
四
五
五

「
漢
俳
」
か
ら
「
小
三
行
」
へ

727

今
天
叫
今
天

明
天
来
了
叫
今
天

我
被
欺
騙
了

今
日
は
今
日

明
日
来
た
り
て
も
今
日
と
呼
ぶ

我 

騙
さ
れ
た
り

こ
れ
は
私
が
昨
年
の
年
末
に
書
い
た
「
小

シ
ャ
オ

三サ
ン
ハ
ン行

」
で
あ
る
。
時
が
流
れ
て
い
く
の

を
惜
し
む
気
持
ち
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

私
は
も
の
分
か
り
の
悪
い
子
ど
も
だ
。
実
際
に
は
も
う
い
い
年
を
し
た
息
子
の
母

な
の
だ
が
、
私
は
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
に
自
分
を
評
価
し
て
い
る
。
そ
う
、
も
の
分

か
り
が
悪
い
の
だ
。
た
と
え
ば
、
私
も
昔
、「
明
日
は
復ま

た
明
日
」〔
銭
福
「
明
日
歌
」

の
冒
頭
の
句
。
銭
福
は
明
代
の
人
〕
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
し
、「
去
り
し
日
は
苦
だ

多
し
」〔
曹
操
「
短
歌
行
」
の
一
句
〕
も
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、そ
れ
を
自
分
に
関

連
づ
け
て
考
え
て
、
去
り
ゆ
く
時
を
惜
し
む
と
い
う
思
い
が
生
じ
た
こ
と
は
少
し
も

な
か
っ
た
。
去
年
の
年
末
の
あ
る
日
に
な
っ
て
、
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
て
寝
よ
う
と

し
て
い
た
時
、
ふ
と
朝
起
き
る
時
の
よ
う
な
気
が
し
た
。
一
種
の
空
虚
が
心
に
襲
い

か
か
り
、
私
は
た
め
息
ま
じ
り
に
「
一
日
は
本
当
に
早
い
、
す
ぐ
に
無
く
な
る
…
…
」

と
言
っ
た
。
そ
う
な
の
だ
、
紙
に
も
ペ
ン
に
も
ま
だ
触
れ
な
い
う
ち
に
、
一
日
は
過

ぎ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
日
、
私
は
こ
れ
に
こ
だ
わ
っ
て
、
考
え
続
け
た
。

「
今
日
は
ど
こ
に
行
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。ど
う
や
っ
た
ら
そ
れ
を
見
つ
け
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。寝
て
起
き
た
ら
も
う
明
日
だ
。明
日
は
今
日
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。」

今
日
と
は
、
私
が
生
ま
れ
た
時
か
ら
勘
定
し
て
○
○
○
○
○
日
目
の
こ
と
な
の
だ
と

合
点
が
い
っ
た
時
、
私
は
「
明
日
と
は
別
の
一
日
の
こ
と
だ
。
今
日
は
本
当
に
無
く

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
！
永
遠
に
戻
っ
て
来
な
い
の
だ
！
」
と
わ
か
っ
た
。
私
は
昔
人

が
全
て
の
や
っ
て
来
る
日
を
「
今
日
」
と
呼
ん
だ
知
恵
に
敬
服
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら

悲
し
み
も
沸
い
て
き
た
。
そ
の
日
、
私
は
涙
ま
で
出
た
。
私
は
涙
を
流
し
な
が
ら
、

「
一
年
だ
っ
て
そ
う
だ
」、「
一
生
だ
っ
て
そ
う
だ
」
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
、
涙
に
く
れ

つ
つ
上
記
の
小
三
行
を
書
き
、
併
せ
て
小
三
行
の
下
に
何
行
か
を
加
え
た
。
書
き
加

え
た
の
は
、
い
ず
れ
も
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
で
、
私
は
残
り
少
な
い
時
を
無
駄
に

は
し
ま
い
と
決
心
を
し
た
。
そ
し
て
、
自
然
に
眠
り
に
入
っ
た
の
だ
っ
た
。
翌
日
と

翌
々
日
は
懸
命
に
頑
張
っ
て
、
両
親
の
こ
と
や
ら
、
家
事
、
煎
じ
薬
、
編
集
の
仕
事

や
ら
を
始
末
し
た
後
、
そ
の
「
何
行
か
」
の
こ
と
を
や
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
は
疲
れ

て
、
終
い
に
は
只
管
ベ
ッ
ド
に
潜
り
込
み
た
い
一
心
に
な
っ
た
…
…
日
々
は
ま
た
過

去
と
な
り
、
や
っ
て
来
る
一
日
一
日
は
ま
た
「
今
日
」
に
な
っ
た
。

日
々
は
帰
路
に
つ
い
た
の
だ
か
ら
、
も
う
言
う
の
は
よ
そ
う
。
だ
が
、
ち
ょ
う
ど

二
日
前
、
こ
の
小
三
行
が
突
然
目
に
飛
び
込
ん
で
き
て
、
私
は
あ
の
日
と
あ
の
日
の

「
漢
俳
」
か
ら
「
小
三
行
」
へ①

―
中
国
語
俳
句
の
新
時
代

―

秦　
　
　
　
　

嵐

和
泉　

ひ
と
み
訳
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悲
し
み
や
感
慨
を
思
い
起
こ
し
た
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
思
い
出
は
ず
っ
と
微
笑

み
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
う
な
の
だ
、
こ
の
た
っ
た
三
行
の
文
字
に
よ
っ
て
あ

の
日
は
思
い
出
深
く
な
り
、
私
の
美
し
い
記
憶
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
の
だ
。
今
日
そ
れ
を
読
者
の
皆
様
に
話
せ
ば
、
そ
の
日
は
再
現
さ
れ
て
、
共
感
や

交
流
に
繋
が
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。

実
際
に
は
日
を
留
め
お
く
方
法
は
た
く
さ
ん
あ
り
、我
が
昔
人
は
立
德
〔
徳
行
を
積

み
重
ね
る
こ
と
〕、
立
功
〔
功
績
を
立
て
る
こ
と
〕、
立
言
〔
伝
え
る
べ
き
深
い
言
説
を
作
り

出
す
こ
と
〕
を
重
ん
じ
た
。
今
の
人
も
無
論
そ
れ
を
根
本
に
据
え
て
い
る
が
、手
段
は

ず
っ
と
科
学
的
で
多
様
化
し
て
い
る
。
身
近
な
友
人
は
思
っ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と

を
詩
で
表
現
し
て
い
る
し
、
随
筆
や
小
説
で
表
す
人
も
い
る
ほ
か
、
絵
で
表
す
人
も

い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
出
版
し
た
り
展
示
し
た
り
し
て
社
会
に
公
開
し
て
い
る
。

目
下
は
加
え
てW

e C
h

at

〔
中
国
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
〕
が
広
く
伝
達
す
る
助
け
と
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
記
録
や
表
現
の
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
か
。
だ
が
、
私
は
怠
け
者

だ
し
、
些
末
な
事
を
身
に
抱
え
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
に
は
小
三
行
が
気
楽
で

簡
単
で
い
い
と
思
っ
て
い
る
。
何
か
他
の
こ
と
を
し
な
が
ら
も
、
心
の
中
で
は
悩
ん

だ
り
陶
酔
し
た
り
し
て
い
る
時
、
そ
の
中
に
没
入
し
さ
え
す
れ
ば
、
ち
っ
ち
ゃ
な
三

行
が
で
き
る
。
決
し
て
「
立
言
」
す
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
こ
に
生
活
の
中
の
あ
る

瞬
間
あ
る
瞬
間
の
気
持
ち
を
記
録
で
き
、
そ
の
一
瞬
が
未
来
の
回
想
の
中
で
キ
ラ
キ

ラ
輝
き
出
す
の
が
好
ま
し
い
の
で
あ
る
。

「
小
三
行
」
は
、
決
し
て
私
の
創
り
出
し
た
も
の
で
は
な
く
日
本
の
俳
句
に
由
来

し
、
中
国
語
で
は
「
漢ハ

ン
パ
イ俳

」
と
呼
ん
で
い
る
。
俳
句
は
日
本
の
連
歌
や
俳
諧
の
「
発

句
」
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
、
詩
歌
の
形
式
と
し
て
明
治
時
代
に
命
名
し
た
の
は
正

岡
子
規
で
あ
る
。
俳
句
は
五
音
、七
音
、五
音
の
三
句
で
構
成
さ
れ
る
短
詩
で
、ル
ー

ル
と
し
て
は
、「
季
語
」
と
呼
ぶ
季
節
に
関
す
る
言
葉
や
意
味
あ
い
を
含
む
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。「
季
語
」
は
通
常
、
第
一
句
に
置
か
れ
る
。
た
だ
、
日
本
の
俳
人
の
句
を

子
細
に
読
む
と
、
季
語
の
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
例
え

ば
、
江
戸
時
代
の
小
林
一
茶
に
は
季
語
の
な
い
名
句
が
い
く
つ
か
あ
る
し
、
大
正
時

代
に
生
ま
れ
た
種
田
山
頭
火
は
、
す
っ
ぱ
り
と
季
語
を
捨
て
去
っ
て
、
気
持
ち
を
ス

ト
レ
ー
ト
に
詠
ん
だ
た
め
、
人
々
は
彼
を
「
自
由
律
俳
人
」
と
呼
ん
だ
。

わ
が
中
国
で
は
、
周
作
人
が
比
較
的
早
く
に
俳
句
を
紹
介
し
た
。
彼
は
、
俳
句
は

「
寥
々
た
る
数
行
の
言
葉
な
が
ら
、
感
情
を
寄
せ
意
趣
を
書
き
、
悠
然
と
し
て
尽
き
ざ

る
味
わ
い
が
あ
る
」、「
翻
訳
で
き
な
い
」
と
言
う
一
方
で
、
堪
え
き
れ
ず
に
松
尾
芭

蕉
や
与
謝
蕪
村
、
分
け
て
も
小
林
一
茶
を
た
く
さ
ん
訳
出
し
た
。
彼
の
訳
詩
は
意
味

を
伝
え
る
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
、
言
葉
遣
い
は
自
然
で
清
新
で
、
当
時
の
詩
壇
に

短
小
で
清
新
な
詩
風
を
送
り
込
ん
だ
。
一
九
二
二
年
、
兪
平
伯
〔
一
九
〇
〇
〜

一
九
九
〇
。
詩
人
、
作
家
で
、『
紅
楼
夢
』
の
研
究
者
で
も
あ
っ
た
〕
は
『
詩
』
創
刊

号
〔
一
九
二
二
年
に
朱
自
清
ら
と
創
刊
〕
に
文
を
寄
せ
、
俳
句
を
学
び
、
新
し
い
ス

タ
イ
ル
の
詩
を
創
作
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
が
、
人ひ

と
け気

の
な
い
谷
に
足
音
だ
け
が
響

く
よ
う
に
、
応
ず
る
人
は
杳
と
し
て
な
か
っ
た
。
一
九
八
〇
年
に
趙
朴
初
氏

〔
一
九
〇
七
〜
二
〇
〇
〇
。
政
治
家
で
仏
教
界
の
重
鎮
。
作
家
と
し
て
も
活
躍
〕
は
、

北
海
の
仿
膳
舫
〔
北
京
の
北
海
公
園
に
あ
る
仿
膳
飯
荘
。
清
朝
の
宮
廷
料
理
人
が
開

い
た
茶
館
を
ル
ー
ツ
と
す
る
宮
廷
料
理
レ
ス
ト
ラ
ン
。現
在
で
は
満
漢
全
席
で
有
名
〕

で
日
本
の
俳
人
協
会
の
中
国
訪
問
団
を
接
待
し
、
席
上
で
日
本
の
俳
句
十
七
音
を
参

考
に
し
つ
つ
、
中
国
の
伝
統
的
な
詩
歌
創
作
の
要
素
で
あ
る
声
調
や
押
韻
、
韻
律
に

則
っ
て
三
首
の
短
詩
を
作
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
首
は
「
綠
蔭
今
雨
來
／
枝
接
海
花

開
／
和
風
起
漢
俳
（
緑
蔭　

今
雨
来
た
り
／
枝
に
海
花
開
く
を
受
く
／
和
風
立
ち 

漢
俳
起

き
ぬ
）」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
漢
俳
」
と
い
う
言
い
方
が
見
え
、
朴
初
老

の
こ
の
小
品
は
中
国
詩
歌
史
上
初
の
漢
俳
と
も
な
っ
た
。
八
十
年
代
初
頭
に
は
、
林

林
や
李

、
袁
鷹
と
い
っ
た
多
く
の
ベ
テ
ラ
ン
詩
人
や
ベ
テ
ラ
ン
翻
訳
家
が
そ
の
中

に
参
加
し
、
漢
俳
を
書
く
と
と
も
に
積
極
的
に
俳
句
を
翻
訳
し
て
、
日
本
の
俳
人
と

付
き
合
っ
た
。
そ
こ
で
漢
俳
と
い
う
こ
の
新
し
い
詩
の
ス
タ
イ
ル
は
盛
ん
に
な
り
、

北
海
の
仿
膳
舫
も
漢
俳
の
聖
地
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
漢
俳
は
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
流
れ
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「
漢
俳
」
か
ら
「
小
三
行
」
へ

729

る
小
川
の
よ
う
に
静
か
に
流
れ
を
作
っ
た
。
二
〇
一
三
年
に
は
『
中
国
漢
俳
百
家
詩

選
』（
林
岫
編
、
線
装
書
局
）
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
集
に
は
、
鍾
敬
文
、
屠
岸
、

劉
徳
有
、
鄒
荻
帆
、
鄭
民
欽
な
ど
百
三
十
人
の
七
百
五
十
余
首
の
漢
俳
が
収
録
さ
れ

て
お
り
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。

で
は
、「
漢
俳
」を
な
ぜ「
小
三
行
」と
言
う
の
か
。
こ
れ
は
詩
人
の
樹
才〔
一
九
六
五

〜
。
現
代
詩
人
。
一
九
九
〇
年
か
ら
一
九
九
四
年
ま
で
外
交
官
と
し
て
勤
務
し
た
後
、

二
〇
〇
〇
年
か
ら
中
国
社
会
科
学
院
外
国
文
学
研
究
所
に
所
属
。
一
九
八
七
年
か
ら

詩
の
創
作
を
始
め
、『
樹
才
短
詩
選
』
の
ほ
か
多
く
の
翻
訳
を
手
が
け
て
い
る
〕
と
関

係
が
あ
る
。
数
年
前
、
樹
才
は
一
連
の
俳
句
を
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
翻
訳
し
て
私
に
見

せ
て
く
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
さ
ら
に
自
分
が
こ
の
形
式
を
ま
ね
て
書
い
た
小
品
を
取

り
出
し
て
、
私
に
鑑
賞
さ
せ
て
く
れ
た
。
彼
は
「
こ
れ
は
僕
が
書
い
た
『
小
三
行
』。

僕
は
こ
ん
な
ふ
う
に
書
く
の
が
す
ご
く
気
に
入
っ
て
い
る
ん
だ
。
い
っ
ぱ
い
書
き
た

い
ん
だ
よ
」
と
言
っ
た
。「
小
三
行
」
と
い
う
言
い
方
が
ス
ッ
と
私
の
心
に
入
り
込
ん

だ
。
私
は
「
小
三
行
」
の
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
は
、
ち
っ
ち
ゃ
く
て
、
ス
ラ
リ
と
綺

麗
で
、
超
俗
的
な
気
配
を
湛
え
て
お
り
、
そ
れ
に
は
い
か
な
る
束
縛
も
似
つ
か
わ
し

く
な
い
と
思
う
。
漢
俳
の
現
代
版
と
し
て
、「
小
三
行
」
が
い
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
俳
句
に
は
五
七
五
の
三
行
十
七
音
が
要
求
さ
れ
、
一
句
目
に
は

季
語
が
入
る
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
る
。
先
輩
の
漢
俳
詩
人
は
「
和
風
立
ち 
漢
俳
起
き

ぬ
」
と
い
う
「
俳
句
」
の
ル
ー
ル
を
厳
守
し
つ
つ
、
大
量
の
優
秀
な
句
を
創
作
し
、

詩
歌
史
上
に
「
大
珠
小
珠
」
の
秀
作
を
提
供
し
て
貢
献
し
た
〔
白
居
易
は
「
琵
琶
行
」

で
雨
粒
が
蓮
の
葉
に
落
ち
る
様
を
大
小
の
真
珠
に
擬
え
て
「
大
珠
小
珠 

玉
盤
に
落

つ
」
と
詠
ん
だ
〕。
し
か
し
漢
俳
に
つ
い
て
は
、私
は
無
理
に
季
語
を
求
め
な
い
句
を

特
に
気
に
入
っ
て
い
る
。
束
縛
を
捨
て
去
り
、
自
ず
と
ず
っ
と
暢
び
や
か
に
な
る
よ

う
に
思
え
る
か
ら
だ
。
詩
人
の
句
が
季
節
に
喚
起
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
自
然
に
季

語
を
書
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
良
い
。
要
す
る
に
、
こ
だ
わ
っ
て
無
理

強
い
し
な
い
方
が
い
い
の
だ
。

な
ぜ
私
は
季
語
に
執
着
し
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
季
語
が
日
本
の
俳
句
の
中
で
重

視
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
深
い
文
化
的
根
源
が
存
在
し
、
決
し
て
た
だ
ル
ー
ル
に
従

う
こ
と
に
よ
っ
て
簡
単
に
模
倣
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
た
め
で
あ
る
。

日
本
列
島
の
四
季
の
変
化
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
日
本
人
は
自
然
を
殊
の
ほ

か
愛
し
、
自
然
の
移
り
変
わ
り
に
非
常
に
強
烈
な
感
受
性
を
持
っ
て
い
る
。
大
自
然

の
変
化
は
日
本
語
の
中
に
点
々
と
描
出
さ
れ
、
し
だ
い
に
一
群
の
春
夏
秋
冬
を
表
現

す
る
特
殊
な
言
葉
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
あ
た
か
も
我
が
中
国
の
古
典

詩
歌
が
典
故
を
使
用
す
る
よ
う
に
、
俳
句
の
季
語
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
り
、
日
本
人

の
季
節
に
対
す
る
認
知
と
共
鳴
を
喚
起
す
る
言
葉
と
も
な
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、
季

語
は
句
の
内
包
す
る
含
み
や
緊
張
感
を
高
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
当
世
の
日
本
在
住

で
知
日
派
作
家
の
李
長
声
〔
一
九
四
九
〜
。
中
国
語
圏
の
新
聞
で
エ
ッ
セ
イ
を
発
表

す
る
ほ
か
、藤
沢
周
平
作
品
の
中
国
語
訳
を
手
が
け
る
〕
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。「
日

本
で
は
生
活
か
ら
文
学
ま
で
、い
ず
れ
も
季
節
感
に
富
ん
で
い
る
。
平
安
時
代
の『
古

今
和
歌
集
』
で
は
、
一
部
の
和
歌
を
春
夏
秋
冬
の
順
に
編
集
し
て
お
り
、
草
木
が
萌

え
る
春
と
果
実
が
実
る
秋
が
最
も
多
い
。俳
句
は
定
型
の
短
詩
で
、最
も
主
要
な
ル
ー

ル
は
『
季
語
』
で
あ
る
。
我
々
中
国
人
に
は
韻
書
が
あ
り
、
詩
の
創
作
に
お
い
て
押

韻
を
重
ん
ず
る
。
一
方
、
俳
句
で
は
季
節
を
如
何
に
表
現
す
る
か
に
腐
心
せ
ね
ば
な

ら
ず
、
そ
れ
故
に
『
歳
時
記
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
何
百
何
千
種
類
の
季
語
を
集

め
て
、創
作
す
る
際
に
参
考
に
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
」（
公
開
号『
大
家
』、二
〇
一
八

年
四
月
四
日
、李
長
声
「
舌
の
上
の
日
本
：
三
文
字
で
和
食
が
わ
か
る
」
参
照
）。
確
か
に
こ

れ
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
俳
の
創
作
に
お
い
て
俳
句
の
季
語
の

体
系
を
直
接
横
滑
り
さ
せ
る
の
は
、
却
っ
て
問
題
が
あ
る
。
典
型
的
と
思
わ
れ
る
ひ

と
つ
の
例
を
挙
げ
よ
う
。

「
あ
け
ぼ
の
」
は
俳
句
の
体
系
の
中
で
は
「
春
」
の
季
語
で
、こ
れ
は
日
本
の
平
安

時
代
の
女
流
作
家
で
あ
る
清
少
納
言
の
作
品
に
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
文
言
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
言
は
そ
の
代
表
作
で
あ
る
『
枕
草
子
』
に
見
え
、
周
作
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人
の
訳
で
は
こ
う
で
あ
る
。「
春
は
暁
の
こ
ろ（
が
最
も
よ
い
）。
し
だ
い
に
白
く
な
っ

て
い
く
山
頂
が
、少
し
明
る
く
な
っ
て
き
て
、紫
色
の
彩
雲
が
細
く
そ
こ
に
横
た
わ
っ

て
い
る
（
の
が
、
お
も
し
ろ
い
）」。（
清
少
納
言
「
四
時
の
趣
き
」、
周
作
人
訳
『
枕
草
子
』

一
頁
。
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
六
月
）
こ
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
が
、
四
季
の

い
ず
れ
に
も
あ
る
「
あ
け
ぼ
の
」
を
春
の
風
格
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
規
定
し
、

春
の
季
語
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
人
の
場
合
、
曙
光
を
春
の
季
語
と
し
て
使
わ

ね
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
た
ら
、
恐
ら
く
少
な
か
ら
ぬ
人
が
首
を
か
し
げ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
思
想
と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、
日
本
の
神
道
は
自
然
を
尊
び
、
人
と
自
然

と
の
融
合
を
提
唱
す
る
。
こ
う
し
た
自
然
重
視
の
審
美
的
觀
念
の
中
で
、
季
節
的
要

素
の
比
重
は
際
立
っ
て
お
り
、完
全
に
生
活
や
行
動
の
細
部
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
。

こ
れ
は
典
型
的
な
日
本
的
観
念
と
行
動
の
様
式
で
あ
る
。
私
の
日
本
に
お
け
る
初
め

て
の
滞
在
地
は
北
陸
の
富
山
市
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
の
こ
と
を
今
も
覚
え
て
い

る
。
こ
こ
は
医
薬
品
で
有
名
で
、
魚
や
海
老
の
お
い
し
さ
や
芳
醇
で
豊
富
な
水
や
米

で
褒
め
称
え
ら
れ
て
い
る
が
、
京
都
の
よ
う
な
雅
と
は
異
な
る
。
私
の
大
家
さ
ん
は

新
保
さ
ん
と
言
っ
た
。
新
保
家
に
は
お
姑
さ
ん
と
お
嫁
さ
ん
の
二
人
の
未
亡
人
が
暮

ら
し
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
嫁
と
姑
二
人
の
生
活
は
、
ま
さ
し
く
季
節
に
溶
け
込
ん

で
移
り
変
わ
っ
て
い
く
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
お
姑
さ
ん
は
七
十
才
前
後
で
、
刺
繡

が
好
き
だ
っ
た
。
花
の
刺
繡
し
か
せ
ず
、
い
ず
れ
も
季
節
ご
と
に
開
花
に
合
わ
せ
て

刺
繡
を
し
て
い
た
。
私
が
富
山
を
離
れ
京
都
に
行
っ
た
の
は
ち
ょ
う
ど
四
月
で
あ
っ

た
が
、
彼
女
は
記
念
に
春
蘭
を
刺
繡
し
て
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
た
。
お
嫁
さ
ん
は

四
、
五
十
歳
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
毎
日
、
日
本
女
性
の
典
型
的
な
家
庭
で
の
姿
で

あ
る
エ
プ
ロ
ン
を
着
け
て
い
た
。
エ
プ
ロ
ン
に
は
大
き
な
ポ
ケ
ッ
ト
が
あ
り
、
中
に

は
い
つ
も
小
さ
な
メ
モ
帳
と
一
本
の
キ
ャ
ッ
プ
を
か
ぶ
せ
た
短
い
鉛
筆
が
入
っ
て
い

た
。
彼
女
は
落
ち
葉
を
掃
い
て
は
、
突
然
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
手
を
止
め
て

メ
モ
帳
と
鉛
筆
を
取
り
出
し
て
、
十
七
音
の
俳
句
を
書
い
た
。
じ
っ
く
り
考
え
を
巡

ら
せ
、
そ
の
後
に
よ
う
や
く
ま
た
箒
の
音
が
聞
こ
え
た
も
の
だ
っ
た
。
私
は
彼
女
た

ち
の
家
の
二
階
に
住
ん
で
お
り
、
こ
の
嫁
と
姑
の
二
人
は
私
に
多
く
の
驚
き
と
感
動

を
も
た
ら
し
た
。
日
本
の
古
典
文
化
に
は
禅
の
要
素
が
溢
れ
て
い
る
。
仏
教
は
世
界

の
成
立
か
ら
無
に
な
る
ま
で
の
四
劫
を
重
ん
じ
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
日
本
人
は
、

そ
の
世
界
の
移
り
変
わ
り
の
中
か
ら
深
遠
な
意
味
を
悟
っ
た
。
加
え
て
そ
の
心
の
敏

感
さ
に
よ
り
、
文
化
は
全
体
的
に
表
に
は
出
さ
な
い
温
厚
に
傾
き
、
情
緒
や
境
地
を

直
接
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
無
く
、
一
般
的
に
は
含
み
の
あ
る
表
現
を
追

求
し
た
。
大
自
然
に
お
け
る
四
季
の
栄
枯
盛
衰
に
感
じ
て
悟
る
と
い
う
基
礎
の
下
、

そ
れ
に
託
け
て
自
分
の
様
々
な
心
情
の
変
化
を
暗
示
し
た
。
簡
潔
で
重
厚
、
表
現
上

の
利
便
性
が
あ
り
な
が
ら
味
わ
い
が
尽
き
な
い
と
い
え
る
。
…
…
こ
れ
に
よ
り
、
季

語
が
俳
句
に
配
置
さ
れ
る
の
に
は
そ
の
拠
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
季
語
は
簡
単
に
模
倣
す
れ
ば
即
座
に
上
手
に
操
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
明
瞭
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。

私
は
ま
た
二
、
三
年
前
に
、
家
で
俳
句
の
季
語
に
関
し
て
交
わ
し
た
会
話
を
思
い

出
し
た
。
日
本
で
小
学
校
に
通
っ
た
息
子
が
次
の
よ
う
に
言
っ
た
の
で
あ
る
。「
僕
は

季
語
の
は
た
ら
き
は
、
ま
ず
自
然
と
い
う
マ
ク
ロ
を
照
ら
し
出
し
、
そ
れ
か
ら
個
人

と
い
う
ミ
ク
ロ
に
入
っ
て
行
く
こ
と
に
あ
る
と
思
う
ん
だ
。
共
鳴
す
る
の
は
感
情

さ
」。
こ
の
考
え
方
は
興
味
深
く
、
私
も
触
発
さ
れ
、
さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
季
語
の
無

い
俳
句
に
つ
い
て
考
え
た
。
季
語
の
あ
る
俳
句
の
叙
景
と
叙
情
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ

た
画
面
や
印
象
ひ
い
て
は
喚
起
さ
れ
た
悟
り
は
、
季
語
つ
ま
り
は
大
自
然
に
導
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
季
語
の
無
い
俳
句
を
子
細
に
読
む
と
、
よ
り
多
く
の
作
品

に
お
い
て
、
具
体
的
な
事
物
や
出
来
事
が
興
趣
を
喚
起
し
、
感
情
を
引
き
起
こ
し
て

い
る
。
思
い
や
感
情
は
、
事
物
や
出
来
事
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
触
発
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
物
や
出
来
事
か
ら
自
然
に
導
き
出
さ
れ
た
感
動
を
詠

ん
だ
句
は
、
人
の
心
に
受
け
入
れ
ら
れ
易
く
、
さ
ら
に
俳
人
の
明
晰
で
超
俗
的
な
趣

き
の
あ
る
表
現
が
加
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
々
の
注
目
を
引
い
て
好
ま
れ
る
の
は
必

然
的
結
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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「
漢
俳
」
か
ら
「
小
三
行
」
へ

731

季
語
の
ほ
か
、「
五
七
五
」
十
七
音
節
に
関
す
る
問
題
も
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
議
論
に

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
翻
訳
俳
句
と
漢
俳
を
二
手
に
分
け
て
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
翻
訳
俳
句
は
五
七
五
の
音
節
を
遵
守
し
三
句
に
す
る
こ
と
は
な
か

な
か
困
難
だ
。
と
い
う
の
も
漢
字
は
一
文
字
一
音
節
で
、
十
七
個
の
漢
字
で
包
摂
さ

れ
る
も
の
は
、
十
七
音
節
の
日
本
語
よ
り
遙
か
に
大
き
い
た
め
、
こ
う
し
た
困
難
が

生
じ
る
原
因
は
明
白
で
あ
る
。
実
際
の
翻
訳
で
十
七
文
字
の
「
無
理
な
訳
」
を
し
た

場
合
、
煩
瑣
に
な
り
す
ぎ
俳
句
の
味
わ
い
を
失
っ
て
し
ま
う
た
め
、
簡
潔
に
意
図
を

伝
え
る
こ
と
を
重
視
し
た
翻
訳
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
周
作
人
が
訳
し
た
芭
蕉
や

蕪
村
、
一
茶
、
ま
た
李

〔
翻
訳
家
。『
世
界
文
学
』
編
集
部
副
主
任
、
中
国
社
会
科

学
院
外
国
文
学
研
究
所
研
究
員
。
翻
訳
作
品
に
徳
永
直
『
太
陽
の
な
い
街
』、小
林
多

喜
二
『
不
在
地
主
』
な
ど
が
あ
る
〕
が
訳
し
た
山
頭
火
は
、
い
ず
れ
も
十
七
文
字
に

拘
る
こ
と
な
く
、
行
数
で
は
二
行
の
も
の
が
多
く
を
占
め
、
わ
か
り
や
す
さ
と
俳
句

の
味
わ
い
を
追
求
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
数
年
、
俳
句
の
翻
訳
は
多
く

は
見
ら
れ
な
い
が
、『
世
界
文
学
』
の
新
刊
と
近
刊
号
に
は
傅
浩
氏
〔
一
九
六
三
〜
。

中
国
社
会
科
学
院
外
国
文
学
研
究
所
研
究
員
。
中
国
作
家
協
会
会
員
。
詩
集『
距
離
』

や
随
筆
集
『
子
時
』
の
ほ
か
、
イ
ギ
リ
ス
詩
の
研
究
書
を
多
数
執
筆
〕
が
翻
訳
し
た

一
連
の
名
作
の
俳
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
訳
者
は
「
翻
訳
す
る
際
に
は
俳
句
の
句

法
を
真
似
れ
ば
よ
い
。
無
理
や
り
空
白
を
埋
め
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
俳
句
の
味
を

伝
え
ら
れ
る
。
ス
タ
イ
ル
は
大
方
、
長
短
の
三
行
に
仕
立
て
れ
ば
、
韻
律
が
自
ず
と

で
き
あ
が
る
の
で
あ
っ
て
、
一
律
に
五
七
五
に
す
る
『
漢
俳
』
の
よ
う
に
訳
す
必
要

は
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
（『
世
界
文
学
』
二
〇
一
八
年
第
六
期
、二
九
三
頁
参
照
）。
訳

し
て
あ
る
句
も
清
ら
か
で
麗
し
く
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
。
漢
俳
の
創
作
を
見
て
み
よ

う
。
漢
俳
の
創
作
は
翻
訳
に
比
べ
る
と
、
い
っ
そ
う
五
七
五
に
し
や
す
く
、
ひ
と
世

代
前
の
先
達
の
漢
俳
詩
人
は
基
本
的
に
比
較
的
厳
格
に
、
初
句
に
季
語
を
入
れ
十
七

音
節
で
創
作
し
た
。
だ
が
、
実
際
に
漢
俳
を
書
く
と
、
時
に
は
良
い
句
が
閃
い
た
の

に
、
十
七
文
字
で
は
な
い
と
い
う
問
題
に
悩
ま
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
時
に

は
字
数
を
増
減
し
て
ル
ー
ル
に
ぴ
っ
た
り
合
わ
せ
る
こ
と
を
追
求
す
る
の
か
、
そ
れ

と
も
時
間
と
労
力
を
費
や
す
ば
か
り
で
人
に
好
か
れ
な
い
形
式
の
研
鑽
を
放
棄
し

て
、
良
い
句
を
留
め
る
の
か
。
私
の
答
え
は
「
良
い
句
へ
と
突
っ
走
れ
！
」
だ
。
私

は
、
こ
う
し
た
気
持
ち
を
書
く
小
品
は
「
小
三
行
」
と
呼
び
、「
漢
俳
」
と
し
な
い
方

が
、
よ
り
若
々
し
く
、
時
代
の
息
吹
に
富
む
よ
う
に
思
う
。

「
小
三
行
」は
現
代
生
活
に
取
り
入
れ
や
す
い
。
都
市
化
と
現
代
化
の
波
が
押
し
寄

せ
る
中
で
、
私
た
ち
は
恐
ら
く
日
本
人
ほ
ど
は
季
節
に
敏
感
で
は
な
く
、
四
季
の
移

り
変
わ
り
も
日
本
人
ほ
ど
型
ど
お
り
に
感
じ
は
し
な
い
が
、
日
常
化
を
重
視
し
、
気

軽
で
躍
動
的
な
生
活
の
質
感
を
追
い
求
め
、一
瞬
の
情
緒
を
表
現
す
る
と
い
う
の
は
、

普
遍
的
な
欲
求
で
あ
る
。
私
た
ち
は
「
せ
っ
か
ち
」
な
時
代
―
秒
速
で
「
連
絡
」
し
、

秒
速
で
「
返
信
」
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
時
代
、
情
報
が
滔
々
と
河
の
よ
う
に
流
れ

て
い
く
時
代
―
に
暮
ら
し
、「
腰
を
据
え
て
」
だ
の
「
ゆ
っ
く
り
と
」
だ
の
は
ほ
と
ん

ど
夢
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
小
三
行
」
は
時
間
も
多
く
は
か
か
ら
な
い
わ
り
に
は
、

心
の
奥
底
か
ら
発
せ
ら
れ
る
感
慨
を
表
現
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
感
慨
の

瞬
間
的
な
抒
情
と
昇
華
で
あ
り
、
バ
タ
バ
タ
し
た
中
で
の
「
心
身
の
ち
ょ
っ
と
し
た

休
息
」
と
言
え
よ
う
。
日
本
の
俳
人
の
中
で
、
小
林
一
茶
の
俳
句
は
季
語
に
頓
着
せ

ず
、
日
常
的
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
題
材
に
し
て
は
い
る
が
、
叙
事
は
清
新
で
輝
き

を
放
ち
、
情
感
に
真

な
さ
ま
が
感
じ
ら
れ
、
詩
句
は
鍛
錬
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

痕
迹
が
見
え
な
い
。
短
く
小
品
で
あ
る
と
は
い
え
、悲
し
み
は
深
く
私
の
心
を
打
ち
、

文
学
の
懐
の
深
さ
と
力
を
思
わ
せ
て
く
れ
る
。
私
は
「
小
三
行
」
に
は
こ
う
し
た
俳

句
の
味
わ
い
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
ま
た
俳
句
の
「
俳
」
に
は
、
も
と
も

と
諧
謔
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、「
小
三
行
」
は
悲
し
み
を
表
現
す
る
に

よ
し
、
喜
び
を
表
現
す
る
に
よ
し
、
諧
謔
に
も
よ
し
な
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
自
由
さ
や
瞬
間
的
、
手
軽
で
融
通
が
き
く
こ
と
、
憂
い
や
諧
謔
の
表

現
こ
そ
が
「
小
三
行
」
の
真
髄
で
あ
り
、
字
数
は
五
七
五
に
拘
る
の
か
ど
う
か
、
押

韻
は
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
に
関
す
る
問
題
は
、
事
実
上
こ
の
考
え
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方
に
拠
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
答
え
は
明
々
白
々
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
で
き

る
だ
け
素
早
く
正
確
に
心
に
生
じ
た
情
感
を
表
現
で
き
る
こ
と
を
重
要
事
項
と
し
、

季
語
や
字
数
、
押
韻
は
い
ず
れ
も
付
属
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
置
い
て
、
有
れ
ば
も
っ
と

い
い
が
、
無
く
て
も
無
理
強
い
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、「
小
三
行
」
は
可
愛
い
友
だ
ち
の
よ
う
で
、
と
て
も
簡
単
に
私
た
ち

の
生
活
に
溶
け
込
ん
だ
上
、
私
た
ち
の
生
活
の
雰
囲
気
や
質
感
を
良
く
し
て
く
れ
、

人
生
に
多
彩
な
句
を
ひ
と
つ
又
ひ
と
つ
と
残
し
て
く
れ
る
。

前
述
の
樹
才
は
、
意
気
盛
ん
に
「
小
三
行
」
を
書
い
て
い
る
。
彼
は
常
に
「
小
三

行
」
に
よ
っ
て
生
活
を
記
録
し
て
い
る
。
昨
年
の
盛
夏
に
詩
人
た
ち
と
伊
春
〔
黒
竜

江
省
東
北
部
に
位
置
す
る
市
〕
に
行
き
、
詩
会
〔
詩
人
が
一
堂
に
会
し
、
詩
を
創
作

し
た
り
朗
読
し
た
り
す
る
会
〕
の
期
間
中
に
伊
春
の
風
物
を
描
写
し
た
句
を
た
く
さ

ん
書
い
た
。
こ
こ
に
二
首
を
取
り
上
げ
て
愛
で
た
い
。

藍
莓
酿
新
酒

惹
得
才
郎
頻
舉
杯

伊
春
好
滋
味

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー 

新
し
き
酒 

醸
し
だ
し

し
き
り
に
誘
ふ　

才
子
の
杯

伊
春
の
良
き
味

美
溪
牧
牛
羊

湯
旺
河
上
花
大
姐

俳
詩
做
錦
裳

美
し
き 

谷
に
飼
ひ
た
り　

牛う
し

羊
ひ
つ
じ

湯
旺
河
畔
の　

テ
ン
ト
ウ
虫 

俳
句
も
て 

錦
の
裳
と 

し
た
ま
ひ
ぬ 

〔
湯
旺
河
は
伊
春
を
南
北
に
流
れ
る
ア
ム
ー
ル
川
水
系
の
河
川
〕

後
の
一
句
は
、
詩
人
た
ち
が
皆
で
創
っ
た
句
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詩
会
の
期
間

中
、
詩
人
た
ち
は
時
な
ら
ず
口
を
つ
い
て
「
小
三
行
」
を
披
露
し
た
と
い
い
、
そ
の

頓
智
や
諧
謔
も
ま
た
楽
し
い
。「
小
三
行
」
を
書
く
こ
と
は
、樹
才
に
と
っ
て
は
も
う

一
種
の
習
慣
と
な
っ
て
お
り
、
何
か
こ
と
を
目
に
し
て
は
、
三
行
が
ま
ず
で
き
る
の

で
あ
る
。
例
え
ば
こ
ん
な
具
合
で
あ
る
。
去
年
の
年
末
、編
集
部
で
の
こ
と
だ
っ
た
。

私
の
席
は
入
り
口
に
近
く
、
寒
気
が
時
と
し
て
入
っ
て
き
て
、
高
興
編
集
長
と
同
僚

た
ち
は
寒
が
り
の
私
に
窓
際
の
場
所
に
移
る
よ
う
に
勧
め
て
く
れ
た
。
自
分
が
寒
さ

を
避
け
る
た
め
に
人
に
座
っ
て
も
ら
う
の
は
嫌
で
、
私
が
承
知
す
る
は
ず
も
な
か
っ

た
。
ち
ょ
う
ど
座
先
移
動
を
断
っ
て
い
る
最
中
に
、
樹
才
が
や
っ
て
来
て
「
こ
の
本

棚
に
短
い
詩
を
貼
れ
ば
い
い
ん
だ
よ
」
と
言
っ
た
。

姐
姐
好
怕
冷

風
兒
啊

請
你
繞
路
行

姉
さ
ま
は 

寒
き
を
恐
る

風
よ
風 

回
り
道
し
て

行
き
た
ま
へ

短
い
「
小
三
行
」
に
は
、
詩
心
が
溢
れ
て
暖
か
く
、
私
た
ち
は
す
ぐ
に
風
は
き
っ

と
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
回
り
道
し
て
く
れ
る
と
思
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

同
好
の
士
は
あ
る
も
の
だ
。
民
俗
学
の
専
門
家
で
あ
る
劉
魁
立
氏〔
一
九
三
四
〜
。
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中
国
社
会
科
学
院
民
族
文
学
研
究
所
研
究
員
、所
長
。『
劉
魁
立
民
俗
学
論
集
』
を
は

じ
め
多
く
の
著
書
が
あ
る
〕
も
「
小
三
行
」
と
す
ぐ
に
親
し
く
な
っ
た
人
で
、
頭
の

白
髪
や
眼
前
の
美
食
、
重
陽
節
の
落
葉
な
ど
を
全
部
「
小
三
行
」
に
入
れ
、
い
い
景

色
を
見
て
心
に
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
や
は
り
口
で
詠
ん
だ
り
書
き
つ
け
た
り

す
る
。
去
年
の
秋
、
ご
老
体
が
天
台
の
石
梁
鎮
か
ら
「
小
三
行
」
を
送
っ
て
く
れ
た

の
を
読
ん
だ
。

和
合
大
道
場

静
心
歸
處
在
石
梁

宝
刹
称
方
廣

寒
山
拾
得 

法
会
の
場

静
か
な
心 

帰
る
は
天
台
石
梁
鎮

名
刹
称
す 

方
広
と

彼
の
弟
子
た
ち
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
君
の
三
行
は
ど
う
だ
、
私
の
三
行
は
ど
う
だ
と

グ
ル
ー
プ
で
語
り
、W

e C
h

at

で
「
小
三
行
」
を
披
露
し
あ
っ
て
い
る
。
春
園
女
史

は
次
の
句
で
劉
先
生
に
答
え
た
。

聽
濤
在
石
梁

五
百
羅
漢
大
道
場

寄
心
在
方
廣

波
聞
き
て 

石
梁
に
あ
り

五
百
羅
漢
の
大
法
会

心
寄
せ
た
る 

方
広
か
な

〔
方
広
寺
は
浙
江
省
天
台
県
石
梁
鎮
に
あ
る
仏
教
寺
院
。前
身
は
南
朝
陳
の
宣
帝
の

太
建
五
年
に
智
者
大
師
が
宿
泊
し
た
「
石
橋
庵
」
で
、
北
宋
の
徽
宗
の
御
代
に
焼
失

し
た
が
南
宋
の
光
宗
の
紹
熙
年
間
に
再
建
さ
れ
た
と
い
う
。
寺
は
上
方
広
寺
、
中
方

広
寺
、
下
方
広
寺
に
分
か
れ
、
下
方
広
寺
に
は
五
百
羅
漢
殿
が
あ
り
、
五
百
体
の
羅

漢
像
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
天
台
山
に
は
奇
山
異
水
が
あ
る
た
め
、
釈
迦
の
弟
子
で

あ
っ
た
五
百
羅
漢
が
度
々
訪
れ
、
衆
生
を
済
度
し
た
と
い
う
〕

一
種
の
短
詩
の
形
式
で
の
表
現
は
、
少
し
で
も
思
い
を
巡
ら
せ
る
と
、
多
く
の
望

外
の
喜
び
を
得
ら
れ
る
。

各
人
の
生
活
で
は
私
た
ち
は
一
人
で
多
く
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
例
え
ば
私
な

ら
、
娘
で
あ
り
、
母
親
で
あ
り
、
妻
で
あ
り
、
姉
で
あ
り
、
友
人
で
あ
り
、
編
集
者

で
あ
り
‥
‥
‥
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
で
、私
た
ち
の
役
割
は
担
う
べ
き
重
さ
が
異
な
り
、

時
に
は
疲
労
困
憊
し
た
り
意
気
阻
喪
し
た
り
す
る
の
に
、
休
む
こ
と
が
で
き
ず
、
憂

さ
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
が
あ
る
。
ど
う
し
た
も
の
か
。
何
の
よ
り
良
い

方
法
も
無
い
の
で
あ
れ
ば
、
担
う
べ
き
も
の
は
担
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
上
段
に
構

え
た
立
派
な
道
理
は
、
具
体
的
な
困
難
に
は
役
に
立
た
な
い
。
で
も
、
私
た
ち
は
適

切
に
自
分
の
感
情
を
調
節
で
き
れ
ば
、
意
気
阻
喪
に
少
し
の
詩
的
興
趣
を
加
え
ら
れ

る
し
、
疲
れ
て
何
も
し
た
く
な
い
中
に
も
幾
ば
く
か
気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
る
も
の

を
流
し
込
め
る
の
で
あ
る
。「
小
三
行
」
は
本
当
に
私
を
よ
く
助
け
て
く
れ
た
。

豈
我
一
人
呆

哈
哈
哈
哈
哈
哈
哈

鄰
家
鍋
糊

豈
に
我
ひ
と
り 
阿
呆
な
ら
ん

ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
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お
隣
さ
ん 

鍋
を
焦
が
し
た
る
か
な

続
け
ざ
ま
に
鍋
を
焦
げ
つ
か
せ
て
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
た
私
だ
が
、
こ
の
句
で
明

る
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
、
そ
の
後
に
ま
た
焦
げ
つ
か
せ
た
時
に
も
、
い
つ
も
こ
の
句

を
思
い
出
し
て
は
、
莞
爾
と
し
て
微
笑
む
。

百
望
山
前
樓

才
女
倚
窗
詩
句
亂

原
来
没
梳
頭

百
望
山
前　

高
き
楼

才
女 

窓
辺
に
寄
り
て 

詩
句
乱
る

思
わ
ざ
り
き 

梳
ら
ざ
る
と
は

何
も
や
り
た
く
な
く
て
、
頭
が
整
理
で
き
な
い
日
。（
才
女
は
自
嘲
を
込
め
た
も
の
）

〔
百
望
山
森
林
公
園
は
北
京
市
内
頤
和
園
の
北
3
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
位

置
す
る
〕

六
六
、
六
六
啊

生
出
一
副
大
翅
膀

飛
躍
北
四
環

六
六
、
六
六
や

大
き
な
翼 

生
や
し
た
ま
へ

北
四
環
を 

跳
び
越
え
ん

酷
い
渋
滞
の
と
き
。（
六
六
は
私
の
車
を
指
す
）

太
陽
起
得
早

幹
了
許
多
活

現
在
来
叫
我

お
日
さ
ま
は 

お
目
覚
め
早
し

た
く
さ
ん
し
ご
と
を 

し
た
ま
ひ
ぬ

今
は
我
を
ば 

起
こ
し
た
り

頭
痛
の
た
め
爆
睡
し
、
翌
日
に
太
陽
の
光
で
起
こ
さ
れ
た
後
の
句
。
痛
み
の
無
く

な
っ
た
幸
せ
な
お
昼
だ
っ
た
。

秋
風
啊

這
些
葉
子
去

裡

急
也
匆
匆
地

秋
風
や

こ
の
葉
っ
ぱ
ら
は 

ど
こ
へ
行
く

慌
て
ふ
た
め
き　

い
そ
い
そ
と

秋
風
が
落
葉
を
巻
き
上
げ
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
い
つ
も
私
は
人
生
の
よ
う
だ
と
思

う
。細

柳
葉
初
展

青
青
小
枝
戲
風
憨
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皓
首
人
痴
看

細
き
柳
葉 

初
め
て
開
く

青
き
小
枝 
風
に
戯
れ 

天
真
爛
漫

見
惚
れ
る
は 
髪
白
き
人

春
の
光
の
中
の
柔
ら
か
い
柳
と
老
人
。

跛
脚
的
驢
子

也
配
上
了
鞍

啊
、
創
新
工
程

び
っ
こ
の
ロ
バ

そ
れ
で
も
着
け
た
り 

鞍
ひ
と
つ

あ
あ　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

び
っ
こ
の
ロ
バ
と
は
自
分
を
な
ぞ
ら
え
た
も
の
。

舊
雨
滴
紅
豆

霧
滿
京
城
春
猶
在

伊
人
此
日
生

古
き
雨 

小
豆
に
滴
る

霧
に
覆
は
る 

洛
内
に 

春
は
猶
ほ
在
り

か
の
人
は 

こ
の
日
に
生
ま
る

遠
く
に
行
っ
た
友
人
を
思
っ
て
。

〔「
舊
雨
」
は
杜
甫
の
「
秋
述
」
文
に
見
え
る
言
葉
で
、古
く
か
ら
の
親
友
を
言
う
。

「
紅
豆
」
は
遠
く
に
離
れ
て
し
ま
っ
た
友
人
を
象
徴
す
る
表
現
。
王
維
「
相
思
」
詩
の

「
紅
豆 

南
国
に
生
じ
、
秋
来
た
り
て
故
枝
発
す
。
君
に
勧
む　

采
擷
を
休や

め
よ
。
此

の
物 

最
も
相
思
せ
し
む
」
に
も
と
づ
く
。
王
維
は
安
史
の
乱
の
際
に
江
南
で
流
浪
生

活
を
送
っ
て
い
る
旧
友
の
李
亀
年
を
思
い
、こ
の
詩
を
書
い
た
と
い
う
。
小
川
環
樹
・

都
留
春
雄
・
入
谷
仙
介
選
訳
『
王
維
詩
集
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
二
年
）
参
照
〕

紅
紅
的
石
榴

呵
呵
呵
開
口
笑
啊

莊
莊
做
新
娘

真
っ
赤
な
ざ
く
ろ

は
は
は
は
と 

口
を
開
け
て 

笑
ひ
た
り

花
嫁
と
な
り
ぬ　

荘
荘
ち
ゃ
ん

同
僚
の
お
嬢
さ
ん
が
結
婚
し
た
時
の
慶
賀
の
句
。

何
年
も
前
に
俳
人
の
松
尾
芭
蕉
の
も
の
を
ち
ょ
っ
と
訳
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
特

に
好
き
な
段
落
を
こ
こ
に
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
日
月
は
百
代
の
過
客
で
あ
り
、
流
れ
ゆ
く
年
月
は
行
っ
た
り
き
た
り
し
て
、
ま
た

旅
人
の
よ
う
で
あ
る
。
船
頭
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
筏
を
水
に
浮
か
べ
、
馬
子
は
轡
を

引
い
て
老
い
て
い
く
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
日
々
旅
を
し
て
他
郷
に
身
を
寄
せ
て
い
る

者
は
、
旅
こ
そ
を
住
処
と
し
て
い
る
。
昔
人
で
旅
路
に
て
亡
く
な
っ
た
人
は
ど
の
ぐ

ら
い
に
な
る
の
か
わ
か
ら
ぬ
ほ
ど
だ
。
余
も
い
つ
の
頃
か
ら
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
一
片
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の
雲
や
一
陣
の
風
に
誘
わ
れ
て
、
漂
白
の
気
持
ち
を
抑
え
難
く
な
っ
た
…
…
」（『
お

く
の
細
道
』
序
文
、
拙
訳
に
よ
る
）

そ
う
だ
、
私
た
ち
は
み
な
、
い
の
ち
の
旅
の
中
の
旅
人
な
の
だ
。
た
く
さ
ん
の
始

ま
り
が
あ
り
、
た
く
さ
ん
の
遠
く
へ
の
憧
れ
が
あ
り
、
た
く
さ
ん
の
未
知
か
ら
の
誘

惑
が
あ
る
。「
小
三
行
」
と
い
う
、
こ
の
日
本
由
来
の
文
学
形
式
は
、
文
学
の
世
界
で

は
ま
だ
小
さ
な
小
さ
な
新
メ
ン
バ
ー
だ
。だ
が
、彼
女
は
あ
な
た
が
身
を
委
ね
て
恋
々

と
す
る
に
値
す
る
世
界
で
あ
り
、
彼
女
は
あ
な
た
が
始
め
る
の
を
待
っ
て
い
る
。
彼

女
は
喜
ん
で
あ
な
た
の
未
知
へ
の
憧
れ
を
詰
め
込
む
し
、
あ
な
た
の
快
楽
に
付
き
添

い
、あ
な
た
の
痛
み
を
慰
め
る
‥
‥
‥
。「
小
三
行
」
は
い
つ
で
も
あ
な
た
の
生
活
を

「
ア
ー
ト
」
に
し
て
く
れ
る
。
即
ち
、
あ
な
た
の
日
々
を
描
写
し
、
あ
な
た
の
身
近
な

出
来
事
を
点
描
す
る
。
細
々
と
し
た
些
細
な
こ
と
や
、苦
し
み
も
悲
し
み
も
喜
び
も
、

大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
が
ま
ま
思
い
つ
き
で
い
い
。

戊
戌
の
年
〔
二
〇
一
八
〕
の
新
年
、
安
ら
か
な
夜
に
、
友
人
と
私
の
好
き
な
「
小

三
行
」
に
つ
い
て
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
。
心
は
こ
ん
な
に
も
安
ら
か
で
、
喜
び
と
祈

り
を
帯
び
て
い
る
。
み
な
さ
ん
に
は
聞
こ
え
た
だ
ろ
う
か
。

過
年
喜
洋
洋

爲
文
勸
作
〝
小
三
行
〞

指
間
有
餘
香

新
し
き　

年
ぞ
愛
で
た
き

文
を
綴
り
て 

勧
む
る
も
の
は
「
小
三
行
」

指
間
に
残
る 

余
香
か
な

二
〇
一
七
年
十
二
月
底
初
稿

二
〇
一
八
年
十
一
月
底
改
定

注①　
こ
の
文
は
、
二
〇
一
八
年
の
新
年
に
あ
た
っ
て
『
世
界
文
学
』〔
中
国
社
会
科
学
院

外
国
文
学
研
究
所
『
世
界
文
学
』
編
集
部
に
よ
る
隔
月
刊
の
出
版
物
〕
の
読
者
に
向
け

て
書
い
た
「
小
三
行－

漢
俳
と
い
う
ア
ー
ト
か
ら
の
招
待
」
を
も
と
に
増
改
訂
し
た
も

の
で
あ
る
。拙
文
は
漢
俳
の
今
日
に
お
け
る
形
式
的
革
新
の
問
題
を
論
ず
る
こ
と
を
主

旨
と
し
て
い
る
。
読
者
の
参
考
に
資
す
る
こ
と
を
願
う
。

（
中
国
社
会
科
学
院
外
国
文
学
研
究
所
編
審
、『
世
界
文
学
』
副
主
編
）


