
　
四
、
習
慣
形
成
説
（
日
び
①
国
ρ
妬
け
肖
窪
α
①
ロ
。
《
目
げ
①
o
曙
）

　
五
、
人
間
的
欲
求
説
（
日
げ
①
＝
口
日
餌
ロ
宅
9
馨
ω
日
げ
Φ
o
曙
）

　
六
、
一
般
的
成
長
説
（
↓
け
。
q
黒
く
曾
。
。
巴
・
○
目
。
零
昏
鐘
冨
。
曙
）

　
七
、
新
実
験
主
義
説
（
日
げ
①
い
鉾
窪
国
x
℃
2
一
置
Φ
馨
ρ
一
一
馨
日
げ
①
。
曙
）

　
八
、
精
神
的
自
己
実
現
説
（
日
ぴ
①
Q
D
案
分
貯
巴
あ
㊦
序
幻
①
聾
鑓
鉱
8
日
げ
Φ
o
ご
，
）

　
九
、
超
自
然
的
発
達
説
（
目
げ
①
o
D
ロ
℃
①
ヨ
馨
自
巴
－
∪
①
＜
巴
。
℃
∋
①
募
日
ゴ
①
o
曙
）

　
十
、
大
古
典
主
義
説
（
日
一
プ
①
　
∩
甲
『
①
P
叶
・
O
一
荒
Q
D
ω
一
〇
　
］
リ
ゲ
①
O
同
団
）

十
一
、
社
会
的
自
己
実
現
説
（
日
げ
①
o
D
。
9
巴
－
u
。
①
一
｛
・
園
①
巴
一
N
舞
戸
8
↓
プ
①
。
蔓
）

十
二
、
基
礎
教
科
説
（
曲
げ
①
し
d
週
日
？
Q
Q
耳
語
①
。
富
目
げ
Φ
O
曙
）

　
　
ア
メ
リ
カ
の
教
育
は
二
十
世
紀
の
初
め
に
∪
①
≦
①
《
が
、
あ
ら
わ
れ
て
以
来
、
い
わ
ゆ
る

進
歩
主
義
理
論
派
に
依
っ
て
風
び
さ
れ
た
観
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
学
習
者
の
経
験
と
社
会

性
が
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
署
．
O
．
b
d
9
σ
Q
一
Φ
図
や
国
ρ
昌
α
⑦
一
等
、
教
科

を
強
調
す
る
伝
統
ま
た
は
本
質
派
が
対
立
し
、
賑
や
か
で
あ
っ
た
。
一
）
①
を
Φ
団
亡
き
今
日
と
い

え
ど
も
、
こ
の
諭
争
は
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
両
派
は
あ
る
い
は
亀
城
に
閉
ち

こ
も
り
、
あ
る
い
は
相
互
に
交
錯
し
た
状
態
に
お
い
て
、
街
宣
目
①
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

新
実
験
、
精
神
的
宗
教
的
自
己
実
現
、
大
古
典
、
ま
た
は
社
会
的
自
己
実
現
、
ザ
の
諸
説
へ
と
進

展
し
、
そ
の
止
む
処
を
知
ら
な
い
あ
り
さ
ま
を
示
し
て
い
る
。

　
　
と
こ
ろ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
ま
も
な
く
自
然
科
学
者
、
技
術
者
の
大
猷
養
成
の
必

要
に
迫
ら
れ
、
物
理
学
研
究
委
員
会
（
℃
Q
。
Q
。
O
）
に
よ
っ
て
、
教
育
課
程
（
高
等
学
校
）
の
再
編

成
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
∪
①
屯
Φ
蜜
の
業
績
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
即
ち
、
学

校
は
現
実
の
問
題
と
取
り
組
む
生
活
の
場
だ
け
で
、
足
れ
り
と
せ
ず
、
む
し
ろ
人
類
が
か
っ
て

夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
未
知
の
世
界
へ
突
進
す
る
た
め
に
、
最
大
限
の
知
性
を
駆
使
し
て
、
何

物
か
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
特
殊
な
場
な
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
人
間
性
よ
り
は
学
問
性
、

社
会
性
よ
り
は
本
質
的
教
科
性
が
重
要
視
さ
れ
る
。
更
に
こ
の
物
理
学
研
究
委
員
去
の
高
等
学

校
課
程
再
編
成
の
仕
事
は
自
然
科
学
者
及
心
理
学
者
の
手
で
進
め
ら
れ
、
教
育
専
門
学
者
、
笈

践
家
は
、
し
め
出
さ
れ
て
い
る
。

　
教
育
学
者
で
あ
り
、
実
践
家
で
あ
る
著
者
は
「
こ
の
本
は
、
今
日
の
教
育
学
に
影
響
し
て
い

る
重
要
な
あ
ら
ゆ
る
評
説
を
歴
史
的
・
哲
学
的
・
心
理
学
お
よ
び
社
会
的
基
盤
に
立
っ
て
、
充

分
な
、
そ
し
て
綜
合
的
な
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
結
未
を
今
日
の
教

丼

評

育
課
程
、
方
法
、
教
育
行
政
に
応
用
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
彼
の
動

機
は
明
瞭
で
あ
る
。

　
　
更
に
、
彼
は
「
教
育
学
の
基
礎
入
門
書
」
と
副
題
を
つ
け
、
教
職
課
程
の
麿
安
辞
即
ち
入

門
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
深
い
専
門
書
で
あ
る
こ
と
を
強
く
述
べ
て
い
る
。
文
事
の
社
会
に
お

い
て
も
教
育
と
い
う
作
用
は
あ
る
。
な
ん
ら
か
の
考
え
に
基
い
て
、
そ
の
作
用
は
進
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
、
否
め
な
い
。
そ
の
老
え
が
教
育
原
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
原
理
は
、
そ
の

人
に
よ
り
、
そ
の
場
所
に
よ
り
、
そ
の
時
に
よ
り
進
め
方
が
異
な
り
、
ま
た
変
化
し
て
い
く
と

と
も
に
習
慣
化
即
ち
伝
統
と
な
っ
て
伝
達
さ
れ
る
。
こ
れ
が
学
説
で
あ
る
。
い
か
な
る
時
代
い

か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
、
も
ち
い
ら
れ
る
そ
の
学
説
は
決
し
て
単
純
な
も
の
で
な
く
、
常
に

過
去
の
上
に
た
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
教
育
学
説
で
も
、
短
い
期
聞
に
急

カ
ー
ブ
的
に
出
来
る
も
の
で
な
い
と
と
も
に
、
現
在
を
つ
く
っ
た
、
否
、
影
響
を
も
た
ら
し
た
過

去
を
無
視
す
る
こ
と
は
冒
険
で
あ
り
、
危
険
で
あ
る
。
世
界
を
通
じ
、
今
日
程
、
教
育
と
い
う

こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
時
代
は
余
り
な
い
。
芝
団
コ
p
①
博
士
の
こ
の
新
著
は
、
過
去
の
主
要
教

育
学
説
の
正
確
な
た
な
お
ろ
し
的
調
べ
で
あ
り
、
現
在
と
の
関
係
を
正
確
に
把
握
し
、
今
後
、

ど
う
ず
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
難
問
題
に
答
え
る
役
割
を
し
て
い
る
力
作
で
あ
る
。
教
ぼ
を
志
す

も
の
、
教
育
と
い
う
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
の
見
の
が
す
こ
と
の
出
来
な
い
明
晰
な
詐
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
］
九
六
四
、
二
、
　
一
一
）

仏
教
文
学
研
究
会
編

仏
教
文
学
研
究
O
龍

田
　
中
　
重
　
太
　
郎

　
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
「
仏
教
文
学
研
究
」
壷
口
は
、
ど
ち
ら
も
B
6
判
な
が
ら
、
e
は
、
三

↓
○
頁
、
口
は
、
三
七
〇
頁
、
計
六
八
○
頁
も
あ
り
、
執
筆
者
は
二
十
名
に
お
よ
ぶ
論
文
集
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
論
文
名
を
羅
列
す
る
だ
け
で
与
へ
ら
れ
た
紙
数
に
達
し
さ
う
で
あ
る
が
、
そ

の
人
名
と
論
文
名
と
の
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
も
、
十
分
意
義
が
あ
る
と
考
へ
る
の
で
、
国
又
科

に
入
学
し
て
来
た
人
人
を
対
象
と
し
て
お
ほ
け
な
き
短
評
を
加
へ
て
し
る
し
て
み
る
。

七



階

評

八

　
ま
つ
、
第
一
集
の
〔
次
を
み
る
と
、

　
　
序

　
　
二
半
微
笑
と
笑
鈷
梅
花

　
　
遊
部
者

　
　
天
台
教
学
か
ら
見
た
源
氏
物
語

　
　
釈
教
歌
考

　
　
　
　
－
八
代
集
を
中
心
に
f

　
　
平
永
物
語
に
於
け
る
仏
教
説
話
に
つ
い
て

　
　
宴
曲
と
寺
社

　
　
　
　
　
　
宴
曲
は
ど
う
し
て
鎌
倉
幕
府
下
に
成
立
し
た
か
1

　
　
文
学
。
仏
教
・
中
世
を
め
ぐ
る
閤
題

　
　
法
語
　
文
．
云

　
　
絵
解
と
本
願
．
、
　
暇
人
親
魂
伝
絵

　
　
親
鷺
に
関
す
る
申
世
の
一
談
義
本

　
　
　
筆
！
紹
介

の
や
う
で
あ
る
。
下
に
掲
げ
て
あ
る
数
字
は
、

数
字
か
ら
前
の
数
字
を
さ
し
引
く
と
、

「
釈
教
歌
考
」
は
、
｝
一
九
か
ら
七
九
を
引
い
た
四
〇
ペ
ー
ジ
で
、

い
も
の
で
あ
り
、
序
は
、

ほ
、
　
一
ぺ
ー
ジ
は
、
四
二
字
一
六
行
で
六
七
二
字
で
あ
る
。
）

　
さ
て
、
右
に
あ
げ
た
十
人
の
学
者
の
う
ち
、

．
字
生
に
対
し
て
い
ふ
　
　
知
っ
て
み
る
人
は
何
人
あ
る
か
。

が
幾
人
で
、
姓
名
と
お
顔
と
を
存
じ
あ
げ
て
み
る
人
が
幾
人
、

る
、
交
際
し
て
み
る
人
が
幾
人
か
と
た
つ
ね
ら
れ
た
ら
、

い
」
　
「
令
然
知
り
ま
せ
ん
」
と
い
ふ
人
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
十
人
の
う
ち
、
面
識
が
あ
り
、
あ
る
い
は
、

あ
る
い
は
、
教
へ
を
受
け
た
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
．

は
芳
名
を
知
っ
て
み
る
人
、
全
然
知
ら
な
い
人
で
あ
る
。

は
な
い
か
と
思
は
れ
よ
う
が
、
決
し
て
き
う
で
は
な
い
。

山
岸
徳
平

山
岸
徳
平

五
三
　
　
互

大
久
保
艮
順

岡
崎
知
子

七五
九一一」 ．．九一

高
橋
　
貞
一
　
一
一
九

宮福菊榎外
崎永地　村

円厚誼克久
遵哉一凸面江

　
　
　
　
　
　
　
そ
の
論
文
の
所
在
ペ
ー
ジ
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
そ
の
論
文
の
ペ
ー
ジ
数
が
計
算
で
き
る
。
た
と
へ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
篇
の
う
ち
も
っ
と
も
長

九
か
ら
］
を
引
い
て
八
ペ
ー
ジ
で
い
ち
ば
ん
短
い
量
で
あ
る
。
　
（
な

一
『
三

一
九
一

二
二
七

二
五
七

．
、
七
五

三
〇
八

　
後
の

　
　
　
　
　
あ
な
た
が
一
こ
れ
は
、
主
と
し
て
園
文
科
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
姓
名
だ
け
を
存
じ
あ
げ
て
み
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
も
入
も
よ
く
よ
く
知
っ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
ど
う
答
へ
る
か
。
　
「
一
人
も
知
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
直
に
い
っ
て
、
わ
た
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
話
し
を
し
た
こ
と
が
あ
り

し
た
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
み
る
学
者
が
五
人
目
、
あ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ん
な
こ
と
は
、
ど
う
で
も
よ
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
現
に
あ
な
た
が
自
分
で
古
い
た
文
を

活
字
に
し
た
と
き
無
関
心
で
ゐ
ら
れ
ま
す
か
。
自
分
に
も
っ
と
も
近
い
人
が
就
い
た
文
を
読
む

と
き
、
自
分
が
尊
敬
し
て
み
る
人
、
自
分
が
愛
し
て
み
る
人
、
い
や
自
分
が
ち
ょ
っ
と
で
も
知

っ
て
み
る
人
の
書
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
入
の
も
の
と
は
、
そ
れ
を
読

む
と
き
に
は
、
別
の
関
心
を
も
つ
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
文
芸
作
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
好
き
な
作

家
の
も
の
と
さ
う
で
な
い
も
の
と
の
熱
意
の
相
違
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
書
評
が
と
ん
だ
脱
線
を
し
た
が
、
も
う
す
こ
し
脱
線
を
つ
づ
け
る
。
本
学
の
国
文
科
に
学
ば

れ
る
一
年
生
に
き
く
。
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
論
文
名
を
読
ん
で
そ
れ
が
ど
ん
な
こ
と
を
論
じ
た

も
の
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
推
察
が
で
き
ま
す
か
。
「
粘
華
微
笑
」
「
遊
部
」
が
読
め
ま
す
か
。
「
釈
教

歌
」
「
宴
曲
」
「
談
義
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
体
ど
ん
な
意
味
の
こ
と
か
わ
か
っ
て
ゐ
ま
す
か
。

右
の
う
ち
「
遊
部
」
の
読
み
か
た
は
や
や
特
別
の
も
の
と
い
へ
よ
う
が
、
文
学
・
学
問
・
宗
教

な
ど
の
世
界
に
お
け
る
専
門
語
は
、
心
得
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の

大
半
を
知
ら
ぬ
人
が
、
こ
の
論
文
集
を
座
右
に
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

強
く
説
き
た
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
論
文
集
の
一
篇
二
篇
を
よ
く
説
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
識
的

に
の
み
も
の
を
知
っ
て
み
る
こ
と
の
非
を
わ
き
ま
へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
よ
な
き
益
と
申
す
べ

き
で
あ
ら
う
。
こ
の
一
冊
に
は
、
歎
異
抄
の
文
学
性
の
聞
題
も
出
て
来
る
し
、
親
．
鷲
の
伝
記
に

関
す
る
新
資
料
や
そ
れ
ら
を
通
じ
て
中
之
の
国
語
音
韻
の
特
色
さ
へ
も
学
べ
る
論
が
あ
る
。
日

本
文
学
史
や
国
文
学
概
論
の
研
究
に
き
は
め
て
た
い
せ
つ
で
、
し
か
も
現
在
の
、
こ
の
学
界
の

最
新
最
高
の
説
が
随
所
に
説
か
れ
て
み
る
点
も
あ
り
が
た
い
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
つ
ぎ
に
、
第
二
集
の
目
次
を
み
る
。

　
　
日
蓮
救
母
変
文
の
源
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
川
　
貫
飛
　
　
　
七

　
　
紫
式
部
日
記
に
描
か
れ
た
る
仏
教

　
　
　
　
一
「
十
一
日
の
暁
」
の
段
の
仏
事
i
　
　
　
　
　
　
　
永
芹
　
義
憲
　
　
四
七

「
今
様
」
に
見
る
仏
教

新
古
今
歌
風
と
中
世
仏
教

妙
音
院
師
長
の
音
楽
と
日
本
音
楽
史
上
の
位
置

平
曲
の
成
立
に
つ
い
て
の
一
考
察

平
家
物
一
，
序
章
の
解
釈

　
　
一
無
常
と
因
果
と
の
関
連
－

芭
蕉
文
学
の
宗
教
性

急i榊峯新
藤　村虚

円泰文進
Vl純人一

プし　三　ノk　プく

七三七　三

山門
本前

唯直

四

七 五



　
　
『
妙
好
人
伝
』
と
そ
の
作
者
た
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
倫
生
　
、
一
八
三

　
　
漸
入
仏
道
集
　
－
翻
印
及
び
解
説
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
貞
一
　
三
一
九
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介
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以
上
の
や
う
で
あ
る
。
こ
ん
ど
の
集
は
、
お
顔
を
あ
は
せ
、
こ
と
ば
を
交
し
た
執
筆
者
が
七

名
も
あ
り
、
眼
前
に
そ
の
入
の
姿
が
髪
髭
と
し
、
そ
の
声
が
聞
え
て
来
る
や
う
で
う
れ
し
い
。

　
さ
か
き
　「

榊
」
さ
ん
の
ご
と
き
、
神
様
に
関
す
る
植
物
の
姓
が
お
坊
さ
ん
で
あ
っ
た
り
、
「
倫
生
」
を
「
み

ち
お
」
と
呼
ぶ
こ
と
な
ど
、
何
回
も
話
し
あ
っ
た
間
が
ら
だ
こ
そ
い
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

に
し
て
も
、
現
在
京
都
女
子
大
学
助
教
授
で
あ
る
佐
々
木
倫
生
氏
と
か
つ
て
数
年
聞
職
場
を
共

に
し
て
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
氏
が
こ
の
や
う
な
方
面
学
問
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
は
、

ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。
と
す
る
と
、
毎
日
顔
を
あ
は
せ
て
み
て
も
、
そ
の
人
の
学
問
な
り

芸
術
な
り
は
、
な
か
な
か
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
仏
教
文
学
研
究
」
も
第
二
集
に
な
る
と
、
東
洋
音
楽
に
関
す
る
論
文
が
三
点
も
あ
り
　
こ

と
に
『
妙
音
㎞
師
長
の
音
楽
と
日
本
音
楽
史
上
の
位
置
』
は
、
六
四
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
力
の
こ

も
っ
た
論
で
あ
る
。

　
論
文
集
に
は
、
　
｝
人
の
著
者
の
論
著
の
有
す
る
体
系
を
も
つ
の
に
弱
い
と
い
ふ
欠
点
が
あ

る
反
面
、
一
人
の
学
者
で
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
、
広
く
且
つ
深
い
学
聞
を
一
挙
に
学
び
得
る

特
色
が
あ
る
。
し
か
も
雑
誌
よ
り
も
ま
と
ま
っ
た
深
さ
と
大
き
な
量
と
が
あ
る
。
製
本
・
印
刷

・
用
紙
な
ど
す
べ
て
申
し
分
が
な
く
、
お
ち
着
い
た
色
の
函
に
ま
で
入
っ
て
み
る
こ
の
．
一
冊
の

論
文
集
を
前
に
し
て
、
そ
の
日
四
㈲
…
…
が
陸
続
と
出
る
の
を
刮
目
し
て
待
ち
た
い
。
そ
し
て

相
愛
学
園
に
縁
が
出
来
な
か
っ
た
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
本
の
書
評
1
と
い
ふ
べ
き
で
な
く
、

単
な
る
思
ひ
つ
き
で
あ
る
が
一
な
ど
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
と
、
そ
の
あ

り
が
た
さ
を
思
ひ
、
そ
れ
を
さ
う
強
く
感
ず
る
や
う
に
な
っ
た
年
齢
を
も
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
き
ら
に
、
こ
の
す
ぐ
れ
た
書
が
仏
教
を
信
ず
る
人
入
、
日
本
の
文
学
を
愛
す
る
人
人
の

桃
辺
を
飾
り
、
L
，
架
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
を
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
（
「
仏
教
文
学
研
究
」
U
［
　
昭
和
三
八
年
一
月
三
〇
日
刊
　
定
価
七
〇
〇
円
。
「
仏
教
文

　
　
学
研
究
」
口
　
　
昭
和
三
九
年
二
月
二
〇
日
刊
定
価
九
五
〇
円
。
と
も
に
発
行
所
は
、

　
　
京
都
市
下
京
区
正
面
鳥
丸
東
　
法
蔵
館
で
あ
る
。
）
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