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、

　
　
　
凡
例

本
稿
に
は
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
の
中
、
第
四
番
か
ら
第
七
番
ま
で
の
注
解
を
収
め
た
。

門
本
文
』
に
つ
い
て
（
追
加
）
　
　
㈲
判
続
不
能
の
箇
所
は
、
□
と
し
て
残
し
た
。

丙
職
人
尽
幽

〔
十
二
番
本
　
東
北
院
職
人
歌
合
〕
　
七
番
左
　
紺
掻

月
す
め
は
夜
半
の
嵐
の
色
あ
け
て
む
ら
こ
に
見
ゆ
る
杜
の
し
た
か
け

　
　
左
、
風
情
め
っ
ら
し
く
と
り
な
さ
れ
た
る
。
題
を
五
文
字
に
す
ゑ
ら
れ
た
る
、
柳
耳
に
立
侍
る
。
右
、
…
…
今
す
こ
し
ね
ぬ
夜
の
月

　
　
に
心
ひ
か
れ
侍
り
。

う
と
く
な
る
人
の
心
の
は
な
あ
さ
き
い
く
し
ほ
そ
め
て
色
あ
さ
か
ら
ん

　
　
左
右
、
寄
の
心
を
め
つ
ら
し
く
と
り
な
し
て
、
誠
に
い
ひ
し
り
て
侍
り
。
心
詞
艶
に
し
て
、
寄
の
姿
を
か
ね
た
り
。
た
と
へ
は
、
梅

　
　
林
風
前
に
仙
方
の
雪
か
と
う
た
か
ひ
、
紫
藤
の
露
の
底
に
毘
祷
の
玉
を
あ
ら
そ
ひ
て
、
紅
紫
二
の
色
、
深
浅
弁
か
た
し
。
右
の
歌
の

　
　
う
き
ぬ
な
は
、
今
す
こ
し
上
手
の
し
わ
さ
と
覚
て
、
住
吉
玉
津
島
も
さ
た
め
て
ゆ
る
し
給
ふ
ら
ん
。

〔
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
〕
　
五
番
右
　
綾
織

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



↓
公
ハ

雲
鳥
の
あ
や
と
そ
月
に
み
な
さ
ま
し
た
な
ひ
く
雲
に
は
っ
雁
の
こ
ゑ

こ
よ
ひ
さ
へ
い
も
か
こ
ま
く
ら
よ
そ
に
し
て
お
ほ
と
の
ゐ
に
や
ひ
と
り
あ
か
さ
ん

　
　
判
云
、
月
は
、
雲
鳥
の
綾
も
を
り
え
た
る
心
地
し
て
侍
れ
と
、
ゑ
し
ま
の
波
は
見
と
こ
ろ
た
ち
ま
さ
る
と
申
へ
し
。
恋
の
番
も
、
左

　
　
…
…
優
に
侍
へ
し
。
右
は
、
っ
く
ろ
は
ぬ
様
に
き
こ
え
て
、
歌
め
き
た
る
事
な
け
れ
は
、
猶
左
の
勝
に
こ
そ
。

〔
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
〕
　
九
番
左
　
青
や

つ
ほ
こ
う
の
た
㌧
一
し
ほ
の
空
色
に
ひ
か
り
そ
へ
た
る
秋
の
よ
の
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
や
う

　
　
〔
伝
烏
丸
光
広
作
職
人
歌
合
〕
紺
掻
　
磨
る
墨
に
手
の
先
な
れ
ど
染
め
な
し
て
法
の
道
に
も
入
る
紺
屋
か
な
　
栄
耀
し
て
ひ
ら
り
と
散
ら
す
た
び
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
加
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
さ
　
て

　
雪
こ
れ
や
紺
屋
の
被
き
唯
子
　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
紺
掻
恋
　
っ
れ
も
な
き
人
は
紺
屋
の
明
日
明
後
日
あ
ひ
そ
め
ん
日
を
延
び
延
び
に
言
ふ
　
／
　
職
人

　
棚
機
を
織
れ
る
糸
屋
の
職
女
こ
そ
天
乙
女
に
も
劣
る
ま
じ
け
れ
　
〔
古
今
夷
曲
集
〕
紺
掻
　
紋
の
み
か
談
へ
や
う
の
い
ろ
い
ろ
に
染
め
な
す
絹
の
い
と
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
い
し
　
　
　
　
　
　
た
す
き

　
こ
ん
か
き
　
／
　
題
知
ら
ず
　
そ
れ
も
い
さ
爪
に
藍
湊
む
張
物
の
籟
取
り
置
く
手
織
姿
よ
　
／
　
紺
掻
に
仏
道
修
し
え
た
る
あ
り
と
聞
き
て
、
あ
る
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん

　
行
き
て
事
の
理
尋
ね
け
れ
ば
、
返
事
に
、
板
を
鐘
箆
を
鐘
木
に
と
り
な
し
て
か
た
の
ご
と
く
も
の
り
教
え
ま
し
　
〔
訓
蒙
図
彙
〕
染
匠
　
そ
め
ど
の
　
染

　
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぢ
よ

　
工
同
／
機
女
　
は
た
お
り
織
婦
、
機
女
、
並
ビ
ニ
同
ジ
。
〔
長
崎
一
見
職
人
一
首
〕
八
番
左
紺
掻
紺
掻
が
今
日
見
そ
め
ぬ
る
花
色
は
面
白

　
袴
着
て
ぞ
知
り
ぬ
る
　
左
の
紺
掻
の
古
袴
、
右
・
…
－
い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
、
そ
の
本
文
あ
り
て
あ
わ
れ
に
こ
そ
。
…
…
左
は
紺
屋
の
朝
公
朝
公
、
面
白
く

　
聞
こ
ゆ
。
も
ち
い
た
し
　
〔
堀
川
百
首
題
狂
歌
合
〕
片
思
右
恋
衣
そ
む
る
紺
屋
の
片
思
ひ
あ
さ
て
あ
さ
て
と
い
ふ
ば
か
り
に
て
右
、
紺
屋
の
片
思

　
ひ
、
あ
さ
て
あ
さ
て
と
う
ち
歎
き
た
る
風
情
、
今
少
し
勝
る
に
や
侍
ら
ん
。
　
〔
銀
葉
夷
歌
集
〕
紺
屋
の
あ
さ
て
と
云
ふ
世
話
を
　
明
日
染
め
む
い
や
あ
さ

　
て
と
や
紺
屋
殿
降
る
五
月
雨
の
空
言
を
の
み
く
太
女
V
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕
紺
屋
紋
付
品
々
色
模
様
を
染
め
る
。
当
世
茶
屋
染
め
あ
り
。
大
夫
染
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
ζ
し

　
吉
長
染
め
等
は
別
家
に
あ
り
。
こ
れ
を
染
物
屋
と
い
ふ
。
又
菅
原
染
め
、
右
近
染
め
こ
れ
を
な
す
。
　
／
機
織
巻
物
、
を
よ
そ
唐
土
渡
す
と
こ
ろ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
わ
ざ

　
沙
綾
綴
子
、
そ
の
外
毛
織
の
類
に
至
る
ま
で
織
る
な
り
。
此
の
職
人
西
陣
に
住
す
。
男
女
の
所
作
な
り
。
ま
た
、
奥
嶋
と
ろ
め
ん
の
類
、
木
綿
、
国
々
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
ぱ
た
　
　
　
　
　
さ
　
や

　
り
出
づ
る
。
〔
和
国
百
女
〕
棚
機
に
て
紗
綾
、
縮
緬
、
綾
、
錦
、
椴
子
な
ど
を
、
日
本
に
て
織
る
事
稀
な
り
し
が
、
近
き
頃
は
、
堺
、
京
都
な
ど
に
て
、

　
い
か
な
る
物
も
織
り
出
す
。
そ
の
上
、
絶
問
の
中
将
姫
、
蓮
の
糸
に
て
曼
陀
羅
を
織
り
給
ひ
し
時
は
、
観
音
菩
薩
の
綾
を
取
り
∴
糸
を
あ
て
が
い
給
ふ
と

　
か
や
。
そ
の
外
、
衣
通
姫
、
棚
機
姫
な
ど
は
、
み
な
神
仏
菩
薩
等
の
再
誕
に
て
、
織
り
給
ふ
由
。
今
の
人
は
賢
し
う
し
て
、
何
に
て
も
自
由
に
織
り
出
す

　
こ
と
を
得
た
り
。
京
、
堺
に
て
、
万
の
織
物
す
る
所
を
織
殿
屋
と
名
づ
け
て
、
方
々
よ
り
色
々
の
織
物
謎
ゆ
る
由
。
〔
狂
詠
犬
百
人
一
首
〕
紺
掻
者
院
ば

　
い
た
何
が
絵
の
芦
の
枯
れ
葉
の
一
本
に
気
を
尽
く
し
て
や
染
め
渡
る
べ
き
〔
用
明
天
皇
職
人
鑑
職
人
づ
く
し
〕
さ
し
て
降
ら
ね
ど
紅
葉
葉
も
、
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
は
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
を
り
　
　
い
と
く
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
ζ
し

　
雨
の
雲
に
染
物
屋
、
染
め
て
上
絵
屋
縫
物
屋
　
〔
百
人
女
郎
晶
定
〕
機
匠
、
糸
繰
人
皇
十
五
代
応
神
天
皇
の
御
時
、
唐
土
よ
り
二
人
の
女
工
を
送
る
。



あ
や
め
、
い
と
め
の
女
婦
を
添
へ
、
呉
羽
の
里
に
て
綾
錦
を
織
り
て
、
御
衣
に
な
り
し
よ
り
、
女
工
の
長
き
営
み
な
り
　
〔
狂
歌
ま
す
か
が
み
〕
寄
紺
屋

恋
　
こ
の
文
に
思
ひ
そ
め
し
を
白
上
げ
の
あ
い
と
な
り
と
も
返
事
聞
き
た
や
　
〔
狂
歌
活
玉
集
〕
寄
染
物
屋
恋
　
尻
口
の
あ
は
ぬ
月
日
を
便
々
と
侍
た
ば

紺
屋
の
あ
さ
っ
て
じ
や
も
の
く
契
因
V
　
〔
今
様
職
人
尽
百
人
一
首
〕
紺
屋
段
染
め
の
お
＼
く
の
小
紋
出
来
に
け
り
と
く
だ
し
ふ
だ
は
た
ら
ず
も
あ
げ
な

ん
　
「
六
兵
衛
、
降
り
は
せ
ま
い
か
」
「
な
ん
だ
、
ふ
り
の
か
は
い
や
か
」
　
〔
彩
画
職
人
部
類
〕
織
殿
　
応
神
天
皇
三
十
七
年
の
春
、
阿
知
使
主
、
都
加
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぬ
ぬ
い
び
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
に
ひ
め
　
　
　
　
　
　
　
く
れ
は
と
り
　
あ
や
は
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
を
り

主
を
呉
国
に
遣
は
し
、
縫
工
女
を
求
め
給
ふ
。
兄
媛
、
弟
媛
、
呉
織
、
穴
織
、
四
た
り
の
婦
来
た
れ
り
。
是
、
始
め
な
り
。
金
欄
、
唐
織
は
、
京
都
西
陣

野
本
氏
俵
屋
何
某
が
織
り
出
す
所
、
始
め
な
り
と
ぞ
。
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
紺
掻
春
陽
の
日
陰
や
藍
の
深
緑
紺
掻
が
藍
壷
に
春
の
日
の
射
し
映
り
た

る
を
深
緑
に
色
よ
く
取
り
成
し
た
り
。
…
…
可
為
持
。
　
／
織
殿
夕
立
や
織
り
込
む
箔
の
稲
光
　
織
殿
の
手
業
の
む
っ
か
し
き
仕
立
て
、
こ
と
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
さ
　
て

し
く
て
受
け
が
た
し
。
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
染
物
師
・
機
織
明
後
日
ま
で
我
が
営
み
を
断
り
て
花
に
心
を
染
物
師
ぞ
や
縮
み
織
る
賎
も
盛
り
に
咲
く

花
を
ま
づ
一
た
ん
は
雪
と
こ
そ
見
れ
左
、
営
み
を
さ
へ
明
後
目
ま
で
と
言
ひ
延
ば
せ
し
は
、
執
心
言
ふ
ば
か
り
な
く
や
。
た
だ
し
、
結
旬
あ
ま
り
に
う

る
は
し
く
う
ち
名
告
ら
れ
し
に
、
少
し
ゆ
か
し
さ
も
覚
め
て
侍
り
。
右
、
越
の
あ
た
り
に
住
め
る
人
は
雪
に
慣
ら
ひ
て
侍
る
べ
け
れ
ば
、
最
初
は
雪
と
し

も
見
た
ら
ん
こ
と
、
さ
も
侍
る
べ
し
。
四
の
旬
、
秀
句
よ
ろ
し
く
聞
こ
ゆ
。
た
だ
し
、
結
旬
の
、
見
れ
と
い
ふ
詞
は
、
見
め
と
改
め
つ
。
尤
も
勝
た
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
み

し
。
　
／
　
染
物
師
・
機
織
西
明
寺
殿
の
賞
布
も
染
め
あ
へ
て
花
の
雪
に
は
白
袴
着
つ
　
孟
母
に
は
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
機
織
も
立
た
ま
く
惜
し
き
花
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
ご
と

下
蔭
　
左
、
紺
掻
の
白
袴
、
作
意
よ
ろ
し
。
さ
れ
ど
、
右
、
孟
母
が
古
事
も
て
、
古
今
集
な
る
唐
錦
の
歌
に
取
り
合
せ
ら
れ
し
、
興
少
な
か
ら
ず
。
　
／

　
染
物
師
　
一
片
の
雲
か
浅
黄
の
桜
花
嵐
よ
東
風
の
返
し
染
め
す
な
　
左
、
後
拾
遺
集
な
る
兼
俊
母
の
歌
も
思
ひ
出
で
ら
れ
て
お
か
し
く
侍
り
。
…
…
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
さ
　
て

左
為
勝
。
　
〔
近
世
職
人
尽
絵
詞
〕
「
薄
標
は
染
め
に
く
く
て
」
「
紺
掻
の
白
袴
と
口
惜
し
く
も
言
は
る
る
。
明
後
日
は
女
房
ど
も
の
湯
帷
子
を
染
め
て
遣
は

さ
ば
や
」
「
御
婚
礼
が
あ
る
と
て
、
飾
磨
の
褐
染
め
を
お
好
み
あ
る
。
忙
し
や
」
「
た
だ
一
入
染
め
よ
と
仰
せ
ら
る
る
」
「
瑠
璃
紺
を
御
読
へ
侯
ふ
。
大
事

　
　
　
　
　
　
ね
ぷ

に
侯
ふ
」
「
あ
な
眠
た
や
。
ち
と
舟
漕
が
ば
や
」
　
〔
略
画
職
人
尽
〕
は
か
な
く
も
足
動
か
し
て
水
鳥
の
模
様
織
り
出
す
浪
の
綾
糸
　
〔
難
波
職
人
歌
合
〕
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら

二
番
左
、
呉
服
屋
古
の
く
れ
は
あ
や
は
の
機
物
の
を
さ
く
人
に
恋
は
書
じ
右
の
方
人
云
、
昔
唐
国
よ
り
く
れ
は
と
り
、
あ
や
は
と
り
の
機
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

女
を
奉
れ
り
し
こ
と
、
目
本
書
紀
に
見
え
た
れ
ば
、
全
言
ふ
呉
服
は
や
が
て
そ
の
く
れ
は
た
の
字
音
な
る
べ
し
。
依
て
自
ら
の
上
を
長
々
と
詠
み
入
れ
ら

れ
た
る
こ
と
、
こ
の
歌
に
は
不
用
に
聞
こ
ゆ
。
い
か
が
と
云
ふ
べ
し
。
左
方
答
、
機
の
歳
に
云
ひ
懸
け
た
る
に
て
、
い
は
ゆ
る
序
歌
な
り
。
古
歌
に
こ
の

姿
多
き
を
知
ら
ず
や
。
右
　
紺
屋
紫
の
灰
合
ひ
が
た
き
思
ひ
を
ば
染
め
て
あ
や
な
く
色
に
出
に
け
り
　
左
の
方
人
云
、
こ
の
作
者
は
紺
掻
な
れ
ば
、

思
ひ
を
染
め
て
色
に
出
で
た
り
と
い
ふ
心
は
聞
こ
・
え
た
れ
ど
も
、
二
の
旬
の
辺
り
た
ど
く
し
く
て
詞
分
き
が
た
し
。
右
方
答
、
延
喜
式
、
染
物
の
料
に

灰
あ
り
て
則
ち
紫
に
灰
さ
す
こ
と
、
万
葉
集
、
後
拾
遣
集
な
ど
の
歌
に
も
見
え
た
る
を
や
◎
判
に
云
、
左
の
歌
、
上
は
序
に
て
、
機
の
蔵
よ
り
ま
た
を

さ
く
の
詞
に
云
ひ
懸
け
ら
れ
た
三
首
の
姿
、
た
け
あ
り
て
い
と
く
め
で
た
し
。
右
の
歌
、
菱
染
む
る
に
は
灰
の
合
は
せ
が
た
き
も
の
な
一
一
由
、

源
氏
物
語
に
も
見
え
て
、
こ
れ
は
二
の
句
に
い
み
じ
う
力
あ
る
な
り
。
さ
て
、
あ
や
な
く
色
に
と
云
ひ
下
さ
れ
た
る
口
っ
き
、
大
方
な
ら
ず
聞
こ
え
た

り
。
左
も
負
く
べ
き
歌
に
は
あ
ら
ね
ど
、
な
ほ
右
の
方
に
心
引
か
る
れ
ば
勝
と
す
。
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丙
本
文
】

　
四
番

　
つ
ほ
こ
う
の
た
＼
ひ
と
し
ほ
の
そ
ら
色
に

　
ひ
か
り
そ
へ
た
る
あ
き
の
夜
の
月

　
よ
る
さ
へ
や
お
り
と
を
さ
ま
し
は
た
い
と
の

　
た
て
ぬ
き
し
る
く
見
ゆ
る
月
か
け

　
　
左
は
、
我
道
の
さ
い
か
く
、
ま
こ
と
に
き
こ
え
た
り
。
右

　
　
は
、
晋
さ
ま
う
る
は
し
く
て
、
し
か
も
月
の
こ
と
な
る

　
　
を
ほ
め
た
り
。
は
た
締
は
心
ひ
く
す
ち
也
。
勝
へ
く
や
。

　
し
か
ま
川
あ
ふ
瀬
も
い
っ
と
ち
き
ら
ぬ
に

　
あ
な
か
ち
ひ
と
の
こ
ひ
し
か
る
ら
む

　
お
り
は
つ
る
し
つ
は
た
お
ひ
の
今
は
と
て

　
い
っ
う
ち
と
け
て
あ
ひ
み
そ
め
ま
し

　
　
左
右
と
も
に
、
歌
さ
ま
よ
ろ
し
。
し
ゐ
て
勝
負

　
　
あ
る
へ
き
な
ら
は
、
右
の
可
可
、
五
文
字
よ
り
末
の
旬
ま
て

　
　
よ
く
い
ひ
か
な
へ
り
。
す
こ
し
は
ま
さ
る
と
や
申
へ
か
ら
む
。

　
　
　
　
◇
　
　
　
◇

　
　
こ
う
か
き

た
㌧
一

六
八

つ
ほ
こ
う
－
〔
類
〕
壷
こ
う
　
た
．
＼
ひ
と
し
ほ
－
〔
類
〕
只
一
し
ほ

ひ
か
り
－
〔
類
〕
光
　
あ
き
ー
〔
類
〕
秋

お
り
－
〔
類
〕
織
は
た
い
と
1
〔
類
〕
機
絡

見
ゆ
る
－
〔
尊
〕
〔
類
〕
み
ゆ
る
　
月
か
け
1
〔
類
〕
月
影

さ
い
か
く
1
〔
類
〕
才
覚
ま
こ
と
に
－
〔
類
〕
誠
に
　
き
こ
え
た
り
1

〔
類
〕
聞
え
た
り

寄
さ
ま
－
〔
類
〕
歌
さ
ま
　
う
る
は
し
く
て
－
〔
白
〕
う
る
□
し
く
て

こ
と
な
る
ー
〔
類
〕
殊
な
る

ほ
め
た
り
－
〔
類
〕
褒
た
り
　
心
ひ
く
す
ち
－
〔
類
〕
心
引
筋

あ
ふ
瀬
－
〔
類
〕
逢
瀬

ひ
と
1
〔
類
〕
人
　
こ
ひ
し
か
る
ら
む
1
〔
類
〕
恋
し
か
る
ら
ん

お
り
は
つ
る
1
〔
類
〕
織
は
つ
る
　
し
つ
は
た
お
ひ
1
〔
類
〕
し
つ
機
帯

申
へ
か
ら
む
1
〔
類
〕
申
へ
か
ら
ん

こ
う
か
き
－
〔
白
〕
〔
類
〕
紺
掻
〔
忠
〕

四
番
；
か
き

　
紺
掻



し
ほ

そ
め
よ
と

お
ほ
せ

ら
る
㌧
。

　
は
た
お
り

あ
こ
や
う
、

く
た
も
て
こ
よ
。
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は
た
お
り
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
機
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
う

あ
こ
や
う
－
〔
白
〕
あ
こ
よ
〔
忠
〕
あ
こ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

も
て
こ
よ
－
〔
白
〕
も
て
口
よ

六
九
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七
‘
O

門
語
注
邊

　
◎
紺
掻
は
、
藍
で
布
を
染
め
る
職
人
。
近
世
以
降
は
、
染
物
屋
一
般
を
も
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
は
女
性
中
心
の
職
業
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
「
こ
う
が
き
」
は
「
こ
ん
が
き
」
の
転
靴
。
「
掻
く
」
は
、
壷
の
中
で
布
を
掻
き
回
す
こ
と
を
言
う
。

　
機
織
も
、
古
来
、
女
性
の
家
内
労
働
で
あ
っ
た
。
と
も
に
女
性
の
、
か
っ
衣
料
に
関
わ
る
職
人
。

　
◎
つ
ぼ
こ
う
の
…
…
　
『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
九
番
左
に
同
じ
。

　
◎
つ
ぼ
こ
う
　
「
壷
紺
」
で
、
壷
の
中
の
染
料
を
言
う
か
。
未
考
。

　
◎
た
だ
ひ
と
し
ほ
　
「
入
」
は
、
布
を
染
料
に
浸
す
度
数
。
藍
染
め
で
は
、
こ
の
度
数
が
増
す
に
従
っ
て
、
空
色
か
ら
青
、
紺
と
色
が

濃
く
な
る
。
絵
の
職
人
の
言
葉
に
も
、
「
た
だ
一
入
染
め
よ
と
仰
せ
ら
る
る
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
歌
と
照
応
し
て
い
る
。

　
◎
そ
ら
色
　
「
た
だ
一
入
」
だ
か
ら
「
空
色
」
な
の
で
あ
る
。
「
月
」
の
縁
語
。

　
◎
ひ
か
り
そ
へ
た
る
あ
き
の
夜
の
月
　
秋
の
月
が
、
空
色
に
光
を
添
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
月
が
何
か
に
光
を
添
え
る
、
と
い
う
表
現

は
、
「
濁
り
な
く
千
代
を
数
へ
て
澄
む
水
に
光
を
添
ふ
る
秋
の
夜
の
月
く
平
兼
盛
V
」
（
後
拾
遺
集
、
四
、
秋
）
、
「
曇
り
な
く
玉
の
台
の
磨

け
る
に
光
を
添
ふ
る
秋
の
夜
の
月
く
信
濃
V
」
（
高
陽
院
七
番
歌
合
、
月
、
六
番
左
）
、
「
さ
も
こ
そ
は
鏡
の
山
の
か
ひ
な
ら
め
光
を
添
ふ
る

秋
の
夜
の
月
く
宣
兼
V
」
（
右
衛
門
督
家
歌
合
、
秋
月
、
十
番
右
）
、
「
花
の
色
に
光
さ
し
添
ふ
春
の
夜
ぞ
木
の
間
の
月
は
見
る
べ
か
り
け
る

〈
上
西
門
院
兵
衛
〉
」
（
千
載
集
、
　
一
、
春
）
な
ど
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
技
法
。
「
添
ふ
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
澄
む
水
、
花
の

色
、
玉
の
台
な
ど
の
、
も
と
も
と
美
し
く
輝
い
て
い
る
も
の
に
対
し
て
言
う
。
こ
こ
は
紺
掻
ら
し
く
、
染
物
の
空
色
に
光
を
添
え
る
、
と

し
た
点
が
巧
み
で
も
あ
り
、
滑
稽
で
も
あ
る
。

　
◎
よ
る
さ
へ
や
お
り
と
を
さ
ま
し
　
月
が
明
る
い
の
で
、
夜
さ
え
も
寝
な
い
で
織
り
徹
そ
う
。
「
夜
」
に
「
縫
る
」
を
懸
け
る
か
。

　
◎
は
た
い
と
　
機
を
織
る
の
に
使
う
糸
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
い
と
　
よ
こ
い
と

　
◎
た
て
ぬ
き
し
る
く
見
ゆ
る
月
か
げ
　
「
経
緯
」
は
、
機
の
経
と
緯
。
夜
で
あ
る
の
に
、
経
と
緯
が
は
っ
き
り
見
え
る
、
そ
れ
ほ
ど

明
る
い
月
影
。

　
◎
我
道
の
さ
い
か
く
、
ま
こ
と
に
き
こ
え
た
り
　
「
我
が
道
」
は
、
作
者
の
紺
掻
と
し
て
の
職
能
。
「
さ
い
か
く
」
は
「
才
学
」
。
「
才



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

覚
」
と
も
書
く
が
、
東
博
本
で
は
、
「
左
、
瓦
葺
の
才
学
、
な
ほ
入
り
た
た
ぬ
月
な
り
」
（
四
十
四
番
、
瓦
焼
・
笠
縫
、
判
詞
）
、
「
左
歌
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

…
…
二
首
な
が
ら
鯉
を
詠
め
る
、
才
学
な
き
に
似
た
り
。
せ
め
て
甑
の
饅
頭
の
脹
る
ら
む
は
、
才
学
少
し
侍
り
」
（
五
十
七
番
、
庖
丁
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
、
、

・
調
菜
、
判
詞
）
、
「
左
寄
、
恋
に
茶
の
寄
せ
を
も
と
の
侍
る
こ
と
、
才
学
少
な
し
」
（
六
十
九
番
、
華
厳
宗
・
倶
舎
宗
、
判
詞
）
と
、
「
才

学
」
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
才
学
」
は
機
知
、
工
夫
を
意
味
し
、
具
体
的
に
は
、
歌
を

詠
む
上
で
の
そ
れ
を
い
う
。
こ
こ
は
、
紺
掻
の
道
を
月
の
歌
に
詠
み
込
ん
だ
、
そ
の
巧
み
さ
が
よ
く
分
か
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
職
人
の
歌
は
、
い
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
職
能
を
詠
み
込
む
か
が
大
事
な
と
こ
ろ
で
あ
る
、
「
左
右
と
も
に
、
我
道
を
深
ぐ

言
ひ
立
て
て
、
し
か
も
月
を
も
て
な
せ
り
」
（
十
九
番
、
紙
漉
・
餐
摺
、
判
詞
）
、
「
左
右
と
も
に
、
そ
の
道
確
か
な
り
」
（
三
十
番
、
立
君

・
図
子
君
、
判
詞
）
、
「
左
も
右
も
、
詞
柔
が
ざ
る
は
、
道
に
叶
へ
り
」
（
四
十
七
番
、
文
者
。
弓
取
、
判
詞
）
、
「
道
に
よ
り
で
か
し
こ
け

れ
ば
」
（
四
十
八
番
、
右
、
曲
舞
々
、
判
詞
）
、
「
左
右
と
も
に
、
我
道
の
姿
を
借
り
て
恋
を
寄
せ
た
る
心
ば
せ
や
さ
し
」
（
五
十
番
、
田

楽
・
猿
楽
、
判
詞
）
と
い
う
判
詞
は
、
み
な
そ
の
こ
と
を
言
う
。
職
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
道
（
職
能
）
が
、
す
な
わ
ち
歌
の
道
に
通
じ
る
と

す
る
建
前
が
あ
っ
た
。
序
文
の
語
注
参
照
。

　
◎
月
の
こ
と
な
る
を
ほ
め
た
り
　
月
が
殊
に
美
し
い
こ
と
を
褒
め
讃
え
て
い
る
、
そ
の
点
が
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
歌
合
の
月
の
－

歌
で
は
、
月
を
賛
美
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

　
◎
は
た
線
は
心
ひ
く
す
ぢ
也
　
「
心
引
く
」
は
人
の
心
を
引
き
っ
け
る
こ
と
。
「
筋
」
は
、
あ
る
方
面
の
事
柄
。
す
な
わ
ち
、
「
機
線
」

の
歌
に
、
よ
り
心
が
引
か
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
筋
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
は
、
「
機
線
」
の
縁
に
よ
る
。
五
十
九
番
左
、
麻

売
の
月
の
歌
の
判
詞
に
、
「
麻
絡
の
寄
、
心
引
く
筋
な
り
」
と
言
う
の
も
同
様
。

　
◎
し
か
ま
川
〔
飾
磨
川
〕
　
歌
枕
。
播
磨
国
飾
磨
（
現
兵
庫
県
姫
路
市
南
部
）
の
川
。
現
在
の
市
川
の
支
流
、
船
場
川
で
あ
る
と
い
う

（
吉
田
東
伍
『
大
目
本
地
名
辞
書
』
）
。
飾
磨
地
方
は
古
来
褐
の
産
地
と
し
て
有
名
で
、
そ
の
こ
と
は
、
「
い
と
せ
め
て
恋
し
き
と
き
は
播
磨

な
る
飾
磨
に
染
む
る
か
ち
よ
り
ぞ
来
る
く
読
人
不
知
V
」
（
金
葉
集
二
度
本
、
異
本
歌
）
、
「
我
が
恋
は
あ
ひ
そ
め
て
こ
そ
勝
り
け
れ
飾
磨
の

褐
の
色
な
ら
ね
ど
も
〈
道
経
〉
」
（
詞
花
集
、
八
、
恋
）
な
ど
の
よ
う
に
、
恋
の
歌
に
も
多
く
詠
ま
れ
て
来
た
。

　
◎
あ
ふ
瀬
も
い
つ
と
ち
ぎ
ら
ぬ
に
　
川
の
水
の
「
合
ふ
瀬
」
に
男
女
の
「
逢
ふ
瀬
」
を
懸
け
る
。
い
っ
逢
お
う
と
約
束
し
た
わ
け
で
も
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『
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七
二

な
い
の
に
。

　
◎
あ
な
が
ち
ひ
と
の
こ
ひ
し
か
る
ら
む
　
ど
う
し
て
、
ひ
た
す
ら
あ
の
人
が
恋
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
あ
な
が
ち
」
に
飾
磨
の
「
褐
」

を
懸
け
る
。
こ
の
懸
詞
も
、
「
播
磨
な
る
飾
磨
に
染
む
る
あ
な
が
ち
に
人
を
恋
し
と
思
ふ
こ
ろ
か
な
〈
曽
根
好
忠
〉
」
（
詞
花
集
、
七
、
恋
）
、

「
播
磨
な
る
飾
磨
に
作
る
藍
畠
い
っ
あ
な
が
ち
の
濃
染
め
を
か
見
ん
〈
信
実
〉
」
（
新
撰
和
歌
六
帖
、
六
、
あ
ゐ
）
な
ど
の
歌
に
用
い
ら
れ

て
来
た
。

　
◎
お
り
は
つ
る
　
明
暦
板
本
は
「
お
り
は
づ
る
」
と
す
る
が
、
「
織
り
果
っ
る
」
で
あ
ろ
う
。

　
◎
し
づ
は
た
お
び
〔
倭
文
機
帯
〕
　
麻
な
ど
の
繊
維
で
粗
く
織
っ
た
粗
末
な
帯
。
藍
染
め
の
対
象
が
倭
文
機
帯
で
あ
る
必
然
性
は
な
く
、

む
し
ろ
、
専
業
化
し
た
紺
掻
に
し
て
は
、
不
自
然
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
「
倭
文
」
、
「
倭
文
機
」
、
「
倭
文
機
帯
」
が
、
し
ば
し
ば
歌
材
と

さ
れ
て
来
た
伝
統
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。

　
◎
今
は
と
て
い
つ
う
ち
と
け
て
あ
ひ
み
そ
め
ま
し
　
帯
を
「
解
く
」
に
、
男
女
が
「
打
ち
解
く
」
を
、
「
藍
」
、
「
染
む
」
に
、
「
相
見
初

む
」
を
懸
け
る
。
と
も
に
、
恋
の
歌
で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
技
法
。
帯
を
織
り
上
げ
て
、
今
こ
そ
は
藍
で
染
め
よ
う
、
と
い
う
よ
う
に
、

一
体
、
い
っ
に
な
っ
た
ら
恋
し
い
人
と
打
ち
解
け
て
、
相
見
初
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が
恋
は
、
始
め
は
万
事
よ
ろ
し

く
進
ん
で
い
て
も
、
さ
て
い
よ
い
よ
と
な
る
と
、
肝
心
の
と
こ
ろ
で
う
ま
く
行
か
な
い
。

　
◎
た
だ
一
し
ほ
そ
め
よ
と
お
ほ
せ
ら
る
る
　
「
た
だ
ひ
と
し
ほ
」
の
項
参
照
。
な
お
、
こ
の
言
葉
は
、
『
近
世
職
人
尽
絵
詞
』
に
、
そ
の

ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
◎
あ
こ
や
う
　
「
吾
子
」
は
、
大
人
が
子
供
に
対
し
て
、
親
し
み
を
込
め
て
呼
び
掛
け
る
言
葉
。
「
や
う
」
は
、
白
石
本
は
「
よ
」
、
忠

寄
本
は
「
よ
」
を
消
し
て
「
や
う
」
と
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
呼
び
掛
け
に
用
い
る
問
投
助
詞
。
こ
こ
は
、
自
分
の
子
供
を
呼
ん

で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
い
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
◎
く
だ
〔
管
〕
機
の
緯
を
巻
き
っ
け
る
道
具
。
こ
れ
を
稜
に
嵌
め
込
ん
で
緯
を
や
る
。

丙
絵
畠

　
紺
掻
は
、
桂
巻
を
し
、
小
袖
の
裾
を
か
ら
げ
た
女
性
が
、
染
料
に
漬
け
た
布
を
壷
（
瓶
）
か
ら
引
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。



手
前
に
も
う
一
っ
の
壷
が
あ
る
。
白
石
本
、
忠
寄
本
は
、
こ
の
手
前
の
壷
は
描
か
ず
、
ま
た
、
白
石
本
、
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
、
類
従
本

は
い
ず
れ
も
、
画
面
の
関
係
で
、
壷
の
右
部
分
を
描
い
て
い
な
い
。
染
料
の
入
っ
た
壷
は
、
一
定
の
温
度
を
保
っ
て
染
料
の
醸
酵
を
促
す

た
め
、
首
部
を
残
し
て
土
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
延
享
板
本
で
は
、
一
方
の
壷
の
輪
郭
が
長
く
下
方
に
延
び
て
お
り
、
壷
全
体
が
地

．
上
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
誤
写
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
吉
田
光
邦
氏
は
、
類
従
本
の
絵
に
よ
っ
て
、
「
藍
の
瓶
が
埋
め
こ
ま
れ

ず
、
地
上
に
な
ら
べ
て
お
か
れ
た
こ
と
は
古
態
で
あ
る
」
（
『
目
本
技
術
史
研
究
』
伝
統
　
二
、
職
人
技
術
の
変
遷
　
一
、
”
七
十
一
番
歌

合
〃
図
私
解
）
と
さ
れ
、
遠
藤
元
男
氏
も
、
同
じ
く
類
従
本
の
絵
を
揚
げ
て
、
「
中
世
の
紺
掻
は
、
瓶
（
嚢
）
は
地
上
に
置
い
て
あ
り
、

…
－
・
夏
期
三
カ
月
間
の
気
温
に
よ
る
自
然
醸
酵
に
よ
る
藍
建
で
あ
っ
た
と
い
う
（
『
天
半
藍
色
』
）
」
と
解
さ
れ
（
『
近
世
職
人
の
世
界
』
第

九
章
、
近
世
職
人
吏
話
、
二
五
）
、
そ
の
他
に
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
が
あ
る
が
、
類
従
本
の
壷
の
輪
郭
は
首
部
し
か
描
か
れ
て

い
ず
、
ま
た
、
女
の
腰
を
屈
め
た
姿
勢
か
ら
し
て
も
、
壷
は
、
東
博
本
と
同
じ
く
、
土
中
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
ち
な
み
に
、
十
二
番
本
『
東
北
院
職
人
歌
合
』
の
諸
本
の
紺
掻
の
絵
で
も
、
壷
は
土
中
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
。

　
機
織
は
、
東
ね
髪
、
筒
袖
姿
の
女
性
が
、
機
を
織
っ
て
い
る
。
機
は
地
機
（
鷺
機
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
。
左
手
に
蔵
を
持
ち
、
右
手
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
い
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ざ
り

稜
を
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
経
を
上
下
に
分
け
る
綜
継
は
足
に
絡
ま
せ
た
綱
で
操
作
し
て
い
る
。
後
方
に
使
用
後
の
管
十
数
個
と
経
を
巻

　
　
わ
く

い
た
塑
が
あ
る
。
手
前
の
竿
は
、
機
を
仕
立
て
る
の
に
使
う
道
具
か
。
明
暦
板
本
、
類
従
本
に
は
こ
の
他
、
糸
を
巻
い
た
管
が
二
つ
描
か

れ
て
い
る
。

丙
参
考
』

　
○
あ
ら
ま
し
の
我
が
屋
造
ヶ
は
杉
の
門
身
の
材
木
を
人
に
売
り
つ
つ

　
　
　
　
材
木
売
の
歌
、
紺
掻
の
白
袴
な
ど
い
ふ
た
ぐ
ひ
な
る
べ
し
。
　
　
　
　
　
（
三
十
二
番
職
人
歌
合
、
二
十
八
番
左
、
材
木
売
）

　
○
　
衣
織
る
糸
も
御
調
の
捧
げ
物

　
　
四
方
に
通
ふ
道
の
た
て
ぬ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
素
阿
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
和
千
句
、
二
）

　
○
　
機
織
る
歳
の
せ
ば
き
は
た
ば
り

　
　
麻
布
の
い
と
ま
な
く
な
く
袖
濡
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
く
救
済
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紫
野
千
句
、
五
）

　
　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



七
四

○
　
夏
過
ぎ
ぬ
鳴
く
蝉
の
羽
の
薄
衣

　
を
り
は
へ
た
る
は
賎
が
機
物
．

○
　
下
萌
え
は
は
や
藍
染
め
の
春
の
山

　
霞
め
ば
色
も
お
り
か
ら
の
空

○
市
に
飾
磨
の
か
ち
人
ぞ
行
く

　
　
　
　
　
　
え
に
し

　
あ
ひ
そ
め
ん
縁
も
な
き
に
名
の
立
ち
て

○
　
市
人
の
払
ふ
衣
に
雪
落
ち
て

－
飾
磨
の
か
ち
路
寒
き
川
風

○
　
あ
ひ
そ
む
る
心
の
色
も
深
き
夜
に

　
飾
磨
の
か
ち
路
急
ぐ
朝
市

○
　
夏
引
き
の
麻
の
芋
環
手
に
繰
り
て

　
織
る
機
物
の
い
と
も
暇
な
し

○
　
色
も
す
さ
ま
じ
西
河
の
水

　
あ
ひ
そ
め
し
心
の
た
れ
に
移
る
ら
ん

○
　
渡
ら
じ
よ
色
に
や
染
ま
む
漆
川

　
ぬ
れ
ば
ぞ
夢
に
あ
ひ
摺
り
の
袖

○
　
恨
む
る
節
ぞ
人
に
尽
き
せ
ぬ

　
夏
衣
織
る
麻
糸
を
繰
り
返
し

○
　
賎
が
庵
の
物
せ
ば
く
見
ゆ

　
あ
は
れ
に
も
細
布
織
れ
る
機
立
て
て

○
こ
の
君
の
、
か
し
こ
き
世
ぞ
と
夕
波
に
、

〈
成
阿
〉

〈
忠
貞
〉

〈
生
阿
〉

〈
行
助
〉

〈
賢
盛
〉

〈
忍
誓
〉

〈
宗
御
〉

　
　
　
　
　
〈
宗
砥
〉

　
　
　
　
　
〈
長
敏
〉

声
立
て
添
ふ
る
、
機
の
音
、

　
　
　
　
は
た
も
の

錦
を
織
る
機
物
の
内
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、

　
　
　
　
　
（
初
瀬
千
旬
、

　
　
　
　
（
文
安
月
千
旬
、

　
　
　
　
（
文
安
雪
千
旬
、

　
　
　
（
宝
徳
四
年
千
旬
、

　
　
　
　
　
（
享
徳
千
旬
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、

　
　
　
　
　
（
異
体
千
旬
、

　
　
　
　
　
（
熊
・
野
千
旬
、

　
　
　
　
　
（
河
越
干
旬
、

相
思
の
字
を
あ
ら
は
し
、

衣＿

擦○一吾；士；さ占些5些つ　　’



砧
の
上
に
、
怨
別
の
声
、
松
の
風
、
ま
た
は
磯
打
つ
波
の
音
、
し
き
り
に
ひ
ま
な
き
、
一
機
物
の
、
取
る
や
呉
服
の
手
繰
の
糸
、
わ
が
取
る

は
あ
や
は
、
踏
木
の
足
音
、
き
り
は
た
り
ち
や
う
、
き
り
は
た
り
、
ち
や
う
ち
や
う
と
、
悪
魔
も
恐
る
る
、
声
な
れ
や
、
げ
に
織
姫
の
、

か
ざ
し
の
袖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
（
謡
曲
、
『
呉
服
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
う
ぱ
か
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う
が
き

　
○
藍
花
は
窄
う
だ
か
、
何
染
め
う
と
て
、
狩
袴
染
め
う
と
て
、
解
い
て
は
縫
う
た
り
、
染
め
て
乾
さ
れ
た
播
磨
め
書
写
の
紺
掻
、
狩

　
　
加
ち
ん

袴
を
鵜
に
染
む
れ
ば
下
品
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
歌
草
紙
）

　
○
い
い
そ
め
し
目
よ
り
心
を
っ
く
す
か
な
い
っ
あ
ひ
そ
め
て
う
ち
は
と
く
べ
き
　
め
づ
く
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
（
な
そ
た
て
）

　
○
彼
ら
の
問
で
は
、
染
物
師
の
技
術
も
大
変
普
及
し
て
お
り
、
か
っ
す
ぐ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
絹
や
木
綿
や
亜
布
の
布
を
さ
ま
ざ

ま
な
色
で
染
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
が
ど
ん
な
色
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
地
色
の
上
に
い
ろ
い
ろ
な
色
彩
の
さ
ま
ざ
ま
な
花
模
様
を

散
ら
し
て
お
く
の
が
一
般
の
慣
わ
し
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
目
本
教
会
史
、
二
巻
三
章
）

　
○
ま
た
シ
ナ
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
花
や
鳥
そ
の
他
の
も
の
を
、
絹
の
い
ろ
い
ろ
な
反
物
に
織
り
込
む
技

術
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
都
く
茸
弩
o
の
都
市
だ
け
で
絹
の
織
機
が
五
千
あ
り
、
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
反
物
が
織
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
む
ぎ

彼
ら
の
衣
服
は
隈
ら
れ
た
寸
法
で
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
反
物
は
絹
の
も
の
で
も
、
ま
た
絹
く
ず
〔
紬
〕
の
も
の
で
も
、
木
綿
の
も

の
で
も
、
亜
布
の
も
の
で
も
、
す
べ
て
ち
ょ
う
ど
一
人
の
衣
服
を
作
る
だ
け
の
、
一
定
の
寸
法
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
わ
れ
わ

れ
の
間
に
お
け
る
よ
う
に
コ
ー
ヴ
ァ
ド
〔
日
本
の
尺
に
当
た
る
〕
で
売
る
こ
と
は
し
な
い
で
、
反
物
の
ま
ま
で
売
ら
れ
る
。
　
（
同
右
）

檜
物
師

門
職
人
尽
』

〔
十
二
番
本
　
東
北
院
職
人
歌
合
〕
　
八
番
右
　
檜
物
師

を
け
し
り
の
お
ほ
ろ
け
な
ら
ぬ
な
か
め
こ
そ
も
る
も
く
る
し
き
軒
の
月
か
け

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
）

七
五



七
六

　
　
右
の
五
文
字
、
し
な
お
く
れ
て
聞
に
く
㌧
み
え
侍
。
又
、
月
の
も
る
を
く
る
し
と
は
、

　
　
か
た
く
侍
。
持
と
申
へ
し
。

お
し
き
ひ
く
杉
の
ま
き
板
ふ
し
し
け
み
よ
こ
め
を
も
せ
て
あ
ふ
よ
し
も
哉

　
　
右
の
五
文
字
、
こ
と
の
外
に
晶
お
く
れ
て
、
上
下
か
き
あ
は
す
侍
り
。
ふ
る
き
人
も
、

　
　
は
な
た
ら
か
に
な
れ
、
と
こ
そ
申
て
侍
れ
。
乃
左
勝
と
す
。
．

　
〔
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
〕
　
八
番
右
　
檜
も
の
し

く
み
た
く
む
お
け
な
る
水
に
影
見
れ
は
月
を
さ
へ
こ
そ
ま
け
い
れ
て
け
れ

い
か
や
う
に
よ
そ
へ
ら
れ
た
る
に
か
、

心
得

め
の
わ
ら
は
へ
の
か
ふ
し
と
寄
の
五
文
字
と

　
〔
伝
烏
丸
光
広
作
職
人
歌
合
〕
雪
物
師
春
ご
と
に
花
見
を
急
ぐ
槍
物
師
の
歌
の
心
は
題
に
こ
そ
あ
れ
　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
車
恋
　
軋
ま
す
る
人
の
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
な

は
破
れ
車
わ
が
ま
ま
に
し
も
引
く
に
引
か
れ
ず
／
　
職
人
　
檜
物
師
の
曲
ぐ
る
を
も
見
よ
人
心
捷
へ
て
こ
そ
は
中
ま
ろ
く
な
れ
　
〔
古
今
夷
曲
集
〕
題

　
　
　
　
ひ
つ

し
ら
ず
櫃
川
の
は
た
に
生
ひ
た
る
樺
桜
散
る
も
ぞ
花
の
と
ぢ
目
な
り
け
る
〈
読
人
知
ら
ず
〉
　
〔
長
崎
一
見
　
職
人
一
首
〕
六
番
左
倉
物
屋
散
る
花

を
い
さ
綴
じ
と
め
ん
樺
桜
利
を
檜
物
屋
が
曲
げ
て
な
り
と
も
　
左
の
歌
、
利
を
曾
物
屋
が
曲
が
り
た
る
心
ほ
ど
現
れ
て
、
ま
さ
め
に
は
聞
こ
へ
ず
。
い
た

い
た
し
く
こ
そ
侍
れ
。
右
の
歌
－
…
奇
妙
奇
妙
。
　
〔
後
撰
夷
曲
集
〕
寄
車
尺
教
　
因
果
早
う
め
ぐ
り
く
る
ま
の
我
か
ら
と
知
ら
で
も
悪
を
作
る
身
は
憂
し

〈
行
順
〉
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕
密
物
師
　
一
切
の
木
具
、
曲
物
、
造
物
、
嶋
台
等
、
杉
、
檜
、
槙
等
を
以
っ
て
造
る
。
類
所
々
に
住
す
。
／
　
車
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
き
や
　
ぎ
う
ぐ
る
ま

昔
、
斉
の
桓
公
、
車
作
り
申
せ
し
、
古
語
に
伝
へ
て
書
に
あ
り
。
作
る
に
秘
事
あ
る
と
か
や
。
車
作
る
は
、
輪
木
八
枚
、
輻
は
廿
四
枚
。
雑
車
は
、
輪
木

七
枚
、
輻
廿
一
枚
な
り
。
作
り
手
は
京
清
蔵
口
久
右
衛
門
。
〔
狂
詠
犬
百
人
一
首
〕
ち
や
ん
げ
檜
物
士
　
朝
夕
に
金
目
物
士
の
わ
れ
仕
な
ぷ
れ
ど
あ
ま
り
に

な
ど
か
下
手
の
掻
敷
　
〔
用
明
天
皇
職
人
鑑
職
人
づ
く
し
〕
指
物
屋
よ
り
禽
物
屋
の
、
曲
が
ら
ぬ
木
竹
捻
ち
曲
げ
て
締
め
て
底
ひ
を
月
ぞ
澄
む
　
〔
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
め

様
職
人
尽
百
人
一
首
〕
禽
物
屋
　
曲
げ
ぬ
れ
ば
綴
ぢ
る
も
の
と
は
樺
な
れ
ど
な
を
い
た
っ
き
の
薄
板
の
数
　
「
こ
れ
は
逆
目
か
や
。
節
を
通
せ
ば
よ
い
が
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

「
野
郎
奴
は
ど
こ
へ
行
き
お
っ
た
」
／
車
師
輪
の
中
月
日
の
形
ま
わ
な
り
の
人
こ
そ
知
ら
ね
廻
る
日
も
な
し
　
「
堅
い
木
だ
。
骨
が
折
る
る
は
」
「
堅

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
？
）

い
か
。
堅
い
山
か
ら
だ
に
底
見
れ
ば
」
　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
檜
物
師
　
玉
く
し
げ
二
見
の
月
の
白
合
子
　
「
拝
賀
の
三
宝
に
て
、
あ
ら
忙
し
や
」
　
玉
く

し
げ
二
見
と
い
ふ
よ
り
月
の
白
合
子
、
よ
く
続
け
た
り
や
。
…
…
兄
た
り
難
く
弟
た
り
難
し
と
言
ふ
べ
し
。
　
／
　
車
大
工
　
時
雨
る
る
や
車
造
り
が
憂

し
と
言
ふ
　
「
車
は
め
ぐ
れ
ど
」
　
時
雨
を
あ
は
れ
み
月
を
愛
づ
る
も
人
の
様
々
に
て
、
車
造
り
が
憂
し
と
言
ふ
理
聞
こ
え
て
、
取
り
回
し
の
応
ぜ
し
も

の
か
。
…
…
左
可
勝
。
　
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
車
造
　
ほ
ろ
酔
ひ
て
車
造
は
足
曳
き
の
山
姥
桜
巡
り
て
ぞ
見
る
　
左
、
下
の
旬
め
づ
ら
し
く
侍
り
。
右
も
…

…
こ
の
境
大
方
等
し
き
中
に
、
左
、
初
め
五
文
字
い
さ
さ
か
弱
げ
に
侍
れ
ば
、
有
を
勝
と
定
め
侍
り
っ
。
　
／
　
車
造
　
桜
狩
り
さ
さ
え
を
積
み
て
車
師

の
引
き
回
し
見
る
花
の
下
幕
左
、
さ
さ
へ
を
積
む
と
は
何
に
積
み
た
る
に
か
。
さ
さ
へ
を
提
げ
て
、
な
ど
言
ふ
べ
く
や
。
右
、
…
…
勝
と
定
め
て
侍



り
。
／
　
槍
物
師
　
桜
木
の
皮
を
扱
ふ
槍
物
師
も
花
見
に
気
を
ば
と
づ
る
日
も
な
し
　
右
の
檜
物
師
、
常
に
は
胸
を
病
む
人
に
や
。
さ
ら
ば
、
一
服
の

山
桜
湯
よ
く
蟹
結
を
開
く
べ
け
れ
ど
、
花
の
蓬
に
は
言
ひ
出
す
べ
き
詞
と
も
覚
へ
ず
。
左
増
り
て
侍
る
べ
し
。
／
會
物
而
帰
れ
と
の
異
見
を
曲
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
わ
ざ

て
檜
物
師
も
丸
に
一
目
花
に
遊
び
っ
　
な
ほ
右
の
破
子
造
、
味
は
ひ
深
く
侍
り
。
勝
と
申
す
べ
し
。
　
／
　
檜
物
師
手
業
を
も
や
め
て
眺
め
ん
三
方
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ

桜
に
綴
ぢ
し
小
初
瀬
の
山
左
、
三
四
の
旬
に
心
を
入
れ
ら
れ
た
る
、
お
か
し
く
侍
り
。
…
…
左
、
論
な
う
勝
た
る
べ
し
。
〔
豊
蔵
坊
信
海
狂
歌
集
〕
寄

牛
車
恋
　
め
ぐ
り
あ
は
ん
契
り
も
遅
き
身
は
？
b
し
う
し
の
車
の
我
が
思
ひ
か
な
　
〔
近
世
職
人
尽
絵
詞
〕
「
裸
に
て
作
り
給
へ
ば
、
尾
籠
げ
の
車
と
も
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ん
ぼ
う

は
な
ん
」
　
〔
略
画
職
人
尽
〕
蜘
の
巣
に
止
ま
る
換
は
蜻
蛉
の
動
か
ぬ
や
う
に
巧
む
車
屋

門
本
文
蟹

　
五
番

　
く
み
た
む
る
お
け
な
る
水
に
影
み
れ
は

　
月
を
さ
へ
こ
そ
ま
け
い
れ
て
け
れ

　
こ
＼
ろ
し
て
く
る
ま
つ
く
ら
む
秋
の
夜
の

　
な
か
え
の
月
の
を
そ
く
め
く
ら
は

　
　
左
吾
、
月
を
ま
け
い
る
㌧
事
、
入
月
を
ね
か
ふ
に
似

　
　
た
り
。
す
こ
し
心
な
き
に
や
。
右
は
、
月
を
＼
そ
く
っ
く
り

　
　
な
さ
む
と
い
ふ
た
く
み
、
よ
く
き
こ
ゆ
。
右
勝
に
こ
そ
。

　
あ
ふ
事
は
そ
れ
そ
と
ち
め
の
さ
く
ら
か
は

　
か
は
か
り
と
こ
そ
お
も
は
さ
り
し
か

　
わ
か
恋
は
く
さ
ひ
も
さ
＼
ぬ
を
く
る
ま
の

　
め
く
り
あ
ふ
へ
き
た
の
み
た
に
な
し

　
　
左
、
と
ち
め
の
桜
か
は
か
は
か
り
と
っ
＼
け
た
る
さ
ま
、
面

　
　
白
く
き
こ
ゆ
。
右
、
心
は
さ
も
と
き
こ
ゆ
る
を
、
月
の
寄

く
み
た
む
る
－
〔
類
〕
汲
た
む
る
　
お
け
－
〔
類
〕
桶

ま
け
い
れ
て
け
れ
－
〔
類
〕
曲
い
れ
て
け
れ

こ
㌧
ろ
し
て
－
〔
類
〕
心
し
て
く
る
ま
－
〔
類
〕
車

左
寄
－
〔
類
〕
左
歌
事

1
〔
類
〕
㌧
た
り

㌧
そ
く
1
〔
忠
〕
お
そ
く

夜
－
〔
類
〕
よ

〔
類
〕
こ
と
　
ね
か
ふ
－
〔
類
〕
願
ふ

つ
く
り
ー
〔
類
〕
造
り

あ
ふ
事
－
〔
類
〕
逢
こ
と
　
さ
く
ら
か
は
－
〔
類
〕
桜
か
は

お
も
は
－
〔
類
〕
思
は

わ
か
恋
1
〔
類
〕
我
恋
を
く
る
ま
－
〔
白
〕
を
く
る
に
〔
類
〕
ハ
車

あ
ふ
へ
き
ー
〔
類
〕
逢
へ
き

つ
＼
け
た
る
1
〔
類
〕
続
け
た
る

き
こ
ゆ
1
〔
類
〕
聞
ゆ
　
き
こ
ゆ
る
－
〔
類
〕
聞
ゆ
る

似
た
り
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七
八

　
　
に
も
恋
の
寄
に
も
、
め
く
る
と
よ
め
り
。
ふ
と
こ
ろ
せ
は

　
　
き
に
㌧
た
り
。
是
は
左
勝
侍
へ
し
。

　
　
　
　
◇
　
　
　
　
◇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鮒
灘

ひ
物
し
　
　
　
簿
箏
ゑ
童
一
岬

ゆ
淳
に
も
　
　
一
　
嘉
、
劣
㍗

讐
吋
め
に
　
’
箏
燃
秘

た
ま
ふ
や
ら
む
。
　
　
　
　
　
、
㌫
㌻

車
つ
く
り
　
　
彩
甫
ポ
い
㌻
郊
牽
一

ひ
り
や
つ
の
　
　
叙
箏
淳
㍗

ギ
く
一
－
箏
篶
柵

丙
語
注
蟹

　
◎
檜
物
師
は
、
檜
や
杉
の
薄
板
で
、
桶
な
ど
の
曲
物
を
作
石
職
人
。

　
車
作
は
、

る
か
ら
か
。

　
◎
く
み
た
む
る
…
…
　
『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
八
番
右
は
、

　
◎
く
み
た
む
る
　
桶
を
「
組
み
擁
む
る
」
に
、

牛
車
を
作
る
職
人
。
車
作
は
以
前
の
職
人
歌
合
に
は
見
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
初
旬
「
く
み
た
く
む
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
を
「
汲
み
溜
む
る
」
を
懸
け
る
か
。

ふ
と
こ
ろ
－
〔
類
〕
懐
せ
は
き
ー
〔
類
〕
狭

侍
へ
し
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
侍
る
へ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
番

ひ
物
し
ー
〔
白
〕
〔
類
〕
槍
物
し
〔
忠
〕
　
會
物
し

ゆ
お
け
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
ゆ
桶

こ
れ
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
是

な
に
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
何

あ
？
ら
へ
た
ま
ふ
i
〔
白
〕
〔
忠
〕
挑
給
ふ
〔
類
〕
あ
？
。
り
へ
給
ふ

や
ら
む
－
〔
尊
〕
〔
白
〕
〔
忠
〕
や
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る
ま
つ
く
り

車
つ
く
り
f
〔
白
〕
〔
類
〕
車
作
〔
忠
〕
車
作

わ
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
輪

お
ほ
せ
侯
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
仰
侯

　
両
者
が
番
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
と
も
に
木
材
で
輸
を
作

　
　
　
　
　
『
飛
鳥
井
雅
康
職
人
歌
』
の
「
く
み
た
く
む
」

fig100103-2.pdf


だ
と
、
「
組
み
巧
む
」
で
、
水
を
「
汲
む
」
と
の
懸
詞
は
成
立
し
に
く
い
。
「
く
み
た
く
む
」
か
ら
「
く
み
た
む
る
」
に
改
作
さ
れ
た
と
考

、
え
て
よ
か
ろ
う
。
（
た
だ
し
、
檜
物
を
作
る
こ
と
を
「
組
む
」
と
い
う
か
ど
う
か
に
っ
い
て
は
未
考
。
㌧

　
◎
お
け
な
る
水
に
影
み
れ
ば
　
「
影
み
れ
ば
」
の
「
影
」
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
自
分
の
姿
の
よ
う
に
取
れ
る
が
、
次
に
「
月
を
さ
へ

こ
そ
ま
げ
い
れ
て
け
れ
」
と
あ
る
か
ら
、
「
月
影
」
と
取
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
桶
の
水
に
月
影
が
映
る
と
い
う
発
想
は
、
謡
曲
『
松
風
』

の
、
「
さ
し
来
る
汐
を
汲
み
分
け
て
、
見
れ
ば
月
こ
そ
桶
に
あ
れ
、
こ
れ
に
も
月
の
入
り
た
る
や
、
嬉
し
や
こ
れ
も
月
あ
り
、
月
は
一
っ
、

影
は
二
つ
満
つ
汐
の
夜
の
車
に
月
を
載
せ
て
、
憂
し
と
も
思
は
ぬ
汐
路
か
な
や
」
か
ら
の
連
想
か
。

　
◎
月
を
さ
へ
こ
そ
ま
げ
い
れ
て
け
れ
　
檜
物
師
は
杉
や
檜
の
薄
板
を
曲
げ
て
、
桶
な
ど
の
丸
い
器
を
作
る
。
こ
こ
は
、
職
業
が
ら
月
さ

え
も
曲
げ
て
桶
に
入
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
満
月
の
円
い
の
を
、
自
分
の
手
柄
で
あ
る
と
見
傲
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
曲
げ
入
る
」

に
は
、
無
理
や
り
入
れ
る
、
と
の
意
毛
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
◎
こ
㌧
ろ
し
て
く
る
ま
つ
く
ら
む
　
心
を
込
め
て
車
を
作
ろ
う
。

　
◎
秋
の
夜
の
な
が
え
　
「
秋
の
夜
の
長
」
に
車
の
「
轄
」
を
懸
け
る
。
「
韓
」
は
牛
車
な
ど
で
、
車
軸
の
左
右
か
ら
前
方
に
長
く
突
き
出

た
二
本
の
棒
。

　
◎
な
が
え
の
月
の
を
そ
く
め
ぐ
ら
ば
　
長
夜
の
月
が
ゆ
っ
く
り
廻
る
な
ら
ば
。
「
め
ぐ
る
」
は
、
月
が
空
を
渡
る
こ
と
。
ま
た
、
「
め
ぐ

る
」
は
「
車
」
の
縁
語
。
後
述
、
「
め
ぐ
り
あ
ふ
べ
き
た
の
み
だ
に
な
し
」
の
項
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
◎
月
を
ま
げ
い
る
㌧
事
、
入
月
を
ね
が
ふ
に
似
た
り
　
「
入
る
月
」
は
、
西
に
沈
む
月
。
「
月
を
曲
げ
入
る
」
と
い
う
と
、
月
が
沈
む
こ

と
を
連
想
し
て
よ
く
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
歌
合
の
月
の
歌
は
、
月
の
盛
り
を
詠
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
一
番
「
寄
合
に

は
、
か
た
ぷ
く
月
、
あ
や
な
く
き
こ
ゆ
」
の
項
参
照
。

　
◎
月
を
㌧
そ
く
つ
く
り
な
さ
む
と
い
ふ
た
く
み
　
車
を
念
入
り
に
作
る
た
め
に
、
月
が
ゆ
っ
く
り
め
ぐ
る
こ
と
を
喜
ぷ
気
持
ち
を
う
ま

く
表
現
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
意
味
が
取
り
に
く
い
。

　
◎
あ
ふ
事
は
そ
れ
ぞ
と
ぢ
め
　
「
閉
ぢ
め
」
は
、
物
事
の
終
わ
り
。
今
に
し
て
思
え
ば
、
逢
う
こ
と
は
そ
れ
（
か
っ
て
逢
っ
た
そ
の
時
）

が
限
り
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
一
度
切
り
の
逢
う
瀬
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
体
験
を
も

　
注
解
『
七
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番
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七
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

と
に
、
（
「
会
う
は
別
れ
」
と
い
う
諺
と
同
じ
意
味
で
）
逢
う
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
閉
じ
め
な
の
だ
、
と
い
う
感
慨
を
述
べ
た
の
だ
、

と
も
取
れ
る
。
「
閉
ぢ
め
」
に
曲
物
の
「
綴
ぢ
目
」
を
懸
け
、
「
綴
ぢ
目
の
さ
く
ら
か
ば
」
と
続
く
。
な
お
、
山
本
唯
一
氏
は
こ
の
歌
を
、

　
　
　
　
、
　
　
、

「
男
女
が
逢
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
両
者
を
心
身
と
も
に
し
っ
か
り
と
結
び
つ
け
る
と
じ
め
で
あ
る
。
檎
の
曲
物
の
桜
樺
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
と
は
兼
て
聞
い
て
は
い
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
そ
う
で
あ
．
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
肉
体
的
に
結
ば
れ

た
あ
と
、
一
段
と
愛
情
が
深
く
な
っ
た
体
験
を
も
と
に
し
て
の
作
で
あ
る
」
（
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
）
と
解
釈
さ
れ
る
。

　
◎
さ
く
ら
か
ば
〔
桜
樺
〕
桜
の
甘
皮
（
外
皮
の
内
側
の
薄
い
樹
皮
）
。
曲
物
の
綴
じ
目
に
用
い
る
。
「
さ
く
ら
か
ば
ー
か
ば
か
り
」
と

続
く
。

　
◎
か
ぱ
か
り
と
こ
そ
お
も
は
ざ
り
し
か
　
こ
れ
ほ
ど
は
か
な
い
恋
と
は
思
っ
、
て
も
い
な
か
っ
た
の
に
。

　
◎
わ
が
恋
は
　
「
わ
が
恋
は
…
…
」
と
い
う
形
式
は
、
恋
の
歌
の
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
の
．
一
つ
。
「
わ
が
恋
は
み
山
が
く
れ
の
草
な
れ
や

し
げ
さ
ま
さ
れ
ど
知
る
人
の
な
き
〈
小
野
美
材
〉
」
（
古
今
集
、
十
二
、
恋
）
の
よ
う
に
、
普
通
、
第
二
三
旬
に
、
恋
を
比
職
す
る
も
の
を

置
き
、
第
四
五
旬
に
、
そ
の
も
の
の
よ
う
に
わ
が
恋
は
し
か
じ
か
だ
、
と
言
う
。
当
職
人
歌
合
で
も
、
他
に
、
第
六
番
右
、
酒
作
、
第
十

七
番
左
、
挽
入
売
、
第
二
十
六
番
右
、
経
師
、
第
三
十
七
番
右
、
素
麺
売
、
第
四
十
五
番
左
、
鞘
巻
切
、
第
五
十
三
番
左
、
葛
籠
作
、
第

五
十
五
番
左
、
墓
目
割
、
第
六
十
三
番
右
、
相
撲
取
の
恋
の
歌
が
こ
の
パ
タ
ー
ン
。

　
◎
ぐ
さ
ぴ
も
さ
も
ぬ
を
ぐ
る
ま
の
　
白
石
本
は
．
「
を
く
る
に
の
」
と
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
模
」
三
は
こ
こ
で
は
、
車
輪
を
車
軸

に
固
定
す
る
た
め
の
換
。
「
小
車
」
は
牛
車
の
こ
と
。
「
模
も
刺
さ
ぬ
小
車
」
は
う
ま
く
め
ぐ
る
（
回
転
す
る
）
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

次
の
「
め
ぐ
り
あ
ふ
べ
き
た
の
み
だ
に
な
し
」
の
序
詞
と
な
っ
て
い
る
。

　
◎
め
ぐ
り
あ
ふ
ぺ
き
た
の
み
だ
に
な
し
　
恋
し
い
人
に
、
今
逢
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
い
っ
の
日
に
か
廻
り
合
え
る
と
い
う
望
み
さ

え
も
な
い
。
「
車
」
と
「
め
ぐ
る
」
、
「
め
ぐ
り
あ
ふ
」
と
い
う
言
葉
と
の
取
り
合
わ
せ
は
、
「
早
き
瀬
に
立
た
ぬ
ば
か
り
ぞ
水
車
我
も
憂
き

世
に
め
ぐ
る
と
を
し
れ
〈
行
尊
〉
」
（
金
葉
集
九
、
雑
）
、
「
山
本
や
木
の
下
め
ぐ
る
小
車
の
簾
動
か
す
風
ぞ
涼
し
き
く
公
蔭
V
」
（
風
雅
集

四
、
夏
）
、
「
法
の
た
め
我
が
身
を
か
へ
ば
小
車
の
憂
き
世
に
め
ぐ
る
道
や
絶
え
な
ん
〈
覚
実
〉
」
（
風
雅
集
十
八
、
釈
教
）
、
「
君
が
代
に
ま

た
め
ぐ
り
あ
ふ
小
車
の
錦
ぞ
神
の
手
向
け
な
り
け
る
〈
小
槻
匡
遠
〉
」
（
新
千
載
集
十
。
神
砥
）
、
「
小
車
の
我
が
跡
見
ゆ
る
朝
氷
／
二
っ
の



川
ぞ
め
ぐ
り
あ
ひ
ぬ
る
〈
家
ヂ
〉
」
（
文
和
干
句
、
一
）
、
「
九
重
に
重
荷
を
運
ぷ
淀
車
／
世
に
従
ひ
て
め
ぐ
る
あ
は
れ
さ
〈
専
順
〉
」
（
新
撰

菟
玖
波
集
）
な
ど
和
歌
や
連
歌
ば
か
り
で
な
く
、
「
竹
田
河
原
の
淀
車
、
夜
深
く
賑
る
声
す
ご
し
、
浮
き
て
や
浪
に
め
ぐ
る
ら
ん
、
世
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
み
と
が

宇
治
川
の
水
車
」
（
宴
曲
『
車
』
）
、
「
世
を
ば
げ
に
、
何
か
恨
み
ん
も
と
よ
り
も
、
因
果
の
め
ぐ
る
小
車
の
、
や
た
け
の
人
の
罪
科
は
、
み

な
報
い
ぞ
と
い
ひ
な
が
ら
」
（
謡
曲
『
藤
戸
』
）
、
「
身
は
な
ほ
牛
の
小
車
の
、
め
ぐ
り
め
ぐ
り
来
て
い
っ
ま
で
ぞ
」
（
同
『
野
宮
』
）
、
「
浮
き

世
を
ば
何
と
か
め
ぐ
る
車
僧
ま
だ
輪
の
内
に
あ
り
と
こ
そ
見
れ
」
（
同
『
車
僧
』
）
、
「
情
の
文
は
小
車
よ
、
情
の
文
は
小
車
よ
、
た
だ
失
ふ

て
適
う
ま
じ
、
め
ぐ
り
あ
ふ
ま
で
」
（
虎
明
本
廷
言
『
花
子
』
）
、
「
宇
治
の
川
瀬
の
水
車
、
な
に
と
憂
き
世
を
め
ぐ
る
ら
ふ
」
（
閑
吟
集
）

な
ど
、
広
く
歌
謡
等
に
も
見
ら
れ
る
、
極
め
て
一
般
的
な
修
辞
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
「
模
も
刺
さ
ぬ
小
車
　
め
ぐ
り
あ

は
ぬ
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
面
目
が
あ
る
。

　
◎
心
は
さ
も
と
き
こ
ゆ
る
を
　
歌
の
意
味
は
な
る
ほ
ど
と
納
得
で
き
る
が
。

　
◎
ふ
と
こ
ろ
せ
ば
き
　
「
懐
狭
し
」
と
い
う
用
例
は
、
他
の
文
献
で
は
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
思
慮
が
浅
く
、
才
知
に
欠
け
る
こ
と
を

言
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
車
作
が
、
月
の
歌
に
も
恋
の
歌
に
も
「
め
ぐ
る
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
安
易
さ
を
批
判
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
第
七
番
判
詞
で
も
、
油
売
の
月
・
恋
の
歌
に
対
し
て
、
コ
一
首
な
が
ら
第
三
句
に
、
油
売
と
置
け
る
、
懐
せ
ば
く
聞
こ

ゆ
」
、
と
あ
り
、
五
十
七
番
判
詞
で
は
、
こ
の
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
庖
丁
師
の
月
。
恋
の
歌
に
対
し
て
、
「
庖
丁
に
は
魚
も
鳥

も
い
く
ら
も
寄
せ
あ
り
ぬ
べ
き
を
、
二
首
な
が
ら
鯉
を
詠
め
る
、
才
学
な
き
に
似
た
り
」
と
同
趣
旨
と
思
わ
れ
る
批
判
を
し
て
い
る
。
虎

明
本
廷
言
『
今
参
』
で
、
大
名
が
、
「
き
や
っ
が
腹
中
は
ま
だ
広
さ
う
な
」
と
喜
ん
で
、
今
参
に
秀
句
を
続
け
さ
せ
る
件
の
、
「
腹
中
が
広

い
」
は
、
丁
度
こ
れ
の
逆
の
意
味
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
五
十
二
番
（
刷
師
。
畳
紙
売
）
の
恋
の
歌
の
判
詞
に
も
、
「
左
右
と
も
に
、

歌
仙
の
寄
と
も
見
え
ず
。
懐
せ
ば
し
」
と
あ
る
。

　
◎
ゆ
お
け
に
も
こ
れ
は
こ
と
に
夫
な
る
　
「
湯
桶
」
は
入
浴
用
の
桶
。
こ
こ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
曲
物
の
桶
。
注
文
を
受
け
た
桶

は
、
湯
桶
に
し
て
も
よ
ほ
ど
大
き
す
ぎ
る
と
、
不
思
議
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
曲
物
の
桶
は
弱
い
の
で
、
あ
ま
り
重
い
も
の
は
入
れ
ら

れ
な
い
。
こ
ん
な
大
き
な
桶
を
作
っ
て
、
何
を
入
れ
る
の
か
知
ら
な
い
が
、
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
い
お
げ

う
。
な
お
、
曲
物
桶
に
対
し
て
、
板
を
並
べ
合
わ
せ
て
鑓
で
締
め
る
結
桶
は
、
鎌
倉
後
期
ご
ろ
か
ら
見
ら
れ
、
中
世
の
終
わ
り
に
は
、

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
；
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
ブ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二

酒
、
味
噌
、
醤
油
な
ど
を
醸
造
す
る
大
き
な
結
桶
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
宮
本
常
一
『
絵
巻
物
に
見
る
日
本
庶
民
生
活
史
』
六
、

工
匠
と
民
具
）
。

　
◎
ぴ
り
や
う
〔
捜
榔
〕
　
「
び
ら
う
」
と
も
。
濱
榔
毛
の
車
の
こ
と
で
、
横
榔
の
葉
で
車
の
箱
を
覆
っ
た
高
級
な
牛
車
。
太
上
天
皇
、
親

王
、
摂
関
、
上
卿
な
ど
が
用
い
た
。

門
絵
』

　
檜
物
師
は
、
烏
帽
子
、
直
垂
袴
姿
。
諸
肌
脱
ぎ
で
、
右
手
に
小
刀
を
持
ち
、
薄
板
を
曲
げ
る
た
め
に
筋
目
を
入
れ
て
い
る
。
手
前
に
別

種
の
小
刀
、
砥
石
と
砥
台
、
仕
上
っ
た
曲
物
二
つ
。

　
車
作
も
、
烏
帽
子
、
直
垂
袴
姿
で
、
木
槌
と
襲
で
輪
木
の
一
つ
を
作
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
車
輪
を
作
る
。
手
前
に
仕
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

が
っ
た
車
輪
。
棒
状
の
物
は
、
車
輸
の
輻
か
。
白
石
本
、
忠
寄
本
で
は
、
そ
の
中
の
一
本
は
黒
く
塗
ら
れ
て
い
る
。

丙
参
考
】

　
○
　
軋
る
て
ふ
車
工
は
こ
れ
か
と
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
」
と
わ
ざ

　
　
心
め
ぐ
ら
す
人
の
事
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
良
珍
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
安
月
千
句
、
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
さ
く

　
○
車
を
作
る
椎
の
木
、
車
を
作
る
椎
の
木
、
船
を
作
す
る
楊
柳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
『
金
札
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
り
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち

　
　
く
シ
イ
ノ
木
ハ
、
車
ノ
材
木
ニ
ョ
キ
カ
。
文
選
ノ
序
二
、
椎
輸
ハ
大
轄
ノ
始
メ
タ
リ
、
ト
ア
リ
。
コ
レ
ハ
、
ヨ
コ
椎
ノ
コ
ロ
ブ
ヲ
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち
　
　
し
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
い

　
　
テ
、
車
ノ
輪
ヲ
作
リ
始
メ
タ
ト
云
フ
コ
ト
ナ
リ
。
椎
ヲ
椎
ト
ヨ
ム
コ
ト
、
日
本
ノ
義
ナ
ル
ガ
故
二
、
日
本
ノ
俗
ア
ヤ
マ
リ
テ
、
椎
ノ

　
　
木
ニ
テ
車
ヲ
作
ル
ト
云
フ
カ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
う
た
ひ
せ
う
）
V

　
○
惣
じ
て
車
は
三
寸
の
樫
を
も
つ
て
千
里
を
走
る
と
申
し
、
人
間
は
三
寸
の
舌
を
も
つ
て
五
尺
の
身
を
失
ふ
と
申
す
が
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
『
丹
後
物
狂
』
）

　
六
番
　
鍋
尭
　
酒
作



丙
職
人
尽
』

〔
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
〕
　
七
番
右
　
な
へ
や

名
に
し
お
へ
は
秋
の
う
ち
な
る
は
り
ま
な
へ
ふ
た
＼
ひ
に
㌧
る
月
を
み
る
哉

　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
酒
恋
　
思
ひ
乱
れ
色
に
出
に
け
り
我
が
恋
は
酒
に
え
ふ
か
と
人
の
問
ふ
ま
で
　
／
　
寄
鍋
恋
　
あ
だ
人
の
筑
摩
祭
に
被
く
て
ふ
な
べ

て
の
数
に
入
る
我
ぞ
憂
き
　
／
　
市
　
尋
ね
来
て
誰
も
し
る
し
の
杉
の
門
三
輸
の
市
屋
の
酒
林
と
は
　
〔
古
今
夷
曲
集
〕
市
　
杉
立
て
る
門
を
し
る
し
に

上
戸
ど
も
寄
り
た
か
り
飲
む
三
輪
の
市
酒
く
独
友
V
　
〔
後
撰
夷
曲
集
〕
寄
酒
恋
　
な
さ
け
あ
ら
ば
と
く
り
と
閨
に
寝
も
し
な
ん
肴
物
と
は
干
話
を
し
っ

っ
も
〈
正
盛
〉
付
け
ざ
し
は
薬
酒
と
ぞ
申
す
ぺ
き
恋
の
病
の
か
ろ
く
な
り
っ
っ
〈
知
義
〉
　
／
　
寄
酒
述
懐
　
世
の
中
は
何
に
警
へ
ん
麻
地
酒
甘
き
や
う

に
て
辛
き
営
み
〈
宣
就
〉
　
／
酒
屋
　
よ
き
酒
ぞ
買
い
に
も
ご
ざ
れ
我
が
宿
は
奈
良
の
町
屋
に
杉
出
せ
る
門
〈
久
友
〉
　
〔
銀
葉
夷
歌
集
〕
寄
酒
恋
　
よ

ひ
の
間
に
ち
く
と
来
よ
と
の
お
な
さ
け
を
受
け
て
一
盃
飲
む
よ
し
も
が
な
〈
よ
し
た
か
〉
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
藁
〕
酒
屋
或
る
書
に
云
は
く
、
酒
は
天
竺
の

摩
詞
娑
利
夫
人
、
始
め
て
こ
れ
を
作
る
。
其
の
年
癸
酉
な
る
が
ゆ
へ
に
、
三
水
に
酉
を
書
く
な
り
。
ま
た
云
は
く
、
発
の
代
に
、
継
子
を
憎
む
母
の
、
飯

に
毒
を
入
れ
て
与
へ
け
る
を
、
其
の
子
こ
れ
を
知
り
て
、
杉
の
三
本
あ
る
所
へ
捨
て
け
る
を
、
雨
露
の
滴
り
に
て
わ
き
て
よ
き
味
と
な
る
。
こ
れ
酒
な

り
。
夏
の
萬
王
の
臣
下
こ
れ
を
作
る
。
萬
王
聞
こ
し
召
し
て
、
痛
ま
し
い
か
な
、
末
代
こ
の
味
に
耽
っ
て
、
人
を
し
て
迷
乱
す
べ
し
、
と
嘆
き
給
へ
り
。

聖
人
の
；
冒
神
の
ご
と
し
と
か
や
。
京
、
大
坂
、
奈
良
、
伊
丹
、
鴻
池
等
、
名
酒
晶
々
に
あ
り
。
酒
造
る
男
を
杜
氏
、
漉
酌
と
い
ふ
な
り
。
　
〔
華
江
葉
〕

寄
酒
恋
　
ぴ
ん
と
し
て
ま
た
ど
こ
や
ら
は
甘
口
で
な
る
よ
で
な
ら
ぬ
は
お
な
さ
け
ぞ
な
や
く
檸
雪
V
　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
酒
造
　
下
戸
な
ら
ぬ
お
の
こ
に

よ
け
れ
夕
涼
み
　
兼
好
の
、
下
戸
な
ら
ぬ
こ
そ
よ
け
れ
と
書
き
し
を
、
酒
造
が
得
手
に
夕
涼
み
の
風
情
を
か
し
け
れ
ど
、
…
…
持
と
す
。
　
〔
職
人
尽
狂
歌

合
〕
酒
造
・
同
造
り
な
す
酒
は
さ
も
な
く
花
に
酔
ひ
て
日
の
入
る
こ
と
も
知
ら
ぬ
木
の
本
猿
に
酒
醸
せ
し
株
は
取
ら
れ
し
か
花
見
て
事
の
た
る
割
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
ピ
と

も
あ
り
左
、
下
の
句
い
み
じ
く
興
あ
り
。
右
、
猿
丸
に
酒
屋
取
ら
れ
た
る
、
定
め
て
故
あ
る
古
事
な
る
べ
け
れ
ど
、
管
見
の
判
者
聞
き
知
り
侍
ら
ね

ば
、
ま
づ
や
す
く
聞
こ
え
た
る
左
の
方
を
甲
の
坐
に
据
ゑ
侍
り
っ
。
／
酒
造
　
み
吉
野
の
春
に
呑
ま
れ
て
う
か
う
か
と
花
に
酔
ひ
た
る
酒
造
り
人

左
、
酒
造
り
け
し
う
は
侍
ら
ね
ど
、
…
…
し
ば
し
趨
邪
卿
（
右
）
を
も
て
歩
兵
校
尉
（
左
）
が
上
に
置
き
て
侍
り
。
　
〔
江
戸
職
人
歌
合
〕
十
七
番
左
、
酒

屋
都
人
こ
よ
ひ
河
原
に
立
ち
出
で
て
か
も
の
す
山
の
月
や
見
る
ら
む
　
右
申
云
、
か
も
の
す
山
、
何
事
に
か
。
左
陳
云
、
酒
の
名
な
り
。
右
又
申
云
、

さ
ら
ば
伊
丹
に
こ
そ
あ
ら
め
。
都
人
と
は
い
か
が
。
判
云
、
か
も
の
す
山
は
伊
丹
な
れ
ど
、
都
の
加
茂
に
取
り
成
し
て
詠
ま
れ
た
る
こ
と
、
子
細
寺
ら

じ
。
武
蔵
の
み
よ
し
の
を
、
花
散
る
こ
ろ
の
と
、
・
大
和
の
み
吉
野
に
言
ひ
成
し
、
陸
奥
の
白
川
を
、
関
ま
で
行
か
ぬ
と
、
山
城
の
白
川
に
詠
め
る
た
ぐ

ひ
、
常
に
侍
る
に
や
。
右
の
歌
、
…
…
勝
と
い
ふ
文
字
を
付
け
侍
る
べ
し
。
恋
ふ
る
と
も
今
は
た
逢
は
ん
三
河
酒
胸
痛
き
ま
で
何
思
ふ
ら
ん
　
左
右
共

不
二
難
申
「
判
云
、
三
河
酒
胸
痛
き
ま
で
、
を
か
し
う
続
け
ら
れ
て
侍
り
。
尤
為
勝
。
　
〔
略
画
職
人
尽
〕
石
高
も
去
年
よ
り
今
年
お
ほ
桶
に
梯
子
登
り
も
，

し
て
作
る
酒
　
〔
宝
船
桂
帆
柱
〕
酒
屋
正
直
を
一
本
木
な
る
酒
店
の
栄
へ
は
日
々
に
升
ば
か
り
な
り
「
か
み
や
の
菊
、
か
じ
ま
の
う
ろ
こ
、
か
も
だ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ど
ゐ

嵐
山
は
上
物
」
〔
難
波
職
人
歌
合
〕
上
八
番
左
、
酒
屋
空
晴
れ
て
見
る
目
の
外
に
嬉
し
き
は
月
の
円
居
の
杯
の
数
右
の
方
人
云
、
月
見
に
酒
の
多

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
）
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八
四

く
売
れ
な
む
こ
と
を
喜
ば
れ
た
る
は
、
い
や
し
き
心
現
れ
て
、
い
と
聞
き
に
く
し
。
左
方
答
、
是
則
ち
人
の
真
心
に
て
、
そ
の
真
心
を
言
へ
る
こ
そ
誠

の
歌
な
れ
。
判
に
云
、
月
の
く
ま
な
き
を
嬉
し
む
に
つ
け
て
、
家
の
栄
え
を
も
思
は
れ
た
る
真
心
、
ま
た
、
（
右
歌
）
－
・
…
と
も
に
人
と
あ
る
も
の
の
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ひ
ご
と

は
し
と
い
ふ
べ
し
。
左
右
の
方
人
達
の
論
は
強
言
な
る
べ
し
。
そ
れ
に
と
り
て
、
歌
の
姿
は
、
詞
と
い
ひ
心
と
い
ひ
、
右
の
方
、
立
ち
勝
り
て
聞
こ
ゆ
。

勝
と
言
ふ
べ
し
。

丙
本
文
】

　
六
番

　
名
に
し
ほ
へ
は
秋
の
う
ち
に
も
は
り
ま
な
へ

　
ふ
た
㌧
ひ
に
＼
る
月
を
み
る
か
な

　
あ
ち
さ
け
の
か
す
み
し
そ
ら
に
＼
た
る
か
な

　
あ
ま
気
の
つ
き
の
し
ほ
り
い
て
つ
㌧

　
　
左
は
、
と
も
に
八
九
月
二
た
ひ
の
名
月
を

　
　
よ
く
よ
せ
て
、
な
へ
ふ
た
と
っ
＼
け
て
、
し
か
も

　
　
月
を
ほ
め
た
り
。
右
は
、
秋
の
明
月
に
む
か
ひ

　
　
て
、
春
を
お
も
ひ
い
っ
る
の
み
な
ら
す
、
雨
気
を

　
　
さ
へ
詠
す
る
事
、
風
情
を
う
し
な
ふ
に
＼
た
り
。

　
　
乃
、
以
左
為
勝
。

　
う
ら
め
し
や
つ
く
ま
の
な
へ
の
あ
ふ
こ
と
を

　
わ
れ
に
は
な
と
か
か
さ
ね
さ
る
ら
む

　
我
恋
は
し
の
ふ
と
す
れ
と
さ
か
へ
い
し

　
く
ち
こ
そ
っ
＼
め
色
に
い
て
っ
㌧

名
に
し
ほ
へ
は
－
〔
忠
〕
〔
明
〕
名
に
し
お
へ
は
〔
類
〕
な
に
し
お
へ
は

秋
－
〔
尊
〕
妖
　
は
り
ま
な
へ
1
〔
類
〕
播
磨
鍋

ふ
た
＼
ひ
に
＼
る
1
〔
白
〕
ふ
た
＼
ひ
に
る
　
か
な
1
〔
類
〕
哉

あ
ち
さ
け
－
〔
類
〕
あ
ち
酒
　
か
す
み
し
そ
ら
に
㌧
た
る
か
な
－
〔
類
〕
霞

し
空
に
似
た
る
哉

あ
ま
気
－
〔
尊
〕
〔
類
〕
あ
ま
け
　
つ
き
－
〔
類
〕
月
　
い
て
っ
㌧
－
〔
類
〕
出

つ
㌧

ほ
め
た
り
1
〔
類
〕
褒
た
り

お
も
ひ
い
つ
る
1
〔
類
〕
思
ひ
出
る

事
1
〔
類
〕
こ
と
　
う
し
な
ふ
－
〔
類
〕
失
ふ

つ
く
ま
1
〔
類
〕
筑
摩
　
あ
ふ
こ
と
ー
〔
類
〕
逢
こ
と

わ
れ
1
〔
類
〕
我
　
ら
む
！
〔
類
〕
ら
ん

し
の
ふ
1
〔
類
〕
忍
ふ
　
さ
か
へ
い
し
ー
〔
類
〕
さ
か
瓶
子

く
ち
ー
〔
類
〕
口
　
い
て
つ
㌧
1
〔
尊
〕
い
て
つ
ミ
〔
類
〕
出
つ
㌧



’
左
の
寄
、
ま
こ
と
に
撰
集
な
と
に
入
た
り

と
も
は
ち
す
や
侍
ら
ん
。
右
は
、
い
さ
㌧
か
た
は

ふ
れ
寄
也
。
価
、
左
可
勝
。

　
　
　
◇
　
　
　
　
◇

　
な
へ
う
り

は
り
ま
な
へ

か
は
し
ま
㌻
か
ま
も

さ
ら
う
そ
。
ほ
し
か
る

人
あ
ら
は
、
仰
ら
れ
よ
。

っ
る
を
も
か
け
て
さ
う
。

　
さ
か
つ
く
り

ま
っ
さ
け
め
せ
か
し
。

は
や
り
て
侯
、
う
す

に
こ
り
。

左
の
寄
1
〔
類
〕
左
歌

は
ち
す
ー
〔
類
〕
恥
す

也
－
〔
類
〕
な
り

ま
こ
と
に
ー
〔
類
〕
誠
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
番
芝
う
り

な
へ
う
り
－
〔
白
〕
〔
類
〕
鍋
売
〔
忠
〕
　
鍋
売

は
り
ま
な
へ
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
幡
「
鍋

か
は
し
ま
へ
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
か
は
し
ま
せ
　
か
ま
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
釜

さ
ら
う
そ
－
〔
明
〕
さ
ぷ
ら
う
ぞ
〔
類
〕
さ
ふ
ら
う
そ

仰
ら
れ
よ
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
ヒ
仰
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
か
つ
く
り

さ
か
つ
く
り
1
〔
白
〕
〔
類
〕
酒
作
〔
忠
〕
酒
作

ま
つ
1
〔
明
〕
〔
類
〕
先

う
す
に
こ
り
1
〔
尊
〕
う
す
に
こ
り
に
て
侯
〔
白
〕
〔
忠
〕
う
す
濁
に
て
侯
■
一

〔
明
〕
う
す
に
ご
り
に
て
侯
〔
類
〕
う
す
に
こ
り
も
侯

丙
語
注
畠

　
◎
鍋
売
は
、
月
の
歌
、
絵
、
画
中
の
言
葉
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
は
“
金
属
製
の
鍋
を
売
る
商
人
ら
し
い
。
鋳
物
師
の
流
れ
を
汲
む
者
と

思
わ
れ
る
。
鍋
売
は
当
職
人
歌
合
以
前
に
は
、
『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
以
外
に
は
見
え
な
い
が
、
東
北
院
職
人
歌
合
に
鋳
物
師
が
あ

り
、
『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
の
鍋
屋
は
、
十
二
番
本
の
鋳
物
師
に
対
応
し
て
い
る
。

　
酒
作
は
古
く
は
、
女
性
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
た
。
室
町
時
代
に
は
す
で
に
、
大
寺
院
や
大
規
模
な
造
り
酒
屋
で
の
酒
造
が
盛
ん
で
あ
っ

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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八
六

た
が
、
な
お
家
内
工
業
的
に
は
、
女
性
が
酒
を
作
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
廷
言
『
河
原
太
郎
』
、
『
伯
母
が
酒
』
の
酒
作
も
女

性
で
あ
る
。
酒
作
は
、
以
前
の
職
人
歌
合
に
は
見
え
な
い
。
い
さ
さ
か
意
外
な
気
が
す
る
。
鍋
売
と
酒
作
と
は
、
と
も
に
飲
食
に
関
わ
る

こ
と
以
外
、
特
に
関
係
を
見
出
せ
な
い
。

　
◎
名
に
し
ほ
へ
ば
…
…
　
『
飛
鳥
井
雅
康
職
人
歌
』
は
、
第
二
句
「
秋
の
う
ち
な
る
」

　
◎
名
に
し
ほ
〔
負
〕
へ
ば
　
『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
お
よ
び
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
、
類
従
本
の
「
お
へ
は
」
が
正
し
い
形
。
「
名
に

（
し
）
負
ふ
」
は
、
名
が
体
を
表
し
て
い
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
播
磨
鍋
の
蓋
の
「
ふ
た
」
と
い
う
語
が
、
そ
の
音
の
通
り
、
「
ふ
た
た

び
」
と
い
う
内
容
を
表
し
て
い
る
と
見
傲
さ
れ
て
い
る
か
。
下
の
「
播
磨
鍋
」
が
ど
の
よ
う
な
鍋
で
あ
っ
た
か
未
考
で
あ
る
が
、
あ
る
い

は
、
こ
の
「
播
磨
鍋
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
「
名
に
し
負
ふ
」
も
の
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
◎
秋
の
う
ち
に
も
　
「
ふ
た
㌧
び
に
」
に
続
く
。
『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
の
「
秋
の
う
ち
な
る
」
は
、
「
は
り
ま
な
べ
」
に
続
く
こ

と
に
な
り
、
や
や
意
味
が
取
り
に
く
い
。

　
◎
は
り
ま
な
べ
　
播
磨
国
飾
磨
郡
野
里
（
現
兵
庫
県
姫
路
市
北
部
）
産
の
銅
製
の
鍋
か
。
『
毛
吹
草
』
に
「
播
磨
　
野
里
鍋
」
と
あ
る
。

野
里
は
鋳
物
師
の
村
で
あ
っ
た
。
「
播
磨
鍋
」
と
い
う
言
葉
は
、
近
世
後
期
に
は
、
「
尻
が
早
い
」
に
言
い
懸
け
て
、
浮
気
女
の
こ
と
を
意

味
し
た
用
例
が
あ
り
、
「
播
磨
鍋
」
は
、
薄
手
で
物
が
煮
え
や
す
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
当
職
人
歌
合
当
時
か
ら
、
そ
う
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
、
未
考
。

　
◎
ふ
た
㌔
ぴ
に
㌧
る
月
鍋
の
「
蓋
」
か
ら
、
「
二
度
」
と
言
い
懸
け
る
。
「
二
度
に
に
る
月
」
は
、
判
詞
に
「
八
九
月
二
た
び
の
名

月
」
と
あ
り
、
八
月
と
九
月
の
二
度
の
名
月
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
『
洞
院
摂
政
家
百
首
』
の
「
待
ち
か
ぬ
る
向
か
ひ
の
山
の
木
の
間
よ

り
二
た
び
出
づ
る
秋
の
夜
の
月
〈
教
実
〉
」
は
、
こ
れ
を
詠
ん
だ
も
の
か
。
時
代
が
下
る
が
、
浄
瑠
璃
『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』
に
、
「
軒
の

燈
籠
二
度
の
月
、
菊
の
節
句
や
年
の
暮
れ
」
の
例
が
あ
る
。
「
に
る
」
は
「
似
る
」
か
。
や
や
意
味
が
取
り
に
く
い
。
「
に
る
」
に
、
．
「
煮

る
」
を
懸
け
る
。
播
磨
鍋
が
煮
え
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
〕
一
度
に
煮
る
」
は
、
　
一
回
分
の
燃
料
で
二
度
煮
る
こ
と
が
出
来

る
、
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
鈴
木
巣
三
氏
編
『
目
本
職
人
辞
典
』
は
、
「
二
度
と
も
名
に
負
う
月
見
で
あ
り
、
満
月
だ
か
ら
似
て

い
る
の
も
当
然
。
播
磨
鍋
は
熱
し
や
す
く
冷
め
や
す
い
か
ら
、
煮
直
す
こ
と
が
多
い
の
を
二
度
煮
る
と
言
い
掛
け
て
い
る
」
と
す
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ま
ざ
け

　
◎
あ
ぢ
ざ
け
　
上
代
語
「
味
酒
」
の
誤
読
か
ら
生
じ
た
語
。
上
等
の
酒
。

　
◎
か
す
み
し
そ
ら
に
㌔
た
る
か
な
　
「
霞
み
し
」
に
味
酒
の
「
香
」
を
懸
け
る
か
。
「
霞
む
」
は
、
濁
り
酒
の
白
く
濁
っ
て
い
る
こ
と
、

あ
る
い
は
、
薄
濁
り
の
黄
味
を
帯
び
て
い
る
こ
と
？
　
（
「
う
す
に
ご
り
」
の
項
参
照
）
を
い
ケ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
、
や
や
時
代
が

下
る
が
、
『
日
葡
辞
書
』
に
、
「
9
警
邑
．
霞
、
ま
た
は
、
蒸
気
肖
ま
た
、
酒
や
酢
な
ど
を
暖
め
る
際
に
出
る
煙
、
あ
る
い
は
、
湯
気
肖

ω
岩
①
昌
s
警
冒
骨
p
試
君
自
．
酒
を
暖
め
る
際
に
、
そ
の
湯
気
が
立
ち
の
ぼ
る
．
」
（
邦
訳
目
葡
辞
書
）
と
あ
り
、
当
職
人
歌
合
の
場
合
も
、

酒
の
燗
を
し
た
と
き
に
湯
気
が
立
っ
こ
と
を
い
う
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
味
酒
が
霞
ん
で
い
る
よ
う
に
霞
ん
で
い
る
空

の
様
子
だ
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
霞
」
は
、
「
し
か
は
あ
れ
ど
も
、
僕
霞
を
酌
む
一
芸
を
得
た
り
。
野
亭
を
の
づ
か
ら
陶
家
の

富
を
な
さ
む
」
（
月
庵
酔
醒
記
、
序
）
、
「
あ
は
れ
、
霞
を
汲
ま
ん
杯
も
が
な
」
（
仮
名
草
子
『
ね
ご
と
草
』
）
の
よ
う
に
、
酒
の
異
称
と
し

て
、
あ
る
い
は
、
「
情
（
名
酒
）
な
く
搾
ら
せ
て
飲
む
身
の
果
て
や
つ
ゐ
に
は
野
辺
の
霞
と
な
ら
ま
し
」
（
上
井
覚
兼
目
記
、
天
正
十
三
・

四
・
五
）
の
よ
う
に
、
酒
の
縁
語
と
し
て
用
い
た
例
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
み

　
◎
あ
ま
気
の
つ
き
の
し
ぼ
り
い
で
つ
㌧
　
「
雨
気
」
に
「
甘
げ
」
を
懸
け
る
。
「
搾
る
」
は
酒
の
縁
語
。
膠
を
濾
過
す
る
こ
と
。
雨
模
様

の
月
が
搾
り
出
す
よ
う
に
出
て
く
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
◎
と
も
に
八
九
月
二
た
び
の
名
月
を
　
「
と
も
に
」
は
、
八
九
月
二
度
の
名
月
を
両
方
と
も
に
、
の
意
か
。
や
や
意
味
が
取
り
に
く
い
。

「
八
九
月
二
度
の
名
月
」
は
、
八
月
十
五
夜
と
九
月
十
三
夜
の
二
度
の
名
月
。

　
◎
よ
く
よ
せ
て
　
「
寄
す
」
は
、
あ
る
事
柄
を
別
の
事
柄
に
関
連
づ
け
る
こ
と
。
こ
こ
は
、
鍋
の
「
蓋
」
か
ら
コ
一
度
の
月
」
を
引
き

出
し
て
、
月
を
巧
み
に
鍋
に
関
連
づ
け
た
こ
と
を
い
う
。

　
◎
秋
の
明
月
に
む
か
ひ
て
、
春
を
お
も
ひ
い
づ
る
「
明
月
」
は
明
る
い
月
、
つ
ま
り
は
名
月
。
歌
合
の
月
の
歌
は
、
秋
の
明
月
を
詠

む
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
秋
の
明
月
に
向
か
っ
て
、
「
霞
み
し
空
」
と
い
う
春
の
景
を
思
い
っ
い
た
点
が
よ
く

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
◎
雨
気
を
さ
へ
詠
ず
る
事
、
風
情
を
う
し
な
ふ
に
㌧
た
り
　
そ
の
上
、
雨
気
を
詠
ん
だ
こ
と
は
、
風
情
を
ぷ
ち
駿
す
よ
う
な
も
の
だ
。

歌
合
の
月
の
歌
は
、
月
の
美
し
さ
を
褒
め
讃
え
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
雨
気
の
月
は
よ
く
な
い
と
さ
れ
た
。
二
十
二
番
左
、
傘
張
の
月
の
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解
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八
八

歌
で
も
「
雨
気
の
月
」
の
語
を
用
い
て
、
「
月
に
向
か
ひ
て
雨
気
を
詠
め
り
。
寄
合
の
故
実
な
き
に
や
」
と
非
難
さ
れ
、
三
十
四
番
左
、

医
師
の
月
の
歌
で
は
、
「
筑
紫
病
み
（
闇
）
雨
気
の
月
の
」
と
詠
ん
で
、
「
寄
の
病
は
な
く
て
、
腰
の
病
あ
り
」
と
郡
楡
さ
れ
て
い
る
。

　
◎
つ
く
ま
の
な
べ
の
あ
ふ
こ
と
　
「
筑
摩
の
鍋
」
は
、
近
江
国
坂
田
郡
入
江
村
（
現
滋
賀
県
米
原
町
）
の
筑
摩
神
杜
の
祭
礼
で
、
女
性

が
頭
に
被
っ
た
鍋
。
そ
れ
ま
で
に
交
渉
を
持
っ
た
男
性
の
数
だ
け
鍋
を
か
ぷ
り
、
数
を
偽
る
と
神
罰
を
受
け
る
と
さ
れ
た
。
伊
勢
物
語
百

二
十
段
の
、
「
近
江
な
る
筑
摩
の
祭
と
く
せ
な
ん
つ
れ
な
き
人
の
鍋
の
数
見
む
」
の
歌
で
有
名
。
こ
こ
は
、
伊
勢
物
語
の
歌
と
同
様
、
他

一
の
男
達
に
対
し
て
は
多
情
で
あ
る
の
に
、
自
分
に
対
し
て
は
っ
れ
な
く
当
た
る
女
を
恨
む
。
な
お
、
鈴
木
巣
三
・
川
口
公
一
両
氏
は
、
こ

の
歌
を
女
の
歌
と
取
っ
て
、
「
そ
の
（
鍋
の
）
数
の
多
い
の
も
恥
か
し
い
が
、
こ
の
歌
の
よ
う
に
誰
に
も
相
手
に
し
て
も
ら
え
ず
、
鍋
を

重
ね
る
に
至
ら
ぬ
の
も
恨
め
し
い
」
（
目
本
職
人
辞
典
）
と
さ
れ
る
。

　
◎
わ
れ
に
は
な
ど
か
か
さ
ね
ざ
る
ら
む
　
逢
う
こ
と
を
「
重
ね
」
に
、
鍋
を
「
重
ね
」
を
懸
け
る
。
私
ば
か
り
に
は
ど
う
し
て
逢
ふ
瀬

を
重
ね
て
く
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
◎
さ
か
へ
い
じ
　
「
酒
瓶
子
」
は
、
酒
を
注
ぐ
の
に
使
う
器
。
瓶
子
。
縦
長
で
上
部
が
丸
く
脹
ら
み
、
口
が
小
さ
い
。
絵
で
、
酒
作
の

後
方
に
二
つ
描
か
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
。
「
我
が
恋
は
酒
瓶
子
の
よ
う
で
…
…
」
と
下
の
句
に
続
く
。

　
◎
く
ち
こ
そ
つ
㌔
め
色
に
い
で
つ
、
　
「
口
」
に
、
酒
瓶
子
の
「
口
」
と
自
分
の
「
口
」
（
発
言
）
、
「
つ
つ
む
」
に
酒
瓶
子
の
口
を
「
包

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ

む
」
と
自
分
の
口
を
「
慎
む
」
を
懸
け
る
。
「
色
に
出
づ
」
は
、
外
見
に
現
れ
る
こ
と
、
顔
色
に
出
る
こ
と
。
こ
こ
は
特
に
酒
売
の
歌
で

あ
る
か
ら
、
酒
の
縁
も
あ
っ
て
、
「
色
に
出
づ
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
酒
瓶
子
は
、
口
は
封
が
し
て
あ
っ
て
も
、
外
形

か
ら
す
ぐ
に
中
身
が
分
か
る
。
そ
の
よ
う
に
、
わ
が
恋
は
、
他
人
を
偉
っ
て
口
を
慎
し
ん
で
い
る
の
だ
が
、
思
わ
ず
顔
色
に
出
て
し
ま

う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
著
名
な
「
忍
ぷ
れ
ど
色
に
出
で
に
け
り
わ
が
恋
は
物
や
思
ふ
と
人
の
問
ふ
ま
で
〈
平
兼
盛
〉
」
（
拾
遺
集
十
一
、

恋
）
を
念
頭
に
置
い
て
の
作
で
あ
ろ
う
。
’

　
◎
撰
集
な
ど
に
入
た
り
と
も
は
ぢ
ず
や
侍
ら
ん
　
「
撰
集
」
は
勅
撰
集
。
勅
撰
集
に
入
っ
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
ほ
ど
優
れ
た
歌
だ
、

と
い
う
最
高
級
の
評
価
。
勿
論
こ
れ
は
冗
談
で
あ
る
。
次
項
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

　
◎
た
は
ぷ
れ
寄
　
ふ
ざ
け
た
内
容
の
歌
。
歌
合
の
判
詞
に
は
、
「
左
、
弱
げ
な
り
、
右
も
ざ
れ
歌
な
り
と
て
、
持
と
定
め
ら
れ
し
も
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
・
…
－
」
（
承
暦
二
年
内
裏
歌
合
、
三
番
判
詞
）
、
「
右
歌
の
、
あ
し
げ
、
か
げ
な
ど
思
ひ
寄
り
た
る
ほ
ど
、
た
は
ぷ
れ
歌
な
り
」
（
若
狭
守
通

宗
朝
臣
女
子
達
歌
合
、
一
番
判
詞
）
、
「
左
は
、
花
に
向
か
ひ
て
い
ざ
さ
ら
ば
と
い
ひ
、
右
は
、
山
風
を
何
と
こ
の
と
い
へ
る
心
、
と
も
に

　
、
　
　
、
　
　
、

ざ
れ
歌
の
心
な
る
べ
し
」
（
千
五
百
番
歌
合
、
百
七
十
四
番
判
詞
）
な
ど
、
こ
の
種
の
批
評
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
当
職
人
歌
合
、
四

十
五
番
（
鞘
巻
切
・
鞍
細
工
）
の
月
の
歌
の
判
詞
で
「
左
は
、
い
さ
㌧
か
ざ
れ
寄
に
似
た
り
」
と
評
さ
れ
る
の
も
同
じ
。
職
人
歌
合
は
、

歌
合
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
、
本
よ
り
ふ
ざ
け
た
歌
が
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
、
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
建
前
上
は
あ
く
ま
で
も
正
統
な
歌
合
の
歌
と
同
じ
格
調
を
保
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
歌
は
そ
の
点
が
だ
め
だ
、
と

　
い
う
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
恋
の
心
を
酒
瓶
子
に
警
え
た
奇
抜
さ
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
左
歌
も
、
恋
の
心
を
鍋
に
託
す
る

　
と
い
う
奇
抜
な
技
巧
を
用
い
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
、
可
と
さ
れ
た
の
だ
と
恩
わ
れ
る
。
こ
の
判

定
の
仕
方
は
、
あ
る
べ
き
歌
合
の
判
詞
と
し
て
、
取
り
あ
え
ず
ま
っ
と
う
だ
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
左
右
の
歌
に
そ
れ
ほ
ど

　
の
開
き
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
実
は
大
し
て
問
題
で
は
な
い
。
一
方
を
「
撰
集
な
ど
に
入
た
り
と
も
恥
ぢ
ず
や
侍
ら
ん
」
と
著
し
く
褒
め

上
げ
、
他
方
を
「
た
は
ぷ
れ
寄
」
と
厳
し
く
難
じ
て
、
対
比
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
正
統
な
歌
合
の
判
詞
ら
し
く
て
お
も
し

　
ろ
い
。
要
は
、
こ
う
い
う
類
の
評
を
下
す
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
◎
か
は
し
ま
へ
　
白
石
本
、
忠
寄
本
、
類
従
本
は
「
か
は
し
ま
せ
」
。
「
し
ま
へ
（
シ
マ
ェ
）
」
は
、
尊
敬
の
助
動
詞
「
シ
ム
」
（
「
シ
マ

　
ウ
」
の
転
化
し
た
語
）
の
命
令
形
。
室
町
時
代
末
期
の
話
し
言
葉
で
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。
湯
澤
幸
吉
郎
氏
は
『
室
町
時
岱
言
語
の
研

究
』
九
章
五
節
で
、
「
（
サ
）
シ
モ
」
、
「
（
サ
）
シ
ム
」
を
取
り
上
げ
、
『
勅
規
桃
源
抄
』
以
下
の
抄
物
か
ら
多
く
の
例
を
引
い
て
お
ら
れ
る

　
が
、
「
（
サ
）
シ
マ
ェ
」
、
「
（
サ
）
シ
メ
」
と
い
う
二
種
の
命
令
形
の
申
、
「
（
サ
）
シ
マ
ェ
」
に
つ
い
て
は
、
『
四
河
入
海
』
（
大
永
七
～
天

文
三
年
編
著
）
の
他
に
は
、
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
ぬ
こ
と
を
注
意
さ
れ
た
。
大
塚
光
信
氏
も
、
『
漢
書
列
伝
竺
雲
講
桃
源
聞
書
抄
』
以
下

　
の
抄
物
を
調
査
し
、
各
抄
と
も
、
命
令
形
は
、
「
シ
マ
ェ
（
イ
）
」
の
転
と
考
え
ら
れ
る
「
シ
メ
」
に
ほ
ぼ
転
化
し
き
っ
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
『
抄
物
と
そ
の
助
動
詞
三
っ
』
国
語
国
文
3
5
巻
5
号
）
。
さ
ら
に
、
鈴
木
博
氏
は
、
同
じ
く
『
四
河
入
海
』
で
あ
っ

　
て
も
、
伝
本
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
、
原
初
的
お
も
か
げ
を
濃
厚
に
持
っ
東
福
寺
本
で
「
シ
マ
ヘ
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
、
よ
り
整
斉
さ

．
れ
た
両
足
院
本
で
は
「
シ
メ
」
に
約
音
化
さ
れ
、
ま
た
、
「
（
サ
）
シ
マ
ヘ
」
が
、
「
（
サ
）
シ
プ
セ
」
に
変
わ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
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解
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九
〇

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
『
四
河
八
海
に
つ
い
て
　
東
福
寺
所
蔵
本
と
両
足
院
所
蔵
本
と
の
比
較
小
見
－
』
国
語
国
文
3
5
巻
5
号
）
。
室
町
時
代

末
期
に
一
時
「
（
サ
）
シ
マ
ェ
」
が
用
い
ら
れ
た
が
、
結
局
は
「
（
サ
）
シ
メ
」
や
「
（
サ
）
シ
マ
セ
」
に
勢
力
を
譲
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。

白
石
本
以
下
に
「
か
は
し
ま
せ
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
反
映
し
た
も
の
か
。
な
お
、
当
職
人
歌
合
で
は
、
第
八
番

右
、
建
打
の
言
葉
に
も
「
豊
島
態
買
う
し
ま
へ
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
。
わ
ず
か
二
例
か
ら
速
断
は
で
き
な
い
が
、
播
磨
と
豊
島
の
近

接
性
を
考
え
る
と
、
あ
る
い
は
地
域
に
よ
る
方
言
差
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
◎
か
ま
も
さ
ら
う
そ
　
明
暦
板
本
「
さ
ぷ
ら
う
ぞ
」
、
類
従
本
「
さ
ふ
ら
う
そ
」
。
「
さ
ら
う
」
は
、
「
さ
う
ら
ふ
」
の
転
化
。
鍋
と
と
も

に
釜
も
売
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
◎
ほ
し
が
る
人
　
欲
し
い
人
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
「
欲
し
が
る
人
」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
は
、
未
考
。

　
◎
つ
る
を
も
か
け
て
さ
う
　
「
鉱
」
は
、
鍋
な
ど
の
弓
形
の
取
手
。
サ
ー
ビ
ス
で
鉱
も
掛
け
て
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
般
に
は
、

鉱
売
が
別
に
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
末
期
の
『
今
様
職
人
尽
歌
合
』
に
は
、
「
鍋
の
鉱
売
」
が
見
え
る
。

　
◎
ま
づ
さ
け
め
せ
か
し
　
「
召
す
」
は
、
「
買
う
」
の
尊
敬
語
。
「
～
召
せ
」
は
、
商
人
が
客
を
呼
ぷ
際
の
常
套
旬
。
先
ず
酒
を
お
買
い

な
さ
い
よ
。
こ
の
言
葉
は
、
左
の
鍋
売
に
対
抗
し
て
言
っ
て
い
る
よ
う
に
も
取
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
は
市
の
よ
う
な
場
を
想

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
◎
は
や
り
て
候
　
「
は
や
る
」
は
、
商
売
が
繁
盛
す
る
こ
と
。
評
判
が
よ
い
酒
で
す
よ
、
と
宣
伝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
◎
う
す
に
ご
り
　
こ
の
後
に
、
尊
経
閣
本
、
白
石
本
、
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
は
「
に
て
侯
」
、
類
従
本
は
「
も
侯
」
と
あ
る
。
東
博
本

は
誤
脱
か
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
や
や
不
自
然
で
あ
る
。
「
薄
濁
り
」
は
、
濁
り
酒
と
清
み
酒
と
の
中
間
で
、
醸
を
半
ば
濾
過
す
る
か
、
ま

た
は
、
半
ば
津
引
き
し
た
酒
か
と
思
わ
れ
る
。
天
理
図
書
館
蔵
『
鼠
の
草
子
』
断
簡
に
、
南
都
酒
、
濁
り
酒
等
と
並
ん
で
、
「
う
す
に
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

り
」
が
見
え
る
。
た
だ
し
、
『
四
河
入
海
』
に
、
「
サ
テ
酒
熟
シ
テ
ハ
、
其
色
墨
々
ト
シ
テ
、
ウ
ス
ニ
コ
リ
テ
有
ソ
」
（
十
三
、
二
）
と
あ

り
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
』
の
「
う
す
に
ご
り
」
の
項
は
、
「
…
…
特
に
、
十
分
に
発
酵
し
て
黄
色
味
を
帯
び
た
酒
を
い

う
」
と
す
る
。
一
方
、
同
じ
く
『
四
河
入
海
』
に
、
「
（
半
熟
酒
ハ
）
半
熟
ナ
ル
程
二
濁
ソ
。
ヨ
ウ
熟
セ
ハ
清
ヘ
キ
ソ
。
酒
名
二
、
鵜
児
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ト
云
ソ
。
其
ヲ
鵜
黄
ト
云
ソ
。
此
方
二
云
山
フ
キ
色
ノ
酒
ト
云
類
ソ
。
ウ
ス
ニ
コ
ツ
タ
ル
ヲ
云
ソ
」
（
七
、
一
）
と
い
う
例
も
あ
り
、
こ



の
「
山
吹
色
ノ
酒
」
が
「
薄
濁
り
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
十
分
醸
酵
し
て
い
な
い
酒
を
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
当
職
人
歌
合
の
絵
で

は
、
酒
は
黄
色
く
彩
色
さ
れ
て
い
る
。

門
絵
】

　
鍋
売
は
、
折
烏
帽
子
、
直
垂
袴
姿
で
草
軽
を
履
き
、
左
手
に
手
取
鍋
を
提
げ
、
右
手
で
客
を
招
い
て
い
る
。
手
前
に
三
つ
重
ね
た
鍋
と

別
に
今
一
っ
の
鍋
。
鍋
は
い
ず
れ
も
鋳
物
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
酒
作
は
、
頭
巾
、
鉢
巻
を
↓
小
袖
の
上
に
打
掛
を
着
て
い
る
。
前
に
、
酒
の
入
っ
た
結
桶
。
酒
は
黄
色
く
彩
色
さ
れ
て
い
る
。
類
従
本

は
、
桶
の
中
の
酒
を
描
き
落
と
し
て
い
る
。
手
前
に
今
一
つ
の
蓋
を
し
た
酒
桶
。
後
ろ
に
酒
瓶
子
二
つ
。

門
参
考
】

　
○
春
は
ま
づ
柳
の
桶
を
い
ざ
結
ひ
て
麹
花
を
も
目
に
上
げ
て
見
む
　
　
　
　
　
　
（
三
十
二
番
職
人
歌
合
、
十
三
番
、
左
、
結
桶
師
）

　
○
さ
し
入
る
も
味
噌
屋
酒
屋
の
糟
法
師
声
を
替
へ
て
も
乞
ふ
は
茶
代
は
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、
二
十
二
番
、
右
、
虚
妄
僧
）

　
○
　
味
酒
の
三
輸
の
市
人
酔
ひ
伏
し
て

　
　
濁
れ
る
世
に
は
な
ど
交
じ
る
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
全
誉
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紫
野
干
旬
、
一
）

　
○
　
作
り
置
く
三
輪
の
あ
ぢ
酒
取
り
向
か
ひ

　
　
あ
ま
た
仮
屋
の
見
ゆ
る
朝
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
龍
忠
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宝
徳
四
年
千
句
、
八
）

　
　
　
　
　
あ
き
ん
ど

　
○
酒
を
商
ふ
商
人
の
福
貴
な
ら
ぬ
は
な
き
も
の
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
御
伽
草
子
『
酒
餅
』
）

○
こ
れ
は
天
の
川
　
こ
れ
は
江
川
の
上
々
　
「
江
川
の
上
々
、
さ
て
も
す
ぐ
れ
申
し
た
り
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鼠
の
草
子
）

○
南
都
酒
　
片
白
　
新
酒
　
濁
り
酒
　
薄
濁
り
　
甘
酒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鼠
の
草
子
、
別
本
）

　
○
罷
り
出
で
た
る
者
は
、
加
賀
の
国
の
お
百
性
で
ご
ざ
る
。
毎
年
大
晦
日
さ
か
い
に
持
つ
て
参
り
、
元
目
に
上
頭
へ
上
が
る
、
実
相
坊

の
菊
酒
で
ご
ざ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
廷
言
『
餅
酒
』
）

○
松
の
酒
屋
や
梅
壷
の
、
柳
の
酒
こ
そ
優
れ
た
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
罷
り
出
で
た
る
者
は
、
こ
の
辺
り
に
住
ま
ゐ
致
す
、
浅
鍋
を
商
売
致
す
者
で
ご
ざ
る
。
…
…
今
こ
そ
か
や
う
の
浅
鍋
を
商
売
致
す
と

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

　
　
　
　
た
な

も
、
一
の
店
を
領
じ
た
ら
ば
、
後
に
は
、
金
欄
、
綬
子
、
綴
金
、
唐
織
、
錦
な
ど
を
商
売
致
さ
う
と
存
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
廷
言
『
鍋
八
擦
』
）

　
○
只
今
参
る
も
別
の
こ
と
で
も
ご
ざ
な
ひ
。
明
目
晴
な
客
が
ご
ざ
る
が
、
よ
ひ
酒
が
ほ
し
う
ご
ざ
る
が
、
こ
な
た
の
酒
を
お
こ
ひ
て
下

さ
れ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
廷
言
『
千
鳥
』
）

　
○
こ
れ
は
、
こ
の
辺
り
に
住
ま
ひ
仕
る
太
郎
と
申
す
者
で
ご
ざ
る
。
そ
れ
が
し
が
女
ど
も
は
、
今
目
河
原
の
市
じ
や
と
申
し
て
、
早
々

酒
を
持
っ
て
商
売
に
参
つ
た
が
、
夜
前
そ
れ
が
し
が
申
す
こ
と
は
、
よ
う
出
来
た
か
あ
し
う
出
来
た
か
心
み
を
致
さ
う
と
申
し
た
れ
ば
、

売
り
初
め
を
せ
ぬ
ほ
ど
に
明
目
参
れ
と
申
し
た
ほ
ど
に
、
あ
れ
へ
参
り
心
み
を
致
さ
う
。
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
廷
言
『
河
原
太
郎
』
）

　
○
山
一
つ
あ
な
た
に
、
伯
母
を
壱
人
持
っ
て
ご
ざ
る
が
、
た
だ
一
人
い
ら
る
る
。
こ
の
間
、
酒
を
商
売
い
た
さ
る
る
が
、
毎
度
参
れ
ど

　
　
つ
ひ
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

も
、
終
に
酒
を
呉
れ
ら
ぬ
ほ
ど
に
、
今
度
は
乞
ひ
請
け
て
食
べ
う
と
存
ず
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
廷
言
『
伯
母
が
酒
』
）

．
○
わ
れ
ら
は
食
事
を
つ
く
る
の
に
、
陶
土
製
の
深
鍋
や
浅
鍋
を
用
い
る
。
日
本
人
は
、
鋳
鉄
製
の
鍋
や
器
を
用
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
目
本
覚
書
、
六
）

　
○
わ
れ
ら
の
葡
萄
酒
は
、
葡
萄
の
実
か
ら
っ
く
る
。
彼
ら
の
は
、
す
べ
て
米
か
ら
っ
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、
六
）

　
○
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
名
望
あ
る
市
民
が
、
居
酒
屋
で
売
ら
れ
て
い
る
（
と
同
じ
）
酒
を
自
分
の
家
で
売
る
こ
と
は
卑
し
い
こ
と
で
あ

ろ
う
。
目
本
で
は
、
非
常
に
名
望
あ
る
市
民
が
、
そ
れ
を
売
っ
た
り
み
ず
か
ら
の
手
で
計
っ
た
り
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
オ

　
○
わ
れ
ら
の
葡
萄
酒
の
樽
は
、
か
た
く
密
封
さ
れ
、
地
面
の
割
板
の
上
に
置
か
れ
る
。
目
本
人
は
、
そ
の
酒
を
、
大
口
の
壷
に
入
れ
、

封
は
せ
ず
に
、
そ
の
口
の
と
こ
ろ
ま
で
地
中
に
埋
め
て
お
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、
十
四
）

　
○
シ
ナ
に
も
目
本
に
も
さ
ら
に
こ
の
東
方
に
は
葡
萄
園
が
な
く
、
葡
萄
の
実
で
造
っ
た
酒
も
な
い
が
、
王
国
全
土
に
共
通
し
た
目
本
の

酒
は
す
べ
て
米
か
ら
造
ら
れ
る
。
そ
の
米
を
湯
気
に
通
し
た
上
で
、
そ
れ
に
そ
の
米
か
ら
造
ら
れ
た
一
種
の
酵
母
を
混
ぜ
、
米
の
一
定
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
イ
ー
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヤ
ー
ラ

に
一
定
量
の
水
を
加
え
、
い
く
っ
か
の
木
桶
ま
た
は
非
常
に
大
き
な
マ
ル
タ
ヴ
ァ
ン
の
壷
に
入
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
酒
に
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ル
ナ

わ
る
ま
で
数
目
間
発
酵
さ
せ
る
。
そ
れ
を
亜
麻
布
の
袋
に
入
れ
て
、
圧
搾
器
の
よ
う
な
も
の
で
搾
る
と
、
し
ぼ
り
糟
は
一
っ
の
大
桶
に
あ

る
袋
に
残
り
、
〔
そ
の
液
は
〕
大
桶
か
ら
容
器
に
集
め
ら
れ
、
欽
み
物
と
し
て
、
非
常
に
適
度
で
胃
に
よ
い
酒
と
な
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ



の
間
に
穴
蔵
が
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
間
に
も
き
わ
め
て
大
き
な
穴
蔵
が
あ
り
、
た
い
へ
ん
大
き
く
て
奇
怪
な
ほ
ど
の
大
樽
が
あ
る
。
そ

れ
ら
の
大
樽
は
非
常
に
高
い
の
で
、
上
部
か
ら
酒
を
取
る
に
は
梯
子
で
の
ぼ
っ
て
行
く
。
　
　
　
　
（
目
本
教
会
史
、
一
巻
二
十
八
章
）

七
番
　
油
売
　
餅
売

同
職
人
尽
蟹

　
〔
吾
吟
我
桑
〕
寄
餅
恋
　
逢
ふ
て
後
な
ほ
思
ひ
っ
く
砂
糖
餅
ち
ぎ
る
に
っ
け
て
珠
の
よ
け
れ
ば
　
／
　
職
人
　
世
の
業
を
心
に
し
め
て
打
っ
槌
に
身
の

汗
を
さ
へ
搾
る
油
屋
　
〔
後
撰
夷
曲
集
〕
寄
餅
恋
　
思
ひ
っ
っ
心
も
ち
を
ば
君
に
さ
て
何
か
と
り
こ
に
い
ふ
て
ち
ぎ
ら
ん
〈
正
重
〉
　
ち
ぎ
り
な
ば
丸
く
な

り
な
ん
こ
の
君
の
角
菱
も
な
き
御
心
も
ち
く
恵
立
V
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕
油
屋
大
坂
長
堀
、
天
満
に
て
搾
り
、
所
々
へ
出
す
。
京
向
き
、
江
戸
向
き
と

て
あ
り
。
昔
は
山
崎
を
名
物
と
す
。
今
は
な
し
。
／
　
餅
師
大
仏
の
前
に
住
し
て
、
大
仏
餅
と
号
し
て
そ
の
名
高
し
。
壱
分
の
餅
員
二
十
九
匁
ま
た

は
四
十
匁
あ
り
。
佐
々
餅
、
鶉
餅
、
野
郎
餅
等
品
々
、
道
中
の
五
文
の
餅
、
三
十
五
匁
あ
り
。
大
坂
難
波
橋
筋
大
仏
、
江
夏
之
鶴
屋
。
〔
絵
本
御
伽
晶

　
　
　
　
も
ち
や

鏡
〕
面
の
餅
屋
　
人
あ
ま
た
買
ひ
に
来
て
見
る
こ
の
面
は
餅
屋
の
た
め
に
御
福
な
り
け
ケ
　
／
　
琢
子
濡
　
孫
や
子
む
み
な
息
災
に
い
の
こ
も
ち
弁
才
天

の
恵
み
尊
や
　
〔
狂
歌
乗
合
船
〕
寄
餅
恋
　
乙
御
前
の
思
ひ
っ
き
た
る
尻
餅
を
そ
ろ
そ
ろ
撫
で
て
ひ
っ
ち
ぎ
ら
ば
や
く
走
帆
V
　
〔
狂
歌
糸
の
錦
〕
寄
餅
恋

　
ほ
っ
こ
り
と
口
説
き
も
や
ら
で
っ
き
廻
り
あ
へ
さ
が
さ
れ
し
手
も
ち
ぷ
さ
た
や
〈
自
全
V
　
〔
狂
歌
種
ふ
く
べ
〕
寄
餅
無
常
　
ひ
と
た
び
は
盛
り
を
見
せ

し
餅
花
も
終
ひ
に
浬
築
に
燕
り
あ
ひ
の
鐘
入
わ
さ
女
〉
　
仮
の
世
に
あ
へ
て
心
を
留
む
な
よ
無
常
の
使
ひ
く
る
み
餅
じ
や
に
　
〔
狂
歌
活
玉
集
〕
寄
餅
神
砥

酒
屋
を
ば
守
ら
ん
と
あ
る
松
の
尾
の
神
供
に
餅
は
き
ね
が
習
は
せ
く
契
因
V
　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
餅
司
丸
々
と
窓
か
ら
覗
く
望
の
月
二
斗
の
餅
を

三
っ
が
一
っ
に
取
り
っ
く
れ
ば
、
三
升
三
合
三
勺
三
ミ
、
あ
ら
む
つ
か
L
や
」
　
餅
屋
が
、
丸
々
と
い
ふ
よ
り
、
望
の
月
と
揚
き
こ
な
し
た
る
拍
子
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
ひ
ね
り

飴
屋
が
…
…
桂
飴
に
点
書
く
べ
し
。
　
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
餅
練
若
餅
の
こ
ろ
よ
り
待
ち
し
山
桜
三
月
四
月
も
花
は
咲
か
な
ん
　
…
…
右
、
さ
し
は
へ
て

花
の
盛
り
な
ら
ん
を
願
へ
る
心
お
か
し
け
れ
ば
、
し
ば
し
趨
那
卿
（
右
）
を
も
て
歩
兵
校
尉
（
左
）
が
上
に
置
き
て
侍
り
。
　
〔
江
戸
職
人
歌
合
〕
十
七
番

右
　
餅
屋
両
国
の
河
辺
の
月
に
浮
か
れ
出
て
い
く
夜
も
ち
ひ
ぬ
閨
の
枕
ぞ
　
判
云
、
…
…
右
の
歌
、
い
く
夜
も
ち
ひ
ぬ
閨
の
枕
ぞ
、
い
し
く
も
言
ひ
な

さ
れ
て
侍
り
。
勝
と
い
ふ
文
字
を
付
け
侍
る
べ
し
。
か
ね
ご
と
の
甘
き
契
り
は
偽
り
と
今
ぞ
我
が
身
に
し
る
こ
餅
か
な
　
左
右
共
不
二
難
申
「
判
云
、
…

…
尤
（
左
）
為
勝
。
〔
近
世
職
人
尽
絵
詞
〕
（
油
売
）
「
少
し
負
け
て
参
ら
せ
侯
ふ
」
、
（
相
撲
取
の
荷
持
）
「
油
の
こ
と
に
ま
れ
、
負
く
る
と
は
心
掛
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
ひ

や
」
　
／
「
御
代
は
め
で
た
の
若
松
様
よ
な
う
。
こ
の
次
は
曲
揚
き
に
せ
ば
や
」
「
引
摺
り
餅
と
は
、
お
上
様
に
禁
旬
ぞ
」
「
自
在
餅
に
し
て
、
二
揚
き
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
ひ

指
き
食
ひ
た
や
。
鰻
屋
の
手
間
取
り
で
は
あ
る
ま
い
し
、
扇
ぐ
ば
か
り
で
食
ふ
こ
と
な
ら
ぬ
う
た
て
さ
よ
」
「
足
の
強
き
餅
か
な
。
飛
脚
に
食
は
せ
た
や
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ぎ
は
ひ

「
味
よ
う
投
げ
て
よ
」
　
〔
略
画
職
人
尽
〕
初
手
は
身
を
搾
る
ば
か
り
の
油
売
沁
み
て
広
ご
る
得
意
場
の
数
　
〔
宝
船
桂
帆
柱
〕
油
屋
生
業
の
道
暗
か
ら
ぬ

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
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』
稿
（
二
）
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九
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ゆ
へ
に
こ
そ
得
意
も
減
ら
ぬ
油
商
ひ
　
／
　
餅
屋
店
っ
き
も
う
ま
い
仕
掛
け
は
饅
頭
の
あ
ん
に
違
は
ぬ
金
も
ち
屋
な
れ
「
小
児
薬
王
、
肝
涼
円
、
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
と
な
ぷ
ら

　
元
取
り
次
ぎ
」
　
〔
難
波
職
人
歌
合
〕
上
　
十
六
番
右
、
油
屋
月
は
げ
に
心
づ
く
し
の
光
か
な
大
殿
油
も
む
な
し
か
る
べ
く
　
左
の
方
人
云
、
い
か
に
油

　
売
な
れ
ば
と
て
、
月
の
光
の
さ
や
け
き
を
心
づ
く
し
と
言
ひ
て
、
か
く
て
も
月
の
歌
な
り
と
思
へ
り
や
、
い
か
が
。
右
方
答
、
古
歌
に
、
月
の
影
見
れ

　
ば
心
づ
く
し
な
り
と
云
へ
る
を
、
げ
に
と
受
け
て
、
油
の
売
れ
ざ
ら
む
こ
と
を
嘆
き
た
る
に
こ
そ
あ
れ
。
判
に
云
、
左
の
歌
、
－
…
そ
れ
に
引
き
替
へ

　
て
右
の
歌
は
、
既
に
左
方
よ
り
難
ぜ
ら
れ
た
る
ご
と
く
、
月
に
は
っ
ら
き
心
顕
れ
た
り
。
古
今
集
に
、
木
の
間
よ
り
漏
り
来
る
月
の
影
見
れ
ば
心
づ
く
し

　
の
秋
は
来
に
け
り
、
と
あ
る
心
づ
く
し
は
、
秋
に
か
か
れ
る
こ
と
な
る
を
、
心
得
誤
れ
る
よ
り
の
僻
事
な
る
べ
し
。
歌
の
姿
は
さ
す
が
な
れ
ど
、
左
の
勝

　
と
言
ふ
べ
く
こ
そ
。
／
上
　
八
番
右
、
餅
屋
　
い
く
臼
の
餅
を
鏡
に
ま
ろ
め
な
ば
み
空
の
月
の
影
に
か
も
似
ん
　
左
の
方
人
云
、
月
目
の
大
き
さ
を

　
物
に
警
へ
て
計
る
こ
と
は
昔
の
人
も
し
っ
る
あ
と
、
既
に
物
に
見
え
た
れ
ど
も
、
餅
に
警
へ
む
こ
と
は
似
っ
か
は
し
か
ら
じ
や
。
右
方
答
、
月
の
鏡
と
い

　
ひ
、
ま
た
鏡
餅
と
い
へ
ば
、
か
ば
か
り
似
っ
か
は
し
き
警
へ
は
あ
ら
じ
。
判
に
云
、
…
…
ま
た
、
月
の
形
を
計
る
に
も
、
お
の
が
職
を
忘
れ
ざ
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ひ
ご
と

　
と
も
に
人
と
あ
る
も
の
の
習
は
し
と
い
ふ
べ
し
。
左
右
の
方
人
達
の
論
は
強
言
な
る
べ
し
。
そ
れ
に
と
り
て
、
歌
の
姿
は
、
詞
と
い
ひ
心
と
い
ひ
、
右
の

　
方
、
立
ち
勝
り
て
聞
こ
ゆ
。
勝
と
言
ふ
べ
し
。

門
本
文
】

七
番

よ
ひ
こ
と
に
み
や
こ
に
い
つ
る
あ
ふ
ら
う
り

ふ
け
て
の
み
み
る
や
ま
さ
き
の
月

見
わ
た
せ
は
秋
の
田
の
も
の
い
な
も
ち
ゐ

お
ほ
き
に
い
つ
る
山
の
は
の
つ
き

　
左
可
可
、
く
れ
こ
と
に
と
こ
そ
い
ふ
へ
け
れ
。
夜
や
は

　
あ
ふ
ら
う
る
へ
き
。
右
寄
は
、
あ
き
の
田
の
も
の

　
い
な
も
ち
ゐ
、
ま
こ
と
に
さ
る
事
と
き
こ
ゆ
。
価
、

　
も
ち
ゐ
に
っ
く
へ
き
に
や
。

山
さ
き
や
す
へ
り
み
ち
ゆ
く
あ
ふ
ら
う
り

う
ち
こ
ほ
す
ま
て
な
く
な
み
た
か
な

な
か
ら
へ
て
君
と
ね
の
こ
は
い
さ
し
ら
す

よ
ひ
ー
〔
類
〕
宵
み
や
こ
に
い
つ
る
1
〔
類
〕
都
に
出
る

ふ
け
て
－
〔
類
〕
更
て
み
る
1
〔
尊
〕
〔
類
〕
見
る
や
ま
さ
き
1
〔
類
〕
山
崎

見
わ
た
せ
は
1
〔
尊
〕
み
わ
た
せ
は
〔
類
〕
見
渡
は
　
田
の
も
ー
〔
類
〕
田
面

い
つ
る
1
〔
類
〕
出
る
　
っ
き
1
〔
類
〕
月

く
れ
1
〔
類
〕
暮

右
嵜
1
〔
類
〕
右
歌
　
あ
き
の
田
の
も
1
〔
類
〕
秋
の
た
の
も

ま
こ
と
に
－
〔
忠
〕
〔
明
〕
こ
と
に
　
事
と
－
〔
類
〕
こ
と
＼

つ
く
へ
き
に
や
1
〔
明
〕
つ
く
べ
き
や

山
さ
き
ー
〔
類
〕
山
崎
　
す
へ
り
み
ち
1
〔
類
〕
す
へ
り
道
　
あ
ふ
ら
う
り

－
〔
類
〕
油
う
り

う
ち
こ
ほ
す
－
〔
類
〕
打
こ
ほ
す
　
な
み
た
1
〔
類
〕
涙



み
っ
か
ひ
と
つ
も
せ
め
て
あ
は
㌧
や

　
左
寄
、
二
首
な
か
ら
第
三
旬
に
あ
ふ
ら
う
り
と

　
を
け
る
、
ふ
と
こ
ろ
せ
は
く
き
こ
ゆ
。
そ
の
う
へ
、
此

　
寄
の
古
事
を
思
に
も
、
山
さ
き
の
う
は
か

　
も
と
に
あ
ふ
ら
か
ひ
に
い
た
れ
は
と
こ
そ
侍
れ
、

　
そ
れ
を
い
ま
作
者
な
れ
は
、
油
う
り
と
よ
め
る
も
、

　
本
説
に
た
か
ふ
め
り
。
只
あ
ふ
ら
か
ひ
と
詠
へ
き

　
に
こ
そ
。
又
、
な
ぐ
涙
と
は
か
り
に
て
は
、
恋
の
心
う
す

く
や
。
右
は
、
と
も
に
本
説
を
い
ひ
出
て
、
も
ち
ゐ
と
い
ふ

　
字
を
ま
は
し
て
よ
め
る
、
や
さ
し
く
き
こ
ゆ
◎
勝
と
申
へ
し
。

　
　
　
◇

　
あ
ふ
ら
う
り

昨
目
か
ら
い
ま
た

山
さ
き
に
も

か
へ
ら
ぬ
。

　
も
ち
ゐ
口
り

あ
た
＼
か
な
る

も
ち
ま
い
れ
。

◇

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
）

み
つ
ー
〔
類
〕
三

古
事
　
〔
類
〕
故
事
　
思
に
も
－
〔
類
〕
思
ふ
に
も

只
1
〔
類
〕
た
＼

心
1
〔
類
〕
こ
＼
ろ

字
－
〔
忠
〕
〔
明
〕
ナ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
番

あ
ふ
ら
う
り
－
〔
白
〕
あ
ふ
ら
売
〔
忠
〕
　
あ
ふ
ら
売

昨
日
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
き
の
ふ

山
さ
き
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
山
崎
　
に
も
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
へ
も

も
ち
ゐ
□
り
－
〔
尊
〕
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
も
ち
ゐ
う
り

も
ち
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
餅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五

fig100103-4.pdf


九
六

門
語
注
】

　
　
　
　
　
　
え
　
ご
　
ま

　
◎
油
売
は
、
荏
胡
麻
か
ら
取
っ
た
点
燈
用
の
油
を
売
る
商
人
。
室
町
時
代
前
期
に
は
、
石
清
水
八
幡
宮
の
末
杜
、
離
宮
八
幡
宮
に
属
す

る
大
山
崎
油
座
が
、
京
都
に
お
け
る
油
の
専
売
権
を
有
し
、
諸
国
の
油
商
人
を
そ
の
支
配
下
に
置
い
て
い
た
が
、
応
仁
の
乱
以
降
は
、
幕

府
の
衰
退
と
戦
国
大
名
の
擾
頭
に
よ
っ
て
、
次
第
に
独
占
権
を
失
っ
た
。
当
職
人
歌
合
で
は
、
月
、
恋
の
歌
、
画
中
の
職
人
の
言
葉
、
い

ず
れ
も
山
崎
（
大
山
崎
）
の
油
売
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

　
油
売
、
餅
売
と
も
、
以
前
の
職
人
歌
合
に
は
見
え
な
い
。
油
、
餅
と
も
に
神
前
に
供
え
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
、
番
に
さ
れ
た
か
。

　
◎
よ
ひ
ご
と
に
　
油
は
夜
使
う
の
で
、
油
売
は
主
と
し
て
タ
暮
時
に
行
商
し
た
。
そ
れ
を
「
宵
ご
と
に
」
と
表
現
し
た
の
だ
が
、
判
詞

は
こ
れ
を
難
じ
て
い
る
。

　
◎
み
や
こ
に
い
づ
届
　
行
商
の
た
め
、
都
に
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
◎
ふ
け
て
の
み
み
る
や
ま
ざ
き
の
月
　
「
山
崎
」
は
、
大
山
崎
油
座
の
あ
っ
た
、
山
城
国
大
山
崎
村
（
現
京
都
府
大
山
崎
町
）
。
い
っ
も

更
け
て
か
ら
し
か
見
ら
れ
な
い
山
崎
の
月
。
都
で
油
を
売
っ
た
後
、
深
夜
に
山
崎
へ
帰
り
着
く
の
で
あ
る
。

　
◎
見
わ
た
せ
ば
秋
の
田
の
も
の
い
な
も
ち
ゐ
　
「
田
の
面
」
は
、
田
の
表
面
。
「
秋
の
田
の
面
の
稲
」
に
「
稲
餅
」
を
懸
け
る
。
そ
の

「
稲
餅
」
の
よ
う
に
、
「
大
き
に
出
づ
る
山
の
端
の
月
」
と
下
句
に
続
く
。
従
っ
て
、
「
秋
の
田
の
面
の
稲
餅
」
は
、
下
旬
の
序
詞
と
な
っ

て
い
て
、
そ
の
意
味
で
は
実
景
で
は
な
い
が
、
秋
の
稔
り
豊
か
な
田
の
稲
を
見
渡
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
。

　
◎
い
な
も
ち
ゐ
　
「
い
な
も
ち
ゐ
」
は
、
古
辞
書
に
は
、
『
撮
壌
集
』
、
『
塵
芥
』
に
、
「
餐
」
の
字
を
「
イ
ナ
モ
チ
」
と
読
み
、
『
倭
玉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ナ
毛
チ

篇
』
（
篇
目
）
に
「
餐
」
の
字
を
「
イ
ナ
モ
チ
ヒ
」
と
読
み
、
『
同
』
（
夢
梅
本
）
に
「
棄
」
の
字
を
「
稲
餅
」
と
注
す
る
。
「
餐
」
「
棄
」

は
、
『
説
文
解
字
』
に
「
餐
、
稲
餅
也
　
…
…
秦
、
餐
或
以
レ
米
」
と
あ
り
、
米
で
作
っ
た
餅
の
こ
と
。
す
な
わ
ち
「
い
な
も
ち
ひ
」
は
、

粟
餅
な
ど
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
餅
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
「
大
き
に
出
づ
る
」
と
あ
る
か
ら
、
鏡
餅
の
よ
う
な
大
き
な
餅
を
考
え

る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
「
も
ち
ひ
」
は
、
「
も
ち
い
ひ
」
の
転
化
と
見
ら
れ
、
現
代
語
の
「
も
ち
」
に
同
じ
。
古
く
は
、
た
だ
「
も
ち
」

　
　
　
　
　
と
り
も
ち

と
言
え
ば
、
鳥
魏
の
こ
と
を
指
す
か
、
ま
た
は
「
濡
」
、
す
な
わ
ち
、
モ
チ
ノ
ヨ
ネ
、
モ
チ
ア
ハ
、
モ
チ
キ
ビ
な
ど
の
汎
称
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
穀
物
か
ら
作
っ
た
食
晶
「
餅
」
は
、
「
も
ち
ひ
」
と
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
、
「
も
ち
ひ
」
は
、
鎌
倉
画
南
北
朝
期
か
ら
第
三
音
節



を
脱
し
て
、
「
も
ち
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
降
両
形
が
併
存
し
た
が
、
江
戸
時
代
以
降
は
、
「
も
ち
」
が
一
般
化
し
て
、
現
代

に
至
っ
た
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
音
物
語
集
　
一
』
補
注
二
九
一
、
お
よ
び
、
小
林
　
隆
『
”
も
ち
（
餅
）
〃
と
”
と
り
も
ち
（
鳥

鶏
）
〃
の
語
史
』
〈
「
文
芸
研
究
」
9
4
〉
）
。
当
職
人
歌
合
で
は
、
職
人
名
が
「
も
ち
ゐ
う
り
」
と
さ
れ
る
他
、
歌
の
中
に
「
い
な
も
ち
ゐ
」

（
本
項
）
と
あ
り
、
判
詞
も
す
べ
て
「
も
ち
ゐ
」
で
あ
る
が
、
画
中
の
餅
売
の
言
葉
で
は
、
「
あ
た
＼
か
な
る
も
ち
ま
い
れ
」
と
、
「
も
ち
」

が
使
わ
れ
て
い
る
。
「
も
ち
ひ
」
が
古
風
で
雅
語
的
な
言
葉
、
「
も
ち
」
が
当
世
風
で
俗
語
的
な
言
葉
、
と
い
う
対
立
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。　

◎
お
ほ
き
に
い
づ
る
山
の
は
の
つ
き
　
稲
餅
の
よ
う
に
、
大
き
く
（
か
つ
、
ま
ん
丸
く
）
出
る
山
際
の
月
。
月
を
餅
に
警
え
る
手
法
は

一
般
的
。

　
◎
く
れ
ご
と
に
と
こ
そ
い
ふ
べ
け
れ
　
「
宵
」
は
、
目
が
暮
れ
た
後
の
時
問
。
夜
の
早
い
頃
。
そ
れ
で
は
油
を
売
る
に
は
遅
す
ぎ
る
の

で
、
「
暮
ご
と
に
」
と
い
う
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
◎
ま
こ
と
に
さ
る
事
と
き
こ
ゆ
　
「
ま
こ
と
に
」
は
、
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
は
「
こ
と
に
」
と
あ
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に

も
っ
と
も
だ
と
納
得
で
き
る
。
具
体
的
に
ど
の
点
を
指
し
て
そ
う
言
っ
て
い
る
の
か
は
、
分
か
り
に
く
い
。

　
◎
も
ち
ゐ
に
つ
く
べ
き
に
や
　
「
付
く
」
は
、
味
方
す
る
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
「
い
な
も
ち
ゐ
」
の
歌
を
勝
と
認
め
る
こ
と
。
そ
れ

を
餅
の
縁
語
で
あ
る
「
付
く
」
（
「
く
っ
付
く
」
の
「
付
く
」
、
あ
る
い
は
「
揚
く
」
か
）
と
い
う
語
を
あ
え
て
用
い
て
、
酒
落
て
言
っ
た

も
の
。
こ
の
よ
う
に
、
歌
の
内
容
に
関
係
の
あ
蚕
言
葉
で
も
っ
て
判
を
下
す
こ
と
は
、
正
統
の
歌
合
で
も
ま
ま
用
い
ら
れ
る
戯
法
。
な

お
、
『
餅
酒
歌
合
』
一
番
判
詞
に
も
、
「
一
番
の
左
に
て
侍
れ
ば
、
も
ち
ひ
に
ぞ
付
き
侍
ら
め
」
と
あ
り
、
当
歌
合
は
こ
れ
を
真
似
た
可
能

性
も
あ
る
。

　
◎
す
べ
り
み
ち
よ
く
滑
る
道
。
山
崎
付
近
は
道
が
悪
く
、
滑
り
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
山
崎
に
こ
う
い
う
名
で
呼

ば
れ
た
道
が
、
実
際
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
滑
る
」
は
、
油
の
縁
語
。

　
◎
う
ち
こ
ぼ
す
ま
で
な
く
な
み
だ
か
な
　
油
を
「
零
す
」
と
涙
を
「
零
す
」
と
を
懸
け
る
。
こ
の
歌
を
普
通
に
読
め
ば
、
油
を
零
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

て
、
そ
れ
が
悲
し
く
て
涙
を
零
す
の
だ
、
と
取
れ
る
が
、
恋
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
道
で
滑
っ
て
油
を
こ
ぼ
す
よ
う
に
、
恋
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九
八

ゆ
え
に
涙
を
零
す
の
だ
、
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
判
詞
に
も
言
う
と
お
り
、
た
だ
「
う
ち
こ
ぼ
す
ま
で
泣
く
涙
」
と
い

う
だ
け
で
、
恋
ゆ
え
の
涙
と
取
ら
せ
る
の
は
、
か
な
り
無
理
が
あ
る
。

　
◎
な
が
ら
へ
て
　
生
き
永
ら
え
て
。
実
は
、
苦
し
い
恋
の
た
め
に
今
に
も
死
に
そ
う
だ
、
と
の
含
み
が
あ
る
。

　
◎
君
と
ね
の
こ
は
い
さ
し
ら
ず
　
あ
な
た
と
結
婚
し
て
共
寝
す
る
こ
と
は
（
と
て
も
不
可
能
だ
ろ
う
か
ら
）
と
も
か
く
と
し
て
。
「
君

　
　
　
　
　
ね
　
　
　
｝
」

と
寝
」
に
「
子
の
子
」
を
懸
け
る
。
「
子
の
子
」
は
、
「
子
の
子
餅
」
で
、
『
源
氏
物
語
』
か
ら
出
た
言
葉
。
葵
の
巻
に
、
「
そ
の
夜
さ
り
、

亥
の
子
餅
参
ら
せ
た
り
。
か
か
る
御
思
ひ
（
葵
の
上
の
喪
中
）
の
ほ
ど
な
れ
ば
、
こ
と
ご
と
し
き
さ
ま
に
は
あ
ら
で
、
こ
な
た
（
紫
の

上
）
ば
か
り
に
、
を
か
し
げ
な
る
檜
破
籠
な
ど
ば
か
り
を
、
色
々
に
て
参
れ
る
を
見
給
ひ
て
、
君
、
南
の
方
に
出
で
給
ひ
て
、
惟
光
を
召

し
て
、
『
こ
の
餅
、
か
う
数
々
に
所
せ
き
さ
ま
に
は
あ
ら
で
、
明
目
の
暮
に
参
ら
せ
よ
。
今
目
は
い
ま
い
ま
し
き
目
な
り
け
り
』
と
ほ
ほ

ゑ
み
て
宣
ふ
御
気
色
を
、
心
と
き
者
に
て
、
ふ
と
思
ひ
寄
り
ぬ
。
惟
光
、
確
か
に
も
承
ら
で
、
『
げ
に
愛
敬
の
始
め
は
、
目
選
り
し
て
聞

こ
し
召
す
べ
き
こ
と
に
こ
そ
。
さ
て
も
子
の
子
は
い
く
っ
か
仕
う
ま
っ
ら
す
べ
う
侍
ら
む
』
と
、
ま
め
だ
ち
て
申
せ
ば
、
『
三
っ
が
一
っ

に
て
も
あ
ら
む
か
し
』
と
宣
ふ
に
、
心
得
は
て
て
立
ち
ぬ
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
亥
の
子
餅
（
十
月
初
め
の
亥
の
目
に
、
万
病
を
防
ぐ

た
め
に
食
べ
る
餅
）
を
も
じ
っ
て
、
そ
の
翌
日
（
子
の
日
）
、
源
氏
と
紫
の
上
に
出
さ
れ
る
三
目
夜
の
餅
（
新
婚
三
日
目
の
夜
に
食
ぺ
る

餅
）
を
戯
れ
て
呼
ん
だ
言
葉
。
結
婚
を
暗
示
す
る
。
従
っ
て
、
「
君
と
ね
の
子
」
は
、
単
に
、
君
と
共
寝
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
結

婚
に
至
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
な
お
、
こ
の
『
源
氏
物
語
』
の
故
事
も
、
『
餅
酒
歌
合
』
に
引
か
れ
て
い
る
。

　
◎
み
つ
が
ひ
と
つ
も
せ
め
て
あ
は
苫
や
　
三
っ
に
一
つ
。
ま
た
、
三
分
の
一
。
三
度
に
一
度
ぐ
ら
い
は
、
せ
め
て
逢
い
た
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
前
項
の
『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
「
三
つ
が
一
つ
」
を
引
く
（
た
だ
し
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
三
つ
が
一
つ
」
に
つ
い
て
は
、

「
四
」
を
娩
曲
に
表
現
し
た
の
だ
、
と
の
説
も
あ
る
）
。
『
源
氏
物
語
』
の
「
三
つ
が
一
つ
」
は
、
古
来
、
源
氏
物
語
秘
伝
の
一
つ
と
し
て

注
目
さ
れ
て
来
た
言
葉
。
餅
と
関
連
づ
げ
て
、
『
職
人
尽
発
旬
合
』
餅
司
の
言
葉
に
も
「
三
つ
が
一
つ
」
の
語
が
用
い
ら
れ
、
『
徳
和
歌
後

万
載
集
』
巻
十
三
に
も
、
「
…
…
亥
の
子
と
て
　
配
れ
る
重
の
　
内
輪
同
士
　
う
な
ひ
子
供
が
　
餅
配
り
　
子
の
子
は
三
が
　
一
の
さ
ま

…
…
」
と
い
う
長
歌
が
見
え
る
。

　
◎
左
嵜
、
二
首
な
が
ら
第
三
句
に
あ
ぷ
ら
う
り
と
を
け
る
、
ふ
と
こ
ろ
せ
ぱ
く
き
こ
ゆ
　
左
歌
に
っ
い
て
は
、
先
の
月
の
歌
も
こ
の
恋



の
歌
も
、
第
三
句
に
「
あ
ぷ
ら
う
り
」
と
置
い
た
点
が
、
才
知
に
欠
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
懐
狭
し
」
に
っ
い
て
は
、
第
五
番
語
注

参
照
。

　
◎
古
事
　
故
事
。
こ
れ
が
何
を
指
す
か
は
未
考
。
歌
お
よ
び
判
詞
か
ら
推
せ
ば
、
山
崎
の
姥
の
所
へ
油
を
買
い
に
行
っ
た
が
、
帰
り
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
滑
っ
て
油
を
零
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
話
で
あ
ろ
う
。
「
此
寄
の
古
事
を
思
に
も
：
：
：
と
こ
そ
侍
れ
」
と
い
う
語
調
か
ら
す
れ
ば
、
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

う
と
こ
ろ
の
「
古
事
」
を
字
旬
ど
お
り
引
用
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
「
…
…
油
買
ひ
に
行
た
れ
ば
」
と
、
砕
け
た
調
子
に

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
「
古
事
」
は
、
俗
謡
な
ど
の
類
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、
俗
謡
の
類
に
つ
い
て
「
古

事
」
と
か
、
次
に
見
え
る
よ
う
に
「
本
説
」
と
埜
言
い
う
る
か
ど
う
か
。
『
嬉
遊
笑
覧
』
巻
九
は
、
「
今
、
童
の
月
を
見
て
『
お
月
さ
ま
い

く
っ
云
々
、
お
ま
ん
ど
こ
へ
行
た
油
買
ひ
に
茶
買
ひ
に
』
と
戯
れ
唱
ふ
る
こ
と
あ
り
。
そ
の
義
、
弁
へ
が
た
し
。
た
だ
し
『
油
買
へ
に
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ぼ

云
々
い
へ
る
は
、
こ
れ
も
も
と
物
語
に
て
あ
り
し
に
や
と
思
し
」
と
し
、
当
職
人
歌
合
を
引
い
て
、
「
こ
の
こ
と
、
未
だ
考
へ
ざ
れ
ど
も
、

さ
る
物
語
よ
り
児
戯
は
出
た
る
か
」
と
す
る
。
『
嬉
遊
笑
覧
』
に
引
く
こ
の
童
謡
は
、
例
え
ば
、
「
お
月
さ
ま
い
く
っ
、
十
三
七
っ
、
ま
だ

年
あ
若
い
、
ね
ん
ね
こ
ち
ゃ
ん
生
ん
で
、
講
に
抱
か
し
ょ
、
お
ま
ん
に
抱
か
し
ょ
、
お
ま
ん
は
ど
こ
へ
行
っ
た
、
油
買
い
に
茶
買
い
に
、

油
屋
の
前
に
氷
張
っ
て
、
滑
っ
て
転
ん
で
、
油
い
っ
ば
い
か
や
い
た
、
そ
の
油
ど
う
し
た
、
次
郎
の
犬
と
太
郎
の
犬
と
、
み
ん
な
な
め
て

し
ま
っ
た
、
…
－
」
（
和
歌
山
県
の
童
謡
、
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』
二
、
天
体
気
象
）
と
い
う
形
で
、
全
国
各
地
に
残
っ
て
い
る
。
な

お
、
山
城
国
伏
見
（
現
京
都
市
伏
見
区
）
、
油
懸
山
西
岸
寺
（
天
正
十
八
年
創
建
）
の
油
懸
地
蔵
の
由
来
に
つ
い
て
、
『
拾
遺
都
名
所
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ぷ
ら

絵
』
巻
四
は
、
「
い
に
し
へ
よ
り
、
祈
願
あ
る
者
、
燈
油
を
こ
の
像
に
灌
ぐ
と
き
は
た
ち
ま
ち
所
願
満
足
せ
り
。
昔
山
崎
に
住
ま
ゐ
す
る

　
あ
き
ん
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
げ

油
商
人
あ
り
。
あ
る
時
油
を
糖
う
て
こ
の
門
前
を
過
ぐ
る
に
、
た
ち
ま
ち
転
び
て
油
を
流
す
。
周
章
し
て
擦
桶
を
見
れ
ば
、
余
残
い
く
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
い

く
も
な
し
。
た
だ
花
然
と
し
て
立
ち
居
た
り
。
し
ば
ら
く
し
て
っ
く
づ
く
思
ふ
や
う
は
、
こ
れ
命
な
り
。
も
し
し
か
ら
ず
ん
ば
災
害
あ
ら

ん
、
帰
り
去
ら
ん
に
は
し
か
ず
と
て
、
残
る
と
こ
ろ
の
油
を
も
っ
て
、
こ
の
石
仏
に
灌
い
で
、
一
念
の
残
執
な
く
帰
り
た
り
。
そ
れ
よ
り

幸
ひ
目
々
に
栄
え
て
、
大
福
長
者
と
な
り
ぬ
。
こ
れ
よ
り
世
に
伝
へ
て
、
願
望
あ
る
輩
は
、
油
を
懸
け
て
諸
願
を
祈
る
に
、
今
な
を
霊
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
　
　
、

新
な
り
」
と
記
す
。
こ
れ
と
同
様
の
伝
説
が
当
時
あ
っ
て
、
作
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
あ
ぷ
ら
う
り
」
の
歌
を
詠
ん
だ
の
か
も
知
れ
な

い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
判
者
は
誤
解
し
た
こ
と
に
な
る
が
（
次
項
参
照
）
。

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
）
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一
〇
〇

　
◎
作
者
な
れ
ば
、
油
う
り
と
よ
め
る
も
、
本
説
に
た
が
ふ
め
り
　
「
本
説
」
は
、
和
歌
や
連
歌
の
典
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
、
著
名
な

物
語
、
詩
、
．
故
事
な
ど
。
本
歌
取
り
の
本
歌
に
あ
た
る
。
油
を
買
い
に
行
っ
た
古
事
を
本
説
に
用
い
な
が
ら
、
作
者
が
油
売
だ
か
ら
「
油

う
り
」
と
詠
ん
だ
が
、
そ
れ
は
本
説
の
い
う
と
こ
ろ
に
反
す
る
よ
う
だ
。

　
◎
な
く
涙
と
ば
か
り
に
て
は
、
恋
の
心
う
す
く
や
　
「
泣
く
涙
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
何
ゆ
え
の
涙
か
分
か
ら
ず
、
恋
の
歌
と
し
て
の

内
容
が
不
十
分
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
◎
と
も
に
本
説
を
い
ひ
出
て
　
左
歌
と
同
じ
く
、
本
説
を
持
ち
だ
し
て
。
こ
の
本
説
は
、
前
述
の
『
源
氏
物
語
』
葵
の
巻
の
一
節
を
指

す
。

　
◎
も
ち
ゐ
と
い
ふ
字
を
ま
は
し
て
よ
め
る
　
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
は
、
「
字
」
を
脱
す
。
そ
れ
で
も
意
味
は
通
じ
る
が
、
誤
脱
で
あ
ろ

う
。
「
字
」
は
言
葉
の
意
。
「
回
す
」
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
、
「
大
方
、
歌
を
詠
ま
む
に
は
、
題
を
よ
く
心
得
べ
き
な
り
。
…
…
詠
む
べ
き

文
字
、
必
ず
し
も
詠
ま
ざ
る
文
字
、
回
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
、
支
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
あ
る
こ
と
を
、
よ
く
心
得
べ
き
な

り
。
心
を
回
し
て
詠
む
べ
き
文
字
を
あ
ら
は
に
詠
み
た
る
も
わ
ろ
し
。
た
だ
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
を
回
し
て
詠
み
た
る
も
、
砕
け
て

わ
ろ
し
」
と
あ
る
ご
と
く
、
直
接
そ
の
言
葉
を
用
い
ず
、
遠
回
し
に
表
現
す
る
こ
と
。
こ
こ
は
、
「
も
ち
ゐ
」
と
い
う
言
葉
を
避
け
て
、

「
ね
の
こ
」
「
み
つ
が
ひ
と
つ
」
と
い
う
言
葉
で
餅
を
匂
わ
し
た
と
こ
ろ
が
、
露
骨
で
な
く
て
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
◎
昨
日
か
ら
い
ま
だ
山
ざ
き
に
も
か
へ
ら
ぬ
　
「
山
ざ
き
に
も
」
の
「
に
も
」
は
、
白
石
本
、
忠
寄
本
、
類
従
本
は
、
「
へ
も
」
。
夜
遅

－
く
な
っ
て
山
崎
へ
帰
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
油
売
が
夕
暮
時
の
行
商
人
で
あ
る
こ
と
を
、
巧
み
に
表
し
て
い
る
。
油
売
の
独
り
言
と

も
、
右
の
餅
売
に
向
か
っ
て
言
っ
な
言
葉
と
も
取
れ
る
。

　
◎
あ
た
た
か
な
る
も
ち
ま
い
れ
　
前
項
同
様
、
一
般
の
客
に
向
か
っ
て
言
っ
た
と
も
、
左
の
油
売
に
応
じ
た
と
も
取
れ
る
。

丙
絵
】

　
油
売
は
折
烏
帽
子
、
直
垂
袴
姿
で
草
軽
履
き
。
腰
に
腰
刀
を
差
し
、
火
打
袋
を
提
げ
、
左
手
に
柄
杓
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
白
石

本
、
忠
寄
本
に
は
、
柄
杓
は
描
か
な
い
。
前
に
枕
を
通
し
た
曲
物
の
油
桶
二
つ
。
向
こ
う
側
の
桶
に
は
柄
杓
を
二
本
載
せ
て
い
る
。
右
手

の
持
ち
物
に
つ
い
て
は
、
小
学
館
『
目
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
あ
ぷ
ら
う
り
」
の
項
は
、
当
職
人
歌
合
の
絵
を
載
せ
、
「
油
の
つ
い
た
手



　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
ふ
く
打
ち
わ
ら
を
持
ち
歩
き
…
…
」
と
し
、
鎗
木
巣
三
氏
編
『
日
本
職
人
辞
典
』
は
、
「
恐
ら
く
、
こ
れ
を
揺
り
動
か
し
て
音
を
立
て
、

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

客
寄
せ
に
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
が
、
い
ず
れ
も
納
得
し
が
た
い
い
『
法
然
上
人
絵
伝
』
（
四
十
八
巻
絵
伝
）
巻
三
十
三
、
安
楽
坊

処
刑
の
場
に
詰
め
か
け
た
群
衆
の
中
に
、
曲
物
桶
二
つ
を
枕
で
担
っ
た
男
が
描
か
れ
て
い
る
。
後
ろ
の
桶
の
上
に
柄
杓
を
載
せ
て
い
て
、

こ
れ
も
油
売
か
と
恩
わ
れ
る
が
、
後
肩
に
、
当
職
人
歌
合
の
油
売
の
持
ち
物
に
似
た
物
が
見
え
る
。
『
新
版
絵
巻
物
に
よ
る
目
本
常
民
生
活

絵
引
』
は
、
こ
れ
を
帯
と
見
る
が
、
行
商
人
が
帯
を
持
ち
歩
く
は
ず
も
な
く
、
形
か
ら
し
て
も
不
自
然
で
、
宮
本
常
一
氏
の
蓑
帽
子
と
さ

れ
る
（
「
法
然
上
人
絵
伝
に
見
え
る
世
相
」
〈
新
修
目
本
絵
巻
物
全
集
1
4
『
法
然
上
人
絵
伝
』
所
収
v
）
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
い

三
十
五
、
讃
岐
国
生
福
寺
で
法
然
の
説
法
を
聴
聞
し
に
集
ま
っ
た
民
衆
の
中
に
、
枕
を
通
し
た
行
器
を
前
に
置
い
て
腰
を
下
ろ
し
た
男
が

い
る
が
、
こ
の
男
は
、
た
ま
た
ま
当
職
人
歌
合
の
油
売
と
全
く
同
じ
持
ち
方
で
、
蓑
帽
子
を
手
に
し
て
い
る
。
同
絵
伝
に
は
、
以
上
の
他

に
も
、
蓑
帽
子
を
被
っ
た
者
が
少
な
か
ら
ず
描
か
れ
て
い
て
（
巻
四
、
巻
三
十
四
、
巻
三
十
五
、
巻
三
十
八
、
巻
三
十
九
）
、
こ
れ
ら
の

帽
子
の
描
き
方
は
い
ず
れ
も
、
当
職
人
歌
合
の
絵
と
酷
似
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
当
職
人
歌
合
の
油
売
の
持
ち
物
も
、
蓑
帽

子
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
蓑
帽
子
は
、
狩
人
の
よ
く
被
る
帽
子
で
あ
る
（
二
遍
聖
絵
』
に
多
く
見
え
る
）
が
、
お
そ
ら
く
、
山
中

な
ど
を
行
く
の
に
適
し
、
山
崎
の
油
売
の
典
型
的
な
被
り
物
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
餅
売
は
、
頭
巾
、
鉢
巻
を
し
、
小
袖
を
着
て
い
る
。
前
の
四
角
い
箱
（
蒸
籠
か
）
に
は
白
い
餅
、
横
の
曲
物
に
は
、
赤
い
斑
の
あ
る
餅

が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
萩
餅
の
類
で
で
も
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
白
石
本
は
、
曲
物
の
中
身
を
描
き
落
と
し
、
類
従
本
は
、
餅
の

斑
点
は
描
か
な
い
。

前
稿
訂
正

　
　
　
前
稿
「
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
一
）
」
の
中
、
第
一
番
語
注
「
め
さ
れ
侯
」
の
項
（
七
二
頁
）
の
一
行
目
と
七
行
目

　
　
　
　
　
、

　
　
の
「
さ
ふ
ら
ふ
」
は
、
橋
本
進
吉
氏
「
『
さ
ふ
ら
ふ
』
か
『
さ
う
ら
ふ
』
か
」
（
安
藤
教
授
還
暦
祝
賀
記
念
論
文
集
）
の
説
に
従
っ

　
　
　
　
　
、

　
　
て
、
「
さ
う
ら
ふ
」
に
訂
正
す
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
鈴
木
博
氏
の
御
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

　
　
　
第
三
番
本
文
（
八
七
頁
）
の
「
と
ひ
申
さ
ん
」
の
脚
注
に
、
「
〔
尊
〕
と
ひ
申
さ
む
」
を
補
う
。

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
稿
』
（
二
）
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