
お
け
る
針
供
養
の
あ
り
方
は
、
時
代
と
共
に
変
化
し
て
い
る
。

な
く
、

一
人
前
の
女
性
と
な
る
た
め
の
総
合
的
な
女
子
教
育
の
機
関
と
し
て
存
在

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
為

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
昭
和
四
0
年
代
は
じ
め
ま
で
各
地
に
あ
っ
た
裁
縫
を
教
え

る
私
塾
で
あ
る
裁
縫
所
に
つ
い
て
、
千
葉
県
佐
原
を
中
心
に
、
そ
の
性
格
な
ど
に

(
l
)
 

つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
裁
縫
所
へ
は
嫁
入
り
前
に
裁
縫
技
術
を
身
に
つ
け
る
た
め

に
多
く
の
女
性
が
通
っ
て
来
て
い
た
が
、
裁
縫
所
は
単
に
裁
縫
を
教
え
る
場
で
は

し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
の
裁
縫
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
行
事

に
針
供
養
が
あ
る
。
毎
年
一
一
月
八
日
あ
る
い
は
一
―
一
月
八
日
に
、
豆
腐
に
折
れ
た

針
を
さ
し
て
日
頃
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
針
に
感
謝
す
る
。
し
か
し
、
裁
縫
所
に

針
供
養
の
行
事
の
変
化
に
つ
い
て
は
長
沢
利
明
氏
が
「
針
供
養
と
奪
衣
婆
ー
東

(
2
)
 

京
都
新
宿
区
新
宿
・
正
受
院
ー
」
、
「
浅
草
の
針
供
養
ー
東
京
都
台
東
区
浅
草
淡
島

(
3
)
 

堂
ー
」
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

は
じ
め
に

|
—
千
菓
県
佐
原
の
事
例
か
ら

そ
れ
に
よ
れ
ば
新
宿
正
受
院
の
針
供
養
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
奪
衣
婆
信
仰
が

特
異
な
発
展
を
と
げ
て
昭
和
三
二
年
(
-
九
五
七
）
以
降
に
成
立
し
た
新
た
な
行

事
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
浅
草
寺
淡
島
堂
の
針
供
養
が
、
現
在

の
よ
う
な
盛
大
な
寺
社
の
年
中
行
事
と
し
て
の
針
供
養
と
し
て
成
立
し
た
の
は
一

九
三
0
年
代
と
比
較
的
新
し
い
事
を
指
摘
し
、
こ
の
行
事
が
定
着
し
え
た
の
は
家

ご
と
の
祭
り
と
し
て
豆
腐
や
コ
ン
ニ
ャ
ク
を
用
意
し
て
針
を
さ
し
、
そ
れ
を
淡
島

堂
に
納
め
た
り
、
川
へ
流
し
た
り
す
る
針
供
養
が
行
わ
れ
て
い
た
基
盤
が
あ
っ
た

か
ら
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
家
々
で
行
わ
れ
て
い
た
針
供
養
の
行
事
が
寺
社
の

年
中
行
事
へ
と
変
化
し
た
背
景
や
理
由
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
佐
原
の
針
供
養
を
事
例
と
し
て
、
針
供
養
の
行
事
の
変
化
と
背
景
、

そ
の
意
味
を
探
る
。

島

立

理
子

—25 -



日
」
の
行
事
は
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

「
コ
ト
始
め
」
、
も
う
一
方
を
「
コ
ト
納
め
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。

H
、 針

供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

毎
年
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
紹
介
さ
れ
る
針
供
養
は
、
東
京
で
は
浅
草
浅
草
寺
の
淡

島
堂
、
世
田
谷
の
森
巌
寺
、
新
宿
の
正
受
院
、
千
葉
県
な
ら
木
更
津
の
成
就
寺
と

い
っ
た
寺
院
で
行
わ
れ
る
針
供
養
で
あ
る
。
多
く
の
人
が
訪
れ
、
豆
腐
や
コ
ン
ニ
ャ

ク
に
折
れ
た
針
を
さ
す
。
盛
大
に
針
供
養
が
営
ま
れ
て
お
り
、
寺
院
の
行
事
の
一

最
近
で
は
人
形
供
養
、
筆
供
養
、

わ
れ
て
い
る
が
、
針
供
養
は
そ
れ
ら
の
道
具
の
供
養
に
比
べ
て
伝
統
も
古
く
、
由

緒
正
し
い
器
物
供
養
の
一
っ
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
。

(
4
)
 

広
辞
苑
に
よ
れ
ば
、
針
供
養
は
「
―
一
月
八
日
ま
た
は
一
―
一
月
八
H

に
、
婦
人
が

裁
縫
を
休
む
こ
と
。
折
れ
た
針
を
集
め
て
豆
腐
に
刺
し
、
淡
島
神
社
に
納
め
る
地

方
も
あ
る
」
と
あ
る
。

「
―
一
月
八
B

ま
た
は
一
―
一
月
八
日
」
に
行
う
と
あ
る
が
、
東
日
本
で
は
主
に
二

月
八
日
に
、
西
日
本
で
は
一
―
一
月
八
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
二
月
八

―
―
一
月
八
日
は
「
コ
ト
八
日
」
と
呼
ば
れ
るB
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
一
方
を

「
コ
ト
」
と
は
、
通
常
と
は
違
う
何
か
改
ま
っ
た
行
事
を
意
味
す
る
も
の
で
、

本
来
は
こ
の
コ
ト
八
日
だ
け
に
使
わ
れ
る
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
「
コ
ト
八

つ
と
な
っ
て
い
る
。

針
供
養
と
は

ハ
サ
ミ
供
養
な
ど
様
々
な
道
具
の
供
養
が
行

の
項
に
は
「
婦
人
は
、
針
の
折
れ
た
る
を
集
め
て
淡
島
の
社
へ
納
め
、

一
日
、
糸

事
始
め
」

広
辞
苑
に
は
「
折
れ
た
針
を
集
め
て

（
略
）
淡
島
神
社
に
納
め
る
地
方
も
あ
る
」

休
み
、
そ
の
後
に
針
供
養
の
行
事
が
で
き
あ
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
日
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
や
妖
怪
の
訪
れ
る
日
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ

ら
が
家
に
侵
入
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
家
々
の
門
口
に

H

籠
や
柊
な
ど
を
掲
げ
る

と
い
っ
た
習
慣
が
広
く
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
強
い
風
が
吹
く
と
の
伝
承
も
あ
り
、

布
は
全
国
に
広
が
つ
て
い
る
。
各
地
の
事
例
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
山
梨
県
甲

府
市
で
は
針
を
休
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
ん
に
ゃ
く
と
風
呂
吹
き
大
根
を
食
べ

(
5
)
 

た
。
福
島
県
会
津
若
松
市
で
は
豆
腐
に
松
葉
を
さ
し
て
供
え
、
古
針
は
大
根
に
さ

(
6
)
 

し
て
川
に
流
し
、
そ
の
後
供
え
た
豆
腐
は
下
げ
て
食
べ
る
。
能
登
半
島
で
は
ニ
―

月
八
日
を
針
歳
暮
（
ハ
リ
セ
イ
ボ
）
と
呼
び
、
珠
洲
郡
で
は
女
の
子
の
あ
る
家
で

(
7
)
 

は
夜
餡
入
り
の
餅
を
焼
い
て
、
針
を
祭
り
裁
縫
の
上
達
を
祈
る
。

コ
ト
八
日
と
針
供
養
が
ど
う
し
て
結
び
つ
い
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、

こ
の
日
は
一
っ
の
節
目
と
考
え
ら
れ
、
も
の
忌
み
の

B

と
し
て
仕
事
、
針
仕
事
を

と
あ
る
。
実
際
に
針
供
養
で
有
名
な
浅
草
の
浅
草
寺
も
枇
田
谷
の
森
巌
寺
も
、
針

供
養
が
行
わ
れ
る
の
は
境
内
に
あ
る
淡
島
堂
で
あ
る
。(

8
)
 

江
戸
時
代
末
の
滝
沢
馬
琴
編
『
俳
諧
歳
時
記
栞
草
』
の
『
一
月
八
日

針
の
業
を
停
む
。
是
を
針
供
養
と
云
」
と
あ
る
。
当
時
の
江
戸
で
は
、

コ
ト
八
H

の
日
に
針
仕
事
を
休
み
、
折
れ
た
針
を
淡
島
様
に
納
め
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
的

コ
ト
八
日
の
行
事
の
内
容
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
一
っ
が
針
供
養
で
、
そ
の
分

）
の
風
を
防
ぐ
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
呪
法
も
行
わ
れ
て
い
る
。
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淡
島
神
社
の
本
社
は
和
歌
山
市
加
太
に
あ
り
、
そ
の
祭
神
の
少
彦
名
命
は
医
薬

神
、
航
海
神
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
た
が
、
近
世
に
な
っ
て
婦
人
病
や
安
産
な
ど

の
女
性
を
救
済
す
る
神
と
し
て
一
般
に
広
ま
っ
た
。
同
社
で
は
針
供
養
と
並
ん
で
、

―
―
一
月
三
日
に
行
わ
れ
る
流
し
雛
の
行
事
も
ま
た
多
く
の
女
性
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
。

淡
島
神
社
に
は
二
つ
の
縁
起
が
残
さ
れ
て
お
り
、
針
供
養
と
の
結
び
っ
き
に
つ

裁
縫
の
道
を
初
め
て
教
え
た
神
と
い
う
伝
承
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
リ
サ
イ
ジ
ョ

も
う
―
つ
は
、
淡
島
神
社
の
祭
神
が
婆
利
オ
女
だ
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
神
は
も
と
住
吉
神
の
妃
で
あ
っ
た
が
、
帯
下
の
病
の
た
め
に
不
縁
と
な
り
、
綾

の
巻
物
と
十
二
の
神
宝
と
と
も
に
船
に
乗
せ
ら
れ
海
へ
流
さ
れ
、
三
月
三
日
に
流

れ
つ
い
た
地
が
加
太
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
巻
物
か
ら
雛
形
（
人
形
）
を
作

り
、
病
を
取
り
除
く
た
め
に
海
に
流
し
、
婦
人
の
病
に
苦
し
む
者
を
助
け
る
こ
と

を
誓
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
雛
形
を
作
っ
た
の
が
雛
遊
び
の
始
ま
り
と
も
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
女
性
の
救
済
神
と
し
て
女
性
の
信
仰
を
集
め
、

ハ
リ
サ
イ
ジ
ョ

ま
た
祭
神
が
婆
利
オ
女
と
い
う
名
前
で
、
ハ
リ

1
1

針
と
同
じ
音
で
あ
る
こ
と
か
ら

針
供
養
と
結
び
つ
い
た
と
い
う
。
近
枇
に
お
い
て
、
淡
島
信
仰
を
全
国
に
広
め
て

歩
い
た
の
が
、
淡
島
願
人
と
呼
ば
れ
る
乞
食
で
、
彼
ら
が
広
め
た
の
が
後
者
の
縁

起
で
あ
る
。

針
供
養
は
も
と
も
と
、
も
の
忌
み
の
日
と
し
て
針
仕
事
を
休
み
、
そ
の
後
に
行

事
と
し
て
の
針
供
養
が
で
き
あ
が
り
、
そ
の
習
俗
と
淡
島
信
仰
が
結
び
つ
い
た
と

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

い
て
も
二
つ
の
伝
承
が
あ
る
。
―
つ
は
淡
島
神
社
の
祭
神
で
あ
る
が
少
彦
名
命
が

い
る
生
徒
も
い
た
。

考
え
ら
れ
る
。

本
稿
の
主
題
と
な
る
裁
縫
所
に
お
け
る
針
供
養
に
つ
い
て
、
千
葉
県
内
各
地
の

裁
縫
所
で
行
わ
れ
て
い
た
、
昭
和
一

0
年
代
か
ら
四
0
年
代
半
ば
ま
で
の
針
供
養

最
初
に
佐
原
の
裁
縫
所
の
事
例
で
あ
る
。
裁
縫
所
は
農
村
部
と
町
場
で
そ
の
様

(
9
)
 

子
が
異
な
る
。
佐
原
は
利
根
川
の
水
運
で
栄
え
た
町
で
、
茨
城
南
部
か
ら
千
葉
県

北
部
随
一
の
町
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
裁
縫
所
は
町
場
の
裁
縫
所
と
し
て
の
性

格
を
有
し
て
い
る
。
裁
縫
所
の
多
く
は
裁
縫
を
教
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
仕
立
屋

と
し
て
近
隣
の
呉
服
店
な
ど
か
ら
の
仕
立
物
も
し
て
い
た
。
特
に
佐
原
の
場
合
は

大
き
な
町
場
で
あ
り
、
呉
服
店
か
ら
の
仕
事
も
数
多
く
こ
な
し
て
い
た
。
裁
縫
所

は
学
校
で
は
な
い
の
で
、
裁
縫
所
に
通
う
期
間
は
生
徒
の
都
合
に
よ
っ
て
決
め
る

事
が
で
き
る
。
自
宅
が
農
家
の
場
合
に
は
、
農
繁
期
に
は
裁
縫
所
に
通
う
こ
と
が

難
し
い
。
だ
か
ら
、
裁
縫
所
に
は
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
農
閑
期
に
多
く
の
生
徒

が
集
ま
る
。
町
場
の
裁
縫
所
の
大
き
な
特
色
と
な
る
が
、
生
徒
は
徒
歩
圏
だ
け
で

は
な
く
か
な
り
遠
く
か
ら
来
て
い
て
、
寄
宿
を
し
て
裁
縫
を
習
う
生
徒
が
い
た
り
、

裁
縫
所
に
よ
っ
て
は
花
嫁
修
業
で
は
な
く
仕
立
職
人
に
な
る
た
め
に
年
季
で
来
て

の
様
子
を
紹
介
す
る
。
い
ず
れ
も
筆
者
の
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

裁
縫
所
に
お
け
る
針
供
養
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大
き
く
、
町
内
に
は
数
多
く
の
裁
縫
所
が
あ
っ
た
。

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

多
い
時
に
は
五

0
人
以
上
の
生
徒
が
通
っ
て
来
て
い
た
。
―
一
月
八
日
の
針
供
養
に

は
、
生
徒
の
代
表
数
名
が
折
れ
た
針
を
諏
訪
神
社
に
あ
る
淡
島
様
（
淡
島
神
社
）

へ
納
め
に
行
っ
た
。
ま
た
、
先
生
は
「
手
作
り
で
何
か
や
り
な
さ
い
」
と
い
く
ら

か
の
お
金
を
生
徒
に
渡
し
、
生
徒
は
自
分
た
ち
で
買
い
出
し
に
行
っ
て
、
簡
単
な

多
い
と
き
に
は
五

0
名
を
越
え
る
生
徒
が
い
た
。
生
徒
の
中
に
は
二
月
八
日
に
な

る
と
、
春
の
農
作
業
の
準
備
の
た
め
に
帰
っ
て
し
ま
う
人
が
い
る
の
で
、

成
人
の
日
頃
に
針
供
養
を
し
た
。
折
れ
た
針
を
生
徒
全
員
で
諏
訪
神
社
に
あ
る
淡

島
神
社
ま
で
持
っ
て
行
き
、
そ
の
後
は
新
年
会
を
兼
ね
て
簡
単
な
ご
ち
そ
う
を
食

続
い
て
同
じ
町
場
で
あ
る
八
街
の
裁
縫
所
の
事
例
で
あ
る
。
八
街
は
佐
原
ほ
ど

の
大
き
な
町
で
は
な
い
が
、
農
村
部
に
あ
る
小
さ
な
町
で
あ
る
。
寄
宿
の
生
徒
ま

で
は
い
な
い
が
、
か
な
り
の
遠
方
か
ら
通
っ
て
来
て
い
た
し
、
裁
維
所
の
規
模
も

事
例
＿
二

八
街
市
八
街
．
I

裁
縫
所
（
昭
和
一
五
年
＼
四
0
年
頃
）

裁
縫
所
で
針
供
養
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
先
生
と
生
徒
で
浅
草
の

べ
た
。

事
例
二
佐
原
市
佐
原
．

T

裁
縫
所
（
昭
和
―
―
-
〇
＼
四0年
代
は
じ
め
）

ご
馳
走
を
作
っ
て
食
べ
た
。
仕
事
は
休
み
で
あ
る
。

事
例
一
佐
原
市
佐
原

•
0

裁
縫
所
（
昭
和
三
〇
＼
四
0
年
代
は
じ
め
）

一
月
の

事
例
六

か
な
か
っ
た
。

事
例
五

事
例
四

る
生
徒
の
数
も
町
場
の
裁
縫
所
に
比
べ
て
少
な
い
。

は
、
生
徒
は
近
隣
の
地
区
か
ら
徒
歩
で
通
っ
て
く
る
し
、

で
あ
る
。

―
つ
の
裁
縫
所
に
集
ま

浅
草
寺
の
針
供
養
へ
は
数
回
行
っ
て
い
る
。
い
つ
頃
、
何
回
位
行
っ
た
か
は
不
明

次
は
農
村
部
の
裁
縫
所
で
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
農
村
部
の
裁
縫
所
の
場
合
に

多
古
町
水
戸
．
S

裁
縫
所
（
昭
和
一
0
年
代
）

正
月
一
一
五
日
に
お
豆
腐
を
買
っ
て
き
て
折
れ
た
針
を
さ
し
た
。
針
供
養
で
は
な
く

天
神
講
と
呼
ん
で
い
た
。
生
徒
全
員
で
鎮
守
の
三
柱
大
神
に
針
を
さ
し
た
豆
腐
を

供
え
る
。
「
針
が
豆
腐
に
通
る
よ
う
に
、
な
め
ら
か
に
運
針
が
で
き
ま
す
よ
う
に
」

と
祈
願
す
る
。
そ
の
後
、
針
を
さ
し
た
豆
腐
を
川
へ
流
し
た
。
そ
の
日
は
裁
縫
を

し
な
い
。
裁
縫
所
に
戻
り
生
徒
が
太
巻
き
寿
司
や
混
ぜ
ご
飯
な
ど
の
ご
ち
そ
う
を

作
っ
て
み
ん
な
で
食
べ
た
。

君
津
市
正
木
．
M
裁
縫
所
（
君
津
市
正
木
・
昭
和
七
、
八
年
頃
）

針
供
養
は
行
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
裁
縫
が
上
達
す
る
よ
う
に
と
お
参
り
に
も
行

九
十
九
里
町
真
亀
（
昭
和
―
―0
年
代
）

裁
縫
所
生
徒
の
代
表
数
名
と
先
生
が
西
野
に
あ
る
淡
島
様
（
淡
島
神
社
）
に
針
を
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殊
な
事
例
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

大
網
白
里
町
大
網
・

A
裁
縫
所
（
昭
和
二
0
年
代
）

毎
年
二
月
頃
に
針
供
養
を
行
っ
た
。
大
き
な
豆
腐
を
買
っ
て
き
て
お
盆
に
載
せ
、

そ
れ
に
折
れ
た
針
を
生
徒
が
順
番
に
さ
し
て
い
っ
た
。
こ
の

H

は
針
仕
事
を
一
日

休
み
、
茶
話
会
を
し
た
。

裁
縫
所
に
よ
っ
て
針
供
養
の
行
事
の
様
子
は
違
っ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
事
例

五
の
よ
う
に
針
供
養
を
全
く
行
わ
な
い
と
い
所
や
、
事
例
六
の
よ
う
に
代
表
が
針

を
納
め
に
行
く
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
事
は
何
も
行
わ
な
い
と
い
う
例
も
あ
る
。

針
供
養
は
、
裁
縫
所
で
あ
れ
ば
必
ず
行
う
行
事
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

全
く
行
わ
な
い
と
い
う
裁
縫
所
を
除
く
と
、
針
供
菱
は
針
を
納
め
る
行
為
と
、

生
徒
が
裁
縫
の
手
を
休
め
一
日
楽
し
く
過
ご
し
た
と
い
う
―
一
点
に
集
約
で
き
る
。

ま
ず
一
点
目
の
針
を
納
め
る
行
為
に
つ
い
て
注
目
を
す
る
と
、
針
を
納
め
る
場

と
し
て
、
淡
島
神
社
（
事
例
一
、
二
、
六
）
と
川
へ
流
す
（
事
例
四
）
と
い
う
二

つ
が
あ
る
。
淡
島
神
社
は
前
述
の
よ
う
に
、
針
供
養
と
の
結
び
付
き
の
強
い
神
社

で
あ
る
。
川
へ
流
す
こ
と
は
先
に
紹
介
し
た
会
津
若
松
市
の
事
例
に
も
あ
り
、
特

事
例
一
、
二
の
佐
原
の
例
で
は
、
諏
訪
神
社
境
内
の
淡
島
神
社
に
針
を
納
め
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
厳
密
に
は
諏
訪
神
社
境
内
に
淡
島
神
社
は
な
い
。
し
か
し
、

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

事
例
七

い
物
を
し
て
い
た
。

納
め
に
行
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
事
は
何
も
し
な
か
っ
た
。
い
つ
も
と
同
じ
よ
う
に
縫

諏
訪
神
社
の
鳥
居
を
入
る
と
石
段
が
あ
り
、
そ
の
石
段
の
途
中
の
ご
<
H

立
た
な

い
所
に
小
さ
な
淡
島
様
の
祠
が
あ
る
。
同
社
の
神
主
さ
ん
の
話
で
は
、
こ
の
淡
島

様
の
祠
に
は
佐
原
の
花
街
の
女
性
達
が
訪
れ
る
事
は
あ
っ
て
も
、
針
が
納
め
ら
れ

て
い
た
事
は
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
石
段
を
登
り
つ
め
た
諏
訪
神
社
の
社
殿
の

左
側
に
あ
る
天
満
宮
に
は
、
た
び
た
び
針
が
納
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
T

裁
縫

所
の
事
例
に
出
て
く
る
淡
島
神
社
の
場
所
は
、
こ
の
天
満
宮
の
場
所
に
あ
た
る
。

天
満
宮
、
天
神
様
は
学
問
の
神
様
で
あ
る
。
古
く
は
寺
子
屋
で
手
習
い
を
学
ぶ

生
徒
た
ち
の
信
仰
の
対
象
で
あ
り
、
裁
縫
塾
に
通
う
生
徒
た
ち
の
信
仰
の
対
象
と

な
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
事
例
四
で
も
、
天
神
講
が
針
供
養
と
習
合

し
て
い
る
し
、
裁
縫
塾
の
様
子
を
描
い
た
絵
馬
が
天
満
宮
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
例

が
あ
る
。
千
葉
県
内
の
例
で
は
大
網
白
里
町
柳
橋
の
天
満
神
社
に
は
、
明
治
の
も

(10) 

の
と
考
え
ら
れ
る
裁
縫
塾
の
様
子
を
描
い
た
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

就
を
願
う
対
象
と
し
て
の
天
満
宮
と
、
針
供
養
の
対
象
と
し
て
の
淡
島
神
社
と
が

習
合
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

事
例
六
に
あ
る
九
十
九
里
町
西
野
の
淡
島
神
社
は
個
人
の
屋
敷
神
と
し
て
祀
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
社
に
は
二
八
枚
の
裁
縫
塾
の
様
子
を
描
い
た
大
絵

馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
絵
馬
は
幕
末
か
ら
明
治
―
―
0
年
代
に
か
け
て

奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
う
ち
一
枚
は
奉
納
日
が
二
月
八
日
で
あ
る
。
こ
の

淡
島
神
社
の
縁
日
は
毎
月
三
日
、
大
祭
が
正
月
―
-
Hと
一
―-
Hで
あ
る
か
ら
、
意
識

的
に
針
供
蓑
の
日
に
奉
納
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
奉
納
年
、
奉
納
者
に
つ
い
て
は
、

諏
訪
神
社
境
内
の
天
満
宮
と
淡
島
神
社
の
混
同
は
、
学
業
（
裁
縫
技
術
）
の
成
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終
的
に
そ
れ
ら
の
針
は
ど
う
処
理
さ
れ
る
の
か
。

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

一
方
S

古
く
な
っ
て
し
ま
つ
て
銘
文
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
他
の
絵
馬
が
幕

末
か
ら
明
治
期
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
絵
馬
も
そ
の
時
期
に
奉
納
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
幕
末
か
ら
明
治
期
に
は
、
こ
の
淡
島
神
社
へ
針
供
養
の
際
に
針
を

さ
て
、
針
を
淡
島
神
社
や
天
満
宮
に
納
め
た
り
、
川
へ
な
が
し
て
い
る
が
、
最

淡
島
神
社
や
天
満
宮
に
納
め
る
と
い
う
言
い
方
を
す
る
が
、
厳
密
に
は
神
社
に

持
参
し
て
社
殿
に
供
え
る
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
。
佐
原
の
諏
訪
神
社
の
宮

司
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
天
満
宮
に
納
め
ら
れ
た
針
は
特
に
ど
こ
か
へ
埋
め
る
と
い
う

事
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
風
に
と
ば
さ
れ
自
然
に
朽
ち
て
い
っ
た
と
い
う
。

裁
縫
所
の
先
生
に
よ
れ
ば
、
川
へ
流
し
た
針
に
つ
い
て
そ
の
後
の
事
は
知
ら
な
い

と
い
う
。
や
は
り
、
川
へ
流
さ
れ
た
針
は
、
そ
の
ま
ま
ど
こ
か
へ
流
れ
着
き
、
自

然
に
朽
ち
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
針
は
神
社
に
納
め
た
り
、
流
し
た
り
は
す
る
が
、

最
終
的
に
埋
め
る
な
ど
の
処
理
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
現
在
で
は
針
を
流
し
た
り
、

自
然
に
朽
ち
る
の
を
待
っ
と
い
う
行
為
は
危
険
で
あ
り
、
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い

が
、
昭
和
三
0
年
代
頃
ま
で
の
針
の
処
分
方
法
と
し
て
は
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
だ
。

針
供
養
の
も
う
―
つ
の
側
面
は
、
生
徒
が
裁
縫
の
手
を
休
め
一
日
楽
し
く
過
ご

し
た
こ
と
で
あ
る
。
裁
縫
所
は
若
い
同
年
代
の
女
性
が
集
ま
る
場
で
あ
る
。
裁
縫

を
し
て
い
る
時
に
は
あ
ま
り
お
し
ゃ
べ
り
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
針
供

養
の
日
に
は
思
う
存
分
お
し
ゃ
べ
り
に
花
を
咲
か
す
事
が
で
き
る
。
普
段
の
裁
縫

所
で
の
生
活
と
は
違
っ
た
一
日
で
あ
っ
た
ろ
う
。
佐
原
の
話
で
は
な
い
が
、
昭
和

納
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

を
も
と
に
、
そ
の
針
供
養
の
様
子
を
紹
介
す
る
。

養
と
そ
の
様
子
は
異
な
る
。

針
供
養
は
、
裁
縫
所
に
通
う
生
徒
の
た
め
の
行
事
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
に
千
葉
市
の
裁
縫
女
学
校
で
裁
縫
を
習
っ
て
い
た
女
性
は
、
そ
の
当
時
の

楽
し
か
っ
た
事
を
夢
に
見
る
と
い
う
。
裁
縫
を
習
っ
て
い
る
時
期
は
、
当
時
の
女

性
に
許
さ
れ
た
楽
し
い
数
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
針
供
養
は
一
日
針
の
手

事
例
一
で
は
針
を
納
め
に
行
く
の
は
、
生
徒
の
代
表
で
あ
る
。
針
を
納
め
る
と

い
う
事
は
、
あ
ま
り
重
要
視
し
て
い
な
い
事
が
わ
か
る
。
裁
縫
所
に
お
け
る
針
供

養
で
は
、
裁
縫
の
手
を
休
め
楽
し
く
過
ご
す
と
い
う
こ
と
の
方
が
重
要
だ
っ
た
。

針
塚
の
登
場

浅
草
寺
淡
島
堂
や
正
受
院
、
木
更
津
成
就
寺
な
ど
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
り
新

聞
記
事
と
な
っ
て
い
る
針
供
養
で
は
、
こ
れ
ら
の
社
寺
に
「
針
塚
」
が
あ
り
、
針

は
針
塚
の
前
で
供
養
さ
れ
た
り
、
針
塚
の
下
に
埋
納
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
前
節

で
見
た
昭
和
一
0
年
代
か
ら
四
0
年
代
半
ば
ま
で
裁
縫
所
で
行
わ
れ
て
い
た
針
供

新
宿
の
正
受
院
と
浅
草
寺
淡
島
堂
で
の
針
供
養
に
つ
い
て
長
沢
利
明
氏
の
報
告

正
受
院
に
あ
る
奪
衣
婆
は
咳
封
じ
の
祈
願
対
象
と
し
て
江
戸
時
代
以
来
信
仰
を

集
め
て
来
た
が
、
昭
和
三
二
年
(
-
九
五
七
）
に
東
京
和
服
裁
縫
組
合
が
針
塚
を

正
受
院
境
内
に
建
立
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
針
供
養
祭
が
催
さ
れ
る
よ
う

を
休
め
て
、
み
な
で
飲
食
を
し
て
過
ご
す
特
別
な
日
で
あ
っ
た
。
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衣
婆
に
参
拝
し
て
い
く
。
ま
た
、
和
服
に
着
飾
っ
た
若
い
女
性
た
ち
に
よ
る
針
供

養
行
列
パ
レ
ー
ド
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
小
さ
な
奪
衣
婆
像
を
か
つ
い
で
新
宿
―

-
T

目
周
辺
を
巡
行
す
る
。
針
塚
の
建
立
を
き
っ
か
け
に
、
奪
衣
婆
倍
仰
と
針
供
蓑
が

結
び
付
き
、
寺
院
の
行
事
と
し
て
全
く
新
し
い
針
供
養
が
創
出
さ
れ
、
発
展
し
て

ま
た
、
浅
草
寺
淡
島
堂
に
お
い
て
、
現
在
の
よ
う
な
寺
院
の
行
事
と
し
て
の
針

供
養
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
三

0
年
代
と
新
し
く
、
そ
の
行
事
に

は
和
裁
団
体
で
あ
る
大
東
京
和
服
裁
縫
教
師
会
が
深
く
関
与
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

昭
和
五
七
年
(
-
九
八
二
）
に
は
同
会
が
設
立
五
0
周
年
を
記
念
し
て
「
針
供
養

之
塔
」
を
建
立
し
た
。
現
在
二
月
八
日
の
針
供
養
の
際
に
は
関
係
者
が
「
針
供
養

(13) 

之
塔
」
の
前
に
集
ま
り
法
要
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

正
受
院
、
浅
草
寺
淡
島
堂
と
も
に
現
在
は
盛
大
な
針
供
養
を
行
っ
て
い
る
が
、

そ
う
い
っ
た
行
事
が
比
較
的
新
し
く
、
行
事
に
は
和
裁
関
係
団
体
が
関
与
し
て
い

る
。
ま
た
、
針
塚
あ
る
い
は
針
供
養
之
塔
の
前
に
置
か
れ
た
豆
腐
に
針
を
刺
し
た

り
、
そ
の
場
で
供
養
が
行
わ
れ
る
な
ど
「
針
塚
」
が
針
供
養
の
行
事
に
お
い
て
重

こ
こ
で
「
針
塚
」
と
し
て
記
し
た
が
、
針
供
養
の
意
味
を
込
め
て
建
立
さ
れ
た

石
碑
な
ど
で
、
そ
の
石
の
下
の
土
中
に
針
を
埋
納
す
る
施
設
を
も
っ
た
り
、
あ
る

い
は
そ
の
前
で
針
供
養
が
行
わ
れ
る
も
の
を
「
針
塚
」
と
呼
ぶ
事
に
す
る
。
石
碑

等
に
刻
ま
れ
て
い
る
文
字
は
必
ず
し
も
「
針
塚
」
で
は
な
く
、
浅
草
寺
淡
島
堂
の

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
。

い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

に
な
っ
た
。
針
供
養
に
は
参
詣
者
が
針
塚
前
に
置
か
れ
た
豆
腐
に
針
を
刺
し
、
奪

表
一
は
筆
者
が
実
物
を
確
認
し
た
「
針
塚
」
の
一
覧
で
あ
る
。
筆
者
が
実
見
し

た
も
の
だ
け
を
対
象
と
し
た
た
め
地
域
的
な
偏
り
が
あ
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
「
針
塚
」
を
検
索
す
る
と
、
表
一
に
は
な
い
針
塚
が
多
く
ヒ
ッ
ト
し
、
全
国
に

表
一
か
ら
針
塚
の
建
立
の
主
体
は
、
正
受
院
や
浅
草
寺
淡
島
堂
同
様
に
針
を
使

う
和
裁
や
洋
裁
業
の
同
業
者
団
体
、
針
を
使
う
企
業
、
裁
縫
学
校
な
ど
で
、
針
に

関
係
す
る
諸
団
体
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
最
近
で
は
針
に
限
ら
ず
、

た
と
え
ば
、

ハ
サ
ミ
、

人
形
、
時
計
、
茶
究
な
ど
様
々
な
器
物
の
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く

ハ
サ
ミ
供
養
は
昭
和
五
二
年
(
-
九
七
七
）
か
ら
行
わ
れ
て
い
る

が
、
主
催
は
学
校
法
人
山
野
学
苑
で
、
そ
の
発
案
者
で
あ
る
山
野
愛
子
は
一
大
美

(14) 

容
産
業
集
団
で
あ
る
山
野
グ
ル
ー
プ
を
作
り
あ
げ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在

全
国
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
人
形
供
養
に
は
人
形
業
界
が
関
与
し
て
い
る
も
の
が

(15) 

多
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
企
業
や
団
体
の
後
援
や
主
催
に
な
る
器
物
の
供

養
に
は
、
集
団
の
結
束
を
固
め
る
役
割
や
、
記
念
事
業
的
な
意
味
が
多
分
に
含
ま

(16) 

れ
て
い
る
と
い
う
。

正
受
院
の
針
塚
は
東
京
和
服
裁
縫
組
合
が
全
国
組
織
で
あ
る
社
団
法
人
日
本
和

裁
技
術
士
会
に
発
展
改
組
さ
れ
た
の
を
機
会
に
、
業
界
の
繁
栄
と
裁
縫
針
へ
の
感

謝
の
意
を
表
し
ま
つ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
針
塚
建
立
が
契
機
と
な
っ
て
、
同
団
体

が
関
与
す
る
形
で
針
供
養
行
わ
れ
た
。
針
塚
は
業
界
の
発
展
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、

が
、
関
連
す
る
同
業
者
団
体
や
企
業
の
主
催
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

か
な
り
多
く
の
針
塚
が
あ
る
。

よ
う
に
「
針
供
養
之
塔
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
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言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

針
供
養
の
行
事
も
業
界
団
体
の
記
念
事
業
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
と

四

る役割りを果たしている。 羹県
大 I ! ! ! 且県 I 県 . 県 . 県 ; 県 ; 県 . 県靡 山

県

神

盃市 塁

' 
世

i ! 喜 靡合 塁 冒
八

鷹市闊 田 靡 所

胤 屈 市

在

盗 I i I ! = 
I 

成

' i ! 阻繋

; i り
地

り 岱 盃 悶 靡 闘 靡 悶 開-'-靡 靡 開 靡 建
五 四 /、 ノヽ 四 四 四

兄一五 七 九

゜
七 五

年

i 位I ! 蘭閃

' ! I 
日 J¥ 

! ! ! 嬰
』! 

日

位! I 建

ム云 全

! 維 立

I ! 縫 の

! 
工
業

羞業
主

体

: ; 且 : 岱 i 旦 針

I 
# ' 岱 翡 岱の 名碑

の の
塔 塔 称

表
＿
針
塚
一
覧

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

ま
た
、
浅
草
寺
淡
島
堂
の
場
合
も
「
針
供
養
之
塔
」
は
大
東
京
和
服
裁
縫
教
師

会
が
設
立
五
0
周
年
を
記
念
し
て
建
立
し
て
お
り
、
団
体
の
記
念
碑
的
な
意
味
が

強
い
。
そ
し
て
、
そ
の
場
で
同
団
体
が
針
供
養
の
法
要
を
営
ん
で
お
り
、
そ
の
針

供
養
も
集
団
の
結
束
を
固
め
る
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。

「
針
塚
」
を
中
心
に
同
業
者
団
体
の
関
与
に
よ
り
針
供
養
が
営
ま
れ
て
い
る
。
「
針

塚
」
は
組
合
の
発
展
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
針
供
養
行
事
は
集
団
の
結
束
を
固
め

佐
原
の
針
塚

佐
原
で
も
昭
和
四
五
年
(
-
九
七

0
)
に
針
塚
が
建
立
さ
れ
る
。
建
立
の
主
体

は
裁
縫
所
の
同
業
者
団
体
佐
原
裁
縫
教
授
会
で
あ
る
。
教
授
会
の
始
ま
り
は
、
昭

ー 32 -



和
一
七
年
(
-
九
四
二
）
頃
に
呉
服
屋
と
仕
立
物
の
工
賃
の
交
渉
を
団
体
で
お
こ

な
っ
た
事
に
よ
る
。
教
授
会
で
は
他
に
生
徒
の
月
謝
や
寄
宿
料
の
統
一
を
行
っ
た

佐
原
裁
縫
教
授
会
が
針
塚
の
建
立
を
考
え
た
の
は
、
千
葉
県
内
の
八
街
に
針
塚

が
建
立
さ
れ
た
こ
と
に
刺
激
を
受
け
て
の
よ
う
だ
。
八
街
の
針
塚
は
昭
和
四
三
年

（
一
九
六
八
）
に
八
街
和
服
裁
縫
睦
会
に
よ
っ
て
八
街
市
三
区
の
稲
荷
神
社
境
内

に
建
立
さ
れ
た
。
八
街
和
服
裁
縫
睦
会
は
佐
原
裁
縫
教
授
会
と
同
じ
、
裁
縫
所
の

同
業
者
団
体
で
あ
る
。
昭
和
三
六
年
(
-
九
六
一
）
に
裁
縫
所
の
月
謝
の
統
一
が

針
塚
の
建
立
は
睦
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た

U
先
生
の
発
案
で
あ
る
が
、

u
先
生
は
す
で
に
故
人
と
な
っ
て
し
ま
つ
て
お
り
、
な
ぜ
針
塚
の
建
立
に
積
極
的

針
塚
建
立
に
向
け
た
活
動
を
は
じ
め
た
の
が
、
千
葉
県
和
裁
連
合
会
に
加
盟
し

た
昭
和
四
一
年
(
-
九
六
六
）
頃
か
ら
だ
。
八
街
の
裁
縫
所
の
先
生
の
多
く
は
、

八
街
市
三
区
に
住
ん
で
い
る
た
め
、
三
区
の
青
年
館
の
あ
る
稲
荷
神
社
境
内
に
針

塚
を
建
立
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
。
し
か
し
、
針
塚
は
針
を
納
め
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
。
稲
荷
神
社
境
内
は
子
ど
も
の
遊
び
場
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
、
針
が
針

塚
の
外
に
出
て
し
ま
う
と
危
険
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
反
対
が
あ
り
、
な
か
な
か

実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
睦
会
側
の
粘
り
強
い
説
得
活
動
に
よ

り
、
希
望
地
で
あ
る
稲
荷
神
社
境
内
に
建
立
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
。

建
立
に
あ
た
っ
て
は
発
起
人
と
し
て
八
街
和
服
裁
縫
睦
会
が
中
心
と
な
り
、
千

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

だ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。

き
っ
か
け
で
結
成
さ
れ
た
。

り
、
裁
縫
所
の
修
了
者
に
対
し
て
修
了
証
の
授
与
な
ど
を
し
た
。

な
い
よ
う
だ
。

原
に
あ
る
浄
国
寺
と
い
う
寺
院
内
の
墓
地
の
一
画
に
あ
る
。

塚
が
稲
荷
神
社
境
内
に
建
立
さ
れ
た
。

賛
同
し
て
く
れ
る
人
の
幅
が
広
が
る
と
考
え
た
か
ら
だ
ろ
う
。

葉
県
洋
服
商
工
業
組
合
八
街
支
部
、
八
街
商
工
会
議
所
、
八
街
町
三
区
の
共
賛
の

も
と
、
八
街
市
街
を
中
心
に
建
立
資
金
の
寄
付
を
集
め
て
歩
い
た
。
こ
の
時
持
参

(17) 

し
た
「
針
塚
建
立
趣
意
書
」
に
は
、
「
天
然
石
の
針
塚
の
下
に
ミ
シ
ン
針
か
ら
縫

針
、
編
針
、
注
射
針
、
畳
針
な
ど
不
要
に
な
っ
た
針
を
投
入
し
て
そ
の
労
に
感
謝

し
併
せ
て
け
が
や
誤
ち
の
な
い
よ
う
祈
願
し
業
者
並
び
に
一
般
婦
人
各
位
の
お
も

む
く
と
こ
ろ
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
あ
り
、
和
裁
に
使
っ
た
針
だ
け
で
は

な
く
編
み
針
、
畳
針
、
医
療
用
の
注
射
針
ま
で
も
含
め
て
供
養
を
し
よ
う
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
供
養
す
る
針
の
範
囲
を
広
げ
る
と
い
う
事
は
、
針
塚
の
建
立
に

こ
う
し
て
募
っ
た
寄
付
を
も
と
に
、
昭
和
四
三
年
一
〇
月
二
ニ
日
、

つ
い
に
針

佐
原
の
針
塚
は
八
街
の
針
塚
建
立
に
遅
れ
る
こ
と
二
年
、
昭
和
四
五
年
に
当
時

裁
縫
教
授
会
の
会
長
で
あ
っ
た
0

先
生
が
中
心
に
な
っ
て
建
立
し
た
。
針
塚
は
佐

佐
原
の
針
塚
は
八
街
の
針
塚
に
刺
激
を
受
け
て
建
立
を
考
え
た
と
い
う
事
以
外
、

そ
の
建
立
の
理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
建
立
の
時
点
で
先
の
正
受
院
や
浅
草
寺

淡
島
堂
の
よ
う
に
、
団
体
の
記
念
碑
的
な
意
味
を
強
く
意
識
し
た
と
い
う
こ
と
は

針
塚
の
裏
面
に
は
「
建
立
の
由
来
」
と
し
て
以
下
の
文
章
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
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針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

佐
原
針
塚
「
建
立
の
由
来
」

私
達
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
そ
の
一
生
を
終
わ
る
迄
衣
服
の
世

話
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
衣
服
は
い
ず
れ
も
針
の
働
き
に
よ
っ

服
は
も
ち
ろ
ん
生
ま
れ
て
す
ぐ
用
い
る
産
着
か
ら
哀
服
に
至
る
迄
何
れ
も
針

た
衣
服
を
着
る
一
般
の
人
々
も
針
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
針
の

動
き
は
衣
服
ば
か
り
で
な
く
安
眠
を
得
る
寝
具
、
室
内
の
畳
、
帽
子
、
足
袋

等
及
び
生
命
を
守
る
注
射
針
に
至
る
迄
数
え
来
れ
ば
限
り
な
い
針
の
恩
恵
に

浴
し
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
又
い
か
な
る
家
庭
に
於
い
て
も
針
を
用
い
な

い
家
庭
は
あ
り
ま
せ
ん
即
ち
針
の
恩
恵
な
く
し
て
は
一
日
た
り
と
も
生
活
は

で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
於
い
て
針
に
感
謝
す
る
意
味
か
ら
針
供
養
を
い
た
す

べ
く
佐
原
裁
縫
教
授
会
が
中
心
と
な
り
衣
服
に
関
係
す
る
業
者
と
相
計
り
針

塚
を
建
立
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
゜

昭
和
四
十
五
年
二
月
八
日

こ
の
後
に
、
発
起
人
と
し
て
佐
原
裁
縫
教
授
会
の
当
時
の
会
員
一
五
名
が
名
を

連
ね
て
い
る
。
我
々
の
日
常
生
活
が
針
の
恩
恵
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、

「
衣
服
に
関
係
す
る
業
者
と
相
計
り
」
佐
原
裁
縫
教
授
会
が
中
心
に
な
っ
て
こ
の

針
塚
を
建
立
し
た
と
あ
る
。
針
塚
の
建
立
の
理
由
と
し
て
、
「
針
に
感
謝
す
る
意

味
か
ら
針
供
養
を
い
た
す
べ
く
」
と
あ
り
、
針
供
養
の
場
と
し
て
の
針
塚
で
あ
る

の
恩
恵
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
針
を
司
る
和
洋
裁
の
業
者
は
も
ち
ろ
ん
作
ら
れ

て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
事
は
御
承
知
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
日
常
の
衣

し
て
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

け
れ
ば
実
際
に
建
立
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

る
必
要
が
生
じ
る
。

針
塚
の
周
り
に
は
、
「
衣
服
に
関
係
す
る
業
者
」
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

佐
原
四
ハ
服
商
組
合
、
佐
原
洋
服
組
合
、
佐
原
染
物
組
合
、
佐
原
編
物
組
合
、
佐
原

紋
章
組
合
と
衣
服
に
関
す
る
業
者
の
組
合
の
名
が
、
ま
た
佐
原
市
内
の
洋
裁
学
校
、

そ
の
他
個
人
の
名
前
が
み
え
る
。
建
立
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
「
衣
服
に
関
係
す

る
業
者
」
か
ら
寄
付
を
受
け
た
事
が
わ
か
る
。
正
受
院
や
浅
草
寺
淡
島
堂
の
「
針

塚
」
で
も
賛
同
団
体
と
し
て
多
数
の
衣
類
に
関
す
る
団
体
の
名
が
「
針
塚
」
に
刻

ま
れ
て
い
る
。
針
塚
を
建
立
す
る
に
は
か
な
り
の
額
の
費
用
が
必
要
と
な
る
か
ら
、

教
授
会
単
独
で
は
な
か
な
か
難
し
い
、
そ
こ
で
「
衣
服
に
関
係
す
る
業
者
と
相
計
」

千
葉
市
の
和
裁
協
和
会
で
は
昭
和
四

0
年
代
に
針
塚
の
建
立
を
考
え
た
事
が
あ
っ

た
が
、
協
和
会
だ
け
で
は
資
金
的
に
厳
し
く
「
針
」
に
関
わ
る
団
体
に
賛
同
を
呼

び
か
け
た
が
、
不
調
に
終
わ
り
針
塚
を
建
立
す
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
和
裁
の

同
業
者
団
体
が
針
塚
建
立
を
計
画
し
て
も
、
他
の
団
体
か
ら
の
賛
同
が
得
ら
れ
な

こ
の
よ
う
に
し
て
針
塚
が
完
成
し
た
昭
和
四
五
年
二
月
八
日
、
浄
国
寺
に
お
い

て
初
め
て
の
針
供
養
が
行
わ
れ
た
。
針
塚
建
立
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
そ
れ
ま

で
針
供
養
と
は
縁
の
な
か
っ
た
寺
院
に
お
い
て
、
針
供
養
の
行
事
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
新
た
な
行
事
が
生
み
だ
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
時
の
針
供
養
は
佐
原
裁
縫
教
授
会
主
催
の
針
供
養
で
あ
り
、
寺
院
の
行
事
と

事
を
説
い
て
い
る
。
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針
供
投
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉

（島
立

写真 1 飾り付けされた針塚

よけ

写真 2 「けがよけ」 のお守り

者
が
調
査
し
た
と
き
の
様
子
を
も
と
に
紹
介
す
る

。

針
塚
以
後
の
佐
原
の
針
供
養

針
供
養
が
裁
縫
教
授
会
の
主
催
で
浄
国
寺
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、

そ
れ
ま
で
各
裁
縫
所
で
行
っ
て
い
た
行
事
が
、
裁
縫
所
の
団
体
で
あ
る
裁
縫
教
授

現
在
で
も
裁
縫
教
授
会
の
関
わ
る
行
事
と
し
て
、
毎
年

二
月
八
日
に
浄
国
寺
で

行
わ
れ
て
い
る
針
供
養
に
つ
い
て
、
平
成

一
四
年
（
二
o
o
二
）
二
月
八
日
に
筆

会
の
行
事
へ
と
大
き
＜
変

化
し
た
。

一
般
の
参
詣
者
が
針
を
持
っ
て
訪
れ
て
も
針
を
納
め
る
事
が
で
き
る
よ

五

う
に
な
っ
て
い
る

。

ま
た
、
針
供
養
に
ち
な
み
「
け
が
よ
け
」
の
お
守
り
（
写
真

2
)
を
教
授
会
が
販
売
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
買
い
に
来
る
人
の
姿
も
ち
ら
ほ

ら
と
あ
る

。

ま
た
、
教
授
会
か
ら
参
詣
者
に
甘
酒
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
た
。

教
授
会
の
会
員
が
参
列
し
て
本
堂
で
針
供
養
の
法
要
が
執
り
行
わ
れ
た

。

法
要

の
最
後
に
住
職
か
ら
の
お
話
が
あ
っ
た
。

こ
の
年
は
、
昭
和
四
五
年
に
は
じ
め
て

浄
国
寺
で
針
供
養
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

三
三
回
目
に
あ
た
る

。

年

置
か
れ
、

な
わ
れ
、
織
が
針
塚
周
辺
に
立
て
ら
れ
る

写真 3 針塚にお参り

（
写
真1
)。

針
塚
の
前
に
は
豆
腐
が

針
供
養
当
日
、
教
授
会
の
会
員
に
よ
っ
て
針
塚
に
折
り
鶴
の
飾
り
つ
け
が
お
こ
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供
養
に
つ
い
て
比
べ
て
み
よ
う
。

完
成
し
た
昭
和
四
五
年
当
時
か
ら
ほ
ぼ
同
じ
形
で
続
い
て
い
る
。

教
授
会
の
会
員
数
も
減
り
、
針
供
養
の
参
加
者
数
も
少
な
い
の
で
、
現
在
の
針

ど
で
行
わ
れ
る
針
供
養
行
事
と
大
き
な
違
い
は
な
い
。

め
、
針
供
養
の
終
了
と
な
る
。

院
で
行
わ
れ
、

一
般
の
参
詣
者
が
折
れ
た
針
を
持
っ
て
訪
れ
る
な
ど
、
浅
草
寺
な

法
要
終
了
後
、
参
加
し
た
会
員
全
員
で
針
塚
に
お
参
り
を
し
た

忌
供
養
で
い
え
ば
三
三
回
忌
に
あ
た
り
、

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

―
つ
の
節
目
で
あ
る
と
の
お
話
だ
っ
た
。

（
写
真
3
)。
そ

の
後
は
場
所
を
移
し
て
教
授
会
の
新
年
会
を
行
っ
た
。
新
年
会
終
了
後
、
針
塚
に

供
え
ら
れ
た
針
を
針
塚
の
下
の
施
設
に
納
め
る
。
針
塚
は
墓
と
同
じ
構
造
に
な
っ

て
い
る
た
め
、
石
屋
さ
ん
に
来
て
も
ら
い
、
塚
の
前
に
供
え
ら
れ
た
針
を
塚
に
納

現
在
で
は
裁
縫
所
の
数
も
減
っ
て
い
る
の
で
、
会
員
数
は
一
0
名
も
い
な
い
。

針
供
養
に
参
列
す
る
人
の
数
も
少
な
い
し
、
針
を
納
め
に
訪
れ
る
人
の
数
も
決
し

て
多
く
は
な
い
。
東
京
都
内
の
浅
草
寺
な
ど
の
よ
う
に
参
詣
者
の
行
列
が
で
き
る

程
の
針
供
養
と
は
趣
を
異
に
は
す
る
。
し
か
し
、
和
裁
関
係
団
体
が
関
与
し
て
寺

供
養
は
昭
和
四
五
年
に
初
め
て
行
な
わ
れ
た
針
供
養
に
比
べ
て
賑
や
か
さ
に
は
欠

け
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
の
針
供
養
の
行
事
の
流
れ
は
、
浄
国
寺
に
針
塚
が

針
塚
建
立
以
後
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
針
供
養
と
、
建
立
以
前
の
針

個
々
の
裁
縫
所
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
裁
縫
所
が
集
ま
つ
て
一
カ
所

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
裁
縫
所
と
い
う
の
は
企
業
で
は
な
い
、
仕
立
職
人

の
家
と
言
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
針
供
養
は
そ
う
い
っ
た
家
々
に
お
い
て
、
別
々

養
の
本
質
的
な
部
分
で
の
変
化
と
い
え
よ
う
。

も
っ
と
本
質
的
な
部
分
の
変
化
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

に
行
わ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
同
じ
佐
原
の
裁
縫
所
で
あ
っ
て
も
事
例
一
、
二
の

よ
う
に
針
供
養
の
様
子
は
裁
縫
所
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
佐
原
に

あ
る
裁
縫
所
が
一
斉
に
集
っ
て
針
供
養
を
行
う
事
に
な
っ
た
。
裁
縫
所
毎
の
家
内

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
針
供
養
の
行
わ
れ
る
場
所
が
か
わ
っ
た
。
針
を
納
め
る
場

所
と
し
て
の
淡
島
神
社
（
実
際
に
は
天
満
宮
）
が
針
塚
へ
変
わ
り
、
針
を
納
め
た

後
に
裁
縫
所
で
行
わ
れ
て
い
た
生
徒
の
茶
話
会
は
、
料
亭
で
行
わ
れ
る
先
生
同
士

の
親
睦
会
へ
と
変
わ
っ
た
。
ま
た
、
以
前
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
針
供
養
の
法
要
が

寺
院
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
供
養
」
と
い
う
行
為
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ

行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
行
事
の
行
わ
れ
る
場
所
が
変
わ
っ
た
と
い
う
、

目
で
見
え
る
変
化
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
針
供
養
と
い
う
行
事
の

各
裁
縫
所
で
行
わ
れ
て
い
た
頃
は
、
裁
縫
所
に
集
ま
る
生
徒
達
が
そ
の
日
だ
け

は
針
を
休
め
、
裁
縫
の
上
達
を
祈
願
す
る
と
と
も
に
、
話
を
し
た
り
、
ご
ち
そ
う

を
食
べ
た
り
し
て
楽
し
く
過
ご
す
日
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
裁
縫
所
に
集
ま
る
生

徒
の
た
め
の
行
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
針
塚
建
立
以
後
は
針
供
養
か
ら
裁
縫
所

の
生
徒
の
姿
は
消
え
て
し
ま
い
、
裁
縫
所
を
主
宰
す
る
先
生
中
心
の
、
先
生
同
士

の
親
睦
を
深
め
る
た
め
の
行
事
に
変
化
を
し
て
し
ま
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
針
供

）
れ
ら
の
変
化
は
単
に
個
々
で
行
わ
れ
て
い
た
行
事
が
、

う
に
な
っ
た
。

の
行
事
で
あ
っ
た
も
の
が
、
集
団
の
行
事
へ
と
変
化
し
た
。

一
カ
所
に
集
合
し
て
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こ
の
よ
う
に
針
供
養
が
変
化
し
た
背
景
は
何
だ
っ
た
の
か
。
針
塚
の
建
立
に
つ

い
て
み
れ
ば
、
佐
原
の
針
塚
は
八
街
に
刺
激
を
受
け
た
ら
し
い
が
、
そ
の
八
街
で

の
針
塚
の
建
立
に
つ
い
て
も
そ
の
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
針
塚
背
面
の
「
建

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

六

変
化
の
背
景

人
々
の
参
詣
と
い
う
新
た
な
信
仰
を
生
み
だ
し
た
。

そ
し
て
、
供
養
さ
れ
る
針
に
注

H

を
す
れ
ば
、
針
の
最
終
処
分
の
場
と
し
て
の

い
く
ま
ま
に
ま
か
せ
て
い
た
も
の
が
、
塚
の
下
に
埋
納
す
る
。
埋
納
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
針
が
出
て
行
く
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
い
。
針
塚
に
埋
納
す

る
こ
と
で
針
の
最
終
処
分
を
す
る
。

そ
し
て
、
か
つ
て
は
針
を
豆
腐
に
さ
し
、
淡
島
神
社
（
実
際
に
は
天
満
宮
）
に

供
え
る
事
で
供
養
と
考
え
て
い
た
も
の
が
、
淡
島
神
社
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な

い
浄
国
寺
と
い
う
寺
院
に
お
い
て
、
新
た
に
針
供
養
の
法
要
を
開
始
し
た
。
「
供

養
」
と
い
う
行
為
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
針
供
養
の
様
式
と

針
塚
以
前
と
以
後
で
は
、
別
の
行
事
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
変
化
を
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
変
化
し
た
「
針
供
養
」
は
一
般
の
参
詣
者
が
訪
れ
る
な
ど
、
あ
る

程
度
地
域
に
浸
透
し
て
い
る
。
裁
縫
所
の
内
部
の
生
徒
の
た
め
の
行
事
が
、
裁
縫

所
の
団
体
で
あ
る
教
授
会
主
催
の
新
し
い
行
事
と
な
り
、
そ
の
行
事
へ
の
地
域
の

は
全
く
別
も
の
の
、
新
し
い
形
の
針
供
養
を
創
出
し
て
い
る
。

針
塚
が
登
場
す
る
。
以
前
は
社
殿
前
に
置
い
た
り
、
川
に
流
し
て
自
然
に
朽
ち
て

立
の
由
来
」
か
ら
は
「
針
に
感
謝
す
る
」
意
味
を
込
め
て
建
立
が
必
要
で
あ
る
と

世
田
谷
の
森
厳
寺
の
針
塚
の
建
立
は
昭
和
―
一
年
(
-
九
三
六
）
で
あ
る
が
、

そ
の
建
立
主
体
は
大
東
京
和
服
裁
縫
教
師
会
で
あ
る
。
大
東
京
和
服
裁
縫
教
師
会

は
全
国
組
織
で
あ
る
全
国
和
裁
団
体
連
合
会
に
加
盟
し
て
い
る
が
、
佐
原
裁
縫
教

授
会
も
八
街
和
服
裁
縫
睦
会
も
同
じ
全
国
和
裁
団
体
連
合
会
に
加
盟
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
大
東
京
和
服
裁
縫
教
師
会
で
針
塚
を
建
立
し
て
い
る
事
を
知
っ
て
い
た

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
自
分
た
ち
の
団
体
で
も
建
立
を
考
え
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
表
一
の
針
塚
一
覧
が
示
す
よ
う
に
、
針
塚
の
建
立
主
体
の
多
く
が
和

裁
関
連
団
体
で
あ
る
。
和
裁
団
体
の
間
で
針
塚
の
建
立
が
流
行
し
た
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

針
塚
の
建
立
に
と
も
な
っ
て
針
供
養
が
個
々
の
裁
縫
所
か
ら
外
に
出
る
こ
と
に

な
り
、
針
供
養
行
事
の
中
心
で
あ
っ
た
生
徒
の
姿
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で

は
、
生
徒
達
は
ど
う
し
た
の
か
。
表
―
一
は
佐
原
の
〇
裁
縫
所
と
T

裁
縫
所
に
お
け

る
、
年
毎
の
入
所
者
数
の
推
移
で
あ
る
。
0

裁
縫
所
で
は
昭
和
三
一
年
(
-
九
五

六
）
以
前
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
年
毎
の
入
所

者
数
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
表
か
ら
裁
縫
所
の
入
所
者
数
の
ピ
ー
ク
は
昭
和

―
―0
年
代
後
半
か
ら
三
0
年
頃
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
昭
和
三

0
年

代
半
ば
か
ら
徐
々
に
少
な
く
な
り
、
針
塚
の
完
成
し
た
昭
和
四
五
年
に
は
両
裁
縫

所
と
も
に
入
所
者
数
は
一
桁
と
な
っ
て
い
る
。
針
塚
が
建
立
さ
れ
た
時
期
は
、
裁

縫
所
か
ら
生
徒
の
数
が
極
端
に
減
少
し
て
い
っ
た
時
期
と
重
な
る
。

考
え
た
こ
と
以
外
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
生
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立
屋
と
し
て
の
仕
事
は
残
っ
て
い
る
。

徒
中
心
の
針
供
養
が
先
生
中
心
の
針
供
養
に
変
わ
っ
た
時
期
は
、
裁
縫
所
か
ら
生

生
徒
の
減
少
は
、
花
嫁
修
業
と
し
て
裁
縫
を
習
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
事
を

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
衣
類
の
縫
製
や
修
繕
が
家
々
の
外
に
出
て
し
ま
っ
た
事

を
も
意
味
す
る
。

0

裁
縫
所
に
は
花
嫁
修
業
と
し
て
裁
縫
を
習
い
に
来
る
生
徒
の
他
に
、
年
季
生

と
呼
ば
れ
る
仕
立
職
人
を
H

指
す
生
徒
も
い
た
。
表
三
は
0

裁
縫
所
に
お
け
る
年

毎
の
年
季
生
の
人
所
者
数
と
、
全
入
所
者
に
し
め
る
年
季
生
の
割
合
で
あ
る
。
昭

和
四
0
年
代
に
入
る
と
全
生
徒
の
中
で
年
季
生
の
し
め
る
割
合
が
増
え
て
く
る
。

花
嫁
修
業
と
し
て
裁
縫
を
習
い
に
来
る
生
徒
は
減
る
が
、
職
人
と
し
て
本
格
的
に

裁
縫
を
修
得
し
に
来
る
生
徒
は
増
え
て
い
る
。
家
内
で
衣
類
を
縫
う
事
は
少
な
く

な
り
、
普
段
着
と
し
て
和
服
を
身
に
つ
け
る
人
が
減
っ
て
も
、
「
よ
そ
ゆ
き
」
に

は
和
服
を
着
る
機
会
が
あ
っ
た
し
、
そ
う
い
っ
た
和
服
は
仕
立
屋
に
頼
ん
で
縫
っ

て
も
ら
っ
た
。
裁
縫
所
は
仕
立
屋
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
生
徒
の
数
が
減
っ
て
も
仕

花
嫁
修
業
と
し
て
裁
縫
を
習
い
に
来
る
生
徒
が
減
っ
た
事
に
よ
り
、
総
合
的
な

女
子
教
育
の
機
関
と
し
て
の
裁
縫
所
の
性
格
は
薄
れ
、
若
い
女
性
が
集
う
華
や
か

な
裁
縫
所
の
時
代
は
終
わ
る
が
、
仕
立
屋
と
し
て
は
ま
だ
ま
だ
十
分
に
機
能
し
て

い
た
。
針
塚
建
立
の
頃
、
裁
縫
所
は
仕
立
屋
と
し
て
の
性
格
を
強
く
有
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

ま
た
、
生
徒
が
減
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
の
指
導
を
す
る
時
間
が
な
く
な
っ

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

徒
の
姿
が
な
く
な
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

一
時
期
は
侮
年
四
、
五

0
人
の
新
規
入
所
者
を
迎
え
て
、
そ
れ
に
前
年
度
か

ら
ひ
き
続
き
通
っ
て
き
て
い
る
生
徒
を
加
え
れ
ば
、
か
な
り
多
く
の
生
徒
が
一
っ

の
裁
縫
所
に
通
っ
て
き
て
い
た
事
に
な
る
。
ど
こ
の
裁
縫
所
で
も
、
先
生
が
一
人

で
こ
れ
ら
の
生
徒
を
指
導
し
て
い
た
か
ら
、
か
な
り
忙
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

T

先
生
に
よ
れ
ば
そ
の
忙
し
さ
は
、
お
手
洗
い
に
行
く
暇
も
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
と

生
徒
の
数
も
減
り
、
忙
し
さ
が
一
段
落
す
る
。
裁
縫
所
の
性
格
も
以
前
と
は
変

化
し
て
き
た
。
今
後
は
仕
立
屋
と
し
て
裁
縫
所
を
充
実
さ
せ
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
裁
縫
所
の
今
後
に
つ
い
て
考
え
る
余
裕
も
、
必
要
も
出
て
き
た
。
佐
原

裁
縫
教
授
会
は
仕
立
屋
の
同
業
者
団
体
と
し
て
、
新
た
な
結
束
を
考
え
る
時
期
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
日
頃
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
針
を
大
切
に
し
よ
う
、

供
養
を
し
よ
う
と
考
え
る
余
裕
も
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

佐
原
の
場
合
、
針
塚
の
建
立
に
団
体
の
再
結
成
を
特
に
意
識
し
た
わ
け
で
は
な

そ
の
後
は
新
年
会
を
兼
ね
た
親
睦
会
を
行
う
。
こ
れ
ら
一
連
の
行
事
は
、
結
果
的

針
塚
は
団
体
の
象
徴
で
あ
り
、
針
供
養
に
は
会
員
が
そ
の
象
徴
の
前
に
集
う
。

針
供
養
は
会
員
相
互
の
親
睦
の
た
め
の
行
事
と
な
っ
た
。
新
た
に
生
み
だ
さ
れ
た

器
物
の
供
養
が
、
集
団
の
集
結
の
象
徴
と
し
て
意
味
合
い
を
有
し
、
そ
の
行
事
は

年
に
一
回
の
関
係
者
の
親
睦
を
深
め
る
と
い
っ
た
側
面
を
有
し
て
い
る
と
の
大
崎

(18) 

智
子
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
が
、
佐
原
の
針
供
養
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
が
言

に
団
体
の
結
束
を
固
め
る
役
割
を
果
た
し
た
に
違
い
な
い
。

い
よ
う
だ
が
、
教
授
会
の
会
員
が
共
同
で
針
塚
を
建
て
、

〇

、
つ

しヽ こf゚
 

一
緒
に
針
供
養
を
行
い
、
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流
せ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
他
の
ゴ
ミ
と
一
緒
に
捨
て
る
事
に
は
抵
抗
が
あ
り
、

る
。
お
盆
の
供
物
や
七
夕
飾
り
は
以
前
は
川
に
流
し
て
い
た
が
、

現
在
で
は
川
に

現
在
ほ
ど
強
く
は
な
か
っ
た
。

し
て
い
る
部
屋
で
寄
宿
生
が
寝
泊
ま
り
を
し
て
い
た
。

一
日
の
裁
縫
が
終
わ
っ
た

た
性
格
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

え
る
だ
ろ
う
。
針
供
養
は
他
の
器
物
の
供
養
に
比
べ
古
＜
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
と
は
違
っ
た
性
格
を
有
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か

し
、
針
供
養
も
ま
た
時
代
と
と
も
に
変
化
し
、
他
の
器
物
の
供
養
同
様
に
そ
う
い
っ

も
う
―
つ
の
針
塚
建
立
の
背
景
と
し
て
、
針
が
危
険
物
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
八
街
の
針
塚
建
立
に
あ
た
っ
て
、
「
子
ど
も
が

遊
ぶ
稲
荷
神
社
境
内
に
針
を
埋
め
る
の
は
危
険
で
は
な
い
か
」
と
の
理
由
か
ら
反

対
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
針
が
危
険
と
の
意
識
が
あ
る
。
針
塚
建
立
以
前
の
佐
原

で
は
、
天
満
宮
に
豆
腐
に
刺
し
た
針
を
放
置
し
て
い
た
。
昭
和
一
0
年
代
の
多
古

町
で
は
豆
腐
に
刺
し
た
針
を
川
に
流
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
針
は
自
然
に
朽
ち
る

が
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
針
が
子
ど
も
の
遊
び
場
に
流
れ
つ
い
た
と
し
て
も
、
そ

れ
ほ
ど
意
識
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
縫
所
で
は
針
仕
事
を

後
に
掃
除
は
す
る
も
の
の
、
針
が
落
ち
て
い
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
し
か
し
、

「
裁
縫
を
す
る
人
に
針
は
刺
さ
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
て
、
針
が
落
ち
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
部
屋
で
も
平
気
で
寝
て
い
た
。
針
が
危
険
物
で
あ
る
と
の
認
識
は

そ
れ
が
、
八
街
の
事
例
の
よ
う
に
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
針
が
危
険
物
で
あ
る

と
強
く
意
識
さ
れ
て
い
く
。
針
を
従
来
の
よ
う
に
放
置
し
に
く
い
状
況
が
生
ま
れ

る
行
事
へ
と
変
化
し
た
。

た
事
に
よ
り
、

一
人
前
の
女
性
と
な
る
た
め
の
教
育
を
施
す
、
総
合
的
な
女
子
教

(19) 

焼
い
て
処
分
す
る
よ
う
に
な
っ
た
例
も
あ
る
。
針
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
よ
う
に

川
に
流
し
た
り
、
放
置
す
る
事
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
、
廃
棄
物
、
ゴ
ミ
と
し
て

廃
棄
す
る
の
は
気
が
引
け
る
。
針
は
七
夕
飾
り
の
よ
う
に
燃
や
す
事
は
で
き
な
い
、

そ
こ
で
、
新
た
に
針
を
処
理
す
る
場
が
必
要
に
な
る
。
針
塚
建
立
の
背
景
に
は
、

佐
原
の
裁
縫
所
に
お
い
て
、
裁
縫
所
が
多
く
の
生
徒
を
集
め
女
性
の
総
合
教
育

機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
頃
、
針
供
養
は
針
に
感
謝
し
裁
縫
の
上
達
を
祈
願
す

る
と
と
も
に
、
生
徒
た
ち
が
楽
し
く
過
ご
す
行
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
昭
和
四

五
年
の
針
塚
の
建
立
で
様
変
わ
り
を
し
た
。
針
塚
の
建
立
、
針
供
養
の
法
要
、
針

塚
へ
の
一
般
の
参
詣
者
。
全
く
新
し
い
針
供
養
を
生
み
だ
し
た
。
そ
の
背
景
に
は

裁
縫
所
の
性
格
の
変
化
が
あ
る
。
花
嫁
修
業
と
し
て
裁
縫
を
習
い
に
来
る
人
が
減
っ

育
の
機
関
と
し
て
の
機
能
は
な
く
な
っ
た
。
針
供
養
の
変
容
の
背
景
は
、
花
嫁
修

業
と
し
て
の
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
裁
縫
所
は
仕
立

屋
と
し
て
は
機
能
し
て
い
た
。
針
供
養
は
仕
立
屋
と
し
て
の
裁
縫
所
の
集
団
に
よ

表
二
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
0
年
以
降
0

、

T

裁
縫
所
と
も
に
生
徒
が
極
端
に
少

な
く
な
っ
て
く
る
。
現
在
で
は
両
裁
縫
所
と
も
生
徒
は
い
な
い
。
仕
立
職
人
を
H

ま
と
め

最
終
処
理
の
場
を
作
る
必
要
も
ま
た
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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注

日
本
民
具
学
会

所
」
（
「
民
具
マ
ン
ス
リ
ー
』
一
二
二I-

―

九
年
）
、
「
久
保
木
裁
縫
所
資
料
に
つ
い
て
」
（
『
町
と
村
調
査
研
究
』

房
総
の
む
ら

一
九
九
九
年
）

針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

二

千
葉
県
立

神
奈
川
大
学
常
民
文
化
研
究
所

一
九
九

ニ
o
o
-
―
一
年
）
、
「
ひ
な
が
た
に
み
る
明
治
末
千
葉
県
佐
原
の
裁
縫

1
3
)前
掲

(
3
)長
沢
利
明
氏
論
文

1
2
)前
掲

(
2
)長
沢
利
明
氏
論
文

―
二
八

究
』
―
―
一
五

ニ
o
o
-
―
年
）
が
あ
る
。

一
九
九
六
年

と
ま
た
大
き
＜
変
化
し
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。

体
の
行
事
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
針
供
養
は
、
寺
の
行
事
と
し
て
の
針
供
養
ヘ

ニ
0
0
0

年
）
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
て
い
る
。

―
二
八

ニ
o
o
-
―
一
年
）
で
、
農
村
部
の
特
色
に

養
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

俳
諧
歳
時
記
栞
草
（
上
）
』

7
)
前
掲

(
5
)
『
改
訂
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
「
針
歳
暮
」
の
項
に
よ
る

九
八
七
年
に
復
刻
）

く
、
浄
国
寺
の
寺
の
行
事
の
一
っ
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
。

「
針
供
養
」
の
項
に
よ
る

綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
（
平
凡
社

指
す
生
徒
も
い
な
く
な
っ
た
。
現
在
0

裁
縫
所
で
は
一
一
代
目
の
〇
先
生
と
、
か
つ

て
の
生
徒
一
人
で
仕
立
て
の
仕
事
を
し
て
い
る
。
仕
立
て
の
仕
事
も
数
が
減
っ
て

い
る
。
安
価
な
海
外
縫
製
、
人
々
の
和
服
離
れ
な
ど
裁
縫
所
を
取
り
巻
く
状
況
は

容
易
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
佐
原
の
裁
縫
所
の
数
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

現
在
佐
原
で
は
前
述
の
よ
う
に
針
供
養
を
行
っ
て
は
い
る
が
、
集
ま
る
会
員
の

数
も
年
々
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
針
供
養
は
教
授
会
の
行
事
と
し
て
だ
け
で
は
な

八
街
の
裁
縫
所
で
は
も
と
も
と
針
供
養
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
針
塚
建
立

を
機
に
八
街
和
服
裁
縫
睦
会
主
催
に
よ
り
針
供
養
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
裁
縫
所
の
減
少
に
よ
り
平
成
一

0
年
(
-
九
九
八
）
頃
を
最
後
に
針
供

佐
原
の
場
合
は
教
授
会
が
関
わ
ら
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
寺
の
行
事
と
し
て

続
＜
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
後
の
裁
縫
所
の
減
少
に
よ
っ
て
は
、
裁
縫
所
の
団

(
l
)島
立
理
子
「
『
ま
ち
』
の
裁
縫
所
ー
そ
の
特
色
と
役
割
ー
」
（
『
民
具
研
究
』

(
2
)長
沢
利
明
「
針
供
養
と
奪
衣
婆
ー
東
京
都
新
宿
区
新
宿
・
正
受
院
ー
」
（
『
日
本
民

日
本
民
俗
学
会

(
3
)長
沢
利
明
「
浅
草
の
針
供
養
ー
東
京
都
台
東
区
浅
草
淡
島
堂
ー
」
（
「
西
郊
民
俗
』

西
郊
民
俗
談
話
会

(
4
)新
村
出
編
『
広
辞
苑

(
5
)
（
財
）
民
俗
学
研
究
所
紺
『
改
訂

(
6
)若
松
市
役
所
編
『
若
松
市
史

(
8
)滝
沢
馬
琴
編

（
『
民
具
研
究
』

房
総
の
む
ら

藍
亭
青
藍
補

岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）

(
9
)町
場
の
裁
縫
所
の
特
色
に
つ
い
て
は
「
『
ま
ち
』
の
裁
縫
所
ー
そ
の
特
色
と
役
割
ー
」

つ
い
て
は
島
立
理
子
「
『
む
ら
』
の
裁
縫
所
」
（
『
町
と
村
調
査
研
究j

I—— 

(
1
0
)千葉
県
教
育
庁
生
涯
学
習
部
文
化
課
『
千
葉
県
文
化
財
実
態
調
査
報
告
書
ー
絵
馬
・

奉
納
額
・
建
築
彫
刻
I

』

一
九
八
九
年
）

一
九
八
八
年
）

一
九
九
一
年

上
巻
』
(
-
九
―
―
二
年
）
（
国
書
刊
行
会
よ
り
、

堀
切
実
校
注
『
増
補

二
0
0
0
年

日
本
民
具
学
会

一
九
五
五
年
）

千
葉
県
立

(
1
1
)九
十
九
里
町
西
野
の
淡
島
神
社
の
絵
馬
に
つ
い
て
は
菅
原
千
華
「
淡
島
侶
仰
と
近

代
の
裁
縫
所
ー
東
金
市
・
九
十
九
里
町
の
淡
島
神
社
奉
納
絵
馬
よ
り
ー
」
（
「
民
具
研

日
本
民
具
学
会

(
1
4
)大崎
智
子
「
ハ
サ
ミ
供
養
を
め
ぐ
っ
て
ー
東
京
都
港
区
芝
・
増
上
寺
ー
」
（
『
民
具

第
四
版
』
岩
波
書
店

―
―
一
四

俗
学
』
一
七
八
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針
供
養
の
変
容
と
裁
縫
を
教
え
る
場
の
終
焉
（
島
立
）

マ
ン
ス
リ
ー
』
三
0
_
-

(
1
5
)大崎
智
子
「
上
野
寛
永
寺
清
水
観
音
堂
の
人
形
供
養
」
（
『
日
本
民
俗
学
』

H

本
民
俗
学
会

一
九
九
五
年
）

(
1
9
)七夕
や
お
盆
の
こ
う
し
た
廃
棄
の
変
化
に
つ
い
て
は
島
立
理
子
「
子
供
の
行
事

ウ
マ
と
ウ
シ

1
1
1
.
w」

千
葉
県
立
房
総
の
む
ら

代
の
女
子
教
育
」
（
研
究
代
表
者

が
あ
る
。

一
九
九
七
年
）

千
葉
県
の
七
夕
馬

I

草
で
作
っ
た

ニ
0
0
0

年
）
で
紹
介
し
た
こ
と

島
立
理
子
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
千
莱
県
立
中
央
博
物
館

教
育
普
及
課
）

[
付
記
]
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
研
究
費
若
手
研
究

(
B
)
「
『
裁
縫
所
』

『
七
夕
』
」
（
「
平
成
1
1
.
1
2
年
度
企
画
展
示
図
録

(
1
8
)
前
掲

(
1
5
)
大
崎
智
子
氏
論
文

1
7
)石
井
と
め
氏
蔵

1
6
)前
掲

(
1
5
)大崎
智
子
氏
論
文

神
奈
川
大
学
常
民
文
化
研
究
所

か
ら
み
る
近

二
o
-
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