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「
天
雲
の
稲
荷
の
社
伏
し
拝
み
、
稲
荷
の
社
伏
し
拝
み
、
猶
行
く
末
は
深
草
や
木
幡
の
関
を
越
え
過
ぎ
て
、
伏
見
の
澤
田

見
え
渡
る
水
の
水
上
尋
ね
来
て（

一
）」、
宇
治
の
里
に
着
い
た
遠
国
か
ら
の
僧
（
ワ
キ
）
が
あ
っ
た
。
時
は
五
月
の
末
、
五
月
雨

の
降
り
注
ぐ
中
に
草
木
は
い
よ
い
よ
深
く
、
田
の
緑
も
鮮
や
か
に
冴
え
る
季
節
で
あ
る
。
里
人
（
前
シ
テ
）
に
名
所
を
教
え

ら
れ
つ
つ
、
僧
が
宇
治
川
の
せ
せ
ら
ぎ
に
耳
を
傾
け
る
う
ち
に
月
が
さ
し
上
る
。「
月
こ
そ
出
づ
れ
朝
日
山
、
山
吹
の
瀬
に

影
見
え
て
、
雪
さ
し
下
す
島
小
舟
、
山
も
川
も
朧
々
と
し
て
、
是
非
を
分
か
ぬ
景
色
」
の
中
、
湿
り
気
を
含
ん
だ
夕
べ
の
大

気
が
草
木
を
一
層
深
く
匂
い
立
た
せ
る
。
清
明
な
趣
の
中
に
、
昔
日
の
合
戦
で
こ
の
地
に
最
期
を
遂
げ
た
老
将
、
源
三
位
頼

政（
二
）（
後
シ
テ
）
が
い
に
し
え
を
懐
古
す
る
舞
台
が
整
う
。

里
人
に
い
ざ
な
わ
れ
て
宇
治
の
平
等
院
の
釣
殿
近
く
の
庭
に
あ
る「
扇
の
芝
」
を
見
た
僧
が
謂
れ
を
問
う
と
、
里
人
は「
こ

れ
は
昔
宮
戦
の
あ
り
し
時
、
源
三
位
頼
政
合
戦
に
打
負
け
給
ひ
、
扇
を
敷
き
自
害
し
果
て
給
ひ
し
處
な
り
、
さ
れ
ば
名
将
の

古
跡
な
れ
ば
と
て
、
扇
の
な
り
に
取
残
し
、
今
も
扇
の
芝
と
申
し
候
」
と
説
明
す
る
。
し
か
も
「
其
の
宮
戦
の
月
も
日
も
今

能
楽
随
想
（
二
）

万
緑
の
中
に
燃
え
尽
き
る
哀
切
―
―
「
頼
政
」
―
―

森
ま
り
子
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日
に
當
り
て
候
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
里
人
は
頼
政
の
幽
霊
な
の
で
あ
る
が
、
名
乗
り
も
あ
え
ず
消
え
失
せ
て
し
ま
う
。

中
入
後
、
後
シ
テ
が
老
将
頼
政
の
姿
で
現
れ
、
宇
治
の
橋
合
戦
と
享
年
七
十
六
歳
の
自
身
の
最
期
を
語
り
、
僧
に
回
向
を
乞

う
て
扇
の
芝
の
草
蔭
に
消
え
て
ゆ
く
。

世
阿
弥
の
修
羅
物
で
あ
る
「
頼
政
」
は
、
桜
の
花
び
ら
が
ふ
る
え
、
千
歳
の
松
や
杉
を
夜
半
の
嵐
が
吹
き
す
ぎ
る
よ
う
な

詞
章
そ
の
も
の
の
幽
玄
美
に
は
欠
け
る
が
、
逆
に
脚
色
を
そ
ぎ
落
と
し
、
明
澄
に
引
き
締
め
た
文
体
で
老
将
の
悲
運
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
名
曲
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
能
の
深
さ
は
、
や
わ
ら
か
な
光
に
包
ま
れ
た
蒼
穹
は
ど
こ
ま
で
も
透
明
で
青
く
、

そ
の
見
上
げ
る
先
に
可
能
性
が
無
限
に
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
日
々
に
は
分
か
ら
な
い
。
志
は
無
限
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
を
遂
げ
る
時
間
は
無
限
に
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
事
を
知
る
年
代
に
な
っ
て
初
め
て
切
実
に
感
じ
ら
れ
る
感

情
が
、
こ
の
能
の
中
に
は
流
れ
て
い
る
。

中
入
後
、
後
シ
テ
で
あ
る
頼
政
の
幽
霊
が
現
れ
、
頼
政
が
以
仁
王（

三
）を
奉
じ
て
平
家
に
対
し
て
挙
兵
し
た
経
緯
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
ゆ
く
。（

地
謡
）
抑
〻
治
承
の
夏
の
頃
、
由
な
き
御
謀
叛
を
勧
め
申
し
、
名
も
高
倉
の
宮
の
内
、
雲
居
の
よ
そ
に
有
明

の
月
の
都
を
忍
び
出
で
て
（
シ
テ
）
憂
き
時
し
も
に
近
江
路
や
（
地
謡
）
三
井
寺
指
し
て
落
ち
給
ふ
。

し
か
し
以
仁
王
は
前
夜
「
御
寝
な
ら
ざ
る
故
」
に
「
六
度
ま
で
御
落
馬
に
て
煩
は
せ
給
ひ
」（
地
謡
）、
宇
治
の
平
等
院
で

休
息
す
る
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
か
く
し
て
平
家
の
差
し
向
け
た
追
討
軍
と
の
「
橋
合
戦
」
が
、
折
し
も
五
月
雨
で
増
水
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し
た
宇
治
川
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
事
に
な
る（

四
）。「
入
り
乱
れ
、
我
も
我
も
と
」
戦
う
有
様
の
活
写
は
、
こ
の
能
の
も
と
と
な
っ

た
『
平
家
物
語
』
巻
第
四
「
橋
合
戦
」
の
描
写
を
正
に
彷
彿
と
さ
せ
る
。「（
シ
テ
）
か
く
て
源
平
の
兵
、
宇
治
川
の
南
北
の

岸
に
打
臨
み
、
鬨
の
声
矢
叫
の
音
、
波
に
類
へ
て
夥
し
」。
し
か
し
頼
政
軍
に
不
利
に
戦
は
推
移
し
た
。
頼
政
は
、
今
は
こ

れ
ま
で
と
思
い
定
め
、
辞
世
の
歌
を
残
し
て
宇
治
の
平
等
院
で
自
害
し
て
果
て
る
。

埋
木
の
は
な
さ
く
事
も
な
か
り
し
に
身
の
な
る
は
て
ぞ
か
な
し
か
り
け
る

 

（『
平
家
物
語
』
巻
第
四
「
宮
御
最
期（

五
）」）

頼
政
の
辞
世
の
歌
を
初
め
て
知
っ
た
少
女
の
頃
以
来
、
最
近
ま
で
私
は
、
武
運
つ
た
な
く
果
て
る
身
を
惜
し
む
歌
で
あ
る

と
素
朴
に
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
客
観
的
に
見
れ
ば
、
平
家
全
盛
の
時
代
に
頼
政
は
、
武
士
の
身
と
し
て
は
異
例
の
従
三

位
ま
で
昇
り
、「
文
武
に
名
を
得
し
人
」（
ワ
キ
）
と
し
て
も
と
き
め
い
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
、「
は
な

さ
く
」
事
も
「
実
の
な
る
」
事
も
な
い
「
埋
木
」
な
の
か
。
か
つ
て
の
私
は
そ
こ
に
何
の
疑
問
も
感
じ
な
か
っ
た
。

歴
史
上
の
源
頼
政
は
、
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る
と
共
に
、
政
治
に
お
い
て
は
野
心
家
の
一
面
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
埋
木
」

と
い
う
表
現
は
単
な
る
野
心
の
裏
返
し
で
あ
る
と
い
う
突
き
放
し
た
見
方
も
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
野
心
と
志
は
紙
一
重
で
あ
る
。
特
に
男
の
場
合
は
往
々
に
し
て
そ
う
で
あ
り
、
人
を
魅
力
的
な
ら
し
め
る
も
の

で
も
あ
る
。
野
心
は
否
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
は
私
は
思
わ
な
い
。
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頼
政
の
い
う
「
埋
木
」
と
は
、
必
ず
し
も
客
観
的
に
、
世
間
的
に
見
て
の
事
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
ら
の
内
面
の
理
想
、

生
涯
抱
き
続
け
た
彼
な
り
の
志
に
照
ら
し
て
の
、
最
後
の
厳
し
い
自
己
総
括
で
は
な
か
っ
た
か

│
今
の
私
に
は
そ
う
思
わ

れ
て
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
若
き
日
に
「
青
雲
の
志
」
を
抱
い
た
事
の
あ
る
者
の
み
が
語
り
得
る
、
ま
た
了
解
し
得
る
、
重
い
言
葉
で
は
な

か
っ
た
か
。

そ
の
志
は
、
七
十
六
年
の
生
涯
の
中
で
不
変
で
は
な
か
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
頼
政
に
は
、
保
元
・
平
治
の
乱
の
後
は

源
氏
の
中
で
た
だ
一
人
、
平
氏
と
い
う
時
の
権
力
に
妥
協
し
て
昇
進
を
果
た
し
た
、
し
た
た
か
さ
も
あ
っ
た
。

し
か
し
『
平
家
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
頼
政
は
し
た
た
か
で
は
あ
っ
て
も
、
卑
屈
で
は
な
か
っ
た
。
頼
政
の
謀
反
の
一
つ
の

き
っ
か
け
は
、
息
子
仲
綱
が
、
所
有
す
る
「
木
の
し
た
」
と
い
う
名
馬
を
め
ぐ
っ
て
平
宗
盛
に
辱
め
ら
れ
た
一
件
で
あ
っ
た

と
い
う
。

・
・
・
伊
豆
守
﹇
仲
綱
﹈
こ
れ
﹇
木
の
し
た
を
手
ひ
ど
く
扱
う
事
に
よ
っ
て
宗
盛
が
自
分
を
侮
辱
し
た
こ
と
﹈

を
伝
へ
聞
き
、「
身
に
か
へ
て
思
ふ
馬
な
れ
ど
も
、
権
威
に
つ
い
て
と
ら
る
ゝ
だ
に
も
あ
る
に
、
馬
ゆ
ゑ
仲
綱

が
天
下
の
わ
ら
は
れ
ぐ
さ
と
な
ら
ん
ず
る
こ
そ
や
す
か
ら
ね
」
と
て
、
大
に
い
き
ど
ほ
ら
れ
け
れ
ば
、
三
位
入

道
﹇
頼
政
﹈
こ
れ
を
聞
き
、
伊
豆
守
に
向
ッ
て
、「
何
事
の
あ
る
べ
き
と
思
ひ
あ
な
づ
ッ
て
、
平
家
の
人
ど
も

が
さ
よ
う
の
し
れ
事
を
言
ふ
に
こ
そ
あ
ん
な
れ
。
其
儀
な
ら
ば
、
い
の
ち
い
き
て
も
な
に
か
せ
ん
。
便
宜
を
う

か
ゞ
う
て
こ
そ
あ
ら
め
」
と
て
、
わ
た
く
し
に
は
思
ひ
も
立
た
ず
、
宮
を
す
ゝ
め
申
た
り
け
る
と
ぞ
、
後
に
は

聞
え
し
。 

（『
平
家
物
語
』
巻
第
四
「
競（

六
）」）
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栄
達
の
み
を
望
む
人
で
あ
れ
ば
我
慢
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
頼
政
は
、
一
門
の
者
に
加
え
ら
れ
た
侮
辱
に
「
い
の
ち

い
き
て
も
な
に
か
せ
ん
」
と
ま
で
憤
り
、
折
を
見
て
の
復
讐
を
誓
う
気
骨
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
。
宗
盛
が
木
の
し
た
を
欲

し
が
っ
て
い
る
と
聞
い
た
頼
政
が
「
た
と
ひ
こ
が
ね
を
ま
ろ
め
た
る
馬
な
り
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
人
の
こ
は
う
物
を
、
を
し
む

べ
き
様
や
あ
る
。
す
み
や
か
に
そ
の
馬
、
六
波
羅
へ
つ
か
は
せ（

七
）」
と
、
気
の
進
ま
ぬ
仲
綱
に
命
じ
て
宗
盛
に
愛
馬
を
差
し
出

さ
せ
た
次
第
を
『
平
家
物
語
』
は
描
い
て
い
る
。
そ
の
経
緯
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
良
識
と
礼
節
を
尽
く
し
た
だ
け
に
憤
り
も

一
入
で
あ
ろ
う
。
傲
慢
に
対
し
て
は
相
応
の
対
応
を
す
る
と
い
う
、
筋
を
通
す
生
き
方
の
結
果
の
総
括
が
、「
埋
木
の
は
な

さ
く
事
も
な
か
り
し
に
」
と
い
う
辞
世
に
凝
縮
さ
れ
た
の
だ
と
も
言
え
る
。
志
は
果
た
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
歌
に
は

無
念
こ
そ
あ
れ
、
弁
明
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。

同
じ
様
な
状
況
下
で
の
武
人
の
最
期
を
比
べ
る
時
、
例
え
ば
『
史
記
』
の
「
項
羽
本
紀
」
に
描
か
れ
た
項
羽
は
こ
の
点
で

対
照
的
で
あ
る
。力

抜

山

兮

気

蓋

世

時

不

利

兮

騅

不

逝

騅

不

逝

兮

可

奈

何

虞

兮

虞

兮

奈

若

何（
八
）

垓
下
で
包
囲
さ
れ
た
若
き
武
将
の
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
悲
壮
感
の
漂
う
あ
ま
り
に
も
有
名
な
辞
世
の
詩
の
中
で
、
私

が
一
抹
の
違
和
感
を
覚
え
る
箇
所
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
時
不
利
」
と
い
う
一
語
で
あ
る
。
顧
み
れ
ば
項
羽
は
、「
鴻

門
之
会
」
な
ど
成
功
の
機
会
は
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
逸
し
た
事
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
含
め
た
自
ら
の
判
断
の
誤
り
を
責



万緑の中に燃え尽きる哀切 ――「頼政」――

79

め
ず
し
て
、
時
代
の
趨
勢
や
運
命
の
せ
い
に
す
る
。
敗
者
で
あ
る
項
羽
の
栄
光
と
悲
哀
を
、
自
身
の
人
生
に
お
け
る
失
意
と

重
ね
合
わ
せ
つ
つ
歴
史
の
中
で
同
情
的
に
見
つ
め
た
司
馬
遷
も
、
あ
え
て
「
高
祖
本
紀
」
の
前
に
置
い
た
「
項
羽
本
紀
」
を

締
め
括
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
項
羽
の
精
神
の
あ
り
方
を
冷
静
に
批
判
す
る
事
を
忘
れ
な
い
。「
自
矜
功
伐
。
奮
其
私

智
而
不
師
古
。
謂
覇
王
之
業
。
欲
以
力
征
経
営
天
下
。
五
年
卒
亡
其
國
。
身
死
東
城
。
尚
不
覚
寤
。
而
不
自
責
過
矣
。
乃
引

天
亡
我
非
用
兵
之
罪
也
。
豈
不
謬
哉
。」（『
史
記
』「
項
羽
本
紀（

九
）」）

頼
政
の
場
合
は
、
後
か
ら
見
れ
ば
彼
の
戦
が
平
家
の
栄
華
を
傾
か
せ
る
境
目
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
個
々
の
挙
兵
と
し
て

は
尚
早
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
頼
み
に
し
た
延
暦
寺
も
興
福
寺
も
い
ま
だ
加
わ
ら
な
い
（「
山
門
は
心
変
り
し
つ
、
南

都
は
い
ま
だ
参
ら
ず（

一
〇
）」）
と
い
う
戦
略
上
の
不
運
も
あ
っ
た
。
こ
の
戦
に
お
い
て
こ
そ
、「
時
不
利
」
の
状
況
は
明
ら
か
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
「
埋
木
」
の
歌
は
、
そ
れ
を
あ
え
て
言
わ
な
い
。

言
わ
な
い
か
ら
こ
そ
、「
時
不
利
」
と
い
う
、
頼
政
が
最
期
ま
で
自
分
一
人
の
胸
に
と
ど
め
た
無
念
と
哀
感
、
敗
者
の
言

い
訳
に
よ
っ
て
晩
節
を
汚
さ
ぬ
と
思
い
定
め
た
で
あ
ろ
う
老
将
の
侵
し
が
た
い
品
格
が
、
後
世
の
者
の
胸
を
強
く
打
つ
の
で

あ
る
。

頼
政
が
自
害
に
至
る
模
様
を
、「
頼
政
」
の
詞
章
は
次
の
様
に
う
た
う
。
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・
・
・（
シ
テ
）
頼
政
が
頼
み
つ
る
（
地
謡
）
兄
弟
の
者
も
討
た
れ
け
れ
ば
（
シ
テ
）
今
は
何
を
か
期
す
べ
き

と
（
地
謡
）
唯
一
條
に
老
武
者
の
（
シ
テ
）
こ
れ
ま
で
と
思
ひ
て
（
地
謡
）
こ
れ
ま
で
と
思
ひ
て
平
等
院
の
庭

の
面
、
こ
れ
な
る
芝
の
上
に
、
扇
を
打
敷
き
鎧
脱
ぎ
捨
て
座
を
組
み
て
、
刀
を
抜
き
な
が
ら
、
さ
す
が
名
を
得

し
其
の
身
と
て

（
シ
テ
）
埋
木
の
、
花
咲
く
事
も
無
か
り
し
に
、
身
の
な
る
果
は
、
哀
な
り
け
り（
一
一
）

こ
こ
ま
で
の
所
を
、『
平
家
物
語
』
は
よ
り
詳
し
く
描
い
て
い
る
。

三
位
入
道
は
、
渡
辺
長
七
唱
を
召
し
て
、「
わ
が
頸
討
て
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
主
の
い
け
頸
討
た
ん
事

の
か
な
し
さ
に
、
涙
を
は
ら
〳
〵
と
流
い
て
、「
仕
と
も
お
ぼ
え
候
は
ず
。
御
自
害
候
て
、
其
後
こ
そ
給
は
り

候
は
め
」
と
申
け
れ
ば
、「
ま
こ
と
に
も
」
と
て
西
に
向
ひ
、
高
声
に
十
念
唱
へ
、
最
後
の
詞
ぞ
あ
は
れ
な
る
。

　
　
　
　
　

埋
木
の
は
な
さ
く
事
も
な
か
り
し
に
身
の
な
る
は
て
ぞ
か
な
し
か
り
け
る

こ
れ
を
最
後
の
詞
に
て
、
太
刀
の
さ
き
を
腹
に
つ
き
立
て
、
う
つ
ぶ
ッ
さ
ま
に
つ
ら
ぬ
か
ッ
て
ぞ
失
せ
ら
れ
け

る
。
其
時
に
歌
よ
む
べ
う
は
な
か
り
し
か
ど
も
、
わ
か
う
よ
り
あ
な
が
ち
に
す
い
た
る
道
な
れ
ば
、
最
後
の
時

も
忘
れ
給
は
ず
。
そ
の
頸
を
ば
唱
取
ッ
て
、
な
く
〳
〵
石
に
く
ゝ
り
あ
は
せ
、
か
た
き
の
中
を
ま
ぎ
れ
い
で
て
、

宇
治
河
の
ふ
か
き
と
こ
ろ
に
沈
め
て
ン
げ
り
。 

（
巻
第
四
「
宮
御
最
期（
一
二
）」）

『
平
家
物
語
』
の
描
写
が
リ
ア
ル
で
あ
る
の
に
比
べ
、
謡
曲
は
芝
の
上
に
扇
を
敷
く
情
趣
を
添
え
、
死
に
ま
つ
わ
る
生
々
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し
さ
の
描
写
を
控
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
簡
素
に
引
き
締
め
ら
れ
た
能
の
詞
章
に
、
そ
の
下
敷
き
と
な
っ
た
古
典
の
原

文
を
重
ね
合
わ
せ
て
鑑
賞
し
た
人
々
は
古
来
多
く
い
た
で
あ
ろ
う
。
芝
の
青
さ
と
、
ほ
と
ば
し
る
鮮
血
の
赤
の
壮
絶
な
対
照
。

い
つ
ま
で
も
ほ
の
明
る
い
薄
暮
の
中
で
、
も
の
み
な
す
べ
て
に
夏
に
向
か
う
力
強
い
生
命
が
脈
打
つ
、
そ
の
よ
う
な
万
緑
の

季
節
の
も
な
か
に
迎
え
る
死
の
不
条
理
と
限
り
な
い
哀
切
。
観
客
の
間
の
古
典
の
共
有
あ
っ
て
こ
そ
、
命
を
謳
歌
す
る
草
木

の
し
た
た
る
よ
う
な
緑
が
、
終
焉
の
悲
劇
性
を
一
層
際
立
た
せ
て
い
る
光
景
の
想
像
も
成
り
立
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
頼
政
」
に
つ
い
て
は
近
世
の
演
能
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
寛
永
年
間
の
一
部
を
記
す
と
、
寛
永
四
年
の
五
月
と
七
月
に

水
戸
の
徳
川
頼
房
邸
で
、
同
五
年
の
六
月
に
尾
張
の
徳
川
義
直
邸
で
、
同
六
年
の
九
月
に
江
戸
城
本
丸
で
、
同
七
年
の
二
月

に
紀
伊
の
徳
川
頼
宣
邸
で
演
じ
ら
れ
て
い
る（

一
三
）。
太
平
の
世
に
あ
っ
て
も
人
の
世
の
不
条
理
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
内
面
の
嵐
は

変
わ
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
長
く
生
き
れ
ば
実
現
し
た
で
あ
ろ
う
可
能
性
が
想
像
さ
れ
る
若
き
以
仁
王
な
ら
い
ざ
知
ら

ず
、
齢
七
十
を
超
え
た
自
分
は
そ
の
年
齢
ま
で
生
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
志
を
果
た
せ
な
か
っ
た
責
任
は
あ
く
ま
で
も
自
身

に
あ
る
、
弁
明
は
せ
ぬ
、
と
い
う
誇
り
高
い
覚
悟
が
に
じ
む
頼
政
の
辞
世
。
序
列
を
守
っ
た
座
で
静
か
に
観
能
す
る
徳
川
の

世
の
武
士
の
心
に
、「
埋
木
の
」
と
い
う
最
後
の
謡
の
悲
愁
は
ど
の
よ
う
に
響
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

芸
術
へ
の
高
い
志
を
抱
き
つ
つ
も
、
後
半
生
は
佐
渡
へ
の
流
謫
も
含
め
て
不
如
意
で
あ
っ
た
世
阿
弥
自
身
が
、
自
ら
の
人

生
へ
の
感
懐
を
頼
政
の
そ
れ
に
熱
く
重
ね
合
わ
せ
る
要
素
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
今
の
私
に
は
そ
の
よ
う
に
も
想
像
さ
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れ
る
。

私
自
身
は
「
埋
木
の
」
と
い
う
シ
テ
の
謡
に
、
暗
闇
の
中
に
と
も
さ
れ
た
篝
火
が
、
消
え
る
直
前
に
大
き
く
ゆ
ら
め
い
て

燃
え
上
が
る
よ
う
な
作
者
の
情
念
が
胸
に
迫
る
の
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
オ
ペ
ラ
の
様
な
絶
叫
で
は
な
い
。

く
ぐ
も
っ
た
声
で
う
た
わ
れ
る
抑
制
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
限
り
あ
る
生
の
中
で
芸
術
へ
の
志
を
貫
こ

う
と
し
た
、
し
か
し
自
然
の
摂
理
と
し
て
理
想
は
い
つ
か
未
完
で
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
そ
の
不
条
理
を
深
く
自
覚
し
た

世
阿
弥
が
、
自
ら
の
物
理
的
な
死
と
引
き
換
え
に
永
遠
の
生
命
を
も
っ
て
こ
の
作
品
に
宿
っ
て
い
る
か
の
如
く
に
感
ぜ
ら
れ
、

私
自
身
の
学
者
と
し
て
の
人
生
や
理
想
を
重
ね
合
わ
せ
た
時
に
、
深
い
共
感
と
静
か
な
感
動
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。
数

あ
る
世
阿
弥
の
作
品
（
と
さ
れ
る
も
の
も
含
め
て
）
の
中
で
、
世
阿
弥
自
身
が
、
そ
の
魂
が
、
そ
し
て
「
不
朽
」
と
い
う
事

の
意
味
が
、
こ
れ
ほ
ど
胸
に
迫
る
能
を
私
は
ほ
か
に
知
ら
な
い
。

『
平
家
物
語
』
に
あ
る
頼
政
の
亡
骸
の
処
理
な
ど
、
具
体
的
な
事
柄
の
一
切
を
あ
え
て
そ
ぎ
落
と
し
て
、
能
「
頼
政
」
は

挽
歌
の
響
き
を
帯
び
る
詞
章
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。

（
地
謡
）
跡
弔
ひ
給
へ
御
僧
よ
、
か
り
そ
め
な
が
ら
こ
れ
と
て
も
、
他
生
の
種
の
縁
に
今
、
扇
の
芝
の
草
の
蔭
に
、

帰
る
と
て
失
せ
に
け
り
、
立
帰
る
と
て
失
せ
に
け
り
。

一
旦
は
覚
悟
し
て
運
命
を
受
容
し
た
が
、
そ
の
後
も
、
在
り
し
日
の
自
身
の
輝
き
と
末
路
の
悲
哀
を
思
い
起
こ
し
て
は
苦

し
む
。
人
間
の
弱
さ
か
ら
来
る
魂
の
苦
し
み
、
な
ま
じ
輝
き
を
経
験
し
た
か
ら
こ
そ
痛
感
さ
れ
る
悲
哀
、
未
練
を
残
し
て
暗
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く
燃
え
上
が
る
情
念
は
回
向
に
よ
っ
て
和
ら
い
で
も
、
シ
テ
の
消
え
ゆ
く
先
の
草
蔭
の
闇
に
、
悶
え
る
よ
う
な
苦
し
み
へ
の

本
質
的
な
解
決
は
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
雨
が
し
と
し
と
と
降
る
、
月
の
な
い
万
緑
の
頃
の
夜
闇
は
、
た
だ
で
さ
え
深
い
。
し

か
し
炎
が
大
き
く
ゆ
ら
め
い
て
一
瞬
燃
え
上
が
り
、
ふ
っ
と
燃
え
尽
き
た
後
に
広
が
る
闇
は
、
篝
火
が
と
も
さ
れ
る
前
の
闇

よ
り
な
お
一
段
と
深
い
事
を
、
改
め
て
観
客
は
知
る
。

し
か
し
、
ま
た
こ
う
も
言
え
よ
う
か
。

そ
の
深
い
闇
が
あ
る
か
ら
こ
そ
の
、
輝
き
で
あ
る
と
。

燃
え
尽
き
る
定
め
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
最
後
の
瞬
間
に
燃
え
上
が
る
炎
の
輝
き
が
永
遠
に
刻
印
さ
れ
る
の
だ
と
。
闇
が

あ
っ
て
こ
そ
、
最
後
の
刹
那
の
輝
き
に
、
未
完
と
い
う
宿
命
を
超
え
た
意
味
が
宿
る
の
だ
と
。

そ
し
て
そ
の
輝
き

│
衰
え
、
薄
れ
て
ゆ
く
炎
の
最
後
の
深
い
輝
き
に
永
遠
を
見
る
か
ら
こ
そ
、
燃
え
尽
き
る
と
い
う
不

条
理
を
「
摂
理
」
と
し
て
、
人
は
受
け
入
れ
る
の
だ
と
。

シ
テ
が
橋
掛
か
り
を
渡
っ
て
消
え
た
後
に
取
り
残
さ
れ
る
観
客
の
周
り
に
は
、
静
寂
の
支
配
す
る
無
常
の
闇
が
た
だ
広
が

る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
頼
政
と
同
時
代
を
生
き
た
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
騎
士
た
ち
が
、
聖
者

と
共
に
自
ら
の
魂
が
迎
え
ら
れ
る
事
を
深
く
信
じ
て
臨
終
を
迎
え
た
、
こ
の
世
の
不
条
理
を
補
っ
て
余
り
あ
る
、
光
あ
ふ
れ

る
天
国
は
な
い
。



84

い
つ
か
は
と
知
り
な
が
ら
、
そ
の
闇
を
受
け
入
れ
る
用
意
は
ま
だ
で
き
な
い
。
残
照
を
ほ
の
か
に
残
し
て
冴
え
わ
た
る
群

青
色
の
冬
の
空
の
、
永
久
に
届
く
事
の
な
い
孤
高
の
高
み
に
あ
る
星
が
静
か
に
放
っ
て
い
る
、
あ
の
崇
高
な
美
し
い
光
へ
の

執
着
が
胸
の
奥
に
燃
え
る
の
を
、
時
折
自
覚
す
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
か
。

 

（
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日　

国
立
能
楽
堂　

定
例
公
演　

喜
多
流
）

註（
一
）　

本
稿
に
お
け
る
能
「
頼
政
」
の
詞
章
は
、
次
の
喜
多
流
稽
古
用
完
本
に
拠
っ
た
（
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
が
、
旧
字
を
残
し
た
箇
所
も
あ
る
）。
喜
多

節
世
著
『
頼
政
』
喜
多
流
刊
行
会
、
平
成
二
十
四
年
。
ま
た
『
平
家
物
語
』
の
原
文
は
次
の
校
訂
本
に
拠
っ
た
。
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
『
平
家
物
語
』（
一
）
〜
（
四
）、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。
以
下
、『
平
家
物
語
』
か
ら
の
引
用
は
題
名
と
頁
数
の
み
で
示
す
。

（
二
）　

源
頼
政
（
一
一
〇
四
〜
一
一
八
〇
）。
平
家
全
盛
の
中
で
昇
進
し
、
治
承
二
年
、
平
清
盛
の
執
奏
に
よ
り
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
る
。
同
三
年
、
剃
髪
し
て
源
三
位
入
道

と
呼
ば
れ
る
。
以
仁
王
を
奉
じ
て
挙
兵
す
る
も
失
敗
し
、
宇
治
の
平
等
院
に
て
同
四
年
五
月
二
十
六
日
に
自
害
。
旧
暦
五
月
二
十
六
日
は
、
今
の
暦
で
は
六
月
二
十
日
頃

に
当
た
る
。

（
三
）　

高
倉
宮
以
仁
王
（
一
一
五
一
〜
一
一
八
〇
）
は
後
白
河
天
皇
の
第
二
皇
子
。
第
三
皇
子
と
の
説
も
あ
る
。
享
年
二
十
九
歳
。

（
四
）　

平
家
方
の
上
総
守
忠
清
の
言
葉
に「
い
ま
は
河
を
わ
た
す
べ
き
で
候
が
、
を
り
ふ
し
五
月
雨
の
こ
ろ
で
、
水
ま
さ
ッ
て
候
」
と
あ
る（『
平
家
物
語
』
巻
第
四「
橋
合
戦
」）。

『
平
家
物
語
』（
二
）、
九
四
頁
。
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（
五
）　
『
平
家
物
語
』（
二
）、
一
〇
四
頁
。

（
六
）　
『
平
家
物
語
』（
二
）、
五
六
頁
。

（
七
）　

同
右
。
但
し
文
学
作
品
で
あ
る
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
頼
政
像
は
、
歴
史
上
の
頼
政
の
実
像
と
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
八
）　

本
稿
に
お
け
る
『
史
記
』
の
原
文
は
次
の
校
訂
本
に
拠
っ
た
（
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
が
、
旧
字
を
残
し
た
箇
所
も
あ
る
）。
司
馬
遷
著
、
田
中
謙
二
・

一
海
知
義
解
説
『
史
記　

楚
漢
篇
』
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
五
三
年
。
以
下
、
題
名
と
頁
数
の
み
を
註
で
示
す
。『
史
記　

楚
漢
篇
』、
一
一
〇
頁
。

（
九
）　
『
史
記　

楚
漢
篇
』、
一
二
三
頁
。
な
お
こ
の
部
分
の
大
意
は
次
の
様
で
あ
る
。「
我
と
我
が
功
を
誇
り
、
彼
一
人
の
知
恵
を
信
頼
し
す
ぎ
て
、
先
人
や
歴
史
の
教
え
を

手
本
と
せ
ず
、
こ
れ
こ
そ
は
覇
王
の
す
る
事
だ
と
思
い
、
武
力
戦
争
に
よ
っ
て
天
下
を
統
一
し
よ
う
と
欲
し
た
が
、
五
年
に
し
て
遂
に
そ
の
国
を
滅
亡
さ
せ
、
そ
の
身
は

東
城
に
死
ぬ
事
に
な
っ
た
が
、
ま
だ
目
が
覚
め
ず
自
分
の
過
失
を
咎
め
ず
に
、
天
が
自
分
を
滅
ぼ
す
の
で
あ
っ
て
武
力
に
訴
え
た
せ
い
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は

間
違
っ
た
事
で
は
な
い
か
。」

（
一
〇
）　
『
平
家
物
語
』（
二
）、
八
六
頁
。
以
仁
王
が
三
井
寺
を
出
る
時
の
言
葉
。「
山
門
」
は
比
叡
山
延
暦
寺
、「
南
都
」
は
興
福
寺
を
指
す
。

（
一
一
）　

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
能
の
謡
本
と
『
平
家
物
語
』
の
間
に
異
同
が
あ
る
。

（
一
二
）　
『
平
家
物
語
』（
二
）、
一
〇
四
頁
。

（
一
三
）　

喜
多
、『
頼
政
』、
冒
頭
の
解
説
。

　
　
　
　
　
　
「
随
想
」
続
篇
（
予
定
の
一
部
、
順
不
同
、
副
題
省
略
）

能
楽
随
想
（
三
）　　

春
や
昔　

移
ろ
わ
ぬ
恋
と
中
世

も
ヽ
の
花
さ
き
て
う
つ
ろ
ふ

あ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
の
静
謐


