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一
 

〇
つ
い
飛
し
機
 

跳
ね
て
も
ト
サ
ネ
コ
が
あ
る
の
で
火
が
つ
か
な
い
、
軽
く
、
暖
か
く
、
燃
え
な
い
の
 
十
丸
、

力
の
弱
い
人
が
八
丸
背
負
梯
子
で
運
搬
し
た
の
で
あ
る
。
 

で
安
心
し
て
薪
切
に
精
出
せ
る
。
 

〇
み
 
の
（
ケ
ラ
）
 

H

昭
和
中
期
ま
で

使
用
一
 

雨
降
に
身
を
守
る
た
め
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
夏
 

足
踏
脱
穀
機
で
稲
か
ら
籾
を
落
 
か
ら

秋
迄
毎
日
朝
タ
馬
の
草
刈
の
時
に
使
用
し
た
の
で
あ
る
。
朝
の
草
刈
は
特
に
使
 

す
と
藁
の
屑
と
、
稲
穂
が
落
ち
る
。
 

用
し
た
。
そ
れ
は
、
朝
草
は
露

藁
の
屑
と
稲
穂
を
選
別
す
る
に
ー
 
が

た
っ
ぷ
り
つ
い
て
お
り
、
そ

人
は
、
つ
い
飛
し
機
を
手
で
廻
し
 

れ
を
刈
っ
て
東
ね
て
背
負
っ
て

て
風
を
起
し
、
も
う
一
人
は
そ
の
 
来

る
時
に
「
み
の
」
を
着
て
馬

前
に
立
っ
て
ク
つ
い
ー
を
両手
に
掴
 
草

を
家
に
運
ん
だ
も
の
。
 雨
降

ん
で
静
か
に
落
す
と
穂
と
藁
屑
と
 
は
当

然
な
が
ら
冬
に
も
使
用
し
 

が
別
れ
る
。
 そ
の
稲
穂
を
籾
押
棒
で
、
た
た
く
と
籾
が
ば
ら
ば
ら
に
な
る
。
籾
押
棒
 
た
。

冬
は
薪
切
に
雪
が
降
っ
た
 

で
た
た
く
と
手
が
荒
れ
て
輝
れ
が
多
く
出
た
も
の
で
あ
る
。
 

時
と
か
、
昼
食
に
「
み
の
」
を
敷
い
た
り
し
た
。
 「
み
の
」
は
農
家
方
が
手
造
り
し
 

〇
背

負

梯
子

H

大
正
初
期
か
ら
昭
和
中
期
ま
で
使
用
H
 

 

・
 

‘
 
ち

り
 
あ

く
た
 

（
注
ー
つ
い
は
塵
、
芥
類
を
指
す
）
 

た
も

の
で
す
。
買
う
方
も

あ
る
。
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背
負
梯
子
は
自
分
で
背
で
そ

う
て
稲
を
運
搬
す
る
梯
子
で
あ

る
。
 人
に
よ
っ
て
皆
違
う
。
 力

の
あ
る
人
、
な
い
人
で
違
う
。
 

稲
を
田
圃
の
真
中
に
稲
乳
穂
と

し
て
積
ん
で
お
く
、
稲
を
一
一
一

把
を
一
丸
に
東
ね
て
、
馬
の
荷
 

古
い
農
具
に
つ
い
て
 

戦
後
五
十
年
の
農
機
具
の
発
展
は
唯
々
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
 又
、
教
育

・
文
化
・

社
会

・
医
学
・
五
十
年
に
し
て
、
こ
ん
な
に
進
歩
し
た
事
は
夢
に
も
思
わ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
特
に
農
機
具
の
事
で
あ
る
。
 

戦
後
農
具
を
使
用
し
て
来
た
が
、
現
在
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
昭
和
の
中
期
ご

ろ
迄
の
農
家
は
、
ど
ん
な
に
苦
労
し
て
来
た
か
、
今
考
え
て
み
る
に
、
馬
鹿
ら
し
い
。
 

古
い
農
具
を
忘
れ
な
い
う
ち
に
鳥
員
を
添
え
て
、
 「
か
た
り
べ
」
に
残
し
て
お
き
 

鞍
の
来
る
と
こ
ろ
迄
で
運
ぷ
。
又
は
車
の
来
る
と
こ
ろ
迄
で
運
ぶ
に
力
の
あ
る
人
は
 
た
い
。
 

跳
ね
て
も
ト
サ
ネ
コ
が
あ
る
の
で
火
が
つ
か
な
い
、
軽
く
、
暖
か
く
、
燃
え
な
い
の
十
丸
、
力
の
弱
い
人
が
八
丸
背
負
梯
子
で
運
搬
し
た
の
で
あ
る
。

一一-一-一

で
安
心
し
て
薪
切
に
精
出
せ
る
。

が
別
れ
る
。
そ
の
稲
穂
を
籾
押
棒
で
、
た
た
く
と
籾
が
ば
ら
ば
ら
に
な
る
。
籾
押
棒

で
た
た
く
と
手
が
荒
れ
て
師
れ
が
多
く
出
た
も
の
で
あ
る
。

。
”
ち
り
あ
く
た

（
注
ｌ
つ
い
は
塵
、
芥
類
を
指
す
）

背
負
梯
子
は
自
分
で
背
で
そ

う
て
稲
を
運
搬
す
る
梯
子
で
あ

る
。
人
に
よ
っ
て
皆
違
う
。
力

の
あ
る
人
、
な
い
人
で
違
う
。

稲
を
田
圃
の
真
中
に
稲
乳
穂
と

し
て
稜
ん
で
お
く
、
稲
を
一
二

把
を
一
丸
に
束
ね
て
、
馬
の
荷

鞍
の
来
る
と
こ
ろ
迄
で
運
ぶ
。

馬
鍬 ○

つ
い
飛
し
機

○
背
負
梯
子
Ⅱ
大
正
初
期
か
ら
昭
和
中
期
ま
で
使
用
Ⅱ

又
は
車
の
来
る
と
こ
ろ
迄
で
運
ぶ
に
力
の
あ
る
人
は

柄振 り

＝
1

～

足
踏
脱
穀
機
で
稲
か
ら
籾
を
落

す
と
藁
の
屑
と
、
稲
穂
が
落
ち
る
。

藁
の
屑
と
稲
穂
を
選
別
す
る
に
一

人
は
、
つ
い
飛
し
機
を
手
で
廻
し

て
風
を
起
し
、
も
う
一
人
は
そ
の

前
に
立
っ
て
〃
つ
い
“
を
両
手
に
掴

ん
で
静
か
に
落
す
と
穂
と
藁
屑
と

Ⅱ
昭
和
中
期
ま
で
使
用
Ⅱ

準､
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呵
宰

一
津
侭
叩
．
蝋
三
宅
”
、
‐
毎
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ご
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〆
卜
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一
一

ア

回転式田植型
戦
後
五
十
年
の
艇
機
具
の
発
展
は
唯
々
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
又
、
教
育
・
文
化
・

社
会
・
医
学
・
五
十
年
に
し
て
、
こ
ん
な
に
進
歩
し
た
事
は
夢
に
も
思
わ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
特
に
農
機
具
の
事
で
あ
る
。

戦
後
農
具
を
使
用
し
て
来
た
が
、
現
在
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
昭
和
の
中
期
ご

ろ
迄
の
農
家
は
、
ど
ん
な
に
苦
労
し
て
来
た
か
、
今
考
え
て
み
る
に
、
馬
鹿
ら
し
い
。

古
い
農
具
を
忘
れ
な
い
う
ち
に
罵
眞
を
添
え
て
、
「
か
た
り
べ
」
に
残
し
て
お
き

た
い
。

用
し
た
。
そ
れ
は
、
朝
草
は
露

が
た
っ
ぷ
り
つ
い
て
お
り
、
そ

れ
を
刈
っ
て
束
ね
て
背
負
っ
て

来
る
時
に
「
み
の
」
を
着
て
馬

草
を
家
に
運
ん
だ
も
の
。
雨
降

は
当
然
な
が
ら
冬
に
も
使
用
し

た
。
冬
は
薪
切
に
雪
が
降
っ
た

時
と
か
、
昼
食
に
「
み
の
」
を
敷
い
た
り
し
た
。
「
み
の
」
は
農
家

た
も
の
で
す
。
買
う
方
も
あ
る
。

一語一

雨
降
に
身
を
守
る
た
め
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
夏

か
ら
秋
迄
毎
日
朝
夕
馬
の
草
刈
の
時
に
使
用
し
た
の
で
あ
る
。
朝
の
草
刈
は
特
に
使
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馬
 
権
 

鎌
 

ク
コ
（
柳
橿
鄭・
柳
格
承・
地
髭
如）
ナ
ス
科
 

ド
ク
ダ
ミ

（
載馨
 

ド
ク
ダ
ミ
科
 

一
 

ぎ
ン
ギ
シ

（
訟蹴
概
）
 

タ
デ
科
 

9
 

-8-- 

ト
サ
ネ
コ
 

荷
 
鞍
 

戸
L
 

昔
 
の
 民
間
 

法
 

秋
 
元
 
惣
之
進
 

昔
の
農
家
は
何
処
の
農
家
も

皆
ん
な
貧
し
か
っ
た
。
 

い
く
ら
貧
し
く
と
も
、
両
親
は
子
供
に
貧
し

い
の
を
見
せ
ま
い
と
努
力
し
た
が
子

供
は
薄

々
気
付
い

て
い
た
。
 

昔
を
偲
ぷ
と
農
家
の
人

々
は
想
像
に
絶
す
る
苦
労
の
連
続
で
あ
り
、
過
度
の
重
労

働
で
あ
っ
た
。
 二
年
か
三
年
毎
に
や
っ
て
く
る
ヤ

マ
セ
、
 日
照
不
足
に
よ
る
冷
害
、
 

大
雨
が
降
れ
ば
川
の
堤
塘
が
切
れ
、
水
田
が
泥
の
海
と
化
す
大
洪
水
。
突
然
に
襲
う
 

き
き
ん
 

飢
陸
、
そ
れ
で
も
こ
の
地
域
は
水
田
に
頼
る
以
外
に
仕
事
の
道
は
無
く
、
そ
の
日
暮
 

し
の
農
村
生
活
で
あ
っ

た
。
 

そ
の
う
ち
に
悪
疫
流
行
、
病
気
に
な
れ
ば
そ
の
頃
の
人

々
は
病
気
を
排
除
す
る
た
 

め
に
、
家
内
安
全
を
神
社
ゃ
お
寺
、

石
塔
碑
、
石
塚
に
祈
願
し
た
。
 

そ
れ
で
も
治
ら
な
い
と
霊
媒
者

（
神
霊
・
死
霊
の
意
志
を
語
る
人

H
イ
タ
コ
、
ゴ
ミ
 

じ
申う
じ
．つ
 

ソ
）
な
ど
の
呪
術
を
占
っ

て
も
ら
う
の
が
精
一
杯
で
、
そ
の
日
暮
し
の
貧
農
に
は
医

者
に
診
て
貰
う
だ
け
の
お
金
の
余
裕
が
無
か
っ
た
。
 

は
り
 

私
が
幼
い
頃
に
嘉
瀬
の
お
寺
に

鍍
、
灸
師
が
時
々
来
て
患
者
を
診
て
い
た
。
鋭
利

な
鍍
先
で
患
部
の
「
ツ
ボ
」
に
針
先
を
刺
し
て
病
を
軽
く
す
る
の
で
あ
る
。
聞
く
と

こ
ろ
に
よ
る
と
鍍
は
神
経
痛
、
リ
ュ
ウ
マ
チ
、
高
血
圧
、
そ
の
他
に
効
く
と
い
う
。
 

き
．う
 

灸
は
疲
労
回
復
、
ゼ
ソ
ソ
ク
、
心
臓
病
、
神
経
痛
、
そ
の
他
に
効
く
と
い
う
。
 

か
が
 

ま
た
、
嘉
瀬
の
明
治
初
期
生
れ
の
老
人
が
ホ
ウ
ソ
ウ

（
天
然
痘
）
に
患
り
、
顔

一
 
 

面
が
ア
バ
タ
だ
っ
た
。
 種
痘
が
行
な
わ
れ
 

る
前
は

一
生
に
一
度
は
必
ず
患
る
も
の
と
 

し
て
恐
れ
ら
れ
た
と
聞
い
た
事
が
あ
る
。
 

昔
の
人
は
、
病
気
に
か
か
る
と
、
 

▽
厄
年
だ
か
ら
 

▽
神
仏
の
崇
り
だ
か
ら
 

▽
家
の
方
角
が
悪
い
か
ら
 

▽
死
霊
の
崇
り
が
あ
る
 

▽
狐
が
付
い
た
 

▽
蛇
、
犬
、
猫
、
馬
の
崇
り
 

▽
仏
壇
の
灯
明
が
消
え
て
も
 

▽
ご
飯
が
焦
げ
て
赤
く
な
っ
て
も
 

か
らす
 

▽
夜
明
け
に
鳥
が
鳴
い
て
も
 

▽
ニ
ワ
ト
リ
が
夜
中
に
鳴
い
て
も
 

な
ど
 

等
を
原
因
と
考
え
た
。
 

無
学
文
盲
な
貧
農
は
病
気
に
な
っ
て
も

医
者
に
診
て
貰
え
ず
迷
信
に
走
り
、
神
主

や
霊
媒
者
に
ご
詑
宣
を
依
頼
し
た
。
 

一
 



フ
キ
 

キ
ク
科
 

も
く
つ
（
 

ア
ケ
ビ
  
（
木
通
）
 

ア
ケ
ビ
科
 

ら
ん
そ
う
 

フ
ジ
バ
カ
マ

（
蘭
草
 

キ
ク
科
 

童
 
謡
 

大
凧
 

小

凧
 

捻
り

凧
 

高
い
 お

寺
の
 

屋

根
の
上
 

大
凧
 

小
凧
 「

「枚
凧
 

日
 
暮
 
遊
 

子
 

高
い
 お

宮
の
 

森
の

上
 

大
凧
 

小

凧
 

奴
凧
 

ぐ

る
ぐ

る

廻
り
 

真
 
っ
 逆
さ
ま
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万風 

o

軽
い
シ
バ
レ

（
凍
傷
）
に
は
大
根
葉

を
熱
い
湯
に
入
れ
て
い
や
す
（
シ

バ
 

い
た
か
ゆ
 

レ
は
晩
に
な
る
と
痛
摩

く
ほ
て
っ
て

寝
つ
か
れ
な
い
。
 

o

ヒ
ビ
や
ア
カ
ギ
レ
に
は
、
鳥
瓜
の
汁

を
塗
る
。
 

〇
切
傷
に
は
フ
キ
の
葉
を
採
ん
で
汁
を

つ
け
る
。
 

〇
顔
に
出
来
る
カ
サ
に
は
ド
ク
ダ
ミ
を

焼
い
て
粉
に
し
た
も
の
を
貼
る
。
 

o

キ
ノ
コ
の
食
当
り
に
は
シ
ナ
ノ
木
の
 

せ
ん
 

皮
を
煎
じ
て
呑
む
。
 

〇
冷
え
症
の
人
は

ア
ケ
ビ
の
実
を
煎
じ
 
 

て
呑
む
。
 

〇
マ
ム
シ
蛇
は
強
壮
剤
で
、
 マ
ム
シ
酒
。
 

焼
い
て
喰
べ
て
も
よ
い
。
 

〇
眼
病
に
は
薬
師
神
社
の
湧
水
で
洗
う
 

と
良
い
。
 

o

イ
ボ
、
コ
ブ
、
ア
ザ
に
は
蛇
の
皮
で

こ
す
る
と
良
い
と
か
。
ま
た
、
地
蔵

様
の
前
で
、
人
に
見
ら
れ
ず
箸
で
な

ぜ
て
祈
れ
ば
良
い
と
か
。
 

〇
神
経
痛
に
は
蜜
蜂
に
刺
し
て
貰
う
と

良
い
と
か
。
 

o

結
核
に
は
死
人
の
墓
の
骨
を
砕
い

て

呑
む
と
良
い
と
か
。
 

o

糖
尿
病
に
は

フ
ジ
バ
カ

マ
が
効
く
と

か
。
私
は
フ
ジ
バ
カ
マ
の
薬
草
は
知

ら
な
い
。
 

〇
腎
臓
病
に
は
腫
れ
を
取
る
の
に
ド

ク

ダ
ミ
。
 ま
た
、
西
瓜
の
皮
を
干
し

た

も
の
や
玉
罰
黍
の
房
を
陰
干
に
し

て

呑
む
と
良
い
と
か
。
 

o

毒
下
し
に
は
イ
ヌ
ノ
へ

（
ド
ク
ダ
ミ
）
 

を
煎
じ
て
呑
む
と
解
毒
薬
で
、
利
尿
、
 

冷
え
症
、
腰
痛
、
痔
な
ど
風
呂
に
入

れ
て
用
い
る
。
 

ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
開
花
時
（
夏
）
の
茎
葉
。
 

と
う
や

く
 

セ
ン
ブ
リ

（
当薬
）
 

リ
ン
ド
ウ
科
 

神
社
や
霊
媒
者
の
呪

術
は
、
医
学
が
進
歩
し
た
今
で
も

一
部
に
は
根
強
く
信
仰
し

て
い
る
者
も
い
る
。
 私
が
幼
い
頃
に
聞
い
た
話
、
ま
た
古
老
か
ら
聞
い
た
軽
い
病
気

の
民
間
療
法
を
記
億
を
た
ど

り
な
が
ら
綴
っ
て
見
た
い
と
思
う
。
 

o

脚
気
は
昔
か
ら
大
抵
の
人
が
患
っ
た
。
脚
気
に
は
麦
飯
と
小
豆
汁
が
効
く
と
い

う
。
 

o

中
風
の
予
防
に
は
ク
コ
の
葉
や
根
を
干
し
た
物
が
効
く
と
い
う
。
 

o

黄
痘
に
は
親
貝
。
 

あ
 

o

漆
が
出
た
人
に
は
シ
ノ
べ

（
ギ
シ
ギ
シ
）
の
葉
を
培
ぶ
っ

て
つ
け
る
。
 ま
た
、
 

ド
ジ
ョ
ウ
で
擦
っ

て
も
良
い
。
 

ひ
 
ふ
 
は

h
 

〇
ネ
コ
モ
ノ
（
皮
膚
の
腫
）
に
は
ド
ク
ダ
ミ
の
葉
を
貼
る
。
 

o

火
傷
に
は
、
豆
腐
を
塗
る
か
、
馬
鈴
薯
の
お
ろ
し
。
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、
 

o

腹
下
り
に
は
ゲ
ソ
ノ
シ
ョ
ウ
コ
を
煎
じ
て
呑
む
。
 

〇
胃
痛
に
セ
ソ
プ
リ
を
熱
湯
に
入
れ
て
呑
む
。
 

o

風
邪
に
梅
干
を
煮
た
っ
た
お
湯
に
入
れ
て
呑
む
。
ま
た
、
味
噌
を
焼
い
て
焦
し

て
熱
湯
に
入
れ
て
呑
む
。
 

o

熱
さ
ま
し
に
タ
マ
ク
ラ
ミ
ミ
ジ
を
煎
じ
て
呑
む
が
、
風
邪
の
時
に
は
ネ
ギ
、

ニ

ン
ニ
ク
を
生
で
喰
べ
た
り
焼
い
て
喰
べ
て
も
良
い
。
 

o

療
切
り
に
は
キ
キ
ョ
ウ
を
煎
じ
て
呑
む
と
良
い
と
か
。
 

今
の
よ
う
に
医
療
保
険
制
度
の
無
か
っ
た
昔
は
、
医
者
に
診
て
も
ら
う
余
裕
の
な

い
貧
農
は
、
今
な
ら
助
か
る
病
気
で
も
治
す
こ
と
が
出
来
ず
死
に

い
た
っ
た
。
頼
る

の
は
土
手
に
生
え

て
い
る
薬
草
類
で
あ
る
。
 

古
い
昔
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
民
間
薬
こ
そ
貧
農
に
と
っ
て
は
生
活
の
知
恵
で
あ
っ

た
。
 

漢
方
薬
は
、
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
我
が
国
で
独
自
の
発
達
を
と
げ
た
医
術
と
い
う
。
 

（
編
集
部
注
廿
こ
の
記
録
は
、
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
民
間
の
薬
草
利
用
を
古
老
か

ら
の
聞
き
伝
え
と
、
筆
者
の
記
憶
に
よ
り
書
か
れ
た
も

の
で
、
現
在
の
漢
方
療
法
に

よ
る
薬
草
の
用
い
方
と
は
異
な
り
ま
す
の
で
注
意
を
要
し
ま
す
。
 

漢
方
薬
と
は
、
漢
方
医
が
、
脈
診
、
舌
診
、
腹
診
、
問
診
な
ど
、
各
種
の
方
法
を

用
い
て
病
気
の
症
状
を
よ
く
み
き
わ
め
、
そ
し
て
、
病
気
の
徴
候
を
つ
か
み
、
病
人

の
体
質
診
断
を
行
な
っ
て
、
総
合
的
に
判
断
し
て
治
療
に
当
り
ま
す

o
こ
の
と
き
、
 

処
方
投
与
す
る
薬
は
、
幾
種
類
か
の
生
薬

（和
漢
薬
）
を
調
合
し
て
用
い
ま
す

o
こ

れ
を
漢
方
薬
と
い
い
ま
す
。

H
山
と
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（
編
集
部
注
Ⅱ
こ
の
記
録
は
、
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
民
間
の
薬
草
利
用
を
古
老
か

ら
の
聞
き
伝
え
と
、
筆
者
の
記
憶
に
よ
り
書
か
れ
た
も
の
で
、
現
在
の
漢
方
療
法
に

よ
る
薬
草
の
用
い
方
と
は
異
な
り
ま
す
の
で
注
意
を
要
し
ま
す
。

漢
方
薬
と
は
、
漢
方
医
が
、
脈
診
、
舌
診
、
腹
診
、
問
診
な
ど
、
各
種
の
方
法
を

用
い
て
病
気
の
症
状
を
よ
く
み
き
わ
め
、
そ
し
て
、
病
気
の
徴
候
を
つ
か
み
、
病
人

の
体
質
診
断
を
行
な
っ
て
、
総
合
的
に
判
断
し
て
治
療
に
当
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、

処
方
投
与
す
る
薬
は
、
幾
種
類
か
の
生
薬
（
和
漢
薬
）
を
調
合
し
て
用
い
ま
す
。
ゞ
」

れ
を
漢
方
薬
と
い
い
ま
す
。
Ⅱ
山
Ⅱ
）

○
腹
下
り
に
は
ゲ
ソ
ノ
シ
ョ
ウ
コ
を
煎
じ
て
呑
む
。

○
胃
痛
に
セ
ソ
ブ
リ
を
熱
湯
に
入
れ
て
呑
む
。

○
風
邪
に
梅
干
を
煮
た
っ
た
お
湯
に
入
れ
て
呑
む
。
ま
た
、
味
噌
を
焼
い
て
焦
し

て
熱
湯
に
入
れ
て
呑
む
。

○
熱
さ
ま
し
に
タ
マ
ク
ラ
ミ
ミ
ジ
を
煎
じ
て
呑
む
が
、
風
邪
の
時
に
は
ネ
ギ
、
ニ

ン
’
一
ク
を
生
で
喰
べ
た
り
焼
い
て
喰
べ
て
も
良
い
。

○
疾
切
り
に
は
キ
キ
ョ
ウ
を
煎
じ
て
呑
む
と
良
い
と
か
。

今
の
よ
う
に
医
療
保
険
制
度
の
無
か
っ
た
昔
は
、
医
者
に
診
て
も
ら
う
余
裕
の
な

い
貧
農
は
、
今
な
ら
助
か
る
病
気
で
も
治
す
こ
と
が
出
来
ず
死
に
い
た
っ
た
。
頼
る

の
は
土
手
に
生
え
て
い
る
薬
草
類
で
あ
る
。

古
い
昔
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
民
間
薬
こ
そ
貧
農
に
と
っ
て
は
生
活
の
知
恵
で
あ
っ

た
。

漢
方
薬
は
、
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
我
が
国
で
独
自
の
発
達
を
と
げ
た
医
術
と
い
う
。

神
社
や
霊
媒
者
の
呪
術
は
、
医
学
が
進
歩
し
た
今
で
も
一
部
に
は
根
強
く
信
仰
し

て
い
る
者
も
い
る
。
私
が
幼
い
頃
に
聞
い
た
話
、
ま
た
古
老
か
ら
聞
い
た
軽
い
病
気

の
民
間
療
法
を
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
綴
っ
て
見
た
い
と
思
う
。

○
脚
気
は
昔
か
ら
大
抵
の
人
が
患
っ
た
。
脚
気
に
は
麦
飯
と
小
豆
汁
が
効
く
と
い

為
ノ
。

○
中
風
の
予
防
に
は
ク
コ
の
葉
や
根
を
干
し
た
物
が
効
く
と
い
う
。

○
黄
疸
に
は
蜆
貝
。

あ

○
漆
が
出
た
人
に
は
シ
ノ
ベ
（
ギ
シ
ギ
シ
）
の
葉
を
焙
ぶ
っ
て
つ
け
る
。
ま
た
、

も

○
切
傷
に
は
フ
キ
の
葉
を
撰
ん
で
汁
を

つ
け
る
。

○
顔
に
出
来
る
カ
サ
に
は
ド
ク
ダ
ミ
を

焼
い
て
粉
に
し
た
も
の
を
貼
る
。

○
キ
ノ
コ
の
食
当
り
に
は
シ
ナ
ノ
木
の

せ
ん

皮
を
煎
じ
て
呑
む
。

○
冷
え
症
の
人
は
ア
ケ
ビ
の
実
を
煎
じ

○
漆
が
出
た
人
に
は
シ
ノ
ベ
（
ギ
シ
ギ
シ
）

こ
し

ド
ジ
ョ
ウ
で
擦
っ
て
も
良
い
。

ひ
ふ
は
れ

○
ネ
コ
モ
ノ
（
皮
膚
の
腫
）
に
は
ド
ク
ダ
、

○
火
傷
に
は
、
豆
腐
を
塗
る
か
、
馬
鈴
蒋
（

○
軽
い
シ
、
ハ
レ
（
凍
傷
）
に
は
大
根
葉
一

を
熱
い
湯
に
入
れ
て
い
や
す
（
シ
ゞ
ハ

い
た
か
ゆ

し
は
晩
に
な
る
と
痛
痒
く
ほ
て
っ
て

寝
つ
か
れ
な
い
。

○
ヒ
ビ
や
ア
カ
ギ
レ
に
は
、
烏
瓜
の
汁

を
塗
る
。

に
は
ド
ク
ダ
ミ
の
葉
を
貼
る
。

か
、
馬
鈴
蒋
の
お
ろ
し
。

も
く
つ
う

ア
ケ
ビ
（
木
通
）

フ
キ

琴 、

ア
ケ
ビ
科

キ
ク
科

■
二
二
昌
呂
三
二
三
三
二
二
二
畠
一
二
房
言
ニ
ニ
ニ
ニ
ニ
ニ
ニ
菖
一
旨
二
三
二
二
二
三
二
三
三
三
二
一
三
二
三
二
二
三
三
一
旨
二
一
一
』
一
酉
卓
酉
口
・
ロ
ロ
一
・
口
』
卓
三
■

０

０

０

０９

１

８

０

１

０

日

０

１

１

童
謡
冊

ＩＯＯＯＩ８

０

１

１

０

０

０

０

Ⅱ

８

１

０

１

河
叫
皐
日
暮
遊
子
州

００８００

口
■
■
■
‘
″
／
叩

０１１０

Ⅱ

Ⅱ

８

１

８

１

１

１

０

６

０

Ⅱ

■

０

０

Ⅱ

大
凧
岬

００１０Ｉ

高
い
‐

ⅡⅡ８ⅡＩ

小
凧
１

０００１０

日

お
宮
の
Ⅲ

１１０１０

陰
り
凧
叩

ＩＯＯＩＩ

Ｏ

森
の
上
Ⅲ

８ⅡＩⅡ０

Ｉ

高
い
Ⅲ

０１１１

１

８

Ⅱ

８
８

０

０

日

０

１

Ｏ

お
寺
の
Ⅲ

Ｉ１１００

１

大
凧
Ⅲ

ⅡⅡＩＩｌ

Ｏ

屋
根
の
上
Ⅲ

００００

１

“
１
１
ｌ
ｂ
Ｍ

１

４
肺
叩

０ⅡⅡ０

０

０

８

８

８

８

日

■

Ｉ

Ｉ

Ｏ

１

奴
凧
皿

０１００

１

１

大
凧
岬

１１ⅡＩ

Ｏ

Ｏ

い
叩

ぐ
る
ぐ
る
廻
り
”

ＨⅡＩ９

０

０

小
凧
皿

０１ⅡⅡ

８

８

真
っ
逆
さ
ま
皿

６０Ⅱ９

１

Ⅱ

二
枚
凧
岬

ⅡⅡⅡ０

８

０

日

６

Ｈ

１

６

０

８

１

０

日

８

１

０

０

１

０

８

０

１

０

０

０

８

Ⅱ

０

Ⅱ

０

０

８

１

８

■
二
三
三
一
昌
二
二
二
二
二
二
二
二
二
車
『
言
二
二
一
二
口
二
三
二
三
二
二
『
呂
・
二
二
量
二
一
三
三
画
二
三
』
』
言
言
二
』
再
』
口
』
二
一
一
二
・
一
・
『
・
申
幸
写
三
ロ
ロ
ロ
ロ
幸
ロ
韓
■

て
呑
む
。

○
マ
ム
シ
蛇
は
強
壮
剤
で
、
マ
ム
シ
酒
。

焼
い
て
喰
べ
て
も
よ
い
。

○
眼
病
に
は
薬
師
神
社
の
湧
水
で
洗
う

と
良
い
。

○
イ
ボ
、
コ
ブ
、
ア
ザ
に
は
蛇
の
皮
で

こ
す
る
と
良
い
と
か
。
ま
た
、
地
蔵

様
の
前
で
、
人
に
見
ら
れ
ず
箸
で
な

ぜ
て
祈
れ
ば
良
い
と
か
。

○
神
経
痛
に
は
蜜
蜂
に
刺
し
て
貰
う
と

良
い
と
か
。

○
結
核
に
は
死
人
の
墓
の
骨
を
砕
い
て

呑
む
と
良
い
と
か
。

○
糖
尿
病
に
は
フ
ジ
。
ハ
カ
マ
が
効
く
と

か
。
私
は
フ
ジ
バ
カ
マ
の
薬
草
は
知

ら
な
い
。

○
将
臓
病
に
は
腫
れ
を
取
る
の
に
ド
ク

ダ
ミ
。
ま
た
、
西
瓜
の
皮
を
干
し
た

も
の
や
玉
蜀
黍
の
房
を
陰
干
に
し
て

呑
む
と
良
い
と
か
。

○
雄
下
し
に
は
イ
ヌ
ノ
ヘ
（
ド
ク
ダ
ミ
）

を
煎
じ
て
呑
む
と
解
潅
薬
で
、
利
尿
、

冷
え
症
、
腰
痛
、
痔
な
ど
風
呂
に
入

れ
て
用
い
る
。

●

き
き
よ
う
こ
ん

ｒ

キ
キ
ョ
ウ
（
桔
梗
根
）
キ
キ
ョ
ウ
科

ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
開
花
時
（
夏
）
の
茎
葉
。

と
う
や
く

セ
ン
ブ
リ
（
当
薬
）

フ
､令

ら
ん
そ
う

リ
ン
ド
ウ
科
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ミ無讐 
釜奏言ノI 、 

こ、、 J 、~、Lぐ~ノ jき 	、I、 も 
J 

餌 
で I 

、 

私
事
で
恐
縮
で
す
が
、
 標
題
を
取
上
げ
る
に
至
っ
た
心
境
を
少
し
述
べ
た
い
。
 

一
九
九
五
年
九月
弘
前
大
学
附
属
病
院
に
入
院
し
て
い
た
。
 そ
れ
も
本
人
は
少
し

も
病
気
を
感
じ
て
い
な
い
の
だ
。
耳
も
鼻
も
の
ど
も
何
ん
の
故
障
も
な
い
の
に
「
耳

鼻
咽
喉
科
」
 
へ入
院
し
た
の
で
あ
る
。
最
初
、
金
木
病
院
で
五
月
の
初
め
か
ら
い
ろ

い
ろ
な
検
査
を
受
け
、
末
に
な
っ
て
か
ら
出
た
結
論
は
「
耳
下
線
腫
癌
（
じ
か
せ
ん

し
ゆ
よ
う
）
だ
か
ら
、
耳
鼻
科
の
あ
る
西
北
中
央
病
院
へ
紹
介
し
て
や
る
。」
と
言
わ

れ
、
紹
介
状
を
持
っ
て
西
北
中
央
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
の
診
察
を
受
け
た
の
は
六
月
に

入
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
診
断
で
は
、
 「腫
蕩
の
場
所
は
神
経
の
走
っ
て
る
所
だ
か
ら
、
 

手
術
が
必
要
だ
が
、
手
術
は
大
学
病
院
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
の
で
紹
介
状
を
書
く
。」
 

と
言
わ
れ
た
。
自
分
は
、
右
耳
の
下
に
ち
ょ
っ
と
シ
コ
リ
が
あ
る
よ
う
だ
と
い
う
感

じ
だ
け
で
痛
く
も
融
く
も
な
い
の
に
、
何
か
か
嬬
姿
だ
な
あ
と
思
っ
た
が
、
折
角
紹

介
状
を
書
い
て
く
れ
た
ん
だ
か
ら
、
 一
応
行
く
だ
け
は
行
っ
て
み
よ
う
と
、
翌
日
に

弘
前
へ
と
出
か
け
た
。
 大
学
病
院
で
は
三
日
間
検
査
を
受
け
た
。
検
査
の
結
果
は
六

月
末
に
教
授
の
診
断
は
「
手
術
を
要
す
。
入
院
許
可
。」
と
い
う
事
で
出
た
。
そ
れ
も

耳
鼻
科
の
ベ
ッ
ト
に
空
き
が
な
い
か
ら
連
絡
す
る
ま
で
自
宅
待
機
、
と
い
う
の
で
待

つ
こ
と
ニ
カ
月
余
、
 九
月
の
入
院
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 そ
の
間
何
ん
の
不
自
由
も

な
く
農
作
業
を
し
て
き
た
の
に
、
入
院
し
た
ら
そ
の
退
屈
な
こ
と
。
 

つ
ら
 

病
人
で
も
な
い
の
に

（?
）
 
一日
中
に
ペ
ッ
ト
に
寝
て
い
る
と
い
う
事
も
辛
い
も
 

、
，
 

、
 

“
ー
、
  

愈
 

で
や
っ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。
 仏
式
か
、
神
式
か
、
 ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
い
か
ら
キ

リ
ス
ト
教
式
と
い
う
こ
と
は
な
い
な
。
や
は
り
仏
式
と
す
る
か
。
 

と
い
う
こ
と
で
前
文
句
が
長
く
な
っ
た
が
、
葬
式
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
こ
と
に

し
た
の
で
あ
る
。
 

昔

の
葬
式
 

い
よ
い
よ
本
題
に
入
る
。
 

書
物
に
よ
れ
ば
、
青
森
県
に
は
仏
教
会
に
加
盟
し
て
い
る
お
寺
だ
け
で
も
五
五
八

寺

（
曹
洞宗
二
六
八
、
浄
土
宗
一
一
四
、
日
蓮
宗
六
五
、
浄
土
真
宗
六
二
、
天
台
宗

九
、
真
言
宗
二
七
、
臨
済
宗
七
、
そ
の
他
六
）
も
あ
る
と
い
う
。
 

世
界
の
三
大
宗
教

（仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
 イ
ス
ラ
ム
教
）
の
う
ち
ア
ジ
ア
に
広

く
普
及
さ
れ
た
仏
教
が
我
が
国
へ
伝
来
し
た
の
は
五
三
八
年

（
一説
に
は
五
五
二
年
）
 

と
云
わ
れ
る
か
ら
、
今
か
ら
約
一
四
五
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
布
教
さ
れ
て
い
た
の
だ
か

ら
日
本
人
に
は
米
の
飯
と
同
じ
よ
う
に
、
信
仰
心
の
あ
る
者
も
無
い
者
も
身
体
に
染

み
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
 

そ
こ
で
仏
式
に
よ
る
葬
式
に
つ
い
て
、
昔
の
事
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
 

そ
の
前
に
今
の
葬
式
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
順
序
は
地
域
に
よ
っ
て
、
ま
た
宗
派

に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
が
、
当
地
方
で
は
、
葬
式
の
前
日
に
通
夜
を
営
み
、
禅
宗
、
 

浄
土
宗
、
日
蓮
宗
で
は
、
導
師

（
檀
那
寺の
住
職
）
入
堂
、
司
会
か
ら
開
式
の
辞
、
 

読
経

（
読経
中
に
廻
し
焼
香
）
、導
師
説
教
、
喪
主
あ
い
さ
つ
、
閉
式
の
辞
、
出
席

者
に
故
人
を
偲
ん
で
の
飲
物

（
酒
、ビ
ー
ル
、
ジ
ュ
ー
ス
等
）
の
も
て
な
し
で
終
り
、
 

翌
日
の
葬
儀
は
、
導
師
入
堂
、
開
式
の
辞
、
読
経

（引
導
）
、弔
辞

・
弔
電
披
露
、
 

読
経
、
焼
香

（
喪
主お
よ
び
遺
族
、
親
戚
、
 一
般
会
葬
者
）
、導
師
退
堂
、
喪
主
あ

い
さ
つ
、
閉
式
の
辞
で
終
る
。
 

の
だ
と
、
つ
く
づ
く
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。
 

あ
 

ラ
ジ
オ
も
聞
き
飽
き
た
し
、
本
も
読
み
疲
れ
た
。
 

真
白
い
病
室
の
天
井
を
見
上
げ
な
が
ら
、
ベ
ッ
ト
に
横
た
わ
り
、
 い
ろ
い
ろ
な
こ

と
を
考
え
る
。
 人
間
は
一
度
死
ね
ば
二
度
と
死
な
な
く
て
い
い
の
に
、
 ど
う
し
て
こ

ん
な
に
生
に
執
着
を
持
っ
の
だ
ろ
う
。
 死
ね
ば
な
ぜ
葬
式
を
や
る
の
だ
ろ
う
。
 仏
教

の
信
仰
心
が
爪
の
婦
ほ
ど
も
無
い
者
で
も
盛
大
な
葬
儀
を
行
な
い
、
見
栄
を
張
っ
て

い
る
。
 式
場
に
花
輪
や
生
花
、
供
物
が
い
っ
ぱ
い
供
え
ら
れ
、
故
人
と
面
識
も
な
い

よ
う
な
人
た
ち
も
黒
い
服
を
着
て
参
列
し
、
僧
侶
の
読
経
に
生
あ
く
び
を
噛
み
殺
し

て
、
早
く
終
っ
て
く
れ
な
い
か
、
 と
足
の
し
び
れ
を
気
に
し
て
い
る
人
も
少
な
か
ら

ず
居
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

私
は
、
私
の
葬
式
を
自
分
で
演
出
し
て
み
よ
う
。
し
か
し
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
 

家
族
の
者
は
ど
ん
な
葬
式
を
出
す
か
、
見
る
事
が
出
来
な
い
。
そ
う
だ
、
生
前
葬
を

営
も
う
。
 

さ
て
、
葬
儀
の
日
程
は
何
時
に
し
よ
う
か
、
も
し
、
そ
れ
ま
で
生
き
て
い
た
ら
喜

寿
を
迎
え
た
日
に
し
よ
う
。
喜
寿
の
祝
い
を
葬
式
風
に
し
た
ら
楽
し
い
だ
ろ
う
。
 

入
院
し
て
か
ら
検
査
が
三
回
あ
っ
た
だ
け
で
二
週
間
も
手
術
室
へ
の
お
呼
び
が
な

い
も
の
だ
か
ら
、
退
屈
で
退
屈
で
異
常
な
考
え
の
浮
ぷ
の
も
無
理
な
い
だ
ろ
う
。
 

四
階
の
病
室
の
窓
か
ら
最
勝
院
の
五
重
の
塔
が
見
え
る
。
生
前
葬
は
ど
ん
な
形
式
 

、
、
 

か
 

浄
土
真
宗

（
門徒
宗
）
の
場
合
の
通
夜
で
は
、
導
師
入
堂
、
開
式
の
辞
、
合
掌
総

礼
、
読
経

（
読経
中
に
廻
し
焼
香
）
、合
掌
総
礼
、
導
師
法
話
、
喪
主
あ
い
さ
つ
、
 

導
師
退
堂
、
閉
式
の
辞
、
喪
主
か
ら
飲
物
の
接
待
が
あ
っ
て
終
る
。
翌
葬
式
は
、
導

師
入
堂
、
開
式
の
辞
、
合
掌
総
礼
、
読
経
焼
香

（
喪主
な
ら
び
遺
族
・
親
戚
、
代
表

者
、

一
般
会
葬
者
）
、弔
辞
、
弔
電
披
露
、
合
掌
総
礼
、
喪
主
あ
い
さ
つ
、
導
師
退

堂
、
閉
式
の
辞
を
以
っ
て
終
了
す
る
。
 

そ
の
後
、
喪
主
は
、
お
使
い
を
し
た
方
た
ち
と
共
に
中
陰
の
法
事
を
取
り
行
い
、
 

お
墓
へ
納
骨
、
帰
っ
て
来
て
か
ら
会
食
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
、
今
と
昔
と
ど
ん
な
点
が
違
っ
て
き
た
の
か
。
 

そ
も
そ
も
葬
式
と
は
、
 （
次
に
、民
俗
探
訪
事
典
よ
り
引
用
す
る
。
）
 

『
今
日
、
葬
式
と
い
え
ば
送
る
儀
式
と
の
み
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 し
か
し
、
葬
式

に
は
、
死
の
前
後
に
お
け
る
儀
礼
か
ら
入
棺
、
通
夜
の
儀
礼
、
葬
儀
と
野
辺
送
り
、
 

さ
ら
に
は
墓
葬
礼
に
至
る
す
べ
て
の
儀
礼
が
ふ
く
ま
れ
る
。
順
序
と
し
て
は
、
ま

ず
肉
体
か
ら
離
れ
た
死
霊
を
一
度
肉
体
に
帰
そ
う
と
す
る
儀
式

（
たま
よ
ば
い
、
 

ま
く
らめ
し
 ま
つ
一」
 
い
ん
ど

う
 

枕
飯
、
末
期
の
水
な
ど
）
、
つ
い
で
僧
侶
の
引
導
に
代
表
さ
れ
る
肉
体
か
ら
離
れ
 

い
は
い
 

た
霊
魂
を
分
離
さ
せ
て
位
牌
な
ど
に
引
き
移
す
儀
礼
、
そ
し
て
分
離
し
た
肉
体
と
 

霊
魂
を
墓
地
へ
送
付
す
る
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
る
。
 

葬
法
に
は
、
水
葬
・
火
葬

・
土
葬
の
ほ
か
、
野
に
お
い
て
鳥
や
獣
に
任
せ
る
林
 

・

‘
ー
 
ば

く
そ
う
 

葬
、
さ
ら
に
は
風
葬

（
爆
葬
・
洞
窟
葬
）
、
死
体
保
存

（
ミ
イ
ラ
）
な
ど
の
方
法

が
あ
る
。
洞
窟
葬
は
沖
縄
そ
の
他
に
み
ら
れ
、
ミ
イ
ラ
は
出
羽
三
山
の
そ
れ
が
有

名
で
あ
る
。
今
日
は
火
葬
が
優
勢
で
あ
る
が
、
か
っ
て
は
土
葬
に
よ
る
方
法
が
よ

り

一
般
的
で
あ
っ
た
。』
 

と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
そ
う
で
、
現
在
の
葬
式
に
野
辺
送
り
が
無
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。
 時
代
と
共
に
セ
レ
モ
ニ
ー
も
変
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
か
。
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と
む
ら
 

昭
和
初
期
の

「
弔
い
」
を
記
憶
の
奥
か
ら
呼
び
戻
し
て
み
よ
う
。
 

病
気
で
亡
く
な
る
の
は
殆
ん
ど
自
宅
で
あ
る
。
今
み
た
い
に
病
院
に
入
院
し
て
息

を
引
き
取
る
と
い
う
の
は
柵
で
、
入
院
出
来
る
の
は
、
村
で
も
指
折
り
の
裕
福
な
旦

那
衆

（
金持
の
意
味
）
に
限
ら
れ
て
い
た
。
一
般
の
農
家
で
は
、
医
者
の
往
診
す
ら

余
程
で
な
け
れ
ば
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
 医
者
に
診
て
も
ら
い
た
い
。
 し
か

し
往
診
料
を
払
う
お
金
も
な
い
。
病
人
は
寝
た
っ
切
り
で
と
て
も
歩
行
が
で
き
な
い

と
い
う
場
合
に
は
、
親
戚
の
者
か
、
隣
近
所
の
若
者
を
頼
ん
で
戸
板
に
乗
せ
て
、
医

者
の
居
る
町
へ
運
ん
で
行
く
。
 隣
り
町
の
金
木
ま
で
、
少
し
遠
い
が
五
所
川
原
ま
で
。
 

交
代
要
員
も
付
い
て
数
時
間
か
け
て
歩
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
 そ
の
こ
ろ
は
タ
ク
シー

 

な
ど
無
い
、
乗
合
自
動
車
は
一
日
に
何
往
復
か
走
る
が
勿
論
戸
板
を
乗
せ
る
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
。
津
鉄
の
汽
車
も
同
様
で
あ
る
。
 

そ
の
よ
う
に
苦
労
し
て
病
院
に
着
い
て
も
、
殆
ん
ど
は
手
遅
れ
で
生
き
て
帰
っ
て

く
る
人
は
、
池
の
中
に
落
し
た
ア
メ
玉
を
探
す
よ
う
な
も
の
だ
。
 

病
院
で
死
亡
し
自
宅
へ
遺
体
を
運
ぷ
時
は
「
サ
ァ
、
家
へ
帰
る
ぞ
ノ
」
 
「家
へ
帰
っ

た
よ
。」
と
声
を
か
ける
仕
来
り
に
な
っ
て
い
る
。
 

死
者
を
融
瀞
の
た
ら
い
の
中
へ
入
れ
て
洗
う
際
、体
を
お
こ
し
つ
か
ま
え
る
の
は

喪
主
の
役
目
で
、
必
ず
「
ソ
ラ
、
起
す
ョ
ノ
」
 
と
か
「オ
イ
」
と
か
「
サ
ア
」
と
か

声
を
か
け
て
、
親
の
場
合
は
子
が
、
子
の
場
合
は
親
又
は
兄
弟
が
、
ロ
に
白
紙
を
く

わ
え
て
、
脱
脂
綿
で
体
を
拭
い
て
や
る
。
そ
れ
が
終
っ
て
か
ら
入
棺
に
な
る
。
 

使
い
終
っ
た
湯
は
、
増
眠
如
に
捨
て
る
か
、
土
に
穴
を
掘
っ
て
捨
て
る
o
 

病
人
が
息
を
引
き
取
っ
た
時
は
、
親
類
、
縁
者
に
先
ず
知
ら
せ
る
。
親
が
死
ん
だ

場
合
は
長
男
（
後
継
ぎ
）
が
、
子
の
時
は
親
が
喪
主
と
な
る
。
檀
那
寺
の
和
尚
に
知

ら
せ
て
枕
経
を
読
ん
で
も
ら
う
。
和
尚
に
連
絡
す
る
寺
使
い
は
袋
に
米
を
一
升
入
れ

て
持
っ
て
行
く
。
 こ
の
米
は
お
寺
へ
の
謝
礼
の
意
味
か
、
死
人
の
魂
が
そ
の
袋
の
中
 

与｝ 

人
は
本
当
に
貧
乏
で
、
葬
式
の
手
伝
い
に
く
る
人
達
へ
の
食
事
を
出
す
事
も
、
ま
た
、
 

火
葬
に
す
る
薪
も
支
度
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
香
典
の
金
額
は
少
な
く
 

（
弐拾
銭
と
か
、
多
く
て
五
拾
銭
ぐ
ら
い
）
し
て
、
物
品
を
持
ち
寄
っ
た
。
手
伝
人

に
食
べ
さ
せ
る
た
め
の
 
「豆
腐
と
か
油
揚
げ
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
」
 
等
、ま
た
キ
ノ
コ
や

野
菜
な
ど
。
親
類
縁
者
か
ら
は
、
米

・
味
喰
・
野
菜

・
少
し
ま
と
ま
っ
た
金
銭
を
出

し
て
く
れ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
。
 

霊
前
に
供
え
る
供
物
も
、
箱
菓
子
の
ほ
か
、
ウ
ド
ン
、
ソ

ー
メ
ソ
、
ハ
ル
サ
メ
、
 

ユ
バ
な
ど
も
実
用
的
で
多
く
用
い
ら
れ
た
。
 

こ
れ
は
書
物
で
読
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
他
県
の
例
で
す
。
 
［
伊奈
］
で
は
、
親
子

兄
弟
で
は
米
一
俵
、
親
戚
は
麦

一
俵
。
い
と
こ
は
精
麦
五
升
持
っ
て
く
る
ほ
か
、
区

の
人
全
部
が
麦

一
升
、
念
仏
講
の
人
た
ち
は
米
少
し
を
味
喰
こ
し
ざ
る
に
入
れ
て
余

分
に
持
っ
て
く
る
。
 

［
愛
媛県
］
の
あ
る
村
で
は
、
親
類
縁
者
は
香
典
と
別
に
白
米

一
升
を
そ
え
て
贈
り
、
 

「
元
火
を
食
う
」
と
い
っ
て
亡
者
の
家
で
飲
食
し
て
内
部
の
手
伝
い
を
す
る
o
一
方

講
仲
間
の
方
は
、
白
米

一
升
に
野
菜
を
持
ち
寄
り
、
衷
家
の
隣
家
を
借
り
、
元
火
を

食
わ
ず
外
部
の
手
伝
い
を
す
る
の
で
あ
る
。
 

［
山形
県
］
に
は

一
升
と
む
ら
い
、
二
升
と
む
ら
い
の
名
が
あ
り
、
兄
弟
か
ら
い
と

こ
ま
で
の
義
理

（
米
五
升と
酒

一
ー
二
升
）
を
本
つ
と
め
、
遠
く
離
れ
て
い
る
親
の

兄
弟
な
ど
の
義
理

（
米
ニ
ー
三
升
と
一
般
の
見
舞
金
）
を
半
つ
と
め
と
呼
ぷ
と
こ
ろ

も
あ
り
、
 ［
岐阜
県
］
で
、
古
い
親
類
が
一
升
持
ち
、
新
し
い
親
類
が
ニ
升
持
ち
、
 

な
ど
き
め
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
 

当
地
方
で
も
、
二
升
持
ち
、
な
る
言
葉
は
、
古
老
の
口
か
ら
今
で
も
聞
か
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
親
類
は
当
然
、
祝
儀
、
不
祝
儀
を
問
わ
ず
二
升
持
ち

（
こ
れ
は酒
）
で

あ
る
が
、
兄
弟
分
の
盃
を
交
し
て
い
る
親
し
い
友
人
の
場
合
を
指
す
。
祝
言
で
も
、
 
 

に
入
っ
て
行
く
の
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
 

医
者
加
瞬
織
を
告
げ
た
後
、
遺
族
は
急
巌
ぴ

く
な
る
o
歎
き
悲
し
ん
で
ば
か
り

居
ら
れ
な
い
。
部
屋
の
片
付
け
か
ら
、
葬
式
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

死
者
を
北
枕
に
寝
か
せ
る
。
 死
者
が
ま
だ
眼
を
開
い
て
い
れ
ば
、
指
で
軽
く
険
を

下
の
方
へ
撫
で
お
ろ
し
て
や
る
o
自
然
に
眠
っ
た
よ
う
に
、
安
ら
か
な
顔
だ
ち
に
し

て
や
る
の
だ
o
次
に
胸

e
H
で
両
手
を
組
ま
麦

曇
ざ

せ
る
o
死
体
が
硬
く
な
っ
て

か
ら
で
は
出
来
な
く
な
る
か
ら
早
く
す
る
。
死
者
の
布
団
の
胸
の
上
あ
た
り
に
、
小

刀
と
か
枇
房
を
、
刀
を
死
者
の
顔
の
方
に
向
く
よ
う
に
し
て
の
せ
る
o
 こ
れ
は
こ
の

刃
物
に
よ
っ
て
悪
魔
を
払
う
意
味
で
あ
る
。
飼
猫
な
ど
が
近
寄
ら
ぬ
よ
う
に
誰
か
が
、
 

常
に
傍
に
居
て
や
る
。
枕
元
へ
は
枕
展
風
を
逆
さ
に
立
て
、
そ
の
前
に
小
枕
を
置
い
 

こ
う
 

い
ち
ぜ
ん
め

L
 

て
、
一
本
花
、
香
炉
、
 （
一
本線
香
）
ろ
う
そ
く
一
本
、
水
、
 一
膳
飯
な
ど
を
供
え

る
。
 死
者
の
顔
に
は
白
布
を
か
け
て
や
る
。
 

嘉
瀬
に
は
、
二
つ
の
庵
寺
が
あ
り
、
浄
土
真
宗
は
門
ト
寺
の
明
誓
庵
で
、
門
徒
宗

以
外
の
他
宗
は
妙
光
庵
で
葬
式
が
行
わ
れ
た
。
 二
つ
の
庵
寺
は
明
歴
一
年

（
一
六
五

五
年
）
に
建
立
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
 

（
昔
、聞
い
た
話
で
あ
る
。
 お
寺
に
は
、
死
者
の
霊
魂
（
タ
マ
シ
コ
）
が
寺
使
い

の
く
る
前
に
来
て
い
る
と
い
う
。
流
し
の
方
で
カ
タ
コ
ト
音
が
す
れ
ば
女
で
あ
り
、
 

本
堂
の
方
で
音
が
す
れ
ば
男
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
誰
に
で
も
聞
こ
え
る
と
い
う

訳
で
は
な
く
、
庵
主
が
『
南
無
阿
弥
陀
仏
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
』
と
口
の
中
で
唱
え

れ
ば
、
静
か
に
な
っ
て
ゆ
く
。
 そ
れ
か
ら
暫
く
経
っ
て
か
ら
寺

へ
の
知
ら
せ
が
届
く

と
い
う
。）
 

香
典
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。
香
典
は
、
死
者
の
霊
前
に
香
を
供
え
る
た
め
の
金

銭
で
あ
る
が
、
昔
は
、
相
互
扶
助
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
。
今
で
も
そ
う
だ
が
、
 

貰
っ
た
分
の
金
額
は
返
す
（
そ
の
時
代
の
金
銭
の
値
い
を
換
算
し
て
）
。昔
は
、
貧
乏
 

、

1

,
 

!
 
 

」
 

・
 

、
 

葬
式
で
も
お
使
を

（
招
待）
し
て
、
使
い
を
受
け
た
者
は
二
升
の
酒
を
持
っ
て
ゆ
く
0
 

（
当時
の
清
酒
は
高
価
で
、
普
段
は
百
姓
の
ロ
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。）
そ
れ
ほ
ど
親

し
い
関
係
（
親
類
同
様
）
を
示
す
時
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
 

香
典
に
つ
い
て
、
も
う
ー
つ
こ
ん
な
こ
と
も
本
に
書
い
て
あ
っ
た
の
で
、
 次
に
記

す
。
 「仏
教
国
ビ
ル
マ
（
現
在
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
で
は
、少
な
く
と
も
戦
中
ま
で
は
、
 

と
ば
く
を
日
常
打
っ
て
は
い
け
な
い
が
、
人
が
亡
く
な
っ
た
時
に
限
り
許
可
さ
れ
た

の
だ
と
い
う
。
 （
通夜
の
晩
に
、
み
ん
な
寺
に
集
っ
て
き
て
、
本
堂
で
ご
開
張
と
な

り
、
寺
の
和
尚
が
横
座
に
座
り
、
参
会
者
か
ら
寺
銭
を
と
っ
て
仏
様
の
前
に
積
む
ん

で
す
。
 い
く
ら
集
っ
た
か
最
後
に
公
表
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
寺
銭
で
次
の
日
の
葬
式
、
 

さ
ら
に
法
要
の
予
算
を
立
て
る
わ
け
で
す
。）
廿
弘
前
・
正
伝
寺

・
長
谷
川
達
温
住
職
」
 

青
森
県
葬
儀
あ
れ
こ
れ
ー
よ
り
）
香
典
の
ル
ー
ツ
は
「
と
ば
く
」
で
あ
っ
た
と
は
意

外
で
あ
る
。
と
ば
く
開
張
の
胴
元
が
集
め
る
手
数
料
を

「寺
銭
」
と
い
う
の
も
、
こ

れ
で
ナ
ッ
ト
ク
。
 

今
度
は
薪
で
あ
る
。
折
角
親
類
縁
者
、
隣
り
近
所
か
ら
主
食

・
副
食
の
持
ち
寄
り

が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
煮
炊
き
す
る
に
必
要
な
薪
が
な
い
。
 人
が
大
勢
集
っ
て
、
御
 

ま
め
か
ら
 

馳
走
を
作
る
と
い
う
の
に
、
普
段
使
っ
て
い
る
豆
殻
ゃ
ワ
ラ
を
燃
す
の
で
は
、
あ
ま

り
に
も
能
が
な
い
。
 ば
か
り
で
は
な
く
、
間
に
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
 

ど
う
し
て
も
必
要
な
の
は
、
火
葬
す
る
時
の
薪
で
あ
る
。
親
戚
に
裕
福
で
気
前
の
良

い
方
で
も
居
て
、
薪
を
提
供
し
て
く
れ
れ
ば
一
番
良
い
のだ
が
、
な
か
な
か
そ
の
よ

う
な
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
 や
は
り
相
互
扶
助
に
頼
る
し
か
な
い
。
町
内
の
人
た
ち

は
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ー
三
本
づ
つ
の
薪
を
持
ち
寄
る
の
で
す
。
そ
れ
を
焼
場
へ
持
っ
て
行

く
量
を
別
に
し
て
、
手
伝
い
に
来
て
い
る
男
衆
が
、
か
ま
ど
に
入
れ
易
い
長
さ
に
切
っ

た
り
割
っ
た
り
す
る
。
 火
葬
用
に
す
る
程
集
ま
ら
な
い
時
に
は
、
若
者
が
ニ
ー
三
人

で
山
へ
薪
を
切
り
に
行
く
場
合
も
あ
る
。
葬
式
の
朝
ま
で
に
は
、
火
葬
用
の
薪
は
ち
ゃ
 

-15-- 	 一14ー 


