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は
じ
め
に

　

小
津
久
足
と
は
、
き
わ
め
て
多
面
的
な
存
在
で
あ
る
。
伊
勢
国
松
坂
（
三
重

県
松
阪
市
）に
本
宅
を
置
い
て
江
戸
で
出
店
を
経
営
し
た
商
家
の
当
主
に
し
て
、

幾
度
も
の
旅
を
経
験
し
た
練
達
の
旅
行
者
。
そ
の
旅
の
経
験
に
基
づ
く
、
質
量

と
も
に
当
代
随
一
の
紀
行
文
作
家
。
本
居
春
庭
の
下
で
詠
歌
に
励
み
、
後
鈴
屋

門
の
重
鎮
に
も
な
っ
た
人
物
。
そ
し
て
類
い
希
な
蔵
書
家
で
も
あ
る
と
い
っ
た

風
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
顔
を
我
々
の
前
に
見
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
久
足
の
個
性

の
把
握
に
努
め
な
が
ら
近
世
史
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
の
著
作
や
和
歌
の
歴
史

的
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
改
め
て
国
文
学
と
歴
史
学
と
の
共
同
研
究
が

重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
は
、
久
足
の
多
様
な
側
面
の
う
ち
、
商
人
と
旅
行
者
と
し
て
の
特
徴
を

幾
分
な
り
と
も
掘
り
下
げ
、『
陸
奥
日
記
』
の
テ
キ
ス
ト
理
解
の
一
助
と
す
る

こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
久
足
の
文
事
に
つ
い
て
は
菱
岡
憲
司
氏
が

近
年
刊
行
し
た
浩
瀚
な
著（

１
）書

に
お
い
て
、
現
在
の
研
究
上
の
到
達
点
が
示
さ
れ

て
い
る
。
筆
者
も
拙
稿
で
『
陸
奥
日
記
』
の
考
察
を
試
み
て
お（

２
）り

、
あ
わ
せ
て

参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

一　

干
鰯
問
屋
「
湯
浅
屋
与
右
衛
門
」
と
し
て
の
小
津
久
足

久
足
は
、
江
戸
小
網
町
三
丁
目
（
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
）
で
干
鰯
魚
〆

粕
魚
油
問
屋
を
営
む
小
津
家
の
六
代
当
主
で
あ
っ
た
。
そ
の
屋
号
を
「
湯
浅
屋

与
右
衛
門
」
と
い
う
。
ち
な
み
に
松
坂
に
は
小
津
姓
が
多
く
、
久
足
の
小
津
家

（
与
右
衛
門
家
）
は
江
戸
で
紙
・
木
綿
問
屋
を
経
営
し
た
小
津
清
左
衛
門
家
（
小

津
産
業
株
式
会
社
お
よ
び
小
津
グ
ル
ー
プ
各
社
の
創
業
家
）
の
別
家
で
あ
る
。

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
久
足
が
著
し
た
『
家
の
昔
か
た
り（

３
）』

に
は
、「
天

保
六
甲
午
年
（
実
際
に
は
五
年
）、
江
戸
大
火
に
て
（
小
網
町
の
住
居
が
）
や

け
た
り
（
中
略
）
干
鰯
仲
間
の
う
ち
、
橋
本
小
四
郎
、
久
住
五
右
衛
門
（
五
左

衛
門
）
両
家
と
も
に
、
こ
の
時
深
川
へ
転
宅
の
企
あ
り
し
か
ば
、
転
宅
せ
ず
し

て
は
便
利
も
あ
し
か
る
べ
し
と
て
、
か
た
〴
〵
叟

（
相
カ
）談

と
な
り
、
天
保
七
丙
申

年
四
月
廿
六
日
に
今
の
深
川
油
堀
通
冨
久
町
に
は
う
つ
り
し
也
」
と
あ
る
（
引

用
史
料
中
の
括
弧
内
の
注
記
と
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
全
て
同
じ
）。
久

足
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
湯
浅
屋
を
小
網
町
か
ら
深
川
富
久
町
（
江
東

　［
論
説
］
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区
深
川
）
へ
と
移
転
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
四
年
後
（
天
保
一
一
年
）

の
『
陸
奥
日
記
』
で
も
、
や
は
り
「
深
川
な
る
、
な
り
は
ひ
（
生
業
）
の
家
」

か
ら
旅
立
っ
て
い
る
。

な
お
『
陸
奥
日
記
』
に
は
出
発
の
様
子
が
「
な
り
は
ひ
の
家
の
ま
へ
よ
り

船
に
の
り
ぬ
」と
記
さ
れ
て
い
る
が
、お
そ
ら
く
久
足
は
富
久
町
の
裏
手
に
あ
っ

た
堀
（
現
在
は
埋
め
立
て
ら
れ
て
「
亀
堀
公
園
」
と
な
っ
て
い
る
辺
り
）
か
ら

船
に
乗
り
、
小
名
木
川
ま
で
出
て
中
川
船
番
所
へ
向
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

曲
田
浩
和
氏
の
論（

４
）考

に
よ
れ
ば
、
江
戸
で
干
鰯
の
取
引
が
行
わ
れ
る
干
鰯

場
（
銚
子
場
・
江
川
場
・
永
代
場
・
元
場
）
は
す
べ
て
深
川
に
集
中
し
て
お
り
、

天
保
期
か
ら
嘉
永
期
に
か
け
て
は
湯
浅
屋
以
外
に
も
、
多
く
の
干
鰯
問
屋
が
そ

の
深
川
へ
と
移
転
し
て
い
る
。
同
論
考
で
は
湯
浅
屋
と
橋
本
・
久
住
ら
「
仲
間

三
軒
」
が
、
天
保
五
年
の
大
火
後
に
深
川
へ
揃
っ
て
移
転
し
た
こ
と
を
示
す
史

料
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、『
家
の
昔
か
た
り
』
の
記
述
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
湯

浅
屋
と
橋
本
・
久
住
は
干
鰯
問
屋
と
し
て
同
じ
銚
子
場
（
江
川
場
）
組
に
属
し
、

天
保
期
に
は
「
紀
州
・
勢
州
領
出
稼
六
人
」
＝
紀
州
藩
領
か
ら
江
戸
へ
出
店
し

て
い
る
六
軒
の
問
屋
の
一
員
と
し
て
行
動
を
共
に
す
る
様
子
も
見
ら（

５
）れ

、
経
営

上
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
。

あ
わ
せ
て
曲
田
氏
は
、
湯
浅
屋
が
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
に
小
網
町
で

火
事
に
あ
っ
た
際
に
は
深
川
で
仮
宅
を
持
っ
た
も
の
の
、
ま
た
小
網
町
へ
戻
っ

た
事
例
か
ら
、
明
和
期
に
は
深
川
で
は
な
く
小
網
町
を
本
拠
と
し
続
け
る
意
味

が
あ
り
、
そ
れ
が
天
保
期
に
は
変
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
す
な

わ
ち
、江
戸
干
鰯
問
屋
が
新
興
流
通
勢
力
で
あ
る
内
海
船
と
密
接
に
つ
な
が
り
、

ま
た
他
業
種
の
兼
業
化
も
進
む
（
湯
浅
屋
は
一
八
世
紀
以
来
米
穀
問
屋
も
営
ん

だ
が
、
嘉
永
期
以
降
は
雑
穀
・
荒
物
問
屋
も
兼
業
し
て
い
る
）
と
い
っ
た
状
況

か
ら
、
問
屋
が
深
川
の
取
引
場
と
結
び
つ
き
を
強
め
、
積
極
的
介
入
が
必
要
と

な
っ
た
結
果
と
し
て
、
天
保
期
以
降
に
問
屋
自
体
が
深
川
へ
移
転
し
た
と
論
じ

る
の
で
あ
る
。

『
家
の
昔
か
た
り
』
に
よ
れ
ば
、
久
足
が
当
主
と
な
っ
て
い
た
時
期
の
「
佐

久
間
町
火
事
」（
小
泉
祐
次
氏
の
翻
刻
文
に
は「
文
化
十
二
己
丑
年
」と
あ
る
が
、

原
本
に
よ
れ
ば
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
で
あ
る
。
菱
岡
憲
司
氏
の
ご
教
示

に
よ
る
）
で
も
小
網
町
の
店
が
類
焼
し
て
お
り
、
こ
の
時
に
も
「
深
川
に
転
宅

せ
ん
の
企
」
が
あ
っ
た
も
の
の
、「
浄
謙
居
士
（
四
代
当
主
新
右
衛
門
。
久
足

の
実
父
）」
が
「
事
を
つ
ゝ
ま
や
か
に
す
る
を
き
ら
ひ
、
大
き
く
と
り
ひ
ろ
ぐ

る
こ
と
を
こ
の
ま
れ
し
人
」
で
あ
り
、「
江
戸
市
中
よ
り
し
て
、
江
戸
外
深
川

に
う
つ
る
こ
と
、
甚
不
承
知
」
で
あ
っ
た
た
め
、
移
転
が
頓
挫
し
た
と
い
う
。

し
か
し
、
曲
田
氏
の
議
論
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
四
代
当
主
個
人
の
反
対
に
よ

り
諦
め
た
と
い
う
よ
り
も
、
明
和
期
と
同
様
に
、
こ
の
頃
に
は
未
だ
深
川
移
転

を
行
う
条
件
が
十
分
整
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
っ
ぽ
う
、
久
足
は
同
書
中
に
あ
っ
て
、
四
代
当
主
の
商
人
と
し
て
の
「
器

量
」は
認
め
て
お
り
、深
川
の「
銚
子
場
」（
銚
子（
千
葉
県
銚
子
市
）周
辺
の
村
々

か
ら
集
積
さ
れ
た
干
鰯
を
主
に
扱
っ
た
干
鰯
場
）
の
蔵
が
類
焼
し
た
際
、
富
久

町
の
土
地
を
購
入
す
る
こ
と
で
現
地
で
の
評
判
を
回
復
し
た
件
を
評
価
し
て
い

る
。
こ
の
場
所
が
、
天
保
期
に
湯
浅
屋
の
移
転
先
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
久

足
は
「
商
人
は
た
ゞ
地
面
に
ま
さ
る
宝
な
し
」「
わ
が
代
に
地
面
の
あ
ま
た
出
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来
た
る
こ
と
、
実
に
よ
ろ
こ
ぶ
に
た
へ
た
り
」
と
も
述
べ
る
よ
う
に
、
土
地
に

高
い
資
産
価
値
を
見
出
し
、
そ
の
集
積
に
努
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
湯
浅
屋
は
、
地
元
松
坂
で
は
紀
州
藩
か
ら
扶
持
を
与
え
ら
れ
て
御
用

を
務
め
て
い
る
が
、
東
北
諸
藩
と
も
経
営
上
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
た
と
え

ば
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
は
仙
台
藩
に
よ
る
専
売
制
度
（「
御
国
産
仕
法
」）

の
も
と
で
江
戸
表
元
方
問
屋
を
勤
め
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
同
藩
に
よ

る
国
産
品
専
売
の
仕
法
で
も
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い（

６
）る

。
さ
ら
に
『
家
の

昔
か
た
り
』に
は
、八
戸
藩
と
湯
浅
屋
の
関
係
は「
網
方
御
と
り
あ
げ
に
て
国
産
」

（
文
政
二
年
以
降
の
「
御
国
政
御
主
法
替
」
に
よ
る
干
鰯
・
〆
粕
な
ど
の
国
産

品
買
上
げ
策
の
こ
と（

７
）

か
）
と
な
っ
て
以
降
は
「
不
都
合
」
な
状
態
に
あ
っ
た
が
、

湯
浅
屋
と
と
も
に
同
藩
へ
出
入
り
し
て
い
た
「
栖
原
久
次
郎
」（
先
の
「
紀
州
・

勢
州
領
出
稼
六
人
」
に
も
名
を
連
ね
る
干
鰯
問
屋
）
が
没
落
し
て
以
降
に
良
好

と
な
っ
た
（「
わ
が
た
ゞ
一
軒
の
支
配
と
な
り
（
中
略
）
六
代
め
与
右
衛
門
（
久

足
）
代
に
は
、
こ
の
御
屋
敷
結
構
な
る
御
得
意
と
な
り
ぬ
」）
と
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
久
足
は
『
陸
奥
日
記
』
の
旅
の
動
機
を
「
松
島
の
景
す
ゞ
ろ

に
み
ま
ほ
し
く
な
り
し
か
ば
」
と
し
か
語
っ
て
い
な
い
が
、
湯
浅
屋
に
と
っ
て

重
要
な
意
味
を
持
つ
銚
子
周
辺
お
よ
び
東
北
地
方
の
現
状
を
自
分
の
眼
で
見
て

確
か
め
よ
う
と
す
る
、
商
家
の
当
主
と
し
て
の
意
識
が
働
い
て
い
た
こ
と
も
想

定
し
得
る
。
た
だ
し
久
足
の
紀
行
文
に
は
商
用
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、『
陸
奥
日
記
』
で
も
以
下
の
①
～
③
し
か
な
い
。
そ
の
う

ち
銚
子
に
つ
い
て
は
経
営
上
の
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
率
直
に
表
明
し
て
お
り

（
①
）、
当
時
の
湯
浅
屋
が
こ
の
地
域
と
特
に
強
い
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。

①
息
栖
神
社
（
茨
城
県
神
栖
市
）
の
参
拝
を
済
ま
せ
た
後
、
久
足
は
「
銚
子
あ

た
り
の
光
景
も
み
ま
ほ
し
く
、
は
た
そ
こ
に
は
、
な
り
は
ひ
（
生
業
）
の

こ
と
に
つ
き
て
し
た
し
き
家
も
あ
れ
ば
」
と
い
っ
た
理
由
で
、
銚
子
の
「
盛

岡
屋
何
が
し
」
の
家
を
訪
ね
る
。
こ
の
「
盛
岡
屋
」
は
、
南
部
問
屋
の
盛

岡
屋
権
三

（
８
）郎

で
あ
る
。
銚
子
滞
在
中
に
は
、
こ
れ
も
「
な
り
は
ひ
の
こ
と

に
つ
き
て
ゆ
か
り
あ
る
家
々
」
か
ら
、
鮮
魚
（「
か
れ
い
・
あ
ん
こ
な
ど
」）

の
数
々
を
贈
ら
れ
て
い
る
。

②
仙
台
・
国
分
町
の
旅
籠
屋
で
あ
る
小
畑
屋
（
太
兵
衛
）
に
久
足
が
泊
ま
っ
た

際
、「
な
り
は
ひ
の
こ
と
に
つ
き
て
、す
こ
し
の
ゆ
か
り
あ
る
家
」で
あ
る「
ま

す
や
何
が
し
」
か
ら
酒
肴
を
贈
ら
れ
て
い
る
。「
ま
す
や
何
が
し
」
は
、
仙

台
藩
の
蔵
元
を
務
め
た
升
屋
平
右
衛
門
と
も
思
わ
れ
る
が
、
確
証
が
な
い
。

③
帰
路
の
栃
木
宿
（
栃
木
県
栃
木
市
）
で
は
、「
わ
れ
と
主
従
の
ち
ぎ
り
」
の

あ
る
「
釜
屋
新
助
」
と
い
う
商
人
の
家
に
一
泊
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
な

り
は
ひ
の
こ
と
に
つ
き
て
し
た
し
き
家
」
で
あ
る
「
河
内
屋
な
に
が
し
・

釜
屋
な
に
が
し
」
と
い
う
商
人
も
あ
わ
せ
て
訪
ね
て
い
る
。

　

二　

一
九
世
紀
の
旅
行
者
と
し
て
の
小
津
久
足

『
陸
奥
日
記
』
の
冒
頭
に
、「
も
と
よ
り
青
雲
に
は
心
も
か
け
ず
、
べ
ち
に

も
と
め
も
な
け
れ
ど
、
た
ゞ
ひ
と
つ
の
も
と
め
あ
り
。
そ
の
も
と
め
と
い
ふ

は
、
名
山
水
を
さ
ぐ
る
の
く
せ
に
て
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
近
世
の
中
後
期
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に
は
、「
山
水
之
癖
」「
山
川
癖
」「
丘
壑
之
癖
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
人
び
と
が

出
現
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
人
び
と
は
旅
と
風
景
を
愛
好
し
、
現
地
へ
足
を
運

ん
で
実
際
の
風
景
を
直
に
確
か
め
る
と
と
も
に
、
写
実
的
な
絵
画
や
記
録
を
遺

し
た
。
近
世
に
お
け
る
旅
行
の
隆
盛
の
中
で
、
自
然
に
対
す
る
実
証
的
な
観
察

眼
と
精
神
が
次
第
に
育
ま
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ（

９
）う

。
久
足
も
ま
た
自
ら
の
性

向
を
「
癖
」
と
し
て
認
め
、
そ
の
「
癖
」
に
促
さ
れ
る
ま
ま
旅
を
く
り
返
し
た

一
人
で
あ
っ
た
。

久
足
は
、『
陸
奥
日
記
』
の
旅
の
頃
に
は
経
験
豊
富
な
旅
行
者
と
な
っ
て
い

た
。
た
と
え
ば
旅
程
に
つ
い
て
も
事
前
に
慎
重
な
検
討
を
行
っ
て
お
り
、
江
戸

か
ら
奥
州
へ
向
か
う
に
は
「
日
光
の
か
た
を
か
け
て
」（
日
光
街
道
か
ら
奥
州

街
道
を
）
行
く
の
が
「
よ
の
つ
ね
の
み
ち
」
―
一
般
的
な
ル
ー
ト
と
し
な
が
ら

も
、
出
発
時
期
が
旧
暦
二
月
末
で
あ
り
、
道
中
の
降
雪
も
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
浜
街
道
を
選
択
し
て
い
る
。
浜
街
道
が
通
る
現
在
の
福
島
県
浜
通
り
地
方

は
冬
で
も
雪
が
少
な
く
、
比
較
的
温
暖
で
あ
る
（
暖
流
（
黒
潮
）
の
影
響
な
ど

に
よ
る
）
こ
と
は
当
時
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。

い
っ
ぽ
う
当
時
の
旅
行
者
は
、
現
地
の
人
び
と
に
も
支
え
ら
れ
な
が
ら
旅

を
し
て
い
た
。
久
足
も
ま
た
各
地
の
名
所
を
訪
ね
る
に
際
し
て
、
し
ば
し
ば
現

地
で
案
内
者
を
頼
ん
だ
こ
と
が
『
陸
奥
日
記
』
か
ら
読
み
取
れ
る
。
銚
子
で
は

前
出
の
盛
岡
屋
が
「
磯
め
ぐ
り
」
の
案
内
を
自
ら
買
っ
て
出
て
お
り
、水
戸
（
茨

城
県
水
戸
市
）
で
は
宿
屋
の
主
が
久
足
に
案
内
者
を
雇
う
よ
う
勧
め
て
い
る
。

旅
行
者
が
大
勢
集
ま
る
松
島
（
宮
城
県
松
島
町
）
以
外
で
も
案
内
者
は
存
在
し

て
お
り
、
久
足
は
太
田
（
茨
城
県
常
陸
太
田
市
）
や
桑
折
宿
（
福
島
県
伊
達
郡

桑
折
町
）、
日
光
の
鉢
石
町
（
栃
木
県
日
光
市
）
な
ど
で
も
案
内
者
を
用
い
て

い
る
。

こ
の
う
ち
太
田
で
は
「
案
内
銭
は
百
五
十
文
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
太

田
や
鉢
石
町
で
は
案
内
を「
な
り
は
ひ
の
か
た
は
し（
本
業
以
外
の
仕
事
）」（
鉢

石
町
）
と
す
る
住
民
が
い
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
久
足
は
街
道
の
茶
屋
や
馬
士

な
ど
か
ら
名
所
や
地
名
・
地
理
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

職
種
の
人
び
と
が
地
元
に
あ
っ
て
旅
行
者
を
案
内
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
近
世
の
地
域
社
会
に
対
す
る
住
民
自
身
の
認
識
の
深
ま

り
と
広
が
り
が
見
て
取
れ
る
。

久
足
は
奥
州
へ
の
旅
の
予
習
や
、
帰
還
後
に
『
陸
奥
日
記
』
を
執
筆
す
る

参
考
と
し
て
、
数
々
の
文
献
に
も
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
文
中
や
頭
注
で

引
用
さ
れ
、
巻
末
に
は
松
島
に
つ
い
て
の
紀
行
文
の
書
名
が
約
二
〇
篇
列
挙
さ

れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
参
考
文
献
一
覧
で
あ
る
。
書
籍
文
化
の
恩
恵
を
存
分
に

享
受
し
た
と
い
う
点
で
も
、
久
足
は
近
世
と
い
う
時
代
の
刻
印
を
強
く
受
け
た

旅
行
者
で
あ
っ
た
。

　

久
足
の
読
書
経
験
と
、
旅
先
で
の
史
跡
探
訪
と
の
結
び
つ
き
を
窺
う
こ
と
が

で
き
る
事
例
と
し
て
、『
陸
奥
日
記
』
か
ら
多
賀
城
碑
（
宮
城
県
多
賀
城
市
に

あ
り
、
か
つ
て
歌
枕
「
壺
の
碑
」
と
同
一
視
さ
れ
た
）
に
関
す
る
二
つ
の
文
章

を
引
用
し
よ
う
。

①
「
す
べ
て
こ
の
あ
た
り
、
昔
の
多
賀
城
の
跡
に
て
（
中
略
）「
つ
ぼ
の
い

し
ぶ
み
、
こ
の
碑
の
こ
と
に
は
あ
ら
ず
。
こ
は
多
賀
城
の
門
の
碑
な
り
」

と
い
ふ
説
あ
れ
ど
、
そ
は
な
ま
学
者
の
、
お
の
が
才
を
う
ら
ん
が
た
め
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に
「
考
」、
あ
る
は
「
論
」
な
ど
ゝ
こ
と
〴
〵
し
く
名
づ
け
て
、
益
な
き

こ
と
を
し
る
す
の
た
ぐ
ひ
な
れ
ば
、
い
づ
れ
に
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
。（
中

略
）
こ
の
碑
は
ひ
と
た
び
土
中
に
う
も
れ
た
り
し
を
、
仙
台
の
城
主
、

吉
村
の
君
の
時
、
い
た
り
ふ
か
き
御
み
や
び
心
よ
り
し
て
、
ほ
り
得
さ

せ
給
ひ
て
、
ふ
た
ゝ
び
世
に
は
い
で
た
る
也
。」

②
「
こ
の
あ
た
り
に
て
は
、
小
児
を
「
わ
ら
し
」
と
い
ひ
、「
大
道
小
道
」

と
い
ふ
こ
と
あ
り
て
、
よ
の
つ
ね
に
い
ふ
三
十
六
丁
を
「
大
道
一
里
」

と
い
ひ
、
六
丁
を
「
小
み
ち
」
と
い
ふ
に
よ
り
て
な
れ
ば
、
今
の
よ
の

陸
奥
歌
と
や
い
は
ま
し
。（
中
略
）
六
丁
を
一
里
と
い
ふ
は
、
古
風
な
る

こ
と
に
て
、
多
賀
城
の
碑
文
の
道
法
に
も
か
な
へ
る
は
、
を
か
し
。」

①
の
後
段
で
、
久
足
は
仙
台
藩
五
代
藩
主
で
あ
る
伊
達
吉
村
の
時
期
に
碑

が
発
見
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
の
細
井
広

沢
『
観
鵞
百
譚
』
で
は
、
こ
れ
を
四
代
藩
主
綱
村
の
時
期
と
し
て
お
り
、
文
化

年
間
（
一
八
〇
四
～
一
八
）
の
山
田
聯
（
慥
斎
）「
多
賀
城
修
造
碑
面
考
」
で

は
「
義
公
よ
つ
て
捜
索
し
得
出
す
る
所
な
る
べ
し
」
と
、
碑
の
発
見
を
徳
川
光

圀
の
功
績
に
帰
す

）
（1
（

る
。

こ
う
し
た
伊
達
綱
村
や
徳
川
光
圀
が
登
場
す
る
碑
の
発
見
伝
承
は
、
光
圀

が
綱
村
に
碑
の
雙
鉤
（
文
字
の
輪
郭
だ
け
を
墨
の
線
で
写
し
と
る
こ
と
）
を
要

請
し
た
こ
と
（
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
の
佐
久
間
洞
巌
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』

な
ど
に
記
録
さ
れ
る
）
が
、
碑
が
発
見
さ
れ
た
経
緯
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る

中
で
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
久
足
は
『
陸
奥
日
記
』
で
光
圀
へ
の
深
い

敬
慕
を
た
び
た
び
表
明
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
①
で
は
彼
に
全
く
言
及
し

て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
久
足
は
光
圀
の
登
場
す
る
発
見
伝
承
自
体
に
接
し
て

い
な
い
可
能
性
が
高
い
。

伊
達
吉
村
を
発
見
者
と
す
る
伝
承
は
、天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
橘
南
谿
『
東

遊
記
』
後
編
や
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
田
宮
仲
宣
『
橘
庵
漫
筆
』
な
ど
に

見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
『
東
遊
記
』
は
、『
陸
奥
日
記
』
巻
末
の
参
考
文
献
一

覧
に
も
挙
が
っ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
同
じ
一
覧
で
『
東
遊
記
』
と
並
ぶ
紀
徳

民
『
松
島
記
行
』（
細
井
平
洲
『
遊
松
島
記
』
か
）、半
井
通
『
松
島
記
行
』（
和

気
柳
斎
（
半
井
行
蔵
）『
松
島
紀
行
』）、
沢
元
愷
（
平
沢
旭
山
）『
漫
遊
文
草
』

の
「
奥
羽
暦
」（「
游
奥
暦
」）
な
ど
に
は
、
碑
の
発
見
者
の
情
報
は
記
さ
れ
て

い
な

）
（（
（

い
。
以
上
か
ら
、久
足
は
碑
の
発
見
に
つ
い
て
の
知
識
を
主
に
『
東
遊
記
』

に
よ
っ
て
得
て
い
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

ま
た
②
で
は
、「
六
丁
を
一
里
」
と
す
る
こ
の
地
域
特
有
の
距
離
の
表
現
（
大

道
一
里
が
三
六
町
、
小
道
一
里
が
六
町
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
多
賀
城
の
碑

文
の
道
法
」
と
も
一
致
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
碑
に
記
さ
れ
た
里
程
を
六

町
＝
一
里
と
し
て
解
釈
す
る
説
は
、
新
井
白
石
『
北
海
随
筆
』
や
、
長
久
保
赤

水
の
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）『
東
奥
紀
行
』
な
ど
に
見
ら
れ
、
古
川
古
松
軒

の
寛
政
元
年（
一
七
八
九
）『
東
遊
雑
記
』で
も「
水
戸
赤
水
先
生
の
考
を
聞
し
に
」

と
、『
東
奥
紀
行
』
の
説
を
踏
ま
え
た
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。
久
足
は
『
東

奥
紀
行
』
と
『
東
遊
雑
記
』
を
と
も
に
読
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
に
示
さ
れ
る
里

程
の
解
釈
を
受
け
入
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
赤
水
と
古
松
軒
は
多
賀
城
碑
と
壺
の
碑
を
別
物
と
す
る
が
、
久

足
は
否
定
的
で
あ
り
、「
こ
は
多
賀
城
の
門
の
碑
な
り
」
と
説
く
「
な
ま
学
者
」
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を
罵
倒
す
る
（
①
）。
こ
れ
つ
い
て
は
、ま
さ
に
古
松
軒
が
『
東
遊
雑
記
』
で
「
今

世
に
い
ふ
壺
の
碑
は
、
多
賀
城
の
門
碑
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。

久
足
は
紀
行
文
中
で
貝
原
益
軒
と
そ
の
著
作
に
し
ば
し
ば
言
及
す
る
が
、

『
陸
奥
日
記
』
に
つ
い
て
は
赤
水
の
『
東
奥
紀
行
』
の
影
響
に
も
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
阿
伽
井
が
嶽
」（
福
島
県
い
わ
き
市
平
の
閼
伽
井
嶽
）

の
「
竜
灯
」
に
つ
い
て
は
「
長
久
保
赤
水
が
『
東
奥
記
行
』
に
も
い
み
じ
く
か

き
て
、
図
を
も
い
た
せ
れ
ば
」
と
、
同
書
か
ら
知
識
を
得
た
こ
と
を
明
言
し
て

い
る
。
ま
た
松
島
に
あ
っ
て
も
、
雄
島
に
つ
い
て
「
墓
碑
、
あ
る
は
俳
人
の
碑

な
ど
な
ら
び
た
て
り
（
中
略
）
こ
の
碑
（
頼
賢
の
碑
）
の
み
を
の
こ
し
て
、
外

は
と
り
す
て
ま
ほ
し
」
と
記
す
が
、
こ
こ
に
は
『
東
奥
紀
行
』
の
「
傍
に
一
小

碣
あ
り
、
面
に
芭
蕉
の
朝
夕
の
句
を
刻
む
、
好
事
の
徒
の
為
す
所
な
り
、
其
の

他
石
仏
碑
碣
仏
碑
率
堵
婆
の
類
、
累
々
乎
と
し
て
相
列
る
。（
中
略
）
殺
風
景

に
非
ざ
る
か
、
我
若
此
国
に
当
路
せ
ば
車
を
下
ら
ず
し
て
先
づ
之
を
一
掃
せ
ん

と
」（
原
漢
文
）
と
い
う
一
文
と
の
関
連
性
が
見
出
せ

）
（1
（

る
。

こ
う
し
た
赤
水
の
「
雄
島
観
」
は
、遠
山
景
晋
が
文
化
二
～
三
年
（
一
八
〇
五

～
六
）
の
北
方
出
張
に
つ
い
て
著
し
た
『
未
曾
有
後
記
』（「
赤
水
が
言
葉
は
理

り
余
り
有
。
我
は
た
ゞ
一
掃
の
み
な
ら
ず
、
墓
碑
造
り
戒
名
彫
た
る
奴
原
を
ば

首
打
切
て
捨
ん
づ
」）
や
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
小
宮
山
楓
軒
『
浴
陸
奥

温
泉
記
』（「
石
仏
戒
名
五
輪
塔
俳
諧
碑
オ
ビ
タ
ヾ
シ
ク
（
中
略
）
赤
水
紀
行
ニ

是
ヲ
一
掃
セ
ン
コ
ト
ヲ
云
ヘ
ル
、
理
リ
ナ
リ
」）
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

書
籍
は
知
識
の
源
泉
と
な
る
が
、
読
み
手
が
実
際
の
風
景
と
接
す
る
時
の
印
象

や
感
情
を
規
格
化
も
し
得
る
こ
と
を
、
こ
う
し
た
事
例
は
教
え
て
く
れ
る
。

　

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
本
稿
で
は
小
津
久
足
の
商
人
ま
た
旅
行
者
・
紀
行
文
作
家
と
し
て

の
側
面
に
検
討
を
加
え
た
。
た
だ
し
久
足
自
身
は
『
陸
奥
日
記
』
で
、「
か
く

陸
奥
か
け
て
心
の
ま
ゝ
に
旅
立
し
つ
ゝ
、
露
宿
風
餐
の
わ
づ
ら
ひ
な
き
も
、
は

た
な
り
は
ひ
の
か
げ
に
し
て
」
と
、
自
分
が
こ
れ
ほ
ど
自
由
に
旅
行
で
き
る
の

は
「
な
り
は
ひ
（
生
業
）」
―
商
家
の
当
主
と
い
う
裕
福
な
境
遇
の
お
か
げ
と

認
識
し
て
い
た
。
ま
た
「
つ
か
へ
あ
る
人
は
、
さ
り
が
た
き
ゆ
ゑ
も
あ
れ
ど
、

商
人
の
身
に
て
は
、
な
り
は
ひ
の
ひ
ま
を
ぬ
す
ま
ば
、
漫
遊
は
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ

な
る
べ
し
」
と
、
主
君
に
仕
え
る
武
士
と
異
な
り
、
商
人
に
は
「
さ
り
が
た
き

ゆ
ゑ
」
―
移
動
を
制
約
さ
れ
る
理
由
が
必
ず
し
も
な
く
、
生
業
と
の
折
り
合
い

次
第
で
旅
行
は
思
い
の
ま
ま
と
も
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
久
足
自
身
は
、
商
人
で
あ
る
こ
と
と
旅
行
者
で
あ
る
こ
と
は
密

接
に
関
連
し
て
お
り
、
む
し
ろ
商
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
旅
行
者
で
も
い
ら
れ
る

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
久
足
の
自
己
認
識
の
基
礎
に
は
、
あ
く
ま
で
湯
浅

屋
与
右
衛
門
と
い
う
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
久
足
は
、
近
世
の
商
人
が
文
化
的
に
ど
れ
ほ
ど
豊
か
な
存
在
で
あ
り
得

た
か
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
我
々
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
彼
は
、
彼
自

身
が
愛
し
た
『
近
世
畸
人
伝
』
の
著
者
で
あ
る
伴
蒿
蹊
―
近
江
国
の
八
幡
（
滋

賀
県
近
江
八
幡
市
）
に
本
拠
を
置
く
近
江
商
人
・
扇
屋
伴
荘
右
衛
門

）
（1
（

家
の
五
代
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当
主
で
あ
っ
た
―
な
ど
と
も
比
肩
す
る
、
近
世
社
会
が
生
ん
だ
文
芸
の
巨
人
の

一
人
で
あ
っ
た
。

　
　

注

（
１
）
菱
岡
憲
司
『
小
津
久
足
の
文
事
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
六
）。

（
２
）
青
柳
周
一
「
天
保
期
、
松
坂
商
人
に
よ
る
浜
街
道
の
旅
―
小
津
久
足
『
陸
奥
日
記
』

を
め
ぐ
っ
て
」（
平
川
新
編
『
江
戸
時
代
の
政
治
と
地
域
社
会　

二　

地
域
社
会
と
文
化
』　

清
文
堂
、
二
〇
一
五
）。

（
３
）『
家
の
昔
か
た
り
』
に
つ
い
て
は
、
小
泉
祐
次
「
小
津
久
足
自
筆
稿
本
『
小
津
氏
系
図
』

と
『
家
の
昔
か
た
り
』
に
つ
い
て
（
二
）」（『
鈴
屋
学
会
報
』
五
、一
九
八
八
）
で
の
翻
刻

を
参
照
・
引
用
し
た
。

（
４
）
曲
田
浩
和
「
近
世
後
期
に
お
け
る
問
屋
の
深
川
移
転
に
つ
い
て
―
材
木
・
干
鰯
商
を
中

心
に
」、『
江
東
区
文
化
財
研
究
紀
要
』
四
、一
九
九
三
）。

（
５
）
湯
浅
屋
・
橋
本
・
久
住
の
関
係
は
、
原
直
史
『
日
本
近
世
の
地
域
と
流
通
』（
山
川
出

版
社
、一
九
九
六
）、柚
木
学
「
天
保
期
以
降
に
お
け
る
菱
垣
廻
船
・
樽
廻
船
の
動
態
」（『
経

済
学
論
究
』
三
〇
―
一
、一
九
七
六
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
６
）
仙
台
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
仙
台
市
史　

通
史
編
五
（
近
世
三
）』（
二
〇
〇
四
）。

（
７
）
菊
池
勇
夫
「
文
政
天
保
期
に
お
け
る
八
戸
藩
の
藩
政
改
革
と
農
民
闘
争
」（『
史
苑
』

三
六
―
一
、一
九
七
五
）。

（
８
）
盛
岡
屋
に
つ
い
て
は
、斎
藤
善
之
「
近
世
に
お
け
る
東
廻
り
航
路
と
銚
子
港
町
の
変
容
」

（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
〇
三
、二
〇
〇
三
）
参
照
。

（
９
）「
山
水
癖
」
に
つ
い
て
は
、
内
山
淳
一
「
風
景
美
へ
の
憧
れ
―
記
録
と
絵
に
み
る
山
水

癖
」（
仙
台
市
博
物
館
『
特
別
展
図
録　

江
戸
の
旅
―
た
ど
る
道
、
え
が
か
れ
る
風
景
』、

二
〇
一
二
）
参
照
。

（
10
）以
下
、多
賀
城
碑
の
発
見
伝
承
と
里
程
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、安
倍
辰
夫
・
平
川
南
編『
多

賀
城
碑
―
そ
の
謎
を
解
く
［
増
補
版
］』（
雄
山
閣
、
一
九
九
九
）
参
照
。

（
11
）
本
稿
で
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
お
よ
び
国
立
国
会
図
書

館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。

（
12
）
近
世
紀
行
文
に
見
ら
れ
る
雄
島
の
風
景
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
高
橋
陽
一
『
近
世
旅
行

史
の
研
究
―
信
仰
・
観
光
の
旅
と
旅
先
地
域
・
温
泉
』（
清
文
堂
、
二
〇
一
六
）
参
照
。

（
13
）「
庄
右
衛
門
」
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
近
江
八
幡
市
史
編
集
委
員
会
編
『
近

江
八
幡
の
歴
史　

五　

商
人
と
商
い
』（
二
〇
一
二
）
に
従
っ
た
。


