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こ
と
ば
に
関
す
る
素
人
の
ノ
ー
ト

古
　
庄
　
ゆ
　
き
　
子

―
．
』
一
回
申
の
解
釈
と
言
語
が
図
す
る
文
化
の
分
析
と
の
密
接
な
関
係
を

　
は
っ
き
り
会
得
す
れ
ば
、
言
葉
も
、
そ
の
意
味
も
、
決
し
て
独
自

　
自
足
の
存
在
で
な
い
こ
と
が
明
確
に
分
る
で
あ
ろ
う
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ロ
ニ
ス
ロ
ー
・
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー

　
徴
　
非

　
こ
と
ば
は
本
来
反
省
さ
れ
た
、
一
般
化
さ
れ
た
思
想
の
鏡
と
し
て
生
み

出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
を
生
み

出
し
た
社
会
の
あ
り
よ
う
と
か
か
わ
っ
て
、
そ
の
早
計
を
し
た
た
か
受
け

な
が
ら
、
こ
れ
ら
と
切
り
賠
し
難
い
「
人
類
の
行
為
の
一
部
」
と
し
て
生

ま
れ
た
も
の
・
で
あ
る
こ
と
を
、
い
く
つ
か
の
古
代
婚
の
単
語
の
出
自
を
明

ら
か
に
す
る
作
業
の
中
で
再
確
認
す
る
こ
と
。

　
そ
れ
は
必
然
的
に
そ
れ
ら
を
産
み
出
し
た
社
会
の
構
造
・
発
展
段
階
と

か
文
化
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
に
つ
な
が
り
て
い
く
は
ず
で
あ
る

　
古
代
日
本
語
の
宇
実
収
と
近
代
日
本
語
の
そ
れ
と
の
差
異
。
言
喩
、
個

判
具
体
的
長
堤
等
を
特
徴
と
し
、
し
か
も
抽
服
化
・
一
般
化
へ
の
き
ざ
し

六
説
に
侍
っ
て
い
る
古
代
将
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
。
（
こ
こ
で
い
う

古
代
日
本
語
と
は
在
来
の
日
本
語
と
考
え
ら
れ
る
も
の
、
つ
Ｍ
Ｄ
Ｉ
や
ま

と
こ
と
ば
〃
の
こ
と
で
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
一

　
だ
い
ぶ
ん
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
東
京
の
あ
る
大
学
の
映
画
研
究
会
だ
か
の
　
一

字
生
か
、
大
分
県
、
と
い
う
よ
り
Ｊ
Ｅ
後
〃
に
取
材
し
た
映
画
を
作
り
に
来
た
　
４

こ
と
が
あ
っ
た
。
大
分
県
を
わ
ざ
わ
ざ
遥
こ
後
〃
と
呼
ぶ
彼
等
は
、
「
豊
後
浄
　
一

郭
屈
ド
に
召
ぺ
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
〃
を
特
別
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が

そ
の
せ
い
か
方
言
な
ど
に
つ
い
て
も
な
か
か
な
細
か
く
気
を
配
っ
て
い
た
し
、

豊
後
国
の
歴
史
を
知
る
こ
と
や
、
そ
の
歴
史
の
中
で
形
づ
く
ら
れ
て
い
っ
た
人

間
の
気
質
と
い
っ
た
も
の
を
把
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
熱
心
で
あ
っ

た
。
そ
の
持
仏
も
彼
ら
の
熱
心
さ
に
気
お
さ
れ
て
未
完
の
シ
ナ
リ
オ
を
読
ま
さ

れ
る
ハ
メ
に
な
っ
た
一
人
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
不
思
議
な
こ
と
に
そ
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
、
彼
等
が
あ
れ
ほ
ど
熱

心
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
せ
っ
か
く
調
べ
て
い
た
方
言
が
、
全
く
と
い

っ
て
よ
い
ほ
ど
生
き
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は

彼
等
の
シ
ナ
リ
オ
の
場
合
致
命
的
な
も
の
に
私
に
は
思
わ
れ
た
。

　
と
い
う
の
は
し
か
し
彼
等
の
方
言
の
調
べ
方
が
量
的
に
足
り
な
か
っ
た
と
い



つ
い
て
は
な
か
っ
た
。
調
べ
て
い
る
点
か
収
言
え
ば
む
し
ろ
土
着
の
わ
れ
わ
れ

が
恐
れ
入
る
ほ
ど
丹
念
に
調
べ
あ
げ
て
い
た
し
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の

ミ
と
は
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
問
題
な
の
は
結
果
と
し
て
そ
れ
が
標
準
語
の
方
言
訳
？
と
で
も
言
う

べ
き
も
の
に
止
ま
っ
た
こ
と
（
せ
い
ぜ
い
豊
後
特
有
ら
し
い
単
語
を
標
準
語
的

文
脈
の
中
に
取
り
入
れ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
又
は
豊
後
特
有
の
比
合
を
細
部

に
わ
た
っ
て
使
っ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
）
で
あ
る
。

　
そ
こ
ま
で
言
う
と
気
の
毒
だ
が
、
細
部
に
わ
た
っ
て
比
音
を
忠
実
に
取
り
入

れ
た
り
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
彼
等
の
心
を
裏
切
っ
て
、
全
体
と
し
て
は
、
。
豊
後

巾
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
掘
お
こ
す
〃
の
で
は
な
く
、
逆
に
こ
れ
を
冷
笑
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
さ
え
し
た
。
私
は
そ
こ
に
恐
ら
く
田
舎
の
生
活

川
合
の
人
間
を
観
念
的
に
し
か
知
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
都
会
育
ち
の
。
学
生
が

隔
っ
た
穴
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
彼
等
は
方
言
が
肌
毎
や
比
音
の
違
い
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
地
域
社
会

い
生
活
の
あ
り
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
、
一
種
翻
訳
不
可
能
な
も

つ
の
見
方
や
考
え
方
、
大
き
く
言
え
ば
「
宇
宙
観
」
　
（
柴
田
武
氏
の
こ
と
は
）

几
超
い
と
し
て
あ
る
こ
と
ま
で
思
い
到
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は

�
開
な
彼
ら
は
頭
の
中
で
は
そ
う
理
解
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
彼
ら

が
あ
ま
り
に
も
一
般
的
・
置
遍
的
思
考
に
な
れ
す
ぎ
て
い
た
た
め
に
、
方
言
が

一
般
性
・
普
通
性
と
の
間
に
持
つ
深
い
断
絶
を
理
解
で
き
ず
、
結
果
と
し
て

波
ら
の
民
衆
像
を
平
凡
・
浅
薄
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

勺　
波
ら
が
・
民
衆
な
る
も
ジ
ヽ
－
大
分
県
の
場
合
だ
と
農
・
山
村
・
漁
民
が
中
心
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
が
Ｉ
を
把
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
一
度
は
、
そ
う
い
っ
た
人

々
が
自
分
達
と
似
て
も
似
つ
か
な
い
論
理
を
持
ち
、
自
分
達
に
は
対
応
す
る
語

一
　
一

■ ㎜

一
　
一
一
一
　
一

の
な
い
発
想
の
語
彙
又
は
文
・
句
を
待
っ
て
い
る
こ
と
に
思
い
到
る
べ
き
で
あ

っ
た
と
思
う
。
彼
ら
の
調
べ
た
単
語
や
批
音
も
そ
の
中
に
こ
そ
位
置
づ
け
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
・

　
と
こ
ろ
で
こ
う
い
り
た
問
題
は
標
準
語
と
方
語
の
間
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、

日
本
語
と
外
国
語
、
古
代
日
本
語
と
近
代
日
本
語
の
間
に
お
い
て
も
、
又
、
中

世
日
本
語
と
近
代
日
本
語
の
間
に
お
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。
と
り
わ
け
外
国
語
と
岫
本
譜
と
の
間
、
古
代
語
と
近
代
語
間
に
は
そ
れ

が
な
が
り
深
刻
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
単
語
―
－
座
業
は
そ
の
社
会
の
生
活
・
文
化
の
特
色
を
は
っ
ぎ
り
と
物
語
っ

て
く
れ
る
物
指
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
二

　
現
代
日
本
語
の
「
政
治
」
と
等
価
に
近
い
と
思
わ
れ
る
古
代
語
を
考
え
て
み

よ
う
と
す
る
と
、
と
も
か
く
思
い
浮
ぶ
の
は
｀
「
ま
つ
り
ご
と
」
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
抽
象
的
に
言
え
ば
「
政
治
」
と
同
じ
く
統
治
の
機
能
を
あ

ら
わ
す
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
、
機
能
の
具
体
的
働
き
方
に
お
い
て
は

仝
く
異
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
き
わ
め
て
感
覚
的
な
理
解
な
の
だ
が
、
「
政
治
」
と
い
う
漢
語
に
は
君
主
専

制
で
あ
る
に
し
ろ
（
こ
の
語
の
出
目
に
は
そ
の
臭
い
が
濃
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う

思
う
に
が
。
）
民
主
制
に
し
ろ
、
そ
こ
に
は
人
間
の
名
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
統

治
行
為
か
お
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
点
で
は
「
ま
つ
り
ご
と
」
と
よ
い
対
象
を
な
す
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
前
者

に
お
い
て
人
間
が
為
政
者
と
し
て
立
現
わ
れ
て
く
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は

神
が
中
心
と
な
り
、
神
を
請
待
す
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
ま
ま
「
政
治
」
の
内

実
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
語
も
わ
れ
わ
れ
は
階
級
社
会
の
用
語
と
し
て
知
る
わ
け
だ
が
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・
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・
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そ
の
本
来
に
お
い
て
は
階
級
以
前
の
古
い
共
同
体
の
中
に
生
ま
れ
た
こ
と
ば
で
　
　
　
し
か
し
近
来
活
発
化
し
た
伊
勢
神
宮
国
営
化
を
目
指
す
一
連
の
動
き
等
は
か

か
っ
た
に
相
違
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
ず
し
も
「
ま
つ
り
ご
と
」
と
い
う
こ
と
ば
が
い
さ
ぎ
よ
く
歴
史
の
舞
台
か

　
こ
の
質
の
違
い
が
一
方
を
近
代
語
と
し
て
不
適
当
な
死
語
に
さ
せ
、
」
方
か
　
　
ら
退
場
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
改
め
て
わ
れ
わ
れ
に
思
い
知
ら
せ
て
く

ら
語
原
の
臭
い
を
抜
き
去
っ
て
生
き
残
ら
せ
、
近
代
社
会
に
適
応
さ
せ
て
い
る
　
　
れ
て
い
る
。

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
し
か
し
こ
と
ば
は
そ
れ
に
生
気
を
与
え
る
現
実
が
あ
る
限
り
生
き
の
び
る
も
　
　
　
万
葉
集
の
中
で
「
天
皇
」
又
は
「
大
君
」
　
（
天
皇
の
意
を
衷
わ
す
）
に
冠
せ

の
で
あ
る
。
「
ま
つ
り
ご
と
」
は
神
祇
官
を
最
高
位
と
す
る
官
僚
組
織
を
持
っ
　
　
ら
れ
る
こ
と
ば
に
、
「
遠
つ
神
」
　
「
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
」
　
「
や
す
み
し
し

た
古
代
社
会
は
も
ち
ろ
ん
、
明
治
以
後
の
近
代
社
会
に
お
い
て
さ
え
も
不
死
鳥
　
　
」
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
が
冠
せ
ら
れ
た
時
代

の
よ
う
に
根
強
く
再
生
し
続
け
て
き
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
日
　
　
の
天
皇
の
独
自
な
姿
を
考
え
る
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
の
特
性
・
世
界
に
冠
た
る
「
政
治
体
制
」
（
わ
れ
わ
れ
戦
時
中
に
育
っ
た
も
　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
で
一
番
わ
か
り
に
く
い
の
は
［
や
す
み
し
し
］
で
あ
る

の
は
骨
の
髄
に
沁
み
こ
む
ま
で
こ
れ
を
吹
き
込
ま
れ
た
の
だ
が
）
で
あ
る
た
め
　
　
言
う
ま
で
も
な
く
「
大
君
」
の
枕
詞
（
使
用
例
は
必
ず
「
や
す
み
し
し
わ
が
大

で
は
な
く
、
逆
に
日
本
の
水
間
性
、
「
射
建
遺
制
と
い
う
よ
り
も
原
始
・
古
代
　
　
君
」
と
な
っ
て
い
る
）
で
あ
る
が
、
多
く
の
枕
詞
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
意

遺
制
）
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
味
は
判
然
と
し
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
一
般
に
枕
詞
の
機
能
が
そ
う

　
い
わ
ゆ
る
天
孫
降
臨
の
神
話
を
政
治
体
制
の
根
本
に
お
き
、
神
道
の
国
教
化
　
　
で
あ
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
祝
福
・
讃
美
の
意
味
を
付
け
加
え
る
呪
的
効
力
を

に
よ
っ
て
「
祭
政
一
致
」
の
体
制
を
つ
く
り
お
げ
て
い
っ
た
明
治
以
来
の
政
府
　
　
持
つ
こ
と
ば
で
あ
る
に
違
い
な
か
ろ
う
。

の
政
策
と
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
混
濁
な
精
神
　
　
　
こ
れ
に
関
す
る
多
く
の
注
釈
書
の
意
見
を
整
理
す
る
と
、
大
体

以
上
、
斑
に
ぞ
れ
を
育
て
た
社
会
―
農
村
の
極
度
な
貧
困
と
後
進
性
を
基
礎
に
　
　
　
１
、
ハ
方
を
統
べ
治
め
る
。

な
り
万
ぶ
て
い
る
社
会
－
を
考
え
て
み
れ
ば
事
情
は
明
々
白
々
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
２
、
安
ら
か
に
み
そ
な
わ
す
。

　
一
丸
四
元
年
の
目
本
の
敗
戟
に
よ
っ
て
こ
の
体
制
は
清
算
さ
る
べ
き
で
あ
っ
’
　
と
い
う
こ
と
に
な
る
様
で
あ
る
。
外
に
「
ヤ
ス
」
　
（
弥
栖
）
又
は
「
ヤ
ス
ヽ
こ

た
し
、
事
実
さ
れ
た
か
に
見
え
た
。
敗
戦
直
後
占
領
軍
最
高
司
令
部
に
よ
っ
て
　
　
（
弥
住
）
を
人
証
と
解
し
、
［
大
住
宅
の
主
］
と
さ
れ
る
『
日
本
古
哲
人
辞
典

出
さ
れ
た
「
川
水
神
道
の
禁
圧
」
の
指
令
や
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
行
わ
れ
た
　
　
』
が
あ
る
よ
う
で
、
こ
れ
も
加
え
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

記
念
す
べ
き
、
い
わ
ゆ
る
天
皐
の
「
人
間
宣
言
」
か
ら
、
信
教
の
白
山
を
保
証
　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
う
ち
Ｉ
・
二
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
語
が

す
る
憲
法
り
制
定
を
通
し
て
政
教
分
離
は
完
全
に
行
わ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
　
　
文
字
使
用
者
に
よ
り
て
新
し
い
意
味
づ
け
を
さ
れ
た
時
点
、
別
の
こ
と
ば
で
言

　
。
ま
つ
り
ご
と
」
と
い
う
原
始
的
・
古
代
的
言
語
で
思
考
す
る
こ
と
を
強
要
さ
　
　
え
ば
、
天
皇
が
武
力
や
人
格
を
通
し
て
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
時
点
の
解
釈
に

れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ぼ
ら
れ
す
ぎ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
こ
こ
で
万
葉
と
古
事
記
の
Ｉ
。
や
す
み



″
ｙ

し
し
」
の
表
記
法
の
違
い
と
、
そ
の
差
異
の
意
味
す
る
も
の
を
考
え
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
ろ
う
。
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
「
ハ
方
を
統
べ
洽
め
る
」
を
漠

八
と
し
て
し
り
ど
け
２
の
説
を
立
て
た
『
冠
辞
考
』
や
『
記
伝
』
も
「
八
方
統

べ
洽
め
る
」
と
同
じ
間
違
い
を
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ

の
辺
の
こ
と
は
『
日
本
古
語
大
坪
典
』
の
見
解
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

　
少
く
と
も
「
わ
が
大
君
」
を
人
格
・
武
力
・
権
力
等
の
持
主
と
し
て
の
天
皇

と
最
初
か
ら
き
め
て
か
か
る
こ
と
は
排
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
こ
と
を
「
や
す
み
し
し
」
の
こ
と
ば
の
中
か
ら
鋭
く
か
ぎ
当
て
た
の
は

か
の
枡
目
信
夫
氏
で
あ
っ
た
。

　
氏
は
こ
れ
を
よ
り
古
い
王
ｉ
そ
し
て
後
代
に
至
っ
て
も
日
本
の
天
皇
の
中
か

ら
遂
に
消
え
な
か
っ
た
呪
術
祭
式
上
の
王
の
姿
１
天
皇
と
后
と
の
聖
婚
に
ま
つ

わ
る
匝
と
考
え
ら
れ
、
「
成
き
ま
っ
た
晩
に
神
が
降
臨
す
る
と
い
ふ
動
詞
ら
し

い
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
煩
限
と
い
う
外
な
い
様
に
私
に
は
眉
わ
れ
る
。

　
万
葉
で
は
一
般
に
い
っ
て
「
ね
る
」
と
い
う
語
が
「
ね
む
る
」
と
は
別
の
、

男
女
の
共
寝
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
や
す
む
」
も
単
に
「
休
息
す

る
」
と
か
「
ね
む
る
」
を
表
わ
す
敬
語
で
は
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
そ
れ
が
何
よ
り
意
味
を
持
つ
の
は
、
単
な
る
男
女
の
共
寝
で
は
な

く
、
「
或
る
き
ま
っ
た
晩
」
の
神
と
の
婚
姻
、
つ
ま
り
儀
式
と
し
て
の
そ
れ
で

あ
る
点
て
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
天
皇
、
后
は
い
ま
だ
個
性
的
人
格
に
か
か
わ

ら
な
い
豊
饒
の
男
神
と
女
神
の
化
身
に
近
い
も
の
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
し
、
性

も
個
人
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
自

然
の
秩
序
と
の
調
節
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
の
王
―
天
皇
の
姿
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　
Ｊ
・
Ｇ
フ
レ
ザ
ー
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
本
来
農
業
民
族
の
王
権
は

一
一
一
一
一
　
一
　
　
　
　
一
一
　
一
一
一
一

よ
り
多
く
農
業
魔
術
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
古
事
記
巻
頭
に
国
産
み
を

か
か
げ
て
あ
る
の
も
こ
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
宮
中
の
も
っ

と
主
要
な
建
物
で
あ
る
大
極
殿
を
「
や
す
み
ど
の
」
と
も
称
し
た
こ
と
に
つ
い

て
も
「
天
皇
が
天
下
を
安
ら
か
に
治
め
る
御
殿
の
意
」
と
き
め
こ
ま
な
い
で
そ

れ
に
行
く
以
前
の
意
味
を
追
求
す
る
こ
と
を
や
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
つ
い
で
に

言
え
ば
、
古
代
貴
族
の
住
居
で
あ
っ
た
寝
殿
造
り
の
名
称
に
つ
い
て
も
「
寝
所

を
も
っ
と
毛
神
聖
な
所
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
じ
て
き
た
も
の
」
と
い

う
立
場
か
ら
把
え
て
み
る
こ
と
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
う
し
、
平
安

朝
に
つ
い
て
の
天
皇
の
妻
の
中
に
御
息
所
と
呼
ば
れ
る
人
物
の
あ
っ
た
こ
と
も

王
権
に
ま
つ
わ
り
つ
い
た
「
産
む
」
と
い
う
神
頑
な
公
的
機
能
が
残
映
と
し
て

平
安
朝
風
に
ね
じ
ま
げ
ら
れ
た
姿
で
は
あ
る
が
生
き
て
い
る
証
拠
と
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
以
上
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
「
や
す
み
し
し
わ
が
大
君
」
は
「
神
婚
を
終
　
７

え
ら
れ
た
わ
が
大
君
よ
」
と
い
う
こ
と
に
考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
　
｛

そ
し
て
そ
れ
は
そ
う
し
た
社
会
で
の
王
と
し
て
の
資
格
を
獲
得
し
た
こ
と
の
具

体
的
衷
示
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
讃
美
に
価
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る

　
　
「
や
す
み
し
わ
が
大
君
、
高
光
る
目
の
皇
子
」
を
い
さ
さ
か
乱
発
し
た
の
は

入
寂
で
あ
り
た
。
と
こ
ろ
で
入
寂
の
称
揚
し
た
大
君
た
ち
は
既
に
古
い
祭
式
に

縛
り
つ
け
ら
れ
た
呪
術
王
で
は
な
か
っ
た
。
古
事
記
の
「
夜
須
美
斯
志
」
か
ら

万
葉
の
「
八
隅
知
之
」
へ
の
表
記
の
変
遷
は
そ
れ
を
如
実
に
表
わ
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
辺
り
で
は
［
や
す
み
し
し
］
の
語
源
が
新
し
い
意
味

に
と
っ
て
代
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
変
り
方
に
文
字
習
得
者
ら
し
い
作
為
・
合

理
化
が
み
え
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
ハ
隅
知
之
」
　
「
安
見
知
之
」
を

固
定
化
す
る
時
、
歴
史
の
中
に
お
け
る
天
皇
の
姿
は
歪
曲
さ
れ
て
し
ま
う
だ
る

’
一
一
　
一
一

　
一

　
・
　
’
・
　
・
　
’
・
’
一
一
”
”
’
‐
一
．
．
・
・
’
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四

　
や
は
り
天
県
に
か
か
わ
る
こ
と
ば
に
「
食
す
国
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
普
通

フ
八
嘔
が
御
洽
め
に
な
る
国
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
と
し
か
訳
し
様
が
な

い
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
食
す
国
」
が
「
天
皇
が
治
め
る
国
」
に
な
る
に
は
何
ら

か
の
注
釈
・
中
間
項
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
者
は
前
者
の
抽
象

㈹
・
一
般
的
衷
現
に
統
一
で
き
な
い
具
体
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り

　
「
良
す
国
」
の
［
『
食
す
』
は
も
の
を
食
す
こ
と
の
敬
語
な
の
で
あ
る
か
ら
、
な

往
そ
の
「
食
す
」
が
「
治
め
る
」
と
い
っ
た
柏
栄
治
に
な
る
の
か
、
そ
の
道
筋

を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
ろ
う
。

　
　
一
紀
に
三
一
の
著
背
け
二
。
見
ず
「
「
問
す
」
「
知
ら
す
」
　
一
。
食
す
」
等
が
い
ず

れ
も
「
天
白
総
が
統
治
す
る
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
注
目
し
、
そ
れ

ら
勺
賠
に
共
通
す
る
の
が
「

所
か
ら
「
士
れ
君
の
御
国
冶

他
物
を
身
に
受
入
れ
る
」
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る

め
仁
平
は
ヽ
物
を
見
が
如
く
、
聞
か
如
く
、
知
が

如
く
、
六
が
如
く
、
御
身
に
受
入
れ
有
つ
意
あ
れ
ば
な
り
」
と
い
う
の
だ
が

こ
れ
は
大
白
匹
の
統
治
行
為
を
ヂ
回
二
身
の
生
理
に
か
か
か
る
も
の
と
し
て
把
え

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
の
目
本
の
「
政
治
」
の
本
質
を
つ
く
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
（
秋
江
こ
こ
で
も
人
言
が
「
。
臣
民
の
上
に
想
ひ
を
お
寄
せ
に
な
る
」

し
、
わ
れ
わ
れ
臣
民
は
「
陛
ド
の
御
心
を
安
ん
ず
る
」
こ
と
が
ま
つ
り
ご
と
の

内
実
で
あ
る
と
考
え
さ
せ
ら
れ
て
き
た
政
敏
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
あ
り
よ
う
の

☆
径
さ
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
）
た
だ
そ
れ
は
こ
と
ば
の
詮
索
を
こ
と

ば
だ
け
で
や
っ
た
向
き
が
あ
る
し
、
そ
の
上
彼
自
身
が
天
白
Ｅ
の
統
治
行
為
を
天

‥
ピ
ー
身
の
生
理
に
か
か
か
る
も
の
と
し
て
考
え
る
、
そ
の
考
え
方
が
、
こ
の
こ

と
ば
を
生
ん
だ
歴
史
的
段
階
の
人
間
と
全
く
同
じ
次
元
の
も
の
で
あ
る
た
め
に

そ
れ
を
客
同
前
・
歴
史
的
に
則
え
、
位
置
づ
げ
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
よ

Ｈ
Ｅ
Ｆ
ｔ
Ｉ
Ｉ
置
！
こ
！
．
’
‘
・
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ぽ
茎
！
’
薗
羅
・
薔
隋
劈
儡
騨
～
ｙ
こ
双
ｌ
葬
雅
名
餌
４
こ
１

う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
に
比
し
て
安
藤
正
次
氏
の
説
は
ぱ
る
か
に
合
理
性
を
持
っ
て
い
る
と
言

え
よ
う
・
氏
は
そ
の
著
『
古
代
国
語
の
研
究
』
に
お
い
て
、
「
ヲ
ス
」
　
（
食
）

　
「
ヲ
サ
ム
」
　
（
洽
）
　
「
ヲ
シ
ム
」
　
（
帯
）
　
「
ヲ
シ
フ
」
　
（
教
）
を
同
二
種
類
の

意
味
を
衷
わ
す
こ
と
は
（
す
べ
て
散
在
し
て
い
る
も
の
を
一
つ
に
ま
と
め
る
こ

と
）
と
さ
れ
、
「
ヲ
ス
」
が
食
す
を
意
味
す
る
の
は
既
に
原
義
か
ら
離
れ
て
い

る
も
の
で
、
更
に
転
じ
て
国
を
治
め
る
意
に
な
る
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。

　
た
だ
私
は
原
義
の
詮
議
と
同
様
に
「
食
す
国
」
と
い
ケ
こ
と
ば
が
、
「
ヲ
サ

ム
」
　
（
洽
）
で
も
な
く
、
「
ヲ
シ
ム
」
（
但
）
で
も
な
く
、
「
ヲ
ジ
フ
」
（
教
）

と
も
別
の
、
ま
さ
に
「
食
す
」
以
外
で
な
い
点
に
今
少
し
大
き
な
比
重
を
お
い

て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
く
り
返
し
て
い
え
ば
、
一
方
で
「
物
を

食
す
る
こ
と
」
を
表
わ
す
槙
が
、
一
方
で
は
国
を
「
治
め
る
」
を
意
味
す
る
こ
　
　
】

と
の
で
き
る
戸
山
を
尋
ね
る
必
要
を
力
説
し
た
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
つ
ぎ
つ
　
８

め
て
い
え
ば
、
「
や
す
み
し
し
」
の
場
合
の
よ
う
に
、
男
神
目
口
天
皇
・
女
神
＝
　
　
一

帛
后
に
よ
る
聖
婚
が
統
治
行
為
を
表
現
す
る
具
体
的
内
容
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
と
同
様
の
関
係
を
「
食
す
国
」
と
「
お
洽
め
に
な
る
圃
」
と
の
問
に
考

え
る
べ
き
だ
と
思
う
の
だ
。

　
筒
胆
に
い
っ
。
て
こ
れ
は
別
の
古
代
読
「
御
側
つ
国
」
あ
る
い
は
中
国
の
・
っ
良

邑
」
と
い
う
こ
と
ば
に
見
合
う
語
な
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
づ
大
白
Ｅ
が
お
言
め

に
な
る
国
」
と
い
う
前
に
、
ま
ず
「
天
皇
の
食
べ
も
の
を
賞
す
る
国
」
の
Λ
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
祈
年
祭
等
の
祝
詞
の
中
に
腿
当
る
「
御
県
に
坐
す
白
に
神
等
の
前
に
白

さ
く
、
高
市
・
葛
水
・
十
市
・
言
責
・
山
辺
・
曽
布
と
御
名
は
白
し
て
、
此
の
六
つ

の
御
県
に
生
り
出
づ
る
甘
菜
辛
菜
を
持
ち
参
来
て
、
帛
御
孫
ノ
介
の
長
御
膳
の
。

遠
御
膳
と
問
し
食
す
が
故
に
、
堅
御
孫
ノ
介
の
牢
獄
の
幣
畠
を
、
称
辞
意
へ
乍



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

ら
く
と
宣
る
。
」
を
思
い
出
す
の
は
不
当
で
は
な
か
ろ
う
・
恐
ら
く
「
甘
菜
・

辛
菜
」
を
「
皇
御
孫
命
ノ
長
御
膳
の
遠
御
膳
」
と
し
て
差
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か

ヽ
』
た
こ
の
六
つ
の
県
は
、
日
本
の
中
で
初
め
の
方
に
天
皇
家
の
「
食
す
国
」
に

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
こ
れ
は
以
下
長
い
時
代
に
わ
た

る
さ
ま
ざ
ま
な
形
に
よ
る
人
民
支
配
の
過
程
で
着
々
蚕
食
さ
れ
て
い
っ
た
も
の

で
、
最
初
か
ら
日
本
全
土
を
指
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

　
か
っ
て
誰
の
名
も
印
さ
れ
ず
、
誰
の
所
有
に
か
か
わ
る
も
の
で
も
な
く
、
専

ら
そ
こ
に
往
む
も
の
に
、
そ
こ
を
耕
す
も
の
の
た
め
に
食
べ
も
の
を
も
た
ら
し

て
い
た
母
な
る
大
地
は
、
そ
の
時
か
ら
耕
す
も
の
の
た
め
に
あ
る
こ
と
を
禁
じ

ら
れ
、
大
口
唯
▽
六
の
食
料
を
貢
す
る
た
め
だ
け
に
存
在
す
る
も
の
と
い
う
極

印
を
お
さ
れ
た
わ
げ
だ
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
「
食
す
国
」
は
き
わ

め
て
政
治
的
な
用
語
な
の
で
あ
る
。
大
化
改
新
以
後
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
「

公
地
公
代
Ｌ
の
「
公
地
」
な
る
も
の
と
こ
れ
が
ど
う
か
ら
み
合
う
の
か
、
今
の

私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
感
じ
と
し
て
は
よ
り
占
い
時
代
の
天
皇
家
の
土
地
人
民

に
対
す
る
直
接
的
収
奪
の
姿
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
の
だ
が
、
こ
の
点
は

も
っ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
「
大
畠
の
食
べ
も
の
を
貢
す
る
」
と
い
う
の
は

文
字
通
り
に
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
云
え
ば
そ
の
土
地
の
生
産
物
、
そ
し
て
土

地
そ
の
も
の
ま
で
、
の
す
べ
て
が
天
皇
の
も
の
な
の
だ
。
と
こ
ろ
で
現
実
に
は

土
地
人
民
ま
る
が
か
え
の
収
奪
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
天
皇
の
食
べ
も
の
を
貢
す

る
国
」
と
い
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
私
は
そ
こ
ら
に
封
建
社
会
の
封
地
・
領
地
と

の
支
配
の
論
理
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
身
ぐ
る
み
の
収
奪
を
合

則
化
さ
せ
る
論
理
が
、
天
皇
の
「
食
べ
る
」
と
い
う
原
始
的
祭
式
実
修
の
中
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
原
始
遺
制
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
収

奪
に
民
主
的
兵
食
共
栄
の
幻
想
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
。

　
＆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｡
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稲
が
稲
と
し
て
で
な
く
御
年
神
と
い
わ
れ
、
い
ま
だ
そ
の
土
地
の
、
そ
の
年

の
魂
の
代
表
と
考
え
ら
れ
た
社
会
で
は
支
配
者
へ
の
帰
属
は
そ
の
土
地
の
稲
目
‥

御
年
神
を
そ
の
支
配
者
に
た
て
ま
つ
る
こ
と
、
た
て
ま
つ
っ
て
支
配
者
の
魂
の

中
に
入
れ
て
も
ら
う
と
い
う
形
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
考
え
る
の
を
許
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
私
を
し
て
こ
う
考
え
さ
せ
る
有
力
な
根
拠
は
、
祈
年
祭
と
共
に
日
本
の
古
い

時
代
の
祭
の
中
心
を
な
す
新
宵
祭
、
そ
の
拡
大
再
生
産
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の

大
賞
祭
の
中
で
ぷ
ハ
嘔
が
食
す
る
〃
こ
と
が
聖
な
る
、
重
要
な
役
割
を
占
ぬ
て

い
る
こ
と
を
恕
い
合
わ
せ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
祭
の
根
本
は
、
農
祭
の
祭
主
で
あ
る
王
が
新
穀
を
神
と
共
食
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
穀
神
犬
上
の
魂
を
新
し
い
年
の
魂
と
し
て
再
生
さ
せ
る
こ
と
に

あ
る
と
考
え
る
の
だ
が
、
次
々
に
国
土
の
支
配
を
す
す
め
て
い
く
中
で
の
天
嘔
　
一

の
魂
は
こ
れ
ら
の
国
の
新
穀
を
「
食
す
」
こ
と
、
つ
ま
り
Ｉ
Ｉ
「
大
賞
を
き
こ
し
め
　
９

す
」
こ
と
’
に
よ
っ
て
、
よ
り
新
し
い
「
食
す
国
」
を
も
併
呑
す
る
新
し
い
支
配
　
　
一

考
の
魂
と
し
て
再
生
せ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
「
食
べ
も
の
」
は
「
聖
な
る
場
」
で
天
皇
が
神
と
共
食
す
る

「
お
初
穂
」
に
集
中
す
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
ら
原
始
的
祭
式
の
論
理
か

ら
い
え
ば
は
す
べ
て
の
も
の
の
部
分
で
あ
り
、
全
体
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故

に
こ
そ
「
食
す
」
が
同
時
に
「
統
治
」
を
意
味
し
得
た
Ｉ
と
い
う
よ
り
こ
の
時
代
の

　
こ
杭
治
ｓ
４
Ｑ
も
の
の
象
徴
的
な
姿
が
そ
れ
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か

　
注
１
　
柴
田
武
者
『
目
本
の
方
言
』
岩
波
新
書
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
と
ば
。
こ
こ
で
氏
は
方
言
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
宇
宙
観
」
を
も
っ
て
い

　
　
　
　
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
注
２
　
マ
ツ
ル
の
本
義
は
請
待
の
意
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
に
は

　
　
　
　
　
「
尊
者
に
対
し
て
単
音
が
恐
れ
謹
し
み
な
が
ら
種
（
2
1
Ｐ
に
つ
づ
く
）
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