
【
要
約
】

日
本
人
の
民
間
信
仰
の
特
質
の
一
つ
に
、
「
神
々
を
欺
す
風
習
」
が
あ
る
。
こ
う
し
た

風
習
は
、
と
り
わ
け
、
ウ
ブ
ス
ナ
習
俗
や
厄
神
防
除
の
領
域
に
多
い
。
本
稿
で
は
、
幼
児

の
額
に
印
を
つ
け
る
「
ア
ヤ
ツ
コ
」
の
風
習
と
戸
口
に
護
符
や
絵
を
貼
る
「
疱
瘡
神
防
除
」

を
取
り
上
げ
、
こ
う
し
た
呪
法
が
ど
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
か
を
解
明

し
た
。

神
を
欺
く
こ
と
に
よ
っ
て
災
厄
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
呪
法
は
、
つ
い
最
近
ま
で
日
本

社
会
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
呪
法
は
、
一
神
教
の
世

界
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
き
わ
め
て
特
異
な
呪
法
が
ど
の
よ
う
な
論
理
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
神
観
念
の
特
質

が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

一
は
じ
め
に

神
々
は
「
人
間
以
上
の
存
在
」
で
あ
る
か
ら
、
人
間
が
神
を
騙
し
た
り
欺
い
た
り

す
る
所
業
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
古
代
神
話
は
神
を
欺
い

た
人
び
と
の
悲
惨
な
運
命
を
語
っ
て
、
こ
う
し
た
愚
行
を
い
さ
め
て
い
る
。
例
え
ば
、

ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
は
、
ク
レ
タ
島
に
最
初
の
文
明
が
栄
え
た
こ
ろ
の
ミ
ノ
ス
王
の
物

語
が
あ
る
。
こ
の
王
が
海
神
ポ
セ
イ
ド
ン
を
欺
い
た
た
め
に
、
彼
の
后
は
牛
頭
人
身

の
怪
物
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
を
生
み
、
最
後
に
は
彼
の
王
国
も
ミ
ノ
ア
文
明
も
滅
亡
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
話
を
も
つ
世
界
で
は
、
神
を
騙
す
と
い
う
愚
行
を

あ
え
て
す
る
人
は
ご
く
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
人
は
「
神
を
欺
く
」

と
い
う
行
為
を
古
く
か
ら
当
然
の
こ
と
の
ご
と
く
繰
り
返
し
て
き
た
。
そ
れ
は
日
常

生
活
の
多
く
の
領
域
で
行
わ
れ
、
神
事
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
は
な
か
っ

た
。
「
神
を
欺
く
」
行
為
は
日
本
人
の
信
仰
生
活
の
中
核
に
位
置
す
る
も
の
だ
っ
た

と
す
ら
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

神
を
欺
く
行
為
は
、
風
習
と
し
て
一
定
の
形
を
取
っ
た
場
合
に
は
「
呪
術
」
と
し

て
社
会
に
定
着
し
た
。
こ
う
し
た
呪
術
は
、
現
代
社
会
に
生
き
る
人
び
と
に
は
荒
唐

無
稽
な
馬
鹿
げ
た
も
の
に
見
え
る
に
違
い
な
い
。
今
日
で
は
、
呪
術
に
精
神
安
定
剤

以
上
の
効
力
が
あ
る
と
信
じ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
代

以
前
の
社
会
に
お
い
て
は
、
人
々
は
呪
術
の
有
効
性
を
信
じ
て
い
た
。
そ
し
て
、
人
々

が
よ
り
効
果
の
あ
る
呪
術
を
求
め
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
有
効
性
を
保
証
す
る
論
理

が
伴
っ
て
い
た
。
「
神
を
欺
く
呪
法
」
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
明
確
な
論
理
が
必
要

と
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
論
理
の
中
に
は
日
本
人
の
神
観
念

や
精
神
構
造
を
理
解
す
る
鍵
が
潜
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
が
こ
う
し
た
論
理

の
再
発
見
を
試
み
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

つ
い
最
近
ま
で
、
日
本
で
は
子
ど
も
死
亡
率
は
き
わ
め
て
高
か
っ
た
か
ら
、
こ
う

し
た
呪
術
は
子
ど
も
の
命
を
奪
い
に
く
る
と
信
じ
ら
れ
た
悪
霊
や
疫
神
に
向
け
ら
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
呪
術
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
「
ア
ヤ
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ツ
コ
」
と
「
疱
瘡
除
け
」
の
ふ
た
つ
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
失
わ
れ
た
意
義
の
解
明

を
試
み
た
い
。

二
ア
ヤ
ツ
コ
の
起
源
と
そ
の
論
理

ア
ヤ
ツ
コ
の
風
習
は
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
く
な
っ
た
が
、
か
っ
て
は
全
国

的
に
行
わ
れ
て
い
た
重
要
な
ウ
ブ
ス
ナ
行
事
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
初
外
出

や
初
宮
参
り
の
時
に
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
児
の
額
に
鍋
墨
や
紅
で
×
印
や
犬
、

大
な
ど
の
文
字
を
描
く
風
習
で
、
同
様
の
風
習
が
平
安
時
代
の
貴
族
の
日
記
に
も
見

え
る
。
ア
ヤ
ツ
コ
は
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
を
受
け
る
こ

と
な
く
、
古
風
の
ま
ま
に
つ
い
最
近
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
と
考
え
て
間
違
い
は
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
起
源
と
意
味
を
も
つ
風
習
か
に
つ
い
て
は

柳
田
国
男
を
初
め
多
く
の
研
究
者
が
論
じ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
不
明
な

点
が
多
い
。
本
節
で
は
、
先
学
の
研
究
の
再
検
討
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
の
本
来
の

意
義
に
つ
い
て
解
明
を
試
み
た
い
。

ま
ず
議
論
の
出
発
点
と
し
て
、
ア
ヤ
ツ
コ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
『
日
本
民

俗
大
辞
典
』
の
説
明
を
取
り
上
げ
よ
う
。
大
辞
典
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。

あ
や
つ
こ
乳
幼
児
の
額
な
ど
に
、
鍋
墨
や
紅
で
○
・
×
・
＋
・
大
・
犬
な

ど
と
書
く
行
為
お
よ
び
そ
の
文
様
の
こ
と
。
…
…
墨
つ
け
を
始
め
る
時
期
は
、

生
ま
れ
て
す
ぐ
、
は
じ
め
て
外
に
連
れ
て
出
る
時
、
は
じ
め
て
川
越
え
を
す
る

時
、
七
夜
の
日
…
…
宮
参
り
の
日
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
変
化
が
大
き
い
（

1）。

こ
の
説
明
で
は
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
鍋
墨
は
か
つ
て
は
必
須
な
も

の
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
は
「
是
非
と
も
鍋
墨
の
黒
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（

2）」
と
断
言
し
て
い
る
。
「
紅
」
は
商
品
と
し
て
購
入
す

る
も
の
だ
か
ら
、
女
子
の
ア
ヤ
ツ
コ
に
こ
れ
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
ほ

ど
古
い
こ
と
で
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
記
号
の
形
と
実
施
時
に
つ
い
て
は
大
辞
典
の
記
述
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
か
な
り
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
鍋
墨
と
ア
ヤ
ツ
コ
の
印
、

そ
の
実
施
時
期
の
三
点
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
原
型
と
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ

き
た
い
。

（

1）
な
ぜ
鍋
墨
で
描
か
れ
た
の
か

ア
ヤ
ツ
コ
は
、
一
般
に
は
鍋
墨
で
付
け
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は

な
ぜ
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
そ
の
答
え
を
「
火
の
神

の
力
」
を
頼
る
た
め
と
考
え
て
き
た
。
た
と
え
ば
柳
田
国
男
は
こ
の
印
は
「
火
の
神

の
保
護
の
し
る
し
（

3）」
だ
と
述
べ
、
大
藤
ゆ
き
は
「
こ
の
子
は
火
の
神
の
守
護
の

下
に
あ
り
他
の
者
は
手
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
し
る
し
（

4）」
だ
と
指

摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
火
の
神
の
加
護
を
求
め
る
な
ら
ば
、
囲
炉
裏
や
竈
の
墨
の

方
が
よ
り
効
果
的
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
鍋
墨
は
厳
密
に
言
え
ば
鍋
の
底
に
つ
く
も

の
で
、
直
接
火
の
神
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
火
の
神
は

竈
や
台
所
に
祀
ら
れ
る
神
で
あ
る
が
、
そ
の
祭
祀
は
こ
の
神
が
持
つ
激
し
い
力
と
危

険
性
の
故
で
あ
っ
て
、
悪
霊
防
除
の
力
の
た
め
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
な

ら
ば
、
火
の
神
が
子
ど
も
の
守
護
に
役
立
つ
と
い
う
論
理
自
体
が
成
り
立
た
な
い
こ

と
に
な
る
。
ア
ヤ
ツ
コ
が
鍋
墨
で
描
か
れ
た

理
由
は
、
「
火
の
神
」
で
は
説
明
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

火
の
力
は
、
破
壊
と
創
造
、
消
滅
と
新
生
を
可
能
に
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力
で

あ
る
。
強
く
激
し
い
そ
の
力
の
中
で
も
も
っ
と
も
神
秘
的
な
の
が
、
モ
ノ
を
消
滅
さ
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せ
て
し
ま
う
力
で
あ
ろ
う
。
炉
や
竈
で
燃
料
を
燃
や
す
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
煙
と

な
っ
て
消
滅
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
消
え
た
は
ず
の
物
質
が
、
わ
ず
か

だ
が
煤
と
な
っ
て
調
理
器
具
や
屋
根
裏
に
付
着
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
消
滅
し
た
も

の
の
「
再
生
」
で
あ
る
。
日
本
人
は
、
こ
の
さ
さ
や
か
な
現
象
に
目
を
止
め
、
鍋
底

の
煤
を
再
生
の
シ
ン
ボ
ル
と
見
な
し
た
と
思
わ
れ
る
。

私
は
最
近
の
論
文
で
、
「
ウ
ブ
メ
シ
に
添
え
る
小
石
」
は
新
生
児
が
再
生
し
た
子

で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
が
子
の
魂
を
持
ち
去
ろ
う
と
す
る
小
さ
な
神
々
を
欺
く

た
め
の
呪
具
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
（

5）。
こ
の
こ
と
を
敷
衍
す
れ
ば
、
鍋
墨
に
よ
っ

て
描
か
れ
た
ア
ヤ
ツ
コ
も
、
嬰
児
の
再
生
を
示
す
印
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
子
は
鍋
墨
と
等
し
く
一
度
滅
ん
で
再
生
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
、
子
ど
も
の
生
命
を
脅
か
す
精
霊
た
ち
を
欺
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ア
ヤ
ツ
コ
以
外
に
も
鍋
墨
を
体
に
付
け
る
風
習
が
あ
る
こ
と
を
柳
田
国
男
は
指
摘

し
て
い
る
が
（

6）、
そ
れ
も
ま
た
同
じ
論
理
に
基
づ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（

2）
ア
ヤ
ツ
コ
の
印
の
意
味

ア
ヤ
ツ
コ
と
し
て
付
け
ら
れ
る
印
に
は
、
斜
め
十
文
字
だ
け
で
な
く
、
小
さ
な
丸

い
点
や
、
漢
字
の
文
、
犬
、
大
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
も
の
が
使
わ
れ
た
。
女
児

に
は
大
に
変
え
て
小
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
印
が
使
わ
れ
た
と
す
る
と
、
そ
の
先
後
関
係
、
と
り
わ
け
最
初
に
使

わ
れ
た
印
が
ど
れ
で
あ
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
大
、
犬
な
ど
の
漢
字
の
印
が
、
×

か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
学
の
多
く
が
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
は
再
検
討
の
煩
は
さ
け
た
い
。
す
る
と
×
が
原
型
で
あ
つ
た
か
否
か
が
議
論

の
焦
点
と
な
る
。

ア
ヤ
ツ
コ
の
も
っ
と
も
古
い
形
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

額
に
か
く
も
の
ゝ
形
は
…
…
斜
め
十
文
字
［
×
印
］
と
は
限
ら
ず
、
単
に
指

の
尖
で
ち
ょ
つ
と
な
す
つ
た
も
の
も
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
人
が
確
か
に
墨

を
付
け
た
と
い
ふ
こ
と
を
意
識
す
る
に
は
、
自
然
に
二
度
に
な
り
又
十
文
字
に

な
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
ふ
（

7）。

柳
田
は
、
こ
こ
で
指
先
で
付
け
た
点
や
丸
の
印
が
×
に
先
行
し
て
い
た
と
述
べ
て

い
る
が
、
柳
田
の
門
下
生
で
あ
っ
た
大
藤
ゆ
き
は
「
後
に
は
×
を
ま
ち
が
え
て
大
の

字
を
書
き
、
あ
る
い
は
犬
の
字
に
し
た
り
略
し
て
一
本
棒
や
点
に
し
た
も
の
も
あ

る
（

8）」
と
主
張
し
た
。
大
藤
は
、
柳
田
の
主
張
を
否
定
し
、
×
が
よ
り
古
い
も
の

だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

ア
ヤ
ツ
コ
の
風
習
に
お
い
て
・
と
×
の
ど
ち
ら
が
よ
り
古
い
印
で
あ
る
か
、
こ
の

問
題
の
解
明
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
と
い
う
の
は
、
×
と
い
う
記
号
が
、
ア
ヤ
ツ
コ

な
ど
よ
り
は
る
か
に
古
い
起
源
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
列
島
に
文
明
が

生
ま
れ
る
は
る
か
以
前
に
、
古
代
の
エ
ジ
プ
ト
や
中
国
で
は
×
が
広
く
用
い
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
柳
田
は
こ
う
し
た
事
実
を
知
り
つ
つ
、
ア
ヤ
ツ
コ
の
×
は
日
本
で

独
自
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
考
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

阿
也
都
古
の
斜
め
十
文
字
は
、
恐
ら
く
は
是
は
も
と
は
草
の
葉
を
引
結
ん
だ

形
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
ふ
。
兎
に
角
そ
れ
が
占
め
ら
れ
指
定
せ
ら
れ
て
居
る
と

い
ふ
こ
と
を
、
標
示
し
よ
う
と
し
た
徽
号
で
あ
つ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

…
…
林
の
入
口
の
二
本
の
木
だ
け
を
、
藁
な
り
萱
な
り
で
縛
っ
て
置
い
て
、
無

用
の
者
入
る
べ
か
ら
ず
の
意
味
を
表
し
た
も
の
も
あ
る
（

9）。

つ
ま
り
柳
田
は
、
ひ
ろ
く
古
代
世
界
の
東
西
で
用
い
ら
れ
て
い
た
×
印
と
は
無
関

係
に
、
日
本
で
独
自
に
ア
ヤ
ツ
コ
の
記
号
が
生
ま
れ
た
と
主
張
し
た
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
日
本
の
ア
ヤ
ツ
コ
の
起
源
を
古
代
中
国
に
求
め
る
研
究
者
は
少
な
く
な

い
。
例
え
ば
中
国
史
の
吉
田
隆
英
は
、
日
本
の
ア
ヤ
ツ
コ
に
よ
く
似
た
風
習
が
唐
王

朝
以
前
の
古
代
中
国
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
風
習
が

「
日
本
起
源
の
も
の
で
は
な
い
可
能
性
の
大
き
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
疑

問
の
余
地
は
な
い
（

10）」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
も
し
こ
の
風
習
の
起
源
が
中
国
に

あ
る
な
ら
、
日
本
の
事
例
を
い
く
ら
分
析
し
て
も
、
そ
の
意
義
は
十
分
に
は
解
明
し

が
た
い
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
ア
ヤ
ツ
コ
の
最
初
の
印
が
×
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
広
く
中

国
を
含
む
海
外
に
ま
で
視
野
を
ひ
ろ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

厳
密
に
言
え
ば
、
記
号
や
文
字
と
し
て
の
×
の
起
源
と
、
幼
児
の
額
や
鼻
な
ど
に

印
を
つ
け
る
ア
ヤ
ツ
コ
の
起
源
は
、
別
に
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず

記
号
と
し
て
の
×
の
起
源
と
原
初
の
意
義
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

漢
字
研
究
の
泰
斗
白
川
静
は
、
「
×
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（

11）。

白
川
は
「
×
は
［
古
代
中
国
で
は
］
極
度
の
否
定
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
死
へ

の
恐
怖
、
死
の
汚
穢
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
、
さ
ら
に
「
×
は
凶
悪
・
兇

懼
の
記
号
で
あ
る
が
、
同
様
に
そ
の
凶
悪
・
兇
懼
を
祓
う
呪
禁
と
し
て
の
機
能
を
も

つ
も
の
で
あ
つ
た
」
と
言
う
。
こ
う
し
た
×
に
つ
い
て
の
理
解
を
前
提
に
、
白
川
は
、

日
本
の
ア
ヤ
ツ
コ
は
「
こ
の
［
嬰
児
の
］
新
し
い
肉
体
に
、
邪
霊
の
憑
り
つ
く
こ
と

を
禁
ず
る
た
め
の
呪
符
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
白
川
は
、
古
代
中
国
に
お
い

て
×
が
強
い
否
定
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
日
本

の
ア
ヤ
ツ
コ
も
中
国
の
×
記
号
と
共
通
性
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
婉
曲
な
形
で
は

あ
る
が
日
本
の
×
が
中
国
か
ら
の
輸
入
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
な
る
。

×
が
古
い
起
源
を
も
つ
記
号
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
で

は
、
そ
の
原
初
の
意
義
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
白
川
は
単
に
「
極
度
の
否
定
」

と
説
明
し
て
い
る
が
、
当
然
な
が
ら
×
は
古
代
中
国
に
お
い
て
す
ら
、
そ
れ
に
と
ど

ま
ら
な
い
多
様
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

×
の
も
つ
広
い
意
味
に
つ
い
て
、
民
俗
学
者
の
常
光
徹
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

×
印
は
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
状
況
や
文
脈
に
応
じ
て
「
占
有
」「
封
印
」「
防

除
」「
危
険
」「
ま
ち
が
い
」
な
ど
多
様
な
意
味
を
帯
び
て
い
て
、
一
義
的
な
解

釈
は
で
き
な
い
が
、
基
本
的
に
は
外
部
か
ら
侵
入
す
る
（
近
づ
い
て
く
る
）
も

の
を
遮
断
す
る
と
い
う
目
的
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
（

12）。

常
光
は
、
×
の
も
つ
多
様
な
意
味
は
「
否
定
」
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
と
考
え

て
、
「
遮
断
」
と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
記
号
が

「
侵
入
の
禁
止
・
阻
止
」
を
示
す
記
号
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
は

事
実
で
あ
り
、
「
占
有
」
「
封
印
」
「
防
除
」
と
い
う
観
念
に
遮
断
の
意
味
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
も
否
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
常
光
自
身
が
あ
げ
て
い
る
「
危
険
」

や
「
ま
ち
が
い
」
が
遮
断
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

で
は
、
×
の
も
っ
と
も
根
源
的
な
意
味
は
な
に
か
。
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

柳
田
は
「
識
別
の
記
号
」
と
し
、
白
川
は
「
極
度
の
否
定
」
を
、
常
光
は
「
侵
入
の

遮
断
」
を
こ
の
記
号
の
も
つ
意
義
と
考
え
た
。
も
っ
と
も
、
常
光
の
「
侵
入
の
遮
断
」

と
い
う
言
葉
は
そ
の
適
用
範
囲
が
幾
分
か
狭
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

よ
り
広
義
の
意
味
を
も
つ
「
制
止
」
と
い
う
概
念
を
用
い
た
い
。
さ
ら
に
、
先
学
は

あ
ま
り
重
視
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
×
は
「
警
告
」
の
意
味
も
持
っ
て
い
る
。
こ
れ

を
加
え
て
、「
識
別
」「
否
定
」「
制
止
」「
警
告
」
の
四
つ
が
、
斜
十
文
字
記
号
×
の

不
可
欠
の
要
素
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
記
号
×
は
社
会
生
活
の
実
に
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
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て
き
た
。
そ
の
使
用
法
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
装
飾
の
意
匠
と
し
て
使
わ
れ
る
時
を

例
外
と
し
て
、
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
次
に
そ
れ
を

示
そ
う
。

×
が
羽
根
突
き
の
「
敗
者
」
に
付
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
記
号
の
意
味
は
、
識
別
と

否
定
の
二
つ
の
要
素
を
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
手
紙
や
保
管
物
の
「
封
印
」

に
使
わ
れ
る
×
は
、
制
止
、
警
告
の
二
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
侵
入

禁
止
」
の
×
は
制
止
と
警
告
を
示
し
て
い
る
。
「
廃
棄
」
す
べ
き
物
に
付
け
ら
れ
る

×
は
、
選
別
と
否
定
を
示
し
、
「
死
者
」
に
付
さ
れ
る
×
は
、
識
別
と
否
定
、
警
告

の
三
要
素
を
備
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「
防
除
」
は
制
止
と
警
告
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
白
川
の
言
う
よ
う
に
「
強
い
否
定
」
は
守
護
の
力
に
転
じ
う
る
と
い
う
見
解

に
た
て
ば
、
防
除
の
×
は
「
強
い
否
定
」
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
か
も

知
れ
な
い
。
古
代
社
会
に
お
い
て
は
、
防
除
に
は
マ
ジ
カ
ル
な
力
の
加
護
が
不
可
欠

だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
×
印
の
原
型
を
斜
め
に
組
ん
だ
二
本
の
木
や
竹
の
棒
な
ど
の
構
造
物

に
求
め
る
見
解
が
し
ば
し
ば
提
出
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
簡
単
な
構
造

物
は
、
実
際
に
は
バ
リ
ケ
ー
ド
と
し
て
有
効
性
の
高
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、

×
に
否
定
や
遮
断
の
意
味
が
生
じ
た
の
ち
に
、
こ
う
し
た
意
思
を
表
示
す
る
も
の
と

し
て
設
置
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
象
徴
性
の
高
い
物
だ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
×
印
の
由
来
を
こ
う
し
た
構
造
物
に
求
め
る
見
解
は
本
末
転

倒
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

×
印
の
示
す
具
体
的
な
意
味
と
、
そ
れ
を
構
成
す
る
識
別
、
否
定
、
制
止
、
警
告

の
四
要
素
と
の
関
係
を
見
る
と
、
「
識
別
」
と
「
否
定
」
の
二
要
素
は
た
だ
単
に
、

こ
の
記
号
が
つ
け
ら
れ
た
モ
ノ
の
性
質
を
表
示
・
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
「
制
止
」
と
「
警
告
」
は
、
×
を
付
け
た
者
の
強
い
意
志
を
示
し
て
い
る
。
記

号
は
本
来
は
抽
象
的
な
特
質
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な

ら
ば
、
付
与
者
の
意
志
を
示
す
用
法
は
よ
り
新
し
い
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
×
の
も
つ
四
要
素
の
う
ち
「
識
別
」
と
「
否
定
」
の
二
つ
が
よ
り
古
い
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
×
記
号
の
原
初
の
意
味
は
「
識
別
」
と
「
否
定
」
の
ど
ち
ら
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
を
よ
り
本
源
的
な
も
の
と
考
え
て
も
、
説
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
あ
る
。

も
し
、
こ
の
印
の
最
初
の
意
味
が
「
識
別
の
記
号
」
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
・
●
／

レ
な
ど
他
に
識
別
の
記
号
が
沢
山
あ
る
中
で
、
な
ぜ
×
だ
け
が
、
否
定
、
遮
断
、
占

有
、
封
印
、
な
ど
の
複
雑
な
意
味
を
具
備
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
「
極
度
の
否

定
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
他
に
否
定
の
意
味
に
使
え
る
記
号
は
沢

山
あ
る
の
に
、
な
ぜ
こ
の
記
号
の
み
が
「
極
度
の
否
定
」
の
記
号
と
し
て
使
わ
れ
た

の
か
。
簡
単
に
刻
印
で
き
る
か
ら
と
い
う
の
は
理
由
と
し
て
は
薄
弱
で
あ
る
。
「
強

い
否
定
」
の
表
示
に
労
力
や
時
間
を
惜
し
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
だ
。

×
印
は
き
わ
め
て
簡
単
な
記
号
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
最
初
に
使
わ
れ
た
時
か
ら

特
殊
で
複
雑
な
意
味
を
具
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
不
自
然
で
は
な

か
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
記
号
は
現
代
社
会
に
お
い
て
も
高
い
実
用
性
を
具
え
て
お
り
、

試
験
の
採
点
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
古
代
の
×

の
用
法
と
の
間
に
は
高
い
共
通
性
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

×
印
の
原
意
を
探
る
手
が
か
り
は
現
在
の
日
常
生
活
の
中
に
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
記
号
が
学
校
教
育
の
現
場
で
答
案
の
採
点
に
用
い
ら
れ
、
「
不
正
解
」
を
意

味
し
て
い
る
こ
と
は
日
本
人
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
も
、

現
代
社
会
に
お
け
る
こ
の
記
号
の
使
用
例
は
少
な
く
な
い
。
健
康
診
断
の
問
診
票
や

出
入
国
管
理
カ
ー
ド
に
は
質
問
の
欄
が
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
は
多
く
の
場
合
確
認

の
欄
が
付
さ
れ
て
い
る
。
既
往
症
や
犯
罪
前
科
が
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
レ
点
で
も
よ
い
が
、
本
来
は
×
印
で
あ
っ
た
。
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四
角
の
な
か
に
薄
く
×
記
号
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

チ
ェ
ッ
ク
の
記
号
と
し
て
は
レ
点
と
×
の
ふ
た
つ
が
今
日
で
も
一
般
的
だ
が
、
そ

の
違
い
を
知
る
人
は
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
レ
は
本
来
は
／
で
あ
る
が
（
右
手
で
付

け
ら
れ
る
の
で
右
肩
あ
が
り
と
な
る
）
、
付
け
や
す
さ
や
無
作
為
の
斜
線
と
区
別
す

る
た
め
に
折
り
返
し
点
が
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
×
は
／
の
上
に
再

度
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
こ
と
を
示
す
＼
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
×
は
、
二
度

チ
ェ
ッ
ク
し
た
こ
と
を
示
す
マ
ー
ク
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
確
認
法
は
、
日

本
で
も
つ
い
最
近
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
。

三
十
年
ほ
ど
前
、
私
は
調
査
で
訪
れ
た
岩
手
県
の
山
村
で
、
林
業
従
事
者
が
切
り

出
し
た
丸
太
の
数
を
数
え
て
い
る
現
場
を
目
撃
し
た
が
、
そ
こ
で
は
こ
の
二
つ
の
記

号
が
使
わ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
百
本
以
上
規
則
正
し
く
積
み
上
げ
ら
れ
た
丸
太
の

木
口
に
、
白
墨
で
／
の
印
を
付
け
て
い
た
。
数
え
落
と
し
が
な
い
の
を
確
認
し
た
上

で
、
二
度
目
は
／
の
上
に
＼
を
つ
け
て
数
え
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
林
業
の
世
界
で
は

現
代
で
も
、
×
印
を
計
数
の
記
号
と
し
て
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

×
印
の
使
用
は
も
の
を
数
え
る
時
も
っ
と
も
合
理
的
な
方
法
で
あ
り
、
古
く
か
ら

使
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
古
代
社
会
に
こ
う
し
た
方
法
が
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
直
接
的
な
資
料
は
な
い
が
、
ロ
ー
マ
数
字
の

Xは
こ
れ
を
示
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

10ご
と
に
×
を
用
い
る
計
数
法
で
あ
る
。
例
え
ば

／
／
／
／
／
／
／
／
／
×
／
／
／
／
／
／
／
／
／
×
／
／
／

と
記
号
が
つ
け
ら
れ
た
場
合
、
こ
こ
に
は

Xが

2、
斜
線
の
端
数
が

3つ
あ
る
か

ら
、
二
十
三
と
計
数
で
き
る
。
こ
れ
を
略
記
す
れ
ば
、
×
×
／
／
／
と
な
る
。
こ
れ

は
、
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
る

23の
表
記

X
X
IIIと

同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
数

字
は
、
も
の
を
数
え
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
方
法
か
ら
発
展
し
た
表
記
法
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
古
代
社
会
に
お
い
て
／
と
×
の
ふ
た
つ
の
記
号
を
用
い
て
数
を
数
え
て
い

た
こ
と
を
明
確
に
示
す
証
拠
と
い
え
る
。

ロ
ー
マ
数
字
で

Xが
一
〇
を
示
す
の
は
こ
う
し
た
計
数
方
法
に
由
来
す
る
と
す
る

と
、
漢
字
の
十
に
も
同
様
の
由
来
が
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
同
様
な
計
数
法
が
古

代
中
国
に
も
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
「
十
」
が
一
〇
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

古
代
世
界
で
×
が
数
字
の

10を
意
味
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
こ
の
記
号
が
終
わ
り

や
終
了
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。

10は
十
進
法

の
最
後
の
数
字
だ
か
ら
だ
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
除
籍
や
廃
棄
の
表
示
と
し
て
の
×

記
号
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
東
日
本
大
震
災
で
破
棄
す
べ
き
自
動
車
や
家
屋
に
こ

の
記
号
が
描
か
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
死
者
に
×
を
付
す
風
習
は
よ
り
呪
術

的
、
魔
術
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
表
示
と
共
通
す
る
要
素
を
も
っ
て
い

た
と
推
測
で
き
だ
ろ
う
。
戦
場
や
大
規
模
な
災
害
の
時
に
、
こ
れ
は
生
者
と
死
者
を

区
別
す
る
も
っ
と
も
鮮
明
な
指
標
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

さ
ら
に
、
こ
の
記
号
は
計
数
の
方
法
か
ら
離
れ
て
、
印
を
つ
け
ら
れ
た
も
の
が
印

を
つ
け
た
者
の
所
有
や
管
理
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
記
号
と
な
っ
た
。
そ

れ
に
よ
り
、
い
っ
た
ん
×
が
付
け
ら
れ
る
と
、
そ
の
も
の
は
移
動
や
持
ち
出
し
、
開

封
な
ど
が
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
×
は
、
占
有
と
封
印
、

不
可
侵
な
ど
を
示
す
も
の
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
同
時
に
、
こ
の
記
号
を
付
け
た
者
の
「
侵
犯
を
禁
ず
る
強
い
意
志
」
を
示

す
も
の
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
「

極
度
の

否
定
」
を
表
示
す
る
記
号

へ
と

飛
躍
し
た

の
で
あ
る
。
常
光
の
い
う
「
侵
入
の
遮
断
」
は
、
×
記
号
の
意
味
の
複
雑
化
の
一
番

最
後
の
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
、
こ
の
用
法
が
広
く
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
記
号
の
意
味
の
本
来
の
も
の
と
誤
認
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
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本
来
は
出
入
り
口
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
記
号
（
な
い
し
は
、
そ
れ
を
形
象
化
し
た

も
の
）
が
あ
れ
ば
通
行
は
許
さ
れ
な
く
な
る
。
死
者
儀
礼
に
こ
れ
が
用
い
ら
れ
る
の

は
、
終
了
・
不
可
侵
の
印
を
伏
し
て
死
者
の
魂
の
浮
遊
や
悪
霊
の
侵
入
を
食
い
止
め
、

現
状
を
固
定
し
よ
う
と
い
う
意
志
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
を
整
理
す
る
と
、
単
純
な
記
号
で
あ
っ
た
×
が
多
様
な
意
義
を
も
つ

も
の
に
発
展
し
て
き
た
道
筋
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
×
は
原
初
に
お
い

て
は
計
数
作
業
に
も
ち
い
ら
れ
る
記
号
だ
っ
た
が
、
そ
の
使
い
方
に
は
二
通
り
の
方

法
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
計
数
の
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
と
き
の
記
号
と
、
十

番
目
を
示
す
記
号
の
二
つ
で
あ
る
。
前
者
の
×
は
や
が
て
は
厳
密
に
管
理
さ
れ
て
い

る
こ
と
の
指
標
と
な
り
、
占
有
・
封
印
を
示
す
記
号
と
し
て
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
は

こ
の
印
を
付
与
し
た
者
の
強
い
否
定
の
意
志
を
示
す
も
の
と
な
っ
た
。
後
者
の
数
字

の
一
〇
を
示
す
用
法
に
は
、
「
数
え
終
わ
り
」
と
「
終
了
」
の
意
味
が
加
わ
り
、
さ

ら
に
は
「
除
籍
」
と
「
破
棄
」
を
示
す
も
の
へ
発
展
し
、
「
死
」
の
表
象
と
も
な
っ

た
。
×
印
は
、
計
数
の
記
号
と
し
て
生
ま
れ
、「
識
別
」「
否
定
」「
制
止
」「
警
告
」

と
い
う
複
雑
な
意
味
を
示
す
記
号
へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

（

3）
初
宮
参
り
と
ア
ヤ
ツ
コ

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
×
が
き
わ
め
て
多
様
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、

嬰
児
の
額
に
つ
け
ら
れ
た
ア
ヤ
ツ
コ
の
印
は
、
ど
の
意
味
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
ア
ヤ
ツ
コ
の
意
味
も
明
ら
か
に
さ
れ
よ

う
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
ア
ヤ
ツ
コ
の
印
の
多
様
性
だ
け
を
見
て
も
解
明
で
き

な
い
。
そ
の
印
が
ウ
ブ
ス
ナ
行
事
の
ど
の
時
点
で
嬰
児
の
額
に
付
け
ら
れ
た
か
に
注

目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ア
ヤ
ツ
コ
が
い
つ
頃
か
ら
は
じ
ま
っ
た
風
習
か
、
確
実
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、

平
安
貴
族
の
日
記
な
ど
に
こ
う
し
た
行
事
の
記
事
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
斉
藤
研
一
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
の
資
料
を
渉
猟
し
、
八
事
例
を
示
し

て
い
る
（

13）。
こ
れ
は
皇
子
・
皇
女
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
る
が
、
す
べ
て
「
犬
」

の
字
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
施
時
点
は
行
啓
（
皇
子
ら
の
引
き
移
り
）
で
あ
る
。

年
齢
も
一
歳
か
ら
四
歳
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
平
安
鎌
倉
時

代
の
ア
ヤ
ツ
コ
は
宮
参
り
の
時
点
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
民
間
に
お
い
て
は
、
ア
ヤ
ツ
コ
の
印
が
幼
児
に
付
け
ら
れ
る
の
は
、
初

外
出
と
初
宮
参
り
の
時
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
初
外
出
は
多
く
の
場
合
初
宮
参
り
と

一
致
し
て
い
た
。
宮
参
り
を
済
ま
し
て
い
な
い
嬰
児
を
家
の
外
に
連
れ
出
す
危
険
を

あ
え
て
お
か
す
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
宮
参
り
前
の
初
外
出
と
い
う
も

の
は
、
敷
地
内
や
ご
く
近
隣
が
中
心
で
あ
り
、
雪
隠
と
か
、
庭
先
の
橋
な
ど
に
限
ら

れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
初
宮
参
り
の
時
に
限
っ
て
鍋
墨
の
×
印
が
子
ど
も
に
付
け
ら

れ
た
理
由
が
問
題
と
な
る
。

初
参
り
の
一
番
大
き
な
目
的
は
、
村
の
産
神
さ
ま
に
新
生
児
を
氏
子
の
一
人
と
し

て
認
め
て
も
ら
い
そ
の
加
護
を
受
け
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
村
に
生
ま
れ
た
人
間
に

と
っ
て
、
産
神
に
よ
る
承
認
は
必
須
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
問

題
と
な
る
の
は
、
家
を
出
て
か
ら
産
神
の
社
に
入
る
ま
で
の
道
の
り
の
危
険
性
で
あ

る
。
家
の
そ
と
に
は
、
幼
児
を
連
れ
去
ろ
う
と
し
て
沢
山
の
悪
霊
た
ち
が
待
ち
か
ま

え
て
い
る
こ
と
は
、
両
親
や
村
人
た
ち
に
よ
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し

初
宮
参
り
の
時
、
新
生
児
は
ま
だ
産
神
か
ら
村
人
と
し
て
の
承
認
を
受
け
て
お
ら
ず
、

当
然
そ
の
加
護
も
期
待
で
き
な
い
。
村
の
鎮
守
に
至
る
ま
で
の
初
宮
参
り
の
道
の
り

は
新
生
児
に
と
っ
て
も
っ
と
も
危
険
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
恐
ろ
し
い
魔

の
時
間
は
、
ど
の
よ
う
し
た
ら
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

鍋
墨
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
幼
児
が
再
生
し
た
子
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
ば
、
悪

霊
た
ち
は
騙
さ
れ
て
帰
っ
て
ゆ
く
か
ら
、
こ
れ
は
子
ど
も
を
守
る
有
力
な
手
段
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
子
が
産
神
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
は
隠
し
お
お
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せ
な
い
。
こ
の
時
×
印
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
前
節
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
記

号
が
古
く
か
ら
も
の
の
数
を
数
え
る
時
に
用
い
ら
れ
た
記
号
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

こ
れ
は
人
を
数
え
る
時
に
も
用
い
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
働
き
手
、
奴
隷
、
子
ど
も

な
ど
の
不
特
定
の
人
々
の
人
数
を
手
早
く
数
え
る
に
は
、
額
に
印
を
つ
け
て
ゆ
く
の

が
も
っ
と
も
簡
便
で
正
確
な
や
り
方
で
あ
る
。
こ
の
時
×
は
員
数
の
中
の
選
択
さ
れ

た
者
や
排
除
さ
れ
た
者
（
徴
用
者
と
不
適
格
者
、
勝
者
と
敗
者
な
ど
）
を
示
す
記
号

と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
カ
ル
タ
の
敗
者
の
額
に
×
印
を
付
け
た
の
は
、

こ
う
し
た
選
別
方
法
の
名
残
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
の
学
校
教
育
の
場
で
は
、
こ
の
記
号
は
「
罰
点
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
不
正
解
や
過
ち
を
示
す
記
号
が
な
ぜ
「
罰
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
。
「
罰
」
は
、

ど
う
考
え
て
も
人
以
外
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ら
ば
「
罰
点
」
と
い
う

名
称
は
、
羽
根
突
き
や
カ
ル
タ
取
り
の
失
敗
者
の
よ
う
に
罰
を
与
え
ら
れ
た
人
を
示

す
記
号
に
由
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

×
は
、
生
き
て
い
る
人
に
付
さ
れ
た
場
合
、
員
数
の
中
に
入
っ
て
い
る
こ
と
か
、

逆
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
記
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
前

提
と
す
る
な
ら
、
こ
の
記
号
が
ア
ヤ
ツ
コ
と
し
て
嬰
児
の
額
に
つ
け
ら
れ
た
時
、
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
〈
こ
の
子
は
す
で
に
産
神
さ
ま
に
よ
っ
て
守
護
す
べ
き
村

人
の
員
数
の
中
に
数
え
込
ま
れ
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
初
宮
参
り
途
上
の
、

ま
だ
ウ
ブ
ス
ナ
神
の
加
護
を
受
け
て
い
な
い
幼
児
を
、
親
た
ち
は
×
印
を
つ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
村
人
の
員
数
に
入
っ
て
い
る
と
偽
装
し
、
悪
霊
た
ち
か
ら
守
ろ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
ヤ
ツ
コ
の
原
義
を
人
員
を
数
え
る
た
め
の
印
と
考
え
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
嬰
児
の
額
に
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
・
で
も
×
で

も
良
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
、
よ
り
単
純
な
・
や
●
な
ど
が
×
よ
り
古
い
形

だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
論
理
に
よ
っ
て
ア
ヤ
ツ
コ
の
印
が
付
け
ら
れ
た
の
な
ら
、
宮
参
り
を
済

ま
し
た
子
ど
も
に
は
も
う
二
度
と
ア
ヤ
ツ
コ
の
印
は
不
要
な
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の

印
が
産
神
の
強
い
保
護
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
、
子
ど
も
の
危
険
な
外
出
の
時

（
川
遊
び
や
夜
間
）
に
は
、
つ
ね
に
こ
の
印
が
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。三

疱
瘡
除
け
の
呪
法
に
つ
い
て

天
然
痘
は
死
亡
率
が
高
く
後
遺
症
も
重
い
病
で
、
も
っ
と
も
恐
れ
ら
れ
た
疫
病
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
疫
病
は
、
疱
瘡
神
と
い
う
厄
神
の
来
訪
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
神
の
来
訪
を
避
け
る
呪
法
、
い
わ
ゆ

る
「
疱
瘡
除
け
」
は
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
育
を
願
う
親
た
ち
に
と
っ
て
ウ
ブ
ス
ナ

行
事
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

病
気
に
対
す
る
呪
法
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
る

と
科
学
的
根
拠
を
も
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
ま
っ
た
く
荒
唐
無
稽
な
行
為

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
呪
法
も
、
そ
れ
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
時
代
に
は
、

何
ら
か
の
論
理
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
熱
心
に
行
っ
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
納
得

で
き
る
論
理
が
な
け
れ
ば
ど
ん
な
呪
法
も
実
施
す
る
意
味
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら

で
あ
る
。
疱
瘡
神
と
い
う
招
か
れ
ざ
る
神
の
来
訪
を
、
人
々
は
ど
の
よ
う
な
論
理
で

防
ご
う
と
し
た
の
が
、
そ
の
失
わ
れ
た
論
理
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
以
下

に
考
え
て
み
た
い
。

（

1）
疱
瘡
除
け
の
多
様
性

貧
乏
神
が
貧
相
な
老
人
と
し
て
描
か
れ
た
よ
う
に
、
厄
神
は
た
い
て
い
あ
る
固
定

的
な
姿
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
疱
瘡
神
だ
け
は
、
老
人
、
老
婆
、
若
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い
女
性
、
子
ど
も
な
ど
、
き
わ
め
て
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
。
逆
に
言
え

ば
厄
神
と
し
て
の
性
格
や
特
徴
が
確
立
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の

た
め
に
、
そ
の
防
除
対
策
と
し
て
の
呪
法
も
多
様
性
に
富
み
、
そ
れ
を
支
え
る
論
理

も
多
彩
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

疱
瘡
神
は
要
す
る
に
伝
染
病
を
運
ぶ
神
で
あ
る
か
ら
、
特
定
の
家
や
人
を
選
ん
で

や
っ
て
来
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
彼
ら
の
来
訪
が
無
差
別
な
も
の
な
ら
ば
、
自
分

の
町
や
村
に
や
っ
て
く
る
こ
と
は
拒
め
な
い
と
し
て
も
、
我
が
家
、
我
が
子
だ
け
は

避
け
て
、
で
き
る
こ
と
な
ら
隣
家
・
隣
人
を
訪
ね
て
ほ
し
い
と
念
ず
る
の
は
、
庶
民

の
率
直
な
気
持
ち
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
「
気
ま
ま
に
来
る
神
な
ら
、
適
当
な

口
実
を
も
う
け
て
追
い
返
せ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
他
家
に
行
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」

と
い
う
前
提
に
た
っ
た
呪
法
が
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
呪
法
と
し
て
は
、
護
符
や
貼

り
札
、
厄
神
送
り
、
厄
神
供
応
等
々
が
あ
っ
た
。
護
符
・
貼
り
札
は
戸
口
に
張
り
紙

や
札
を
貼
っ
て
厄
神
の
侵
入
を
防
ぐ
も
の
、
厄
神
送
り
は
、
虫
追
い
と
同
じ
よ
う
に
、

厄
神
を
村
境
や
時
に
は
隣
村
ま
で
送
り
出
す
呪
法
で
、
厄
神
供
応
は
神
に
供
え
物
や
、

宿
泊
の
便
宜
・
踊
り
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

厄
神
は
本
来
は
歓
迎
さ
れ
ざ
る
神
で
あ
る
か
ら
、
普
通
の
神
々
に
対
す
る
よ
う
な

「
供
応
」
や
「
祀
り
」
な
ど
は
行
わ
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

疱
瘡
神
の
場
合
に
は
、
他
の
厄
神
に
は
見
ら
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
供
応
や
神
祭
り
が

広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
疱
瘡
神
防
除
に
限
っ
て
こ
の
よ
う
な
呪
法
が
行
わ
れ
た
の
は
、

こ
の
神
が
そ
れ
だ
け
恐
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
呪
法
も
ま
た
他
の
厄
神

と
は
異
な
る
論
理
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
節
で
は
、
疱
瘡
除
け
の
呪

法
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
論
理
で
行
わ
れ
て
い
た
か
を
検
討
し
た
い
。

ま
ず
最
初
に
検
討
す
る
の
は
、
疱
瘡
神
の
屋
内
へ
の
侵
入
を
防
ぐ
護
符
や
札
な
ど

の
呪
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
紙
片
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
や
絵
が
描
か
れ
て
い
る
の

で
、
疱
瘡
除
け
の
論
理
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
護
符
や
御
札
は
厄
神
防
除
の
た
め
に
貼
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
「
厄
神

防
除
札
」
あ
る
い
は
よ
り
簡
単
に
「
防
除
札
」
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
「
疱
瘡
絵
」

は
そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
防
除
札
に
は
き
わ
め
て
多
彩
な
デ
ザ
イ

ン
・
文
字
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
大
別
し
て
、
絵
と
文
字
が
描
か
れ
た
も
の
、
絵
の

み
、
文
字
の
み
、
の
三
種
類
の
防
除
札
が
あ
っ
た
。

絵
の
み
の
防
除
札
の
中
に
は
、
そ
の
呪
法
と
し
て
の
論
理
が
つ
か
み
に
く
い
も
の

が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
疱
瘡
絵
は
防
除
札
の
代
表
的
な
も
の
だ
が
、
疱
瘡
神
の

絵
姿
を
戸
口
や
屋
内
に
飾
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
神
を
招
く
「
依
代
」
と
し
て
機
能
す

る
危
険
が
あ
る
。
ま
た
、
疱
瘡
絵
の
多
く
は
紅
色
で
印
刷
さ
れ
た
が
、
赤
色
は
疱
瘡

神
の
好
む
色
と
さ
れ
た
。
赤
色
も
危
険
き
わ
ま
り
な
い
呪
法
で
あ
る
。
一
見
し
て
き

わ
め
て
危
険
な
方
法
を
人
々
は
な
ぜ
あ
え
て
行
っ
た
の
か
、
そ
の
説
明
は
容
易
で
は

な
い
。

ま
た
、
絵
や
文
章
で
は
な
く
、
た
だ
「
馬
」
や
「
鬼
」
と
い
っ
た
一
字
の
み
を
記

し
た
貼
り
札
や
、
子
ど
も
の
手
形
を
押
し
た
防
除
札
も
使
用
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
防

除
札
は
あ
ま
り
に
単
純
す
ぎ
て
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
論
理
を
読
み
取
る
こ
と
は
き

わ
め
て
難
し
い
。
そ
こ
で
ま
ず
意
味
の
あ
る
文
章
の
書
か
れ
た
防
除
札
か
ら
分
析
か

ら
初
め
、
単
独
文
字
や
絵
の
み
の
防
除
札
の
持
つ
論
理
の
解
明
へ
と
進
み
た
い
。

（

2）
宿
札
と
留
守
札

疱
瘡
神
防
除
の
張
り
紙
と
し
て
広
く
使
わ
れ
ま
た
論
理
の
理
解
が
容
易
な
の
は
、

「
宿
札
」
と
「
留
守
札
」
で
あ
る
。
前
者
は
疱
瘡
神
を
懲
ら
し
め
た
人
の
名
や
絵
姿

描
い
て
、
こ
の
勇
者
が
宿
泊
し
て
い
る
と
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
疱
瘡
神
に
宿
泊
や

供
応
な
ど
の
便
宜
を
与
え
た
人
の
名
を
記
し
て
、
そ
の
恩
義
に
よ
り
、
退
去
を
促
す

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
宿
札
に
記
さ
れ
る
代
表
的
な
人
物
は
、
「

鍾
馗
」
、
「

鎮
西

八
幡

太
郎

為
朝
」
「

釣
船

清
次
」
な
ど
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
宿
札
に
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も
、
そ
の
説
得
の
論
理
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。
鍾
馗
様
は
た
だ
そ
の
武
勇
で
疱

瘡
神
を
懲
ら
し
め
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
為
朝
の
場
合
は
疱
瘡
神
が
詫
び
証
文
を
書
い

て
、
為
朝
の
眷
属
の
家
は
訪
問
し
な
い
と
約
束
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
約

束
ゆ
え
に
、
為
朝
の
宿
札
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
「
釣
船
清
次

宿
」
の
場
合
は
、
武
勇
で
は
な
く
こ
の
漁
夫
が
疱
瘡
神
に
キ
ス
と
い
う
魚
を
さ
し
上

げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
疫
病
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
（

14）。
他
人
に
よ

る
神
に
対
す
る
恩
恵
や
供
応
を
理
由
に
し
て
疱
瘡
神
の
来
訪
を
拒
絶
す
る
の
だ
か
ら

虫
の
い
い
話
だ
が
、
人
々
は
こ
の
呪
法
を
歓
迎
さ
れ
な
い
神
の
謝
絶
の
方
法
と
し
て

有
効
性
を
も
つ
と
信
じ
て
少
し
も
疑
わ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
と
は
逆
に
、「
○
○
は
い
な
い
」
と
告
げ
る
札
が
、
大
島
建
彦
が
「
留
守
札
」

「
不
在
札
」
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
（

15）。
多
く
の
場
合
、
子
の
名
前
を
掲
げ
て
「
○

○
は
留
守
」「
○
○
は
い
な
い
」「
卯
の
年
の
男
ル
ス
」
と
書
か
れ
た
札
を
掲
げ
て
防

除
札
と
し
た
。
簡
単
に
「
子
供
留
守
」
と
記
し
た
だ
け
の
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を

見
て
、
目
的
の
子
は
い
な
い
と
思
い
、
疱
瘡
神
は
帰
っ
て
ゆ
く
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

疱
瘡
以
外
の
流
行
病
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
呪
法
が
行
わ
れ
た
。
柳
田
国
男
は

「
不
在
札
」
の
少
し
特
殊
な
例
を
示
し
て
い
る
。
明
治
初
期
の
あ
る
年
の
春
に
、
オ

ソ
メ
カ
ゼ
と
呼
ば
れ
る
風
邪
が
大
流
行
を
し
た
。
こ
の
時
、
人
々
は
こ
ぞ
っ
て
「
久

松
留
守
」
と
い
う
札
を
戸
口
に
掲
げ
た
と
い
う
。
人
々
は
な
ぜ
こ
ん
な
風
変
わ
り
な

こ
と
を
し
た
の
か
、
そ
の
論
理
を
柳
田
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

関
東
地
方
で
は
明
治
の
初
年
か
、
も
し
く
は
そ
れ
よ
り
も
少
し
前
に
お
染
風

と
い
ふ
流
行
感
冒
が
は
や
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
…
…
多
分
は
お
多
福
風
と
い

ふ
両
頬
の
脹
れ
る
病
気
の
名
前
が
あ
つ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
脹
れ
な
い
風
邪
を

さ
う
呼
ん
だ
か
、
又
は
風
の
神
を
怒
ら
せ
な
い
や
う
に
、
美
人
と
い
ふ
意
味
で

此
名
を
付
け
た
か
、
何
れ
に
し
て
も
「
久
松
は
留
守
」
と
い
ふ
文
字
を
紙
に
書

い
て
、
入
口
に
貼
る
と
い
ふ
ま
じ
な
ひ
が
、
何
だ
か
戯
れ
の
や
う
に
行
は
れ
始

め
た
の
で
あ
る
（

16）。

こ
れ
に
は
少
し
解
説
が
必
要
で
、
神
崎
宣
武
は
風
邪
の
神
を
当
時
は
や
っ
て
い
た

歌
舞
伎
の
「
野
崎
参
り
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
お
染
め
に
見
た
て
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
し

て
「
久
松
留
守
」
の
札
に
よ
っ
て
「
せ
っ
か
く
訪
ね
て
き
て
も
恋
し
い
相
手
（
久
松
）

は
こ
こ
に
は
い
ま
せ
ん
よ
、
と
侵
入
拒
絶
の
し
る
し
と
し
た
（

17）」
と
い
う
。

神
崎
は
こ
の
風
邪
の
流
行
を
明
治

24年
の
こ
と
と
し
、
オ
ソ
メ
カ
ゼ
の
原
義
は

「
例
年
よ
り
遅
れ
て
流
行
し
た
風
邪
（

18）」
を
意
味
す
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
柳

田
は
、
こ
の
風
邪
は
お
多
福
風
邪
と
は
別
の
風
邪
だ
か
ら
「
お
そ
め
か
ぜ
」
と
呼
ば

れ
た
と
述
べ
て
い
る
（

19）。
こ
の
年
の
風
邪
の
流
行
が
お
多
福
風
邪
だ
っ
た
か
ど
う

か
、
調
べ
る
の
は
難
し
い
が
、
こ
の
時
の
疫
病
が
神
崎
の
い
う
よ
う
な
「
お
多
福
風

邪
の
遅
い
流
行
」
だ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
流
行
の
長
さ
と
激
し
さ
を
「
お
多
福
」

と
い
う
名
前
を
恨
ん
だ
疫
神
の
怒
り
と
考
え
、
お
染
と
い
う
美
人
の
名
を
与
え
れ
ば

少
し
は
鎮
ま
る
の
で
は
と
考
え
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の

風
邪
の
神
が
そ
の
名
の
と
お
り
「
お
染
」
な
ら
ば
「
久
松
留
守
」
は
効
果
が
あ
る
と

信
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
柳
田
は
「
戯
れ
の
よ
う
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
ん
な
さ
さ

や
か
な
詐
術
で
も
厄
神
に
は
効
果
が
あ
る
と
、
人
々
は
信
じ
た
の
で
あ
る
。

佐
々
木
勝
は
、
お
多
福
風
邪
の
防
除
と
し
て
「
お
七
吉
三
は
お
ら
ん
」
と
書
い
た

紙
を
家
の
門
口
に
逆
さ
に
貼
っ
て
お
く
と
い
う
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い

る
（

20）。
こ
の
呪
法
も
、
「
お
多
福
」
と
い
う
名
を
も
つ
疫
病
神
に
対
す
る
「
ハ
ン
サ

ム
な
若
者
の
吉
三
は
い
な
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
原
型
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

で
は
な
ぜ
「
お
七
」
か
。
天
然
痘
も
お
多
福
風
邪
も
人
の
容
姿
を
醜
く
す
る
疫
病
で

あ
る
か
ら
、
「
美
男
も
美
女
も
い
な
い
」
と
い
う
張
り
紙
が
疫
神
防
除
に
役
立
つ
と

い
う
論
理
は
、
厄
神
の
存
在
を
信
じ
る
人
々
に
と
っ
て
は
ご
く
自
然
に
受
け
入
れ
ら
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れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

宿
札
や
留
守
札
に
こ
め
ら
れ
た
呪
術
の
論
理
は
分
か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
子
ど

も
の
「
手
形
」
を
押
し
た
紙
を
戸
口
に
貼
る
防
除
札
が
ど
の
よ
う
な
論
理
に
基
づ
い

て
い
た
か
の
理
解
は
容
易
で
は
な
い
。

神
崎
宣
武
は
、
美
濃
白
山
の
ふ
も
と
の
集
落
で
子
ど
も
の
手
形
を
押
し
た
紙
が
玄

関
口
に
貼
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
報
告
し
、
そ
れ
に
「
こ
の
子
は
留
守
」
と
書
い
て
あ
っ

た
こ
と
か
ら
「
留
守
札
」
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
の
土
地
に
お

い
て
、
な
ん
の
文
字
も
な
く
た
だ
子
ど
も
の
手
形
を
押
し
た
だ
け
の
紙
を
貼
る
慣
習

が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
、
こ
の
張
り
紙
は
「
子
ど
も
が
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
」

こ
と
に
な
り
、
意
味
不
明
だ
と
し
て
い
る
（

21）。
こ
の
「
手
形
だ
け
」
の
護
符
の
存

在
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
柳
田
国
男
も
こ
れ
を
留
守
札
の
一
つ
と
み
な
し
、
「
し

か
し
手
の
型
な
ど
は
寧
ろ
居
り
ま
す
と
い
ふ
自
白
の
や
う
な
も
の
で
、
何
し
て
も
ル

ス
の
宣
言
と
は
両
立
し
な
い
」
と
述
べ
「
是
を
解
釈
す
る
た
つ
た
一
つ
の
道
は
、
呪

文
の
き
ゝ
め
と
い
ふ
も
の
は
既
に
言
語
の
常
の
作
用
を
超
え
て
、
単
に
斯
う
し
て
置

け
ば
必
ず
の
が
れ
る
と
い
う
信
仰
」
と
な
つ
て
い
た
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
（

22）。

柳
田
は
「
皆
そ
う
し
て
い
て
効
果
が
あ
る
か
ら
」
と
い
う
「
盲
信
」
の
存
在
を
指
摘

し
て
い
る
訳
だ
が
、
い
く
ら
庶
民
で
も
、
子
ど
も
で
も
分
か
る
明
白
な
危
険
を
わ
ざ

わ
ざ
犯
す
は
ず
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
護
符
に
は
、
神
崎
や
柳
田
が
見
落
と
し
て
い
た

別
の
論
理
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

「
手
形
」
と
は
何
か
。
も
ち
ろ
ん
借
金
を
す
る
時
の
本
人
確
認
の
方
法
で
あ
っ
た

が
、
借
用
証
書
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
言
葉
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
の
手
形

を
掲
げ
る
こ
と
は
、「
こ
の
子
は
莫
大
な
借
金
を
抱
え
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
、

「
も
し
連
れ
て
行
く
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
ぞ
」
と
告
げ
る
威
嚇
の
手
段
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
い
く
ら
疱
瘡
神
で
も
「
借
金
の
証
書
」
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
ら
一
瞬
怯
む
で

あ
ろ
う
と
考
え
、
親
た
ち
は
そ
こ
に
子
ど
も
を
守
る
勝
機
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

為
朝
の
宿
札
は
、
実
際
に
は
い
な
い
勇
者
が
宿
泊
し
て
い
る
と
表
示
し
て
疱
瘡
神

を
偽
る
も
の
で
あ
っ
た
。
留
守
札
は
居
留
守
を
し
て
神
を
欺
き
、
手
形
の
札
は
借
金

に
よ
っ
て
神
を
一
瞬
で
も
怯
ま
せ
子
を
守
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ど
れ
も
す
べ

て
招
か
ざ
る
神
を
欺
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
避
邪
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に

「
擬
態
呪
法
」
の
典
型
で
あ
る
。
疱
瘡
除
け
に
こ
う
し
た
呪
法
が
多
用
さ
れ
た
と
考

え
る
と
、
一
文
字
の
も
の
や
絵
だ
け
の
も
の
の
理
解
も
不
可
能
で
は
な
く
な
る
。

疱
瘡
神
の
防
除
に
は
、
「
馬
」
と
い
う
文
字
だ
け
を
書
い
た
貼
り
札
を
何
枚
か
戸

口
に
貼
る
呪
法
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
見
し
て
神
社
に
奉
納
さ
れ
る
絵
馬
と
似
て

い
る
。
し
か
し
、
防
除
札
と
し
て
馬
の
絵
を
か
い
た
も
の
を
飾
る
こ
と
は
な
い
よ
う

だ
。
こ
う
し
た
文
字
の
み
の
札
を
「
馬
札
」
と
呼
ぶ
と
、
そ
こ
に
は
神
社
に
奉
納
す

る
絵
馬
と
は
別
の
論
理
が
潜
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

絵
馬
も
馬
札
も
、
馬
が
神
々
や
精
霊
の
あ
の
世
と
こ
の
世
の
往
還
に
使
わ
れ
る
乗

り
物
で
あ
る
と
い
う
前
提
は
共
通
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
家
の
入
り
口
に
「
馬
」
の

文
字
を
掲
げ
る
こ
と
は
、
帰
り
の
馬
を
そ
こ
に
待
た
せ
て
い
る
神
が
、
す
で
に
家
の

中
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
家
は
先
客
と
し
て
の
神
々

が
招
き
入
れ
ら
れ
て
い
て
も
う
満
席
で
あ
り
、
あ
と
か
ら
き
た
神
々
（
こ
の
場
合
は
、

厄
神
）
が
占
め
る
べ
き
席
は
あ
り
ま
せ
ん
と
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
満
席
か
ど

う
か
は
中
に
入
れ
ば
容
易
に
分
か
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
流
行
病
の
神
は
ご
多
忙
で

そ
れ
を
確
か
め
る
暇
を
惜
し
ん
で
他
の
家
に
行
く
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

「
馬
」
と
の
み
書
か
れ
た
防
除
札
は
、
「
先
客
の
神
が
す
で
に
い
て
満
席
」
と
い

う
偽
り
の
表
示
に
よ
っ
て
神
々
を
欺
こ
う
と
す
る
「
民
俗
学
的
擬
態
」
の
呪
法
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

疱
瘡
神
防
除
の
張
り
紙
と
し
て
、
「

鬼
」
と
い
う
文
字
を

三
字
書
い
て
戸
口
に
貼

り
つ
け
る
呪
法
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
を
神
崎
は
「
鬼
を
ガ
ー
ド

マ
ン
に

仕
立
て
て
邪

気
悪
霊
を

追
い

払
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
（

23）」
と
説
明
し
て
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い
る
。
疱
瘡
神
よ
り
鬼
が
強
い
と
い
う
論
理
で
あ
る
が
、
鬼
を
雇
い
入
れ
る
危
険
は

ど
う
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
「
鬼
の
宿
札
」
つ
ま
り
、
三
匹
の
鬼
が
既
に
ご
宿
泊
で
す
と
い
う
張
り
紙

と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鬼
に
は
普
通
、
赤
鬼
、
青
鬼
、
黒
鬼
の
三
匹
が
あ
り
、

そ
れ
が
一
セ
ッ
ト
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
「
鬼

鬼
鬼
」
と
い
う
札
は

三
匹
鬼
が
居
る
こ
と
を
示
し
、
も
し
赤
鬼
が
こ
の
家
に
き
て
も
、
す
で
に
赤
鬼
は
泊

ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
か
れ
の
居
場
所
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
鬼
用
の

お
席
は
い
っ
ぱ
い
で
す
か
ら
お
帰
り
く
だ
さ
い
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
「
三
鬼
札
」

は
本
来
は
鬼
の
防
除
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は

疱
瘡
神
の
防
除
札
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
そ
れ
は
本
来
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
た
後
に
、

鬼
を
疱
瘡
神
よ
り
も
強
い
も
の
と
み
な
し
、
神
崎
の
言
う
よ
う
な
「
鬼
を
ボ
デ
ィ
ガ
ー

ド
に
」
す
る
と
い
う
よ
り
合
理
的
な
論
理
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
の

風
習
で
あ
ろ
う
。

馬
札
や
三
鬼
札
は
、
す
て
に
神
々
が
到
着
し
て
い
て
満
席
で
あ
り
、
後
か
ら
来
た

神
が
居
る
べ
き
席
は
な
い
と
言
う
論
理
に
基
づ
い
た
防
除
札
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
今

日
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
れ
ば
「
戯
れ
」
の
よ
う
な
論
理
で
あ
っ
た
が
、
人
々
は
そ
の

有
効
性
を
信
じ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
呪
法
に
よ
る
防
除
札
を
「
満

席
札
」
と
呼
び
た
い
。
こ
れ
も
の
神
を
欺
く
擬
態
呪
法
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
疱
瘡
神
絵
（
疱
瘡
絵
）
」
も
こ
の
論
理
に
支
え
ら
れ
た

も
の
だ
つ
た
こ
と
が
分
か
る
。
わ
ざ
わ
ざ
災
い
を
も
た
ら
す
元
凶
で
あ
る
不
吉
な
邪

神
の
絵
を
何
故
戸
口
や
屋
内
に
飾
る
の
か
。
そ
れ
は
、
「
我
が
家
に
は
も
う
す
で
に

先
客
の
疱
瘡
神
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
ら
お
帰
り
下
さ
い
」
と
い
う
満
席
の
論
理

に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
呪
法
の
論
理
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
天
然
痘
は
二
度
罹
患
す
る
こ

と
の
な
い
病
気
で
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
知
識
を
疱
瘡
神
に
当
て

は
め
る
と
、
「
一
度
訪
問
し
た
家
に
は
疱
瘡
神
は
二
度
と
や
っ
て
こ
な
い
は
ず
だ
」

と
言
う
確
信
が
生
じ
る
。
な
ら
ば
、
「
こ
の
家
に
は
疱
瘡
神
が
来
た
こ
と
が
あ
る
」

こ
と
を
表
示
す
れ
ば
、
疫
神
は
他
所
に
行
っ
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。
疱
瘡
神
祭
祀

や
こ
の
神
を
一
晩
泊
め
て
歓
待
す
る
と
い
う
呪
法
は
、
一
見
奇
異
に
見
え
て
も
、

「
疱
瘡
神
は
一
度
来
訪
す
れ
ば
二
度
と
来
な
い
」
と
い
う
論
理
が
背
景
に
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
麻
疹
も
再
罹
患
の
な
い
病
で
あ
る
か
ら
同
じ
論
理
が
適
用
さ
れ
た
。

鬼
や
疫
神
の
姿
絵
は
、
本
来
な
ら
ば
禍
々
し
い
神
を
神
々
を
呼
び
込
む
も
の
と
し

て
忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
梅
毒
や
コ
レ
ラ
（
コ
ロ
リ
）

の
防
疫
に
は
疫
神
の
絵
姿
を
戸
口
に
貼
る
慣
習
は
な
か
っ
た
。
疱
瘡
神
の
絵
姿
だ
け

が
飾
ら
れ
た
の
は
、
天
然
痘
が
再
罹
患
の
可
能
性
の
な
い
疫
病
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

疱
瘡
絵
の
風
習
は
、
庶
民
が
疫
病
防
除
の
呪
法
に
つ
い
て
明
確
な
論
理
を
持
っ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ア
ヤ
ツ
コ
と
疱
瘡
神
防
除
の
二
つ
の
風
習
に
焦
点
を
あ
て
て
、
庶
民

の
信
仰
世
界
に
お
け
る
民
俗
学
的
擬
態
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
こ
か
ら

導
か
れ
る
の
は
、
日
本
人
は
神
々
は
騙
せ
る
し
騙
し
て
よ
い
存
在
だ
と
考
え
て
き
た

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
日
本
人
の
神
は
人
間
に
な
い
「
超
自
然
の
力
」
を
持
つ
存
在

で
は
あ
っ
た
が
、
人
と
は
対
等
な
関
係
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
神

話
や
一
神
教
の
神
の
よ
う
な
「
人
間
以
上
の
存
在
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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