
し
か
し
大
人
に
は
体
に
し
み
込
ん
だ
歴
史
の
年
輪
は
簡
単
に
消
え
な
か
っ

た
。
 

つ
い
で
に
少
し
脇
道
に
迦
れ
る
が
、
確
か
昭
和
六
十
年
代
と
思
い
ま
す

が
、
そ
の
年
は
八
月
二
十
日
を
過
ぎ
て
も
稲
の
開
花
が
終
ら
な
い
。
た
ま

た
ま
田
圃
の
見
廻
り
に
来
て
い
た
隣
の
主
人

（
大
正
始
め
生
れ
）
に
、
今

年
の
稲
作
は
ど
う
も
う
ま
く
な
い
よ
う
だ
と
話
し
た
ら
、
い
や
ま
だ
大
丈

夫
だ
よ
、
今
年
は
九
月
に
閏
月
が
あ
る
か
ら
と
の
話
に
私
は
旧
暦
と
稲
作

と
は
、
ほ
と
ん
ど
関
係
な
い
と
思
っ
て
い
る
世
代
の
一
員
で
あ
る
か
ら
、
 

信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
気
憶
が
あ
り
、
な
ぜ
、
ど
う
し
て
の
疑
間

符
が
残
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
だ
が
隣
の
田
圃
の
主
人
に
と
っ
て
は
、
旧
暦

に
依
っ
て
生
き
て
き
た
、
頭
の
回
転
は
そ
れ
し
か
選
択
し
得
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
o
 そ
れ
は
ご
く
自
然
に
自
分
な
り
に
当
て
は
め
て
き
た
智
恵
の

披
露
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
 そ
の
年
の
出
来
秋
は
平
年
作

を
ち
ょ

っ
と
下
っ
た
程
度
で
し
た
。
 

◇
 
◇
 
◇
 
◇
 
◇
 
◇
 
◇
 

話
は
前
に
も
ど

る
が
、
昭
和
三
十
年
後
半
に
は
、

東
京
オ
リ
ソ
ピ
ッ
ク

が
開
催
さ
れ
、
農
家
の
機
械
化
が
進
み
、

そ
れ
に

つ
れ
て
、
オ
リ
ソ
ピ
ッ

ク
の
前
後
か
ら
出
稼
人
ロ
も
急
増
し
た
。
 出
稼
ぎ
が
急
増
し
た
こ
と
に
よ

り
、
盆
、
正
月
の
一
時
帰
郷
に
よ
る
関
係
か
ら
ご
く
自
然
に
新
暦
に
切
換

え
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
 そ
の
間
に
は
、
新
生
活
運
動
と
か
、
台
所
改
善
、
 

カ
ッ
チ
ャ
九
時
就
寝
運
動
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
新
し

い
構
図
が
計
ら
れ
、
も
う
そ
う
な
る
と
受
動
的
な
が
ら

旧
暦

は
だ
ん
だ
ん
と
忘
れ
ら

れ
、
今
日
で
は
生
活
の
な
か
か
ら
完
全
に
忘
れ
去
 

ぎ
り
明
る
い
と
云
え
う
る
の
で
あ
る
。
 一
日
、
二
日
で
も
晴
れ
て
あ
れ
ば

星
明
り
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
足
元
が
暗
く
闇
夜
で
あ
る
と
云
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
 

本
能
寺
の
変
と
云
わ
れ
る
原
因
に

つ
い
て
は
、
昔
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
説

が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
古
く
は
怨
恨
説
、
野
望
説
が
主
流
で
、
最
近
で
は

内
通
説
、
絶
望
説

と
と
な
え
て
い
る
人
も
い
る
。
怨
恨
説
、
野
望
説
は
史

料
的
に
は
信
愚
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
。
 

内
通
説
は
光
秀
が
朝
廷
と
手
を
組
ん
で
、
信
長
が
高
い
位
、
征
夷
大
将

軍
に
な
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
殺
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
有
力
な
説

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
 

こ
の
信
長
将
軍
任
官
と
と
も
に
、
秀
吉
に
追
い
越
さ
れ
る
不
安
と
焦
り

か
ら
、
何
ら
か
の
心
身
症
に
羅
っ
て
の
行
動
と
も
と
ら
れ
て
い
る
。
 

光
秀
の
三
日
天
下
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
光
秀
が
信
長
を
倒
す
、
秀

吉
が
備
中
高
松
城
を
水
攻
め
に
し
て
い
た
が
、
光
秀
の
密
書
を
も
っ
た
男

が
、
毛
利
方
の
小
早
川
購
影
に
届
け
る
べ
き
と
こ
ろ
、
間
違
っ
て
秀
吉
の

陣
内
に
ま
ぎ
れ
こ
み
捕
え
ら
れ
て
密
書
の
内
容
が
秀
吉
に
知
ら
れ
た
こ
と

が
光
秀
に
は
悲
劇
で
あ
っ
た
の
だ
o
 

歴
史
に
は
も
し
も
と
の
一la葉
は
許
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
密
書
が

小
早
川
方
に
員
直

に
届
い
て
い
れ
ば
、
日
本
の
歴
史
の
足
跡
が
違
っ
た
方

向
に
流
れ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
o
 

◇
 

◇
 

◇
 

◇
 

◇
 
◇
 

◇
 

赤
穂
浪
士
の
討
入
れ
は
、
五
万
石
の
城
主
、
浅
野
内
匠
頭
鳥
智
が
江
戸

城
内
の
松
の
大
廊
下
に

お
い
て
高
家
吉
良
上
野
裁
蛙

に
、
刀
を
抜
い
て
斬
 
 

ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
 

旧
暦
は
も
う
必
要
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
生
活
の
重
要
な
位
置
か
ら

は
、
は
じ
か
れ
て
も
付
録
な
が
ら
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
こ
こ
に
き
て
暦
に
つ
い
て
ー
つ
問
題
を
出
し

て
み
よ
う
。
 

◇
 
◇
 
◇
 
◇
 
◇
 
◇
 
◇
 

戦
国
時
代
の
こ
と
で
す
が
、
織
田
信
長
が
、
京
都
の
本
能
寺
に
お
い
て
、
 

家
臣
明
智
光
秀
の
謀
反
に
よ
っ

て
倒
さ
れ
た
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
 

六
月
一
日
の
夜
は
、
明
る
か
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
暗
か
っ

た
か
、
 ま
た
赤

穂
浪
士
が
、
吉
良
上
野
介
裁
魅

邸
に
討
入
れ
し
た
元
緑
十
五
年
（
一
七
〇

二
）
十
二
月
十
四
日
の
夜
は
、

明
る
か
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
暗
か
っ

た
か

と
問
わ
れ
れ
ぱ
、
昔
の
人
は
即
座
に
答
え
ら
れ
た
。
 

と
こ
ろ
が
今
の
人
は
ハ
テ
・
・
と
考
え
な
が
らそ
ん
な
こ
と
は
天
気

の
状

態
が
、
わ
か
ら
な
い
か
ぎ
り
答
え
よ
う
が
な
い
じ
ゃ

な
い
か
と
云
う
に

違

い
な
い
o
旧
暦
を
知
り
、
そ
れ
を
用
い
た
昔
の
人
に
し

て
み
れ
ば
、

こ
ん

な
簡
単
な
質
問
は
や
め

て
く
れ
、
馬
鹿
に
す
る
な
と
お
こ
る
か
も
し

れ
な
 

い
。
 

答
え
は
織
田
信
長
が
殺
さ
れ
た
晩
（
正
確
に

は
二
日
未
明
）
は
闇
夜
で

あ
る
。
 

ま
た
赤
穂
浪
士
の
討
入
れ
の
晩
は

雲
が
な
け
れ
ば
明
か
る
か
っ

た
。
 

旧
暦
は
月
の
満
ち
欠
け
を
も
と
に
し
た
も
の
だ
か
ら
、
 
一
日
、
ニ
日
の

夜
は
雲
が
あ
ろ
う
が
、
 な
か
ろ
う
が
闇
夜
で
三
日
目
で
や
っ
と
三
カ
月
と

云
わ
れ
る
月
が
、
視
界
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

ま
た
十
四
日
は
満
月
の
前
の
日
だ
か
ら
、
員
黒
な
雲
に
覆
わ
れ
な
い
か
 

り
つ
け
屑
間
な
ど
を
傷
つ
け
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
 

ち
な
み
に
高
家
と
は
江
戸
幕
府
の
職
名
の

ー
つ
で
、
室
町
時
代
以
来
の

武
家
の
名
門
が
任
じ
ら
れ
、
朝
廷
へ
の
使
節
ゃ
、
伊
勢
神
宮
、
日
光
東
照

宮
へ
の
代
参
、
並
び
に
勅
使
、
公
卿

（朝
廷
に
仕
え
た
上
級
貴
族
）
の
接

待
ゃ
、
儀
式
、
典
礼
を
管
掌
す
る
家
柄
で
、
吉
良
家
を
含
め
て
二
十
六
家

が
あ
る
。
 

義
央
は
こ
と
に
指
南
役
の
立
場
に
あ
り
、
高
慢
な
態
度
を
示
す
性
格
で

あ
っ
た
。
長
矩
が
恨
み
心
頭
に
達
し
た
所
業
と
は
云
え
、
殿
中
内
で
の
抜
 

は
っ
ど
 

刀
な
ど
は
と
ん
で
も
な
い
法
度
で
長
矩
に
は
即
日
切
腹
を
命
じ
、
義
央
に

は
罪
な
く
傷
の
養
生
に
つ
と
め
よ
と
達
せ
ら
れ
た
。
 

そ
の
日
の
夜
、
田
村
左
京
大
夫
の
邸
に
預
け
ら
れ
て
い
た
浅
野
内
匠
頭

長
矩
は
大
目
付
の
命
、
か
つ
検
死
の
も
と
に
庭
の
上
で
切
腹
し
た
。
 そ
の

あ
と
の
こ
と
は
浅
野
家
の
家
老
役
、
大
石
良
雄
の
行
動
は
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
通
り
で
、
そ
も
そ
も
の
発
端
は
勅
使
の
接
待
に
お
け
る
御
馳
走
役

の
こ
と
で
あ
る
が
、
根
は
も
っ
と
深
か
っ
た
。
 

戦
乱
の
時
代
は
終
り
、
良
い
役
職
に
つ
い
た
り
、
抜
擢
を
望
め
ば
当
然

賄
賂
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
出
世
競
争
を
勝
ち
抜
く
賄
賂
の
贈
り
 

ひ
だ
い
 

も
の
と
し
て
一
般
的
だ
っ
た
の
は
、
干
鯛
と
氷
砂
糖
だ
っ
た
と
い
う
o
 干

鯛
と
氷
砂
糖
が
特
に
貴
重
品
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
上
げ
底
に
し
た

箱
の
底
の
部
分
に
、
干
鯛
で
あ
れ
ば
、
 「
そ
の
下
に
小
判
が
入
っ
て
い
ま

す
」
ま
た
氷
砂
糖
で
あ
れ
ば

「
そ
の
下
に
白
銀
が
入
っ
て
い
ま
す

ョ
」
 
と

い
う
暗
号
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
 

浅
野
長
矩
が
、
接
待
役
の
指
導
に
あ
た
る
、
吉
良
義
央

へ
の
贈
り
物
の
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少
な
さ
ゃ
塩
の
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
世
相
は
、
犬
公

方
と
い
わ
れ
た
将
軍
綱
吉
、
そ
の
側
用
人
柳
沢
、
庶
民
の
絶
大
な

る
信
仰

を
集
め
て
い
る
護
持
院

の
大
僧
正
た
る
隆
光
ら
の
横
暴
と
悪
政
、
綱
吉
は

臣
下
の
私
邸
に
お
成
に
な
る
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
そ
の
夫
人
や
息
女
に

繋

し
た
り
、
家
来
の
妻
妾
に
手
を
出
し
た
り
と
い
う
こ
と
は
若
い
長
矩

に
は
小
藩
の
殿
様
と
は
云
え
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 

江
戸
市
民
に
は
、
幾
度
と
な
く
著
修
禁
止
の
令
を
出
し
な
が
ら
、
自
ら

は
栄
耀
栄
華
を
ほ
し

い
ま
ま
の
日
常
で
あ
る
か
ら
、
幕
府
の
財
政
は
窮
迫

し
、
そ
れ
を
凌
ぐ

に
貨
幣
改
悪
の
鋳
造
を
行
な
っ
た
。
 

そ
れ
は
今
ま
で
使
用
し
て
来
た
慶
長
小
判
（
純
金
の
割
合
が
八
割
五
分
）
 

と
元
緑
小
判
（
純
金
の
割
合
が
五
割
五
分
）
と
の
交
換
で
あ
る
。
交
換
レ

ー
 

ト
は
、
旧
貨

一
〇
〇
雨
に
た
い
し
て
、
新
貨

一
〇
一
雨
で
、
こ
の
党
換
率

は
だ
れ
が
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
幕
府
に
と
っ
て
は
約
三
割
の
儲
け
に
あ

た
る
。
 

長
矩
に
し

て
も
、
あ
れ
や
、
こ
れ
や
で
割
り
切
れ
な
い
屈
折
の
気
持
か

ら
恨
み
と
化
し

て
直
情
が
お
も
む
く
ま
ま
に
抜
刀
に
い
た
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
 

た
だ
吉
良
の
強
欲
う
ん
ぬ
ん
と
責
め
る
よ
り
も
、

浅
野
家
に
も
問
題
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
勅
使
接
待
は
前
に
も
一
度
あ
っ
た
の
だ
。
 そ
の
経

験
を
掘
り
起
こ
し

て
自
助
努
力
を
重
ね
た
ら
何
と
か
違
っ
た
結
果
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
 

と
こ
ろ
で
当
時
の

朝
廷
は
何
で
生
き
な
が
ら
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
 

ち
ょ

っ
と
不
思
議
に
思
っ
て
調
べ
て
み
た
ら
、
幕
府
か
ら
十
万
石
分
の
領
 
 

地
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
万
石
と
云
え
ば
ち
ょ
う
ど
津
軽
藩

の
石
高
と
似
て
い
て
朝
廷
と
云
え
ど

も
財
政
上
は
そ
ん
な
に
豊
か
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
。
 

◇
 
◇
 
◇
 
◇
 
◇
 
◇
 
◇

ど
う
も
脇
道
に
そ
れ
て
し
ま
っ
た
。
 

討
入
れ
の
日
は
旧
暦
の
十
二
月
十
四
日
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
旧
暦
は
新

暦
に
た
い
し
て
た
い
て
い
月
遅
れ
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
今
年
平
成
十
一

年
に
当
て
は
め
て
み
ま
す
と
、
旧
正
月
が
四
十
六
日
遅
れ
の
二
月
十
六
日

で
あ
る
o
 元
緑
十
五
年
十
二
月
一
日
に
な
ぞ
ら

い
て
み
れ
ば
、
大
の
月
が

ふ
た
月
続
い
た
と
し

て
、
討
入
れ
の
日
は
、
今
の
一
月
三
十
一
日
に
あ
た

る
o
新
暦
の
十
二
月
十
四
日
で
は
い
か
に
東
京
で
も
、
当
時
小
氷
河
期
に

あ
た
る
と
し
て
も
雪
は
降
ら
な
い
だ
ろ
う
。
 

今
の
子
供
達
は
陰
暦
十

二
月
十
四
日
で
雪
が
降
っ

て
い
た
と
、
ド
ラ
マ

で
見
て
い
て
も
旧
暦
そ
の
も
の
が
、

知
識
の
な
か
に
な
い
も
の
だ
か
ら
、
 

十
二
月
十
四
日
に
は
東
京
で
は

雪
は
降
ら
な
い
、

ウ
ソ
だ
 
と
観
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
o
今
の
一
月
末
頃
と
云
え
ば
東
京
で
も
降
雪
は
当
り
前

で
納
得
で
き
る
だ
。
 

◇
 
◇
 
◇
 
◇
 
◇
 
◇
 
◇
 

旧
暦
は
中
国
か
ら

輸
入
さ
れ
、
わ
が
国
で
改
良
さ
れ
、

こ
ち
ら
の
地
方

で
は
戦
後
ま
で
利
用
さ
れ
て
来
た
が
、
中
国
で
は
春
秋
時
代
（
紀
元
前
）
 

す
で
に
用
い
ら
れ
、
月
の
周
期
も
知
っ
て
い
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
 月
の

満
ち
欠
け
の
周
期
は
変
化
す
る
か
ら
、
新
月
の
日
が
旧
暦
の
一
日
に

な
る

よ
う
に
配
置
す
る
方
法
を
（
者
嬢
激

）
と
云
っ
て
、
太
陰
暦
で
は
新

月
が
 

一
日
ご
ろ
、
 上
弦
は
八
日
ご
ろ
、
満
月
は
十
五
日
ご
ろ
、
下
弦
は
二
十
一
一

日
ご
ろ
に
な
っ
て
い
る
。
 

だ
か
ら
昔
の
暦
で
は
、
月
が
三
カ
月
目
ご
ろ
か
ら
見
え
始
め
、
十
五
日

で
満
月
に
な
り
、
又
欠
け
て
い
き
月
の
終
り
に
は
見
え
な
く
な
る
。
そ
し

て
又
新
し
い
月
が
始
ま
る
。
こ
の
周
期
は

二
十
九
、
五
三
〇
八
九
日
で
ほ

ぼ
三
十
日
で
あ
る
。
 

旧
暦
は
大
の
月
（
三
十
日
）
小
の
月
（
二
十
九
日
）
を
交
互
に
入
れ
て
、
 

太
陽
暦
と
の
誤
差

（
一
年
で
約
十

一
日
、
三
年
で
三
十
三
日
）
は
郵
ず

と

し
て
数
年
ご
と
に
暦
に
入
れ
る
。
だ
か
ら
例
え
ば
普
通
の
月
の
五
月
と
閏

五
月
と
五
月
が
ふ
た
月
続
く
の
だ
。
 

◇
 

◇
 

◇
 

◇
 

◇
 

◇
 

◇
 

三
カ
月
目
で
始
め
て
私
達
の
肉
眼

で
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
十
五
日
で

満
月
に
な
る
o
こ
の
状
態
を

（
望
）
と
い
う
o
満
月
e
U
と
を
難
虞
と
い

う
の
は
こ
こ
か
ら
き
て
い
る
。
 

藤
原
道
長
が
権
勢
を

ほ
し
い
ま
ま
に
詠
ん
だ
歌
に

「
此
の
世
を
ば
我
が

世
と
ぞ
思
ふ
望
月
の
か
け
た
る
こ
と
も
無
し
と
思
へ
ば
」
の
望
月
だ
o
望

月
が
欠
け
る
こ
と
な
い
と
威
張
り

つ
く
し
て
も
、
自
然
界
は
そ
う
は
い
か

な
い
。
満
月
か
ら

月
は
段
々
と
欠
け
て
行
き
、
十
五
日
た
ち
と
完
全
に
見

え
な
く
な
る
o

こ
の
状
態
を
「
讐

と
い
う
o
こ
の
「
讐

を
み
そ
か
と

読
む
の
で
あ
る
。
 

晦
は

ー
カ
月
の
最
終
日
で
、
次
の
日
は

ー
カ
月
の
開
始
日
で

こ
れ
を
 

「
朔
」
 
とい
う
。
 月
の
終
り
が
晦
で
月
の
始
め
が
朔
（
一
日
）
と
覚
え
て

お
い
て
い
い
の
だ
o
 月
が
α
の
状
態
か
ら
、

上
弦
、
満
月
、
下
弦
、
そ
し
 
 

て
〇
に
も
ど
る
期
間
を
」
嫉
難
肥
と
呼
ぶ
の
だ
そ
う
で
あ
る
o
 

く
り
返
す
よ
う
だ
が
、
旧
暦
で
は
大
の
月
が
六
カ
月
で
三
〇
×
六
は
一

八
〇
日
、
小
の
月
六
カ
月
で
、
 二
十
九
×
六
は

一
七
四
日
で
合
せ
て
三
五

四
日
、
太
陽
年
に
く
ら
べ
十

一
日
も
短
か
く
、
月
の
名
称
と
季
節
と
は

一

致
し
な
い
。
 旧
暦
は

一
朔
望
月
が
十
二
回
あ
っ
て
一
年
に
な
る
。
 私
達
の

住
ん
で
い
る
地
球
は
三
六
五

・
二
四
二
二
日
で
太
陽
を

一
周
す
る
。
 太
陽

も
公
転
す
る
。
太
陽
が
公
転
す
る
道
は
黄
道
と
い
う
。
 

◇
 
◇
 
◇
 
◇
 

◇
 

◇
 

◇
」
 

や
や
こ
し
い
こ
と
は
や
め
に
し
て
、
月
の
満
ち
欠
け
は
ど
う
し
て
起
か

か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
太
陽
、
月
、
地
球
と
い
う
天
体
の
動
き
に
よ
っ

て
て
起
こ
る
の
だ
。
 

月
と
太
陽
が
、
地
球
か
ら
見
て
東
西
に
同
方
向
の
時
、
地
球
か
ら
は
月

が
見
え
な
い
。
こ
れ
が
朔
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
月
と
太
陽
が
南
北
に
同
方

向
、
つ
ま
り
太
陽
の
前
に
月
が
ふ
さ
が
れ
ば
ど
う
な
る
か
と
い
え
ぱ
日
食

が
起
こ
る
の
だ
。
だ
か
ら
日
食
は
必
ら
ず
朔
の
日
に
起
こ
る
。
 

旧
暦
は
定
朔
法
を
用
い
て
い
る
か
ら
朔
の
日
、
 一
日
に
起
こ
る
。
 逆
に

考
え
れ
ば
ど
こ
か
で
日
食
が
あ
る
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
何
月
か
は
わ
か
ら

な
い
が
旧
暦
の
一
日
な
の
で
あ
る
。
 

気
を
つ
け
て
い
た
ら
、
 一
昨
年
の
三
月
九
日
モ
ン
グ
ル
に
於
て
皆
既
日

食
が
起
き
日
本
か
ら
も
観
測
陣
が
出
勤
ル
ま
し
た
が
、
そ
の
日
も
旧
暦
の

一
日
で
あ
っ
た
。
 

ノ召
多
 

月
食
は
月
が
地
球
の
影
に
入
る
現
象
だ
か
ら
旧
暦
で
は
、
必
ず
望
の
日

に
起
こ
る
。
望
と
は
満
月
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
 一
日
に
月
食
が
起
き
、
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高
砂
ヤ
ー
と
 

の
が
た
り
 

秋
 

元
 
惣
之

進
 

ノ‘
 
＞
 

・
 
か
・
 

ソ
 
グ
 
「
琶
、
 

／
『
廿う
戸へ
、
ク
 
、
」

H
H
"U
 

、
 
ビ
 
ー
「
、
 

ノ
 
7
人
ノ
「
 
ー
 

満
月
（
十
五
日
）
に
日
食
が
象

と
い
う
こ
と
だ
o

だ
が
こ
う
書
い
て
く

る
と
毎
月
、
日
食
、
 月
食
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
実
は
そ
う

で
は
な
い
。
太
陽
の
通
る
黄
道
と
、
月
の
通
る
白
道
と
が
五
度
九
分
、
傾

い
て
い
る
た
め
で
、
黄
道
と
白
道
の
交
点
の
近
く
で
、
新
月
、
満
月
に
な

れ
ば
、
日
食
、
月
食
が
起
こ
る
そ
う
で
あ
る
。
 

た
だ
ひ
と
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
満
月
と
十
五
日
と
は

一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
念
頭
に
お
い
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
は
朔
は

定
朔
法
で
は
必
ら
ず
一
日
に
な
る
が
、
厳
密
に
云
え
ば
朔
に
な
る
こ
と
は

一
日
い
っ
ぱ
い
の
こ
と
で
な
く
瞬
時
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

」
、畦
の
う
ち
で
も
朔
に
な
る
現
象
は
瞬
時
の
こ
と
だ
か
ら
、
午
前
〇
時

三
十
秒
の
時
も
あ
れ
ぱ
、
午
後
十
一
時
五
十
九
分
に
朔
に
な
る
こ
と
も
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
 

西
暦
二
〇
〇
〇
年
、

っ
ま
り
来
年
の
仲
秋
の
名
月
、
旧
暦
八
月
十
五
日

は
残
私
か
が
ら
満
月
に
は
な
ら
な
い
o
 十
五
日
か
ら
二
日
遅
れ
て
満
月
に

な
る
そ
う
で
す
。
 朔
か
ら
望
ま
で
は
平
均
十
四
、
七
六
五
日
間
で
あ
り
、
 

実
際
は
こ
の
平
均
値
に
数
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
減
し
た
日
数
の
経
過
で
望
に

な
る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

廿
 
ま
 
と
 
め
 
廿
 

始
め
に
か
え
っ
て
潮
汐
の
こ
と
で
も
う
一
度
考
え
て
み
よ
う
。
 

万
有
引
力
の
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
の
人
が
知
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
文

字
ど
お
り
す
べ

て
の
物
体
の
間
に
働
く
引
力
で
あ
る
。
紅
灯
の
巷
に
咲
く

あ
や
し
げ
な
御
婦
人
の
引
力
に
敗
け
た
な
ん

て
い
う
、
う
そ
ぷ
く
人
も
あ

る
か
も
わ
か
ら

な
い
が
、
地
上
で
の
二
つ
の
物
体
に
働
く
引
力
は
、
非
常
 
 

に
小
さ
く
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
。
 

物
体
が
大
な
れ
ば
、
引
力
も
大
き

い
が
、
地
球
が
受
け
る
引
力
は
太
陽

と
月
が
主
だ
が
、
太
陽
の
半
径
は
地
球
の
一
〇
九
倍
、
月
の
半
径
の
四
〇

〇
倍
も
あ
り
ま
す
が
、
 太
陽
は
月
に
く
ら
べ
て
あ
ま
り
に
も
遠
い
た
め
、
 

引
力
が
弱
く
、
月
は
太
陽
に
比
べ
て
地
球
に
及
ぼ
す
力
は
ニ
、
 一
八
倍
あ

る
と
い
う
。
 

潮
の
干
満
の
起
潮
力
は
月
が
太
陽
よ
り
大
き
い
。
太
陽
と
月
が
東
西
に

同
方
向
に
あ
る
時
、
日
食
が
起
き
る
が
、
東
西
に
同
方
向
と
は
朔
で
あ
り
、
 

月
も
い
っ
ぱ
い
の
力
で
引
張
っ
て
い
る
の
に
月
の
後
か
ら
太
陽
も
引
張
っ

て
い
ま
し
か
ら
、
朔
の
日
、

つ
ま
り
旧
暦
一
日
に
大
潮
に
な
る
の

だ
。
南

北
に
同
方
向
に
な
れ
ば
望
に
な
る
が
、

こ
れ
も
朔
と
同
じ
理
由
で
大
潮
に

な
る
o
 だ
か
ら
海
へ
出
か
け
て
、
貝
藻
類
を
採
る
に
は
旧

暦
の
一
日
と
十

五
日
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
今
ま
で
の
こ
と
を
簡
単
に
ま
と

め
て
み
れ
ば
、
 

一
、
日
食
が
起
き
る
の
は
、
新
月
で
あ
り
、
朔
で
あ
り
旧

暦
の

一
日
で

あ
る
。
 

一
、
月
食
が
起
き

る
の
は
、
満
月
で
あ
り
、
望
で
あ
り
、

だ
い
た
い
旧

暦
の
十
五
日
で
あ
る
。
 

一
、
大
潮
に
な
る

の
は
新
月
で
あ
り
、
満
月
で
あ
り
、
旧
暦
の

一
日
で

あ
り
、
 だ
い
た
い
十
五
日
で
あ
る
。
 

以
上
を
も
っ
て
私
は
こ
れ
か
ら
は
旧
暦
も
大
事
に
と
り
扱
っ

て
行
き
た
 

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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見

合

い
か

ら
祝

言

ま
で
 

私
は
戦
后
間
も

な
く
、
親
戚
の
祝
言
の

「
宰
領

n
道
具
の
責
任
者
」
を

務
め
た
事
が
あ
る
の
で
、
見
合
か
ら
祝
言
ま
で
の
経
過
を
追
憶
し
な
が
ら

綴
っ

て
見
た
。
 

息
子
が

一
人
前
に
成
長
し
、
年
頃
に
な
る
と
親
は

「嫁
」
の
心
配
を
し

て
支
度
に
取
り
か
か
る
。
嫁
を
貰
っ
て
も
狭
い
家
で
は
新
婚
が
寝
る
「
寝

床

n
コ
ブ
」
 
を増
築
す
る
o
 

或
る
日
、
知
り
合
い
の
人
が
遊
び
に
来
て
嫁
話
と
な
り
、
父
母
は
息
子

に
嫁
を
世
話
し

て
く
れ
と
知
り
合
い
の
人
に
頼
む
が
、
知
り
合
い
の
人
は

嫁
貰
う
な
ら

「
親
」
貰
え
と
言
い
、
他
村
だ
が
某
家
に
良
い
嫁
が
有
り
両

親
は

「
賢
し
こ
い
し
廿
サ
カ
シ
イ
」
し
、
娘
も
結
麗
で

「
賢
し
こ
い
◇
什
 
 

サ
カ
シ
イ
」
 
し
、あ
そ
こ
の
娘
な
ら
良
い
と
決
め
付
け
て
世
話
人
は
貰
い

手
の
息
子
と
他
村
迄
「
デ
ク
デ
ク
」
と
娘
を
見
る
に
歩
い
て
行
く
が
、
当

時
は
自
転
車
も
珍
ら
し
く
村
に
も
数
台
よ
り
無
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
o
 

世
話
人
は
娘
の
父
母
に
お
前
達
の

「娘
コ
」
見
に
来
た
よ
と
言
う
。
愈
々
、
 

見
合
で
あ
る
が
娘
は

「
流
し
H
ミ
ン
ジ
ャ
ア

ー
」
 
の方
か
ら
お
茶
を
持
っ

て
く
る
が
娘
は
恥
か
し
い
か
ら
下
を
向
い
て
一
礼
し
て
顔
も
上
げ
ず
去
っ

て
行
く
。
双
方
共
、
顔
を
「
ツ
ラ
ッ
ト
」
見
る
だ
け
で

「
ハ
ッ
キ
リ
」
見

な
い
艦
、
見
合
は
終
る
が
一
寸

と
機
転
の

回
る
母
娘
は
障
子
紙
に
指
で

屍
「
ょ

だ
れ
【
ダ
液
」
を
着
け
て
穴
を
少
し
あ
け
静
か
に

「
ソ
ッ
ト
」
 

婿
の
顔
を
見
た
と
言
う
話
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
見
合
で
あ
る
が
婿
の
方

で
は
娘
を
欲
し
い
と
思
う
と
世
話
人
に
菓
子
箱
を
持
た
せ
て
見
合
の
娘
の

家
に
打
診
す
る
。
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n
 
決
 
め
 

酒
 
n
 

娘
の
親
は
簡
単
に
娘
を
く
れ
る
と
は
言
わ
な
い
。
娘
の
親
は
「
婿
の
村
」
 

に
「
コ
ッ
ソ
リ
」
 
と
行
き
、婿
の
近
所
の
家
に
婿
の
普
段
の
素
行
ゃ

「
マ

ギ
廿
血
統
」
財
産
、
生
活
の
度
合
い
な
ど
聞
く
が
教
え
た
家
で
婿
の
家
の

事
を
少
し
で
も
悪
く
言
っ
て
破
談
に
な
る
と
「
差
し
廿
サ
ス
」
 
入
れ
られ

た
と
言
っ
た
。
 

世
話
人
は
一
ー
二
回
で
縁
談
が
決
ま
ら
な
い
の
で
ニ
ー
三
回
も
娘
の
家

に
行
っ
て
法
羅
も
混
ぜ
混
ぜ
て
弁
を
振
う
が
、
世
話
人
に
持
た
せ
て
や
っ

た
箱
菓
子
は
娘
の
家
で
ま
だ
返
し
て
無
い
の
で
再
び
娘
の
家
に
行
き
、
世

話
人
は
今
日
は
天
気
も
良
い
し

「美
味
し
い
決
め
酒
を
呑
み
ま
せ
う
」
と

言
う
と
娘
の
親
は
「
シ
ブ
シ
ブ
」
返
事
を
し
て
「
決
め
酒
」
を
呑
み
、
双

方
共
、
談
笑
し
な
が
ら
結
納
の
日
取
り
な
ど
決
め
る
。
 

結
納
の
日
は
娘
の
家
で
は
ニ
ー
三
日
前
か
ら
、
お
膳
の
支
度
ゃ
ら
何
に

や
ら
で
忙
し
く
「
テ
ン
テ
コ
舞
い
」
で
あ
る
。
 

嫁
を
貰
っ
た
婿
の
家
で
も
数
日
前
か
ら

「
嫁
に掛
け
る
紋
付
や
ら
其
の

他
の
買
物
で
目
が
回
る
程
の
忙
し
さ
で
あ
る
。
 

結
 

n
 

愈
々
、
結
納
の
日
が
来
た
、
婿
側
の
方
で
も
朝
か
ら
忙
し
い
。
嫁
に
掛

け
る
品
物
や
其
の
他
の
物
を
落
度
な
く
荷
車
に
付
け
る
。
荷
車
に
は
世
話

人
や
父
母
、
樽
背
負
い
な
ど
が
乗
り
、
樽
に
は

「
ス
ル
メ
、
昆
布
」
が
付

け
ら
れ
酒
二
升
が
入
っ
て
居
る
。
 

荷
車
は
娘
の
家
に
着
き
結
納
品
を
荷
車
か
ら
下
し
て
家
の
中
で
結
納
品

を
開
い
て
並
べ
る
。
世
話
人
と
婿
側
の
父
母
は
一
礼
し
て
か
ら
「
横
座
」
 

に
座
っ
て
居
る
本
家
の
主
人
ら
し
い
人
に
目
録
を
渡
す
と
、
本
家
の
主
人

は
結
納
品
と
目
録
を
見
て
落
度
が
無
い
か
確
め
て
初
め
て
双
方
共
に
歓
談

し
て
居
る
が
娘
の
家
で
は
前
日
か
ら
用
意
し
て
あ
る
お
膳
と
お
酒
を
運
ん

で
く
る
o
 双
方
共
、
歓
談
中
に

「
結
婚
式
の
日
取
り
」
 
な
ど決
め
て
請
目

録
を
貰
っ
て
居
る
内
に
酔
が
回
り
時
間
が
来
た
の
で
仲
人
一
同
は
荷
車
に

乗
っ
て
帰
宅
す
る
。
 

n
 
道
具
付
け
 

H
 

愈
々
 
祝
言
の
日
が
来
た
。
祝
言
に
は
両
家
で
ニ
ー
三
日
前
か
ら
親
戚

や
隣
近
所
の
人
達
の
手
伝
人
で
忙
し
い
。
嫁
側
で
は
荷
車
に
箪
笥
、
長
持
、
 

其
の
他
の
道
具
を
積
む
。
道
具
付
け
に
は
「
宰
領
」
が
付
き
紋
付
、
袴
、
 

マ
ン
ト
姿
で
行
く
。
樽
背
負
、
馬
子
は
祥
天
に
豆
絞
り
の
手
拭
を
鉢
巻
き

姿
で
出
発
す
る
。
道
具
付
は
婿
側
の
家
に
着
く
と
婿
側
の
方
で
は
道
具
付

け
が
来
た
と
手
伝
人
の
若
物
達
が
道
具
を
家
の
中
に
入
れ
て
座
敷
の
中
に

飾
る
。
 

婿
方
の
亭
主
役
は
横
座
に
座
っ
て
居
る
。
道
具
付
け
の
 
「宰
領
」
は
姿

勢
を
正
し
て
「
末
広
」
を
前
に

一
礼
し
「
此
の度
は
ご
両
家
お
目
出
と
う

御
座
い
ま
す
」
と

一
礼
す
る
と
婿
側
の
亭
主
役
も
遠
い
所
ご
苦
労
様
で
し

た
と
言
い
交
す
。
亭
主
役
は
目
録
を
開
き
一
品
一
品
に
目
録
の
品
目
を
見

て
比
べ
終
る
と
「
宰
領
や
道
具
付
一
同
」
に
亭
主
役
は
「
サ
ア
ー
サ
ア
ー
」
 

ご

一
同
、
ら
く
に
鷺

を
か
い
て
と
談
笑
し
て
居
る
と
お
膳
が
配
ら
れ
祝
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宴
に
入
り
、
馬
子
達
は
泥
酔
し
て
唄
の
二
つ
三
つ
も
歌
っ
て
居
る
間
に
請

目
録
が
手
渡
さ
れ
道
具
付
け

一
同
は
蹄
り
支
度
を
し
て
出
口
に
出
る
と
 

「
タ
ッ
ハ
ン
廿
帰
り
ぎ
は
の
盃
」
 
一杯
と
勧
め
ら
れ
て
家
路
に
向
う
。
 

H
 
祝
 
言
 

n
 

娘
の
家
で
は
髪
結
い
が
嫁
の
出
発
の
為
に
化
粧
ゃ
ら
角
隠
し
に
夢
中
で
 

よ
う
や
 

一
生
に
一
度
の
晴
れ
姿
も
漸
く
整
い
終
っ
て
座
敷
の
真
中
に
嫁
と
仲
人
、
 

付
添
と
亭
主
役
が
案
内
し
て
座
ら
せ
其
の
後
に
親
戚
、
縁
者
の
お
客
様
を

座
ら
せ
て
祝
宴
に
入
り
酒
を
呑
み
交
す
。
お
客
様
は
次
第
に
ほ
ろ
酔
い
気

嫌
で
唄
や
踊
り
の
最
中
で
賑
わ
う
が

「
ぽ
つ
ぽ
つ
」
嫁
の
出
発
時
間
が
来

た
。
花
嫁
は
仲
人
の
妻
に
手
を
引
か
れ
荷
車
に
乗
る
が
花
嫁
一
同
は
両
親

や
皆
ん
な
に
見
送
ら
れ
出
発
す
る
。
昔
の
悪
か
っ
た
「
デ
コ
ポ
コ
」
の
道

路
を
荷
車
に
揺
ら
れ
な
が
ら
婿
側
の
村
近
く
ま
で
く
る
と
樽
背
い
は
荷
車

か
ら
降
り
て
大
き
い
声
で
「
嫁
行
く
で
ア
ー
」
と
声
高
ら
か
に
数
拾
回
も

叫
ぷ
と
嫁
を

「
ひ
と
目
」
見
よ
う
と
婦
女
子
等
が
嫁
の
乗
っ
た
荷
車
の
後

に
付
い
て
く
る
。
 

当
時
は
嫁
の
乗
っ
た
荷
車
と
、
嫁
の
道
具
付
の
蹄
り
の
荷
車
が
途
中
で

行
き
合
う
習
慣
が
あ
っ
た
。
婿
方
の
家
の
近
く
ま
で
花
嫁
の
荷
車
が
来
る

と
手
伝
の
若
者
が

ニ
ー
三
人
で
堤
灯
を
付
け
て

「
近
迎
え
に来
て
い
た
」
 

嫁
の
荷
車
が
婿
の
家
に
着
く
頃
は
薄
暗
く
な
っ
て
居
る
o
嫁
が
荷
車
か
ら

降
り
る
頃
は
隣
近
所
の
人
々
は
嫁
を
一
目
見
よ
う
と
大
勢
集
っ
て
居
る
の

が
当
時
の
光
景
で
あ
っ
た
o
 

嫁
は
仲
人
の
妻
に
手
を
引
か
れ
静
か
に
荷
車
か
ら
降
り
て
「
入
ロ
の
土
 
 

間

H
ト
ロ
ジ
」
 
で軽
く
盃
を
交
す
。
亭
主
役
の
合
図
で
配
膳
と
な
り
お
客

様
は
席
に
着
き
、
婿
と
嫁
は
座
敷
の
真
中
に
座
り
其
の
両
側
に
仲
人
夫
妻

と
付
添
が
座
る
。
其
の
後
、
男
蝶
雌
蝶
が
正
式
に
三
三
九
度
の
盃
を
く
み

か
わ
す
。
当
時
は
婿
と
嫁
の
お
酌
回
り
が
あ
り

「
添
い
婿
一
無
二
の
親
友
」
 

も
花
婿
に
添
い
て
お
客
さ
ま
一
人
一
人
に
お
酌
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
 

祝
宴
は
最
高
潮
に
な
り
、
唄
や
踊
り
各
自
の
芸

e
出
し
合
い
で
大
賑
わ

い
で
夜
の
拾
二
時
ま
で
も
騒
い
で
居
っ
た
。
 お
客
様
の
帰
り
に

は
当
時
 

「
代物
【
ス
ル
モ
ノ
廿
ウ
ン
ぺ
」
と
言
う
菓
子
が
あ
り
手
土
産
に
持
た
せ

た
。
 

祝
言
に
招
待
さ
れ
た
家
で
は
手
土
産
の
 「
ス
ル
モ
ノ
廿
ウ
ン
ぺ
菓
子
」
 

を
必
ず
親
戚
、
又
、
隣
家
に
分
け
て
持
っ
て
行
っ
た
。
 

当
時
は
祝
言
の
次
の
日
「
後
フ
キ
廿
二
日
目
の
祝
宴
」
 
と
言
って
婿
の

友
人
や
知
人
を
招
き
二
日
目
の
祝
宴
で
大
賑
わ
い
だ
っ
た
。
 

「
三
日
目」
 
は
親
戚
や
隣近
所
の
手
伝
人
の
 
「床
起
し
」
 
で唄
あ
り
踊
り

あ
り
隠
し
芸
、
取
っ
て
置
き
の
余
興
が
出
て
天
井
が
飛
ぷ
様
な
爆
笑
と
拍

手
で
賑
ぎ
わ
っ
た
。
当
時
の
祝
言
の
お
膳
は
多
少
の
肴

（
魚）
と
野
菜
料

理
に
「
ウ
ド
ソ
」
 
の
お汁
が
精
一
杯
の
ご
馳
走
で
濁
酒
の
澄
ん
だ
呑
み
物

だ
け
で
農
家
は
質
素
倹
約
を
し
た
。
其
れ
で
も
娯
楽
の
少
な
い
農
家
は
祝

言
は
最
大
の
喜
び
で
賑
わ
っ
た
。
 

戦
后
は
恋
愛
結
婚
が
大
流
行
だ
が
、
戦
前
迄
は
相
思
相
愛
の
恋
愛
結
婚

は
両
親
が
嫌
い
世
間
で
も
、
あ
そ
こ
の
息
子
は
好
き
連
れ
で
 「
好
き
連
れ

泣
き
連
れ
」
と
陰
で
悪
評
が
あ
っ
た
。
 又
、
昔
の
唄
に
も

「
二
度
と
惚
れ
 

タ
コ
ク
 
カ
ラ
ス
 

る
な
他
村
の
人
に
末
は
鳥
の
泣
き
別
れ
」
と
言
う
唄
が
あ
っ
た
。
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戦
前
、
戦
后
と
違
い
今
は
祝
言
の
式
場
で
も
高
級
「
ホ
テ
ル
」
 
で催
さ

れ
一
流
映
画
俳
優
か
大
臣
様
の
様
な
結
婚
式
で
華
麗
で
あ
る
。
 

町
当
局
は
式
場
を
無
駄
の
無
い
公
民
館
を
使
用
し
ま
し
ょ
う
と
叫
ん
で

い
る
が
、
反
面
、
今
度
は
夫
婦
二
人
で
招
待
さ
れ
る
「
ケ
ー
ス
」
が
あ
り

全
っ
た
く
無
駄
だ
と
思
う
。
 

ダ
 
ビ
 

茶
毘
（
火
葬
）
と
葬
儀
 

人
の
一
生
は
、
山
あ
り
、
谷
あ
り
、
重
荷
を
背
負
っ
て
喜
怒
哀
楽
の
人

生
を
歩
む
が
結
婚
は
人
生
の
墓
場
と
言
う
。
暮
し
て
行
く
先
は
長
い
が
暮

し
た
後
は
老
い
て
も
気
持
は
若
い
が
光
陰
矢
の
如
し

「
ア
ット
」
言
う
間

に
老
い
先
は
短
か
く
な
り
、
何
れ
此
の
世
か
ら
姿
を
消
す
が
、
戦
后
迄
の

茶
毘
（
火
葬
）
と
葬
儀
に
付
い
て
体
験
し
た
事
や
、
小
さ
い
頃
か
ら
仏
事

に
付
い
て
村
人
か
ら
ロ
伝
え
に
聞
い
た
話
を
綴
る
。
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

嘉
瀬
に
は
お
寺
が
仲
良
く
二
軒
並
ん
で
建
っ
て
居
る
。
私
の
家
は
、
お

寺
の
近
く
に
あ
っ
た
の
で

「
葬儀
「
ダ
ビ
」
が
あ
る
と
、
お
寺
の
僧
侶
の
 

ハ
ツ
 
か

ね
 

鳴
ら
す
大
き
な
「
飯
」
と
婆
様
達
が
鳴
ら
す
小
さ
な
鉦
が
遠
く
ま
で
聞
こ

え
る
の
で
す
ぐ
分
る
。
私
等
、
子
供
の
頃
は
他
家
の
不
幸
も
知
ら
ず
友
達

に
お
寺
で
鑑
が
鳴
っ
て
居
る
「
ダ
ミ
H
葬
式
」
 
が
ある
ん
だ
、
お
菓
子
を

貰
い
に
行
こ
う
と
友
達
を
誘
っ
て
行
く
と
「
ダ
ミ
n
葬
儀
」
 
を送
葬
し
て

居
る
親
戚
の
人
は
子
供
達
に
「
ダ
ミ
」
 
の
菓子
を
喰
べ
る
と
虫
歯
に
な
ら

な
い
と
言
っ
て
お
菓
子
を
く
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
 

私
等
、
子
供
の
頃
は
お
菓
子
は
普
段
あ
ま
り
喰
べ
ら
れ
な
か
っ
た
が
 

「
ダミ
」
 
の
お
菓
子
は
大
抵
が粉
菓
子
か
味
喰
パ
ソ
で
珍
ら
し
く
美
味
し

か
っ
た
。
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

私
達
が
小
さ
い
頃
は
茶
毘
（
火
葬
n
葬
式
）
を
「
ダ
ミ
」
と
言
っ
て
招

待
の
お
使
い
は
必
ず
二
人
で
出
掛
け
知
ら
せ
た
が
、
当
時
は
電
話
も
自
転

車
も
珍
ら
し
く
他
村
に
親
戚
が
あ
る
と
何
処
迄
も
二
人
で
歩
い
て
招
待
の

お
使
い
を
し
た
が
余
り
に
も
遠
い
親
戚
だ
と
電
報
で
知
ら
せ
た
。
 

仏
様
を
飾
る
当
時
の
祭
壇
は
普
通
の
家
で
は
「
机
」
の
様
な
物
を
ー
ッ

か
ニ
ッ
位
並
べ
た
至
っ
て
粗
末
で
質
素
な
物
で
し
た
。
昔
の
供
物
は
招
待

が
あ
っ
た
親
戚
で
も
箱
菓
子
と
線
香
、
其
の
上
に
僅
少
の
香
典
を
供
え
る

と
最
高
の
心
尽
し
で
あ
る
が
、
隣
近
所
や
友
人
等
は
葬
儀
の
家
に
「
豆
腐

の
五
上
ハ
丁
、
 又
、
 「
ハ
ル
サ
メ
」
 
「
ユ
バ」
 
「
コ
ソニ
ャ
ク
」
 
野
菜
類

を
伽
げ
る
と
最
高
の
心
尽
「
しで
あ
っ
た
o
 

当
時
は
「
仏
様
廿
死
者
」
の
両
側
に
「
四
（
死
）
花
」
に
金
色
と
白
色

の
蓮
華
の
造
花
が
あ
る
だ
け
の
塞
し
さ
で
庭
先
か
ら
採
っ
た
花
が
飾
ら
れ

て
居
る
位
で
あ
っ
た
。
 

仏
様
廿
死
者
を
棺
桶
に
入
れ
な
が
ら
和
尚
様
の
お
経
も
終
り
出
棺
け
掃

が
、
昔
は
棺
桶
に
仏
様
（
死
者
）
を
入
れ
て
さ
ら
に
棺
桶
（
死
渚
ト
を
興

を
前
後
に
四
人
で
担
ぎ
白
い
布
の
網
を
引
き
、
葬
列
者
が
村
の
道
角
を
曲

が
る
時
に
は
僧
侶
が
大
き
な
「
錦
」
を
鳴
ら
し
お
寺
に
着
く
と
「
ガ
ン
ド

グ
」
を
置
い
て
親
戚
や
招
待
さ
れ
た
人
達
は
「
興
n
ガ
ン
ド
グ
」
を
左
か

ら
三
回
H
廻
り
焼
香
を
す
る
。
婆
様
達
は
端
側
で
鉦
を
鳴
ら
し
て
念
仏
を
 

唱
え
て
居
る
が
哀
れ
で
悲
し
か
っ
た
。
お
寺
で
和
尚
様
の
お
経
も
終
り
 

「
知勢
場
」
 
に行
く
が
、
昔
は

「
綿」
を
積
ん
で
其
e
H
に
棺
桶
（
死
者
）
 

を
上
げ
て
火
葬
し
た
が
其
れ
以
前
は
土
葬
も
あ
っ
た
。
 

火
葬
場
ま
で
見
送
っ
た
人
達
は
蹄
っ
て
く
る
と
玄
関
先
き
に
手
を
洗
う

塩
水
と
木
の
炭
と
清
い
水
が
用
意
さ
れ
て
手
を
洗
う
習
慣
が
今
も
残
っ
て

居
る
。
法
事
は
次
の
日
に
行
な
わ
れ
、
お
膳
は

一
切
い
精
進
料
理
で
特
に

遺
族
は
親
か
子
が
亡
く
な
る
と
「
四
九
日
間
」
は
魚
介
類
は
一
切
い
喰
べ

ず
、
風
呂
に
も
入
ら
ず
、
散
髪
も
禁
じ
髭
も
剃
ら
ず
、
忌
明
け
ま
で
精
進
 

し
た
。
 

ダ
 
ビ
 

H
 

茶
毘
（
火
で
焼
く
）
 
n
 

時
代
の
流
れ
と
は
言
い
、
今
の

「
ダ
ミ
」
は
通
夜
の
祭
壇
を
見
て
も
高

債
な
生
花
の
花
輪
、
盛
篭
、
造
花
の
花
輪
、
回
転
灯
龍
、
金
ぴ
か
の
蝋
燭

台
、
其
の
他
の
供
物
が
あ
の
広
い
お
寺
の
本
堂
か
ら

一
杯
に
溢
れ
、
お
寺

の
庭
先
ま
で
も
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ
、
供
物
を
供
え
る
人
も
自
か
ら
義
理

か
見
栄
を
張
っ
て
居
る
と
思
う
が
ま
る
で

「
シ
ョ
ウ
」
の
様
で
、
偉
い
様

か
大
臣
の
 「
ダ
ミ
」
 
の様
な
豪
華
さ
で
あ
る
と
思
う
。
 

法
事
の
お
膳
を
見
て
も
、
昔
は
夢
に
も
思
わ
ぬ
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
肉

料
理
、
各
種
の
魚
介
類
、
其
の
他
の
皿
が
山
盛
り
に
飾
ら
れ
お
膳
か
ら
溢

れ
て
居
る
。
 呑
物
も
ビ
ー
ル
、
ウ
ィ
ス
キ
ー
、
清
酒
、
色
々
な
「
ジ
ュ

ー
 

ス
」
類
が
盛
沢
山
に
見
ら
れ
豪
華
そ
の
も
の
で
あ
る
。
 

又
、
和
尚
様
に
お
か
舟
を
上
げ
て
お
る
の
に
一
部
の
和
尚
様
は
人
の
不

孝
も

（特
に
若
い
人
や
長
期
入
院
で
死
亡
）
返
り
見
ず
、
自
ず
か
ら
肉
、
 
 

魚
介
類
、
鶏
の

「股
」
を
ロ
一
杯
に
噛
り
、
ビ
ー
ル
、
ウ
ィ
ス
キ
ー
な
ど

呑
ん
で
居
る
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
 

H
 

日
本
は
仏
教
国
で
あ
る
と
言
う
 
【
 

「
お盆
が
来
た
が
吾
が
親
こ
な
い
、
お
盆
の
r
I、、
ソ
ハ
ギ
」
吾
が
親
だ
。
 」
 

お
盆
に
は
仏
様
達
が
あ
の
世
か
ら
吾
が
家
に
く
る
と
言
う
が
、
お
盆
が
過

ぎ
る
と
、
又
、
あ
の
世
に
帰
っ
て
行
く
と
言
う
が
蹄
る
時
の
三
途
の
川
は

霊
で
一
杯
に
な
り
混
雑
ぶ
り
は
大
変
だ
と
思
う
。
仏
様
を
手
厚
く
す
る
の

が
日
本
人
の
特
徴
で
、
お
尚
様
に
高
い
お
金
を
上
げ
る
と
位
い
の
高
い
戒

名
が
付
け
て
貰
ら
え
る
と
言
う
が
矛
盾
し
て
居
る
と
思
う
。
 

特
に
高
い
お
金
を
出
し
て
和
尚
様
に
付
け
て
貰
う
「
戒
名
は
死
者
に
必

要
か
、
俗
名
で
も
良
い
が
大
居
士
、
居
士
、
信
士
と

「
ラ
ン
ク
廿
格
付
」
 

が
あ
る
が
「
戒
名
」
に
値
段
を
付
け
る
の
は
疑
間
で
あ
る
。
 

又
、
時
代
は
除
々
に
変
っ
て
居
る
が
、
今
、
大
抵
の
著
名
人
は
自
然
葬

の
ー
つ
と
し
て
遺
骨
を
細
か
く
砕
い
て
山
、
海
、
川
に
散
骨
し
て
居
り
会

葬
で
無
く
近
親
者
だ
け
で
葬
儀
を
す
る
と
新
聞
で
度
々
見
て
居
る
。
 

「
大
金
を
払
って
葬
式
を
し
た
後
、
唯
で
も
お
金
の
事
は
あ
ま
り
言
い
た

く
無
い
が
、
ま
た
も
や
一
回
忌
、
三
回
忌
、
何
回
忌
と
大
金
を
使
い
、
死

と
お
金
が
引
っ
付
い
て
い
る
。
墓
は
何
時
か
先
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
」
 

（
大
阪
女
子
大
、こ
め
や
 
ふ
み
子
）
 

「
お
寺さ
ん
い
の
サ
ー
ビ
ス
過
剰
を
嘆
い
て
居
る
が

「
只
の
サ
ー
ビ
ス
」
 

な
ら
良
い
が
、
高
々
の
お
金
さ
え
出
す
と
殿
様
級
の
院
殿
大
居
士
、
又
、
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