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の
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
次
元
を
疾
う
に
超
え
た
諸
力
に
浸
食
さ
れ
、
断
片
化

し
流
動
化
し
つ
つ
あ
る
状
況
下
で
、
向
き
合
う
べ
き
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
と
は

な
ん
で
あ
る
か
を
考
え
た
い
。
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
と
方
法
か
ら

抜
け
落
ち
、
や
り
過
ご
さ
れ
、
語
り
え
な
か
っ
た
も
の
の
生
き
延
び
方
の

前
衛
性
に
着
目
す
る
。
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は
じ
め
に

徳
島
県
に
は
「
三
番
叟
ま
わ
し
」
と
呼
ば
れ
る
門
付
け
芸
が
あ
る
。
四

体
の
木で
こ偶

（
千
歳
、
翁
、
三
番
叟
、
エ
ビ
ス
）
を
木
箱
あ
る
い
は
行
李
に

入
れ
て
運
び
な
が
ら
、
正
月
に
決
ま
っ
た
家
々
を
廻
り
、
人
形
遣
い
と
鼓

打
ち
の
ふ
た
り
が
一
組
と
な
っ
て
「
三
番
叟
ま
わ
し
」
を
舞
う
こ
と
で
、

新
年
の
祝
い
を
届
け
る
。

一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
多
く
の
芸
人
が
廃
業
し
た
こ

と
に
よ
り
、
三
番
叟
ま
わ
し
の
歴
史
は
一
度
は
途
絶
え
か
け
た
﹇
芝
原
生

活
文
化
研
究
所 

二
〇
一
六
、
辻
本　

二
〇
〇
八
﹈。「
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し

保
存
会
」（
以
下
、
保
存
会
）
は
、「
徳
島
県
独
特
の
祝
福
芸
や
門
付
け
芸

等
の
無
形
民
俗
文
化
財
調
査
研
究
」
を
目
的
と
し
て
一
九
九
五
年
に
発
足

し
、
こ
の
芸
能
を
再
興
す
る
た
め
の
活
動
を
展
開
し
て
現
在
に
至
っ
て
い

る
。「
三
番
叟
ま
わ
し
」
の
門
付
け
を
二
〇
〇
二
年
か
ら
は
保
存
会
が
担
っ

て
お
り
、
二
〇
一
八
年
で
は
新
正
月
と
旧
正
月
を
合
わ
せ
て
千
軒
以
上
の

【�

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
の
生
き
延
び
方
―
現
代
に
お
け
る
人
形
儀
礼
の
再
文
脈
化
」】

門
付
け
の「
継
承
」と「
復
活
」の
は
ざ
ま
で

―
阿
波
徳
島
「
三
番
叟
ま
わ
し
」
の
再
興
と
も
う
ひ
と
つ
の
記
憶

森 

田　

良 

成　
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家
々
を
廻
っ
た
。

保
存
会
は
、「
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
」
を
一
連
の
芸
能
の
総
称
と
し
て
用

い
て
お
り
、こ
れ
を
組
織
名
称
に
採
用
し
て
い
る
。「
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
」

を
構
成
す
る
主
な
芸
能
と
し
て
は
、「
三
番
叟
ま
わ
し
」
と
「
箱
廻
し
」
の

ふ
た
つ
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
保
存
会
を
組
織
し
、
現
在
は
そ
の
顧

問
を
務
め
る
辻
本
一
英
氏
は
、「
三
番
叟
ま
わ
し
」
と
「
箱
廻
し
」
と
を
混

同
し
た
記
述
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
だ
と
し
て
い
る
。

「
三
番
叟
ま
わ
し
」
は
「
神
事
」
で
あ
り
、一
方
の
「
箱
廻
し
」
は
「
娯
楽
」

で
あ
る
。
保
存
会
は
こ
の
芸
能
の
現
在
を
、「
継
承
し
た
三
番
叟
ま
わ
し
」

「
復
活
さ
せ
た
箱
ま
わ
し
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
﹇
芝
原
生
活
文
化
研
究

所　

二
〇
一
六
、
辻
本　

二
〇
〇
八
﹈。

本
稿
で
は
ま
ず
、保
存
会
の
活
動
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
三

番
叟
ま
わ
し
」
の
過
去
と
現
在
が
交
差
す
る
姿
を
、
こ
れ
を
迎
え
る
側
の

語
り
か
ら
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
三
番
叟
ま
わ
し
」
と

「
箱
廻
し
」
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
、「
物
貰
い
」
と
同
一
視
さ
れ
た
ま
ま
既

に
姿
を
消
し
、
そ
の
後
に
保
存
会
が
「
復
活
」
さ
せ
た
も
う
ひ
と
つ
の
門

付
け
に
着
目
す
る
。
芸
能
や
そ
の
他
の
あ
る
「
伝
統
」
が
再
興
し
て
い
く

過
程
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
主
流
化
と
周
縁
化
の
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が

同
時
に
進
行
す
る
。
本
稿
で
は
、
三
番
叟
ま
わ
し
を
復
活
さ
せ
継
承
し
て

い
こ
う
と
す
る
活
動
が
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
ひ
と
つ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

一　

概
要
と
歴
史

徳
島
の
三
番
叟
ま
わ
し
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
も
つ
（
１
）。

一
．
木
偶
を
操
り
、
檀
那
場
を
廻
っ
て
祝
福
を
届
け
る
門
付
芸
で
あ
る
。

二
． 

能
の
演
目
と
し
て
知
ら
れ
る
「
式
三
番
叟
」
と
、「
エ
ビ
ス
舞
」
の
ふ

た
つ
の
芸
を
ひ
と
続
き
に
し
て
演
じ
る
。

三
． 「
式
三
番
叟
」
の
三
体
（
千
歳
、
翁
、
三
番
叟
）
と
「
エ
ビ
ス
舞
」
の

一
体
（
エ
ビ
ス
）
の
計
四
体
の
木
偶
を
ひ
と
り
の
演
者
が
一
体
ず
つ

操
る
。

四
． 

毎
年
正
月
元
旦
か
ら
旧
正
月
ま
で
の
間
に
、
檀
那
場
の
家
々
を
個
別

に
訪
問
し
て
演
じ
る
。

五
．
専
門
の
芸
人
に
よ
る
芸
能
で
あ
る
。

三
番
叟
ま
わ
し
独
特
の
特
徴
と
し
て
強
調
さ
れ
る
点
が
、「
式
三
番
叟
」

と
「
エ
ビ
ス
舞
」
と
い
う
も
と
も
と
は
別
の
二
つ
の
芸
が
ひ
と
続
き
に
演

じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
木
偶
で
は
な
く
人
が
演
じ
る
能
に
お
い
て
、「
式

三
番
叟
」
は
演
能
時
間
が
一
時
間
に
も
及
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
て
三
番
叟
ま

わ
し
で
は
、
廻
壇
先
で
の
わ
ず
か
十
分
ほ
ど
の
短
い
時
間
に
、
ま
ず
「
式

三
番
叟
」
が
無
病
息
災
と
家
内
安
全
を
祈
り
、
続
い
て
「
エ
ビ
ス
舞
」
が
、

農
村
で
は
五
穀
豊
穣
を
、
漁
村
で
は
大
漁
を
、
市
街
地
で
は
商
売
繁
盛
を

そ
れ
ぞ
れ
予
祝
し
、
福
を
招
く
。
三
番
叟
ま
わ
し
に
は
、「
式
三
番
叟
」
本
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来
の
祝
福
の
舞
が
も
つ
崇
高
さ
と
古
い
呪
術
性
、「
エ
ビ
ス
舞
」
の
福
神
と

し
て
の
役
目
の
双
方
が
保
た
れ
て
お
り
、
か
つ
ふ
た
つ
が
一
続
き
に
圧
縮

さ
れ
て
一
体
と
な
っ
て
い
る
﹇
神
野　

二
〇
一
七
、
辻
本　

二
〇
〇
八
﹈。

し
か
も
そ
れ
が
門
付
け
に
訪
れ
た
先
で
「
一
軒
ず
つ
惜
し
み
な
く
演
じ
ら

れ
る
、
と
て
も
ぜ
い
た
く
な
芸
能
」
で
あ
る
﹇
神
野　

二
〇
一
七
：
六
六
﹈。

三
番
叟
ま
わ
し
は
、
現
在
で
は
徳
島
県
を
代
表
す
る
民
俗
芸
能
の
ひ
と

つ
と
し
て
認
知
さ
れ
、
正
月
の
風
物
詩
と
し
て
の
地
位
を
た
し
か
な
も
の

に
し
て
お
り
、
保
存
会
も
こ
れ
ま
で
の
功
績
を
認
め
ら
れ
て
数
々
の
賞
を

受
け
て
い
る
（
２
）。

し
か
し
三
番
叟
ま
わ
し
は
「
被
差
別
民
衆
が
築
い
た
祝
福

芸
」
と
い
う
歴
史
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
滅
亡
し
か
け
た
」
過
去
を
持
っ
て

い
る
﹇
姜　

二
〇
一
八
、
辻
本　

二
〇
〇
八
﹈。
辻
本
が
一
九
九
五
年
に
阿

波
木
偶
箱
ま
わ
し
保
存
会
を
組
織
し
た
そ
も
そ
も
の
大
き
な
動
機
も
、
差

別
と
戦
う
こ
と
だ
っ
た
。
正
月
に
家
々
を
廻
り
三
番
叟
ま
わ
し
を
届
け
て

き
た
芸
人
は
、「
福
を
届
け
る
神
の
使
い
と
し
て
敬
わ
れ
な
が
ら
も
、
日
常

で
は
賤
視
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
人
々
で
あ
り
、
か
つ
て
そ
の

存
続
に
「
と
ど
め
を
刺
し
た
」
の
は
部
落
差
別
だ
っ
た
﹇
姜　

二
〇
一
八
：

二
〇
八
│

二
一
三
、
辻
本　

二
〇
〇
八
：
七
五
│
七
八
﹈。
一
九
七
二
年
に

徳
島
県
で
結
婚
差
別
を
め
ぐ
る
心
中
事
件
が
あ
り
、
こ
れ
が
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
で
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
に
報
じ
ら
れ
た
。
保
存
会
の
調
査
は
、
事
件
と
同
じ

年
に
三
番
叟
ま
わ
し
芸
人
の
廃
業
の
件
数
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。「
部
落
差
別
意
識
か
ら
く
る
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
と
重

な
り
、
箱
廻
し
芸
人
は
子
や
孫
が
結
婚
や
就
職
時
に
差
別
さ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
廃
業
し
よ
う
と
、
木
偶
人
形
を
押
し
入
れ
に
入
れ
て
封
印
し
た
」
の

で
あ
り
、
芸
人
た
ち
は
自
分
の
子
ど
も
や
孫
が
「
え
べ
っ
さ
ん
の
子
、
物

も
ら
い
の
子
」
と
差
別
さ
れ
る
こ
と
を
憂
い
て
、
多
く
の
得
意
先
を
残
し

た
ま
ま
廃
業
し
た
。
辻
本
は
、
衰
退
の
傾
向
は
た
し
か
に
一
九
六
〇
年
代

か
ら
あ
っ
た
も
の
の
、
三
番
叟
ま
わ
し
が
「
滅
亡
し
か
け
た
」
こ
と
の
直

接
の
原
因
は
こ
う
し
た
部
落
差
別
で
あ
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
心

中
事
件
後
に
も
「
三
番
叟
ま
わ
し
」
を
継
続
し
た
芸
人
は
二
組
の
み
と
な

り
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
た
だ
ひ
と
り
の
「
最
後
の
三
番
叟
芸
人
」

が
残
る
の
み
と
な
っ
た
。

大
学
卒
業
後
に
地
元
で
高
校
教
員
と
な
っ
た
辻
本
は
、
同
和
教
育
を
担

当
す
る
中
で
、
被
差
別
部
落
の
歴
史
に
根
ざ
し
た
「
生
き
た
教
材
の
発
掘
」

と
「
文
化
の
再
評
価
」
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
取
り

組
み
の
過
程
で
、
一
九
七
九
年
に
「
高
校
生
友
の
会
」
を
結
成
す
る
に
至

る
。
こ
れ
が
、
箱
ま
わ
し
保
存
会
の
活
動
年
譜
に
お
い
て
そ
の
原
点
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
﹇
辻
本　

二
〇
〇
八
、
芝
原
生
活
文
化
研
究
所　

二
〇
一
六
﹈。
活
動
を
続
け
る
中
で
、
辻
本
は
徳
島
に
お
け
る
「
独
特
の
祝

福
芸
・
門
付
芸
」
の
存
在
に
強
く
惹
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
九
五
年

に
そ
の
調
査
研
究
と
「
復
活
」
を
目
的
と
し
て
「
阿
波
木
偶
箱
廻
し
を
復

活
す
る
会
」
を
組
織
し
た
。「
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
保
存
会
」
の
直
接
の
前

身
が
こ
れ
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
に
会
員
の
中
内
正
子
氏
（
保
存
会
現
会
長
）
が
、
翌
年
に

は
南
公
代
氏
（
現
副
会
長
）
が
、
そ
れ
ま
で
の
仕
事
を
そ
れ
ぞ
れ
辞
め
て

三
十
代
で
専
業
の
芸
人
と
な
っ
た
。
保
存
会
で
の
調
査
を
通
し
て
関
係
を

築
い
て
い
た
「
最
後
の
三
番
叟
芸
人
」
に
一
九
九
八
年
秋
に
弟
子
入
り
を
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認
め
ら
れ
る
と
、
中
内
は
一
九
九
九
年
か
ら
三
年
間
、
師
匠
の
門
付
け
に

同
行
し
、
芸
を
身
に
着
け
て
い
っ
た
（
３
）。

保
存
会
に
よ
る
こ
の
挑
戦
は
、

一
九
九
九
年
に
N
H
K
徳
島
放
送
局
が
取
り
上
げ
て
放
送
し
た
。
同
年

十
一
月
の
徳
島
新
聞
で
は
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
当
時
の
同
新
聞

紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
大
き
な
白
黒
写
真
を
再
掲
し
た
う
え
で
、
保
存
会
の

取
り
組
み
を
紹
介
し
て
エ
ー
ル
を
送
っ
た（
こ
の
写
真
に
つ
い
て
は
後
述
）。

「
最
後
の
三
番
叟
芸
人
」
と
呼
ば
れ
た
師
匠
は
、
二
〇
〇
一
年
の
正
月
を
最

後
に
引
退
し
、
門
付
け
の
諸
道
具
一
式
を
会
に
寄
贈
し
た
。
翌
二
〇
〇
二

年
か
ら
は
、檀
那
場
を
引
き
継
い
だ
中
内
と
南
の
ふ
た
り
で
門
付
け
を
担
っ

て
い
る
。

保
存
会
は
門
付
け
を
行
う
と
と
も
に
、
訪
れ
た
先
の
家
々
で
老
人
た
ち

か
ら
貴
重
な
証
言
を
集
め
て
記
録
す
る
作
業
を
行
い
、
そ
れ
を
毎
年
繰
り

返
し
て
蓄
積
し
て
き
た
。
保
存
会
の
活
動
は
、
祝
福
芸
を
届
け
る
だ
け
に

留
ま
ら
ず
、
か
つ
て
の
芸
人
た
ち
の
旅
の
あ
り
方
を
学
び
、
明
ら
か
に
し

て
歩
く
旅
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
「
途
方
も
な
い
大
事
業
」
で
あ
っ
た
﹇
神

野　

二
〇
一
七
：
七
五
│
七
七
﹈。
新
正
月
に
は
一
月
一
日
か
ら
二
十
日
ご

ろ
ま
で
を
毎
日
休
み
な
く
、
ま
た
旧
正
月
は
初
日
か
ら
四
日
間
を
、
都
市

部
で
は
一
日
に
お
よ
そ
五
〇
軒
、
山
間
部
で
は
三
〇
軒
の
家
々
を
廻
る
。

師
匠
自
身
が
最
後
に
門
付
け
を
行
っ
た
二
〇
〇
一
年
の
時
点
で
、
廻
壇
先

は
徳
島
県
西
部
と
愛
媛
県
の
一
部
を
合
わ
せ
て
合
計
一
五
〇
〇
軒
あ
ま
り

だ
っ
た
が
、
翌
二
〇
〇
二
年
に
保
存
会
が
そ
の
一
部
を
引
き
継
い
で
三
番

叟
ま
わ
し
を
届
け
た
の
は
約
八
〇
〇
軒
だ
っ
た
﹇
辻
本　

二
〇
〇
八
：

八
二
﹈。
二
〇
一
八
年
で
は
、
引
き
継
い
で
以
来
最
多
と
な
る
一
〇
〇
〇
軒

を
越
え
る
家
々
を
廻
っ
た
。

二　

三
番
叟
ま
わ
し
を
迎
え
る
人
々

二
〇
一
七
年
旧
正
月
に
辻
本
た
ち
の
案
内
で
、
筆
者
た
ち
本
特
集
の
メ

ン
バ
ー
を
含
む
グ
ル
ー
プ
が
数
軒
の
門
付
け
に
同
行
さ
せ
て
も
ら
い
、
あ

わ
せ
て
保
存
会
と
の
関
係
が
特
に
深
い
と
い
う
何
軒
か
を
紹
介
し
て
も

ら
っ
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
（
４
）。

同
年
七
月
に
、
こ
の
う
ち
三
好
郡
東

み
よ
し
町
に
あ
る
二
軒
を
再
訪
し
て
再
度
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
さ
ら

に
二
〇
一
八
年
旧
正
月
の
当
日
（
二
月
十
六
日
）
に
は
、
筆
者
が
訪
問
し

て
家
の
方
々
と
と
も
に
三
番
叟
ま
わ
し
を
迎
え
た
。

二
│
一　

Ａ
さ
ん

一
軒
目
は
、
明
治
四
〇
年
創
業
の
造
り
酒
屋
で
あ
る
（
５
）。
か
つ
て
杜
氏
と

蔵
人
で
に
ぎ
わ
っ
た
と
い
う
大
き
な
建
物
は
、
現
在
で
は
内
部
の
空
間
の

ほ
と
ん
ど
が
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
が
ら
ん
と
し
て
い
る
。

香
川
県
観
音
寺
市
に
生
ま
れ
た
Ａ
さ
ん
（
昭
和
四
年
生
ま
れ
）
が
三
番

叟
ま
わ
し
を
初
め
て
見
た
の
は
、
嫁
ぎ
先
の
こ
の
酒
蔵
で
初
め
て
迎
え
た

新
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
時
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
驚
い
た
と
い
う
。
三
番

叟
ま
わ
し
芸
人
（
＝
保
存
会
の
「
師
匠
」
と
は
別
の
人
物
）
は
、
新
正
月

の
元
旦
、
年
が
切
り
替
わ
る
と
「
十
二
時
す
ぎ
た
ら
ぱ
っ
と
来
た
」
と
い

う
。
Ａ
さ
ん
に
と
っ
て
舅
に
あ
た
る
二
代
目
は
芸
事
を
好
み
、
三
番
叟
ま

わ
し
の
人
形
や
頭
を
買
い
集
め
、
毎
年
の
正
月
に
三
番
叟
ま
わ
し
を
迎
え
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る
こ
と
を
大
い
に
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
三
番
叟
ま
わ
し
が
終
わ
る
と
、

舅
は
芸
人
を
引
き
留
め
て
酒
を
振
舞
う
の
が
常
だ
っ
た
。
Ａ
さ
ん
は
、
家

の
向
か
い
に
あ
る
豆
腐
屋
に
酒
の
つ
ま
み
を
買
い
に
行
か
さ
れ
た
と
い
う
。

当
時
の
Ａ
さ
ん
自
身
に
は
三
番
叟
ま
わ
し
に
特
別
な
関
心
は
な
く
、
年
越

し
の
夜
に
起
き
続
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
た
だ
つ
ら
か
っ
た

そ
う
だ
。
舅
と
楽
し
そ
う
に
話
し
て
い
る
芸
人
に
対
し
て
、「
も
う
、
早
く

帰
っ
て
欲
し
い
」
と
い
う
の
が
正
直
な
気
持
ち
だ
っ
た
と
い
う
。

芸
事
を
好
ん
だ
こ
の
二
代
目
か
ら
代
替
わ
り
が
進
み
、
酒
蔵
は
Ａ
さ
ん

の
夫
へ
、
さ
ら
に
Ａ
さ
ん
の
息
子
で
あ
る
四
代
目
の
Ｙ
さ
ん
（
昭
和

二
十
七
年
生
ま
れ
）
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
（
６
）。

三
番
叟
ま
わ
し
に
や
っ

て
く
る
芸
人
も
、
い
つ
し
か
保
存
会
の
師
匠
に
代
わ
り
、
さ
ら
に
保
存
会

へ
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
Ａ
さ
ん
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
一
年
一

月
九
日
の
朝
九
時
す
ぎ
に
や
っ
て
き
た
師
匠
は
、
こ
の
年
を
最
後
に
「
三

番
叟
を
や
め
る
」
と
告
げ
た
。
翌
二
〇
〇
二
年
に
は
旧
正
月
の
当
日
（
二

月
十
二
日
）
に
中
内
と
南
の
ふ
た
り
が
来
訪
し
た
。
こ
の
日
Ａ
さ
ん
は
、

聞
こ
え
て
き
た
鼓
の
音
と
、「『
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
』
と
よ
く
通
る

声
で
お
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
あ
あ
、（
三
番
叟
ま
わ
し
が
）
お
い
で
て
く
だ

さ
っ
た
な
」
と
す
ぐ
に
そ
の
来
訪
を
悟
っ
た
と
い
う
。

二
〇
一
八
年
旧
正
月
、
朝
八
時
半
ご
ろ
に
「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
、
中
内
と
南
の
ふ
た
り
が
表
の
門
か
ら
入
っ
て
き

た
。
勝
手
知
っ
た
る
様
子
で
庭
に
面
し
た
店み
せ

の
間ま

に
入
る
と
、
Ａ
さ
ん
と
、

息
子
で
あ
る
Ｙ
さ
ん
の
夫
妻
に
新
年
の
挨
拶
を
か
わ
し
な
が
ら
、
中
内
は

背
負
っ
て
い
た
大
き
な
荷
を
置
い
た
。
そ
れ
か
ら
Ａ
さ
ん
と
Ｙ
さ
ん
と
と

も
に
、
土
間
で
続
い
て
い
る
か
つ
て
台
所
だ
っ
た
奥
の
部
屋
に
向
か
っ
た
。

部
屋
の
柱
に
は
神
棚
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
三
宝
荒
神
（
竈
神
）

が
祀
ら
れ
て
い
る
。
中
内
は
こ
れ
を
拝
み
な
が
ら
御
幣
を
作
る
。
終
わ
る

と
御
幣
を
供
え
よ
う
と
す
る
が
、
柱
の
高
い
と
こ
ろ
に
設
置
し
て
あ
る
神

棚
ま
で
手
が
届
か
ず
、
長
身
の
Ｙ
さ
ん
が
こ
れ
を
受
け
取
り
、
一
年
前
の

も
の
と
取
り
換
え
た
。
こ
の
間
に
、
店
の
間
で
は
南
が
鼓
を
手
に
し
て
控

え
て
い
る
。
戻
っ
て
き
た
中
内
が
行
李
の
前
に
し
ゃ
が
み
、
木
偶
を
手
に

取
る
と
、
南
が
鼓
を
打
ち
、
三
番
叟
ま
わ
し
の
始
ま
り
と
な
る
（
７
）。

四
体
の
木
偶
が
代
わ
る
代
わ
る
舞
い
、
式
三
番
叟
か
ら
エ
ビ
ス
舞
い
ま

で
の
ひ
と
つ
づ
き
が
お
よ
そ
六
分
ほ
ど
で
演
じ
ら
れ
る
。
終
わ
る
と
中
内

と
南
が　
「
本
日
は
、お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
祝
い
の
言
葉
を
述
べ
、

Ａ
さ
ん
と
Ｙ
さ
ん
夫
妻
の
頭
を
エ
ビ
ス
の
手
で
撫
で
、
Ａ
さ
ん
の
腰
な
ど

を
さ
す
っ
た
。
門
の
前
の
駐
車
場
を
毎
年
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
こ
と

の
礼
を
述
べ
な
が
ら
、
中
内
は
行
李
に
木
偶
を
手
際
よ
く
し
ま
い
、
南
は

差
し
出
さ
れ
た
祝
儀
を
受
け
取
る
。
中
内
が
荷
を
背
負
う
と
、
Ｙ
さ
ん
は

温
か
い
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
ふ
た
り
に
差
し
入
れ
た
。「
よ
う
け
の
福
が
舞
い
込

ん
で
参
り
ま
す
よ
う
に
」
と
挨
拶
を
し
て
、
中
内
と
南
は
次
の
家
に
向
か

う
。
造
り
酒
屋
の
Ａ
さ
ん
宅
に
は
、
立
派
な
門
の
前
に
広
い
駐
車
ス
ペ
ー

ス
が
あ
り
、
車
を
こ
こ
に
停
め
さ
せ
て
も
ら
う
の
が
常
に
な
っ
て
い
る
。

市
街
地
を
廻
る
と
き
に
は
、
ふ
た
り
は
自
動
車
を
適
当
な
と
こ
ろ
に
停
め

た
う
え
で
、
近
隣
の
家
々
を
歩
い
て
廻
り
、
ひ
と
と
お
り
終
わ
る
と
自
動

車
に
戻
っ
て
ま
た
次
の
エ
リ
ア
に
移
動
す
る
。
Ａ
さ
ん
た
ち
は
、
朝
か
ら

門
前
に
ふ
た
り
の
車
が
止
ま
っ
て
い
た
の
を
見
て
、「
も
う
来
て
い
る
」
な



167

ど
と
話
し
て
い
た
。
中
内
た
ち
が
こ
の
朝
に
廻
っ
た
家
は
、
Ａ
さ
ん
宅
で

す
で
に
八
軒
目
だ
っ
た
。

Ｙ
さ
ん
の
妻
（
Ａ
さ
ん
に
と
っ
て
息
子
の
嫁
）
は
徳
島
市
内
の
出
身
で

あ
り
、
Ａ
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
嫁
入
り
後
に
三
番
叟
を
初
め
て
見
て
「
こ

ん
な
の
が
あ
る
ん
じ
ゃ
と
思
っ
て
、
び
っ
く
り
し
た
」
と
い
う
。
先
代
の

師
匠
に
つ
い
て
は
、
Ａ
さ
ん
も
Ｙ
さ
ん
の
妻
も
、
木
偶
を
収
め
た
箱
を
天

秤
で
担
ぎ
、
足
元
は
ゴ
ム
長
靴
と
い
う
出
で
た
ち
の
「
お
じ
い
さ
ん
」
の

イ
メ
ー
ジ
で
語
る
。
三
番
叟
ま
わ
し
は
本
来
は
ふ
た
り
で
行
う
も
の
で
あ

る
が
、
Ａ
さ
ん
た
ち
の
記
憶
の
中
で
の
師
匠
は
ひ
と
り
で
門
付
け
を
行
っ

て
お
り
、
鼓
を
使
っ
て
い
た
記
憶
も
な
い
と
い
う
。

正
月
に
や
っ
て
き
た
師
匠
に
対
し
て
「
早
く
帰
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
」

と
、
Ａ
さ
ん
は
若
い
頃
の
気
持
ち
を
率
直
に
語
っ
て
い
る
。
他
所
か
ら
嫁

入
り
し
て
事
情
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
芸
人
に
肩
入
れ
す
る
舅
の
指

示
に
眠
気
を
こ
ら
え
な
が
ら
従
い
、
酒
の
つ
ま
み
を
買
い
に
行
か
さ
れ
た
、

ひ
と
り
の
若
い
女
性
の
心
情
で
あ
る
。
三
番
叟
ま
わ
し
と
い
う
当
時
の
彼

女
に
と
っ
て
の
異
文
化
の
経
験
が
、
彼
女
と
は
違
っ
て
そ
れ
を
心
待
ち
に

し
て
大
切
に
迎
え
る
舅
の
姿
と
対
照
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

現
在
の
Ａ
さ
ん
は
、
毎
年
三
番
叟
ま
わ
し
を
迎
え
る
こ
と
を
楽
し
み
に

し
て
い
る
。
中
内
と
南
に
よ
る
三
番
叟
ま
わ
し
に
つ
い
て
、
孫
の
活
躍
を

喜
ぶ
よ
う
な
表
情
で
語
り
、
先
代
の
師
匠
の
こ
ろ
に
比
べ
て
「
に
ぎ
や
か

に
な
っ
た
」
と
そ
の
変
化
を
歓
迎
し
て
い
る
。
Ａ
さ
ん
は
、一
九
五
五
（
昭

和
三
十
）
年
一
月
二
十
四
日
に
徳
島
新
聞
が
こ
の
酒
蔵
で
撮
影
し
た
モ
ノ

ク
ロ
写
真
を
ア
ル
バ
ム
に
貼
っ
て
大
切
に
し
て
い
る
（
８
）。

人
形
を
操
る
男
性

（
師
匠
よ
り
も
前
の
芸
人
）
の
前
に
晴
れ
着
を
着
た
子
供
た
ち
十
数
人
が
集

ま
っ
て
お
り
、
両
手
を
大
き
く
広
げ
た
人
形
を
笑
顔
で
見
つ
め
て
い
る
。

人
形
遣
い
の
顔
は
、
人
形
が
広
げ
た
着
物
の
袖
に
隠
れ
て
い
て
見
え
な
い
。

写
真
に
は
長
男
Ｙ
さ
ん
（
当
時
三
歳
）
と
長
女
（
七
歳
）
の
姿
も
写
っ
て

い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
徳
島
新
聞
は
こ
の
写
真
を
一
九
九
九
年
十
一

月
二
十
二
日
夕
刊
の
第
一
面
に
再
掲
し
て
、
保
存
会
に
よ
る
三
番
叟
ま
わ

し
「
復
活
」
の
試
み
を
大
き
く
報
じ
た
。
Ａ
さ
ん
は
こ
の
記
事
を
切
り
抜

い
て
、
写
真
と
と
も
に
大
切
に
保
管
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ａ
さ
ん
の
舅
で

あ
る
二
代
目
が
収
集
し
た
二
体
の
木
偶
は
、
Ａ
さ
ん
に
よ
っ
て
保
存
会
に

寄
贈
さ
れ
、
現
在
で
は
中
学
校
で
の
伝
承
教
室
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

毎
年
の
新
し
い
カ
レ
ン
ダ
ー
が
届
く
と
、
旧
正
月
の
日
付
を
確
認
す
る

こ
と
が
Ａ
さ
ん
の
習
慣
に
な
っ
て
い
る
。「
旧
正
（
旧
正
月
）
は
今
年
は
二

月
を
だ
い
ぶ
す
ぎ
と
る
な
て
思
っ
た
り
し
な
が
ら
、（
カ
レ
ン
ダ
ー
に
）
印

つ
け
と
い
て
ね
。
そ
れ
覚
え
と
か
な
ん
だ
ら
思
っ
て
。
済
ん
だ
ら
、
や
れ

や
れ
と
思
う
」。
嫁
い
で
き
た
ば
か
り
の
若
い
こ
ろ
、「
早
く
帰
っ
て
欲
し

い
」
と
し
か
思
わ
な
か
っ
た
三
番
叟
ま
わ
し
を
、
現
在
で
は
毎
年
の
大
き

な
楽
し
み
と
し
、
新
聞
に
記
事
を
見
つ
け
れ
ば
丁
寧
に
切
り
抜
い
て
、
保

存
し
て
い
る
。
故
郷
を
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
長
女
か
ら
は
、「
三
番
叟
ま

わ
し
を
テ
レ
ビ
で
見
た
」
と
い
っ
た
連
絡
が
あ
る
と
い
う
。

二
│
二　

Ｍ
さ
ん

同
じ
旧
正
月
当
日
の
昼
過
ぎ
に
、
も
う
一
軒
の
家
を
訪
ね
た
。
Ａ
さ
ん

宅
か
ら
国
道
を
挟
ん
で
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
、
同
じ
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東
み
よ
し
町
内
の
Ｍ
さ
ん
（
大
正
十
三
年
生
ま
れ
、
女
性
）
宅
で
あ
る
。

Ｍ
さ
ん
は
「
耳
が
す
っ
か
り
遠
く
な
っ
て
」
と
い
う
が
、
補
聴
器
を
つ
け

れ
ば
会
話
は
ス
ム
ー
ズ
で
、
昔
の
こ
と
も
よ
く
覚
え
て
い
る
。
Ａ
さ
ん
と

同
じ
く
、
保
存
会
か
ら
の
紹
介
で
こ
の
前
年
に
訪
問
し
、
聞
き
取
り
を
さ

せ
て
も
ら
っ
て
い
た
。

こ
の
日
は
息
子
の
Ｔ
さ
ん
も
在
宅
し
て
い
た
。
中
内
と
南
に
加
え
て
、

例
年
と
は
違
っ
て
筆
者
の
訪
問
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
の
母
親
ひ
と
り

で
は
応
対
が
大
変
だ
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。
Ｔ
さ
ん
が
自
宅
で
三
番
叟

ま
わ
し
を
迎
え
る
の
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
以
来
だ
と
い
う
。
旧
正
月
は
祝

日
で
は
な
い
の
で
、
平
日
の
日
中
に
三
番
叟
ま
わ
し
が
や
っ
て
き
て
も
、

幼
稚
園
や
小
学
校
に
通
う
子
ど
も
は
家
に
い
な
い
。
Ｍ
さ
ん
は
、
幼
い
こ

ろ
に
三
番
叟
ま
わ
し
を
自
分
も
た
し
か
に
見
て
い
る
は
ず
だ
が
、
特
に
何

も
覚
え
て
い
な
い
と
い
い
、
そ
れ
は
ご
く
最
近
に
な
る
ま
で
「
あ
ま
り
関

心
が
な
か
っ
た
か
ら
」
だ
ろ
う
と
い
う
。

玄
関
か
ら
「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
声
が
し
た
。
例
年
の
訪
問

は
十
五
時
ご
ろ
だ
っ
た
が
、
今
年
は
一
時
間
早
ま
っ
た
。
Ｍ
さ
ん
宅
で
は
、

昨
年
と
一
昨
年
と
続
け
て
「
ブ
ク
（
忌き
ぶ
く服

）」
で
あ
っ
た
の
で
、
二
年
ぶ
り

に
三
番
叟
ま
わ
し
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
地
域
で
は
親
族

同
士
が
一
定
の
範
囲
内
に
ま
と
ま
っ
て
居
を
構
え
て
い
る
こ
と
も
多
い
の

で
、
あ
る
家
で
亡
く
な
っ
た
人
が
い
た
場
合
に
、
近
隣
の
親
族
の
家
々
が

ま
と
め
て
ブ
ク
と
な
る
。
こ
う
し
て
多
い
と
き
で
十
軒
ほ
ど
が
ま
と
め
て

ブ
ク
と
な
り
、
三
番
叟
ま
わ
し
の
訪
問
時
刻
が
か
な
り
ず
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
日
に
訪
問
予
定
の
家
々
も
そ
う
で
、
朝
Ａ
さ
ん
宅
で
中
内
た
ち

に
会
っ
た
時
点
で
、
午
後
の
Ｍ
さ
ん
宅
の
訪
問
時
刻
は
例
年
よ
り
も
だ
い

ぶ
早
く
な
り
そ
う
だ
と
言
っ
て
い
た
。

玄
関
に
出
て
ふ
た
り
を
迎
え
た
Ｔ
さ
ん
は
、「
初
め
て
の
こ
と
で
、
要
領

が
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
」
と
挨
拶
し
、
中
内
は
笑
顔
で
応
じ
た
。
Ａ
さ
ん

宅
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
ま
ず
奥
の
台
所
に
行
っ
て
三
宝
荒
神
を
拝
む
。

腰
が
曲
が
っ
て
し
ま
っ
て
機
敏
に
動
く
こ
と
が
難
し
い
Ｍ
さ
ん
は
、
Ｔ
さ

ん
に
対
し
て
座
布
団
を
中
内
に
出
す
よ
う
に
指
示
を
飛
ば
す
。
台
所
で
三

宝
荒
神
を
拝
も
う
と
し
て
い
た
中
内
は
、
渡
さ
れ
た
座
布
団
の
お
か
げ
で

面（
９
）を

床
に
そ
の
ま
ま
置
か
な
い
で
済
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
中
内
は
、
台
所
か

ら
続
く
居
間
で
神
棚
を
拝
む
と
、
玄
関
ま
で
戻
り
、
南
の
鼓
に
合
わ
せ
て

三
番
叟
ま
わ
し
を
始
め
た
。

Ｍ
さ
ん
は
玄
関
先
に
正
座
で
座
わ
り
、
手
を
合
わ
せ
な
が
ら
実
に
あ
り

が
た
い
と
い
う
表
情
で
三
番
叟
ま
わ
し
を
見
つ
め
、
時
折
拝
む
よ
う
に
人

形
に
頭
を
下
げ
た
。
千せ
ん
ざ
い歳
、
翁
に
続
い
て
登
場
す
る
三
番
叟
の
人
形
は
、

前
半
の
式
三
番
叟
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、
黒こ
く
し
き
じ
ょ
う
め
ん

式
尉
面
を
つ
け

て
神
と
な
り
、
手
に
し
た
鈴
を
い
っ
そ
う
激
し
く
打
ち
鳴
ら
す
。
続
い
て

エ
ビ
ス
舞
が
始
ま
り
エ
ビ
ス
が
登
場
す
る
と
、
Ｍ
さ
ん
の
表
情
は
緩
み
、

に
っ
こ
り
と
笑
み
が
浮
か
ん
だ
。
辻
本
が
説
明
す
る
と
お
り
、
三
番
叟
ま

わ
し
を
迎
え
る
人
々
の
様
子
は
、
三
体
の
人
形
に
よ
る
前
半
の
式
三
番
叟

で
は
「
行
儀
よ
く
、
な
ん
だ
か
か
し
こ
ま
っ
て
見
て
い
る
」
が
、
後
半
に

エ
ビ
ス
が
登
場
す
る
と
表
情
が
打
っ
て
変
わ
り
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
笑
顔

に
な
る
。
こ
れ
を
演
じ
る
中
内
と
南
の
表
情
も
、
前
半
で
は
神
事
を
執
り

行
う
厳
粛
な
表
情
で
あ
る
が
、
後
半
で
は
エ
ビ
ス
の
人
形
と
と
も
に
柔
和
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な
笑
顔
に
な
り
、
詞
章
の
調
子
も
明
る
く
は
な
や
か
に
な
る
。

三
番
叟
ま
わ
し
が
終
わ
る
と
、「
本
日
は
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

「
今
年
一
年
も
、
も
っ
と
も
っ
と
幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
病
気
な
ど
し

ま
せ
ん
よ
う
に
」「
よ
う
け
の
福
が
舞
い
込
み
ま
す
よ
う
に
」
と
中
内
と
南

は
言
い
、
エ
ビ
ス
が
Ｍ
さ
ん
の
肩
、
ひ
ざ
、
腰
を
丁
寧
に
撫
で
た
。
そ
れ

か
ら
Ｍ
さ
ん
が
エ
ビ
ス
に
両
手
を
差
し
出
す
と
、
エ
ビ
ス
は
そ
の
手
か
ら

福
を
授
け
た
。
息
子
の
Ｔ
さ
ん
に
も
福
を
授
け
、
こ
の
場
に
は
居
合
わ
せ

て
い
な
い
Ｔ
さ
ん
の
妻
子
に
も
「
福
分
け
を
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
う
。

M
さ
ん
が
つ
い
そ
の
ま
ま
玄
関
で
ふ
た
り
と
話
し
込
ん
で
し
ま
い
そ
う
に

な
っ
た
の
で
、
Ｔ
さ
ん
は
早
く
家
に
上
が
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
と
促
し
た
。

例
年
の
と
お
り
、
客
間
の
テ
ー
ブ
ル
に
は
中
内
と
南
を
も
て
な
す
た
め
に
、

お
は
ぎ
や
茶
菓
子
な
ど
の
接
待
の
用
意
が
整
っ
て
い
た
。
ふ
た
り
の
来
訪

の
正
確
な
時
間
が
読
み
切
れ
な
い
状
況
で
、
Ｍ
さ
ん
た
ち
は
時
間
に
余
裕

を
も
っ
て
、
昼
食
と
し
て
も
間
食
と
し
て
も
成
立
す
る
よ
う
な
も
て
な
し

の
準
備
を
済
ま
せ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
中
内
は
Ｍ
さ
ん
に
感
謝
の
気
持
ち

を
伝
え
、「
師
匠
が
、
こ
ち
ら
で
一
緒
に
お
弁
当
を
食
べ
る
の
を
、
い
つ
も

楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
」
と
語
っ
た
。
Ｍ
さ
ん
は
、
か
つ
て
は
師
匠
に

は
う
ど
ん
を
準
備
し
て
も
て
な
し
た
の
だ
が
、「
年
が
い
っ
て
、
う
ど
ん
の

出
汁
の
味
を
と
る
の
が
難
し
く
な
っ
た
か
ら
」
と
、
今
年
は
自
身
の
手
料

理
で
は
な
く
近
所
の
方
が
道
の
駅
に
出
し
て
い
る
お
は
ぎ
を
用
意
し
た
の

だ
と
説
明
し
た
。

（
中
内
）　

い
つ
も
、
お
な
か
を
大
き
い
に
さ
せ
て
も
ろ
う
て
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

（
Ｍ
さ
ん
）　

前
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
（
師
匠
の
こ
と
）
は
、
ほ
ん
と
に

も
う
、
う
ち
の
主
人
と
ウ
マ
が
合
う
て
、
二
、三
軒
向
こ
う
に
行
っ
て

て
も
、お
弁
当
食
べ
る
の
に
（
わ
ざ
わ
ざ
戻
っ
て
来
て
）
う
ち
に
寄
っ

て
く
れ
た
。「
Ｍ
さ
ん
、
ち
ょ
っ
と
話
し
す
ぎ
て
、
今
日
は
三
軒
（
門

付
け
が
で
き
ず
に
）
ま
あ
残
る
わ
い
」
な
ん
て
。
も
う
ふ
た
り
、
ほ

ん
ま
ウ
マ
が
合
う
て
な
。
年
い
っ
て
も
喜
ん
で
来
て
く
れ
お
っ
た
。

（
中
内
）　

師
匠
か
ら
も
、
Ｍ
さ
ん
の
こ
と
は
伺
っ
て
ま
し
た
。

　

師
匠
の
思
い
出
、
Ｍ
さ
ん
の
健
康
の
こ
と
、
畑
の
作
物
の
様
子
、
ち
ょ

う
ど
こ
の
日
に
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
て
い
た
冬
季
五
輪
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス

ケ
ー
ト
の
結
果
に
つ
い
て
な
ど
を
あ
れ
こ
れ
語
ら
っ
た
あ
と
、
中
内
・
南

が
暇
を
乞
う
と
、
Ｍ
さ
ん
は
Ｔ
さ
ん
に
指
示
し
て
、
準
備
し
て
い
た
手
土

産
の
入
っ
た
袋
を
渡
し
た
。
中
に
は
お
餅
や
漬
物
な
ど
が
た
く
さ
ん
入
っ

て
い
て
、
中
内
は
「
お
子
さ
ん
に
あ
げ
る
『
お
楽
し
み
袋
』
み
た
い
」
と

喜
ん
で
受
け
取
り
、
Ｔ
さ
ん
も
「（
母
親
は
）
昔
か
ら
、
こ
の
調
子
で
」
と

笑
っ
た
。

（
Ｍ
さ
ん
）　

お
え
び
す
さ
ん
の
お
か
げ
で
、
越
せ
ま
す
。
来
年
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
お
え
び
す
さ
ん
待
っ
と
る
よ
。
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高
齢
の
Ｍ
さ
ん
を
気
遣
い
、
中
内
と
南
は
客
間
で
別
れ
の
挨
拶
を
終
え
た

つ
も
り
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
Ｍ
さ
ん
は
ふ
た
り
を
足
早
に
追
い
か
け
て
玄

関
ま
で
出
て
、
正
座
し
て
頭
を
下
げ
、「
ま
た
来
年
も
来
て
く
だ
さ
い
や
。

待
っ
ち
ょ
る
き
ね
」
と
見
送
っ
た
。
中
内
た
ち
は
、「
な
お
い
っ
そ
う
の
福

が
舞
い
込
み
ま
す
よ
う
に
」
と
こ
れ
に
答
え
、
次
の
廻
壇
先
へ
向
か
っ
た
。

も
と
も
と
Ｍ
さ
ん
の
生
家
は
、
山
地
の
集
落
に
あ
っ
た
。
三
番
叟
ま
わ

し
の
芸
人
は
そ
こ
に
も
や
っ
て
き
て
、
毎
年
の
正
月
を
告
げ
て
い
た
と
い

う
。
自
動
車
で
の
移
動
が
で
き
な
か
っ
た
時
代
で
、
芸
人
が
そ
の
日
の
廻

壇
先
か
ら
自
宅
に
日
帰
り
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
集
落
の
決
ま
っ
た
家
に

泊
め
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
Ｍ
さ
ん
の
生
家
は
、
芸
人
に
定
宿

と
し
て
頼
り
に
さ
れ
て
い
た
。

　

子
ど
も
の
う
ち
か
ら
、（
山
の
上
の
）
私
の
里
で
は
、
毎
年
（
人
形

遣
い
が
）
家
で
泊
ま
り
お
っ
た
。
も
う
ず
っ
と
泊
ま
り
お
っ
た
。
昔

か
ら
。
そ
ら
も
う
泊
ま
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
し
晩
に
（
人
形
を
）
ま
わ

し
て
く
れ
お
っ
た
。
特
別
じ
ゃ
、
泊
ま
る
き
じ
ゃ
ろ
う
な
。

　

山
の
上
じ
ゃ
、三
十
軒
も
あ
る
の
が
飛
び
飛
び
じ
ゃ
き
に
な
。
や
っ

ぱ
し
泊
ま
ら
な
な
。
下
ま
で
は
バ
ス
で
来
お
っ
た
け
ど
、
山
は
も
う

な
、
歩
い
て
た
。

現
在
で
は
、
市
街
地
で
も
山
間
の
集
落
で
も
、
三
番
叟
ま
わ
し
を
家
で

迎
え
る
の
は
高
齢
者
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
家
を
夜
遅
く
に
訪

ね
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
遅
く
と
も
夜
九
時
ご
ろ
ま
で
に
は
そ
の

日
の
門
付
け
を
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
千
軒
以
上
の
家
で
三
番
叟
ま

わ
し
を
披
露
す
る
中
内
た
ち
は
、
時
間
を
意
識
し
な
が
ら
手
際
よ
く
移
動

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
各
家
で
の
舞
い
を
お
ろ
そ
か
に
す
る

こ
と
は
な
く
、
一
軒
ず
つ
惜
し
み
な
く
、
丁
寧
に
廻
っ
て
い
く
。
高
齢
者

の
み
の
世
帯
で
は
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
出
か
け
て
い
た
り
、
誰
か
が
入
院

中
だ
っ
た
り
し
て
、
家
に
誰
も
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
と
き
も
、

中
内
た
ち
は
誰
も
い
な
い
家
の
玄
関
先
で
、
三
番
叟
ま
わ
し
を
神
事
と
し

て
き
ち
ん
と
行
う
。
家
が
留
守
で
あ
っ
て
も
、
わ
か
る
場
所
に
祝
儀
が
き

ち
ん
と
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

Ｍ
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

ま
わ
し
て
く
れ
る
人
の
顔
が
な
、（
服
喪
で
）
来
て
く
れ
ん
で
も
、

目
の
前
に
浮
か
ぶ
。
私
は
や
っ
ぱ
し
こ
の
、
お
え
び
す
さ
ん
の
恩
が

あ
る
お
か
げ
で
こ
う
や
っ
て
生
き
て
お
れ
る
。
お
え
び
す
さ
ん
は
、

（
自
分
か
ら
代
替
わ
り
し
て
）
若
い
衆
に
な
っ
て
も
、
来
て
も
ら
う
方

が
え
え
と
思
う
。
お
え
び
す
さ
ん
が
来
て
く
れ
た
年
は
え
え
年
や
と
、

も
う
は
な
か
ら
思
い
込
ん
ど
る
の
か
な
。
ほ
ん
ま
え
え
年
じ
ゃ
。

三　

阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
の
「
継
承
」
と
「
伝
統
」

三
─
一　
「
継
承
し
た
三
番
叟
ま
わ
し
」
と
「
復
活
さ
せ
た
箱
ま
わ
し
」

保
存
会
が
活
動
を
開
始
し
た
一
九
九
五
年
当
時
は
、
史
料
や
小
説
な
ど

の
断
片
的
な
記
述
や
、
人
形
を
制
作
す
る
人
形
師
の
来
歴
と
そ
の
作
品
に
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注
目
し
た
出
版
物
は
あ
っ
て
も）

10
（

、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
民
俗
学
に
よ
る
本

格
的
な
調
査
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
の
体
系
的
な
先

行
研
究
は
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
口
づ
て
に
伝
承
さ
れ
、
衰
退
し
て
「
滅

亡
」
し
か
け
て
い
た
芸
を
、
保
存
会
は
師
匠
に
弟
子
入
り
し
て
習
得
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
門
付
け
に
訪
れ
た
先
の
家
々
で
丹
念
な
聞
き

取
り
を
行
う
な
ど
の
調
査
を
継
続
し
て
、
こ
の
芸
能
の
歴
史
を
丹
念
に
掘

り
起
こ
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
に
つ
い
て
の
情
報

を
可
能
な
限
り
収
集
し
、
体
系
化
し
て
記
述
す
る
初
め
て
の
本
格
的
な
試

み
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
保
存
会
の
活
動
に
お
い
て
、「
復
活
」
と
「
継
承
」
と
い
う
表

現
は
明
確
に
使
い
分
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
﹇
芝
原
生
活
文
化
研
究
所　

二
〇
一
六
﹈。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
表
現
が
意
味
す
る
も
の
を
整
理
し
、

そ
の
う
え
で
「
復
活
」「
継
承
」
を
果
た
し
た
こ
れ
ら
ふ
た
つ
と
は
異
な
る

も
う
ひ
と
つ
の
芸
に
注
目
す
る）

11
（

。
こ
の
存
在
が
、
三
番
叟
ま
わ
し
を
迎
え

る
人
々
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
ま
た
保
存
会
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
か
を
考
察
す
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
は
、
ふ
た
つ
の
芸
能

か
ら
主
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
「
三
番
叟
ま
わ
し
」
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
は
「
箱
廻
し
」
で
あ
る
。
三
番
叟
ま
わ
し
と
は
既
述
の
と
お

り
、
檀
那
場
の
家
々
を
一
軒
ず
つ
訪
問
し
て
、
四
体
の
人
形
を
用
い
て
門

明
け
の
神
事
を
行
う
祝
福
芸
で
あ
る
。
辻
本
は
、
こ
の
三
番
叟
ま
わ
し
を

阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
と
い
う
芸
能
の
中
心
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
が
娯
楽

芸
能
で
は
な
く
「
信
仰
、
神
事
」
で
あ
っ
て
、「
受
け
入
れ
る
側
の
文
化
」

が
存
在
し
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
だ
と
強
調
し
て
い
る
。
Ａ
さ
ん
や
Ｍ

さ
ん
の
よ
う
な
、
毎
年
三
番
叟
ま
わ
し
を
迎
え
る
こ
と
を
心
待
ち
に
し
て
、

芸
人
を
歓
迎
す
る
人
々
、
た
と
え
家
を
留
守
に
し
て
も
祝
儀
を
置
い
て
お

く
よ
う
な
人
々
が
あ
っ
て
、
三
番
叟
ま
わ
し
は
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
「
箱
廻
し
」
は
、「
娯
楽
芸
能
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、

路
傍
で
演
じ
ら
れ
た
人
形
芝
居
、「
道
の
芸
」「
大
道
芸
」
で
あ
る
﹇
芝
原

生
活
文
化
研
究
所　

二
〇
一
六
：
二
九
﹈。
か
つ
て
人
形
遣
い
た
ち
は
、
数

体
の
人
形
を
木
箱
に
入
れ
て
移
動
し
、
町
な
か
の
芝
居
小
屋
や
農
村
舞
台

で
演
じ
ら
れ
た
人
気
の
外
題
を
、
路
傍
や
民
家
の
庭
先
、
神
社
境
内
で
演

じ
た
。

ま
だ
現
役
で
活
動
し
て
い
た
「
最
後
の
三
番
叟
芸
人
」
を
師
匠
と
す
る

こ
と
で
、
保
存
会
は
三
番
叟
ま
わ
し
を
直
接
「
継
承
」
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
箱
廻
し
」
は
、「
太
平
洋
戦
争
を
境
に
街
角
か
ら
姿

を
消
し
た
」。
よ
っ
て
保
存
会
は
、
資
料
の
収
集
と
分
析
、
聞
き
取
り
調
査

を
も
と
に
こ
れ
を
「
復
活
」
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
芝
原
生
活

文
化
研
究
所 

二
〇
一
六
：
二
九
）。
現
在
で
は
、
中
内
と
南
が
こ
れ
を
民

俗
芸
能
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
や
人
権
啓
発
関
連
の
講
演
会
、
そ
の
他
商
業
施

設
で
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
様
々
な
機
会
に
披
露
し
て
い
る
。

「
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
い
な
い
と
、
門
付
け
は
や
っ
と
ら
れ
ん
」
と
、
辻

本
は
語
る
）
12
（

。
神
事
と
し
て
の
三
番
叟
ま
わ
し
は
、
師
匠
を
通
じ
て
そ
の
伝

統
を
何
と
か
「
継
承
」
で
き
た
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
保
存
会
の
現
在
の

活
動
の
要
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
「
絶
対
に
変
え
ち
ゃ
な
ら
ん
」
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
箱
廻
し
」
は
「
娯
楽
、
芸
術
」
で
あ
り
、「
復
活
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し
、
継
承
し
た
」
も
の
で
あ
る
。「
絶
対
に
変
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う

「
神
事
」
に
対
し
て
、「
娯
楽
、
芸
術
」
で
あ
る
「
箱
廻
し
」
は
、
娯
楽
や

生
活
の
変
化
に
よ
っ
て
再
び
廃
れ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。
だ
か
ら「
変

え
て
は
な
ら
な
い
」
も
の
で
は
な
く
、「
世
相
に
合
わ
せ
て
新
し
く
」
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

三
─
二　

も
う
ひ
と
つ
の
門
付
け
―
―
「
あ
の
人
、
ど
こ
行
っ
た
ん
？
」

保
存
会
は
三
番
叟
ま
わ
し
を
継
承
し
、
箱
廻
し
を
復
活
さ
せ
、「
阿
波
木

偶
箱
ま
わ
し
」
の
再
興
を
実
現
し
た
。
そ
う
し
た
保
存
会
の
こ
れ
ま
で
の

あ
ゆ
み
を
ま
と
め
た
著
作
の
中
に
、
こ
の
ど
ち
ら
と
も
異
な
る
も
の
と
し

て
言
及
さ
れ
、
ま
た
三
番
叟
ま
わ
し
を
迎
え
る
人
々
の
口
か
ら
も
、
た
め

ら
い
が
ち
に
言
葉
を
選
び
な
が
ら
語
ら
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
門
付
け
が
あ

る
。「『
箱
ま
わ
し
』
文
化
の
継
承
に
は
、
社
会
問
題
と
し
て
の
差
別
を
克

服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
保
存
会
に
と
っ
て
、
そ
の
存
在

は
重
要
で
あ
り
、
し
か
し
そ
れ
を
「
神
事
」
と
「
娯
楽
」
の
ど
ち
ら
か
に

位
置
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
保
存
会
の
著
作
に
お
い
て
「
エ
ビ
ス
舞
」

「
大
黒
舞
」
と
い
う
名
称
で
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
の
も
う
ひ
と
つ
の
門
付
け

に
つ
い
て
、
門
付
け
を
迎
え
る
人
々
が
記
憶
を
頼
り
に
語
る
物
語
か
ら
考

え
て
み
た
い
。

旧
正
月
の
三
番
叟
ま
わ
し
を
迎
え
た
同
じ
日
に
、「
あ
の
人
は
、
ど
こ

行
っ
た
ん
？
お
な
ご
の
人
が
な
。
人
形
持
っ
て
な
、
来
お
っ
た
ん
で
す
。

あ
の
人
、
ど
こ
行
っ
た
ん
？
」
と
言
っ
て
、
Ｍ
さ
ん
は
語
り
だ
し
た
。
筆

者
と
、
息
子
の
Ｔ
さ
ん
と
の
会
話
の
中
で
、
Ｍ
さ
ん
は
言
葉
を
選
び
な
が

ら
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
語
っ
た
。

　

そ
う
言
っ
た
ら
い
か
ん
け
ど
、「
お
遍
路
さ
ん
じ
ゃ
」
っ
て
（
近
所

の
）
み
な
が
言
い
お
っ
た
。
も
う
、
お
正
月
や
な
ん
で
ん
な
し
に
、

ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
来
る
ん
よ
。
こ
れ
（
＝
人
形
）
持
っ
て
。
こ
ま
い
お

人
形
持
っ
て
き
て
、
ま
わ
し
て
。

　

お
え
び
す
さ
ん
と
違
う
ん
よ
。
こ
ま
い
木
偶
じ
ゃ
わ
、
お
ば
あ
さ

ん
が
持
っ
て
き
お
っ
た
ん
は
。
遅
う
に
は
も
う
、
人
形
も
持
っ
て
こ

ん
と
な
、「
お
遍
路
さ
ん
」
に
廻
り
よ
っ
た
。
来
た
ら
、
食
べ
る
も
の

を
あ
げ
る
ん
よ
な
。
何
の
か
ん
の
あ
げ
よ
っ
た
。
こ
っ
ち
が
お
茶
飲

み
よ
っ
た
ら
、「
一
緒
に
お
茶
飲
ま
ん
ね
」
っ
て
、
お
茶
を
あ
げ
て
な
。

（（
筆
者
）
そ
の
人
は
、
人
形
を
遣
っ
て
、
三
番
叟
ま
わ
し
み
た
い
に

す
る
ん
で
す
か
？
）

　

ち
ょ
っ
と
こ
う
、
ま
わ
し
て
し
た
ら
、
み
ん
な
が
炊
い
と
る
も
の

を
あ
げ
る
。
そ
れ
を
も
ろ
う
た
ら
、
す
っ
と
帰
る
。
遅
う
に
は
も
う
、

人
形
も
持
た
ん
と
来
て
な
。
何
か
を
も
ろ
う
て
な
、
去い

ね
お
っ
た
。

お
ば
あ
さ
ん
、
年
寄
り
の
女
の
人
が
な
。

「
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
」
は
か
つ
て
、「
親
た
ち
が
口
を
割
ら
な
か
っ
た

文
化
」﹇
辻
本　

二
〇
〇
八
：
八
二
﹈
だ
っ
た
。
以
前
は
聞
き
取
り
調
査
を

し
よ
う
に
も
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
に
木
偶
が
残
っ
て
な
い
で
す
か
」
と
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は
安
易
に
は
聞
け
な
か
っ
た
と
い
う
﹇
辻
本　

二
〇
〇
八
：
一
〇
四
﹈。
こ

う
し
た
差
別
の
歴
史
や
そ
れ
を
経
験
し
て
き
た
人
々
と
向
き
合
う
こ
と
が
、

「
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
」
を
再
興
さ
せ
る
活
動
の
原
点
だ
っ
た
。

淡
路
で
「
人
形
浄
瑠
璃
」
を
研
究
し
た
ロ
ー
は
、
徳
島
の
事
例
と
は
ま

た
異
な
り
、
淡
路
で
は
「
人
形
浄
瑠
璃
」
に
対
し
て
明
確
に
区
別
さ
れ
た

「
三
番
叟
ま
わ
し
と
エ
ビ
ス
廻
し
」
が
と
も
に
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら

れ
て
い
た
と
記
述
し
て
い
る
﹇
ロ
ー　

二
〇
一
二
：
二
五
二
﹈。「
三
番
叟

ま
わ
し
と
エ
ビ
ス
廻
し
」
に
も
関
心
を
も
っ
て
調
査
を
進
め
よ
う
と
し
た

彼
女
は
、
そ
れ
ら
は
「
物
乞
い
で
あ
り
、
淡
路
の
伝
統
の
一
部
だ
と
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
」、「
伝
統
の
そ
の
よ
う
な
『
み
っ
と
も
な
い
』
側
面
ば

か
り
に
興
味
を
持
つ
こ
と
が
本
当
に
残
念
だ
」
と
い
っ
た
言
葉
を
聞
か
さ

れ
た
と
い
う
。

ま
た
神
野
が
引
用
し
て
い
る
後
藤
捷
一
の
記
述
﹇
後
藤　

一
九
三
二
﹈

に
は
、
当
時
大
阪
市
東
淀
川
区
に
在
住
し
て
い
た
後
藤
の
家
に
「
阿
波
の

お
え
べ
つ
さ
ん
」
が
偶
然
や
っ
て
き
た
と
き
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

や
っ
て
き
た
の
は
十
日
戎
を
あ
て
こ
ん
で
徳
島
か
ら
阪
神
方
面
ま
で
や
っ

て
き
た
「
五
十
歳
程
の
婦
人
」
だ
っ
た
。「
エ
ビ
ス
」「
大
黒
」
な
ど
の
ご

く
小
さ
な
木
偶
を
か
か
げ
て
、
芸
と
も
言
え
な
い
ほ
ど
の
簡
単
な
動
き
を

さ
せ
て
歩
き
、
時
に
は
阪
神
方
面
ま
で
遠
征
し
て
い
た
人
々
が
い
た
と
い

う
記
録
で
あ
り
、後
藤
は
こ
れ
を
「
神
事
」「
娯
楽
」
で
は
な
く
「
物
貰
い
」

の
ひ
と
つ
と
し
て
認
識
し
て
い
た
﹇
神
野　

二
〇
一
七
：
四
九
﹈。

保
存
会
は
こ
の
よ
う
な
「
エ
ビ
ス
舞
」「
大
黒
舞
」
を
、「
徳
島
県
に
お

け
る
正
月
の
祝
福
芸
と
し
て
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
民
俗
芸
能
」
と
し

て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
徳
島
や
淡
路
の
正
月
の
街
並
み
を
彩
っ
た

門
付
け
の
祝
福
芸
」
で
あ
っ
た
が
、
三
番
叟
ま
わ
し
が
正
月
神
事
と
し
て

定
着
し
た
の
に
対
し
て
、「『
三
番
叟
ま
わ
し
』
と
比
較
し
て
簡
易
な
言
祝

ぎ
で
あ
っ
た
た
め
、
軽
視
さ
れ
た
ま
ま
一
九
五
〇
年
代
に
姿
を
消
し
た
」

﹇
芝
原
生
活
文
化
研
究
所　

二
〇
一
六
：
四
五
﹈。
ま
た
、「『
物
も
ら
い
』

と
賤
視
さ
れ
、
阿
波
木
偶
文
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
ま
せ
ん

で
し
た
」﹇
辻
本　

二
〇
〇
八
：
一
〇
三
﹈。
そ
う
し
た
性
質
の
ゆ
え
に
、

「
木
偶
や
門
付
け
周
辺
用
具
な
ど
の
保
存
資
料
が
極
め
て
少
な
く
、
復
活
伝

承
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
」
が
、「
も
と
も
と
素
朴
な
芸
だ
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
保
存
会
が
そ
の
演
技
の
『
復
活
』
を
ほ

ぼ
実
現
し
、
保
存
活
動
を
行
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
﹇
芝
原
生
活
文
化

研
究
所　

二
〇
一
六
：
四
五
﹈。

Ｍ
さ
ん
の
語
り
は
、「
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
飲
み
込
ん
だ
文
化
」

﹇
辻
本　

二
〇
〇
八
：
一
〇
四
﹈
と
い
う
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
の
芸
の
う
ち

で
も
、
そ
う
し
た
性
質
が
い
っ
そ
う
強
い
「
エ
ビ
ス
舞
」「
大
黒
舞
」
の
姿

を
、
そ
れ
を
迎
え
る
側
に
い
た
自
分
の
立
場
か
ら
描
写
し
た
も
の
だ
っ
た
。

か
つ
て
自
分
も
「
差
別
す
る
側
」
に
い
た
の
で
は
な
い
か
と
意
識
し
て
し

ま
っ
た
か
ら
な
の
か
、「
そ
う
言
っ
た
ら
い
か
ん
け
ど
、『
お
遍
路
さ
ん

じ
ゃ
』
っ
て
み
な
が
言
い
お
っ
た
」
と
語
り
だ
し
た
と
き
の
Ｍ
さ
ん
の
口

調
と
表
情
に
は
、
た
め
ら
い
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
た
。「
お
ば
あ
さ

ん
」
が
遣
っ
て
い
た
と
い
う
「
こ
ま
い
木
偶
」
は
、「
お
え
び
す
さ
ん
と
は

違
う
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
エ
ビ
ス
の
木
偶
だ
っ
た
も
の

が
塗
装
が
落
ち
た
り
一
部
が
欠
損
し
た
り
し
て
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
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「
こ
ま
い
木
偶
」
を
遣
い
、
正
月
と
は
関
係
な
い
時
期
に
も
や
っ
て
き
て
、

「
神
事
」
と
も
「
娯
楽
」
と
も
言
い
難
い
芸
を
披
露
し
て
い
た
「
お
ば
あ
さ

ん
」
は
、
後
に
は
そ
の
人
形
す
ら
手
放
し
て
、
何
も
持
た
ず
に
食
べ
物
を

貰
い
に
や
っ
て
き
た
と
い
う）

13
（

。

辻
本
は
そ
の
著
作
に
お
い
て
、「
エ
ビ
ス
舞
」「
大
黒
舞
」
の
門
付
け
を

実
際
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
自
身
の
祖
母
へ
の
追
憶
を
、
読
み
手
の
心
を

強
く
打
つ
文
章
で
つ
づ
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
エ
ビ
ス
舞
」「
大
黒
舞
」
を

し
な
が
ら
町
を
歩
く
女
性
の
姿
を
と
ら
え
た
当
時
の
写
真
を
、
著
書
で
章

の
扉
写
真
と
し
て
大
き
く
掲
載
し
て
い
る
。「
エ
ビ
ス
舞
」「
大
黒
舞
」
の

資
料
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
そ
の
他
の
写
真
で
は
、
人
形
を
手
に
し
て
い

る
女
性
た
ち
の
顔
は
、
カ
メ
ラ
を
意
図
し
て
避
け
る
か
の
よ
う
に
不
自
然

に
隠
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
表
情

を
し
て
い
る
の
か
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。「
神
事
」
と
し
て
の
三
番
叟

ま
わ
し
と
「
娯
楽
」
と
し
て
の
箱
廻
し
と
い
う
構
成
の
「
阿
波
木
偶
箱
ま

わ
し
」
に
お
い
て
、
差
別
の
歴
史
を
振
り
返
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な

存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
位
置
づ
け

と
説
明
に
ど
う
し
て
も
困
難
が
伴
う
こ
と
に
な
る
の
が
、「
エ
ビ
ス
舞
」「
大

黒
舞
」
な
の
で
は
な
い
か
。
扱
う
道
具
も
、
ま
た
芸
と
し
て
も
ご
く
素
朴

な
も
の
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
再
評
価
し
て
語
り
な
お
す
こ
と
に
は
、

三
番
叟
ま
わ
し
や
箱
廻
し
を
語
り
な
お
す
こ
と
と
は
別
の
難
し
さ
が
伴
う

は
ず
で
あ
る
。

「
継
承
」
さ
れ
た
三
番
叟
ま
わ
し
と
「
復
活
」
し
た
箱
廻
し
は
、
徳
島
独

特
の
民
俗
芸
能
と
し
て
再
評
価
さ
れ
、
は
な
や
か
な
舞
台
で
披
露
さ
れ
、

メ
デ
ィ
ア
に
も
大
き
く
報
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
対
し
て
、「
簡

易
な
言
祝
ぎ
」
で
あ
り
、
人
形
そ
の
ほ
か
の
道
具
に
対
し
て
も
工
芸
品
、

美
術
品
と
し
て
の
価
値
を
見
出
し
に
く
い
「
エ
ビ
ス
舞
」「
大
黒
舞
」
は
、

「
復
活
」
を
ほ
ぼ
実
現
し
た
と
さ
れ
る
そ
の
一
方
で
、「
ど
こ
へ
行
っ
た
の

か
」
わ
か
ら
な
い
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
。
前
者
が
そ
の
存
在
を
正
当
に

再
評
価
さ
れ
て
い
わ
ば
「
主
流
化
」
し
て
い
く
動
き
と
と
も
に
、「
エ
ビ
ス

舞
」「
大
黒
舞
」
の
存
在
は
そ
の
ま
ま
で
は
ど
う
し
て
も
「
周
縁
化
」
し
て

し
ま
い
、か
つ
て
の
そ
の
姿
か
ら
現
在
に
至
る
連
続
性
が
見
え
に
く
く
な
っ

て
い
く
。
M
さ
ん
が
「
ど
こ
い
っ
た
ん
？
」
と
率
直
な
疑
問
の
形
で
語
る

「
お
遍
路
さ
ん
（
＝
「
エ
ビ
ス
舞
」「
大
黒
舞
」）」　

は
、
再
興
を
果
た
し
た

「
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
」
に
と
っ
て
、こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、

ど
の
よ
う
に
語
り
な
お
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

あ
る
芸
能
が
継
承
さ
れ
る
際
に
、
先
代
と
新
し
く
そ
の
担
い
手
と
な
っ

た
者
と
の
間
で
、
個
人
的
な
技
量
が
違
っ
て
い
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
取
り

囲
む
環
境
や
時
代
、
伝
統
の
受
け
止
め
方
が
違
っ
て
い
た
り
す
る
の
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
﹇
神
野　

二
〇
一
六
：
七
〇
―

七
三
﹈。
そ
も
そ
も
伝
統

の
継
承
と
は
、
過
去
を
そ
の
ま
ま
に
再
現
し
、
そ
の
忠
実
な
複
製
を
た
だ

繰
り
返
す
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
創
造
的
な
行
為
で
あ

る
。
三
番
叟
ま
わ
し
の
師
匠
は
当
初
、
中
内
と
南
に
継
承
す
る
こ
と
を
従

来
と
は
違
っ
て
彼
女
た
ち
が
「
女
性
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
し
ぶ
っ
て
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い
た
と
い
う
が
、
結
果
と
し
て
現
在
で
は
、
か
つ
て
の
三
番
叟
ま
わ
し
に

は
な
か
っ
た
「
に
ぎ
や
か
さ
」（
Ａ
さ
ん
）
が
彼
女
た
ち
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
、
そ
れ
は
「
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
」
の
再
興
を
後
押
し
す
る
大
き
な

要
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
ふ
た
り
の
毎
年
の
来
訪
は
、
檀
那
場
の

高
齢
者
た
ち
に
と
っ
て
、
ま
る
で
孫
の
成
長
を
見
る
か
の
よ
う
な
楽
し
み

と
な
っ
て
い
る
。

単
な
る
過
去
の
複
製
で
は
な
い
こ
う
し
た
創
造
的
な
過
程
を
経
て
、「
継

承
し
た
三
番
叟
ま
わ
し
」
と
「
復
活
し
た
箱
廻
し
」
は
阿
波
独
自
の
民
族

芸
能
と
し
て
再
興
を
果
た
し
、
そ
の
地
位
を
確
立
し
た
。
た
だ
、
こ
う
し

た
い
わ
ば
主
流
化
の
流
れ
と
と
も
に
、
そ
の
ど
ち
ら
と
も
異
な
る
「
お
遍

路
さ
ん
」
の
よ
う
な
、
せ
つ
な
く
、
ま
た
懐
か
し
く
も
あ
る
存
在
は
、
語

る
こ
と
の
難
し
い
存
在
と
し
て
い
わ
ば
か
え
っ
て
周
縁
化
の
流
れ
に
さ
ら

さ
れ
て
し
ま
う
。「
伝
統
」
と
い
わ
れ
る
も
の
の
生
成
や
再
生
に
は
つ
き
も

の
と
も
い
え
る
こ
う
し
た
主
流
化
と
周
縁
化
の
逆
説
は
、
阿
波
木
偶
箱
ま

わ
し
の
再
興
の
過
程
で
は
ど
の
よ
う
な
形
で
起
こ
る
の
か
、
ま
た
こ
の
問

題
に
対
し
て
、
保
存
会
と
こ
の
芸
能
を
支
え
て
い
る
人
々
が
ど
の
よ
う
に

向
き
合
っ
て
い
く
の
か
が
こ
れ
か
ら
い
っ
そ
う
注
目
さ
れ
る
。

注（
1
） （
芝
原
生
活
文
化
研
究
所 

二
〇
一
六
、
辻
本　

二
〇
〇
八
）
お
よ
び

（
神
野 

二
〇
一
七
：
七
三
―

七
四
）
の
説
明
を
も
と
に
、
こ
の
論
考
の

趣
旨
に
合
わ
せ
て
一
部
を
変
更
し
た
。

（
2
） 

最
近
の
も
の
と
し
て
、
奈
良
県
大
和
郡
山
市
第
四
回
『
水
木
十
五
堂
賞
』

受
賞
（
二
〇
一
六
年
、
辻
本
顧
問
に
対
し
て
）、
サ
ン
ト
リ
ー
文
化
財

団
『
第
三
九
回
サ
ン
ト
リ
ー
地
域
文
化
賞
』
受
賞
（
二
〇
一
七
年
）。

（
3
） 

保
存
会
は
、
こ
の
「
最
後
の
三
番
叟
芸
人
」
に
つ
い
て
、
氏
名
を
含
め

そ
の
素
性
を
明
か
さ
な
い
方
針
を
と
っ
て
い
る
。

（
4
） 

Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP15K

03066

（
研
究
者
代
表
・
姜
竣
）。

（
5
） 

本
特
集
の
姜
論
文
に
お
け
る
A
家
の
こ
と
。

（
6
） 

か
つ
て
二
代
目
当
主
の
こ
ろ
、
人
形
遣
い
は
新
正
月
に
年
が
明
け
る
と

す
ぐ
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
。
本
特
集
の
姜
論
文
を
参
照
。

（
7
） 

三
番
叟
ま
わ
し
の
詞
章
そ
の
ほ
か
具
体
的
な
姿
に
つ
い
て
は
、﹇
友
常 

二
〇
一
一
：
二
八
四
―

二
八
五
﹈
お
よ
び
映
像
資
料
を
参
照
。

（
8
） 

本
特
集
の
姜
論
文
を
参
照
。

（
9
） 「
黒
式
尉
面
」
と
「
白
式
尉
面
」。
か
つ
て
三
番
叟
ま
わ
し
芸
人
は
、
困

窮
し
た
際
に
三
番
叟
の
人
形
本
体
を
売
却
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ

の
面
は
最
後
ま
で
手
放
そ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

（
10
） 

保
存
会
は
こ
れ
ら
関
連
資
料
に
つ
い
て
も
整
理
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

（
11
） 「
復
活
」「
継
承
」
と
い
う
表
現
に
神
野
も
や
は
り
注
目
し
、
本
論
と
は

違
っ
た
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
﹇
神
野　

二
〇
一
七
：
七
〇
﹈。

（
12
） 

二
〇
一
七
年
一
月
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
。

（
13
） 

こ
こ
で
語
ら
れ
た
「
お
遍
路
さ
ん
」
と
は
、
本
特
集
の
姜
論
文
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
「
え
べ
っ
さ
ん
」
と
同
様
の
も
の
だ
ろ
う
。
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も
り
た
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し
な
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大
阪
大
学
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特
任
講
師
）

は
じ
め
に

筆
者
は
、「
阿
波
木
偶
の
伝
統
と
被
差
別
民
の
漂
泊
性
」
と
い
う
論
考
に

お
い
て
、
門
付
け
の
人
形
芝
居
の
再
生
に
焦
点
を
当
て
、
一
度
消
滅
し
か

か
っ
た
儀
礼
が
現
代
に
復
活
し
た
過
程
と
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、

門
付
け
の
伝
統
に
対
す
る
現
今
の
担
い
手
た
ち
の
意
識
や
彼
ら
に
対
す
る

社
会
的
期
待
感
を
、
民
族
誌
の
手
法
を
用
い
、
地
域
史
の
成
果
を
活
か
し

て
実
証
的
に
検
証
し
た
﹇
姜　

二
〇
一
八
：
二
〇
七
〜
二
三
四
﹈。
ジ
ェ
ー

ン
マ
リ
ー
・
ロ
ー
に
よ
る
と
、
伝
統
的
に
人
形
芝
居
が
果
た
し
た
儀
礼
上

の
役
割
は
、
本
質
的
に
は
人
形
遣
い
の
体ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

制
外
者
と
し
て
の
漂
泊
性
や
他

者
性
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
が
、
彼
ら
は
ま
さ
に
門
付
け
の
伝
統

ゆ
え
に
自
ら
の
過
去
に
対
し
て
「
痛
み
」
や
「
辛
さ
」
を
抱
い
て
き
た

﹇
ロ
ー　

二
〇
一
二
：
八
一
﹈。
そ
し
て
、ご
神
体
で
あ
り
生
き
る
術
で
あ
っ

た
人
形
は
、
ス
テ
ィ
グ
マ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
封
印
さ
れ
た
。
ロ
ー
の
研

究
に
触
発
さ
れ
た
筆
者
の
研
究
は
、
自
ら
の
過
去
を
隠
ぺ
い
し
否
定
さ
せ

【�

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
の
生
き
延
び
方
―
現
代
に
お
け
る
人
形
儀
礼
の
再
文
脈
化
」】

 

ス
テ
ィ
グ
マ
の
シ
ン
ボ
ル
か
ら
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
イ
コ
ン
へ

―
「
マ
レ
ビ
ト
の
地
理
」
が
導
く
歓
待
の
問
い
―

姜　
　
　

竣　


