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凡
　
例

一
　
本
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
精
選

　
折
口
信
夫
』
は
、
中
央
公
論
社
版
『
折
口
信
夫
全
集
』（
一
九
九
五
│
二
〇
〇
二
）
を
底

本
と
し
た
。

二
　
各
著
作
の
末
尾
に
、
初
出
、
お
よ
び
発
表
年
月
を
記
し
た
。

三
　
本
文
校
訂
に
あ
た
っ
て
、
明
ら
か
な
誤
植
は
と
く
に
断
る
こ
と
な
く
修
正
し
た
が
、
説
明
を
要
す
る
修
正
箇
所
に
つ
い

て
は
、
解
題
に
記
し
た
。

四
　
原
則
と
し
て
新
字
体
・
旧
仮
名
遣
い
と
す
る
が
、
可
能
な
か
ぎ
り
底
本
の
用
字
・
用
語
を
尊
重
し
た
。
例
外
は
解
題
に

記
し
た
。

五
　
ル
ビ
（
ふ
り
が
な
）
は
原
則
と
し
て
ひ
ら
が
な
と
し
、
難
読
字
に
は
適
宜
ル
ビ
を
振
っ
た
。

六
　
本
文
中
の
編
集
上
の
註
記
は
〔
　
〕
に
入
れ
、
著
者
に
よ
る
註
と
区
別
す
る
た
め
、
本
文
よ
り
も
小
さ
な
文
字
で
示
し

た
。

七
　
本
文
中
に
、
今
日
の
人
権
意
識
に
照
ら
し
て
不
適
切
と
思
わ
れ
る
語
句
や
表
現
が
あ
る
が
、
時
代
的
背
景
と
、
作
品
の

歴
史
的
価
値
に
か
ん
が
み
、
加
え
て
著
者
が
故
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。
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国
文
学
の
発
生
（
第
一
稿
）

呪
言
と
叙
事
詩
と

一

日
本
文
学
が
、
出
発
点
か
ら
し
て
既
に
、
今
あ
る
儘ま
ま

の
本
質
と
目
的
と
を
持
つ
て
居
た
と
考
へ
る
の
は
、
単
純
な
空

想
で
あ
る
。
其そ
れ

ば
か
り
か
、
極ご
く

微か
す

か
な
文
学
意
識
が
含
ま
れ
て
居
た
と
見
る
事
さ
へ
、
真
実
を
離
れ
た
考
へ
と
言
は

ね
ば
な
ら
ぬ
。
古
代
生
活
の
一
様
式
と
し
て
、
極
め
て
縁
遠
い
原
因
か
ら
出
た
も
の
が
、
次
第
に
目
的
を
展
開
し
て
、

偶
然
、
文
学
の
規
範
に
入
つ
て
来
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

似
た
事
は
、
文
章
の
形
式
の
上
に
も
あ
る
。
散
文
が
、
権
威
あ
る
表
現
の
力
を
持
つ
て
来
る
時
代
は
、
遥
か
に
遅
れ

て
居
る
。
散
文
は
、
口
の
上
の
語
と
し
て
は
、
使
ひ
馴
ら
さ
れ
て
居
て
も
、
対
話
以
外
に
、
文
章
と
し
て
存
在
の
理

由
が
な
か
つ
た
。
記
憶
の
方
便
と
云
ふ
、
大
事
な
要
件
に
不
足
が
あ
つ
た
為
で
あ
る
。
記
録
に
憑よ

る
こ
と
の
出
来
ぬ

古
代
の
文
章
が
、
散
文
の
形
を
と
る
の
は
、
時
間
的
持
続
を
考
へ
な
い
、
当
座
用
の
日
常
会
話
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。

繰
り
返
し
の
必
要
の
な
い
文
章
に
限
ら
れ
て
居
た
。
と
こ
ろ
が
、
古
代
生
活
に
見
え
た
文
章
の
、
繰
り
返
し
に
憑よ

つ

て
、
成
文
と
同
じ
効
果
を
持
つ
た
も
の
が
多
い
の
は
、
事
実
で
あ
る
。
律
文
を
保
存
し
、
発
達
さ
せ
た
力
は
、
此こ

処こ
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に
あ
る
。
け
れ
ど
も
其
は
単
に
要
求
だ
け
で
あ
つ
た
。
律
文
発
生
の
原
動
力
と
言
ふ
事
は
出
来
ぬ
。
も
つ
と
自
然
な

動
機
が
、
律
文
の
発
生
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
其
を
「
か
み
ご
と
」（
神
語
）
に
あ
る
と
信
じ
て
居
る
。

今
一
つ
、
似
た
問
題
が
あ
る
。
抒
情
詩
・
叙
事
詩
成
立
の
前
後
に
就
て
ゞ
あ
る
。
合
理
論
者
は
抒
情
詩
の
前
出
を
主

張
す
る
。
異
性
の
注
意
を
惹ひ

く
為
と
す
る
、
極
め
て
自
然
ら
し
い
恋
愛
動
機
説
で
あ
る
。
此こ
の

考
へ
は
、
雌し

雄ゆ
う

の
色
や

声
と
同
じ
様
に
、
詩
歌
を
見
て
居
る
。
純
生
理
的
に
又
、
原
始
的
に
考
へ
る
常
識
論
で
あ
る
。
其
上
、
発
生
時
に
於

て
既
に
、
あ
る
文
学
と
し
て
の
目
的
が
あ
つ
た
ら
し
く
考
へ
る
か
ら
の
間
違
ひ
で
あ
る
。
律
文
の
形
式
が
、
さ
う
し

た
目
的
に
適
す
る
様
に
、
あ
る
進
歩
を
経
て
か
ら
出
来
て
来
た
目
的
を
、
あ
ま
り
先
天
的
の
も
の
に
見
た
の
だ
。

わ
が
国
に
く
り
返
さ
れ
た
口
頭
の
文
章
の
最
初
は
、
叙
事
詩
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
日
本
民
族
の
間
に
、
国
家
意
識

の
明
ら
か
に
な
り
か
け
た
飛
鳥
朝
の
頃
に
は
、
早は
や

、
万
葉
に
表
れ
た
ゞ
け
の
律
文
形
式
は
、
あ
る
点
ま
で
の
固
定
を

遂
げ
て
居
た
様
に
見
え
る
。

我
々
の
祖
先
の
生
活
が
、
此
国
土
の
上
に
は
じ
ま
つ
て
以
後
に
、
な
り
立
つ
た
生
活
様
式
の
み
が
、
記
・
紀
其
他
の

文
献
に
登
録
せ
ら
れ
て
居
る
と
す
る
考
へ
は
、
誰
し
も
持
ち
易
い
事
で
あ
る
が
、
此こ
れ

は
非
常
に
用
心
が
い
る
。
此
国

の
上
に
集
つ
て
来
た
沢
山
の
種
族
の
、
移
動
前
か
ら
の
持
ち
伝
へ
が
、
ま
じ
つ
て
居
る
事
は
、
勿
論
で
あ
ら
う
。

併し
か

し
此
点
の
推
論
は
、
全
く
の
蓋が
い

然ぜ
ん

の
上
に
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
重
に
す
れ
ば
す
る
程
、
科
学
的
な
態
度
に
似

て
、
実
は
却か
へ

つ
て
空
想
の
わ
り
込
む
虞お
そ

れ
が
あ
る
。
だ
か
ら
あ
る
点
ま
で
伝
説
を
認
め
て
お
い
て
、
文
献
の
溯
さ
か
の
ぼれ

る

限
り
の
古
い
形
と
、
其
か
ら
飛
躍
す
る
推
理
と
を
、
ま
づ
定
め
て
見
よ
う
。

其
う
ち
で
、
あ
る
様
式
は
、
今
あ
る
文
献
を
超
越
し
て
、
何
時
・
何
処
で
、
何
種
族
が
は
じ
め
て
、
さ
う
し
て
其
を
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持
ち
伝
へ
た
の
だ
と
言
ふ
様
な
第
二
の
蓋
然
も
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
な
つ
た
上
で
、
古
代
生
活
の
中
に
、

真
の
此
国
根ね

生お

ひ
と
、
所い
は
ゆ
る謂

高た
か
ま
が
は
ら

天
原
伝
来
と
の
交
錯
状
態
が
は
つ
き
り
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

文
章
も
亦ま
た

、
事
情
を
一
つ
に
し
て
居
る
。
叙
事
詩
の
発
達
に
就
て
、
焦
点
を
据
ゑ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
人
称
の
問
題

で
あ
る
。

土ど

居ゐ

光く
わ
う
ち知

氏
は
、
日
本
文
学
の
人
称
問
題
の
発
達
に
、
始
め
て
注
意
を
向
け
た
方
で
あ
る
。
氏
と
立
ち
場
は
別
に

し
て
居
る
が
、
此
事
は
、
言
ひ
添
へ
て
置
き
た
い
。

日
本
紀
の
一
部
分
と
、
古
事
記
の
中う
ち

、
語か
た
り
べ部

の
口
う
つ
し
に
近
い
箇
所
は
、
叙
事
と
し
て
自
然
な
描
写
法
と
思
は
れ

る
三
人
称
に
従
う
て
居
る
。
時
々
は
、
一
人
称
で
あ
る
べ
き
抒
情
部
分
に
す
ら
、
三
人
称
の
立
ち
場
か
ら
の
物
言
ひ

を
ま
じ
へ
て
居
る
。「
八や

千ち

矛ほ
こ
ノ
神
と
妻さ
い

妾せ
ふ

と
の
間
の
唱
和
」
な
ど
が
其
で
あ
る
。
此
は
、
叙
事
詩
と
し
て
の
あ
る

程
度
の
進
歩
を
経
る
と
、
起
り
勝
ち
の
錯
乱
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
間ま

々ゝ
、
文
章
の
地
層
に
、
意
義
の
無
理
解
か
ら
、

伝で
ん

誦し
よ
うせ

ら
れ
記
録
せ
ら
れ
し
た
時
代
々
々
の
、
人
称
飜
訳
に
洩
れ
た
一
人
称
描
写
の
化
石
の
、
包
含
せ
ら
れ
て
居

る
事
が
あ
る
。

一
人
称
式
に
発
想
す
る
叙
事
詩
は
、
神
の
独
り
言
で
あ
る
。
神
、
人
に
憑か
ゝ

つ
て
、
自
身
の
来
歴
を
述
べ
、
種
族
の
歴

史
・
土
地
の
由
緒
な
ど
を
陳の

べ
る
。
皆
、
巫ふ

覡げ
き

の
恍く
わ
う

惚こ
つ

時
の
空
想
に
は
過
ぎ
な
い
。
併
し
、
種
族
の
意
向
の
上
に

立
つ
て
の
空
想
で
あ
る
。
而し
か

も
種
族
の
記
憶
の
下
積
み
が
、
突
然
復
活
す
る
事
も
あ
つ
た
事
は
、
勿
論
で
あ
る
。

其
等
の
「
本
縁
」
を
語
る
文
章
は
、
勿
論
巫
覡
の
口
を
衝
い
て
出
る
口
語
文
で
あ
る
。
さ
う
し
て
其
口
は
十
分
な
律

文
要
素
が
加く
は
ゝつ

て
居
た
。
全
体
、
狂
乱
時
・
変
態
時
の
心
理
の
表
現
は
、
左
右
相
称
を
保
ち
な
が
ら
進
む
、
生
活
の
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根
本
拍
子
が
急
迫
す
る
か
ら
の
、
律
動
な
の
で
あ
る
。
神か
み

憑が
か

り
の
際
の
動
作
を
、
正
気
で
居
て
も
く
り
返
す
所
か

ら
、
舞
踊
は
生
れ
て
来
る
。
此
際
、
神
の
物
語
る
話
は
、
日
常
の
語
と
は
、
様
子
の
変
つ
た
も
の
で
あ
る
。
神
自
身

か
ら
見
た
一
元
描
写
で
あ
る
か
ら
、
不
自
然
で
も
不
完
全
で
も
あ
る
が
、
と
に
か
く
に
発
想
は
一
人
称
に
依
る
様
に

な
る
。

昂た
か

ぶ
つ
た
内
律
の
現
れ
と
し
て
、
畳で
ふ

語ご

・
対
句
・
文
意
転
換
な
ど
が
盛
ん
に
行
は
れ
る
。
か
う
し
て
形
を
と
つ
て
来

る
口
語
文
は
、
一
時
的
の
も
の
で
は
あ
る
。
併
し
、
律
文
で
あ
り
、
叙
事
詩
で
あ
る
事
は
、
疑
ふ
事
が
出
来
な
い
。

此
神
の
自
叙
伝
は
、
臨
時
の
も
の
と
し
て
、
過
ぎ
去
る
種
類
の
も
の
も
あ
ら
う
。
が
、
種
族
生
活
に
交
渉
深
い
も
の

は
、
屢
し
ば
し
ばく
り
返
さ
れ
て
居
る
中う
ち

に
固
定
し
て
来
る
。
此
叙
事
詩
の
主
な
も
の
が
、
伝
誦
せ
ら
れ
る
間
に
、
無
意
識
の

修
辞
が
加
る
。
口く
ち

拍び
や
う
し子

か
ら
来
る
記
憶
の
錯
乱
も
ま
じ
る
。
併
し
な
が
ら
「
神か
み

語ご
と

」
と
し
て
は
、
段
々
完
成
し
て
来

る
の
で
あ
る
。

文
章
と
し
て
の
律
要
素
よ
り
も
、
声
楽
と
し
て
の
律
要
素
の
方
が
、
実
は
此
「
神
語
」
の
上
に
、
深
く
は
た
ら
き
か

け
て
居
た
。
律
語
の
体た
い

を
な
さ
ぬ
文
も
、
語
る
上
に
は
曲
節
を
つ
け
る
事
が
出
来
る
。
此
曲
節
に
乗
つ
て
、
幾
種
類

も
あ
つ
た
「
神
語
」
が
巫
覡
の
口
に
伝つ
た
はつ
て
、
其そ
れ

相
当
の
祭
り
・
儀
式
な
ど
に
、
常
例
と
し
て
使
は
れ
て
来
た
。
つ

ま
り
は
、
団
体
生
活
が
熟
し
て
来
て
、
臨
時
よ
り
も
、
習
慣
を
重
ん
ず
る
事
に
な
つ
た
か
ら
な
の
だ
。

郡こ
ほ
りほ

ど
の
大
き
さ
の
国
、
邑む
ら

と
言
う
て
も
よ
い
位
の
国
々
が
、
国く
に
の

造
み
や
つ
こ・

県あ
が
た

主ぬ
し

の
祖
先
に
保
た
れ
て
居
た
。
上
代
の

邑い
ふ

落ら
く

生
活
に
は
、
邑
の
意
識
は
あ
つ
て
も
、
国
家
を
考
へ
る
事
が
な
か
つ
た
。
邑
自
身
が
国
家
で
、
邑
の
集
団
と
し

て
国
家
を
思
う
て
も
見
な
か
つ
た
。
隣
り
あ
ふ
邑
と
邑
と
が
利
害
相あ
ひ

容い

れ
ぬ
異
族
で
あ
つ
た
。
其
と
同
時
に
、
同
族
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な
が
ら
邑
を
異
に
す
る
反
撥
心
が
、
分
岐
前
の
歴
史
を
忘
れ
さ
せ
た
事
も
あ
ら
う
。

か
う
言
ふ
邑む
ら

々む
ら

の
併
合
の
最
初
に
現
れ
た
事
実
は
、
信
仰
の
習
合
、
宗
教
の
合
理
的
統
一
で
あ
る
。
邑
々
の
間
に
厳げ
ん

に
守
ら
れ
た
秘
密
の
信
仰
の
上
に
、
霊
験
あ
ら
た
な
る
異
族
の
神
は
、
次
第
に
、
而し
か

も
自
然
に
、
邑
落
生
活
の
根
柢

を
易か

へ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
飛
鳥
朝
以
前
既
に
、
太
陽
神
を
祀ま
つ

る
邑
の
信
仰
・
祭
儀
な
ど
が
、
段
々
邑
々
を
一
色

に
整
へ
て
行
つ
た
で
あ
ら
う
。
邑
落
生
活
に
は
、
古
く
か
ら
の
神
を
保
つ
と
共
に
、
新あ
ら
たに

出
現
す
る
神
を
仰
ぐ
心
が

深
か
つ
た
の
で
あ
る
。

単
に
太
陽
神
を
持
つ
て
居
た
邑
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
邑
々
で
も
、
て
ん
で
に
発
生
し
た
事
実
も
あ
ら
う
が
、
多
く

は
か
う
し
て
授
け
ら
れ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
一
つ
の
様
式
と
し
て
、
語か
た
り
べ部

と
言
ふ
職
業
団
体
│
│
か
き
べ
│
│
が
、

段
々
成
立
し
て
行
つ
た
。

神
憑が
ゝ

り
の
時
々
語
ら
れ
た
神
語
の
、
種
族
生
活
に
印
象
の
深
い
も
の
を
語
り
伝
へ
て
居
る
中う
ち

に
、
其
伝
誦
の
職
が
、

巫
覡
の
間
に
分
化
し
て
来
た
。
さ
う
し
て
世
襲
職
と
し
て
、
奉
仕
に
は
漸
く
遠
ざ
か
り
、
詞
句
の
諳
誦
と
曲
節
の
熟

練
と
の
上
に
、
其
が
深
く
な
つ
て
行
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

語
部
の
話
は
、
私
の
研
究
の
筋
を
辿
つ
て
、
雑
誌
「
思
想
」（
大
正
十
三
年
一
月
）
に
公
お
ほ
や
けに
せ
ら
れ
た
横
山
重し
げ
る

氏

の
論
文
が
あ
る
。
私
の
持
つ
て
居
る
考
へ
方
は
、
緻
密
に
伝
へ
ら
れ
て
居
る
。
そ
れ
を
推
挙
し
て
、
私
は
唯た
だ

概
念

を
綴
る
。
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二

神か
み

語ご
と

即
す
な
は
ち

託
宣
は
、
人じ
ん

語ご

を
以も
つ

て
せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
任
意
の
神
託
を
待
た
ず
に
、
答
へ
を
要
望
す
る
場
合

に
、
神
の
意
思
は
多
く
、
譬ひ

喩ゆ

或
は
象
徴
風
に
現
は
れ
る
。
そ
こ
で
「
神
語
」
を
聞
き
知
る
審
神
者
│
│
さ
に
は

│
│
と
言
ふ
者
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

中
に
は
人
間
の
問
ひ
に
対
し
て
、
一
言
を
以
て
答
へ
る
、
一ひ
と

言こ
と

主ぬ
し

ノ
神
の
様
な
方
法
を
採
る
の
も
あ
つ
た
。

神
の
意
思
表
現
に
用
ゐ
ら
れ
た
簡
単
な
「
神
語
」
の
様
式
が
、
神
に
対
し
て
の
設
問
に
も
、
利
用
せ
ら
れ
る
様
に
な

つ
た
か
と
思
は
れ
る
。

私
は
「
片か
た

哥う
た

」
と
言
ふ
形
が
、
此
か
ら
進
ん
だ
も
の
と
考
へ
る
。
旋せ

頭ど
う

歌か

の
不
具
な
る
物も
の

故ゆ
ゑ

と
思
は
れ
て
居
る
名
の

片
哥
は
、
古
く
は
必
か
な
ら
ず、
問
答
態
を
採
る
。「
神
武
天
皇
・
大お
ほ

久く

米め

命み
こ
との
問
答
」・「
酒さ
か

折を
り
ノ
宮
の
唱
和
」
な
ど
を
見
る

と
、
旋
頭
歌
発
生
の
意
義
は
知
れ
る
。
片
哥
で
問
ひ
、
片
哥
で
答
へ
る
神
事
の
言
語
が
、
一
対
で
完
成
す
る
も
の
と

の
意
識
を
深
め
て
、
一
つ
様
式
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
併し
か

し
、
問
答
態
以
前
に
、
神
意
を
宣の

る
だ
け
の
片
哥
の
時
代

が
あ
つ
た
事
は
、
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

今
日
残
つ
て
居
る
片
哥
・
旋
頭
歌
は
、
形
の
頗
す
こ
ぶ
る

整
頓
し
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
想
像
以
前
の
時
代
の
、
此
端た
ん

的て
き

な
「
神
言
」
は
、
片
哥
・
旋
頭
歌
に
は
近
い
だ
ら
う
が
、
も
つ
と
整
は
ぬ
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
、
此
二

つ
の
形
は
、
叙
事
詩
が
あ
る
発
達
を
遂
げ
た
後
に
、
固
定
し
た
音お
ん

脚き
や
くを
と
り
こ
ん
だ
も
の
ら
し
く
思
は
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
は
自
由
な
短
い
様
式
が
、
段
々
他
の
方
面
で
発
達
し
て
来
た
も
の
に
影
響
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
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る
。
時
代
の
音
脚
法
に
よ
つ
て
、
整
理
せ
ら
れ
た
と
言
う
て
も
よ
か
ら
う
。
片
哥
を
以
て
、
日
本
歌
謡
の
原
始
的
な

様
式
と
考
へ
易
い
が
、
か
う
し
た
反
省
が
大
事
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
我
々
の
立
場
か
ら
は
、
複
雑
の
単
純
化
せ
ら
れ
、
雑
多
が
統
一
せ
ら
れ
て
行
く
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
旋
頭
歌
が
、
一
つ
の
詩
形
│
│
文
学
意
識
は
少
い
が
│
│
と
考
へ
ら
れ
て
来
る
と
、
形
の
上
に
こ
そ
本も
と

句く

と
末す
ゑ

句く

と
の
間
に
、
必
か
な
ら
ず

休
息
点
は
置
い
て
も
、
思
想
の
上
で
は
一
貫
し
た
も
の
に
な
つ
て
来
る
。
本
末
の
あ
る
句
を
く

り
返
し
て
、
調し
ら
べを

整
へ
る
の
も
、
他
の
詩
形
の
影
響
で
あ
る
。

私
は
叙
事
詩
の
発
生
と
時
を
同
じ
く
し
て
片
哥
が
出
来
た
と
考
へ
、
神
の
自
叙
伝
と
し
て
の
原
始
叙
事
詩
と
、
神
の

意
思
表
現
手
段
と
し
て
の
片
哥
と
対
立
さ
せ
て
、
推
論
を
進
め
て
来
た
が
、
其
に
し
て
も
、
此
音
脚
の
上
に
整
理
の

積
ん
だ
形
は
、
可
な
り
叙
事
詩
時
代
の
進
ん
だ
後
、
其
洗
煉
せ
ら
れ
た
様
式
を
と
り
入
れ
た
も
の
と
し
か
思
は
れ
な

い
。

三

種
族
の
歴
史
は
、
歴
史
と
し
て
伝
へ
ら
れ
て
来
た
の
で
は
な
い
。
或あ
る

過
程
を
経
た
後
「
神か
み

言ご
と

」
に
よ
つ
て
知
つ
た
の

で
あ
る
。
其そ
れ

す
ら
、
神
の
自
ら
、
如
何
に
信
仰
せ
ら
れ
て
然し
か

る
べ
き
か
を
説
く
為
の
、
自
叙
伝
の
分
化
し
た
も
の
で

あ
つ
た
。
祭さ
い

祀し

を
主
と
せ
ぬ
語
か
た
り

部べ

が
出
来
て
も
、
神
を
離
れ
て
は
意
味
が
な
か
つ
た
。
単
に
、
史
籍
の
現
れ
る
ま
で

の
間
を
、
口
語
に
繫つ
な

ぎ
止
め
た
古
老
の
遺
伝
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
信
仰
を
外
に
し
て
は
、
此
大
儀
で
亦ま
た

空
虚

に
も
見
え
る
為し

事ご
と

の
為
の
、
部か
き
べ曲

の
存
在
を
ば
、
邑
落
生
活
の
上
の
必
須
条
件
と
す
る
様
に
な
つ
た
筋
道
が
わ
か
ら



12

な
い
。
其
に
又
人
間
の
考
へ
通
り
自
由
に
、
其
詞
曲
を
作
る
事
が
許
さ
れ
て
居
た
の
な
ら
、
子こ

代し
ろ

部べ

・
名な

代し
ろ

部べ

の
民

を
立
て
る
様
な
方
法
は
採
ら
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。

国
と
称
す
る
邑む
ら

々む
ら

が
、
国
名
を
廃
し
て
郡こ
ほ
りで
呼
ば
れ
る
様
に
な
つ
て
も
、
邑
の
人
々
は
、
尚
、
国
の
音
覚
に
執
着
し

た
。
私
わ
た
く
しに

国
を
名
の
り
、
又
は
郡
を
忌き

避ひ

し
て
、
県か
た

を
称
し
て
居
た
。
其
領
主
な
る
国
造
等
は
、
郡ぐ
ん

領り
や
うと

呼
び
易か

へ
る
事
に
な
つ
て
も
、
な
ほ
名
義
だ
け
は
、
国
造
を
称と
な

へ
て
居
た
の
が
、
後
世
ま
で
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
さ
う
し

た
国
造
家
は
、
神か
む

主ぬ
し

と
し
て
残
つ
た
も
の
に
限
つ
て
居
る
。
邑
々
の
豪
族
は
、
神
に
事つ
か

へ
る
事
に
よ
つ
て
、
民
に
臨

む
力
を
持
つ
て
居
た
。
其
国
造
が
、
段
々
神
に
事
へ
る
事
か
ら
遠
ざ
か
つ
て
も
、
尚
、
神か
む

主ぬ
し

と
し
て
、
邑
の
大
事

の
神
事
に
洩
れ
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
。
さ
う
い
ふ
邑
々
を
一
統
し
た
邑
が
、
我
々
の
倭や
ま
と

朝
廷
で
あ
つ
た
の
で
あ

る
。

一
つ
の
邑
の
生
活
が
、
次
第
に
成
長
し
て
、
一
国
と
な
り
、
更
に
、
数
国
数
十
个か

国
の
上
に
、
国
家
を
形
づ
く
る
事

に
な
つ
た
。
こ
ん
な
に
ま
で
、
所い
は
ゆ
る謂

国
造
生
活
が
拡ひ
ろ
がつ

て
も
、
や
は
り
他
の
邑
の
国
造
と
お
な
じ
く
、
神
事
を
棄

て
ゝ
了し
ま

ふ
訣わ
け

に
は
い
か
な
か
つ
た
。
今
も
さ
う
で
あ
る
様
に
あ
る
時
期
に
は
、
神
主
と
し
て
の
生
活
が
、
繰
り
返
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
古
い
邑
々
の
習
慣
が
、
祖
先
礼
拝
の
観
念
に
結
び
つ
い
て
、
現
に
、
宮
中
に
は
残
つ
て
居

る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
邑
々
の
信
仰
が
、
一
つ
の
邑
の
宗
教
系
統
に
這
入
つ
て
来
る
様
に
な
る
。
倭
朝
廷
の
下
な

る
邑
と
し
て
、
単
な
る
、
豪
族
と
な
つ
て
も
、
邑
々
時
代
の
生
活
は
易か

へ
な
か
つ
た
。
殊こ
と

に
経
済
組
織
に
到
つ
て
は
、

豪
族
と
し
て
存
在
の
意
義
が
其
処
に
繫つ
な
がつ
て
居
る
の
だ
か
ら
、
革あ
ら
たま
る
こ
と
は
な
く
て
続
い
て
居
た
。
難な
に
は波
朝
廷

（
孝
徳
）
か
ら
半
永
久
的
に
行
は
れ
た
政
策
の
中
心
は
、
此
生
活
を
易
へ
さ
せ
る
事
で
あ
つ
た
。
此
が
ほ
ゞ
根
本
的
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に
改
つ
て
来
た
の
は
、
平
安
朝
に
入
つ
て
後
の
話
で
あ
る
。

邑
と
豪
族
と
を
放
し
、
神
と
豪
族
と
の
間
を
裂
く
と
言
ふ
理
想
が
実
現
せ
ら
れ
て
、
豪
族
生
活
が
官
吏
生
活
に
変
つ

て
了
う
て
も
、
元
の
邑
の
自
給
自
足
の
生
活
は
、
容
易
に
替
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

邑
々
に
於
け
る
国
造
は
、
自
分
の
家
の
生
活
を
保
つ
為
に
、
い
ろ
ん
な
職
業
団
体
│
│
か
き
べ
の
民
│
│
を
設
け

て
、
家
職
制
度
を
定
め
て
居
た
。
奈
良
朝
に
な
つ
て
か
ら
で
は
あ
る
が
、
才
能
の
模
様
で
は
、
所
属
以
外
の
部か
き
べ曲

に

移
し
た
例
は
あ
る
。
朝あ
さ

妻づ
ま
ノ
手て

人ひ
と

で
あ
る
工た
く
み匠

が
、
語
部
に
替
る
事
を
認
可
せ
ら
れ
た
（
続
紀
養
老
三
年
）
の
は
、

社
会
組
織
が
変
つ
た
為
ば
か
り
で
な
く
、
部
曲
制
度
が
、
わ
り
に
固
定
し
て
居
な
か
つ
た
事
を
見
せ
て
居
る
の
で
あ

ら
う
。

朝
妻
ノ
手
人
か
ら
語
部
に
替
る
と
言
ふ
の
は
、
声
楽
の
才
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
其そ
の

外ほ
か

に
尚な
ほ

血
統
の
上
の
関

係
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
唯
、
諳
記
力
の
優
れ
て
居
た
の
だ
ら
う
と
言
ふ
想
像
は
、
語
部
の
叙
事
詩
を
と
り
扱
う
た

方
法
に
、
理
解
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
稗ひ
え

田だ

ノ
阿あ

礼れ

が
古
事
記
の
基
礎
に
な
つ
て
居
る
叙
事
詩
を
諳
誦
し
た
と
言
ふ

の
も
、
驚
く
に
当
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

語
部
の
諳
誦
し
た
文
章
は
、
散
文
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
曲
節
を
伴
う
た
律
文
で
あ
つ
た
の
だ
か
ら
、
幾
篇
か

の
叙
事
詩
も
容
易
に
諳
誦
す
る
事
が
出
来
た
は
ず
で
あ
る
。
邑
々
の
語
部
が
、
段
々
保
護
者
た
る
豪
族
と
離
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
時
勢
に
向
う
て
来
る
。
豪
族
が
土
地
か
ら
別
れ
る
様
に
な
る
ま
で
は
、
邑
々
の
語
部
は
、
尚
存
在
の
意
味
が

あ
つ
た
の
で
あ
る
。
神
と
家
と
土
地
と
の
関
係
が
、
語
部
の
叙
事
詩
を
語
る
目
的
で
あ
つ
た
。
家
に
離
れ
神
に
離
れ

た
語
部
の
中
に
は
、
土
地
に
も
別
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
に
出
く
は
し
た
者
も
あ
る
様
で
あ
る
。
自
ら
新
様
式
の
生
活
法
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を
択
ん
だ
一
部
の
者
の
外
は
、
平
安
朝
に
入
つ
て
も
、
尚
旧
時
代
の
生
活
を
続
け
て
居
た
事
と
思
は
れ
る
。

日
本
歌
謡
の
お
ほ
ざ
つ
ぱ
な
分
類
の
目
安
は
、
う
た
ひ
物
・
語
り
物
の
二
つ
の
型
で
あ
る
。
叙
事
風
で
、
旋
律
の
単

調
な
場
合
が
「
か
た
る
」
で
あ
り
、
抒
情
式
に
、
変
化
に
富
ん
だ
旋
律
を
持
つ
た
時
が
「
う
た
ふ
」
で
あ
る
。
此
分

類
は
、
長
い
歴
史
あ
る
、
用
語
例
で
あ
る
。
物
語
と
言
ふ
語
も
、
後
に
は
歴
史
・
小
説
な
ど
、
意
義
は
岐わ
か

れ
て
来
た

が
、
単
に
、
会
話
の
意
味
で
は
な
い
。
此こ
れ

亦ま
た

古
く
か
ら
あ
る
語
で
、
語
部
の
「
語
り
し
ろ
」
即
す
な
は
ち

叙
事
詩
の
事
な
の

で
あ
る
。

語
部
の
曲
節
に
、
音
楽
と
し
て
、
さ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
つ
た
ら
う
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
出
発
点
か
ら

遠
ざ
か
つ
て
固
定
を
遂
げ
る
間
に
、
若
干
の
芸
術
意
識
は
出
て
来
た
事
と
思
は
れ
る
。
文
字
や
史
書
が
出
た
為
に
、

語
部
が
亡ほ
ろ

び
た
と
は
言
へ
な
い
。
真
の
原
因
と
し
て
は
、
保
護
者
を
失
う
た
外
的
の
原
因
の
ほ
か
に
、
芸
術
的
内
容

が
、
時
代
と
そ
ぐ
は
な
い
も
の
に
な
つ
た
と
言
ふ
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
語
部
の
物
語
が
段
々
、
神
殿
か
ら
世
間
へ
出

て
来
た
時
代
が
思
は
れ
る
。
家
庭
に
入
つ
て
諷ふ
う

諭ゆ

詩し

風
な
効
果
を
得
よ
う
と
し
た
事
も
、
推
論
が
出
来
る
。
一
族
の

集
会
に
、
家
の
祖
先
の
物
語
と
し
て
、
血
族
の
間
に
伝
る
神
秘
の
記
憶
や
、
英え
い

邁ま
い

な
生
活
に
対
す
るし
や
う

怳き
や
うを

新あ
ら
たに

し
た
場
合
な
ど
も
、
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
神
と
の
関
係
が
一
部
分
だ
け
截き

り
放
さ
れ
て
、
芸
術
と
し
て
の
第
一

歩
が
踏
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
つ
た
。
書
物
の
記
載
を
信
じ
れ
ば
、
藤
原
朝
に
既
に
語
部
が
、
邑む
ら

・
家
・
土
地
か
ら
游

離
し
て
、
漂
泊
伶れ
い

人じ
ん

と
し
て
の
職
業
が
、
分
化
し
て
居
た
様
に
見
え
る
。

落
伍
し
た
神じ
ん

人に
ん

は
、
呪
術
・
祝
言
其
他
の
方
便
で
、
口
を
養
ふ
事
は
出
来
る
。
か
う
し
て
、
家
職
と
し
て
の
存
在
の

価
値
を
認
め
な
い
、
よ
そ
の
邑
・
国
を
流
浪
し
て
ゆ
く
と
な
る
と
、
神
に
対
し
て
の
叙
事
詩
と
言
ふ
敬
虔
な
念
は
失
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は
れ
て
、
興
味
を
惹
く
事
ば
か
り
を
考
へ
る
。
神
事
と
し
て
の
堕
落
は
、
同
時
に
、
芸
術
と
し
て
の
解
放
の
は
じ
め

で
あ
る
。
か
う
言
ふ
人
々
が
、
奈
良
か
ら
平
安
に
な
つ
て
も
、
幾
度
と
な
く
浮
浪
人
の
扱
ひ
は
受
け
な
い
で
、
田
舎

わ
た
ら
ひ
を
し
た
事
と
思
ふ
。
併
し
、
今
一
方
呪じ
ゆ

言ご
ん

系
統
の
文
芸
の
側
に
も
、
か
う
し
た
職
業
の
発
達
し
て
来
る
種

は
あ
る
の
で
あ
る
。

神か
み

言ご
と

に
今
一
つ
の
方
面
が
あ
る
。
神
が
時
を
定
め
て
、
邑
々
に
降く
だ

つ
て
、
邑
の
一
年
の
生
産
を
祝
福
す
る
語こ
と
ばを

述
べ
、

家
々
を
訪
れ
て
其
家
人
の
生
命
・
住
宅
・
生
産
の
祝
言
を
聞
か
せ
る
の
が
常
で
あ
る
。
此
は
、
神
の
降
臨
を
学
ぶ
原

始
的
な
演
劇
に
過
ぎ
な
い
。

以
前
、
私
の
考
へ
は
、
呪
言
と
叙
事
詩
と
を
全
く
別
な
成
立
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
組
織
を
立
て
ゝ
居
た
。
其
は
生

産
其
他
を
祝
福
し
に
来
る
神
の
託
宣
と
、
下
の
事
実
と
を
関
聯
さ
せ
な
い
で
居
た
為
で
あ
つ
た
。

生
命
・
生
産
を
祝
福
す
る
神
の
語こ
と
ばが

、
生
産
物
に
影
響
を
与
へ
る
と
言
ふ
観
念
が
、
一
転
し
て
人
間
の
言
語
で
、
祝

福
し
よ
う
と
す
る
形
式
を
と
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。

近
世
ま
で
あ
り
、
現
に
あ
り
も
す
る
ほ
か
ひ
・
も
の
よ
し
・
万ま
ん

歳ざ
い

な
ど
は
、
神
降
臨
の
思
想
と
、
人
の
し
た
祝
言
の

変
形
で
あ
る
。

万
歳
の
春
の
初
め
の
祝
言
は
、
柱
を
褒ほ

め
、
庭
を
讃た
た

へ
、
井
戸
を
讃
美
す
る
。
其
讃
美
の
語
に
、
屋
敷
内
の
神
た
ち

を
あ
や
か
ら
せ
、
か
ま
け

0

0

0

さ
せ
よ
う
と
言
ふ
信
仰
か
ら
出
て
ゐ
る
。
単
に
現
状
の
讃
美
で
な
い
。
ほ
む
・
ほ
ぐ
と
言

ふ
語
は
予
祝
す
る
意
味
の
語
で
、
未
来
に
対
す
る
賞
讃
で
あ
る
。
そ
の
語
に
か
ぶ
れ
て
、
精
霊
た
ち
が
よ
い
結
果
を

表
す
も
の
と
言
ふ
考
へ
に
立
つ
て
居
る
。
言
語
に
よ
つ
て
、
精
霊
を
感
染
さ
せ
よ
う
と
す
る
呪
術
で
あ
る
。
そ
の
上
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に
言
語
其
物
に
も
精
霊
の
存
在
し
て
居
る
も
の
と
信
じ
て
居
た
。「
言こ
と

霊だ
ま

さ
き
は
ふ
」
と
言
ふ
語
は
、
言
語
精
霊
が

能
動
的
に
霊
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を
言
ふ
。
言
語
精
霊
は
、
意
義
ど
ほ
り
の
結
果
を
齎も
た
らす
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
の

精
霊
を
征
服
す
る
の
で
は
な
い
。
伝
来
正
し
き
「
神
言
」
の
威
力
と
、
其
詞
句
の
精
霊
の
活
動
と
に
信
頼
す
る
と
言

ふ
二
様
の
考
へ
が
重
つ
て
来
て
居
る
様
で
あ
る
。

呪
言
は
古
く
、
よ
ご
と
と
言
う
た
。
奈
良
朝
の
書
物
に
も
、「
吉
事
・
吉
言
」
な
ど
書
い
て
居
る
の
は
基
本
義
を
忘

れ
て
、
縁
起
よ
い
詞こ
と
ばな

ど
ゝ
言
ふ
に
近
い
内
容
を
持
つ
て
来
た
の
で
あ
ら
う
。
寿よ

詞ご
と

と
書
い
て
居
る
の
は
、
ほ
ぐ
の

義
か
ら
宛
て
た
の
で
は
な
く
、
長
寿
を
予
祝
す
る
「
齢よ

言ご
と

」
の
意
味
を
見
せ
て
居
る
の
だ
。
併
し
、
そ
れ
よ
り
も
更

に
古
く
は
「
穀よ

言ご
と

」
の
意
に
感
じ
て
も
居
、
真
の
語
原
で
も
あ
つ
た
ら
し
い
。
世
が
「
農
作
の
状
態
」
を
意
味
す
る

こ
と
は
、
近
世
に
も
例
が
あ
る
。
古
く
は
穀
物
を
よ
と
言
う
た
の
で
あ
る
。
即
す
な
は
ち、

農
産
を
祝ほ

ぐ
詞
と
言
ふ
考
へ
か
ら

出
た
ら
し
い
。

大
正
十
三
年
四
月
「
日
光
」
第
一
巻
第
一
号
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国
文
学
の
発
生
（
第
二
稿
）

呪
言
の
展
開

一
　
神 
の 
嫁

国
家
意
識
の
現
れ
た
頃
は
既
に
、
日
本
の
巫
女
道
で
は
大
体
に
於
て
、
神か
む

主ぬ
し

は
高
級
巫み

女こ

の
近
親
で
あ
つ
た
。
併し
か

し
、

其そ
れ

は
我
々
の
想
像
の
領
分
の
事
で
、
而し
か

も
、
歴
史
に
見
え
る
よ
り
新
し
い
時
代
に
も
、
尚な
ほ

村
々
・
国
々
の
主
権
者
と

認
め
ら
れ
た
巫
女
が
多
か
つ
た
。

神じ
ん

功ぐ
う

皇
后
は
、
其
で
あ
る
。
上
古
に
女
帝
の
多
い
の
も
、
此
理
由
が
力
を
持
つ
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
男
性
の
主

権
者
と
考
へ
ら
れ
て
来
た
人
々
の
中
に
、
実
は
巫
女
の
生
活
を
し
た
女
性
も
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
此
点

に
就
て
の
、
詳
論
は
憚は
ば
かり

が
多
い
。
神
功
皇
后
と
一
つ
に
考
へ
ら
れ
易や
す

い
魏ぎ

書し
よ

の
卑ひ

弥み

呼こ

の
如
き
も
、
其
巫
女
と

し
て
の
呪
術
能
力
が
此
女
性
を
北
九
州
の
一
国
主
と
し
て
の
位
置
を
保
た
し
て
居
た
の
で
あ
つ
た
。

村
々
の
高
級
巫
女
た
ち
は
、
独
身
を
原
則
と
し
た
。
其
は
神
の
嫁
と
し
て
、
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
だ
。

神
祭
り
の
際
、
群
衆
の
男
女
が
、
恍
惚
の
状
態
に
な
つ
て
、
雑
婚
に
陥お
ち
いる

根
本
の
考
へ
は
、
一
人
々
々
の
男
を
通
じ
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て
、
神
が
出
現
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

奈
良
朝
の
都
人
の
間
に
、
踏た
ふ

歌か

化
し
て
行
は
れ
た
歌う
た

垣が
き

は
、
実
は
別
物
で
あ
る
が
、
其
遺
風
の
後
世
ま
で
伝
つ
た

と
見
え
る
歌
垣
・
嬥か

歌ゞ
会ひ

（
東
国
）
の
外
に
、
住す
み
の
え吉
の
「
小を

集づ

会め

」
と
言
う
た
の
も
此こ
れ

だ
と
す
る
の
が
定
論
で
あ

る
。

だ
か
ら
、
現あ
き
つ

神か
み

な
る
神
主
が
、
神
の
嫁
な
る
下
級
の
巫
女
を
率ゐ

寝ぬ

る
事
が
普
通
に
あ
つ
た
ら
し
い
。
平
安
朝
に
入

つ
て
も
、
地
方
の
旧ふ
る

い
社や
し
ろに

は
、
其
風ふ
う

が
あ
つ
た
。

出
雲
・
宗む
な

像か
た

の
国く
に
の

造
み
や
つ
こ│

│
古
く
禁
ぜ
ら
れ
た
国
造
の
名
を
、
尚な
ほ

称
し
て
は
居
た
が
、
神
主
と
し
て
の
由
緒
を
示
す

に
止と
ゞ

ま
つ
て
、
政
権
か
ら
は
離
れ
て
ゐ
た
│
│
が
、
采う
ね

女め

を
犯
す
事
を
禁
じ
た
（
類る
い

聚じ
ゆ

三さ
ん

代だ
い

格き
や
く）
の
は
、
奈
良
朝
以

前
の
村
々
の
神
主
の
生
活
を
窺
は
せ
る
も
の
で
あ
る
。
采
女
は
、
天
子
の
為
の
食し
よ
く

饌せ
ん

を
司
る
も
の
、
と
ば
か
り
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
実
は
、
神
及
び
現あ
き
つ

神か
み

に
事つ
か

へ
る
下
級
巫
女
で
あ
る
。

国
々
の
郡ぐ
ん

司じ

の
娘
が
、
宮
廷
の
采
女
に
徴
発
せ
ら
れ
、
宮
仕
へ
果
て
ゝ
国
に
還
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
の
は
、

村
々
の
国
造
（
郡
司
の
前
身
）
の
祀ま
つ

る
神
に
事つ
か

へ
る
娘
を
、
倭や
ま
と

人び
と

の
神
に
事つ
か

へ
さ
せ
、
信
仰
習
合
・
祭
儀
統
一

の
実
を
、
其
旧
領
土
な
る
郡こ
ほ
り

々こ
ほ
りに
伝
へ
さ
せ
よ
う
と
言
ふ
目
的
が
あ
つ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
は
出
来
る
。

現
神
が
采
女
を
率ゐ

寝ぬ

る
こ
と
は
、
神
と
し
て
ゞ
、
人
と
し
て
ゞ
は
な
か
つ
た
。
日
本
の
人ひ
と

身み

御ご

供く
う

の
伝
説
が
、
い

く
ら
か
の
種
が
あ
つ
た
と
見
れ
ば
、
此
側
か
ら
神
に
進
め
ら
れ
る
女
（
喰
は
れ
る
も
の
で
な
く
）
を
考
へ
る
こ
と

が
出
来
る
。

そ
の
為
、
采
女
の
嬪ひ
ん

・
夫
人
と
な
つ
た
例
は
、
存
外
文
献
に
伝
へ
が
尠す
く
ない

。
允い
ん

恭ぎ
よ
う紀き

の
「
う
ね
め
は
や
。
み
ゝ
は
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や
」
と
三さ
ん

山ざ
ん

を
偲
ぶ
歌
を
作
つ
て
采う
ね

女め

を
犯
し
た
疑
ひ
を
う
け
た
韓か
ら

人び
と

の
話
（
日
本
紀
）
も
、
此
神
の
嫁
を
盗
ん
だ

者
と
し
て
の
咎と
が

め
と
考
へ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ら
う
。
此
事
が
、
日
本
に
於
け
る
初
夜
権
の
実
在
と
、
其
理
由
と

を
示
し
て
居
る
。
出
雲
・
宗
像
へ
の
三
代
格
の
文
は
、
宮
廷
に
ば
か
り
古
風
は
存
し
て
居
て
も
、
民
間
に
は
、
神
と

現
神
と
を
ひ
き
離
さ
う
と
す
る
合
理
政
策
で
も
あ
り
、
文
化
施
設
で
も
あ
つ
た
の
だ
。

地ち

物ぶ
つ

の
精
霊
の
上
に
、
大
空
或あ
る
いは

海
の
あ
な
た
よ
り
来
る
神
が
考
へ
ら
れ
て
来
る
と
、
高
下
の
区
別
が
、
神
々
の

上
に
も
つ
け
ら
れ
る
。
遠
く
よ
り
来き
た

り
臨
む
神
は
、
多
く
の
場
合
、
村
々
の
信
仰
の
中
心
に
な
つ
て
来
る
。「
杖つ
ゑ

代し
ろ

」

と
も
言
ふ
嫁
の
進
め
ら
れ
る
神
は
、
此
側
に
多
か
つ
た
様
で
あ
る
。
時
を
定
め
て
来
る
神
は
、
稀ま
れ

々ま
れ

に
し
か
見
え
ぬ

に
し
て
も
、
さ
う
し
た
巫
女
が
定
め
ら
れ
て
居
た
。
常
例
の
神
祭
り
に
、
神
に
扮
し
て
来
る
者
の
為
に
も
、
神
の
嫁

と
し
て
の
為し

事ご
と

は
、
変
り
が
な
か
つ
た
。
此
は
、
村
の
祭
り
・
家
の
祭
り
に
通
じ
て
行
は
れ
た
事
と
思
は
れ
る
。

二
　
ま
れ
び
と

新
築
の
室む
ろ

ほ
ぎ
に
招
い
た
正し
や
う

客き
や
くは

、
異
常
に
尊
び
か
し
づ
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

新に
ひ

室む
ろ

を
踏ふ
み

静し
づ

子む
こ

が
手
玉
鳴
ら
す
も
。
玉
の
如ご
と

　
照
り
た
る
君
を
　
内
に
と
ま
を
せ
（
万
葉
巻
十
一
旋
頭
歌
）

と
言
ふ
の
は
、
舞ま
ひ

人び
と

の
舞
ふ
間
を
表
に
立
つ
正
客
の
あ
る
事
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
家
々
を
訪
れ
た
神
の

俤お
も
か
げが
見
え
る
で
は
な
い
か
。

新
室
の
壁
草
刈
り
に
、
い
ま
し
給た
ま

は
ね
。
草
の
如
　
よ
り
あ
ふ
処を
と

女め

は
、
君
が
ま
に
〳
〵
（
万
葉
巻
十
一
旋
頭

歌
）
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は
、
た
ゞ
の
酒
宴
の
座
興
で
は
な
い
。
室む
ろ

ほ
ぎ
の
正
客
に
、
舞ま
ひ

媛ひ
め

の
身
を
任ま
か

せ
た
旧
慣
の
、
稍や
や

崩
れ
出
し
た
頃
に
出

来
た
も
の
な
る
事
が
思
は
れ
る
。

允
恭
天
皇
が
、
皇
后
の
室む
ろ

ほ
ぎ
に
臨
ま
れ
た
際
、
舞
人
で
あ
つ
た
其そ
の

妹
衣そ
と
ほ
り通
媛ひ
め

を
、
進
め
渋
つ
て
居
た
姉
君
に
強

要
せ
ら
れ
た
伝
へ
（
日
本
紀
）
が
あ
る
。
嫉ね
た

み
深
い
皇
后
す
ら
、
其
を
拒
め
な
か
つ
た
と
言
ふ
風ふ
う

な
伝
へ
は
、
根

強
い
民
間
伝
承
を
根
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

来く

目め

部べ

ノ
小を

楯た
て

が
、
縮し
ゞ

見み

ノ
細ほ
そ

目め

の
新
室
に
招
か
れ
た
時
、
舞
人
と
し
て
舞
ふ
事
を
、
億お

計け

王
の
尻
ご
み
し
た
の

も
、
此
側
か
ら
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
神
と
も
尊
ば
れ
た
室
ほ
ぎ
の
正
客
が
弘を

計け

王
の
歌
詞
を
聞
い
て
、
急
に
座

を
す
べ
る
と
言
ふ
点
も
、
此こ
の

を
か
し
み
を
加
へ
て
考
へ
ね
ば
な
る
ま
い
。

ま
れ
び
と
な
る
語こ
と
ばが

、
実
は
深
い
内
容
を
持
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
室む
ろ

ほ
ぎ
に
来
る
正
客
は
稀ま
れ

に
訪
ふ
神
の
身
替
り

と
考
へ
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、
正
客
が
、
呪じ
ゆ

言ご
ん

を
唱
へ
て
後
、
迎
へ
ら
れ
て
宴う
た
げの
座
に
直
つ
た
も
の

で
あ
ら
う
。
今
も
、
沖
縄
の
田
舎
で
は
、
建
築
は
、
昼
は
人
つ
く
り
、
夜
は
神
造
る
と
信
じ
て
居
る
。
棟
あ
げ
の
当

日
は
、
神
、
家
の
中
に
降く
だ

つ
て
鉦か
ね

を
鳴
し
、
柱は
し
ら

牀ど
こ

な
ど
を
叩
き
立
て
る
。
其
音
が
、
屋
敷
外
に
平へ
い

伏ふ
く

し
て
居
る
家

人
の
耳
に
は
、
聞
え
る
と
言
ふ
。
勿
論
、
巫み

女こ

た
ち
の
す
る
事
な
の
で
あ
る
。

八
重
山
諸
島
で
は
、
村
の
祭
り
や
、
家
々
の
祭
り
に
臨
む
神じ
ん

人に
ん

・
神
事
役
は
、
顔
其
他
を
芭
蕉
や
、
蒲く

葵ば

の
葉
で
包

ん
で
、
目
ば
か
り
出
し
、
神
の
声
色
や
身
ぶ
り
を
使
う
て
、
神
の
叙
事
詩
に
連
れ
て
躍
る
。
村
の
祭
場
で
の
行
事
な

の
で
あ
る
。
又
、
家
の
戸
口
に
立
つ
て
は
、
呪
言
を
唱
へ
て
此
か
ら
後
の
祝
福
を
す
る
。
大
地
の
底
の
底
か
ら
、
年

に
一
度
の
成
年
式
に
臨
む
巨
人
の
神
、
海
の
あ
な
た
の
浄
土
ま
や
の
地
か
ら
、
農
作
を
祝
福
に
来
る
穀
物
の
神
、
盂う
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