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ま
え
が
き

　

か
ざ
り
じ
ゃ
な
い
の
よ
日
本
は
。

　

引
き
算
に
余
白
で
祓
い
清
め
削
ぎ
落
と
し
デ
ト
ッ
ク
ス
し
尽
く
し
た
、
そ
う
い
う
も
の
こ
そ
が
日
本
的
な
美
だ
と

も
て
は
や
さ
れ
る
こ
と
に
、
ず
っ
と
居
心
地
悪
さ
を
覚
え
て
い
た
。
「
そ
ち
ら
」
の
日
本
も
確
か
に
あ
る
し
、
決
し

て
嫌
い
で
は
な
い
。
だ
が
そ
う
で
は
な
い
方
の
、
足
し
算
に
か
け
算
で
盛
っ
て
装
っ
て
注
ぎ
込
ん
だ
過
剰
な
美
麗
が

床
上
浸
水
し
て
い
る
よ
う
な
日
本
も
、
同
じ
く
ら
い
魅
力
的
だ
。

　

だ
が
な
ぜ
か
、
「
削
ぎ
落
と
す
」
方
が
美
意
識
と
し
て
よ
り
高
度
に
洗
練
さ
れ
、
「
盛
る
」
方
は
そ
う
で
も
な
い
、

と
い
う
扱
い
を
受
け
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
余
計
な
も
の
を
削
ぎ
落
と
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
も
の
や
こ
と
の
本
質
が
現

れ
、
か
ざ
り
は
む
し
ろ
そ
れ
を
隠
し
、
見
失
わ
せ
る
働
き
だ
か
ら
、
と
い
う
わ
け
だ
。
「
虚
飾
」
と
い
う
語
は
そ
の

端
的
な
表
現
だ
が
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
床
に
掛
け
た
一い
ち

重じ
ゅ

切う
ぎ
りの
竹
花
入
に
白
玉
椿
を
一
輪
挿
す
。
金
彩
の
施
さ
れ
た
重
厚
な
花
器
に
と
り
ど

り
の
花
を
溢
れ
ん
ば
か
り
に
生
け
る
。
あ
る
い
は
無
地
の
短
冊
へ
筆
の
赴
く
ま
ま
に
俳
諧
を
書
き
付
け
る
。
長
く
継

い
だ
料
紙
に
金
銀
の
砂す
な

子ご

を
薄
く
濃
く
撒
き
、
芒す
す
き、
萩
、
葛
、
菊
、
藤
袴
、
桔
梗
な
ど
秋
草
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
銀
泥

で
描
き
、
そ
の
上
を
揺
曳
す
る
よ
う
に
和
歌
を
紡
い
で
い
く
。

　

デ
ザ
イ
ン
で
も
花
生
け
で
も
実
際
に
や
っ
て
み
れ
ば
わ
か
る
が
、
闇
雲
に
削
ぎ
落
と
し
た
り
引
き
算
す
る
だ
け
な

ら
、
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
が
ア
イ
デ
ィ
ア
の
枯
渇
や
コ
ン
セ
プ
ト
の
不
在
で
は
な
く
、
こ
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れ
ぞ
洗
練
、
と
見
え
る
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
は
、
と
て
も
難
し
い
。
同
様
に
盛
っ
て
足
し
て
、
と
い
う
か

ざ
り
が
、
調
和
と
不
調
和
、
充
実
と
崩
壊
、
豊
饒
と
腐
敗
の
間
で
ギ
リ
ギ
リ
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
成
立
す
る
、

針
で
突
い
た
よ
う
な
一
点
を
見
出
す
の
も
、
途
方
も
な
く
難
易
度
が
高
い
。

　
「
か
ざ
り
じ
ゃ
な
い
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
目
を
逸
ら
す
こ
と
が
で
き
ず
、
心
を
惹
か
れ
て
き
た
「
か
ざ
る
」

こ
と
と
そ
の
秘
密
を
、
僅
か
な
り
と
も
垣
間
見
て
み
た
い
。
そ
ん
な
願
い
か
ら
、
か
ざ
り
を
つ
く
り
、
人
や
も
の
や

空
間
を
荘
厳
す
る
現
場
に
乗
り
込
み
、
日
々
か
ざ
り
に
奉
仕
す
る
方
々
を
取
材
し
て
つ
く
っ
た
の
が
本
書
だ
。

　

室
町
将
軍
た
ち
が
、
天
皇
を
筆
頭
と
す
る
客
を
饗
応
し
、
自
ら
の
威
光
と
富
を
見
せ
つ
け
る
た
め
に
膨
大
な
唐か
ら

物も
の

を
「
展
示
」
し
た
、
社
交
の
場
と
し
て
の
会か
い

所し
ょ

。
神
を
慰
め
、
も
て
な
す
た
め
に
、
一
二
カ
月
を
彩
る
草
花
を
紙
で

精
緻
に
再
現
し
、
神
前
に
ず
ら
り
と
並
べ
る
供き
ょ

花う
か

神し
ん

饌せ
ん

。
年
降
り
た
南
洋
の
樹
に
凝こ
ご

る
香
気
を
取
り
出
し
、
薫
ら
せ

れ
ば
た
ち
ま
ち
聖
な
る
空
間
を
顕
現
さ
せ
る
香
。
花
弁
に
宿
る
赤
色
を
揉
み
絞
り
、
精
製
を
繰
り
返
し
、
濃
縮
を
重

ね
る
こ
と
で
現
れ
る
、
緑
の
翳
さ
す
極
限
の
紅
。
グ
リ
ッ
ド
に
囲
ま
れ
た
光
の
中
、
俗
悪
ど
こ
ろ
か
抽
象
そ
の
も
の

で
あ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
「
ダ
イ
ヴ
」
し
た
か
の
よ
う
な
感
覚
を
も
た
ら
す
黄
金
の
茶
室
。
漆
の
黒
の
上
に
貝
片

を
載
せ
、
そ
の
干
渉
色
だ
け
を
オ
ー
ロ
ラ
の
よ
う
に
揺
ら
め
か
せ
る
螺
鈿
。
贈
答
の
品
が
そ
の
人
の
た
め
だ
け
に
、

ま
さ
に
い
ま
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
、
ま
っ
さ
ら
に
張
り
つ
め
た
和
紙
と
水
引
。

　

日
常
を
律
す
る
道
理
や
合
理
性
と
は
相
容
れ
な
い
熱
狂
や
畏
怖
を
喚
起
し
、
人
を
制
御
不
能
な
力
で
惹
き
つ
け
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
道
理
と
合
理
性
に
よ
っ
て
律
さ
れ
る
べ
き
社
会
を
揺
る
が
し
、
そ
の
枠
組
み
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
る
も

の
と
し
て
、
恐
れ
ら
れ
て
も
き
た
か
ざ
り
。
だ
が
い
た
ず
ら
に
忌
避
す
る
の
で
は
な
く
、
恐
怖
に
耐
え
つ
つ
そ
の
魅

力
に
も
う
一
度
目
を
凝
ら
し
た
時
、
何
が
見
え
る
の
か
。
あ
な
た
自
身
の
目
で
ぜ
ひ
、
確
か
め
て
ほ
し
い
。
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組
紐

は
じ
ま
り
の
紐

　

幅
に
し
て
わ
ず
か
一
〇―
一
五
ミ
リ
。
女
性
の
和
装
に
帯
締
が
占
め
る
面
積
は
ご
く
わ
ず
か
だ
が
、
着
物
、
帯
、

帯
揚
と
重
ね
て
い
き
、
帯
締
の
色
柄
が
ぴ
た
り
と
決
ま
っ
た
時
の
高
揚
感
と
い
っ
た
ら
な
い
。
画
竜
点
睛
と
い
う
が
、

ま
さ
に
見
開
い
た
瞳
か
ら
、
龍
の
長
大
な
身
体
に
風
を
巻
い
て
生
気
が
通
う
よ
う
に
、
装
う
者
の
指
先
ま
で
自
信
を

漲み
な
ぎら

せ
る
。
精
緻
に
組
み
上
げ
ら
れ
た
紐
ひ
と
筋
に
宿
る
力
は
、
侮
り
難
い
。

　

天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）四
月
九
日
、
龍
で
は
な
く
、
鎮
護
国
家
の
要
と
し
て
造
立
さ
れ
た
大
仏
の
開
眼
供
養
法

会
に
際
し
て
、
導
師
を
務
め
た
イ
ン
ド
人
僧
菩ぼ

提だ
い

僊せ
ん

那な

が
執
る
筆
に
は
、
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
縹は
な
だ色
の
縷る

が

つ
な
が
れ
た
。
聖
武
太
上
天
皇
以
下
法
会
に
参
列
し
た
人
々
は
そ
の
縷
を
手
に
、
大
仏
と
結け
ち

縁え
ん

を
果
た
し
た
と
い
う
。

衆
生
と
仏
と
を
結
ぶ
紐
は
ま
る
で
臍へ
そ

の
緒
の
よ
う
だ
が
、
細
く
長
く
柔
軟
で
、
も
の
を
結
び
留
め
る
糸
や
紐
が
、

『
古
事
記
』
や
『
万
葉
集
』
で
「
玉
（
魂
）の
緒
」
と
呼
ば
れ
、
生
命
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

あ
な
が
ち
こ
の
見
立
て
も
見
当
外
れ
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

1 組紐　はじまりの紐



　

神
の
宿
る
磐い
わ

座く
ら

を
そ
れ
と
示
す
た
め
に
掛
け
ら
れ
る
注し

連め

縄な
わ

、
天
岩
戸
の
前
で
踊
る
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
「
胸む
な

乳ち

を

か
き
い
で
裳も

緒ひ
も

を
陰ほ
と

に
押
し
垂
れ
」
た
姿
、
そ
し
て
楮こ
う
ぞや

樹
皮
の
繊
維
を
糸
状
に
割
き
、
束
ね
て
榊
に
か
け
た
幣ぬ
さ

。

人
と
神
仏
、
人
と
人
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
、
歴
史
の
は
じ
ま
り
か
ら
紐
は
存
在
感
を
示
し
て
き
た
。
糸
に
緒
、
縄
、

綱
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
、
形
態
、
素
材
、
機
能
を
持
つ
「
ひ
も
」
に
つ
い
て
、
詳
細
に
紐
解
い
て
い
こ
う
と
思

え
ば
、
こ
の
連
載
の
す
べ
て
を
費
や
し
た
と
こ
ろ
で
足
り
る
も
の
で
は
な
い
。
今
回
は
そ
の
わ
ず
か
一
条
、
組
紐
の

老
舗
と
し
て
知
ら
れ
る
「
有ゆ
う

職そ
く

組
紐　

道ど
う

明み
ょ
う」
の
仕
事
を
手
が
か
り
に
、
紐
と
は
何
か
、
そ
の
尽
き
ぬ
魅
力
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

　

紐
を
つ
く
り
だ
す
技
法
に
は
、
撚よ

る
、
編
む
、
織
る
、
絎く

け
る
（
縫
い
目
が
表
に
出
な
い
よ
う
に
縫
う
）な
ど
が
あ
る

が
、
今
回
取
り
上
げ
る
の
は
「
組
む
」
紐
だ
。
道
明
の
八
代
目
当
主
で
あ
っ
た
山
岡
一い
っ

晴せ
い

さ
ん
は
そ
の
定
義
を
、

「
繊
維
状
の
も
の
を
一
定
単
位
（
一
単
位
は
通
常
数
本
か
ら
数
十
本
の
練
り
糸
を
ま
と
め
た
も
の
を
い
う
）に
束
ね
、
三
単

位
以
上
を
も
っ
て
相
互
に
交
差
さ
せ
紐
に
し
た
も
の
」
で
「
条
毎
の
組
み
合
わ
せ
時
点
に
お
け
る
角
度
が
、
常
に
斜

め
に
交
差
す
る
こ
と
」（
松
本
包
夫
・
今
永
清
二
郎
『
日
本
の
美
術
三
〇
八
号　

組
紐
』
至
文
堂
、
一
九
九
二
年
）と
記
し
、

組
紐
・
組
物
学
会
監
修
『
組
紐
と
組
物

―
歴
史
・
用
途
・
制
作
方
法
・
原
材
料
』（
株
式
会
社
テ
ク
ス
ト
、
二
〇
一
一

年
）に
は
、
「
三
本
（
束
）以
上
の
糸
ま
た
は
繊
維
束
を
す
で
に
組
み
上
が
っ
て
い
る
方
向
と
は
逆
の
方
向
へ
斜
め
に
交

差
し
て
作
る
も
の
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

組
紐
の
構
造
を
文
字
の
み
で
説
明
す
る
の
は
至
難
の
業
だ
が
、
身
近
で
よ
り
想
像
し
や
す
い
織
物
の
場
合
、
経た
て

糸

緯よ
こ

糸
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
一
定
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
直
角
に
交
差
す
る
こ
と
で
固
定
さ
れ
、
織
り
上
げ
た
も
の
が
平
面
的
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に
な
る
こ
と
は
、
た
や
す
く
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
一
本
ま
た
は
数
本
の
糸
を
、
編
み
目
（
ル
ー
プ
）の
連
続
に
よ
っ

て
平
面
、
あ
る
い
は
円
筒
状
の
組
織
に
し
た
も
の
が
「
編
む
」
紐
と
な
る
。

　

い
っ
ぽ
う
組
紐
は
、
同
一
平
面
内
だ
け
で
な
く
、
上
下
に
複
数
の
層
に
わ
た
っ
て
糸
が
互
い
に
斜
め
に
交
差
す
る

こ
と
で
、
組
織
を
形
成
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
伸
縮
し
や
す
く
、
輪
切
り
に
し
て
断
面
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
、
立
体

物
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
る
で
心し
ん

柱ば
し
らを
軸
に
ト
ラ
ス
を
連
結
し
た
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の

鉄
骨
を
思
わ
せ
る
、
「
組
む
」
こ
と
で
し
か
実
現
で
き
な
い
、
い
っ
そ
建
築
的
と
呼
べ
る
よ
う
な
三
次
元
の
構
造
を
、

組
紐
は
備
え
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
技
法
か
ら
つ
く
ら
れ
る
も
の
を
、
織
物
、
編
物
と
同
様
に
、
組
物
と
呼
ぶ
。

　

構
造
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
組
物
は
ロ
ー
カ
ル
な
工
芸
で
は
な
く
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
技
術
に
変
わ
る
。
二

種
類
以
上
の
材
料
を
組
み
合
わ
せ
て
成
形
す
る
こ
と
で
、
単
独
の
素
材
で
は
持
ち
得
な
い
新
し
い
性
質
を
発
揮
す
る

材
料
を
、
「
複
合
材
料
」
と
い
う
。
複
合
材
料
に
は
構
造
用
と
非
構
造
用
と
が
あ
り
、
構
造
用
は
主
に
強
度
が
問
題

と
な
る
。
こ
う
し
た
構
造
用
複
合
材
料
の
中
で
、
近
年
急
速
に
用
途
を
拡
大
し
て
い
る
の
が
、
組
物
複
合
材
料
だ
。

　

こ
れ
は
組
物
を
強
化
形
態
に
し
た
複
合
材
料
で
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
炭
素
繊
維
な
ど
の
強
い
繊
維
を
組
み
合
わ
せ

る
。
組
物
構
造
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
利
点
が
あ
る
が
、
最
大
の
特
徴
は
す
べ
て
の
繊
維
が
連
続
し
て
切
れ
目
が
な
い
の

で
、
非
常
に
丈
夫
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
一
方
、
す
べ
て
の
糸
が
斜
め
に
交
差
し
て
い
る
た
め
、
蝶
結
び
の
よ
う

に
ワ
イ
ヤ
ー
な
ど
で
は
不
可
能
な
変
形
も
容
易
に
行
え
る
。
そ
し
て
複
雑
な
形
状
の
断
面
で
も
自
動
で
組
め
、
低
コ

ス
ト
で
製
品
を
供
給
で
き
る
。
ま
た
軽
く
て
耐
熱
、
耐
圧
性
に
優
れ
、
仮
に
破
断
し
て
も
繊
維
が
連
続
し
て
い
る
た

め
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
た
組
物
の
複
合
材
料
は
宇
宙
惑
星
探
査
機
か
ら
自
動
車
部

品
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
、
義
肢
な
ど
広
範
な
領
域
で
実
用
化
さ
れ
、
世
界
中
で
研
究
・
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
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ご
く
簡
単
な
組
紐
の
痕
跡
は
、
縄
文
土
器
の
回
転
圧
痕
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
古
墳
時
代
に
は
刀
や
そ
の
鞘さ
や

に
付
随
す
る
形
で
、
断
片
的
な
が
ら
組
紐
の
実
物
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
基
礎
的
な
技
術
を
下
地
に
、
仏

教
の
伝
来
以
降
、
よ
り
進
ん
だ
大
陸
の
技
術
と
意
匠
が
列
島
へ
と
流
れ
込
ん
だ
。
そ
の
絢
爛
た
る
精
華
は
、
法
隆
寺
、

そ
し
て
正
倉
院
に
、
服
飾
用
の
帯
、
武
具
・
馬
具
の
紐
、
調
度
の
紐
、
宗
教
用
具
の
紐
や
芸
能
用
具
の
紐
と
し
て
、

今
日
ま
で
伝
世
し
て
い
る
。

　

続
く
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
組
紐
の
文
化⊖

技
術
と
意
匠
は
爛
熟
を
迎
え
る
。
遺
品
と
し
て
伝

存
す
る
も
の
は
平
安
時
代
後
期
以
降
に
限
ら
れ
る
が
、
神
護
寺
に
伝
わ
っ
た
一い
っ

切さ
い

経き
ょ
うを

包
む
経き
ょ

帙う
ち
つの

紐
、
嚴
島
神
社

に
施
入
さ
れ
た
《
平
家
納
経
》を
巻
き
止
め
る
紐
、
四
天
王
寺
に
伝
わ
る
懸か
け

守ま
も
りの

紐
、
西
大
寺
の
釈
迦
如
来
立
像
の
頭

部
に
納
入
さ
れ
た
紐
、
そ
し
て
御み

嶽た
け

神
社
に
奉
納
さ
れ
た
鎧よ
ろ
いの

礼さ
ね

を
威お
ど

す
紐
な
ど
、
目
的
と
用
途
に
応
じ
た
組
み
技

法
が
案
出
さ
れ
、
時
代
が
要
請
す
る
美
意
識
に
適
っ
た
、
典
雅
な
色
柄
が
表
現
さ
れ
た
。

　

室
町
時
代
は
、
公
家
が
力
を
失
い
、
戦
い
の
形
態
が
変
化
し
て
甲
冑
が
簡
素
化
し
た
こ
と
な
ど
が
重
な
っ
て
、
組

織
の
高
度
化
や
後
に
残
る
名
品
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
組
紐
の
利
用
が
公
家
・
武
家
だ
け
で
は
な
く
、

経
済
力
を
つ
け
て
き
た
庶
民
へ
も
広
が
っ
て
い
く
。
近
世
に
入
る
と
組
紐
の
利
用
は
い
っ
そ
う
拡
大
し
、
ま
た
用
途

も
多
様
化
す
る
。
そ
れ
ま
で
秘
伝
だ
っ
た
技
法
を
記
録
し
た
解
説
書
が
つ
く
ら
れ
、
産
地
も
増
え
て
い
っ
た
。

　

上
野
・
池い
け

之の

端は
た

の
一
角
に
店
を
構
え
る
「
有
職
組
紐　

道
明
」
が
創
業
し
た
の
も
江
戸
時
代
、
承
応
元
年
（
一
六

五
二
）と
伝
わ
る
。
一
八
世
紀
半
ば
頃
の
当
主
が
道
明
新
兵
衛
を
名
乗
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
代
表
取
締
役
社
長
を
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務
め
る
道
明
葵き

一い
ち

郎ろ
う

さ
ん
で
一
〇
代
目
を
数
え
る
（
八
代
目
以
降
は
新
兵
衛
の
名
を
襲
名
せ
ず
、
実
名
を
名
乗
る
）
。

　

い
ま
道
明
が
販
売
し
て
い
る
組
紐
は
、
女
性
用
の
帯
締
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
江
戸
時
代
に
用
い
ら
れ
て
い
た
組
紐

は
、
刀
の
柄つ
か

に
巻
く
柄
糸
、
あ
る
い
は
刀
の
下
げ
緒
と
し
て
の
需
要
が
大
半
で
、
基
本
的
に
男
性
、
そ
れ
も
武
士
の

装
身
具
だ
っ
た
。
組
紐
専
門
の
職
人
は
当
然
い
た
が
、
武
士
の
間
で
も
自
ら
が
身
に
ま
と
う
も
の
、
そ
れ
も
刀
に
関

わ
る
工
芸
と
し
て
、
組
紐
の
色
柄
や
構
造
の
研
究
が
行
わ
れ
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
は
、
経
済
的
に
困
窮
す
る
下

級
武
士
が
、
内
職
と
し
て
手
が
け
る
事
例
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

と
こ
ろ
が
明
治
維
新
後
、
廃
刀
令
で
刀
関
連
の
需
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
帯
締
を
使
う
タ
イ
プ
の
帯
結
び
が
普

及
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
道
明
の
取
り
扱
い
も
帯
締
が
主
へ
と
逆
転
す
る
。
で
は
帯
締
は
い
つ
頃
か
ら
つ
く
り
始
め

た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
起
こ
っ
た
帯
の
変
化
と
関
係
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
日
本
人
の
服
飾
の
実
態
が
、
埴
輪
な
ど
の
遺
物
か
ら
明
ら
か
に
な
り
始
め
る
の
は
、
古
墳
時
代
以
降
に

限
ら
れ
る
。
当
初
は
楮
の
よ
う
な
樹
皮
繊
維
、
あ
る
い
は
麻
な
ど
を
用
い
、
や
が
て
中
国
文
化
の
影
響
を
受
け
て
、

絹
を
組
ん
だ
紐
や
織
っ
た
帯
、
革
帯
な
ど
が
登
場
す
る
。
五
セ
ン
チ
く
ら
い
ま
で
の
幅
の
狭
い
も
の
が
中
心
だ
っ
た

が
、
近
世
に
入
っ
て
身
分
や
男
女
に
関
わ
り
な
く
小
袖
が
普
及
し
、
帯
が
衣
服
の
表
へ
出
る
よ
う
に
な
る
と
、
帯
の

装
飾
的
な
役
割
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
迎
え
た
江
戸
時
代
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
遊
女
、
歌
舞
伎
役
者
、
芸
妓
た
ち
の
装
い
か
ら
帯

の
幅
は
広
が
り
、
長
さ
を
増
し
、
年
齢
や
社
会
的
立
場
に
応
じ
た
結
び
方
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
増
え
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
丈
が
長
く
、
幅
が
広
く
、
結
び
方
も
複
雑
に
な
っ
た
帯
が
解
け
た
り
、
崩
れ
た
り
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、

帯
揚
や
帯
締
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。
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巷
間
言
わ
れ
る
契
機
は
、
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
、
亀
戸
天
神
の
太
鼓
橋
が
落
成
し
た
折
、
渡
り
初
め
に
来
た

深
川
の
芸
者
衆
が
結
ん
で
い
た
新
し
い
帯
の
か
た
ち
が
、
太
鼓
（
あ
る
い
は
太
鼓
橋
）の
よ
う
に
見
え
た
こ
と
だ
と
い

う
。
そ
れ
か
ら
「
太
鼓
結
び
」
は
江
戸
で
大
流
行
す
る
の
だ
が
、
こ
の
結
び
余
り
を
紐
で
押
さ
え
る
よ
う
に
し
た
の

が
帯
締
の
始
ま
り
と
す
る
説
。
実
際
、
文
化
・
文
政
時
代
（
一
八
〇
四―

一
八
三
〇
年
）の
浮
世
絵
に
は
既
に
、
帯
締

や
帯
留
を
身
に
つ
け
た
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
長
崎
巌
『
日
本
の
美
術
五
一
四
号　

帯
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
。
明
治
、
大
正
以
降
は
、
現
代
に
至
る
ま
で
「
お
太
鼓
」
と
呼
ば
れ
る
太
鼓
結
び
が
帯

結
び
の
主
役
の
座
を
譲
る
こ
と
は
な
く
、
帯
締
も
ま
た
必
須
の
小
物
と
し
て
、
必
要
と
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　

さ
て
、
道
明
の
歴
史
に
戻
ろ
う
。
幕
末―

明
治
時
代
に
当
主
を
務
め
た
五
代
目
は
岡
倉
天
心
ら
と
交
流
を
持
ち
、

嚴
島
神
社
に
残
る
《
平
家
納
経
》の
紐
の
復
元
な
ど
も
行
っ
た
。
六
代
目
以
降
、
廃
仏
毀
釈
の
嵐
に
よ
っ
て
被
害
を
蒙

っ
た
仏
教
美
術
の
保
護
や
研
究
、
新
興
の
富
豪
ら
が
蒐
集
し
た
古
美
術
品
の
再
生
の
た
め
に
、
正
倉
院
や
法
隆
寺
に

残
る
紐
の
復
元
を
数
多
く
手
が
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
組
紐
の
歴
史
を
ま
と
め
た
名
著
『
ひ
も
』（
学
生
社
、
一

九
六
三
年
）を
残
し
た
学
究
肌
の
七
代
目
、
名
だ
た
る
歴
史
的
組
紐
の
復
元
模
造
を
総そ
う

浚ざ
ら

い
し
た
八
代
目
、
数
学
の

博
士
号
を
持
ち
、
新
し
い
構
造
の
考
案
を
得
意
と
し
た
九
代
目
、
そ
し
て
一
級
建
築
士
と
し
て
事
務
所
を
構
え
て
か

ら
、
急
遽
方
向
転
換
し
て
道
明
へ
入
社
し
、
一
〇
代
目
を
継
い
だ
現
当
主
の
葵
一
郎
さ
ん
へ
と
至
る
。

　

歴
史
的
組
紐
の
復
元
を
通
じ
て
学
ん
だ
技
術
と
意
匠
を
元
に
、
現
在
も
店
頭
に
並
ぶ
帯
締
の
定
番
柄
は
約
五
〇
〇

種
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
間
五
〇
種
近
い
新
作
を
発
表
し
続
け
、
そ
の
中
か
ら
定
番
入
り
を
果
た
す
の
は
、
わ
ず

か
に
三
、四
種
類
。
他
に
類
の
な
い
商
品
の
独
自
性
、
そ
し
て
質
の
高
さ
が
、
「
い
つ
か
は
道
明
」
「
締
め
れ
ば
違
い

が
わ
か
る
」
と
い
う
声
望
を
、
現
在
に
至
る
ま
で
保
ち
続
け
て
い
る
。
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こ
う
し
た
老
舗
は
世
の
浮
沈
と
は
関
わ
り
な
く
、
堅
い
商
い
を
続
け
て
き
た
の
か
と
思
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
、

と
当
代
は
首
を
振
る
。
そ
も
そ
も
上
野
の
あ
た
り
は
、
江
戸
時
代
か
ら
繰
り
返
し
火
災
に
遭
っ
て
き
た
地
域
。
近
い

と
こ
ろ
か
ら
数
え
て
も
、
戊
辰
戦
争
で
焼
け
、
関
東
大
震
災
で
焼
け
、
東
京
大
空
襲
で
焼
け
、
と
店
の
焼
失
を
繰
り

返
し
て
き
た
た
め
、
代
々
伝
わ
る
文
書
な
ど
は
一
切
な
く
、
資
料
類
は
す
べ
て
戦
後
に
収
集
し
て
き
た
も
の
だ
と
い

う
。
二
〇
一
六
年
、
手
狭
に
な
っ
た
木
造
二
階
建
て
の
本
店
を
、
葵
一
郎
さ
ん
の
設
計
で
五
階
建
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
に
建
て
替
え
た
の
が
、
道
明
始
ま
っ
て
以
来
と
な
る
、
火
災
を
理
由
と
し
な
い
新
築
と
な
っ
た
。

　
「
幸
い
、
大
き
な
機
械
を
必
要
と
す
る
仕
事
で
は
な
い
の
で
、
人
と
技
術
さ
え
残
っ
て
い
れ
ば
、
焼
け
跡
か
ら
で

も
事
業
は
再
開
で
き
る
。
そ
れ
で
何
と
か
続
け
る
こ
と
が
で
き
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」（
葵
一
郎
さ
ん
）

　

製
造
量
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
の
は
、
高
度
経
済
成
長
か
ら
バ
ブ
ル
期
に
か
け
て
で
、
現
在
の
五
、六
倍
は
つ
く
っ

て
い
た
。
進
物
や
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
用
に
と
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
、
お
客
が
店
の
外
に
長
い
列
を
つ
く
っ
た
、
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
が
バ
ブ
ル
崩
壊
で
景
気
の
底
が
抜
け
た
。
矢
野
経
済
研
究
所
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
呉
服
小
売
市
場
全
体
で

の
出
荷
額
の
ピ
ー
ク
は
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
）で
、
約
一
兆
八
〇
〇
〇
億
円
、
二
〇
一
六
年
に
は
二
七
八
五
億
円

と
六
分
の
一
ま
で
縮
小
し
て
い
る
。
道
明
で
も
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
を
経
て
社
員
は
高
齢
化
し
、
人
数
も
減
っ
た
。

売
り
上
げ
が
減
る
以
上
に
人
手
が
足
り
ず
、
商
品
が
慢
性
的
に
不
足
す
る
事
態
に
。
葵
一
郎
さ
ん
も
自
ら
の
建
築
事

務
所
の
仕
事
を
週
に
四
日
、
二
日
を
道
明
で
の
糸
染
め
の
仕
事
に
充
て
て
い
た
。
そ
れ
で
も
自
身
が
社
長
に
な
る
と

は
考
え
も
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
い
よ
い
よ
手
が
足
り
な
い
と
い
う
の
で
、
二
〇
一
二
年
に
入
社
。
間
も
な
く
九
代

目
を
務
め
て
い
た
従
兄
か
ら
、
重
い
バ
ト
ン
を
渡
さ
れ
た
。

　

社
長
就
任
後
す
ぐ
に
新
し
い
社
員
を
募
集
し
、
工
芸
高
校
や
服
飾
系
大
学
の
テ
キ
ス
タ
イ
ル
専
攻
か
ら
採
用
を
進
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め
、
六
〇
歳
代
に
達
し
て
い
た
社
員
の
平
均
年
齢
は
、
み
る
み
る
う
ち
に
四
〇
歳
ま
で
若
返
っ
た
。

　
「
こ
の
道
五
〇
年
、
と
聞
け
ば
す
ご
そ
う
に
思
え
る
の
で
す
が
、
今
日
染
め
場
に
い
る
、
工
芸
高
校
出
身
の
二
五

歳
の
社
員
は
、
草
木
染
め
ま
で
マ
ス
タ
ー
し
、
通
常
商
品
用
の
酸
性
染
料
に
よ
る
染
め
も
、
非
常
に
的
確
に
行
っ
て

い
ま
す
。
経
験
は
確
か
に
大
事
で
す
が
、
取
り
組
む
姿
勢
や
ロ
ジ
ッ
ク
を
自
分
で
考
え
て
い
く
こ
と
で
、
仕
事
の
精

度
は
十
分
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
」（
同
）

　

同
時
に
、
経
験
を
重
ね
、
集
中
力
の
あ
る
高
齢
の
社
員
（
元
職
人
）も
大
切
に
し
て
い
る
。
現
在
社
員
の
定
年
は
七

〇
歳
だ
が
、
希
望
が
あ
れ
ば
喜
ん
で
再
雇
用
に
応
じ
て
お
り
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
は
九
〇
歳
を
超
え
る
従
業
員
も
い

た
。
こ
の
、
年
齢
も
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
さ
ま
ざ
ま
な
社
員
た
ち
は
、
商
品
企
画
や
営
業
、
教
室
運
営
な
ど
の
職

種
に
分
け
て
配
属
は
さ
れ
る
が
、
実
は
全
員
が
ひ
と
と
お
り
の
紐
を
組
む
、
染
め
る
、
と
い
っ
た
工
程
を
マ
ス
タ
ー

し
た
、
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
。
言
っ
て
み
れ
ば
全
員
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
交
換
が
可
能
な
、
野
球
チ
ー
ム
の
よ
う
な
も
の
だ
。

一
方
、
抱
え
の
職
人
は
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
、
群
馬
県
に
あ
る
工
場
を
中
心
に
働
い
て
い
る
。
多
様
な
組
み
方

を
マ
ス
タ
ー
し
よ
う
と
す
れ
ば
時
間
が
か
か
る
が
、
職
人
は
一
人
が
一
種
の
組
み
だ
け
を
集
中
し
て
手
が
け
る
。
だ

か
ら
技
術
の
習
得
に
何
十
年
も
か
け
る
こ
と
な
く
、
半
年
も
あ
れ
ば
そ
れ
な
り
の
も
の
が
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
道
明
の
内
部
を
知
る
ほ
ど
、
伝
統
工
芸
や
職
人
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
に
対
す
る
先
入
観

が
、
音
を
た
て
て
崩
れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
、
道
明
の
組
紐
そ
の
も
の
が
、
目
が
覚
め
る
ほ
ど
清
新
な
感

覚
で
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
和
漢
の
境
を
ま
ぎ
ら
か
す
、
と
は
わ
び
茶
の
祖
・
珠し
ゅ

光こ
う

の
言
葉

だ
が
、
一
見
デ
ザ
イ
ン
的
な
自
由
度
の
極
め
て
低
そ
う
な
組
紐
の
上
で
、
和
洋
の
境
が
見
事
に
紛
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

た
と
え
ば
印
象
派
の
絵
画
は
、
絵
の
具
を
パ
レ
ッ
ト
上
で
混
色
す
る
の
で
は
な
く
、
キ
ャ
ン
バ
ス
に
複
数
の
色
点
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を
置
い
て
い
く
こ
と
で
、
濁
り
の
な
い
、
輝
く
よ
う
な
風
景
を
描
き
出
し
た
。
こ
う
し
た
絵
画
の
あ
り
方
そ
の
も
の

を
テ
ー
マ
に
し
た
組
紐
で
は
、
小
さ
な
組
目
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
ド
ッ
ト
の
よ
う
に
捉
え
、
そ
こ
に
現
れ
る
色
を
厳

密
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
光
の
粒
子
が
集
ま
る
黄
金
の
輪
の
よ
う
な
紐
を
表
現
し
て
い
る
。

　

あ
る
い
は
よ
り
具
体
的
に
、
《
貴
婦
人
と
一
角
獣
》（
一
五
世
紀
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
ク
リ
ュ
ニ
ー
中
世
美
術
館
蔵
）の
六

枚
連
作
と
な
っ
た
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
が
テ
ー
マ
の
組
紐
も
あ
る
。
む
ろ
ん
モ
チ
ー
フ
を
そ
の
ま
ま
写
す
の
で
は
な
い
。

基
調
色
で
あ
る
赤
と
紺
、
そ
し
て
モ
チ
ー
フ
の
背
後
に
舞
い
散
る
千
花
模
様
（
ミ
ル
・
フ
ル
ー
ル
）を
、
段
染
め
と
柄

染
め
、
高こ
う

麗ら
い

組ぐ
み

と
御み

岳た
け

組ぐ
み

と
い
う
、
色
と
組
で
抽
象
的
に
表
現
し
て
い
る
の
だ
。
復
元
を
先
々
代
、
構
造
を
先
代
が

突
き
詰
め
た
後
を
受
け
継
い
だ
自
分
の
役
目
は
、
同
じ
テ
ー
マ
で
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
こ
と
で
は
な
く
、
広
げ
て
い

く
こ
と
、
と
葵
一
郎
さ
ん
は
言
う
。

　
「
や
は
り
海
外
に
ど
う
普
及
さ
せ
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
売
り
上
げ
は
ま
だ
ま
だ
で

す
が
、
洋
装
向
け
の
ネ
ク
タ
イ
や
ア
ク
セ
サ
リ
ー
な
ど
、
新
し
い
商
品
の
開
発
も
進
め
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
こ
れ
ら

の
和
装
と
洋
装
が
両
輪
と
な
っ
て
進
ん
で
い
く
よ
う
な
体
制
を
つ
く
り
た
い
。
道
明
は
帯
締
屋
で
は
な
く
組
紐
店
で

す
か
ら
、
組
紐
の
技
術
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
何
で
も
あ
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
神
楽
坂
に
組
紐
教

室
の
新
し
い
拠
点
を
つ
く
る
予
定
で
す
。
展
示
や
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
を
通
じ
て
、
多
く
の
方
に
組
紐
文
化
を
知

っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
努
め
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
組
紐
を
使
っ
て
何
を
つ
く
る
べ
き
な
の
か
、
あ
ら
た
め
て
考
え
直

し
た
い
の
で
す
」（
同
）

　

海
外
の
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
か
ら
の
視
察
も
少
な
く
な
い
と
い
う
が
、
そ
も
そ
も
の
原
価
が
高
い
た
め
、

組
紐
を
パ
ー
ツ
と
し
て
供
給
す
る
よ
う
な
ビ
ジ
ネ
ス
は
成
立
し
に
く
い
。
む
し
ろ
自
社
で
原
材
料
か
ら
最
終
的
な
製
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