な
記
載
で
は
あ
る
も
の
の
、
身
近
に
い
る
女
性
た
ち
の
た
め
に

是
非
と
も
伝
え
た
か
っ
た
内
容
な
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
女
性
た
ち
に
伝
え
た
い
ま
じ
な
い
と
し
て

｢

産
の
ま
じ
な
ゐ｣

を
二
種
類
紹
介
し
て
い
る

(

２)

。
第
一
は
お
産
が
軽
く
す
む
た
め
の
ま
じ
な
い
で
あ

り
、｢

産
の
時
、
天
上
向
の
茄
子
を
に
き
り
居
バ
か
る
き
由
、
此
な
す
を
ど
ふ

し
て
と
る
と
思
得
ば
、
是
ハ
少
シ
末
ニ
成
シ
木
ニ
ハ
随
分
さ
が
し
見
れ
バ
有
な

り｣

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
上
向
き
に
な
っ
て
い
る
茄
子
の
実
を
捜
し
て
、
そ

れ
を
握
っ
て
い
れ
ば
お
産
が
軽
く
す
む
と
い
う
こ
と
で
、
上
向
き
の
茄
子
が
生
っ

て
い
る
様
子
の
絵
も
添
え
て
あ
る
。
右
の
引
用
は
清
書
の
箇
所
で
あ
る
が
、
下

書
に
は

｢

茄
子
の
天
上
向
を
影
干
ニ
し
て｣

と
、
そ
の
実
を
あ
ら
か
じ
め
陰
干

に
し
て
用
意
す
べ
き
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
は
、｢

産
婦
ニ
七
夜
前
、
蚫
を
少
し
も
残
さ
ず
喰
ハ
、
産
婦
の
毛
ぬ
け

ぬ
と
の
事｣

で
、
産
婦
が
出
産
後
、
七
夜
を
迎
え
る
前
に
蚫
を
残
さ
ず
食
べ
さ

せ
れ
ば
、
産
婦
の
毛
が
ぬ
け
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
清
書
の
部
分
で

あ
り
、
下
書
に
は
そ
の
後
半
部
分
に
つ
い
て
、｢

産
婦
の
髪
の
毛
ぬ
け
ぬ
よ
し｣

と
、
清
書
よ
り
も
や
や
丁
寧
に
記
し
て
い
る
。
産
後
の
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
頭
髪

の
脱
毛
を
防
ぐ
た
め
の
ま
じ
な
い
で
あ
り
、
も
っ
と
も
そ
の
効
果
の
程
は
疑
わ

し
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
日
頃
髪
を
結
っ
て
い
る
当
時
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、

豊
か
な
髪
は
と
り
わ
け
大
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
ま
じ
な
い
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

充
真
院
の
周
り
に
は
、
奥
仕
え
と
し
て
の
女
性
た
ち
が
い
る
。
そ
の
中
に
は
、

若
い
女
性
も
お
り
、
さ
ら
に
は
行
儀
見
習
い
と
し
て
御
殿
奉
公
を
し
て
い
る
者
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も
い
た
。
育
児
や
出
産
に
関
す
る
ま
じ
な
い
は
、
充
真
院
が
身
近
に
い
る
女
性

ら
に
、
将
来
の
人
生
に
生
か
す
べ
き
知
恵
と
し
て
伝
え
て
お
き
た
い
関
心
事
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
ま
じ
な
い
も
、
簡
潔
な
記
載
で
は
あ
る
が
、
同

性
の
者
の
み
に
実
感
を
伴
っ
て
共
有
で
き
る
ま
じ
な
い
で
あ
り
、
同
時
に
身
近

な
若
い
女
性
た
ち
に
対
す
る
あ
た
た
か
な
心
が
、
さ
り
げ
な
い
表
現
の
中
か
ら

感
じ
ら
れ
る
よ
う
だ
。

次
に
、｢

と
う
ぞ
く
の
ま
じ
な
い｣

、
す
な
わ
ち
盗
賊
除
け
の
ま
じ
な
い
で
あ

る

(

３)

。
清
書
の
箇
所
に
は
三
種
類
の
ま
じ
な
い
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に

｢

と
う
ぞ
く
除
ニ
ハ
、
座
敷
角
ニ
き
り
を
さ
し
置
バ
は
い
ら
ぬ
由｣

、
第
二
に

｢

枕
元
え
茶
碗
を
と
つ
た
ん
と
い
ゝ
て
ふ
せ
れ
バ
、
は
い
ら
ぬ
ま
じ
な
い｣

、
第

三
に

｢

西
東
北
と
南
に
垣
ゆ
ひ
て
、
お
裏
八
重
垣
あ
び
ら
う
ん
け
い
そ
わ
か
、

此
歌
三
遍
ツ
ゝ
と
な
へ
伏
け
れ
バ
よ
し
と
の
事｣
で
あ
る
。
座
敷
の
隅
に
錐
を

刺
し
た
り
、
枕
元
に
茶
碗
を

｢

と
つ
た
ん｣

と
言
い
な
が
ら
伏
せ
て
置
い
た
り
、

歌
を
三
回
唱
え
て
か
ら
就
寝
す
れ
ば
よ
い
な
ど
様
々
で
あ
る
。

下
書
に
は
、
清
書
に
示
し
た
第
二
と
第
三
の
ま
じ
な
い
が
記
し
て
あ
り
、
第

一
の
ま
じ
な
い
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
第
二
と
同
様
の
ま
じ
な
い
を

記
し
た
後
に
、｢

又
ぞ
う
り
枕
元
へ
置
も
よ
し
と
の
事｣

と
い
う
ま
じ
な
い
が

続
く
。
下
書
か
ら
清
書
に
至
る
ま
で
に
若
干
の
入
れ
替
え
が
あ
っ
た
も
の
の
、

充
真
院
は
都
合
四
種
類
の
ま
じ
な
い
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
い

ず
れ
も
効
果
の
程
は
と
て
も
望
め
ず
気
休
め
に
す
ぎ
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る

が
、
警
備
の
者
が
居
る
大
名
屋
敷
内
で
生
活
し
て
い
る
充
真
院
に
と
っ
て
も
盗

賊
除
け
は
関
心
事
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
身
近
な

地
域
に
お
い
て
盗
賊
事
件
の
勃
発
な
ど
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在

の
と
こ
ろ
具
体
的
な
背
景
は
不
明
で
あ
る
。

そ
の
他
の
ま
じ
な
い
と
し
て
は
、｢

蟻
の
付
た
る
ま
じ
な
ゐ｣

と
し
て
、｢

品

も
の
ニ
蟻
の
付
た
る
ニ
ハ
、
小
刀
・
ほ
う
て
ふ

(

包
丁)

の
類
を
入
れ
バ
、
し
ぜ
ん
と
去

吉｣

と
、
品
物
に
蟻
が
集
っ
た
折
に
は
刃
物
を
入
れ
る
と
蟻
が
去
る
と
い
う
ま

じ
な
い
を
紹
介
し
て
い
る

(

４)

。
御
殿
に
住
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
当
時
の
住
宅
の

構
造
ゆ
え
に
、
戸
外
か
ら
の
蟻
の
侵
入
な
ど
は
避
け
ら
れ
な
い
場
合
が
起
き
る

の
で
あ
ろ
う
。

｢

水
の
ん
ど
に
つ
か
へ
ぬ
ま
じ
な
い｣

は
、
冷
た
い
水
を
飲
む
時
に
胸
に
つ

か
え
る
場
合
は
、
一
口
飲
む
時
に
噛
む
ま
ね
を
し
て
咽
に
入
れ
れ
ば
、
胸
に
つ

か
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
方
法
で
あ
る

(

５)

。
他
の
人
か
ら
こ
の
方
法
を
教
え
て

も
ら
い
試
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
効
果
が
あ
り
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を

｢

左
様
ニ
致

け
れ
ば
少
し
も
其
う
れ
ゐ
な
く
の
ま
れ
悦
候｣

と
、
実
感
を
込
め
て
書
き
留
め

て
い
る
。

就
寝
時
の
歯
軋
り
を
防
ぐ
ま
じ
な
い
は
、｢

浅
草
の
御
神
馬
の
豆
を
い
た
ゝ

き
候
と
直
る
よ
し｣

と
の
こ
と
で
あ
る
。
充
真
院
の
身
近
に
仕
え
る
女
性
た
ち

の
中
に
、
歯
軋
り
を
す
る
者
が
い
た
の
か
も
し
れ
な
い

(

６)

。

さ
て
、
迷
信
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
枇
杷
・
蛇
柳
・
高
野
槙
な
ど
、
い

ず
れ
も
樹
木
に
関
す
る
迷
信
で
あ
る

(

７)

。
枇
杷
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
に
竜
眼
の
木

を
夫
君
で
あ
る
藩
主
政
順
が
長
崎
か
ら
帰
郷
し
た
者
か
ら
一
本
貰
い
、
庭
に
植

え
た
と
こ
ろ
、
三
、
四
年
後
に
咲
い
た
花
や
実
が
枇
杷
に
よ
く
似
て
い
た
と
い

う
記
述
が
し
た
た
め
て
あ
り
、
続
い
て
当
家
の
屋
敷
内
の
枇
杷
に
関
す
る
話
に
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至
る
。｢

枇
杷
軒
近
く
う
へ
れ
バ
病
人
た
へ
ぬ
由
ゆ
へ｣

と
言
わ
れ
て
い
た
の

で
、
竜
眼
を
庭
の
遠
く
に
植
え
変
え
た
が
根
付
か
ず
枯
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

枇
杷
に
つ
い
て
の
迷
信
は
、
現
在
で
も
時
折
耳
に
す
る
息
の
長
い
迷
信
の
一
つ

で
あ
る
。
当
家
の
枇
杷
は
、
馬
場
の
入
り
口
や
六
本
木
屋
敷
の
庭
の
隅
に
植
え

て
い
た
と
い
う

(
８)

。
い
ず
れ
も
迷
信
に
忠
実
に
従
っ
て
、
建
物
か
ら
離
し
て
植
え

て
い
た
の
で
あ
る
。

煩
わ
し
い
迷
信
に
従
い
な
が
ら
も
枇
杷
を
屋
敷
地
に
植
え
て
い
た
の
は
、
当

時
に
お
い
て
枇
杷
は
手
ご
ろ
な
水
菓
子
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
充
真
院
の

好
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
六
本
木
屋
敷
の
庭
の
隅
の
枇
杷
は
、

｢

外
ニ
の
と
ハ
ち
が
ひ
風
味
殊
之
外
よ
ろ
し｣

と
、
充
真
院
は
些
か
手
前
味
噌

の
感
も
あ
る
よ
う
だ
が
そ
の
お
い
し
さ
を
絶
賛
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
延
岡
に

は
唐
枇
杷
が
あ
り
、
そ
の
実
は
桃
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
あ
り
、｢

た
べ
候
ニ
ハ

め
ん
ど
う
で
な
く
よ
ろ
し｣

と
充
真
院
は
感
想
を
残
し
て
い
る
。

蛇
柳
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
日
光
に
見
ら
れ
る
樹
木
で
あ
る
こ
と
、
大
子
柳
と

似
て
い
る
が
葉
や
花
は
大
き
い
こ
と
、
花
の
形
を
描
い
た
上
に
そ
の
形
が
好
ま

し
く
な
い
と
い
う
感
想
な
ど
、
植
生
地
や
形
態
を
説
明
し
た
後
に
、｢
此
木
植

置
ば
子
孫
の
つ
ヾ
か
ぬ｣

と
続
け
て
い
る
。
子
孫
が
続
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

当
時
に
お
い
て
と
り
わ
け
大
名
家
に
と
っ
て
は
重
大
な
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

当
家
の
御
納
戸
の
者
が
心
配
し
て
、
蛇
柳
を
撤
去
し
た
い
と
言
っ
た
も
の
の
、

｢

節
角
う
へ
置
候
木
を
外
へ
の
く
る
も
い
か
ゝ
敷
と
と
り
�
�
噂
致
、
俄
か
ニ

か
れ
し
と
て
引
ぬ
き
済
せ
候｣

と
、
納
戸
役
の
家
臣
が
心
配
し
た
も
の
の
、
折

角
植
え
た
物
を
取
り
払
う
こ
と
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
も
出
て
あ
れ
こ
れ
と
家

内
の
噂
に
な
っ
た
と
あ
り
、
直
ぐ
様
撤
去
し
て
は
い
な
い
。
も
っ
と
も
急
に
枯

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
撤
去
す
る
に
至
っ
た
が
、
こ
れ
は
不
吉
な
迷
信
を
心
配
し

た
者
が
、
蛇
柳
を
枯
ら
す
よ
う
に
密
か
に
何
ら
か
の
処
置
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
蛇
柳
の
一
件
に
つ
い
て
は
迷
信
を
心
配
し
た
納
戸
役
、
そ
れ
に
対
し
て

折
角
植
え
た
の
で
あ
る
か
ら
と
迷
信
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
撤
去
を
反
対
し
た

者
な
ど
、
充
真
院
の
周
囲
の
者
が
異
な
る
反
応
を
し
た
点
が
興
味
深
い
。
内
藤

家
は
近
世
後
期
以
来
、
家
の
継
承
に
お
い
て
養
子
相
続
が
続
き
、
し
か
も
若
年

の
藩
主
が
就
任
す
る
な
ど
、
家
の
継
承
に
苦
慮
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
、
子
孫
が
続
か
な
い
と
言
わ
れ
る
木
を
植
え
て
い
た
時
期
が
少
し
な
り
と
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
家
臣
や
当
家
の
人
々
が
必
ず
し
も
迷
信
を
妄
信
し
て

い
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
時
に
お
い
て
も
、
迷
信
を
信
じ

る
度
合
い
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
り
差
異
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
何
よ
り
も
、
充

真
院
自
身
は
こ
の
迷
信
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
か
が
気
に
な
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
明
確
な
言
葉
と
し
て
の
感
想
こ
そ
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

｢

俄
ニ
か
れ
し
と
て
引
ぬ
き
済
せ
候｣

と
い
う
表
現
か
ら
、
枯
れ
た
こ
と
を
理

由
と
し
て
蛇
柳
を
引
き
抜
い
て
一
件
を
落
着
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
充
真

院
は
撤
去
し
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
充
真
院
は
こ
の
迷
信
を

信
じ
て
い
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
よ
う
。

高
野
槙
に
つ
い
て
は
、
葉
つ
や
が
良
く
庭
に
植
え
る
と

｢

至
極
よ
ろ
し
き
物｣

と
そ
の
姿
を
褒
め
て
い
る
も
の
の
、｢

う
て
な
ご
と
に
仏
が
の
る
と
て
き
ら
う

由
故
、
軒
近
く
ニ
ハ
う
へ
ぬ
よ
し
と
の
事
、
引
ぬ
き
候｣

と
あ
る
。
当
家
の
建

物
の
近
く
に
植
え
て
あ
り
、
そ
の
美
し
い
姿
を
め
で
で
い
た
の
だ
が
、
縁
起
が
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悪
い
と
い
う
話
を
聞
い
た
た
め
、
引
き
抜
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
迷
信
を

知
っ
た
段
階
で
す
ぐ
撤
去
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
充
真
院
は
こ
の
迷
信
を
信
じ

た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も

｢

庭
木
ニ
ハ
悪
く
、
神
仏
ニ
う
へ
る
ハ
か
ま
い
な
し｣

と
の
こ
と
で
、
神
社
や
寺
院
な
ど
に
植
え
る
の
は
よ
い
の
で
あ
る
。
高
野
槙
の

記
載
に
続
い
て
、
槙
の
場
合
も

｢

大
き
く
成
、
軒
こ
す
ハ
悪
く
、
う
れ
い
ま
ね

く
と
人
々
き
ら
う｣
と
、
建
物
よ
り
も
大
き
な
槙
の
木
は
不
幸
を
ま
ね
く
と
し

て
当
時
の
人
々
が
忌
み
嫌
っ
て
い
た
と
い
う
。

以
上
、
充
真
院
が
認
識
し
て
い
た
ま
じ
な
い
と
迷
信
に
つ
い
て
示
し
た
。
前

述
し
た
ま
じ
な
い
は
、
生
活
や
人
生
の
中
で
、
人
の
力
で
は
如
何
と
も
し
が
た

い
事
が
ら
を
、
そ
れ
で
も
よ
り
よ
い
方
向
に
向
け
た
い
た
め
の
方
策
と
し
て
結

実
し
た
ま
じ
な
い
で
あ
っ
た
。
何
の
根
拠
も
な
く
た
わ
い
な
い
ま
じ
な
い
で
は

あ
る
が
、
当
時
の
人
々
は
そ
こ
に
救
い
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
充
真
院
と
し
て

も
身
近
な
者
た
ち
、
と
り
わ
け
女
性
た
ち
の
為
に
な
る
と
認
識
し
た
事
項
も
あ

り
、
是
非
と
も
伝
え
た
い
解
決
策
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

迷
信
に
関
す
る
事
例
は
、
数
こ
そ
少
な
く
、
い
ず
れ
も
庭
の
樹
木
に
関
す
る

も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
充
真
院
は
迷
信
を
知
っ
た
場
合
、
そ
れ
を

信
じ
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
信
じ
る
か
否
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
差
異
が
あ
っ
た

こ
と
は
、
前
述
し
た
蛇
柳
の
箇
所
か
ら
確
認
で
き
る
が
、
当
時
を
生
き
る
者
と

し
て
充
真
院
が
迷
信
を
素
直
に
信
じ
て
、
そ
れ
に
即
し
た
行
動
を
命
じ
て
い
た

こ
と
は
、
極
め
て
自
然
な
感
覚
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
迷
信
を
信
じ
た

姿
勢
も
充
真
院
の
一
面
で
あ
り
、
人
物
像
を
知
る
う
え
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
点

で
あ
る
。

(

1)

子
供
が
寝
る
ま
じ
な
い
に
つ
い
て
は
、『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の
六
七
頁
・
七
二
頁
・
九
七
頁
に
ほ
ぼ
同
文
の
記
載
が
あ
る
。
本
文
中
に
お
け
る

引
用
は
、
六
七
頁
か
ら
で
あ
る
。

(

2)

お
産
に
関
す
る
ま
じ
な
い
は
、
右
同
書
の
七
二
頁
に
清
書
、
一
〇
〇
頁
に
下
書

が
あ
る
。

(

3)

盗
賊
除
け
の
ま
じ
な
い
は
、
右
同
書
の
七
二
頁
に
清
書
、
九
八
頁
に
下
書
が
あ

る
。

(

4)

蟻
が
品
物
に
集
っ
た
場
合
の
ま
じ
な
い
は
、
右
同
書
の
六
七
頁
。

(

5)

水
が
胸
に
つ
か
え
な
い
た
め
の
ま
じ
な
い
は
、
右
同
書
の
七
二
頁
で
あ
る
。
こ

の
ま
じ
な
い
に
つ
い
て
、
当
論
文
の
前
編
で
あ
る(

1)

の
1
で
、
自
ら
の
体
験
で

あ
っ
て
も
そ
の
解
決
方
法
・
処
置
を
他
者
か
ら
聞
い
た
場
合
に
出
所
を
明
記
す
る

と
い
う
充
真
院
の
執
筆
に
お
け
る
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
箇
所
で
ふ
れ
て
い
る
。

(

6)

歯
軋
り
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
六
七
頁
。

(

7)

枇
杷
に
つ
い
て
は
右
同
書
の
八
三
〜
四
頁
、
蛇
柳
と
高
野
槙
に
つ
い
て
は
八
四

頁
。

(

8)

当
家
の
馬
場
入
り
口
の
枇
杷
は
、
実
が
良
く
な
っ
た
も
の
の
、｢

人
入
度
々
と

ら
れ
、
と
ら
ぬ
内
に
な
く
な
り｣

と
い
う
よ
う
に
、
実
を
収
穫
す
る
前
に
人
に
採

ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
さ
ぞ
、
美
味
な
果
実
を
実
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

８

怪

異

怪
異
に
つ
い
て
は
五
件
収
載
さ
れ
て
い
る
。
掲
載
順
に
示
す
と
、
風ふ
う

子こ

、

出
し
ゅ
っ

世せ

禿
か
む
ろ

、
恐
ろ
し
い
顔
の
妖
怪
、
赤
い
飛
び
物
と
そ
の
後
の
一
連
の
不
可
思

議
な
事
象
、
狸
憑
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
充
真
院
が
実
際
に
遭
遇
し
た
怪
異

と
、
人
か
ら
伝
え
聞
い
た
怪
異
と
が
あ
る
。
自
ら
が
体
験
し
た
怪
異
と
は
、
風

子
、
赤
い
飛
び
物
と
そ
の
後
の
一
連
の
異
常
事
態
で
あ
る
。
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ま
ず
、
風
子
か
ら
見
て
み
よ
う

(

１)

。
風
子
に
つ
い
て
充
真
院
は
か
な
り
多
く
の

紙
面
を
費
や
し
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
風
子
に
関
す
る
説
明
の
冒

頭
で

｢
ふ
う
こ
と
云
う
物
有
、
い
く
ら
も
有
物
な
ら
ん
が
、
余
り
人
の
知
ら
ざ

る
物
ニ
て
誰
も
は
な
す
事
な
し｣

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
風
子
は
い
く
ら
で

も
存
在
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
般
的
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
こ

と
を
話
す
人
が
い
な
い
と
い
う
。
確
か
に
、
充
真
院
は
自
ら
も
風
子
を
二
回
目

撃
し
て
い
る
う
え
、
身
近
な
者
も
風
子
を
見
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
充
真
院

は
風
子
に
関
す
る
格
好
の
書
き
手
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
充
真
院
が
風
子
を
目
撃
し
た
の
は
、
子
供
の
頃
と
成
人
し
て
か
ら
の
各
一

回
ず
つ
で
あ
る
。

子
供
の
頃
と
は
、｢

私
六
才
計
の
時
、
日
の
く
れ
し
に｣

と
あ
る
の
で
、
六

歳
ぐ
ら
い
の
時
分
、
す
な
わ
ち
文
化
二
年

(

一
八
〇
五)

頃
の
夕
方
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
目
撃
し
た
場
所
は
彦
根
藩
の
江
戸
屋
敷

(
現
、
東
京
都
千
代
田

区
永
田
町
一
丁
目)

で
あ
る
。
そ
の
時
の
様
子
に
つ
い
て
、｢
外
を
お
ぶ
ハ
れ

見
し
居
し
所｣

｢

私
を
負
い
し
は
ゝ

(

婆)

ア｣

と
あ
る
の
で
、
戸
外
で
年
老
い
た
乳

母
に
お
ん
ぶ
を
し
て
も
ら
い
、
夕
刻
の
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
て
い
た
折
の
出
来

事
で
あ
る
。
な
ん
と
な
く
ほ
ほ
え
ま
し
い
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。

風
子
を
初
め
て
目
に
し
た
の
は
、
現
在
な
ら
ば
五
歳
で
あ
り
、
実
に
幼
い
頃
の

目
撃
談
な
の
で
あ
る
。

当
時
の
幼
き
充
姫
が
見
た
風
子
、
お
よ
び
そ
の
様
子
は
、｢

梅
の
木
の
上
を
、

半
紙
の
も
め
候
や
う
成
も
の
と
お
り
、
少
し
す
る
と
又
後
へ
ひ
ら
�
�
と
か
へ

る
と
見｣

た
の
で
あ
っ
た
。
風
子
の
形
状
は
半
紙
を
揉
ん
だ
よ
う
な
も
の
で
、

梅
の
木
の
上
を
ひ
ら
ひ
ら
と
往
復
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
に
は
、
大
勢
の

人
が
居
り
外
を
眺
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
風
子
を
目
撃
し
た
の
は
充
姫

と
充
姫
を
背
負
っ
て
く
れ
て
い
た
者
の
二
人
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
見
た
物

の
様
子
を
人
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
風
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
不
思
議
な

体
験
を
し
た
充
姫
は
、
そ
の
後
も
風
子
に
関
心
を
持
ち
続
け
、
さ
ら
に
二
件
の

目
撃
情
報
を
得
る
に
至
っ
た
。

そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
中
老
の
ふ
じ
江
が
屋
敷
内
で
風
子
を
目
撃
し
た
事
件

で
あ
る
。
こ
の
一
件
は
、
幼
き
充
姫
の
目
撃
談
に
続
い
て
記
し
て
あ
る
の
で
、

同
じ
く
井
伊
家
で
の
出
来
事
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
ふ
じ
江
が
風
子
を
見
た

の
は
夜
中
で
あ
り
、
場
所
は
厠
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
撃
談
は
、｢

ふ
じ
や
う
へ

行
し
と
こ
ろ
、
上
よ
り
角
之
方
へ
右
の
や
う
成
半
紙
く
ら
い
の
紙
落
る
と
思
ひ
、

夜
分
の
事
故
め
に
も
よ
く
見
へ
ず
、
あ
か
り
も
う
す
く
ら
く
、
落
シ
所
と
思
ひ

所
を
手
ニ
て
さ
ぐ
り
見
し
に
何
も
無
、
き
み
あ
し
く
早
く
出
ぬ｣

と
い
う
よ
う

に
、
厠
の
天
井
の
方
か
ら
隅
に
向
け
て
、
半
紙
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
紙
が
落
ち

た
よ
う
に
見
え
た
が
、
夜
の
た
め
は
っ
き
り
と
は
見
え
な
か
っ
た
う
え
、
明
か

り
も
薄
暗
か
っ
た
の
で
、
落
ち
た
場
所
を
手
探
り
し
て
み
た
が
何
も
な
く
、
気

味
が
悪
く
な
り
厠
か
ら
急
い
で
出
て
き
た
と
い
う
。

も
う
一
つ
の
目
撃
談
は
、
仙
台
藩
伊
達
家
の
敷
地
内
で
の
出
来
事
で
あ
る
。

伊
達
家
の
江
戸
屋
敷
は
上
屋
敷
が
芝
口
三
丁
目
、
中
屋
敷
は
愛
宕
下
な
ど
に
あ

る
。
ど
の
屋
敷
で
の
出
来
事
な
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
い
ず
れ
も
現
在
の
港

区
内
で
あ
り
、
充
真
院
の
住
む
六
本
木
屋
敷
に
近
い
。

目
撃
者
は
藤
崎
と
い
う
者
で
、
伊
達
家
の
屋
敷
稲
荷
に
夜
分
お
参
り
し
よ
う
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と
し
た
折
に
風
子
を
目
撃
し
た
と
い
う
の
で
、
藤
崎
と
は
伊
達
家
に
仕
え
て
い

る
者
な
の
で
あ
ろ
う
。
藤
崎
は
伊
達
家
の
屋
敷
稲
荷
に
参
拝
す
る
こ
と
を
日
課

と
し
て
い
た
が
、
昼
間
に
忙
し
く
参
拝
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
深
夜
に
一
人
で

手
燭
を
持
参
し
て
参
拝
に
向
か
っ
た
時
に
風
子
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

様
子
は

｢

目
の
前
に
紙
ひ
ら
�
�
行
風
も
な
く
、
ふ
し
ぎ
と
思
ひ
と
ら
ん
と
思
、

早
足
ニ
行
バ
さ
き
ニ
て
も
早
く
行
、
静
ニ
行
バ
早
も
静
、
広
き
御
書
院
の
入
川

(

側)

ヲ
お
い
て
三
度
め
ぐ
り
、
さ
き
ニ
て
も
致
方
な
き
や
、
跡
ニ
て
か
た
り
と
音
し

に
け
れ
バ
、
夫
ニ
心
ひ
か
れ
千

(
ち)
よ
と
ふ
り
向
間
ニ
き
へ
ミ
へ
ず
、
成
行
よ
り
き

ミ
あ
し
く
成
、
お
ま
い
り
も
せ
ず
か
へ
り
し
か
バ
、
夜
ハ
ほ
の
�
�
と
し
ら
み

行｣

と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
藤
崎
の
目
の
前
に
風
も
な
い
の
に
紙
が
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
っ
た
の

で
、
不
思
議
に
思
い
そ
れ
を
取
ろ
う
と
、
足
早
に
追
い
か
け
る
と
、
紙
も
早
く

動
き
、
そ
っ
と
取
ろ
う
と
す
る
と
、
紙
も
そ
っ
と
動
き
、
書
院
の
縁
側
の
所
を

三
回
も
廻
っ
た
が
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
背
後
の
音
に
気
を
と
ら
れ
て
振

り
向
い
た
間
に
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
成
り
行
き
か
ら
気
味
が
悪
く
な
り
、

稲
荷
に
お
参
り
を
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
夜
が
あ
け
る
中
を
戻
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
風
子
目
撃
談
を
、
充
姫
は
夫
の
政
順
に
事
あ
る
ご
と
に
話
し
て
お

り
、
政
順
も
風
子
に
興
味
を
持
ち
見
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
様
子
に

つ
い
て

｢

其
咄
し
を
私
事
毎
度
致
お
れ
バ
、
海
上
院
様
め
ず
ら
し
き
事
、
ミ
度

と
て
、
た
へ
ず
御
心
か
け
い
ら
せ
給
し
所｣

と
記
し
て
い
る
。
妻
の
話
か
ら
の

影
響
で
藩
主
夫
妻
は
共
に
風
子
に
興
味
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
好
奇
心

旺
盛
な
夫
妻
な
の
で
あ
る
。

風
子
に
つ
い
て
夫
妻
が
心
に
留
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
と
う
と
う
夏
の
日
の
昼

下
が
り
に
二
人
が
共
に
風
子
を
目
撃
し
た
の
で
あ
る
。｢

夏
の
比
、
昼
寝
被
成

候
て
被
為
入
候
節
、
私
ハ
御
か
た
ハ
ら
に
居
し
に｣

と
あ
る
よ
う
に
、
政
順
が

昼
寝
を
し
て
い
る
時
で
あ
り
、
そ
の
傍
ら
に
充
姫
が
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
風
子
の
様
子
は

｢

椎
の
木
下
の
竹
の
忍
が
へ
し
を
、
紙
が
一
ツ
お
き
に
す

く
ふ
様
ニ
行
、
又
元
と
を
ら
ぬ
竹
を
一
ツ
お
き
に
か
へ
る｣

と
、
庭
の
椎
の
木

の
下
に
あ
る
竹
製
の
忍
び
返
し
を
紙
が
竹
を
一
つ
置
き
に
通
り
く
ぐ
り
、
さ
ら

に
先
ほ
ど
潜
ら
な
か
っ
た
竹
の
箇
所
を
縫
う
よ
う
に
し
て
戻
っ
て
き
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

た
い
へ
ん
不
思
議
な
も
の
と
思
い
、｢

是
こ
そ
咄
し
の
風
子
に
あ
ら
ん
と
て
、

早
そ
く
戸
明
、
そ
の
下
へ
行
見
れ
ど
も
、
紙
や
う
な
る
物
な
し｣

、
す
な
わ
ち

こ
れ
こ
そ
が
話
し
に
出
て
き
た
風
子
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
早
速
戸
を
明
け
て
庭

の
忍
び
返
し
の
所
に
い
っ
て
み
た
が
、
紙
の
よ
う
な
物
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

｢

是
風
子
と
御
さ
だ
め
被
遊
、
私
も
共
に
見
申
候｣

と
い
う
よ
う
に
、
政
順
は

こ
れ
こ
そ
が
風
子
で
あ
る
と
確
信
を
持
っ
た
う
え
、
二
人
共
に
目
撃
し
た
の
で

あ
る
。
充
姫
に
と
っ
て
は
、
二
度
目
の
風
子
目
撃
と
な
っ
た
。

藩
主
夫
妻
に
と
っ
て
風
子
目
撃
は
、
実
に
興
味
深
く
不
思
議
な
体
験
で
あ
っ

た
。
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
、
御
付
の
者
た
ち
に
そ
の
一
件
を
聞
か
せ
た
よ
う
で
あ

る
こ
と
は
、
充
姫
の
お
側
の
菊
と
い
う
女
性
が
自
分
も
風
子
を
見
た
く
思
っ
た

こ
と
か
ら
伺
わ
れ
る
。
藩
主
夫
妻
の
風
子
目
撃
談
の
折
に
、
風
子
が
現
れ
そ
う

な
時
分
に
つ
い
て
も
話
題
に
あ
が
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

菊
は
、
風
子
を
目
撃
で
き
そ
う
な
時
分
で
あ
る
朝
と
夕
方
の
薄
曇
に
庭
を
眺
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め
る
よ
う
に
心
に
留
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
風
子
を
目
に
し
た
の
で
あ
る
。
夕
暮

れ
時
に
雨
戸
を
閉
め
よ
う
と
縁
側
に
出
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
風
子
の

様
子
は

｢

軒
の
所
を
か
の
紙
の
や
う
成
も
の
ひ
ら
�
�
飛
て
行
、
庭
の
垣
ね

(

根)

の

所
え
行
と
、
少
シ
高
く
上
り
、
垣
を
と
び
越
、
下
ニ
さ
が
り
し
と
見
へ
し
ハ｣

と
い
う
。
風
子
は
屋
根
の
軒
先
を
ひ
ら
ひ
ら
と
飛
び
、
少
し
高
く
舞
い
、
垣
根

を
飛
び
越
え
て
下
に
落
ち
た
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
菊
は
裸
足
の
ま
ま
落

下
地
点
に
直
行
し
た
が
跡
形
も
な
か
っ
た
の
で
、
風
子
で
あ
る
と
確
信
し
た
の

で
あ
る
。

こ
の
一
件
も
内
藤
家
の
屋
敷
に
お
け
る
風
子
出
現
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
後
風
子
を
目
に
し
た
人
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
充
真
院
は
、

｢

此
事
を
し
り
し
人
ハ
気
を
付
た
れ
バ
見
し
人
も
あ
ら
ん｣

と
、
風
子
の
こ
と

を
認
識
し
て
お
り
、
注
意
し
て
い
れ
ば
見
え
る
と
述
べ
て
い
る
。

充
真
院
が
書
き
留
め
た
風
子
に
つ
い
て
の
記
述
を
概
観
す
る
と
、
遭
遇
者
に

よ
る
反
応
・
感
想
も
興
味
深
い
。
伊
達
家
の
藤
崎
は
、
薄
気
味
悪
く
思
い
急
い

で
そ
の
場
を
逃
れ
去
っ
た
。
一
方
、
内
藤
家
の
藩
主
夫
妻
は
興
味
津
津
で
あ
り
、

お
付
の
菊
に
至
っ
て
は
、
目
撃
し
た
際
に
裸
足
で
落
下
地
点
に
駆
け
つ
け
た
ほ

ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
行
動
に
恐
ろ
し
さ
と
い
う
も
の
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。

ひ
た
す
ら
珍
し
い
物
な
の
で
あ
る
。
内
藤
家
の
藩
主
夫
妻
と
お
付
の
者
は
、
好

奇
心
旺
盛
な
こ
と
限
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
充
真
院
は
風
子
に
つ
い

て
記
し
た
文
末
に
、
注
意
し
て
い
れ
ば
見
え
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
風
子

を
見
る
こ
と
に
つ
い
て
肯
定
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
目
に
し
て
い
な
い
人
に
つ
い

て
惜
し
く
思
っ
て
い
る
よ
う
な
節
も
感
じ
ら
れ
る
。
充
真
院
に
と
っ
て
、
風
子

と
い
う
怪
異
は
、
恐
ろ
し
さ
は
な
く
、
不
可
思
議
な
珍
し
い
現
象
で
あ
り
、
好

奇
心
を
充
た
す
一
事
象
な
の
で
あ
っ
た
。

次
に
、
も
う
一
つ
充
真
院
が
実
際
に
体
験
し
た
怪
異
と
し
て
、
赤
い
飛
び
物

に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う

(

２)

。
赤
い
飛
び
物
は
、
内
藤
家
の
六
本
木
屋
敷
の
庭
に

お
い
て
発
生
し
た
怪
異
で
あ
る
。
怪
異
が
発
生
し
た
時
期
に
つ
い
て
充
真
院
は

｢

幾
年
と
い
ふ
事
ハ
忘
れ
候｣

と
記
し
て
い
る
が
、｢

六
月
朔
日
に
熊
野
御
祭
ニ

て
、
夕
刻
お
光
ど
の
西
之
久
保
の
熊
野
え
参
詣
ニ
行
シ
跡｣

の
出
来
事
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
時
期
を
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
孫
娘
の
お
光
は
、

文
久
元
年

(

一
八
六
一)

か
ら
六
本
木
屋
敷
に
行
儀
作
法
を
な
ら
う
た
め
に
充

真
院
と
住
ん
で
お
り
、
そ
の
後
、
慶
応
三
年

(

一
八
六
七)

八
月
に
病
没
す
る
。

そ
の
間
、
文
久
三
年
四
月
か
ら
慶
応
元
年

(

一
八
六
五)

五
月
ま
で
は
二
人
が

延
岡
に
転
居
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
怪
異
が
起
き
た
六
月
と
は
文
久
元
年
・

二
年

(

一
八
六
二)

・
慶
応
二
年

(

一
八
六
六)

・
三
年
の
四
年
間
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
。

時
間
は
夕
方
で
あ
り
、
た
い
へ
ん
暑
い
陽
気
で
あ
っ
た
。
お
光
が
西
の
窪
の

祭
り
を
見
に
外
出
し
た
後
、
充
真
院
が
寂
し
さ
を
ま
ぎ
ら
わ
す
た
め
に
、
庭
に

出
て
お
付
の
者
た
ち
に
お
酒
を
振
舞
っ
た
り
、
お
付
の
者
が
三
味
線
を
弾
い
た

り
し
て
、
夕
方
の
一
時
の
無
聊
を
慰
め
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
様
子

は
、｢

め
の
前
ニ
あ
か
�
�
軒
近
く
ニ
飛
物
ミ
ゆ
る
ゆ
へ
こ
は
く
成
、
庭
ニ
出

皆
々
い
ろ
�
�
咄
し
居
候
所
、
又
か
し
の
木
の
植
込
の
間
よ
り
ま
た
飛
物
出
て
、

馬
見
じ
や
う
の
わ
き
の
木
戸
を
越
、
馬
場
え
出
る
を
、
私
ハ
う
し
ろ
向
知
ら
ね

ど
、
見
し
人
多
く
有｣

と
あ
る
。
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充
真
院
た
ち
の
目
の
前
を
赤
々
と
し
た
物
体
が
軒
近
く
を
飛
び
、
居
合
わ
せ

た
一
同
は
恐
ろ
し
く
な
り
、
庭
に
出
て
あ
れ
こ
れ
と
話
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
再

び
赤
い
物
体
が
出
現
し
た
。
今
度
は
樫
の
木
の
植
え
込
み
の
間
か
ら
赤
い
物
体

が
飛
び
出
し
、
馬
の
飼
育
係
の
小
屋
の
脇
の
木
戸
を
越
え
て
、
馬
場
に
出
て
い
っ

た
。
二
度
目
の
出
現
に
つ
い
て
は
、
充
真
院
は
物
体
に
背
を
向
け
る
位
置
に
い

た
の
で
、
目
撃
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
居
合
わ
せ
た
多
く
の
人
が
赤

い
物
体
を
目
撃
し
た
。
背
を
向
け
て
い
た
充
真
院
は
見
損
ね
た
と
い
う
の
で
、

赤
い
物
体
が
動
く
速
度
は
か
な
り
早
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
目
撃
し
た
人
た
ち

は
一
様
に
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
た
こ
と
が
、
前
掲
の
記
述
か
ら
伺
え
る
う
え
、
さ

ら
に
そ
れ
に
続
い
て

｢

又
見
し
と
こ
わ
き
と
申
う
ち
ニ｣

と
あ
る
の
で
、
実
に

恐
ろ
し
げ
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
前
述
し
た
風
子
と
同
じ
く
怪
異

と
は
い
え
、
全
く
異
な
る
感
想
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
怪
異
は
一
連
の
怪
奇
現
象
の
序
章
と
し
て
発
生
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
翌
日
に
内
藤
家
に
滞
在
し
て
い
た
清
寿
院
と
い
う
所
沢
在
住
の

女
性
の
周
辺
で
、
怪
事
が
頻
発
し
て
い
る
。
最
も
こ
の
頻
発
し
た
怪
異
の
一
件

は
、
人
為
的
な
怪
異
の
よ
う
で
あ
る
。
連
続
し
た
怪
異
に
つ
い
て
以
下
に
ふ
れ

て
お
こ
う
。
清
寿
院
が
宿
泊
し
て
い
た
の
は
、
内
藤
家
の
六
本
木
屋
敷
内
で
あ

る
。
離
れ
な
の
か
、
屋
敷
内
の
一
室
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
清
寿
院
が
宿

泊
し
て
い
た
所
の
庭
の
万
年
青
が
畑
に
抜
き
捨
て
ら
れ
て
、
植
え
て
い
た
場
所

に
は
駒
下
駄
が
さ
し
て
あ
っ
た
り
、
天
井
か
ら
砂
が
落
ち
て
き
た
り
、
蛙
が
玄

関
か
ら
入
っ
て
き
て
清
寿
院
の
隣
に
座
っ
て
い
た
と
い
う
。

さ
ら
に
、
揃
え
て
置
い
て
あ
っ
た
茶
釜
が
垣
根
の
外
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
り
、

食
事
を
整
え
る
と
そ
の
下
に
砂
が
混
ざ
っ
て
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
笠
が

土
ま
み
れ
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
な
ど
、
二
・
三
日
不
思
議
な
事
が
続
い
た
と

い
う
。
そ
の
後
も
ま
だ
異
変
は
続
き
、
食
事
に
出
し
た
素
麺
の
下
に
泥
水
が
入
っ

て
い
た
り
、
窓
の
格
子
か
ら
�
巻
が
抜
け
出
て
捨
て
ら
れ
て
い
た
り
、
箪
笥
の

錠
が
は
ず
れ
て
お
り
中
に
入
れ
て
あ
っ
た
守
り
刀
の
鞘
が
外
れ
て
抜
け
落
ち
て

い
た
と
い
う
。
気
味
の
悪
い
事
が
連
続
し
て
勃
発
し
、
清
寿
院
は
と
う
と
う
親

類
の
所
に
移
る
こ
と
に
し
た
が
、
門
を
出
よ
う
と
す
る
と
腹
の
黄
色
い
蛙
が
二
・

三
匹
落
ち
て
い
た
り
、
門
を
出
て
も
宿
泊
し
て
い
た
建
物
の
窓
の
下
を
通
過
す

る
時
に
帯
が
二
度
も
ほ
ど
け
た
と
い
う
。
親
類
の
と
こ
ろ
に
移
動
し
た
も
の
の
、

清
寿
院
は
ほ
ど
な
く
病
死
し
た
と
い
う
。

執
拗
に
続
い
た
怪
異
は
、
清
寿
院
を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
者
た
ち
が
引

き
起
こ
し
た
嫌
が
ら
せ
に
他
な
ら
な
い
。
不
可
思
議
な
現
象
に
は
、
人
間
の
悪

意
が
形
と
し
て
現
れ
た
場
合
も
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
清
寿
院
が
立
ち
去
っ
た
後
に
も
、
隣
の
家
に
小
石
が
落
ち
て
く
る

こ
と
が
あ
り
、
祈
祷
を
頼
ん
で
お
払
い
を
し
た
と
い
う
。
充
真
院
の
所
で
も
、

祈
祷
を
頼
み
、
柱
一
本
ず
つ
に
経
を
読
ん
で
も
ら
っ
た
と
い
う
。
お
払
い
に
よ

り
異
変
は
よ
う
や
く
終
結
し
た
。

充
真
院
は
、
周
囲
の
人
々
が
こ
の
怪
異
の
原
因
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
を
二

つ
あ
げ
て
い
る
。
一
つ
は

｢

所
沢
と
い
へ
る
田
舎
ニ
て
ハ
、
人
を
出
す
事
、
地

の
神
御
き
ら
い
と
の
事
乍｣

と
、
清
寿
院
が
住
ん
で
い
た
所
沢
の
地
の
神
様
が
、

所
沢
か
ら
清
寿
院
が
江
戸
に
出
て
い
っ
た
こ
と
を
不
快
に
思
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て

｢

色
気
付
ぬ
う
ち
ハ
何
も
な
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し
、
男
が
出
き
る
と
神
様
御
腹
立
ニ
て
い
ろ
�
�
成
事
有
と
の
事
故
、
も
し
や

此
女
も
夫
よ
り
参
り
候
者
ニ
も
あ
ら
ん
か
と
人
の
申
ぬ｣

と
、
清
寿
院
の
身
辺

に
懇
意
な
男
性
が
現
れ
た
こ
と
を
神
が
怒
っ
て
い
る
と
、
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。

清
寿
院
の
素
行
に
つ
い
て
よ
か
ら
ぬ
噂
が
た
っ
て
い
た
こ
と
を
不
快
に
感
じ
て

い
た
者
ら
が
嫌
が
ら
せ
を
し
た
と
い
う
の
が
、
一
連
の
怪
異
の
真
相
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

伝
聞
と
し
て
知
っ
た
怪
異
と
し
て
、
出
世
禿
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う

(

３)

。
こ
れ

は
仙
台
藩
伊
達
家
で
の
怪
異
で
あ
る
。
出
世
禿
と
は
、
髪
を
切
り
そ
ろ
え
た
年

の
頃
十
歳
位
の
か
わ
い
ら
し
い
子
供
の
姿
を
し
て
お
り
、
目
撃
し
た
者
は
出
世

す
る
と
い
う
。
怪
異
で
は
あ
る
が
、
愛
ら
し
い
容
姿
、
お
よ
び
遭
遇
し
た
者
に

幸
運
を
も
た
ら
す
あ
り
が
た
い
妖
怪
で
あ
る
。
次
の
二
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

お
末
の
者
が
御
殿
仕
え
を
し
て
間
も
な
い
頃
、
縁
の
所
に
酒
樽
が
置
い
て
あ
っ

た
。
そ
の
酒
を
出
し
に
行
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、｢

其
縁
の
末
よ
り
か
わ
ゆ
ら

し
き
な
り
ニ
て
切
か
ぶ
ろ
出
、
こ
な
た
を
見
居
、
又
直
ニ
元
の
所
�
御
座
敷
ニ

入｣

と
、
縁
側
に
か
わ
い
ら
し
い
禿
姿
の
子
供
の
姿
が
目
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

お
末
の
者
は
、
見
慣
れ
な
い
小
姓
で
あ
る
と
思
い
、
他
の
人
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

｢

こ
な
た
ニ
て
ハ
し
ゆ(

っ)

せ
か
む
ろ
と
て
お
り
�
�
出
る
、
是
を
見
る
人
ハ

き
わ
め
て
り
つ
し
ん
す
る
、
ゆ
め
�
�
人
ニ
か
た
ら
ず
つ
ゝ
し
め
よ｣

と
言
わ

れ
た
。
伊
達
家
で
は
、
こ
の
か
わ
い
ら
し
い
小
姓
の
よ
う
な
禿
姿
の
者
を
見
る

と
た
い
へ
ん
出
世
す
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
目
撃
し
た
者
は
そ
の
こ
と
を
他
人

に
口
外
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
既
に
、
伊
達
家
内
に
お
い
て
は
知
ら
れ
て

い
た
不
思
議
な
怪
異
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
お
末
は
、
後
に

｢

守
真
院
様
老

女
と
迄
に
成
、
公
方
様
迄
ニ
御
め
見
へ
致
す
迄
ニ
成
、
め
で
度
隠
居
す｣

と
、

破
格
の
出
世
を
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
伊
達
家
で

｢

ふ
じ
へ｣

と
い
う
御
側
勤
め
の
者
も
出
世
禿

を
目
撃
し
た
。
ふ
じ
へ
が
御
次
の
間
で
眠
っ
て
い
た
折
、｢

ぱ
た
�
�
と
子
共

足
音
し
て
、
又
十
計
の
子
供
枕
元
来
り
し
ば
ら
く
す
ハ
り
居｣

と
、
十
歳
位
の

子
供
が
ぱ
た
ぱ
た
と
足
音
を
た
て
て
や
っ
て
来
て
枕
元
に
座
っ
た
。
ふ
じ
へ
は
、

｢

あ
の
様
な
る
子
共
な
き
ニ
と
思
て
、
自
分
も
床
の
上
ニ
お
き
上
り
け
れ
ば
、

そ
ろ
り
と
た
ち
て
次
ニ
行
様
子
ふ
し
ぎ
と
思
、
共
に
跡
ニ
付
行
し
所
、
出
そ
う

な
所
も
な
く
唐
紙
少
シ
す
き
有
の
ミ｣

と
、
見
か
け
ぬ
子
供
を
不
思
議
に
思
い
、

床
か
ら
起
き
上
が
っ
た
と
こ
ろ
、
子
供
は
立
ち
上
が
っ
て
隣
の
部
屋
に
行
っ
た

の
で
、
そ
の
跡
を
追
っ
て
み
た
が
、
子
供
が
出
て
行
っ
た
様
子
も
な
く
、
唐
紙

が
少
し
開
い
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
三
の
間
に
居
た
人
に
ふ
じ
へ
が
そ
の
話

を
し
た
と
こ
ろ
、｢

是
ハ
御
家
ニ
有
か
ぶ
ろ
な
ら
ん
、
人
ニ
い
わ
で
末
を
見
よ｣

と
言
わ
れ
た
。

そ
の
後
、
ふ
じ
へ
は
中
老
に
な
っ
た
。
奥
方
に
勤
め
る
女
性
と
し
て
は
、
老

女
に
次
ぐ
立
場
で
あ
る
。
確
か
に
出
世
し
た
の
で
あ
る
が
、
ふ
じ
へ
は

｢

先
ニ

見
し
人
ハ
老
女
ニ
成
し
が
、
我
ハ
夜
分
に
見
候
ま
ゝ
中
老
き
り
ニ
て
候
ハ
ん｣

と
、
以
前
禿
を
見
た
者
は
老
女
に
な
っ
た
の
に
、
自
分
は
夜
間
に
禿
を
見
た
の

で
、
中
老
止
ま
り
な
の
だ
ろ
う
と
、
折
々
に
話
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
後

｢
仙
台
の
御
姫
様
江
戸
え
御
登
り
ニ
成
、
一
の
老
女
と
仰
付
、
万
事
御

取
し
ま
り
致
や
う｣

と
、
最
高
位
の
老
女
に
昇
り
つ
め
、
以
前
禿
を
目
撃
し
た

者
以
上
に
取
り
立
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
出
世
禿
は
伊
達
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家
の
屋
敷
が
類
焼
し
て
か
ら
は
出
現
し
な
く
な
っ
た
。

充
真
院
は
こ
れ
ら
の
話
を
、｢

是
珍
ら
し
き
咄
し
故
書
ぬ
、
実
と
の
事
也｣

と
評
し
て
い
る
。
怪
異
と
し
て
珍
し
い
事
件
で
あ
る
と
認
識
し
た
こ
と
、
さ
ら

に
本
当
の
話
と
し
て
充
真
院
は
信
じ
、
念
さ
え
お
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
恐
ろ
し
い
顔
の
化
け
物
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
充
真
院
の
実

家
で
あ
る
井
伊
家
の
中
屋
敷
で
あ
る
赤
坂
喰
違
屋
敷
で
勃
発
し
た
怪
異
で
あ
る

(

４)

。

怪
異
が
お
き
た
の
は
早
朝
、
ま
だ
ほ
の
暗
い
頃
で
あ
る
。
化
け
物
に
遭
遇
し
た

の
は
、
長
屋
の
者
と
い
う
の
で
、
長
屋
詰
め
の
藩
士
か
小
者
で
あ
り
、
男
性
に

よ
る
目
撃
談
で
あ
る
。｢

小
用
ニ
長
屋
の
者
参
り
て
、
手
を
洗
外
を
見
て
お
り

し
に
、
馬
と
も
つ
か
ず
貌
の
お
そ
ろ
敷
ば
け
物
、
板
べ
い
よ
り
貌
が
高
く
こ
は

ら
し
き
姿
の
よ
し
を
見
し｣

と
、
板
塀
の
上
に
馬
と
も
い
え
な
い
恐
ろ
し
い
顔

の
化
け
物
が
見
え
た
と
い
う
。
恐
ろ
し
げ
な
化
け
物
を
見
て
、
不
思
議
に
思
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
七
月
に
火
事
で
屋
敷
が
類
焼
し
た
。
結
果
と
し
て
、
化
け
物

の
出
現
は
災
難
の
前
兆
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

怪
異
の
最
後
と
し
て
は
、
狸
憑
き
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う

(

５)

。
狸
憑
き
に
つ

い
て
は
、｢

私
不
快
の
つ
れ
�
�
に
咄
し
ニ
参
る
人
の
咄
シ｣

と
あ
る
よ
う
に
、

充
真
院
が
体
調
や
気
分
が
す
ぐ
れ
な
い
時
に
気
晴
ら
し
の
た
め
に
来
訪
し
て
く

れ
る
人
物
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
。
狸
憑
き
の
一
件
は
、
具
体
的
な
場
所
は
不

明
で
あ
る
が
江
戸
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
も
、
年
老
い

た
狸
―
ぬ
そ
―
に
よ
る
怪
異
で
あ
る
。
古
狸
が
人
に
取
り
憑
い
て
い
る
時
に
、

取
り
憑
か
れ
た
人
に
関
す
る
過
去
の
事
を
尋
ね
る
と
、
確
か
に
覚
え
の
あ
る
こ

と
を
返
答
す
る
と
い
う
。

人
に
取
り
憑
い
た
古
狸
が
夜
分
話
し
に
や
っ
て
く
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
折

に
、
相
手
が
少
し
寂
し
い
心
地
に
な
る
と
、
そ
の
心
を
察
し
て
慰
め
よ
う
と
す

る
の
で
あ
ろ
う
、
物
品
を
く
れ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
は
古
狸
が
ど
こ
か
ら
か
盗

ん
で
き
た
物
で
あ
り
、
後
で
あ
ち
こ
ち
で
物
が
紛
失
し
た
と
い
う
騒
ぎ
が
お
き

る
。
さ
ら
に
、
普
段
は
書
を
し
た
た
め
る
こ
と
な
ど
な
い
人
が
、
何
か
書
い
て

あ
げ
よ
う
と
い
う
の
で
筆
と
紙
を
与
え
る
と
、
何
で
も
云
う
ま
ま
に
し
た
た
め

て
見
せ
る
の
も
、
古
狸
が
取
り
憑
い
た
故
の
仕
業
で
あ
る
。
少
々
気
味
悪
く
、

か
つ
迷
惑
で
あ
る
が
、
相
手
の
無
聊
を
慰
め
よ
う
と
す
る
古
狸
の
愉
快
な
怪
異

と
い
え
よ
う
。

こ
の
狸
憑
き
の
一
件
に
つ
い
て
、
充
真
院
は
聞
い
た
話
を
書
き
留
め
た
の
み

で
、
何
の
感
想
も
述
べ
て
い
な
い
。
時
期
に
つ
い
て
は
、
江
戸
と
呼
ば
れ
て
い

た
時
期
で
あ
り
、｢

不
快
の
つ
れ
�
�｣

と
い
う
こ
と
か
ら
、
体
調
が
衰
え
て

き
た
晩
年
期
に
知
り
得
た
出
来
事
で
あ
る
こ
と
は
推
察
で
き
る
が
、
具
体
的
な

時
期
を
絞
り
込
む
手
が
か
り
は
な
い
。

以
上
、
充
真
院
が
体
験
し
た
り
、
聞
い
た
り
し
た
怪
異
を
見
て
き
た
。
充
真

院
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
怪
異
は
種
類
こ
そ
は
少
な
い
が
、
不
思
議
な
も
の
、

恐
ろ
し
い
も
の
、
幸
運
を
も
た
ら
す
も
の
、
愉
快
な
も
の
な
ど
怪
異
の
様
々
な

姿
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
怪
異
は
全
て
江
戸
で
の
出
来
事
で
あ

り
、
狸
の
件
以
外
は
全
て
井
伊
家
・
内
藤
家
・
伊
達
家
な
ど
江
戸
の
大
名
屋
敷

で
勃
発
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
当
時
、
大
都
市
江
戸
の
あ
ち
こ
ち
で
、

こ
れ
ら
以
外
に
も
様
々
な
怪
異
が
発
生
し
て
は
、
人
々
の
関
心
を
集
め
、
話
題

と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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(

1)

風
子
に
つ
い
て
は
、『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の
八
五
〜
六
頁
。

(

2)

赤
い
飛
び
物
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
八
七
〜
九
頁
。

(
3)

出
世
禿
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
八
六
〜
七
頁
。

(

4)
恐
ろ
し
い
顔
の
化
け
物
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
八
七
頁
。
井
伊
家
の
赤
坂
喰

違
屋
敷
は
、
元
は
明
智
家
の
屋
敷
が
あ
っ
た
場
所
と
い
わ
れ
て
お
り
、
屋
敷
地
か

ら
桔
梗
紋
が
付
い
た
焼
瓦
が
出
て
く
る
と
い
う
。
本
稿
の
本
文
中
に
示
し
た
怪
異

の
他
に
も
、
同
じ
く
八
七
頁
に

｢

公
儀
え
上
り
候
節
は
、
明
ツ
の
由
拍
子
木
打
候

と
、
ば
け
物
出
る
と
て
、
七
ツ
半
き
り
ニ
御
座
候｣

と
、
江
戸
城
に
藩
主
が
登
城

す
る
際
に
は
六
つ
時
に
拍
子
木
を
打
つ
が
、
そ
う
す
る
と
化
け
物
が
出
る
の
で
打

た
な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
。
こ
の
化
け
物
に
つ
い
て
は
、
顔
の
恐
ろ
し
い
化
け

物
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
た
別
の
化
け
物
な
の
か
は
、
具
体
的
に
は
記
し
て
お
ら

ず
判
然
と
し
な
い
。

(

5)

狸
憑
き
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
八
九
頁
。

お
わ
り
に
か
え
て

『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

か
ら
、
充
真
院
が
興
味
・
関
心
を
持
っ

た
事
項
を
な
が
め
て
み
た
。
本
稿
で
は
主
た
る
事
項
に
つ
い
て
項
目
を
あ
げ
て

検
討
し
た
が
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
興
味
深
い
記
載
と
し
て
、
生
活
の
知
恵
と
い

う
べ
き
方
法
が
い
く
つ
か
目
に
つ
く
。
そ
れ
ら
は
染
み
抜
き
法
、
五
月
雨
入
り

と
冬
至
を
知
る
方
法
や
、
糊
の
作
り
方
、
樹
木
の
勢
い
を
戻
す
方
法
な
ど
で
あ

る
。
本
稿
の

｢

お
わ
り
に
か
え
て｣

と
し
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
見
て
お
き
た

い
。充

真
院
が
書
き
留
め
た
染
み
抜
き
法
は
、
以
下
の
よ
う
な
方
法
で
あ
る

(

１)

。
絹

に
油
が
付
着
し
た
場
合
は
水
一
升
に
塩
一
合
を
入
れ
て
よ
く
煮
立
て
て
か
ら
冷

ま
し
、
油
が
付
い
た
と
こ
ろ
に
そ
れ
を
ふ
り
か
け
て
水
を
替
え
て
洗
う
。
魚
・

鳥
の
汁
や
味
噌
汁
が
付
着
し
た
場
合
は
蕪
を
摩
り
下
ろ
し
た
汁
で
洗
う
。
鉄
漿

を
除
去
す
る
に
は
米
酢
を
煎
じ
た
も
の
で
濯
ぐ
。
鳥
餅
を
除
去
す
る
に
は
泥
鰌

の
ぬ
め
り
で
洗
い
落
と
す
か
、
灰
汁
で
洗
う
。
渋
を
除
去
す
る
に
は
灯
心
を
煎

じ
た
汁
で
洗
っ
た
り
、
渋
柿
の
葉
、
ま
た
は
白
砂
糖
や
味
噌
を
揉
み
つ
け
て
洗

う
。
雨
漏
り
に
よ
る
染
み
は
塩
湯
で
洗
う
。
煙
草
の
脂
を
除
去
す
る
に
は
味
噌

で
洗
う
か
、
白
水
を
腐
ら
し
て
底
に
溜
ま
っ
た
も
の
で
洗
う
、
も
し
く
は
半
夏

を
煎
じ
た
汁
で
洗
う
。
木
板
に
墨
が
付
着
し
た
場
合
は
、｢

た
く
あ
ん
大
根
の

し
ほ｣

で
擦
る
。
着
物
に
付
着
し
た
墨
を
除
去
す
る
に
は
姫
糊
を
包
み
水
で
濯

い
だ
り
、
樒
の
葉
を
水
に
浸
し
て
洗
う
。
赤
土
の
泥
を
落
と
す
に
は
、
天
水
で

洗
い
落
と
す
。

以
上
の
様
に
、
実
に
様
々
な
場
合
と
そ
の
対
処
法
を
書
き
留
め
て
い
る
。
実

際
に
は
、
充
真
院
の
立
場
で
あ
れ
ば
、
染
み
抜
き
な
ど
は
お
付
の
者
が
処
置
し

て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
好
奇
心
旺
盛
な
充
真
院
の
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
知
り
得
た
多
彩
な
染
み
抜
き
方
法
の
効
果
の
程
を
、
自
ら

実
験
の
よ
う
に
試
し
て
み
た
可
能
性
が
あ
る
。

五
月
雨
入
り
と
冬
至
を
知
る
方
法
は
、
袋
を
二
つ
用
意
し
て
、
一
つ
に
は
か

た
炭
、
も
う
一
つ
に
は
土
を
同
量
入
れ
て
、
竹
の
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
の
袋
を
天

秤
状
に
吊
る
し
、
風
雨
の
あ
た
ら
ぬ
所
に
下
げ
て
お
く
。
す
る
と
入
梅
・
冬
至

に
な
る
と
片
方
が
下
が
っ
て
く
る
と
い
う
。
充
真
院
は

｢

奇
妙
な
り｣

と
思
い

な
が
ら
も
こ
の
方
法
を
試
し
て
お
り
、｢

私
た
め
し
見
し
所
、
人
の
い
ゝ
し
ニ

ち
が
ひ
な
く
、
う
た
が
ふ
事
な
か
れ｣

と
、
自
ら
の
体
験
に
よ
り
こ
の
方
法
が
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確
か
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
こ
の
装
置
に
つ
い
て
は
、
簡
単
な
図
も

添
え
て
あ
る

(

２)

。

糊
に
つ
い
て
は
、
金
ぴ
ら
糊
と
い
う
物
が
粘
着
力
が
強
く
重
宝
で
あ
る
こ
と
、

羽
糊
と
い
う
も
の
も
同
様
で
あ
る
と
、
便
利
な
糊
の
種
類
を
紹
介
し
て
い
る
。

さ
ら
に
注
目
し
た
い
点
は
、
充
真
院
が
同
様
の
効
果
が
あ
る
糊
を
手
作
り
し
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て

｢

手
前
ニ
て
こ
し
ら
へ
ん
と
思
ハ
ゝ
、
う
ん
ど

ん
の
粉
を
水
に
ほ
だ
て
く
さ
ら
か
し
て
、
上
水
ハ
取
す
て
ど
ろ
�
�
と
し
た
る

を
板
ニ
付
て
干
上
ヶ
置
バ
、
妙
ニ
損
ジ
た
る
物
付
て
は
な
れ
ず
、
二
・
三
日
も

か
た
く
し
ば
り
置
、
の
り
の
か
わ
き
た
る
時
、
い
わ
ゐ
し
糸
を
取
、
の
り
は
ミ

出
し
た
る
所
ハ
小
刀
ニ
て
け
ず
り
取
ハ
妙
ニ
付
な
り｣

と
製
作
の
手
順
を
説
明

し
て
い
る

(

３)

。
充
真
院
は
、
粘
着
力
の
高
い
で
ん
ぷ
ん
糊
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

便
利
な
糊
の
効
果
を
知
る
と
、
さ
ら
に
自
ら
作
っ
て
み
る
と
い
う
そ
の
行
動
力

は
、
ま
さ
し
く
充
真
院
な
ら
で
は
と
い
え
よ
う
。

樹
木
の
勢
い
を
戻
す
方
法
は
、
桜
や
松
に
つ
い
て
で
あ
る

(

４)
。
御
殿
の
山
桜
の

根
元
に
焚
き
火
を
焚
い
て
い
る
様
子
を
見
た
充
真
院
は
、
何
を
し
て
い
る
の
か

尋
ね
た
と
こ
ろ
、
桜
が
少
し
勢
い
が
な
く
な
っ
た
の
で
持
ち
直
さ
せ
る
た
め
に

焚
き
火
を
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
方
法
は
他
の
木
に
も
効
果
が
あ
る
と
い
う
。

不
思
議
に
思
い
つ
つ
も
翌
年
を
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
桜
の
花
が
殊
の
外
満
開

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
六
本
木
屋
敷
に
住
ん
で
い
た
頃
、
庭
の
彼
岸

桜
の
古
木
に
大
き
な
洞
が
生
じ
、
そ
こ
か
ら
絶
え
ず
水
分
が
流
れ
出
て
、
枯
れ

て
し
ま
う
心
配
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
洞
に
灸
を
す
え
る
と
し
て
枯
れ
枝
を
入

れ
て
火
を
焚
い
た
と
こ
ろ
、
翌
年
に
は
例
年
よ
り
も
見
事
に
開
花
し
た
。
し
か

も
、
花
持
ち
が
よ
く
、
他
の
彼
岸
桜
が
全
て
散
り
、
八
重
桜
が
咲
き
始
め
て
も
、

ま
だ
咲
い
て
お
り
、
し
か
も
花
の
色
も
褪
せ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
、
青
葉
の
季

節
ま
で
四
十
日
間
も
咲
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

火
に
よ
る
処
置
で
木
の
勢
い
を
回
復
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
は
じ
め
て
目
に

し
た
折
に
す
ぐ
さ
ま
そ
の
訳
を
尋
ね
た
様
子
は
、
知
識
欲
旺
盛
な
充
真
院
ら
し

い
行
為
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
こ
の
事
例
を
一
つ
だ
け
示
す
の
で
は
な
く
、

さ
ら
に
も
う
一
例
示
し
て
、
そ
の
効
果
が
確
か
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
単
に
珍
し
い
見
聞
に
留
ま
ら
な
い
充
真
院
の
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。

充
真
院
に
と
っ
て
桜
は
特
別
な
思
い
が
あ
る
。
実
は
自
ら
の
蔵
書
印
に
桜
の

花
を
象
っ
た
印
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る

(

５)

。
こ
の
事
実
は
、
充
真
院
が
桜
の
花

を
と
り
わ
け
好
ん
で
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
よ
う
。
桜
が
勢
い
を
回
復
し
て
、

類
稀
と
い
う
べ
き
見
事
な
花
を
咲
か
せ
た
様
子
に
、
大
き
な
感
激
を
持
っ
て
眺

め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
回
復
に
至
る
方
法
に
つ
い
て
も
ひ
と
し
お
印
象
深
い

思
い
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(

６)

。

そ
の
後
、
植
え
替
え
に
よ
り
勢
い
を
損
ね
た
松
の
節
に
火
に
よ
る
処
置
を
し

て
み
た
と
こ
ろ
、
翌
年
に
は
葉
が
良
く
茂
り
回
復
し
た
と
い
う
。
火
に
よ
る
処

置
は
、
た
い
へ
ん
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
充
真
院
は
体
験
を
重
ね
て
確
認
し

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
も
、
充
真
院
が
常
に
生
活
を
め
ぐ
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
、

好
奇
心
に
満
ち
た
目
を
向
け
て
、
自
ら
体
験
を
試
み
て
確
認
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
大
名
家
の
隠
居
で
あ
り
、
何
の
不
自
由
も
な
い
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、

生
活
の
あ
れ
こ
れ
に
興
味
を
持
ち
日
々
を
過
ご
し
た
充
真
院
の
知
識
欲
は
実
に
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逞
し
い
も
の
で
あ
る
。
生
き
物
飼
育
・
健
康
法
・
生
活
の
知
恵
に
関
わ
る
事
象

な
ど
を
め
ぐ
る
記
載
か
ら
、
豊
か
な
知
識
を
生
か
し
て
生
活
を
楽
し
み
な
が
ら
、

さ
ら
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
日
々
を
過
ご
し
た
、
生
活
感
の
あ
る
魅
力
的
な
人
物

像
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
ま
じ
な
い
や
迷
信
を
信
じ
る
当
時
の
人
と
し
て

極
め
て
自
然
な
心
情
も
あ
れ
ば
、
不
可
思
議
な
怪
異
に
心
を
と
き
め
か
す
姿
も

見
う
け
ら
れ
た
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
大
名
家
と
い
う
特
別
な
階
級
の
人
物

で
あ
り
な
が
ら
も
、
充
真
院
が
関
心
を
向
け
た
事
柄
を
な
が
め
て
み
る
と
、
身

近
さ
や
親
し
み
易
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
好
奇

心
の
旺
盛
さ
と
関
心
の
幅
の
多
彩
さ
か
ら
、
才
媛
と
い
わ
れ
た
充
真
院
の
知
性

を
余
す
と
こ
ろ
な
く
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

(

1)

染
物
の
染
み
抜
き
法
は
、『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の
九
〇
〜
一

頁
。

(

2)

入
梅
を
知
る
方
法
は
、
右
同
書
の
八
五
頁
・
九
七
〜
八
頁
。

(

3)

糊
の
作
り
方
は
、
右
同
書
の
九
六
頁
。

(

4)

樹
木
の
生
育
法
は
、
右
同
書
の
八
四
〜
五
頁
。

(

5)

充
真
院
が
桜
の
花
の
蔵
書
印
を
用
い
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢
奥
方

の
蔵
書
―
日
向
国
延
岡
藩
内
藤
充
真
院
の
場
合
―｣

(『

日
本
歴
史』

七
三
〇
号
、

平
成
二
十
一
年
三
月)

一
〇
六
頁
で
明
ら
か
に
し
た
。

(

6)

六
本
木
屋
敷
に
あ
っ
た
桜
の
木
は
、
四
方
の
幅
が
五
間
も
あ
る
巨
木
で
あ
っ
た
。

日向国延岡藩内藤充真院の好奇心56 ( 27 )



日向国延岡藩内藤充真院の好奇心 55( 28 )

�Summary》

The Inquisitiveness of the Naito Jushinin :

Iroiro kenbun shitarukotowo warainisho, Part II

By Naomi KANZAKI

This thesis, the second part of “The Inquisitiveness of the Naito Jushinin” published in

Josai Keizaigakkaishi Journal of Economics Vol. 34, is to consider remedies, charms, super-

stitions, the supernatural, and wisdom for living. Jushinin introduced remedies (charms/

medicines) against 26 symptoms; charms including putting a child to sleep, preventing a

thief from breaking in, and other three kinds; superstitions including three kinds of tree

which should not be planted in garden; five kinds of the supernatural; and wisdom for

living including ways to remove stains, make a strong adhesive, and recover trees’

strength.

Through this study, it is realized that Jushinin always turned her eyes filled with curios-

ity to various events around her, and an image of an attractive person with abundant

knowledge and the feel of human life arose.




