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憶
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造
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惣
像
は
未
来
の
た
め
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
過
去
の
記
憶
が
果
て
る
と
こ
ろ
に
想
像
が
生
ま
れ
る
。

古
い
ア
ル
バ
ム
を
引
っ
張
り
出
し
、
十
日
写
真
を
見
る
と
き
、
そ
の
時
代
と
人
々
を
想
い
出
す
。
民
家
や
通
り
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ

て
も
、
人
々
が
老
い
て
し
ま
っ
て
も
、
そ
の
「
と
き
」
は
記
穏
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
あ
る
の
は
過
去
で
は
な
く
、
現
在
に
お
け
る

過
去
の
記
憶
、
現
在
に
お
け
る
過
去
へ
の
想
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

過
去
の
記
憶
は
、
物
語
の
よ
う
に
蘇
り
、
脳
裏
を
め
ぐ
る
。
そ
こ
に
過
ぎ
し
時
へ
の
想
い
が
、

伴
い
、
し
か
し
結
局
は
い
と
お
し
く
背
宗
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

そ
こ
に
「
歴
史
」
は
な
い
。
構
造
的
な
時
間
の
持
続
が
あ
る
だ
け
だ
。
も
し
、

層
を
育
む
も
の
な
の
、
だ
ろ
う
。

歴
史
の
客
観
は
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
「
記
憶
」
の
う
ち
に
照
射
さ
れ
る
。

源
が
辿
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
「
神
々
」
の
世
界
が
在
る
。

と
き
に
楽
し
く
、

と
き
に
憂
い
を

歴
史
が
客
観
で
あ
る
の
な
ら
、

記
憶
は
心
的
な
地

そ
し
て
、

遺
跡
や
資
料
と
い
う
土
地
の

「
記
憶
」

σ〕

つ
く
ば
お
の
お
お
か
み
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
つ
く
ば
め
の
お
お
か
み
い
ざ
な
み
の
み
こ
と

筑
波
山
に
は
、
筑
波
男
大
神
H

伊
非
誌
尊
、
筑
波
女
大
神
H
H

伊
非
内
尊
の
男
女
神
が
御
座
す
。
し
か
も
、
春
先
と
秋
に
御
座
替
り

が
あ
り
、
祭
犯
が
執
り
行
わ
れ
る
。
山
一
旦
穣
神
で
あ
る
。
冬
に
は
山
頂
の
耐
に
、
夏
に
は
か
つ
て
は
麓
の
臼
井
地
区
に
近
い
六
一
所
神
社

な
い
し
は
稲
野
神
社
(
現
在
は
飯
名
神
社
と
称
す
る
)
に
御
座
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
名
残
と
し
て
、
今
で
も
つ
く
ば
道
の

六
丁
目
の
石
の
鳥
居
ま
で
神
輿
が
担
が
れ
降
り
て
来
る
。
つ
く
は
道
と
は
、
江
戸
時
代
に
徳
川
家
光
に
よ
っ
て
神
社
建
築
の
た
め
に

造
ら
れ
た
資
材
運
搬
用
の
道
で
あ
る
。
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日
に歴
作史
るの
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一代
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1入
てる
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L一一 、

時 記憶と想像・創造

{也ひ!詩
人との
妻2住
にむ

我ゎ筑
も波
交吉の
む山

の

め
ぐ
し
も
な
見
そ

)又
歌

男お
干ITt

暗
号
立
ち
笠
り

〔
通
釈
〕

--l 

万
葉
集
に
、

と
し
て
、

た
か
は
し
の
な
-
つ
じ
む
し
ま
ろ

山
市
陸
守
の
藤
原
ん
一
十
合
の
下
僚
高
橋
連
虫
麻
呂
が
、

次
の
よ
う
な
歌
を
残
し
て
い
る
。

一一寸

刀、し

波
嶺

登
り
て
耀か
可欠が
之入 3

Z三王 、

を
す
る

手交

;J;J iよ

)]1えさ

{也ひヨつ
人と

主ーそ
呂 Eの
11:1'Jと津
への

J:_-_ご

主役宅
一i~:;-

ひ

領lて
く未を
子111 ~吊と
の安め

:1士?
二上:
σ〉

今
日
の
み
は

強い往
:fき
ぷ集Z
行ゎ U

事ざ，
ぞか明、

ふ
耀f;
歌b

も
谷川え
むが
な妻

昔
よ
り

こ
の
山
を

(
『
万
葉
集
』

九
巻
一
七
五
九
)

ヒ十
J

一司
B
H
J

、4
1
1

配
「
河

J

Vノ

濡
れ
通
る
と
も

我;:

ら
め
.y> 

(
『
万
葉
集
』
九
巻
一
七
六

O

で鷲
、が

人住
妻む
に筑
私波
もiJl
契2の
ろ

つ

だ
ナ
は
、

裳
羽
川
収
津
と
い
う
水
辺
の
ほ
と
り
で
、

誘
い
誘
わ
れ
、
若
い
男
女
が
集
ま
り
歌
い
踊
る
こ
の
耀
歌

と
が

こ
の
山
を
治
め
る
神
が
、
必
口
め
ぬ
行
事
だ
。
今
日

私
の
妻
に
、

他
人
も
言
い
寄
る
が
よ
い
。

反
歌

見
苦
し
い
と
は
見
る
な
、

処
口
め
立
て
す
る
な
。

男
神
の
峰
に
雲
が
立
ち
の
ぼ
り
、

『
常
陸
国
風
土
記
』

こ
1
0
矧
能
ル
仇

J
U

〉

1
L
Hル
F
N
h
.

う
水
辺
が
筑
波
山
の
ど
こ
の
地
点
か
は
定
か
で
な
い
が
、

飯
名
神
社
な
い
し
夫
女
が
原
の
あ
た
り
と
い
う
説
も
あ
る
。

時
雨
が
降
り
、
着
物
を
通
っ
て
肌
を
濡
ら
し
て
も
、

帰
っ
た
り
は
し
な
い
。

(
歌
垣
)

耀
歌
の
歌
や
踊
り
の
集
い
が
行
わ
れ
た
裳
羽
服
津
と
い

の
こ
と
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
。



こ
こ
か
ら
小
山
を
越
え
て
南
の
平
沢
に
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
初
期
に
官
街
(
役
所
)
が
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
高
床
の
校
倉

や
板
倉
、
大
溝
跡
、
柵
社
と
い
っ
た
遺
跡
が
復
元
さ
れ
て
お
り
、
例
年
一

O
月
末
な
い
し
一
一
月
初
め
に
は
、
つ
く
ば
回
大
ま
つ
り

の
一
つ
「
つ
く
ば
物
語
」
に
お
い
て
、
歌
や
舞
が
披
露
さ
れ
、
オ
カ
リ
ナ
な
ど
の
楽
器
演
奏
が
行
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
南
の
鎌
倉
時
代
以
降
小
田
氏
の
居
城
で
あ
っ
た
小
町
城
は
、
南
北
朝
時
代
に
南
朝
方
の
北
畠
親
一
房
が
「
神
皇
正
統
記
』
を

著
し
た
こ
と
で
名
高
い
。
現
在
、
県
と
市
に
よ
る
小
田
城
祉
の
保
存
・
整
備
事
業
が
継
続
し
、
二

O
一
八
年
ご
ろ
に
は
小
田
城
の
復

元
が
完
了
し
、
歴
史
広
場
と
し
て
公
開
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

一
方
、
北
条
に
は
多
気
氏
が
城
を
構
え
、
小
田
氏
と
戦
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
今
で
も
、
北
条
と
小
田
の
住
民
に
語

り
継
が
れ
て
い
る
。
徳
川
家
光
が
筑
波
山
を
鬼
門
と
し
、
保
護
す
る
一
環
と
し
て
造
成
し
た
つ
く
ば
道
の
北
条
は
、
江
戸
時
代
以
降
、

明
治
、
大
正
、
昭
和
と
門
前
町
と
し
て
繁
栄
し
、
今
も
当
時
の
土
蔵
や
応
蔵
な
ど
が
残
っ
て
い
る
。
い
ま
な
お
、
よ
い
意
味
で
、
昭

和
の
雰
凶
気
の
残
る
痛
い
胎
街
で
あ
る
が
、
奇
し
く
も
平
成
二
回
(
二

O

二
)
年
の
竜
巻
は
、
こ
の
北
条
商
庖
街
の
西
半
分
を
直
一
撃

し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
々
の
「
記
憶
」
に
対
し
て
、
筑
波
山
自
体
が
持
つ
「
記
憶
」
は
そ
の
山
の
地
層
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

巌
岩
に
表
出
し
て
い
る
。
現
在
、
県
と
筑
波
山
周
辺
の
各
市
お
よ
び
関
連
組
織
と
で
、
ジ
オ
パ

i
ク
構
想
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
人
々

の
「
記
憶
」
を
超
え
た
は
る
か
な
時
間
の
中
の
、
筑
波
山
の
持
つ
記
措
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

筑
波
山
を
総
体
と
し
て
と
ら
え
る
こ
う
し
た
試
み
は
、
「
環
筑
波
山
文
化
圏
」
と
い
う
も
の
を
想
起
さ
せ
る
。
神
代
の
昔
か
ら
現

代
に
い
た
る
ま
で
、
人
々
の
生
の
営
み
、
す
な
わ
ち
文
化
と
い
う
も
の
は
、
筑
波
山
の
存
在
と
、
そ
の
山
に
対
す
る
人
々
の
想
い
に

よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

高
矯
述
虫
麻
呂
は
、
「
筑
波
山
に
笠
る
歌
一
首
パ
せ
て
い
初
秋
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。
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σ〉

と

ぱ

あ

ふ

み

鳥
羽
の
淡
海
も

白
波
立
ち
ぬ

ト
ふ

筑
波
嶺
の
吉
け
く
を
見
れ
ば
長
き
日
に
思
ひ
積

(
『
万
葉
集
』
九
巻
一
七
五
七
)

秋
風
ャ
」
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黄
葉
手
折
ら
な

(
『
万
葉
集
』
九
巻
一
七
五
八
)

秋
出
刈
る

妹
が
り
遺
ら
む

〔
通
釈
〕

旅
の
さ
び
し
さ
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
か
と
筑
波
の
山
に
登
り
見
や
れ
ば
、
す
す
き
の
穂
の
散
る
志
筑
(
地
名
)
の
回
に

は
雁
も
寒
そ
う
に
来
て
鳴
い
た
。
新
治
の
鳥
羽
の
湖
も
、
秋
風
に
白
波
が
立
っ
て
い
た
。
筑
波
山
の
眺
め
の
良
さ
に
、
長

い
日
々
こ
こ
ろ
に
積
も
っ
て
い
た
さ
び
し
い
思
い
も
消
え
た
。

反
歌

筑
波
山
の
山
裾
の
田
ん
ぼ
で
秋
の
刈
入
れ
を
し
て
い
る
娘
に
や
る
黄
葉
の
校
を
折
ろ
う
。

万
葉
の
時
代
か
ら
、
筑
波
山
は
一
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
る
癒
し
の
山
で
あ
っ
た
。
筑
波
山
は
そ
れ
を
記
憶
し
て
い
る
。
千
幾
百
年
の
時

を
経
た
わ
れ
わ
れ
は
想
像
す
る
し
か
な
い
。
筑
波
山
を
歩
き
、
そ
の
長
色
を
味
わ
い
、
か
つ
て
の
筑
波
山
の
「
と
き
」
を
想
像
し
、

ま
た
白
ら
の
筑
波
山
の
き
」
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の

E
々
の
憂
い
も
消
え
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
引
用
の
訓
読
文
は
、
芳
賀
紀
雄
氏
「
『
市
内
葉
集
」
筑
波
嶺
の
歌

I

〈
資
料
市
内
葉
集
諸
注
集
成
〉
筑
波
大
学
」
を
参
考
に
し
て
い

る
。
最
初
の
歌
は
中
西
進
『
市
内
葉
集
全
訳
注
原
文
付
』
お
よ
び
佐
竹
昭
広
・
山
田
英
雄
・
工
藤
力
男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
『
寓



葉
集
』
(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
)
、
次
の
歌
は
小

J

局
窓
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之

主
と
し
て
引
用
し
、
筆
者
が
若
干
加
筆
・
修
正
し
て
い
る
。
)

「
寓
葉
集
』

(
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
)
を

*
 

* 

*
 

本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
、
「
筑
波
山
か
ら
学
ぶ
i

「
と
き
」
を
想
像
・
創
造
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
に

は
二
つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
「
筑
波
山
を
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
筑
波
山
に
つ
い
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

筑
波
山
を
理
解
す
る
対
象
と
し
て
設
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
こ
こ
で
筑
波
山
を
と
く
に
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
か
。
「
そ
こ
に
山
が
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
言
い
方
は
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
神
代
の
時
代
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
筑
波
山
を
め
ぐ
る
地
域
に
は
特
段
に
豊
か

な
文
化
留
が
築
か
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
「
環
筑
波
山
文
化
問
凶
」
と
わ
れ
わ
れ
が
名
づ
け
る
そ
う
し
た
文
化
圏
の
存
在
と
、
そ
の

長
年
に
わ
た
る
ま
か
な
展
開
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
筑
波
山
か
ら
学
ぶ
」
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
れ
に
関
連
し
、
「
筑
波
山
か
ら
学
ぶ
」
に
は
、
も
う
一
歩
進
ん
だ
意
味
が
見
出
せ
る
。
こ
の
「
筑
波
山
か
ら
学
ぶ
」
に
は
、

「
筑
波
山
か
ら
学
ぶ
こ
と
か
ら
学
ぶ
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
筑
波
山
か
ら
種
々
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
わ
れ
わ
れ
の
学
ん
で
い
く
行
為
自
体
を
も
対
象
化
し
て
み
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
学
び
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
対
象
化
し
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
し
た
も
の
を
、
環
筑
波
山
の
文
化
と
し

て
再
認
識
す
る
こ
と
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
そ
う
し
た
文
化
を
今
後
の
地
域
の
発
展
に
利
崩
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文

化
を
「
認
識
す
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
を
「
行
為
す
る
」
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
枠
組
み
に
よ
っ
て
、
筑
波
山
と
い
う
対
象
に

取
り
組
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
環
筑
波
山
文
化
問
」
の
文
化
の
資
源
化
を
目
指
し
、
地
域
の
こ
れ
ま
で
の
長
い
文
化
の
歴
史
を
、

未
来
に
投
影
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
り
、
今
後
、
「
環
筑
波
山
文
化
圏
」
に
根
差
し
た
地
域
づ
く
り
に
資
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。

さ
て
、

Xlll 
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こ
の
よ
う
に
筑
波
山
と
そ
の
環
筑
波
山
地
域
の
今
後
の
発
展
を
考
え
た
場
合
、
「
筑
波
山
か
ら
学
ぶ
」
こ
と
の
必
要
性
と
重
要
性
と

が
明
ら
か
に
な
る
。

!ド 13己fむと想像・創造

か
つ
て
こ
の
地
域
で
は
、
筑
波
山
自
体
が
御
神
体
と
さ
れ
て
い
た
。
頂
上
に
登
れ
ば
神
代
の
時
代
、
山
腹
を
歩
け
ば
耀
歌
(
歌
垣
)

が
行
わ
れ
て
い
た
万
葉
の
持
代
、
復
元
さ
れ
た
平
沢
宮
街
(
役
所
)
遺
跡
を
見
れ
ば
奈
良
・
平
安
の
時
代
、
そ
し
て
北
畠
親
房
に
よ
っ

て
『
神
皇
正
統
記
』
が
書
か
れ
た
小
出
城
跡
が
修
復
さ
れ
れ
ば
中
世
の
時
代
、
さ
ら
に
古
民
家
が
残
る
北
条
を
歩
け
ば
江
戸
時
代
後

期
お
よ
び
明
治
期
の
世
界
が
、
今
な
お
想
像
さ
れ
る
。
竜
巻
被
害
で
減
っ
た
と
は
い
え
、
北
条
商
庖
街
の
種
々
の
看
板
は
、
昭
和
の

雰
囲
気
を
十
分
に
味
わ
わ
せ
て
く
れ
る
。
た
っ
た
数
キ
ロ
歩
く
だ
け
で
、
神
代
の
時
代
か
ら
昭
和
ま
で
を
、
象
徴
的
な
遺
跡
や
街
並

み
が
想
像
さ
せ
て
く
れ
る
地
域
は
、
日
本
全
国
こ
の
地
域
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
空
間
が
待
問
を
想
起
さ
せ
て
く
れ
る

類
い
ま
れ
な
世
界
な
の
で
あ
る
(
さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
十
数
キ
ロ
南
に
行
け
ば
、
未
来
を
想
起
さ
せ
て
く
れ
る
筑
波
研
究
学
園
都
市

に
い
た
る
)
。
そ
し
て
、
「
お
わ
り
に
」
で
も
触
れ
て
い
る
が
、
こ
の
世
界
を
フ
ッ
ト
パ
ス
で
め
ぐ
る
コ

i
ス
設
定
が
現
在
進
ん
で
い

る
。
(
カ
バ

i
哀
の
筑
波
山
麓
フ
ッ
ト
パ
ス
・
マ
ッ
プ
参
照
)

*
 

*
 

*
 

以
下
、
簡
単
に
各
卒
の
概
略
に
触
れ
て
お
こ
う
。

第
一
部
筑
波
山
か
ら
学
ぶ

第
一
章
は
、
郷
土
史
家
に
よ
る
筑
波
の
歴
史
と
文
化
の
概
略
に
つ
い
て
の
叙
述
で
あ
る
。
廃
仏
致
釈
や
天
狗
党
の
口
出
稼
に
よ
る
動

乱
な
ど
か
ら
か
、
筑
波
山
に
関
す
る
史
料
は
限
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
筑
波
山
麓
に
つ
い
て
の
史
料
や
遺
跡
は
、
む
し



ろ
豊
か
で
あ
る
。
筆
者
は
、
筑
波
山
信
仰
を
も
と
に
し
た
宗
教
文
化
圏
を
想
定
し
、
六
一
所
神
社
や
飯
名
神
社
、
御
座
替
祭
の
存
在
意

義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
奈
良
時
代
の
官
街
の
遺
跡
保
存
運
動
・
復
元
整
備
を
行
っ
て
き
た
筆
者
自
身
に
よ
っ
て
、
平
沢

官
街
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
か
つ
て
名
を
馳
せ
た
平
将
門
の
子
孫
の
一
族
多
気
氏
の
隆
盛
が
日
向
廃
寺
や
五
輪
塔
の
存
在
に
触
れ
な
が
ら
明
ら
か
に

に
ん
し
よ
う

さ
れ
、
小
田
城
を
居
城
と
し
た
小
田
氏
の
治
世
下
、
極
楽
寺
に
止
住
し
た
僧
忍
性
ら
に
よ
る
仏
教
文
化
の
興
経
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る。
第
二
で
は
、
『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
六
回
史
と
「
常
陸
国
風
土
記
』
の
記
述
を
比
較
し
、
『
常
陸
国

風
土
記
』
「
筑
波
郡
条
」
の
著
名
な
一
説
で
あ
る
筑
波
山
と
富
士
山
に
宿
る
神
と
大
和
の
神
と
の
や
り
と
り
を
、
常
陸
国
と
駿
河
国

に
対
す
る
朝
廷
・
律
令
政
府
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
読
み
・
収
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
耀
歌
(
歌
垣
)
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

奈
良
時
代
の
末
、
会
津
・
磐
城
か
ら
筑
波
へ
と
東
国
布
教
を
行
い
、
中
禅
寺
(
現
在
の
大
御
堂
)
を
開
創
し
た
の
は
僧
徳
一
で
あ

る
が
、
空
海
と
の
や
り
と
り
や
、
教
学
の
最
澄
と
(
実
践
に
よ
る
徳
二
の
間
の
宗
教
論
争
か
ら
南
部
仏
教
と
の
結
節
を
読
み
取
り
、

中
央
と
地
方
の
文
化
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
担
っ
た
徳
一
の
あ
り
方
と
そ
の
時
代
性
を
提
示
し
て
い
る
。

第
三
章
は
、
夏
季
の
祇
園
祭
に
つ
い
て
で
あ
る
。
小
田
の
八
坂
神
社
の
祇
園
祭
礼
の
始
ま
り
を
、
土
浦
藩
主
、
土
屋
相
撲
守
が
武

運
長
久
祈
願
の
自
的
で
神
輿
を
寄
進
し
た
こ
と
と
し
て
い
る
。
大
獅
子
が
特
徴
的
で
あ
り
、
現
在
、
集
落
「
境
界
」
で
神
輿
と
獅
子

の
対
抗
儀
礼
が
行
わ
れ
る
が
、
元
来
は
神
輿
が
御
幸
す
る
際
の
露
払
い
と
し
て
の
役
割
を
負
っ
て
い
た
。
獅
子
と
モ
ク
(
御
神
藻
)

お
よ
び
神
馬
の
意
味
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
鋲
送
儀
礼
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

す

さ

の

お

の

み

こ

と

や

ま

た

の

お

ろ

ち

行
方
市
麻
生
八
坂
神
社
馬
出
し
紙
閣
で
は
、
素
英
嶋
尊
に
擬
さ
れ
た
神
輿
に
よ
っ
て
八
岐
大
蛇
と
し
て
象
徴
化
さ
れ
た
神
高
が
「
馬

追
い
」
さ
れ
る
。
こ
の
行
事
も
鎮
送
儀
礼
と
さ
れ
る
が
、
よ
り
祝
祭
的
な
性
格
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
両
者
の
共
通
性
が

一
不
さ
れ
る
が
、
祇
倒
的
祭
の
行
わ
れ
る
時
期
か
ら
収
穫
儀
礼
と
し
て
の
側
面
も
見
出
し
、
稲
と
麦
の
収
穫
時
期
に
よ
る
時
間
的
な
「
境

界
」
観
念
と
結
び
つ
け
て
い
る
。

x:v 
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第
四
章
で
は
、
祭
り
と
祭
礼
を
取
り
上
げ
て
、
祭
り
を
、
神
迎
え
l
饗
応
!
神
送
り
と
い
う
一
般
型
と
し
て
と
ら
え
る
方
、
祭

礼
を
、
行
列
を
伴
い
見
物
す
る
観
客
が
い
る
も
の
と
し
、
主
要
な
祭
儀
は
昼
間
、
夏
季
に
行
わ
れ
る
も
の
が
多
い
と
し
て
い
る
。

ま
ず
、
伝
統
的
な
都
市
の
祭
礼
と
し
て
の
石
岡
市
の
常
陸
国
総
社
宮
大
祭
を
、
目
新
し
い
要
素
が
加
わ
り
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
側

面
が
増
え
て
い
る
が
、
祭
り
の
一
般
型
が
守
ら
れ
て
お
り
、
「
祭
り
」
の
延
長
上
に
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
次
に
、
新
し
い
都

市
の
祭
礼
と
し
て
の
「
ま
つ
り
つ
く
ば
」
に
、
祭
り
の
基
本
形
で
あ
る
神
迎
え
に
相
当
す
る
部
分
の
神
事
が
欠
落
し
て
い
る
点
を
指

摘
し
な
が
ら
も
、
人
々
の
精
神
的
紐
読
と
な
る
も
の
を
補
う
心
情
を
読
み
込
も
う
と
し
て
い
る
。
最
後
に
、
土
浦
市
の
佐
野
子
で
行

ば
ん
，
つ
な

わ
れ
て
い
る
「
盆
綱
」
と
い
う
習
俗
に
、
神
仏
を
共
同
の
力
に
よ
っ
て
運
び
、
そ
の
守
護
の
下
に
あ
り
た
い
と
い
う
心
情
を
見
出
し

て
い
る
。

第
五
章
は
、
近
代
の
出
来
事
に
つ
い
て
で
あ
る
。
土
浦
に
海
軍
航
空
基
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
多
い
か
も
し
れ
な

い
。
筆
者
は
ま
ず
、
陸
海
軍
の
基
地
が
、
ま
る
で
筑
波
山
を
取
り
囲
む
か
の
よ
う
に
設
寵
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
点

を
踏
ま
え
、
筑
波
山
周
辺
に
設
寵
さ
れ
た
陸
軍
飛
行
場
や
海
軍
航
空
基
地
で
飛
行
訓
練
に
励
ん
だ
訓
練
生
に
と
っ
て
の
筑
波
山
の
意

味
を
、
そ
の
死
後
の
世
界
ま
で
も
含
め
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
。

訓
練
生
は
筑
波
山
を
目
指
し
て
飛
行
し
、
筑
波
山
を
日
々
体
感
し
て
い
た
。
『
筑
波
日
記
』
か
ら
訓
練
の
日
々
と
筑
波
山
に
言
及

さ
れ
た
偶
所
が
一
不
さ
れ
、
子
孫
の
供
養
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
国
の
た
め
に
戦
っ
て
死
ん
だ
若
人
」
の
霊
を
、
筆
者
は
「
筑

波
山
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
「
筑
波
山
は
、
こ
う
し
た
訓
練
生
の
ま
な
ざ
し
と
想
い
を
、
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
」

}ド一一記↑なと;iili象・右目jtt

第
二
部
「
筑
波
山
か
ら
学
ぶ
」
か
ら
の
展
開

第
六
章
で
は
、
筑
波
山
お
よ
び
周
辺
地
域
に
お
け
る
経
済
の
特
徴
と
そ
の
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、

今
後
に
つ
い
て
展
望
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。

向
地
域
経
済
の



ま
ず
、
つ
く
ば
市
の
人
口
と
地
域
産
浩
一
木
構
造
の
変
化
と
そ
の
特
徴
が
図
表
と
と
も
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。
研
究
学
関
都
市
建
設
以
降
、

学
術
研
究
を
は
じ
め
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
業
の
発
展
に
基
づ
い
た
第
三
次
産
業
中
心
の
産
業
構
造
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
が
特

徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
筑
波
山
周
辺
と
サ
イ
エ
ン
ス
施
設
と
い
う
観
光
資
源
が
あ
り
、
農
業
も
「
北
条
米
」
だ
け
で
な
く
、

天
然
芝
や
ネ
ギ
、
昨
今
で
は
ブ
ル

i
ベ
リ

i
へ
と
多
様
な
展
開
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
展
望
と
し
て
は
、

研
究
・
教
育
機
関
の
集
積
を
起
点
と
し
た
発
展
軌
と
、
筑
波
山
と
そ
の
府
辺
の
観
光
資
源
を
起
点
と
し
た
発
展
軌
が
想
定
さ
れ
る
が
、

種
々
の
点
で
「
筑
波
」
と
「
つ
く
ば
」
が
相
補
的
に
補
い
合
う
地
域
的
述
携
の
重
要
性
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

第
七
章
で
は
、
筑
波
山
麓
地
域
が
ど
の
よ
う
な
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
文
脈
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
歴
史
的
経
緯
を
、
行
政

資
料
や
各
種
刊
行
物
を
手
が
か
り
と
し
、
筑
波
町
時
代
、
つ
く
ば
市
合
併
以
後
か
ら
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
開
通
ま
で
、
つ
く
ば
エ

ク
ス
プ
レ
ス
開
通
後
の
三
期
に
分
け
、
「
つ
く
ば
」
と
「
筑
波
」
と
い
う
観
点
か
ら
概
観
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
現
在
、
地
域
で
ア

ク
テ
ィ
ブ
に
活
動
す
る
「
ま
ち
ミ
つ
く
り
」
の
団
体
を
網
羅
し
、
分
類
を
行
い
、
そ
の
位
置
づ
け
と
関
わ
り
を
総
体
的
に
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
筑
波
山
競
地
域
で
の
「
ま
ち
づ
く
り
」
活
動
に
は
、
白
然
と
歴
史
の
豊
か
な
懐
か
し
い
空
間
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
創
ろ
う

と
す
る
「
ま
と
ま
り
」
が
あ
る
一
方
、
個
々
の
活
動
向
の
「
つ
な
が
り
」
が
薄
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

筆
者
は
地
域
づ
く
り
を
、
地
元
へ
愛
着
を
抱
く
、
「
地
元
住
民
」
と
「
よ
そ
者
」
と
の
相
互
作
用
の
中
で
、

た
な
見
方
を
可
能
に
し
て
い
く
つ
編
集
」
の
プ
ロ
セ
ス
と
提
示
し
て
い
る
。

XVlI 

地
域
に
つ
い
て
の
新
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