
ウ

サ

ギ

の

神

性

に

しミ

つ

て

iま

じ

め

ヨ
本
の
山
野
に
壌
む
野
ウ
サ
ギ
が
ど
の
よ
う
な
神
性
を
有
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
す
な
わ
ち
野
ウ
サ
ギ
は
ど
の
よ
う
な
神
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
の
、
だ
ろ
う

か
。
動
烏
虫
類
の
中
で
、
野
ウ
サ
ギ
と
同
様
に
山
野
に
棲
む
菰
・
猿
・
蛇
・
鳥
、

あ
る
い
は
飼
育
動
物
の
牛
・
馬
・
犬
な
ど
の
神
性
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
成

果
が
あ
、
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
野
ウ
サ
ギ
の
神
性
に
つ
い
て
は
従
来
あ
ま
り
関
わ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
む
し
か
し
、
仔
纏
に
検
討
す
る
と
、
野
ウ
サ
ギ
(
以
下
単
に

ウ
サ
ギ
ま
た
は
兎
と
表
記
)
は
禄
々
な
神
性
を
も
っ
て
い
た
痕
跡
が
あ
る
。

ウ
サ
ギ
が
月
に
棲
む
と
い
う
仏
教
説
話
は
著
明
だ
が
、
仏
教
、
道
教
、
民
俗
信

仰
が
習
合
し
て
、
ウ
サ
ギ
は
月
の
精
、
丹
神
、
あ
る
い
は
丹
神
の
使
令
と
さ
れ
る
。

ま
た
出
に
棲
む
こ
と
か
ら
、
山
の
神
や
そ
の
使
令
と
も
さ
れ
る
。
山
の
神
は
日
本

の
民
俗
信
仰
の
中
で
、
産
神
と
な
っ
て
産
屋
を
訪
れ
て
妊
婦
を
助
け
る
と
い
う
持

鍛
が
み
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
ウ
サ
ギ
は
産
神
の
神
性
を
有
し
、
産
育
習
俗
の
中

で
、
ウ
サ
ギ
に
関
す
る
伝
承
が
多
く
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
む
さ
ら
に
ウ
サ
ギ

が
出
の
神
の
神
性
を
有
す
る
こ
と
か
ら
発
畏
し
て
、
ウ
サ
ギ
は
山
の
神
す
な
わ
ち

田
の
神
の
神
性
を
持
ち
、
豊
作
を
も
た
ら
す
農
神
と
み
な
さ
れ
る
c

家
姶
古
代
の

赤

光

男

田

動
鳥
虫
類
崇
拝
の
顕
著
な
状
況
下
に
お
い
て
は
、
作
物
の
豊
能
を
守
護
す
る
神
と

し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
痕
藤
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
特
定
一
族
の
守
護
神
、
つ
ま

乃
族
霊
と
し
て
記
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
ら
し
い
。

ウ
サ
ギ
が
如
何
故
月
神
・
山
の
神
・
産
神
・
農
神
・
族
霊
と
い
う
神
性
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
は
様
々
な
要
国
が
格
み
あ
っ
て
成
立
し
た
の
は
確
か

だ
が
、
人
間
が
神
観
念
を
い
だ
く
対
象
と
す
る
も
の
の
生
態
の
特
性
に
基
本
的
要

因
が
存
在
す
る
と
い
え
よ
う
。
ウ
サ
ギ
の
生
態
に
つ
い
て
み
る
と
、
群
を
な
さ
な

い
で
単
独
行
動
し
、
そ
れ
も
夜
行
性
で
あ
り
、
件
々
人
目
に
は
つ
か
ず
、
姿
を
現

し
て
も
「
脱
兎
の
如
く
」
と
い
う
表
現
の
通
り
、
俊
敏
に
逃
げ
語
れ
、
穴
居
は
せ

ず
、
薮
陰
な
ど
に
住
む
極
め
て
漂
泊
性
の
強
い
生
物
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
姿
は
耳

が
長
く
、
前
足
に
比
し
て
後
足
が
長
く
、
星
は
短
く
、
銚
擢
す
る
。
さ
ら
に
ウ
サ

ギ
を
数
え
る
時
に
、
一
羽
、
二
羽
と
島
の
よ
う
な
数
え
方
を
す
る
。
穂
川
将
軍
家

か

ん

す

ま

し

の
正
丹
三
カ
日
の
お
節
料
理
に
、
「
兎
の
藁
」
す
な
わ
ち
ウ
サ
ギ
の
澄
汁
が
出
さ

れ
、
四
足
類
の
肉
の
禁
金
を
打
ち
出
し
た
幕
府
の
政
策
に
反
す
る
も
の
と
な
っ
た

が
、
そ
こ
を
巧
妙
に
く
ぐ
り
抜
け
る
た
め
に
、
ウ
サ
ギ
を
鳥
類
と
み
な
し
、
一
羽
、

二
羽
と
数
え
さ
せ
る
風
も
生
じ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
実
は
長
い
耳
の
ウ
サ
ギ
が
跳

擢
す
る
状
況
か
ら
、
こ
れ
を
動
物
と
鳥
と
の
中
間
的
生
き
物
と
し
て
み
な
す
底
も

あ
っ
た
ら
し
い
。
小
動
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
の
よ
う
な
見
方
が
成
立
し
た
も
の
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と
思
わ
れ
る
。
肉
の
味
は
鳥
肉
に
似
て
お
り
、
ま
た
東
日
本
の
ウ
サ
ギ
は
特
に
冬

期
に
白
色
化
す
る
か
ら
、
白
い
ウ
サ
ギ
を
白
鳥
視
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
。

右
の
よ
う
な
生
態
、
形
態
を
有
す
る
日
本
の
ウ
サ
ギ
は
原
始
以
来
人
々
の
関
心

事
と
な
り
、
ウ
サ
ギ
に
対
す
る
神
観
念
が
生
じ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ウ
サ

ギ
の
神
性
に
関
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
月
・
女
・
子
・
夜
・
作
物
・
水
・
海
・
船

な
ど
が
指
請
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
以
下
の
論
考
で
述
べ
て
い
き
た
い

G

山
の
神
と
ウ
サ
ギ

ウ
サ
ギ
が
山
の
神
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
山
の
神
の
使
令
で
あ
る
と
い
う
伝
承

が
近
畿
地
方
の
山
村
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
滋
賀
県
高
島
郡
の
朽
木
谷
で
は
、
二

丹

、

一

一

月

の

各

九

E
に
出
の
口
講
が
あ
り
、
こ
の
日
は
出
入
り
が
禁

一
O
丹、

止
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
山
に
入
り
、
自
兎
に
会
う
と
死
ぬ
と
い
わ
れ
る
c

二
月

一
(
)
丹
の
講
日
に
詰
切
株
を
数
え
る
日
と

い
わ
れ
る

Q

講
日
に
は
当
番
の
家
で
会
食
が
あ
る
。
各
家
か
ら
は
飯
持
参
で
男
が

一
人
ず
つ
集
ま
っ
て
会
会
す
る
つ
会
食
終
了
後
、
前
も
っ
て
各
家
か
ら
集
め
て
作

っ
て
い
た
梗
粉
の
餅
(
シ
ロ
モ
チ
)
を
当
番
が
山
の
神
の
祭
場
へ
供
え
て
来
る
。

各
家
の
男
は
、
こ
の
シ
ロ
モ
チ
を
わ
が
家
へ
持
ち
帰
り
、
家
族
の
男
子
の
み
で
い

た
だ
く
む

の
講
自
に
は
山
の
神
様
が
種
を
蒔
き
、

右
の
ん
伝
承
で
辻
、
岳
兎
に
会
う
と
死
ぬ
と
い
う
ほ
ど
、
自
兎
が
神
重
視
さ
れ
て

お
り
、
出
の
神
そ
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
c

二
月
に
山
山
の
神

が
種
を
蒔
く
と
い
う
の
は
、
木
の
種
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
一

O
月
に
は
切
株
を

数
え
る
と
す
る
の
は
、
本
の
切
株
の
こ
と
で
あ
り
、
山
中
を
巡
っ
て
山
の
木
を
管

理
し
て
い
る
出
の
神
の
性
格
を
物
語
る
伝
承
と
し
て
興
味
深
い
が
、
ウ
サ
ギ
が
ピ

ヨ
ン
ピ
ョ
ン
と
跳
擢
し
な
が
ら
山
中
を
巡
回
し
て
い
る
姿
そ
の
も
の
が
山
の
神
の

姿
と
重
複
し
て
見
ら
れ
、
山
の
神
を
自
兎
と
す
る
認
識
が
生
ま
れ
た
も
の
と
い
え

よ
う
。
西
日
本
に
は
白
兎
は
棲
息
し
な
い
の
だ
が
、
白
麗
、
白
蛇
の
伝
承
が
あ
る

よ
う
に
、
突
然
変
異
に
よ
っ
て
岳
兎
も
稀
に
棲
息
し
て
い
た
ら
し
く
、
「
吉
」
を

聖
色
視
す
る
理
念
が
あ
っ
た

9

出
の
持
へ
の
神
鎮
物
で
あ
る
シ
ロ
モ
チ
は
、
山
の

神
か
ら
の
授
り
物
で
も
あ
り
、
村
人
は
山
の
神
の
講
日
に
「
白
」
を
再
認
識
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
と
く
に
二
月
、
一
月
と
い
う
山
の
神
の
祭

9
月
辻
、
百
本
の

つ
ま
り
氏
神
の
原

の
中
で
指
摘
し
た
が
、
山
中
に
祭

り
の
時
、
だ
け
に
仮
設
さ
れ
る
山
宮
は
桓
霊
祭
場
と
し
て
、
し
ば
し
ば
墳
墓
の
地
に

設
け
ら
れ
た
り
、
山
の
神
の
祭
場
近
く
に
墳
墓
が
現
実
に
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
か

ら
、
山
の
神
の
祭
場
近
く
に
山
宮
が
仮
設
さ
れ
る
こ
と
も
充
分
存
在
し
た
。
山
の

神
の
祭
場
は
氏
神
の
原
型
で
あ
り
、
桂
霊
祭
地
と
し
て
の
性
格
が
あ
っ
た
c

出
の

神
辻
白
兎
で
あ
る
と
い
う
朽
木
谷
の
伝
承
か
ら
、
吉
兎
を
祖
霊
の
象
教
と
み
な
す

精
神
史
が
古
い
時
代
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
も
、
あ
な
が
ち
否
定
は
出
来
な
い
。

岡
本
の
朽
木
谷
の
報
告
か
ら
因
。
年
後
の
昭
和
五
二
、
三
年
に
滋
賀
県
教
委
が
仔

っ
た
調
査
で
も
、
朽
木
村
の
柏
、
生
杉
、
小
出
の
三
地
区
に
は
、
山
の
神
の
祭
日

に
山
の
神
は
白
い
兎
に
乗
っ
て
山
を
巡
る
と
か
、
山
の
神
は
白
兎
そ
の
も
の
で
あ

り
、
こ
の
祭
日
に
兎
に
会
う
と
死
ぬ
か
ら
山
入
り
を
禁
止
す
る
と
い
う
記
承
が
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
c

氏
神
の
伝
統
的
な
祭
り
月
と
一
致
し
て
お
旬
、
注
目
さ
れ
る
c

型
は
出
宮
に
あ
る
と
柳
田
国
男
は
『
山
宮
考
』
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港
北
花
背
の
里
に
も
朽
木
谷
と
よ
く
似
た
出
の
神
を
自
兎
と
す
る
伝
承
が
あ

る
。
井
上
頼
寿
に
よ
る
と
、
愛
宕
郡
花
背
村
部
所
(
現
京
都
市
左
京
区
在
背
部
所

町
)
で
は
、
二
月
と
一
一
月
の
各
九
日
を
「
山
の
口
」
と
い
い
、
山
の
神
に
オ
ハ

ギ
や
餅
、
鯛
な
ど
を
供
え
、

一
一
丹
に
は
ミ
カ
ン
を
添
え
る
む
山
の
神
は
氏
神
三
輪



神
社
境
内
に
摂
社
と
し
て
記
ら
れ
て
お
り
、
社
殿
誌
な
く
、
杉
と
榔
恨
の
木
が
神
木

と
し
て
記
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
ま
た
氏
神
の
三
輪
神
社
さ
え
社
殻
辻
な

く
、
二
本
の
杉
の
木
が
神
木
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
二
月
の
出
の
神
の
日
に
'
日

兎
が
稲
の
謹
を
蒔
き
、
一
一
丹
の
山
の
神
の
日
に
白
兎
が
揺
の
落
轄
を
拾
う
と
い

。。

わ
れ
て
い
る
の
で
、
白
兎
は
決
し
て
獲
ら
な
い
。

花
背
の
伝
承
で
は
、
白
兎
が
稲
種
を
蒔
く
と
す
る
点
、
朽
木
谷
の
木
の
種
を
蒔

く
と
い
う
こ
と
と
対
照
的
で
あ
り
、
自
兎
す
な
わ
ち
山
の
神
の
二
車
性
が
如
実
に

う
か
が
わ
れ
る
。
出
を
管
理
す
る
林
業
神
的
出
の
神
、

E
を
管
理
す
る
農
業
神
(
缶

の
神
)
的
虫
の
神
の
二
面
性
が
一
不
さ
れ
て
い
る
c

山
の
神
の
使
令
に
つ
い
て
、
堀
田
吉
雄
は
猪
、
麗
、
猿
、
狐
、
籍
、
兎
、
蛇
、

烏
を
事
例
に
あ
げ
て
説
い
て
い
る
c

と
く
に
兎
に
つ
い
て
は
、
朽
木
谷
や
花
背
以

外
に
も
、
滋
賀
県
高
島
郡
牧
野
町
上
関
出
で
は
出
の
神
の
使
の
白
兎
が
一
二
月
九

日
に
種
を
拾
い
、
正
月
九
日
に
種
を
ま
く
こ
と
、
福
井
県
三
方
郡
美
浜
町
新
庄
で

は
出
の
神
の
使
は
兎
で
あ
り
、
一
二
丹
九
巨
の
祭
E
に
山
へ
行
っ
て
兎
に
あ
う
と

跳
ね
飛
ば
さ
れ
る
か
ら
山
入
り
は
禁
止
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
「
王
域

に
近
い
あ
た
り
で
は
、
山
の
神
も
や
さ
し
い
兎
を
神
捜
と
し
て
い
る
こ
と
は
面
白

い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
京
都
、
滋
賀
、
福
井
に
山
の
神
は

兎
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
兎
を
捜
令
と
す
る
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
る

が
、
王
城
に
近
い
た
め
に
こ
の
よ
う
な
信
仰
が
生
ま
れ
た
と
説
く
の
は
や
や
無
理

が
あ
る
む
京
都
市
左
京
区
一
乗
寺
で
は
正
月
九
日
に
山
の
神
が
白
馬
に
乗
り
種
子

を
蒔
く
の
で
山
に
入
ら
な
い
と
い
い
、
彦
根
市
鳥
居
本
で
は
、
蛇
を
山
の
神
の
神

no 

悼
と
す
る
な
ど
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
事
情
に
応
じ
て
信
仰
の
象
徴
体
は
決

定
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
っ
ウ
サ
ギ
が
山
の
神
と
同
一
視
さ
れ
た
の
は
、
多

童
で
繁
殖
力
に
富
む
こ
と
、
そ
れ
は
山
の
神
が
二
一
人
の
子
供
を
持
つ
と
い
う
沼

ど
豊
産
の
神
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
共
通
点
が
一
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

氏
神
の
使
令
を
兎
と
す
る
例
が
あ
る
。
京
都
宥
括
井
郡
出
辺
村
大
字
経
寓
(
現

再
郡
園
部
町
船
関
)
の
上
河
内
に
鎮
座
す
る
丹
読
神
社
の
使
令
は
兎
で
あ
る
。
田

中
勝
雄
の
報
告
に
よ
る
と
、
月
読
神
社
の
祭
神
は
月
読
命
で
あ
り
、
ま
た
同
郡
胡

麻
郷
村
大
字
志
和
賞
(
現
同
郡
日
吉
宵
志
和
賀
)
の
宮
ノ
岡
に
鎮
座
す
る
志
波
加

神
社
(
明
治
以
前
は
月
読
神
社
と
か
月
読
明
神
と
称
す
)
は
同
じ
く
祭
神
を
月
読

命
と
し
、
両
社
の
神
は
大
変
仲
が
よ
く
、
両
社
の
お
硬
い
を
志
波
加
神
社
の
慢
令

の
猿
が
し
た
む
そ
の
結
果
、
船
間
の
月
読
神
社
の
捜
令
は
兎
と
猿
の
二
つ
に
な
っ

た
。
も
し
猿
の
通
り
道
を
塞
い
で
い
た
ら
、
喧
し
く
て
仕
様
が
な
く
、
今
で
も
そ

の
通
り
道
だ
け
は
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
船
関
で
は
兎

と
猿
と
は
決
し
て
飼
わ
ず
、
ま
た
酉
に
す
ら
描
く
こ
と
も
遠
憲
し
、
兎
狩
切
な
ど

も
っ
て
の
外
と
な
っ
て
い
る
。

一時一

志
和
賀
と
船
岡
は
横
尾
峠
で
結
ぼ
れ
て
お
り
、
両
地
区
に
あ
る
月
読
神
社
は
兄

弟
分
の
社
と
伝
え
る
か
ら
、
双
方
の
密
接
な
る
交
流
の
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る

G

志
和
賀
の
志
波
加
神
社
は
式
内
社
で
あ
り
、
近
世
に
は
前
述
の
と
お

与
丹
読
神
社
と
か
丹
読
明
神
と
称
し
て
い
た
。
月
読
神
は
月
持
で
あ
り
、
こ
れ
が

兎
と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
自
明
と
い
え
よ
う
c

と
く
に
船

岡
の
月
読
神
社
は
兎
の
は
か
猿
を
追
加
し
て
捜
令
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
点
、
動

物
信
仰
の
強
さ
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
兎
を
領
令
と
す
る
神
社
に
は
、
祭
神

を
丹
読
神
、
大
己
責
命
(
大
国
主
命
)
、
御
食
津
神
な
ど
と
す
る
例
が
あ
る
。
丹

と
兎
、
稲
羽
の
素
兎
、
作
物
の
豊
鏡
と
兎
の
多
産
性
な
ど
か
ら
兎
の
使
令
伝
承
が

発
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
月
読
神
す
な
わ
ち
月
の
神
は
作
物
を
豊
産
に
導
く
神
で

あ
り
、
大
己
実
命
は
開
拓
的
人
神
、
綿
食
津
神
は
五
穀
豊
譲
を
奇
る
神
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
神
性
辻
山
の
神
と
も
通
じ
る
神
性
で
あ
り
、
こ
こ
に
氏
神
、
山
の
神
い



ず
れ
を
問
わ
ず
、
多
産
神
と
し
て
の
兎
を
使
令
と
す
る
状
況
が
出
現
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
東
北
地
方
に
は
山
の
神
と
兎
の
交
流
を
一
不
す
昔
話
が
あ
る
む
秋
田

。
阜

県
角
館
宵
に
伝
わ
る
「
山
ノ
神
と
兎
の
信
一
嘩
」
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
c

む
か
し
あ
っ
た
ぞ
ん

3

或
時
山
ノ
神
と
兎
が
暗
一
嘩
し
た
。
山
ノ
持
が
怒
っ

て
、
「
そ
ん
な
生
意
気
な
こ
と
を
云
ふ
な
ら
、
山
辻
比
白
掩
の
鎮
分
だ
か
ら
歩

く
な
」
と
云
っ
た
。
す
る
と
兎
は
「
掩
は
出
な
ど
歩
い
て
ゐ
な
い
よ
」
と
い

ふ
山
ノ
神
は
猶
更
怒
っ
て
「
だ
っ
て
貴
様
は
、
山
を
毎
司
飛
び
歩
い
て
ゐ
る

で
は
な
い
か
」
と
云
ふ
と
、
兎
は
済
ま
し
て
、
「
俺
は
由
は
歩
か
な
い
で
、

毛
の
上
を
歩
い
て
ゐ
る
ん
だ
」
と
。

な
る
ほ
ど
兎
の
足
裏
に
は
普
通
の
獣
の
や
う
に
、

マ
メ

(
軟
か
い
肉
の
膨

ら
み
)
が
殆
ん
ど
毛
で
蔽
は
れ
て
ゐ
る
の
で
、
毛
の
上
ば
か
り
歩
い
て
ゐ
る

わ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
流
石
の
出
ノ
神
も
、

ロ
ア
ン
グ
ワ
の
態
で
あ
っ

た
と
c

な
あ
。
(
角
舘
軒
、
鎌
田
重
左
衛
門
氏
)

山
の
支
記
者
で
あ
る
山
の
神
を
頓
智
で
打
ち
負
か
す
理
性
の
持
主
と
し
て
兎
が

描
か
れ
て
い
る
む
兎
の
足
の
裏
の
特
徴
が
こ
の
よ
う
な
昔
話
を
生
ん
だ
が
、
前
述

し
た
よ
う
な
出
の
神
そ
の
も
の
、
な
い
し
山
の
神
の
使
令
と
し
て
の
ウ
サ
ギ
は
、

こ
こ
で
は
山
の
神
と
対
当
の
位
置
に
あ
っ
て
、
山
の
神
を
打
ち
負
か
す
山
の
生
き

物
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
山
の
神
の
下
僕
と
な
る
の
で
は
な
く
、
兎
神
と
し
て

崇
拝
さ
れ
る
性
格
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
昔
話
に
は
そ
こ
ま
で

ウ
サ
ギ
を
昇
華
し
て
語
る
内
容
の
も
の
誌
な
い
。
ウ
サ
ギ
の
理
性
、
狭
清
性
が
よ

く
説
か
れ
る
。

同
乙
角
館
に
は
熊
を
殺
し
て
熊
汁
に
し
て
食
べ
た

設
しミ

兎(9)

と
い
う
昔
話
が

あ
る
。
熊
に
ヤ
ケ
ド
を
負
わ
せ
て
逃
げ
、

追
い
か
け
て
来
た
熊
に
、

「
此
処
の
兎

は
此
処
の
兎
、
向
の
兎
は
向
の
兎
、
俺
は
知
ら
な
い
」
と
、
と
ぼ
け
て
み
せ
、
傷

の
手
当
を
し
て
や
る
と
い
っ
て
松
脂
の
煮
え
立
っ
て
い
る
の
を
か
け
て
七
転
八
倒

の
苦
し
み
を
色
ハ
わ
せ
、

さ
ら
に
逃
げ
て
、

追
い
か
け
て
来
た
熊
に
同
様
の
言
葉
を

吐
き
、

穫
の
薬
に
よ
い
と
い
っ
て
境
い
た
雑
魚
を
熊
に
食
わ
せ
、

味
の
良
い
薬
だ

と
感
心
し
た
能
…
に
、

叫
に
い
る
か
ら
捕
っ
て
み
ろ
と
引
に
入
ら
せ
、
能
…
が
溺
れ
か

か
っ
た
と
こ
ろ
を
叩
き
殺
し
て
、
渡
守
の
家
に
引
き
ず
っ
て
行
き
、
鍋
を
告
、
れ
ノ
て

熊
汁
を
作
り
、
渡
{
寸
の
家
族
の
重
吉
と
二
人
し
て
食
べ
た
。
こ
の
こ
と
が
こ
の
家

の
爺
に
み
つ
か
号
、
捕
え
ら
れ
て
あ
や
う
く
殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
が
、
兎
は
「
汝

爺
の
皐
え
な
ん
ぼ
大
き
い
」
と
重
吉
に
間
い
、
「
こ
れ
け
や
大
き
い
」
と
、
爺
に

命
令
さ
れ
て
兎
を
捕
え
て
い
た
重
吉
の
子
を
拡
げ
さ
せ
た
拍
子
に
、
ど
ん
ど
ん
逃

げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
内
容
さ
「
此
処
の
兎
は
此
込
の
兎
、
舟
の
兎
辻
向
の
兎
、

掩
は
知
ら
な
い
」
と
い
う
内
容
に
兎
の
技
滑
性
と
逃
げ
足
の
早
さ
が
一
不
さ
れ
て
い

る
。
揺
し
て
逃
、
げ
る
内
容
に
は
、
ウ
サ
ギ
が
雪
上
の
是
跡
を
隠
す
た
め
に
一
度
進

ん
だ
道
を
ひ
き
返
し
て
、
横
に
跳
擢
す
る
モ
ド
リ
飛
び
の
習
性
に
通
と
る
も
の
が

あ
る
。
角
館
の
昔
話
に
は
右
の
よ
う
な
機
智
に
富
む
ウ
サ
ギ
像
が
伝
え
ら
れ
て
き
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た
。
ま
さ
に
「
カ
チ
カ
チ
山
」
型
の
ウ
サ
ギ
の
昔
話
と
い
え
よ
う
。

丹
後
の
伊
根
町
に
は
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
「
兎
と
亀
L

型
の
兎
の
昔
話
が
あ

ひ

き

己

べ

っ

と

、

勺

括

判

る
つ
同
町
・
本
坂
に
伝
承
さ
れ
る
「
兎
と
墓
蛙
の
態
争
い
」
に
は
、
兎
の
怠
他
府
性
と

墓
蛙
の
勤
勉
性
が
米
作
り
の
通
程
で
語
ら
れ
、
最
後
は
蕃
蛙
が
鋲
を
得
る
と
い
う

内
容
で
あ
る
。
田
掘
り
、
缶
詰
催
、
ぇ
、
稲
刈
.
り
の
作
業
辻
墓
蛙
が
誌
と
ん
ど
一
人
で

や
り
、
兎
は
つ
け
足
し
程
変
で
す
ま
せ
、
い
よ
い
よ
鋳
を
鳴
く
段
階
に
な
る
と
、

兎
は
積
極
的
に
発
言
し
、
山
上
で
餅
を
掃
き
、
餅
の
入
っ
た
立
臼
を
山
か
ら
転
が

し
て
そ
の
餅
を
拾
っ
た
者
が
全
部
食
べ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
条
件
を
出
し

て
、
自
分
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
す
る
。
足
の
早
い
兎
は
立
臼
と
共
に
谷
ま
で
降



乃
、
一
方
、
足
の
遅
い
萎
蛙
は
の
そ
の
そ
と
山
を
蜂
り
て
来
た

G

そ
の
途
中
こ
う

ね

む

の

き

か
の
木
(
合
歓
木
)
に
餅
が
ひ
っ
か
か
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
、
つ
い
に
餅
は
墓

娃
の
も
の
に
な
れ
/
、
兎
は
空
白
を
見
て
が
っ
か
り
し
た
。
餅
を
食
べ
ら
れ
な
か
っ

た
兎
は
、

せ
め
て
餅
の
ひ
っ
か
か
っ
て
い
た
こ
う
か
の
本
で
も
か
じ
ろ
う
と
、
そ

の
皮
を
か
じ
っ
た
。
そ
れ
で
今
で
も
冬
に
は
兎
は
こ
う
か
の
本
の
皮
を
か
じ
っ
て

い
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
角
詰
の
兎
成
功
謹
に
比
べ
、
伊
根
の
こ
の
昔
話
は

兎
失
敗
謹
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
伊
根
町
出
の
「
狸
と
兎
と
弧
の
ほ
た
欝
の
分
け

合
同
」
と
い
う
昔
話
に
は
、
兎
や
狸
よ
り
一
枚
上
手
の
誕
の
狭
滑
性
が
語
ら
れ

る
。
彼
岸
の
中
自
に
寺
に
寝
け
る
ぼ
た
餅
の
入
っ
た
重
籍
を
、
兎
と
狸
が
出
て
来

た
た
め
に
途
中
の
道
に
娘
が
諮
て
て
逃
げ
て
き
た
。
兎
と
理
は
相
互
に
こ
れ
は
自

分
の
も
の
だ
と
主
張
し
て
喧
嘩
を
始
め
た
。
そ
こ
に
菰
が
出
て
来
て
仲
裁
に
入

り
、
「
狸
、
兎
は
一
ず
う
っ
、
狐
三
つ
」
と
風
呂
敷
に
書
き
付
け
が
記
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
麗
し
、
つ
い
に
狐
が
一
番
得
を
し
た
と
い
う
内
容
。
兎
や
狸
の
失
敗

護
で
あ
る
。

以
上
角
鑓
や
伊
根
の
兎
の
昔
話
に
は
兎
の
理
性
、
狭
猪
性
、
機
智
性
、
あ
る
い

は
怠
靖
性
、
関
抜
け
世
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
人
関
が
兎
に
抱
く

心
清
で
も
あ
っ
た
。
山
の
神
な
い
し
そ
の
浸
令
と
か
、
氏
神
の
痩
令
と
さ
れ
た
り
、

あ
る
い
は
ず
る
が
し
こ
い
生
き
物
、
な
ま
け
も
の
と
み
な
さ
れ
た
り
す
る
。
聖
俗

両
様
の
ウ
サ
ギ
観
が
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

山
の
神
と
産
神

前
項
で
は
山
の
神
は
ウ
サ
ギ
で
あ
る
と
い
う
伝
承
を
中
心
に
み
て
き
た
c

こ
こ

で
は
出
の
神
は
産
神
で
あ
る
と
い
う
伝
承
を
検
討
し
た
い
。
そ
し
て
次
項
で
は
以

上
を
受
け
て
産
神
は
ウ
サ
ギ
で
あ
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
及
し
た
い
。
出
の

神
は
ウ
サ
ギ
i
v
出
の
神
は
産
神
、
だ
か
ら
ウ
サ
ギ
は
産
神
、
と
い
う
三
段
論
法
が

成
り
立
つ
か
否
か
。
こ
れ
を
図
式
化
し
た
の
が
図
ー
で
あ
る
。

A
は
京
都
、
議
賀
、

福
井
の
事
例
で
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
関
西
で
確
認
で
き
る
神
観
念
で

あ
る
が
、

B
は
関
西
に
は
少
な
く
、
滋
賀
県
下
で
は
、
わ
ず
か
に
甲
賀
郡
土
山
町

川
崎

頓
宮
で
、
山
の
神
は
お
産
の
神
様
と
い
う
伝
承
を
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
総

じ
て

B
は
東
北
地
方
に
顕
著
に
展
開
し
て
き
た
。

岩
手
県
遠
野
可
の
誕
生
習
裕
を
報
告
し
た
佐
々
木
喜
善
の
記
事
中
、
産
神
で
あ

る
山
の
神
を
罵
で
迎
え
に
行
く
と
い
う
内
容
に
は
驚
か
さ
れ
る

G

「
山
の
神
迎
へ
」

の
項
に
は

一
般
に
出
の
神
様
が
お
出
で
に
な
ら
な
い
と
お
産
が
出
来
ぬ
と
云
ふ
信
仰
が

あ
る
。
そ
こ
で
妊
婦
が
産
室
に
入
っ
た
ら
、
其
夫
な
り
家
族
の
男
な
り
が
山
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の
神
逆
へ
に
出
る
む
一
厩
舎
か
ら
馬
を
支
出
し
、
荷
鞍
を
置
き
馬
を
前
に
立

て
¥
馬
の
歩
む
方
角
へ
従
い
て
行
く
。
家
(
カ
ド
)
か
ら
産
ぐ
に
お
迎
へ

す
る
事
も
あ
れ
ば
、
一
呈
二
呈
も
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
も
あ
る
。
そ
れ
は
罵

が
急
に
立
止
っ
て
身
顕
す
る
か
磯
き
声
を
出
す
か
で
、
神
様
が
罵
の
背
に
お

乗
h

り
に
な
っ
た
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
c

斯
う
し
て
今
震
は
罵
の
口
を
と
っ

て
家
に
曳
き
婦
り
、
山
の
神
様
が
お
出
に
な
っ
た
由
を
告
げ
る
。
却
ち
お
産

が
あ
る
の
で
あ
る
。

と
あ
り
、
ま
た
「
山
の
神
送
り
」
の
項
で
は

お
産
後
は
、
無
事
に
お
産
を
し
た
お
札
を
し
て
、
小
豆
飯
等
を
炊
き
神
棚
へ

供
へ
、
ま
た
馬
を
曳
き
出
し
元
の
場
所
ま
で
神
送
を
す
る
c

と
あ
る
。
出
産
に
寵
ん
で
家
の
男
性
が
馬
を
連
れ
て
山
の
神
を
迎
え
て
く
る

G

馬

の
異
常
行
動
に
よ
り
山
の
神
の
来
臨
を
判
断
す
る

G

山
の
神
が
産
室
に
来
な
い
と

出
産
は
不
可
能
で
あ
る
と
ま
で
い
わ
れ
、
産
神
と
し
て
の
山
の
神
は
鷺
い
告
仰
を

受
け
て
い
た
。
出
産
が
柊
わ
る
と
山
の
神
に
小
豆
飯
な
ど
を
供
え
て
御
礼
を
し
、

迎
え
て
き
た
同
じ
場
所
に
再
び
馬
を
ひ
い
て
送
り
に
行
く
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
古
社
の
祭
礼
に
み
ら
れ
る
神
霊
の
送
迎
と
同
じ
様
相
を
呈
し
て
い
る
む
出
産

と
い
う
人
生
の
重
大
事
に
山
の
神
が
来
臨
し
て
妊
掃
を
手
助
け
し
た
。

福
島
県
石
域
郡
草
野
村
で
も
馬
に
よ
る
山
の
神
通
え
が
一
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
、
高
木
誠
一
の
報
告
で
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
要
旨
辻
次
の
と
お
り
で
あ
る
c

山
の
神
は
お
産
の
神
で
、
産
の
重
い
時
に
は
罵
を
ひ
い
て
北
の
方
向
に
向
っ
て
山

の
神
を
迎
え
に
行
き
、
罵
が
止
っ
て
歩
か
な
く
な
る
と
、
山
の
神
が
お
乗
り
に
な

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
帰
っ
て
く
る
。
山
の
神
は
産
場
を
廻
っ
て
歩
き
、
生
れ
子
の

職
業
や
縁
組
を
一
々
帳
面
に
つ
け
て
歩
く
む
ま
た
四
倉
浜
志
津
に
あ
る
山
の
神
に

奉
納
さ
れ
て
い
る
モ
ロ
コ
シ
箸
を
妊
婦
が
借
り
て
来
て
喪
を
さ
す
る
と
安
産
、
湯

本
耳
台
出
に
あ
る
子
種
山
の
神
の
オ
ミ
タ
ラ
シ
(
傷
神
本
)
を
お
産
の
時
に
服
す

る
と
、
必
ず
安
産
す
る
と
い
う
。
山
の
神
か
ら
箸
を
告
り
た
り
、
神
水
を
汲
ん
で

く
る
こ
と
も
出
の
神
迎
え
に
準
ず
る
習
俗
で
あ
っ
た
c

世
田

昭
和
一

O
年
に
調
査
さ
れ
て
或
っ
た
『
日
本
産
青
習
浴
資
料
集
或
」
に
は
、
「
安

産
祈
顧
」
や
「
産
神
と
産
飯
」
の
項
に
山
の
神
を
童
神
と
し
て
信
仰
す
る
事
例
が

報
告
さ
れ
て
い
る
c

そ
れ
を
列
記
し
よ
う
。

〈
岩
手
県
〉
六
例

。
小
牛
巴
の
山
の
神
様
は
安
産
の
神
様
と
し
て
信
心
さ
れ
て
い
る

(
南
岩
手
地

方
)

。
安
産
の
析
腰
と
し
て
は
三
つ
の
神
様
を
産
神
と
し
て
拝
む
。
山
の
持
、
妻
の

神
、
子
安
地
譲
様
な
ど
で
あ
る
c

右
コ
一
神
が
そ
ろ
っ
て
立
ち
合
わ
な
い
と
産

気
づ
い
て
も
子
棋
は
産
ま
れ
な
い
と
い
う
(
北
岩
手
地
方
)

。
妊
婦
は
安
産
の
お
守
り
ノ
と
し
て
山
の
神
禄
と
か
子
安
地
裁
尊
か
ら
ヵ
、
不
の
諸

を
借
り
て
来
て
腹
帯
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
出
産
の
時
は
そ
れ
を
鉢
巻

(
北
岩
手
地
方
)

一投一

き
と
も
す
る

。
出
の
神
、
水
天
宮
な
ど
を
信
仰
す
る
も
の
も
あ
る
(
盛
岡
地
方
)

c
山
の
神
の
弱
ま
た
は
山
神
の
供
養
塔
に
時
々
餅
を
供
え
て
析
顕
す
る
者
も
あ

る

(
盛
同
地
方
)

。
ゥ
プ
シ
ナ
(
鎮
守
)
産
神
・
山
の
神
・
子
安
地
譲
尊
な
ど
の
守
り
札
を
産
婦

の
岩
間
に
は
乃
、
ま
た
そ
の
社
地
の
土
砂
を
持
っ
て
来
て
分
娩
所
の
む
し
ろ

の
下
に
散
布
す
る
こ
と
も
あ
る
。

産
神
と
し
て
修
験
者
か
ら
白
神
(
大
山
祇
命
)

の
お
札
を
受
け
て
産
室
に
は

る

(
盛
岡
地
方
)

〈
宮
城
県
〉
一
例



。
塩
竃
神
社
ま
た
辻
小
牛
田
の
山
の
神
神
社
に
参
拝
し
て
安
産
の
祈
願
を
し
、

塩
竃
神
社
で
は
護
符
を
受
け
、
山
の
神
神
社
で
は
護
符
・
洗
来
・
幣
・
麻
を

受
け
る
。
陪
陣
痛
の
起
こ
っ
た
時
幣
を
欽
み
麻
で
両
手
の
指
お
よ
び
髪
を
結
ぶ

(
船
台
市
)

〈
群
馬
県
〉
一
例

。
利
技
郡
新
治
村
の
赤
谷
の
十
二
様
へ
小
旗
を
献
じ
て
安
産
祈
願
を
す
る
(
吾

妻
郡
伊
参
村
)

〈
三
重
県
〉
一
例

。
出
産
日
あ
る
い
は
出
産
後
三
自
巨
に
は
山
の
神
に
錦
撲
未
も
し
く
は
餅
(
臣

子
)
な
ど
を
供
え
る

(
一
志
郡
来
庄
)

岩
手
県
地
方
に
山
の
神
を
産
神
と
し
て
信
抑
す
る
状
況
が
濃
摩
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
惨
験
者
が
関
与
す
る
山
の
神
信
仰
も
み
ら
れ
る
。
宮
城
県
遠

田
郡
小
牛
田
町
に
あ
る
小
牛
田
山
神
社
辻
山
の
神
信
仰
の
メ
ッ
カ
で
あ
り
、
安
童

祈
穎
に
参
何
汗
す
る
人
が
多
い
c

そ
の
告
抑
は
宮
城
の
み
な
ら
ず
、
岩
手
、
山
形
、

福
島
県
下
に
及
ん
で
お
り
、
村
々
に
は
「
小
牛
田
山
ノ
神
」
な
ど
と
刻
し
た
祭
碑

が
建
立
さ
れ
た
。
宮
域
の
小
牛
田
山
神
社
(
山
の
神
)
と
共
に
産
神
と
し
て
一
信
仰

の
篤
い
の
は
、
群
罵
県
利
根
郡
新
治
村
赤
谷
の
十
二
神
社
で
、
こ
れ
も
山
の
神
で

あ
り
、
十
二
様
と
通
称
さ
れ
て
い
る
。
小
牛
田
山
神
社
、
十
二
神
社
は
民
間
の
山

の
神
が
神
社
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
神
職
な
ど
の
活
動
が
あ
り
、
東
北
地
方
に
は

山
の
神
を
産
神
と
し
て
信
仰
す
る
状
況
が
よ
り
一
一
層
深
く
展
開
し
、
各
村
々
で
は

山
の
神
講
が
婦
人
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
ま
た
再
神
社
へ
の
参
詣
が
み
ら
れ
た
。

昭
和
三
七
年
か
ら
三
九
年
に
か
け
て
調
査
さ
れ
て
成
っ
た
「
日
本
民
信
地
国
』

や
(
出
産
・
育
児
)
に
は
、
東
北
地
方
に
安
産
者
願
の
た
め
に
山
の
神
を
記
り
、

ま
た
婦
人
が
山
の
神
講
を
結
成
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
以
下
列
記

し
ょ
、
っ
。

〈
岩
手
県
〉
二
例

0

山
の
神
講
は
婦
人
だ
け
の
講
で
、
旧
正
月
一
二
日
に
総
会
を
開
く
c

宮
城
県

小
牛
田
の
山
の
神
へ
安
産
祈
願
を
す
る
(
一
ノ
関
市
本
寺
)

。
山
の
神
講
は
一
月
一
一
一
日
と
一
一
一
丹
一
一
一
日
の
年
二
田
部
藩
ご
と
に
行
な
わ

れ
る
。
講
中
は
年
若
い
嫁
た
ち
で
三
0
1
西
O
人
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
出
の

神
は
安
産
の
神
と
さ
れ
て
お
り
、
当
日
は
宿
一
冗
か
ら
出
そ
ろ
っ
て
夜
参
拝
す

る
(
大
船
渡
事
赤
埼
可
蛸
ノ
浦
)

〈
宮
城
県
〉
七
例

。
近
く
に
山
の
神
の
迂
こ
ら
が
あ
り
¥
妊
婦
は
安
産
を
願
っ
て
枕
を
告
り
て
く

る
。
無
事
に
生
ま
れ
る
と
借
り
た
数
の
二
倍
の
数
の
枕
を
つ
く
り
、
子
供
を

背
負
っ
て
ほ
こ
ら
に
返
し
に
行
き
、
拝
む
(
伊
具
郡
丸
森
町
大
張
字
問
張
)

o
旧
二
月
一
一
一
日
、
正
月
一
七
日
の
山
の
神
講
・
観
音
講
に
は
嫁
連
中
で
安
産
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の
神
を
祭
る
(
亘
理
郡
山
元
町
入
手
庭
)

。
春
(
田
三
月
二
五
日
)
と
秋
(
旧
一

O
月
二
五
昌
)
の
年
二
回
、
女
の
入
が

集
ま
っ
て
小
牛
田
山
の
神
講
を
行
な
う
。
秋
の
は
出
産
講
で
あ
り
、
う
ぶ
す

な
講
的
な
色
彩
が
濃
く
、
代
参
を
行
な
う
(
名
取
郡
秋
保
村
馬
場
)

。
山
の
神
講
は
嫁
を
中
心
と
し
た
宗
教
的
な
講
で
、
一
月
一
一
一
日
、
三
月
一
二

日
、
九
月
二
一
日
、
一

O
月
一
一
一
日
の
夜
に
講
員
が
輪
番
制
の
宿
に
集
ま
り
、

山
の
神
の
掛
け
軸
を
か
け
て
拝
ん
だ
。
お
産
の
時
の
安
産
を
祈
念
す
る
校
も

あ
る

9

講
で
辻
小
牛
田
町
へ
も
代
参
し
た
(
宮
城
郡
七
ケ
浜
町
湊
浜
)

。
女
の
人
た
ち
が
集
ま
り
山
の
神
講
を
行
な
う
。
山
の
神
は
山
で
の
事
故
を
な

く
す
る
た
め
に
祭
号
、
お
産
に
も
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(
加
美
郡
宮

鯖
可
切
込
)



。
旧
正
月
・
三
月
・
一

O
月
の
各
一
一
一
廿
に
は
夜
ご
も
り
を
し
て
山
の
神
講
を

行
な
う

3

翌
一
一
一
日
に
は
集
ま
っ
て
山
の
神
の
お
掛
け
図
を
拝
み
会
食
す

る
。
年
に
一
度
は
小
牛
田
の
山
の
神
に
全
員
で
参
る
(
登
米
郡
迫
町
古
宿
)

o
二
月
一
七

E
と
一
二
月
一
七
日
に
、
既
婚
婦
人
が
山
の
神
講
(
観
音
講
)
を

(
桃
生
郡
雄
勝
町
大
浜
)

行
な
っ
て
、
安
産
を
祈
り
、
会
食
す
る

〈
由
形
沼
市
〉

手l

。
懐
証
す
る
と
脇
本
長
兵
衛
氏
宅
に
あ
る
小
牛
田
の
山
の
神
に
参
り
、
安
産
枕

と
お
産
の
と
き
髪
を
束
ね
る
麻
糸
神
符
な
ど
を
受
け
て
く
る
。
安
産
す
る
と

小
杖
を
も
う
一
つ
作
り
、
二
つ
に
し
て
納
め
た

(
尾
花
沢
市
銀
山
)

〈
福
島
県
〉
一
例

。
小
牛
田
講
が
あ
り
、
二
一
月
一
一
一

E
、一

O
月
一
一
一
日
に
小
牛
田
の
神
を
祭
り
、

安
産
と
か
子
供
が
じ
よ
う
ぶ
に
育
つ
こ
と
を
祈
願
す
る
c

主
婦
が
輪
番
制
の

宿
で
す
る
。
部
落
の
コ
一
差
蕗
に
小
牛
田
出
神
の
石
碑
が
立
っ
て
い
る

郡
飯
館
村
飯
樋
)

(
桔
馬

〈
群
馬
県
〉
四
例

。
安
産
の
神
に
新
治
村
赤
谷
の
十
二
様
が
あ
る
。
妊
婦
の
枕
一
瓦
に
短
い
ろ
う
そ

く
を
と
も
し
、
十
二
様
の
方
向
に
向
い
て
、
と
ぼ
り
切
る
ま
で
生
ま
せ
て
下

さ
い
と
願
を
か
け
る
。
無
事
に
安
産
し
た
ら
、
十
二
様
に
ガ
ン
シ
ョ
ハ
夕
、
ン

(
穎
し
ょ
果
し
)
に
行
く
(
和
誤
郡
水
上
軒
小
E
向
)

。
赤
谷
の
十
一
一
様
を
安
産
の
神
と
し
て
告
保
す
る
(
利
根
郡
新
治
村
入
奈
川
)

o
産
の
神
辻
赤
谷
の
十
二
神
社
(
出
の
神
)
で
、
お
産
が
す
む
と
礼
参
り
を
す

(
北
群
馬
郡
子
持
村
上
白
井
)

。
産
神
に
は
十
一
一
様
が
あ
り
、
お
産
の
と
き
、
御
幣
束
を
産
婦
の
枕
も
と
に
お

き
、
お
灯
明
を
あ
げ
る
(
山
田
郡
大
間
々
町
大
字
小
平
字
茂
木
・
狸
原
)

る

山
の
神
講
は
講
日
が
一
一
一
日
と
な
っ
て
い
る
測
が
多
く
、
そ
れ
は
山
の
神
が
一

二
人
の
子
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
ち
な
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
観
音
講
と
習
合
す
る

状
況
の
出
て
い
る
所
も
あ
り
、
そ
の
場
合
講

E
は
一
七
司
と
な
っ
て
い
る
。
小
牛

田
講
、
小
牛
田
山
の
神
講
と
称
す
る
程
、
小
牛
田
山
神
社
の
影
響
が
強
く
出
て
い

る
c

群
馬
で
は
赤
谷
の
十
二
神
社
へ
の
信
抑
が
篤
い
。
こ
の
よ
う
な
山
の
神
が
神

道
の
影
響
を
受
け
て
神
社
化
し
た
理
由
は
、
民
間
の
村
々
に
出
の
神
信
的
が
広
く

存
在
し
て
い
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
c

以
上
、
山
の
神
を
産
神
と
し
て
信
仰
す
る
状
況
を
み
て
き
た
。
で
は
山
の
神
が

何
故
産
神
と
な
っ
た
の
か
。
一
般
に
山
の
神
は
山
の
幸
を
生
み
出
し
、
作
物
を
豊

産
に
導
く
生
産
神
で
あ
り
、
と
き
に
は
性
神
と
な
り
、
さ
ら
に
田
の
神
に
変
身
し

て
農
神
と
な
り
、
祖
霊
で
も
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
か
ら
、
家
の
新
生
児
の
誕
生
に

際
し
て
産
屋
に
来
臨
し
、
出
産
を
手
助
け
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
産
神
と
な
っ
て
古

く
か
ら
信
仰
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う

G

安
産
、
子
育
て
の
守
護
神
と
し
て
出
の

神
は
機
能
し
た
。
山
山
に
生
命
の
誕
生
を
弓
る
梓
が
住
む
と
い
う
東
北
地
方
に
顕
著

な
神
観
念
は
、
山
に
生
計
の
基
盤
を
量
く
震
合
が
強
い
土
地
柄
を
反
映
し
た
も
の

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
山
の
神
は
原
始
古
代
社
会
に
お
い
て
、
村
落
生
活
を
守
護
す

る
神
と
し
て
創
記
さ
れ
、
地
域
の
条
件
に
応
こ
て
狩
猟
神
、
林
業
神
、
農
業
神
、
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さ
て
は
漁
業
神
と
な
っ
て
村
人
の
心
を
支
え
、
豊
産
の
世
を
も
た
ら
す
神
と
し
て

祭
記
さ
れ
、
神
霊
の
当
体
は
自
然
神
な
い
し
桓
霊
と
み
な
さ
れ
た
。
山
に
す
む
と

い
う
こ
と
か
ら
そ
の
神
性
は
荒
ぶ
る
一
面
を
持
ち
、
そ
の
こ
と
は
強
力
な
る
霊
力

を
保
有
す
る
神
と
認
識
さ
れ
、
出
産
の
重
大
事
に
は
こ
の
よ
う
な
霊
力
を
持
っ
た

神
が
最
も
望
ま
し
い
神
で
あ
り
、
必
然
的
に
産
神
の
地
位
を
確
立
し
た
。
多
く
の

民
岱
神
の
中
で
、
積
所
神
、
生
一
守
神
と
共
に
山
の
神
が
日
本
の
産
神
の
三
大
神
と
な

っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
西
日
本
に
は
仏
教
や
神
道
の
勢
力



が
と
く
に
強
く
、
そ
の
影
響
で
、
観
音
や
地
裁
、
持
定
神
社
に
安
産
祈
頼
、
子
青

て
折
麗
を
す
る
よ
う
に
な
旬
、
山
の
神
を
産
神
と
し
て
崇
拝
す
る
こ
と
は
稀
少
に

な
っ
た
が
、
仏
教
や
神
道
色
の
少
な
い
東
北
地
方
に
は
山
の
神
を
産
神
と
す
る
よ

う
な
畏
搭
の
古
暑
が
長
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

産
神
と
ウ
サ
ギ

山
の
神
辻
ウ
サ
ギ
と
し
て
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
、
ま
た
出
の
神
辻
産
神
と
し
て

廷
掃
を
助
け
る
こ
と
を
検
討
し
て
き
た
。
山
の
神
は
ウ
サ
ギ
、
山
の
神
は
産
神
、

こ
の
二
つ
の
命
題
か
ら
、
ウ
サ
ギ
は
産
神
と
し
て
の
神
性
を
有
す
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
仮
説
が
生
ま
れ
る
。
図
1
で
示
し
た
よ
う
に
、

C
の
段
階
の
検
討
を
進

め
た
い
。

空
の
丹
に
娃
娠
や
安
産
を
祈
願
す
る
民
裕
が
あ
る
。
八
月
十
五
夜
行
事
や
十
九

夜
講
、
二
十
三
夜
講
の
講
行
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
中
菌
の
吉
典
で
は
月
の
宮
殿
中

に
丹
天
子
と
い
う
天
女
が
生
む
と
い
い
、
月
は
女
神
の
治
め
る
冒
と
な
っ
て
い

る
c

わ
が
冨
の
古
典
神
話
で
は
題
知
の
と
お
旬
、
イ
ザ
ナ
ギ
の
尊
の
子
で
あ
る
男

持
の
月
読
神
が
夜
の
食
す
冨
の
統
治
者
と
し
て
撞
か
れ
て
い
る
か
ら
、
月
読
神
が

月
の
神
と
し
て
み
な
さ
れ
た
c

同
月
読
神
の
姉
で
あ
る
天
照
大
神
が
高
天
原
を
統
治

す
る
日
の
神
で
あ
る
の
と
対
を
な
す
。
ま
た
仏
教
で
は
そ
の
縁
日
か
ら
十
九
夜
と

如
意
輪
観
音
、
二
十
三
夜
と
勢
至
菩
薩
が
結
び
つ
い
て
記
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
民
裕
行
事
の
月
待
、
日
待
行
事
は
本
源
的
に
男
女
を
問
わ
ず
、
こ
の
日
精
進

潔
斎
し
て
神
々
の
一
不
現
を
待
ち
、
月
や
日
の
来
迎
を
神
々
の
示
現
と
見
て
崇
拝
す

る
京
始
信
栴
で
あ
っ
た
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
十
九
夜
や
二
十
三
夜
の
月
待
行
事

は
産
育
信
侮
と
結
び
つ
い
て
女
笠
の
講
行
事
が
中
心
と
な
っ
て
い
き
、
一
方
血
伊
勢

講
な
ど
の
日
待
行
事
は
男
性
中
心
の
講
行
事
と
な
っ
た
。

八
月
十
五
夜
の
名
月
に
ス
ス
キ
、
ハ
ギ
と
共
に
因
子
、
里
芋
を
侯
え
る
風
習
は

全
国
的
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
芋
名
月
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
里
芋
の
収
穫
儀

礼
の
伝
統
を
伝
え
て
い
る
。
関
西
地
方
に
も
広
く
見
ら
れ
、
こ
の
夜
子
佐
川
達
が
竹

を
持
っ
て
里
芋
や
団
子
を
刺
し
に
行
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
大
薮
府
高
石
市

と
の
き

富
木
で
辻
、
こ
の
夜
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
女
性
が
里
芋
を
盗
む
と
廷
娠
す
る
と
い

吊りう
か
ら
、
満
月
に
妊
娠
を
も
た
ら
す
呪
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

二
十
三
夜
の
丹
を
拝
し
て
安
産
を
祈
顕
す
る
風
習
に
つ
い
て
、
『
日
本
長
谷
地

留」

V
に
は
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。

。
九
月
二
三
日
の
晩
、
既
婚
婦
人
を
中
心
に
結
成
さ
れ
て
い
る
二
十
三
夜
講
の

講
中
は
村
の
北
一
キ
ロ
に
あ
る
二
十
三
長
根
と
称
す
る
出
地
に
登
る
。
妊
婦

は
一
把
ワ
ラ
を
携
え
て
行
く

Q

く
ら
や
み
の
空
に
登
る
神
誌
な
二
十
三
夜
を

拝
ん
で
安
産
を
折
る
(
秋
田
市
大
平
字
黒
沢
)

。
三
夜
隷
を
拝
む
と
頼
い
ご
と
が
叶
え
ら
れ
、
産
が
軽
く
な
る
と
い
い
、
主
婦

が
二
十
三
夜
講
に
参
加
す
る
。
小
豆
銀
や
豆
腐
を
月
の
出
る
方
角
に
向
け
て

供
え
、
丹
の
出
る
頃
迄
語
り
あ
い
、
月
が
出
た
ら
ワ
ラ
ダ
を
回
し
て
願
い
ご
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と
を
す
る
(
福
島
県
相
罵
郡
飯
館
村
飯
樋
)

ま
た
十
九
夜
講
に
つ
い
て
、
同
書
に
は

o
お
産
を
軽
く
す
る
神
様
と
し
て
、
婦
人
た
ち
が
十
九
夜
様
を
信
仰
し
た
。
十

九
夜
の
団
子
を
作
っ
て
こ
れ
を
食
べ
な
が
ら
、
十
九
夜
の
月
が
あ
が
る
の
を

待
ち
、
お
丹
様
を
拝
ん
で
よ
も
や
ま
の
談
笑
を
し
た
(
埼
玉
県
北
埼
玉
郡
北

開
辺
村
大
字
飯
讃
)

と
あ
る
。
十
九
夜
や
二
十
三
夜
の
丹
が
安
産
の
守
護
神
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い

た
。
秋
田
の
黒
沢
の
「
二
十
三
長
根
」
と
訴
す
る
山
地
は
、
丹
を
拝
す
る
出
で
あ



る
が
、
若
狭
の
ニ
ソ
の
杜
の
よ
う
な
祖
霊
の
こ
も
る
霊
地
と
し
て
古
く
か
ら
仰
が

れ
て
い
た
の
に
ち
が
い
な
い
c

二
十
三
日
は
神
祭
り
の
重
要
な
日
で
あ
り
、
二
十

三
と
い
う
祭
日
が
ニ
ソ
と
い
う
名
称
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
二
十
三

E
の
晩
に

誼
霊
の
こ
も
る
山
に
登
乃
、
二
十
三
夜
の
月
を
拝
ん
で
安
産
を
額
う
行
事
は
担
霊

信
仰
と
月
神
信
仰
が
雪
合
し
た
禄
相
を
呈
し
て
い
る
c

二
十
三
夜
の
月
に
弥
詑
三

尊
が
影
向
す
る
と
い
う
所
も
あ
り
、
月
が
ホ
ト
ケ
の
生
む
聖
体
と
さ
れ
、
担
霊
信

仰
の
対
象
と
な
っ
た
り
す
る
。
空
に
浮
か
ぶ
月
を
ホ
ト
ケ
と
み
な
す
民
俗
思
想
が

根
底
に
あ
り
、
二
十
三
夜
は
下
弦
の
月
で
、
ま
さ
に
舟
の
型
を
し
、
カ
ミ
や
ホ
ト

ケ
の
乗
り
物
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
を
し
て
い
る

5

月
の
異
称
は
多
く
あ
る
が
、
こ
れ

を
金
盆
と
称
す
る
こ
と
が
あ
れ
ノ
、
「
お
盆
の
よ
う
な
月
」
と
い
う
の
は
満
月
の
こ

と
で
あ
る
。
空
に
お
盆
(
器
名
)
の
よ
う
な
丸
い
月
が
浮
ぶ
c

地
上
に
も
盆
、
す

な
わ
ち
和
名
ホ
ト
キ
と
い
う
素
境
き
の
土
器
を
据
え
、
こ
れ
に
撲
を
藍
っ
て
、
正

月
と
七
丹
の
十
五
夜
の
月
に
供
え
て
先
祖
祭
h

り
を
し
た
c

柳
田
昌
男
は
こ
の
ホ
ト

キ
と
い
う
器
名
に
因
ん
で
ホ
ト
ケ
と
い
う
先
祖
名
が
生
ま
れ
た
と
『
先
祖
の
話
」

で
主
張
す
る
が
、
空
の
金
盆
も
ホ
ト
ケ
な
い
し
そ
の
す
み
か
と
み
な
さ
れ
て
い

た。
月
に
月
天
子
、
月
読
神
、
如
意
輪
観
音
、
勢
至
菩
薩
、
弥
陀
三
尊
、
さ
ら
に
カ

ミ
、
ホ
ト
ケ
が
住
む
と
い
う
信
的
が
あ
り
、
妊
娠
、
安
産
、
子
育
て
の
析
顕
を
す

る
た
め
に
月
に
祈
る
姿
が
吉
く
か
ら
あ
っ
た
が
、
月
を
拝
す
る
状
況
が
変
容
す
る

と
、
掛
図
に
こ
れ
ら
を
描
き
、
掛
図
を
拝
す
る
と
い
う
民
俗
に
変
容
し
て
し
ま
う
c

あ
る
い
は
掛
図
を
掛
け
て
拝
み
な
が
ら
、
月
を
も
拝
む
と
い
う
過
途
状
況
も
あ

る
。
で
は
何
故
月
が
産
神
信
仰
と
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
丹
の
神
が
本

(
変
若
水
な
ど
)
を
支
配
し
、
ま
た
農
作
物
を
豊
か
に
す
る
神
で
あ
れ
ソ
、
夜
、
女

性
と
菌
縁
の
深
い
聖
体
で
ふ
め
る
か
ら
で
あ
る
。
豊
鏡
神
と
し
て
の
月
の
神
が
安
産

神
と
な
っ
た
。

二
十
三
夜
や
十
九
夜
の
月
待
行
事
は
安
産
相
願
を
中
心
と
し
た
主
婦
の
行
事
と

な
っ
て
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
の
月
崇
拝
の
中
で
、
ウ
サ
ギ
が
ど
の
よ
う
な
位
置

を
も
つ
だ
ろ
う
か
。
一
富
田
六
年
編
の
「
壇
嚢
紗
』
に
は
月
の
異
名
と
し
て
、

莞
輪
、
蒐
影
、
兎
魂
、
兎
月
、
恒
披
、
銀
銭
、
玉
鈎
、
銀
光
、
玉
鏡
、
金
塊
、

金
波
、
桂
輪
、
桂
影
、
拙
蛾
、
詮
橋
、
患
弓
、
蛾
君
、
設
鏡

と
あ
り
、
一
四
五
四
年
編
の
「
撮
壌
集
』
に
は
、

」
f

一
ン
シ
ヨ
一
ン
ャ
ウ
ガ

玉
兎
、
金
波
、
永
鏡
、
氷
輪
、
金
精
、
金
盆
、
塘
除
、
鶏
域
、
陰
魂
、
桂
輪
、

ゴ

ウ

ガ

垣
域
、
素
織

と
記
す
c

和
漢
の
典
籍
に
は
右
の
よ
う
な
月
の
異
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
程

も
異
称
さ
れ
て
月
は
神
重
視
さ
れ
、
多
く
の
月
説
話
を
生
ん
だ
っ
菟
輪
、
菟
影
、

兎
魂
、
兎
月
、
さ
ら
に
玉
兎
は
い
ず
れ
も
月
と
兎
の
呂
縁
謹
に
拠
る
が
、
仏
教
説
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話
で
は
帝
釈
天
が
ウ
サ
ギ
の
霊
骨
を
月
に
運
ん
で
、
ウ
サ
ギ
辻
月
に
す
む
よ
う
に

な
っ
た
と
い
い
、
道
教
の
神
仙
謹
で
辻
月
に
す
む
ウ
サ
ギ
が
仙
薬
を
鳴
く
と
い

う
。
月
に
ウ
サ
ギ
が
す
む
と
い
う
月
兎
信
仰
は
、
仏
教
伝
来
と
共
に
日
本
に
定
着

し
、
法
隆
寺
の
玉
虫
一
尉
子
や
中
宮
寺
の
天
寿
図
蔓
茶
羅
構
帳
の
図
柄
と
も
な
っ
た

が
、
民
間
に
い
っ
頃
か
ら
存
在
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
民
間
伝
承
で
は
、
兎

は
月
を
見
て
妊
む
と
か
、
月
の
精
と
み
な
さ
れ
た
り
、
ま
た
『
分
類
山
村
語
葉
』

の
「
ヅ
ユ
ハ
ミ
」
の
項
に

三
河
北
部
の
山
村
で
存
兎
の
称
呼
。
振
草
村
な
ど
で
は
、
田
植
の
あ
と
の
頃
、

之
を
と
っ
て
盟
の
下
に
穏
し
て
お
い
て
も
、
月
光
が
さ
す
と
逃
げ
て
了
ふ
な

ど
冶
い
ひ
、
何
か
月
と
兎
と
の
国
縁
を
想
録
し
て
ゐ
る
ち
し
い
c

と
記
す
と
お
り
、
月
と
兎
と
の
関
係
は
深
い
も
の
が
あ
る
c

月
に
兎
が
す
み
、
そ

の
月
を
拝
ん
で
安
産
摂
願
を
は
か
る
と
こ
ろ
に
、
実
は
産
神
と
し
て
の
ウ
サ
ギ
信



仰
の
存
在
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
月
信
仰
仰
を
介
し
て
産
神
と
ウ
サ
ギ
の
結
び

つ
き
が
か
つ
て
深
く
存
在
し
て
い
た
で
毒
ろ
う
こ
と
が
推
考
さ
れ
る
。

子
育
て
の
際
に
歌
わ
れ
る
子
守
歌
の
中
に
は
、
月
と
ウ
サ
ギ
が
結
び
つ
け
て
歌

わ
れ
る
。
子
守
歌
は
あ
る
種
の
言
霊
信
仰
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ノ
、
「
丹
」
や

「
ウ
サ
ギ
」
と
い
う
言
葉
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
の
成
育
が
お
し
は
か
ら

れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
面
が
あ
る
。
耳
は
産
神
で
あ
り
、
ウ
サ
ギ
は
多
産
で
繁

殖
力
が
旺
盛
で
あ
る
。
夜
行
性
の
ウ
サ
ギ
と
夜
の
世
界
を
照
ら
す
月
は
、
女
性
と

深
い
結
び
つ
き
を
し
、
安
産
、
子
育
て
の
神
性
を
有
す
る
聖
捧
と
み
な
さ
れ
た
の

は
自
明
で
あ
ろ
う
。
子
守
歌
の
内
、
月
と
ウ
サ
ギ
の
棺
関
性
な
い
し
ウ
サ
ギ
を
歌

認
に
し
た
も
の
は
、
出
R
月
中
の
兎
歌
、
部
月
か
ら
の
費
者
兎
歌
、
制
地
上
の
兎
歌

の
三
種
類
が
あ
る
。

出
月
中
の
兎
歌

。
月
は
の
迂
れ
ば
兎
は
餅
を
つ
く

坊
や
の
う
た
に
つ
れ
な
げ
た
小
石
は

菜
の
花
ば
た

蝶
々
と
な
れ
ノ
て
ぱ
っ
と
飛
び
立
つ
畠
の
中

坊
や
可
愛
い
や

坊
や
可
愛
い
や
雪
ふ
る
あ
し
た

つ
ば
な
つ
く
っ
く
よ
出
の
鐘
な
ら
よ

つで
つ、
け、蝶
っ、々
け、と
下び
駄た
のつ
ああ
とと

を
つ
て3

J

も、っ

つ
な
っ
た
ら
培
り
ま
せ
う

つ
ら
い
も
の
で
す
な
く
子
の
守
辻

毅
の
鼠
を
窓
か
ら
み
れ
ば

栽
に
や
叱
ら
れ
子
に
や
泣
か
れ

帆
か
け
船
か
よ
ゆ
ら
ゆ
ら
と
(
和
歌
出
甫
)

回
目
頭
に
丹
の
中
で
餅
を
つ
く
兎
が
歌
わ
れ
る
。
餅
を
つ
く
の
「
つ
く
」
と
い
う

歌
詞
が
傍
点
を
付
し
た
箇
所
に
「
つ
け
つ
け
」
、
「
つ
く
っ
く
」
と
い
う
よ
う
に
同

音
反
復
さ
れ
て
歌
わ
れ
て
お
り
、
快
い
響
き
を
も
っ
。
野
本
寛
一
に
よ
る
と
、
同

僻

音
反
復
の
歌
詞
は
催
眠
効
果
を
あ
げ
る
催
眠
呪
言
で
あ
る
と
い
う
。
月
で
鮮
を
つ

く
兎
は
産
育
神
で
あ
る
が
、
兎
は
ま
た
「
兎
と
亀
」
の
昔
話
に
あ
る
よ
う
に
長
い

昼
寝
を
す
る
動
物
で
あ
り
、
兎
の
よ
う
に
眠
h

り
に
つ
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
子

守
乃
の
額
い
が
子
守
歌
の
中
に
兎
を
霊
場
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
だ

ろ
う
。
歌
の
後
半
は
子
守
奉
公
の
つ
ら
さ
を
歌
う
哀
愁
歌
と
な
っ
て
い
る
。

∞
月
か
ら
の
使
者
兎
歌

と
ん
と
ん
と
ろ
り
こ
っ
く
杵
は

様
の
お
使
ひ
か
か
ち
か
ち
山
の
兎
さ
ん
狸
も
お
悪
裁
を
や
め
に
し
て

寝
る
子
に
お
守
の
腹
つ
づ
み
(
愛
知
県
西
加
茂
郡
挙
母
)

月
姫
様
の
お
捜
い
の
兎
が
餅
を
つ
き
、
狸
が
腹
つ
づ
み
を
打
つ
と
い
う
の
ど
か

。
と
ん
と
ん
と
ろ
り
こ
と
ん
と
ろ
り

月
姫

な
眠
ら
せ
歌
で
あ
る
。
「
と
ん
と
ん
と
ろ
り
こ
と
ん
と
ろ
乃
」
と
い
う
反
復
関
音

の
歌
辻
子
侯
の
鎮
魂
と
催
眠
の
呪
言
で
あ
る
こ
と
は
、
野
本
の
指
捕
の
と
お
り
で

あ
る
。
天
上
の
月
の
世
界
か
ら
降
り
て
来
た
兎
は
月
の
神
の
使
令
で
あ
る
と
い
う

理
念
が
う
か
が
え
、
こ
こ
に

ωの
月
中
で
鮮
を
つ
く
兎
と
同
様
に
、
月
の
神
と
兎

を
一
体
的
に
と
ら
え
て
、
兎
を
子
育
て
の
守
護
神
と
み
な
す
考
え
が
展
開
し
て
い

っ
た
。
姿
、
形
の
美
し
い
兎
を
患
い
う
か
べ
て
快
い
気
分
に
な
り
、
や
が
て
眠
り

に
入
る
。
こ
の
子
供
の
精
神
状
況
を
民
裕
学
的
に
み
る
と
、
兎
が
子
佐
川
の
霊
魂
を

鎮
め
る
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ぐ
ず
つ
い
て
泣
く
子
は
霊
魂
が
遊

離
し
て
い
る
と
み
な
し
、
こ
れ
を
一
冗
の
捧
に
入
れ
る
た
め
の
霊
込
め
が
、
子
を
ゆ
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す
っ
た
り
あ
や
し
た
り
す
る
子
守
り
の
行
為
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
時
歌
わ
れ

る
兎
の
歌
は
、

よ
り
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
山
野
の
動
物
の
中
で
子

供
に
一
番
似
つ
か
わ
し
い
動
物
は
ウ
サ
ギ
で
あ
っ
た
。
ウ
サ
ギ
は
子
供
の
鎮
魂
と

心
の
発
展
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
、
こ
こ
に
子
育
て
の
神
、
子
供
の
守
り
持
と
し

て
の
地
泣
を
確
立
し
た
c

全
毘
各
地
に
あ
る
地
方
色
豊
か
な
都
土
玩
目
一
ハ
の
中
で
、

兎
の
玩
具
が
実
に
多
数
あ
る
こ
と
辻
、
右
の
こ
と
と
無
縁
で
は
な
さ
そ
う
で
あ

る
c



制
地
上
の
兎
歌

。
ね
ん
ね
ん
こ
ろ
こ
ろ
此
の
山
の

兎
の
耳
は
な
ぜ
長
い

ゐ
る
時
に

ば
し
ゃ
の
葉
や
栴
の
葉
を
食
べ
て

お
母
さ
ん
お
腹
に

そ
れ
で
お
耳
が
長
う
ご
ざ

る

(
愛
知
県
額
田
郡
常
磐
)

拐
で
お
耳
が
長
う
ご
ざ
る

母
さ
ん
の
ほ
ん
迂

。
こ
ん
こ
ん
小
出
の
小
兎
は

木
の
実
か
や
の
み
食
べ
ま
し
た

そ
れ
で
お
耳
が
長
う
ご

ん
に
ゐ
た
時
に

さ
る

(
愛
知
県
丹
羽
郡
池
野
)

右
二
つ
の
歌
は
兎
の
耳
の
長
い
理
由
に
つ
い
て
の
問
答
歌
で
あ
る
。
長
耳
に
つ

い
て
の
前
半
の
問
い
に
対
し
て
、
後
半
は
母
の
お
腹
に
い
る
時
に
食
べ
た
ば
し
ゃ

(
亘
蕉
)
や
梅
の
葉
、
あ
る
い
は
木
の
実
、
権
の
実
の
た
め
だ
と
答
え
る
。
子
兎

自
身
が
答
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
つ
勿
論
子
守
り
を
す
る
者
が
一
人
で
歌
う
眠

ら
せ
歌
で
あ
る
が
、
歌
を
う
た
っ
て
兎
を
呼
ぴ
、
兎
と
対
話
す
る
よ
う
な
形
式
で

あ
り
、
兎
を
子
洪
の
そ
ば
に
近
づ
け
て
子
棋
の
霊
魂
を
安
寧
に
す
る
理
念
が
看
取

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
答
形
式
に
よ
る
子
守
歌
は
各
地
に
広
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
c

兎

の
耳
は
な
ぜ
長
い
の
か
を
問
答
形
式
で
歌
う
内
容
で
共
通
し
て
い
る
c

茨
城
県
稲

敷
郡
地
方
で
は
、
「
こ
ろ
こ
ろ
山
の
兎
ど
の
」
は
「
お
ツ
母
さ
ん
の
御
腹
に
あ
っ

領

た
時
、
椎
の
実
権
の
実
た
べ
た
」
か
ら
、
東
京
で
は
、
「
ね
ん
ね
ん
小
山
の
兎
」

訴

は
「
お
母
さ
ん
の
お
張
に
屠
た
時
に
、
枇
杷
の
実
笹
の
実
喰
べ
」
た
か
ら
、
兵
庫

沼
市
豊
問
地
方
で
は
、
「
ね
ん
ね
ん
山
の
兎
」
は
「
生
れ
た
時
に
父
親
が
耳
を
く
は

同

訓

戸

山

へ
て
ふ
ツ
た
」
か
ら
、
愛
知
県
中
島
郡
地
方
で
は
、
「
ね
ん
ね
ん
や
う
ま
の
存
兎
」

お

は
「
小
さ
い
時
に
母
ち
ゃ
ん
が
お
耳
を
く
は
へ
て
引
っ
ば
っ
た
」
か
ら
、
高
知
県

下
で
は
、
「
か
ち
か
ち
山
の
お
兎
」
は
づ
小
い
時
に
母
さ
ん
が
、
お
耳
を
く
は
へ

て
、
引
っ
ぱ
っ
た
」
、
あ
る
い
は
「
小
い
時
に
母
さ
ん
が
、
枇
杷
の
葉
を
た
ん
と

お

食
べ
」
た
か
ら
、
そ
れ
で
耳
が
長
い
の
だ
と
歌
う
。
椎
、
権
、
枇
把
、
笹
の
葉
か

ら
兎
の
耳
を
連
想
し
、
ま
た
父
な
い
し
母
兎
が
耳
を
く
わ
え
て
引
っ
張
っ
た
の
で

長
耳
に
な
っ
た
と
す
る
む
長
耳
は
兎
の
象
徴
で
あ
り
、
長
耳
へ
の
関
心
か
ら
子
守

歌
に
も
歌
い
込
ま
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
兎
の
長
耳
が
兎
を
神
略
化
す
る
こ
と
に

な
っ
た
ち
『
中
援
漫
録
』
に
は
桜
島
で
は
島
の
権
現
と
し
て
仰
が
れ
る
大
兎
が
住

み
、
こ
の
た
め
に
兎
を
食
べ
ず
、
「
ウ
サ
ギ
」
と
い
う
言
葉
を
龍
用
し
て
誌
な
ら

ず
、
も
し
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
は
「
お
耳
長
様
」
と
い
う
言
葉
を
捷
用

し
た
と
記
す
。
右
の
大
兎
は
山
の
支
配
者
、
す
な
わ
ち
山
の
神
と
み
な
さ
れ
て
い

釘た
。
地
上
の
兎
歌
に
う
た
わ
れ
る
長
耳
の
兎
は
、
そ
の
異
形
性
か
ら
山
の
神
と
呂

さ
れ
る
構
神
史
が
背
景
に
あ
っ
た
し
、
ま
た
子
供
に
愛
さ
れ
、
子
を
愛
す
る
産
育

神
と
も
な
っ
た
。

高
木
啓
夫
は
兎
の
耳
と
赤
不
浄
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
伝
承
を
報
告
し
て
い

る
。
高
知
県
轄
多
郡
大
月
町
居
肪
形
で
は
、
出
産
の
穣
れ
を
赤
不
浄
と
い
っ
て
七
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日
間
は
漁
に
出
な
い
c

も
し
一
雇
わ
れ
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
、
稿
、
王
は
そ
の
関
の
賃

金
も
支
払
い
、
ま
た
出
産
の
あ
っ
た
家
で
は
、
家
族
は
浜
に
も
地
家
に
も
出
入
り

を
し
な
い
。
も
し
こ
れ
を
犯
す
と
縞
が
譲
れ
て
魚
が
逃
げ
る

G

こ
う
し
て
換
の
な

い
の
を
「
産
火
を
喰
っ
て
シ
ワ
ワ
七
が
悪
い
」
と
い
い
、
野
兎
の
耳
を
吸
物
の
中

間
出

に
入
れ
て
舟
霊
様
に
供
え
、
ま
つ
る
と
サ
ン
ピ
が
な
お
る
と
い
う
。
産
穣
を
負
つ

た
者
が
出
漁
す
る
と
、
海
の
ケ
ガ
レ
、
舟
の
ケ
ガ
レ
を
生
じ
、
特
に
舟
霊
の
崇
り

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
七
日
開
の
忌
生
活
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
兎
の

耳
を
吸
物
に
入
れ
て
舟
霊
に
低
い
え
て
記
る
と
サ
ン
ピ
(
産
火
・
産
忌
)
が
解
消
さ

(
幸
運
)
に
恵
ま
れ
ず
、
サ
ン
ピ
を

れ
る
と
い
う
。
サ
ン
ピ
を
負
う
と
シ
ワ
ワ
セ

払
う
た
め
に
兎
の
耳
を
舟
霊
隷
に
訣
し
た
c

兎
の
耳
辻
こ
の
よ
う
に
サ
、
〆
ビ
を
払

う
た
め
の
特
別
の
呪
力
を
も
つ
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
産
屋
に
来
壊
し
、
新



し
い
生
命
の
誕
生
に
立
会
い
、
新
生
児
と
妊
産
婦
を
守
護
す
る
産
神
は
サ
ン
ど
を

厭
う
こ
と
な
く
活
寵
す
る
民
俗
神
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
高
知
の
伝
承
か
ら
ウ
サ

ギ
辻
サ
ン
ピ
を
一
歌
わ
ず
、
そ
れ
を
払
い
清
め
る
神
性
を
存
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
ウ
サ
ギ
は
産
神
の
神
性
を
有
す
る
こ
と
が
指
描
出
き
ょ

、つ
/
G

さ

¥.，¥ 

~" 

ιー

ウ
サ
ギ
が
山
の
神
や
産
梓
の
神
性
を
存
す
る
こ
と
を
中
心
に
検
討
し
て

き
た
。
ま
た
詩
に
ウ
サ
ギ
は
耳
の
神
、
氏
神
、
祖
霊
、
農
持
、
族
霊
と
関
連
し
て

と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
も
指
擁
し
た
。
勿
論
一
つ
の
村
で
ウ
サ
ギ
が
こ
れ
ら
の
神
性

を
全
て
溝
た
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
c

日
本
各
地
の
伝
家

を
比
較
重
出
立
証
し
て
み
て
、
と
く
に
ウ
サ
ギ
を
山
の
神
や
産
神
と
し
て
信
仰
す

る
世
界
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
山
の
神
・
ウ
サ
ギ
・
産
神
の
密
接
な

連
関
性
が
指
摘
出
き
る
の
で
あ
る

G

従
来
あ
ま
り
省
み
ら
れ
な
か
っ
た
ウ
サ
ギ
の

神
性
に
つ
い
て
、
今
後
さ
ら
に
伝
承
の
発
掘
、
再
検
討
を
加
え
れ
ば
、
あ
ら
た
な

る
展
開
が
充
分
予
挺
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、

(1) i主

調
本
正
広
「
近
江
朽
木
村
山
の
こ
と
ゾ
も
」
「
近
畿
民
浴
」

年
三
丹
近
畿
民
搭
学
会

滋
賀
県
教
育
委
員
会
一
漏
『
滋
賀
県
民
俗
地
図
」
昭
和
五
四
年
三
丹

井
上
頼
寿
『
京
都
古
習
志
」
昭
和
一
八
年
九
月
地
入
書
館

堀
田
吉
雄
「
出
の
神
信
悔
の
研
究
」
昭
和
毘
一
年
三
月
光
書
一
房

前
掲
「
京
都
古
習
志
」

一
巻
五
号

昭
和

(5) (4) (3) (2) 

問
委
員
会

(7) (6) 

前
掲
「
議
賀
県
民
搭
地
図
」

田
中
勝
雄
「
丹
波
国
船
井
郡
の
動
物
伝
説
」
「
旅
と
伝
説
」

年
三
克
三
一
瓦
社

武
藤
鉄
域
「
羽
後
角
館
地
方
昔
話
口
」
「
旅
と
伝
説
」

月

三

元

社

一
三
回
口
す

昭
和
一
西

(8) 

一ムハ一一口す

昭
和
一
六
年
六

(9) 国:)(間同

武
藤
鉄
域
「
羽
後
角
舘
地
方
昔
話
集
」
「
旅
と
ん
伝
説
」

月

三

元

社

京
都
府
立
総
合
資
料
館
編
「
丹
後
伊
根
の
昔
話
』
昭
和
国
八
年
一
(
)
月

産右
同
童
国

語
掲
『
滋
賀
県
民
俗
地
図
」

佐
々
木
喜
善
「
各
地
の
誕
生
習
俗
i
岩
手
県
遠
野
町
i
」
「
旅
と
伝
説
』
六
七
号
(
誕

生
と
葬
礼
号
)
昭
和
八
年
七
月
三
一
瓦
社

高
木
誠
一
「
各
地
の
誕
生
習
裕
|
福
島
県
五
城
郡
草
野
村
!
」
右
同
書

恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
」
昭
和
五

O
年

三

月

第

一
法
規
出
版

文
化
苛
編
『
百
本
民
俗
地
図
」

V
(
出
産
・
育
児
)
昭
和
五
二
年
五
月
国
土
地

理
協
会

大
阪
府
教
育
委
員
会
編
「
大
阪
府
民
俗
地
図
」
昭
和
五
九
年
三
月
間
委
員
会

松
前
健
「
丹
と
本
」
「
司
本
民
俗
文
化
大
系
」
二
巻
(
太
陽
と
月
)
所
収
昭
和
五

八
年
四
丹
小
学
館

宮
本
国
子
編
「
和
歌
出
県
僅
謡
集
」
昭
和
一
一
年
三
月
和
歌
山
県
女
子
師
範
学

校
・
和
歌
山
県
立
日
方
高
等
女
学
校
郷
土
確
究
室
(
真
鍋
昌
弘
編
「
日
本
庶
民
生

活
史
料
集
或
」
二
回
巻
所
収
昭
和
五
四
年
九
丹
一
三
書
房
)

野
本
寛
一
三
口
霊
の
民
搭

i
口
語
と
歌
唱
の
あ
い
だ

i
」
平
成
五
年
九
月
人
文

書
院

伊
奈
森
太
郎
編
刊
「
愛
知
県
地
方
の
古
歌
謡
」
第
二
集
童
謡
篇
昭
和
二
九
年
毘

丹
自
家
坂
(
前
掲
真
鍋
昌
弘
編
「
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
」
二
四
巻
所
収
)
。

弘
下
に
引
揺
す
る
愛
知
県
下
の
子
守
歌
泣
い
ず
れ
も
本
書
に
所
収
さ
れ
て
い
る
も
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一
六
一
口
す

昭
和
一
六
年
五

(10) 

白
川
書

闘争必(16) 国)(17) (19) 争時位)



の
で
あ
る
。

話
器
林
外
選
訂
「
百
本
民
謡
全
集
」
続
篇
一
明
治
西
O
年
七
月

掲
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
」
二
回
巻
所
収
)

凶
凶
前
田
林
外
選
訂
「
日
本
民
謡
全
集
」
明
治
国
O
年
三
月

本
法
民
生
活
史
料
集
成
」
二
回
巻
所
収
)

(22) 

本
部
書
長
(
前

本
郷
書
院
(
前
掲
「
日

(ぉ}詰:

前
掲
「
愛
知
県
地
方
の
古
歌
謡
」
第
二
集
童
謡
篇

高
知
県
立
女
子
部
範
学
校
郷
土
室
編
刊
「
土
佐
民
謡
集
」
第
一
輯

月
(
前
掲
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
」
二
百
巻
所
収
)

赤
由
党
男
「
ウ
サ
ギ
の
文
化
史

(
E
)
iウ
サ
ギ
信
舟
史
に
つ
い
て

i
」
『
苦
塚
由

短
期
大
学
紀
要
」
二
九
号
平
成
司
年
三
月

高
木
啓
夫
「
赤
不
持
と
兎
の
耳
」
「
土
住
民
搭
」

佐
民
俗
学
会

昭
和
八
年
六

t主(28) 

一
九
号

昭
和
匝
六
年
七
月

土
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