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随
分
と
大
仰
な
タ
イ
ト
ル
で
び
っ
く
り
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ 

い
。
シ
ン
プ
ル
に
み
て
い
き
ま
す
。 

日
本
人
の
生
活
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
「
神
社
」
の
存
在
、 

そ
の
意
味
を
歴
史
的
に
み
る
と
、
社
会
学
者
、
新
谷
尚
紀
氏
は
、 

歴
史
の
流
れ
の
中
で
は
次
の
よ
う
な
段
階
に
分
け
ら
れ
る
と
言
い 

ま
す
。
著
書
「
氏
神
さ
ま
と
鎮
守
さ
ま
」
に
よ
れ
ば
、
和
歌
山
県
の 

「
隅
田
八
幡
宮
」（
す
だ
は
ち
ま
ん
ぐ
う
）
の
場
合
を
例
に
挙
げ
、 

① 

ま
ず
平
安
時
代
に
は
石
清
水
八
幡
宮
の
「
荘
園
支
配
」
の
中

で
の
存
在
。
荘
園
の
経
営
、
年
貢
取
り
立
て
な
ど
の
実
権
。 

② 

次
に
力
を
握
っ
た
武
家
の
時
代
に
は
、隅
田
一
族
の
荘
園
支

配
の
た
め
の
氏
神
と
し
て
の
存
在
。 

③ 

室
町
期
以
降
は
そ
の
村
、そ
の
地
域
全
体
の
村
人
た
ち
の
氏

神
と
し
て
の
存
在･･･

と
い
う
分
類
を
さ
れ
て
い
ま
す
。 

つ
ま
り
、
隅
田
八
幡
宮
は
ま 

ず
石
清
水
八
幡
宮
の
荘
園
支
配 

の
た
め
に
そ
の
別
宮
と
し
て
勧 

請
さ
れ
、
次
に
武
家
が
支
配
者 

と
な
る
と
隅
田
氏
一
族
の
氏
社 

と
な
っ
て
彼
ら
が
経
営
の
実
権 

を
握
り
、
や
が
て
近
世
に
は
地 

域
の
民
全
体
が
氏
子
と
な
り
、 

祭
礼
費
用
を
分
担
し
合
う
、
今 

日
の
大
方
の
神
社
の
形
と
な
っ 

て
い
っ
た
の
で
す
。 

  

で
は
当
社
、
嶋
満
神
社
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？ 

平
安
時
代
の
貞
観
年
間
に
正
二
位
を
授
か
っ
た
頃
、
不
穏
な
朝
鮮

半
島
情
勢
を
背
景
に
「
妖
族
」
の
侵
入
が
相
次
ぎ
、「
外
敵
か
ら
の

守
り
」
と
し
て
宇
佐
八
幡
が
勧
請
さ
れ
ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
「
氏

神
」
と
い
っ
た
概
念
は
な
く
、
海
に
浮
か
ぶ
「
淵
島
」
と
呼
ば
れ
る

小
島
に
は
今
日
の
よ
う
な
立
派
な
拝
殿
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ

か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
「
素
朴
な
」
海
の
守
り
と
し
て
の
「
神
域
」
が
、

そ
の
山
頂
に
は
存
在
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。 

 

や
が
て
織
田
、
豊
臣
の
時
代
に
細
川
氏
が
当
地
を
支
配
す
る
よ

う
に
な
る
と
、
こ
の
地
に
影
響
力
の
あ
っ
た
水
軍
を
配
下
に
置
く

た
め
、
海
の
守
り
の
必
要
性
か
ら
当
社
は
細
川
氏
か
ら
手
厚
い
保

護
を
う
け
ま
す
。
先
述
の
隅
田
八
幡
の
よ
う
に
丹
後
支
配
の
象
徴

的
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

江
戸
時
代
に
な
る
と
周
囲
の
湾
の
干
拓
に
よ
り
田
地
が
増
え
、

豊
か
に
な
っ
た
豪
農
た
ち
に
よ
っ
て
当
社
の
運
営
は
賄
わ
れ
ま
す
。 

つ
ま
り
、
氏
神
と
し
て
は
旧
溝
尻
村
や
旧
矢
之
助
村
全
体
の
、
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
、
干
拓
に
よ
っ
て
苦
心
の
末
、
得
ら
れ
た
田
地
を

寄
進
し
て
氏
子
と
な
っ
た
津
田
氏
や
、
旧
泉
源
寺
村
も
含
め
た
中

で
の
限
ら
れ
た
崇
敬
者
、
篤
志
家
た
ち
の
運
営
に
任
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。 

 

そ
れ
が
第
二
次
大
戦
に
よ
る
用
地
接
収
、
移
転
遷
宮
、
昭
和
三
十

六
年
の
再
遷
宮
、
本
貫
地
浮
島
へ
の
復
帰
を
経
て
現
在
は
祭
礼
と

維
持
管
理
は
浮
島
会
の
手
で
行
わ
れ
、
日
々
の
お
世
話
と
と
も
に

中
心
的
役
割
を
担
う
奉
賛
会
員
も
、
ほ
ぼ
全
員
が
浮
島
会
員
と
な

っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
当
社
は 

今
や
私
た
ち
浮
島
会
員
に
と
っ 

て
は
白
絲
濱
神
社
に
次
ぐ
「
第 

二
の
氏
神
様
」
と
言
っ
て
も
い 

い
で
し
ょ
う
。 

 

実
際
に
先
の
新
谷
尚
紀
氏
に 

よ
れ
ば
、
滋
賀
県
の
苗
村
神
社 

（
な
む
ら
じ
ん
じ
ゃ
）
と
周
辺
の
村 

々
の
神
社
の
例
の
よ
う
に
、
よ 

り
広
い
地
域
で
の
「
惣
氏
神
」
と
、
よ
り
狭
い
地
域
、
各
村
々
で
の

「
村
の
氏
神
」
と
言
う
よ
う
に
村
民
と
二
重
三
重
に
氏
神
、
氏
子
の

関
係
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
あ
る
よ
う
で
す
。 

  

こ
の
よ
う
に
一
口
に
「
氏
神
様
」
と
い
っ
て
も
似
た
よ
う
な
と
こ

ろ
、
ま
た
違
っ
た
形
と
、
い
ろ
ん
な
形
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
そ
し
て
歴
史
の
中
で
そ
の
意
味
や
位
置
づ
け
も
ま
た
、
様
々
な

形
に
変
化
し
続
け
て
い
る
こ
と
も
分
か
り
ま
す
ね
。 

し
か
し
経
済
的
な
こ
と
を
別
と
し
て
も
、
私
た
ち
の
心
の
中
に
、

そ
の
生
活
を
す
る
に
あ
た
っ
て
の
様
々
な
事
柄
の
「
よ
り
ど
こ
ろ
」

と
し
て
、
神
社
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
す
。 

   

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
先
の
八
月
例
祭
に
於
き
ま
し
て
は
、
会

員
の
皆
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
た
、
た
く
さ
ん
の
お
供
え
も
頂
戴
し
、
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。 


