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凡
例

一
、
本
稿
に
は

『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
の
中
、

第
十
三
番
お
よ
び
第
十
四
番
の
注
解
を
収
め
た
。

丙
職
人
尽
】

　
　
〔
長
碕
一
見
職
人
一
首
〕
十
二
番
右
烏
帽
子
屋
　
き
て
見
れ
ば
烏
帽
子
桜
の
花
盛
り
左
り
折
り
に
も
折
り
て
ほ
し
さ
よ
　
：
…
右
の
下
の
七
文
字
、

　
か
た
つ
ま

　
堅
詰
つ
て
聞
こ
ゆ
。
其
の
上
、
左
り
折
り
に
も
此
判
歎
◎
判
者
は
知
ら
ぬ
也
。
か
か
る
む
つ
か
し
き
鳥
帽
子
桜
の
寄
合
、
持
に
や
も
あ
ら
ん
。
　
〔
人
倫
訓

　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
ζ
し

　
蒙
図
彙
〕
扇
折
唐
土
よ
り
始
ま
り
て
、
其
の
時
代
さ
だ
か
な
ら
ず
、
古
語
に
、
月
長
山
に
入
り
ぬ
れ
ば
扇
を
上
げ
て
こ
れ
を
教
ゆ
と
い
ふ
時
は
、
蓬
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ど
の
を
り

　
の
上
古
と
聞
え
た
り
。
都
に
お
ゐ
て
城
殿
折
是
根
本
な
り
。
城
殿
、
今
魔
司
通
の
西
に
住
す
。
畳
紙
、
此
の
家
に
作
り
名
物
と
す
。
扇
、
畳
紙
と
も
に
公

　
家
よ
り
此
の
所
に
求
め
ら
る
る
な
り
。
中
比
よ
り
五
条
の
御
影
堂
の
僧
こ
れ
を
な
す
。
女
の
業
な
り
、
扇
あ
ま
た
の
手
に
わ
た
れ
り
。
地
紙
師
、
絵
師
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
う
げ

　
骨
師
、
要
師
、
箱
指
等
、
外
に
あ
り
。
末
広
、
中
化
等
は
公
家
、
出
家
、
こ
れ
を
持
つ
。
舞
扇
は
能
大
夫
、
廷
言
師
、
こ
れ
を
持
つ
。
舞
扇
師
、
小
川
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
ぜ
ん

　
上
立
売
の
下
に
あ
り
。
近
世
、
由
禅
扇
と
て
一
風
あ
り
。
　
〔
用
明
天
王
職
人
鑑
、
職
人
づ
く
し
〕
是
ぞ
此
の
大
内
の
県
召
か
や
諸
人
に
、
司
を
給
び
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
ま
ゆ

　
れ
ぞ
れ
に
国
名
を
つ
き
し
鳥
帽
子
子
の
、
始
め
に
か
け
し
烏
帽
子
屋
が
身
を
立
烏
帽
子
諸
眉
は
、
三
大
臣
の
お
召
し
と
て
、
高
き
位
や
掛
烏
帽
子
、
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
き
ぴ
た
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い
、
り
い
ζ
ゆ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ら

　
の
か
ぷ
り
式
法
の
、
中
に
人
目
の
隙
額
風
折
烏
帽
子
、
折
々
は
、
恋
に
心
や
操
烏
帽
子
、
平
礼
小
結
梨
打
ち
や
、
烏
帽
子
屋
な
れ
ば
是
を
と
て
、
先
づ
頭

　
に
ぞ
置
か
れ
け
る
。
／
我
が
通
ひ
路
を
、
塗
り
込
め
て
、
風
を
通
さ
ぬ
壁
塗
は
か
く
と
泊
地
の
扇
屋
の
、
折
さ
へ
あ
ら
ば
、
折
を
得
て
、
互
ひ
に
見
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ざ
を
り

　
く
、
星
胃
…
…
〔
今
様
職
人
尽
百
人
一
首
〕
烏
帽
子
屋
　
こ
れ
や
こ
の
塗
る
も
た
た
き
も
風
折
は
締
め
緒
紫
あ
ふ
う
ち
の
せ
き
　
「
下
地
が
も
ふ
出
来
た

　
ぞ
」
「
蟻
色
に
塗
り
や
れ
」
「
漆
が
走
ら
ぬ
」
「
渋
塗
り
は
半
兵
へ
が
し
か
け
る
か
」
　
〔
彩
画
職
人
部
類
〕
扇
　
事
物
起
源
云
、
黄
帝
内
伝
、
．
、
有
二
五
－
明
－
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．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
は
ふ
り

扇
ノ
之
起
↓
。
今
以
招
コ
涼
風
↓
者
、
周
ノ
武
王
所
レ
作
玉
フ
也
。
其
晶
数
多
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
就
中
、
神
功
皇
后
三
韓
を
責
め
た
ま
ふ
時
、
煽
蝿
の
羽
を

見
て
、
は
じ
め
て
扇
を
作
ら
し
め
給
ふ
は
、
我
朝
の
濫
膓
に
し
て
、
代
々
官
家
に
檜
扇
あ
り
、
光
源
氏
、
五
条
あ
た
り
の
タ
顔
も
、
惟
光
が
扇
あ
へ
ぬ
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ふ
な

と
な
せ
り
。
班
女
が
閨
の
か
こ
ち
草
、
や
ん
ご
と
な
き
恋
路
に
も
都
し
の
ぷ
ほ
ど
の
ゆ
か
し
さ
、
涼
風
は
勿
論
に
し
て
、
男
女
の
中
に
も
わ
り
な
き
姿
な

ら
ず
や
。
　
〔
職
人
尽
発
旬
合
〕
左
扇
子
折
春
の
日
や
箔
の
扇
の
松
に
鶴
春
の
日
の
う
ら
ら
か
な
る
を
、
箔
の
光
に
か
け
合
は
せ
、
大
木
の
松
の
絵

様
も
め
で
た
く
調
へ
し
は
、
■
し
ま
り
よ
き
仕
立
な
る
欺
。
「
貴
嶺
扇
は
承
安
の
昔
よ
り
伝
へ
て
、
古
く
名
の
聞
え
侯
ふ
」
右
烏
帽
子
折
春
風
に
心

引
き
立
つ
烏
帽
子
か
な
　
烏
帽
子
折
が
心
引
き
立
つ
と
言
ひ
し
言
葉
の
軽
忽
に
て
、
味
は
ひ
も
な
け
れ
ば
、
左
為
勝
。
「
昔
は
馬
方
、
船
頭
も
烏
帽
子
引

き
入
れ
侯
ふ
も
の
を
」
　
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
扇
師
・
同
扇
師
も
空
を
あ
ふ
ぎ
つ
郭
公
後
藤
兵
衛
が
細
工
な
ら
ね
ど
　
手
す
さ
み
に
折
る
や
扇
の
観
世
水

横
に
流
る
る
山
郭
公
　
左
、
此
の
故
事
お
の
れ
も
よ
く
覚
え
侍
ら
ね
ど
、
源
平
盛
衰
記
に
や
侍
り
け
ん
、
重
衡
卿
の
扇
に
郭
公
か
き
た
る
を
、
後
藤
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
ご
と

折
り
て
奉
る
と
て
、
誤
り
て
郭
公
の
羽
を
断
ち
切
り
て
、
勘
当
蒙
り
し
事
あ
り
。
此
の
題
に
は
よ
く
適
ひ
た
る
古
事
に
や
。
二
の
旬
、
後
藤
が
嘆
き
た
る

様
を
思
へ
る
な
る
べ
し
。
右
、
横
に
流
る
る
な
ど
お
か
し
き
中
に
、
初
五
文
字
の
て
す
さ
み
と
い
ふ
詞
、
い
か
が
あ
ら
ん
。
て
す
さ
み
は
、
つ
れ
づ
れ
な

る
人
の
ま
さ
ぐ
り
物
に
す
る
事
に
て
、
な
り
は
ひ
の
上
に
は
っ
き
な
き
や
う
に
思
は
る
。
左
勝
ち
て
侍
る
べ
し
。
／
　
烏
帽
子
折
・
扇
師
　
挑
へ
に
見

え
し
烏
帽
子
の
折
も
よ
く
頭
の
上
に
鳴
く
時
鳥
初
声
に
空
を
あ
ふ
ぎ
の
折
も
よ
く
か
な
め
と
聞
き
し
山
郭
公
　
左
、
三
四
の
句
、
お
か
し
く
続
け
ら
れ

た
り
。
右
、
か
な
め
と
申
す
詞
、
か
ひ
が
ひ
し
げ
に
も
覚
え
侍
ら
ず
。
左
勝
と
申
す
べ
し
。
．
／
烏
帽
子
折
郭
公
今
や
古
音
を
立
烏
帽
子
折
り
え
て

耳
に
と
ま
り
鳴
く
ら
ん
　
左
、
烏
帽
子
は
耳
元
ま
で
差
し
入
る
れ
ば
、
耳
に
と
ま
り
て
と
続
け
ら
れ
し
、
興
あ
り
。
立
烏
帽
子
、
秀
旬
よ
ろ
し
。
…
…
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぷ
り

以
左
為
勝
、
／
　
烏
帽
子
折
　
あ
ふ
む
け
ば
烏
帽
子
は
落
ち
て
沓
手
鳥
頭
の
上
に
折
々
ぞ
聞
く
　
左
、
一
首
の
姿
よ
ろ
し
。
右
、
：
…
・
勝
の
字
を
加
へ
侍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ど
②

り
つ
。
／
扇
折
郭
公
鳴
き
て
城
殿
の
扇
売
空
を
あ
ふ
ひ
で
折
々
に
聞
く
　
…
…
右
、
詞
続
き
お
か
し
く
、
続
け
が
ら
優
に
聞
こ
ゆ
め
れ
ば
、
勝
と
定
む

べ
く
や
。
／
　
烏
帽
子
折
・
扇
折
沓
と
い
ふ
名
を
な
答
め
そ
烏
帽
子
折
山
郭
公
頂
き
に
鳴
け
　
扇
折
が
葵
折
り
込
む
折
も
よ
く
み
あ
れ
の
頃
に
聞
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
ご
と

時
鳥
左
、
沓
新
し
と
い
へ
ど
も
冠
と
せ
ず
な
ど
い
へ
る
古
言
を
下
に
思
ひ
た
る
に
や
。
お
も
し
ろ
く
聞
こ
え
侍
り
。
右
、
近
き
世
に
さ
る
扇
ど
も
の
見

ゆ
め
る
を
、
折
か
ら
の
み
あ
れ
を
も
て
続
け
ら
れ
し
、
よ
ろ
し
。
勝
負
分
別
し
が
た
し
。
／
烏
帽
子
折
・
扇
折
　
；
戸
は
左
よ
右
と
烏
帽
子
折
心
を

操
ま
す
初
郭
公
、
扇
折
折
も
折
か
ら
す
ぎ
は
ひ
も
畳
み
か
け
て
ぞ
聞
く
時
鳥
左
右
と
も
に
お
か
し
く
思
ひ
寄
せ
ら
れ
た
り
。
是
も
持
に
て
侍
る
べ
し
。

〔
略
画
職
人
尽
〕
比
叡
お
ろ
し
加
茂
の
川
浪
畳
み
置
き
て
風
は
心
に
ま
か
す
扇
屋
　
〔
宝
船
桂
帆
柱
〕
扇
折
職
金
持
と
な
る
を
肝
心
要
に
て
骨
を
折
人
の

ひ
さ
ぐ
扇
屋
　
〕
扇
屋
人
の
に
は
か
ぐ
ら
も
悪
ひ
て
ん
が
う
じ
や
」

門
本
文
】

　
十
三
番

　
夜
や
ふ
か
き
月
の
ひ
か
り
も
さ
ひ
ゑ
ほ
し

　
　
　
　
　
　
　
あ
嵩

夜
や
ふ
か
き
1
〔
明
〕
秋
や
ふ
か
き
〔
類
〕
秋
や
深
き

さ
ひ
ゑ
ほ
し
…
〔
類
〕
さ
ひ
え
ほ
し

ひ
か
り
1
〔
類
〕
光



か
し
ら
の
う
へ
に
影
の
な
り
ぬ
る

秋
さ
む
き
ね
や
の
あ
ふ
き
の
風
た
え
て

雲
の
お
り
め
の
っ
き
そ
か
く
る
㌧

　
左
寄
は
停
午
の
月
を
よ
め
る
か
。
右
は
、
雲
の

お
り
め
、
こ
と
く
し
く
き
こ
ゆ
れ
と
も
、
今
す

　
こ
し
ま
さ
る
に
こ
そ
。

い
か
に
せ
む
し
な
れ
ぬ
恋
の
や
せ
や
ま
ひ

む
く
の
み
色
に
身
は
な
り
に
け
り

ほ
ね
こ
は
き
あ
ふ
き
の
紙
の
う
す
そ
く
い

お
も
ひ
も
つ
か
ぬ
人
に
こ
ひ
つ
ミ

　
左
、
恋
に
や
せ
く
ろ
む
こ
と
、
本
説
な
き
に
あ
ら
す
。

　
ゑ
ほ
し
の
む
く
の
み
色
、
よ
く
思
よ
せ
た
る
に
や
。

　
右
は
、
道
理
は
た
ち
て
き
こ
ゆ
れ
と
、
五
文
字
、

　
ま
こ
と
に
こ
は
く
侍
り
。
左
勝
へ
く
や
。

　
　
◇
　
　
　
　
　
◇

　
ゑ
ほ
し
お
り

今
時
の
御

ゑ
ほ
し
は
、
ち
と

そ
り
て
仕
侯
。
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か
し
ら
の
う
へ
ー
〔
類
〕
頭
の
上
　
な
り
ぬ
る
1
〔
類
〕
成
ぬ
る

秋
さ
む
き
ー
〔
尊
〕
妖
さ
む
き
〔
類
〕
妖
寒
き
　
あ
ふ
き
1
〔
類
〕
扇
　
た
え

て
1
〔
類
〕
絶
て

お
り
め
－
〔
類
〕
折
め
　
っ
き
－
〔
類
〕
月
　
か
く
る
＼
1
〔
忠
〕
〔
類
〕
か
く

る
ミ

左
寄
－
〔
類
〕
左
歌

き
こ
。
ゆ
れ
と
も
1
〔
類
〕
聞
ゆ
れ
と
も
　
す
こ
し
－
〔
類
〕
少
し

い
か
に
せ
む
ー
〔
類
〕
い
か
に
せ
ん
　
や
せ
や
ま
ひ
1
〔
類
〕
痩
や
ま
ひ

な
り
に
け
り
ー
〔
類
〕
成
に
け
り

ほ
ね
1
〔
類
〕
骨
　
あ
ふ
き
1
〔
類
〕
扇
　
う
す
そ
く
い
1
〔
明
〕
う
す
ぞ
く

ひ
〔
類
〕
薄
そ
く
い

お
も
ひ
も
1
〔
類
〕
思
ひ
も
　
こ
ひ
つ
く
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
こ
ひ
つ
＼
〔
類
〕
恋

つ
＼

や
せ
く
ろ
む
1
〔
類
〕
痩
く
ろ
む

ゑ
ほ
し
1
〔
類
〕
烏
帽
子
　
よ
く
思
よ
せ
た
る
－
〔
類
〕
能
思
寄
た
る

た
ち
て
き
こ
ゆ
れ
と
ー
〔
類
〕
立
て
聞
ゆ
れ
と

ま
こ
と
に
ー
〔
類
〕
誠
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
ほ
　
し
お
り

ゑ
ほ
し
お
り
ー
〔
白
〕
烏
帽
子
折
〔
忠
〕
±
二
番
烏
帽
子
折
〔
類
〕
え
ほ
し
折

　
　
　
　
　
ト
キ

今
時
1
〔
白
〕
今
尋
〔
忠
〕
今
專
　
御
ゑ
ほ
し
ー
〔
類
〕
御
え
ほ
し

仕
1
〔
類
〕
ナ
シ

二
五



二
六

　
あ
ふ
き
う
り

あ
ふ
き
は
侯
。

み
な
一
ほ
ん

あ
ふ
き
に
て
侯
。

あ
ふ
き
う
り
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
扇
子
売
〔
類
〕
扇
う
り

一
ほ
ん
あ
ふ
き
1
〔
白
〕
一
杢
扇
子
〔
類
〕
一
ほ
ん
扇

丙
語
注
邊

　
◎
烏
帽
子
は
黒
の
布
需
ま
た
は
紙
製
の
帽
子
で
、
古
く
は
貴
賎
を
問
わ
ず
成
人
男
子
が
用
い
た
が
、
十
五
世
紀
以
来
は
特
殊
の
儀
礼
用

と
な
り
、
一
般
の
着
用
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
（
国
吏
大
辞
典
「
烏
帽
子
」
の
項
）
。
材
料
を
折
り
曲
げ
て
作
る
こ
と
か
ら
、
烏
帽
子
を

作
る
職
人
を
烏
帽
子
折
と
言
う
。

　
『
師
守
記
』
貞
治
三
年
二
月
一
目
条
に
口
才
尼
と
い
う
扇
商
人
の
名
が
見
え
、
古
く
か
ら
女
性
が
扇
の
製
作
販
売
に
従
事
し
て
い
た
こ

と
が
推
定
さ
れ
る
。
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
に
「
女
の
業
な
り
」
と
言
う
ご
と
く
、
町
田
本
、
舟
木
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
や
、
喜
多
院

本
以
下
の
『
職
人
尽
絵
屏
風
』
な
ど
、
近
世
の
風
俗
図
で
も
、
扇
職
人
は
ほ
と
ん
ど
女
性
。

　
扇
は
招
涼
の
具
で
あ
る
と
同
時
に
、
装
身
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
、
扇
売
が
烏
帽
子
折
と
番
い
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、

fig130002-1.pdf


　
烏
帽
子
折
、
扇
売
と
も
に
、
職
人
歌
合
に
初
出
。
た
だ
し
、
十
二
番
本
『
東
北
院
職
人
歌
合
』
八
番
左
、
塗
師
の
月
の
歌
は
、
「
我
が

　
　
ゑ
　
ぽ
う
し

宿
の
烏
帽
子
絹
を
い
か
に
せ
ん
」
と
、
烏
帽
子
作
り
を
詠
ん
で
お
り
（
三
番
、
職
人
尽
参
照
）
、
『
貞
丈
雑
記
』
三
、
烏
帽
子
之
部
に
、

「
烏
帽
子
師
」
の
歌
と
し
て
、
こ
の
歌
を
引
い
て
い
る
。

　
◎
夜
や
ふ
か
き
　
「
夜
」
は
、
明
暦
板
本
。
類
従
本
に
は
「
秋
」
と
あ
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。

　
◎
月
の
ひ
か
り
も
さ
ひ
ゑ
ほ
し
　
月
の
光
を
「
さ
ぷ
」
と
表
現
す
る
歌
は
多
く
は
な
い
が
、
「
住
吉
の
岸
の
松
風
音
冴
え
て
さ
び
た
る

夜
半
の
月
の
影
か
な
〈
源
季
広
〉
」
（
万
代
和
歌
集
）
、
「
露
凍
る
枯
れ
野
の
原
の
霜
の
上
に
さ
び
た
る
夜
半
の
月
を
見
る
か
な
〈
忠
良
〉
」
（
正

治
初
度
百
首
）
、
「
庵
む
す
ぷ
小
野
の
篠
原
月
さ
び
て
絶
へ
ぬ
あ
ま
り
に
鹿
の
音
ぞ
す
る
〈
季
景
〉
」
（
建
仁
元
年
八
月
和
歌
所
影
供
歌
合
）

な
ど
、
鎌
倉
初
期
頃
の
例
が
あ
る
。
職
人
歌
合
で
は
、
五
番
本
『
東
北
院
職
人
歌
合
』
三
番
左
（
十
二
番
本
で
は
四
番
左
）
、
刀
磨
の
月

の
歌
の
例
、
「
我
が
宿
の
砥
水
に
宿
る
月
影
の
あ
や
し
や
い
か
に
さ
び
て
見
ゆ
ら
ん
」
が
あ
り
、
本
職
人
歌
合
で
も
他
に
、
三
番
左
、
研

の
月
の
歌
に
、
「
い
か
に
せ
む
と
か
す
も
い
ら
ぬ
剣
太
刀
峯
な
る
月
の
さ
び
残
る
か
な
」
、
五
十
六
番
左
、
金
掘
の
月
の
歌
に
、
「
眺
む
と

て
金
も
掘
ら
ぬ
っ
っ
さ
び
の
さ
び
て
ぞ
見
ゆ
る
秋
の
夜
の
月
」
と
あ
る
。
「
寂
ぷ
」
は
、
勢
い
が
衰
え
て
寂
し
げ
な
趣
に
な
る
こ
と
で
、

深
夜
な
い
し
明
け
方
の
月
に
っ
い
て
言
う
言
葉
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
こ
で
も
初
旬
に
「
夜
や
深
き
」
と
言
っ
て
い
る
。
「
月
の
光
も
寂

　
　
　
　
　
さ
ぴ

び
」
か
ら
「
鍍
烏
帽
子
」
と
続
く
が
、
月
の
光
の
「
寂
び
」
を
懸
詞
に
用
い
た
例
は
、
伝
統
的
な
和
歌
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
「
鍍
烏

帽
子
」
は
、
装
飾
の
た
め
表
面
に
し
わ
を
多
く
っ
け
た
烏
帽
子
。

　
◎
か
し
ら
の
う
へ
に
影
の
な
り
ぬ
る
　
「
影
」
は
月
影
、
す
な
わ
ち
月
の
光
で
、
月
が
頭
の
上
に
来
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

「
頭
の
上
」
は
烏
幅
子
の
縁
語
。
「
影
」
も
、
烏
帽
子
の
「
懸
け
」
（
烏
帽
子
を
固
着
す
る
た
め
、
そ
の
頂
き
か
ら
垂
ら
し
て
顎
の
下
で
結

ぷ
紐
）
に
通
じ
、
縁
語
と
見
る
べ
き
か
。
な
お
、
二
十
八
番
右
、
冠
師
の
月
の
歌
、
「
更
く
る
ま
で
雲
居
の
月
に
眺
む
と
て
か
ぷ
り
の
か

げ
も
か
た
ぷ
き
に
け
り
」
の
「
か
げ
」
も
、
冠
の
「
懸
け
」
を
懸
け
た
も
の
か
。

　
◎
秋
さ
む
き
ね
や
の
あ
ふ
き
の
風
た
え
て
　
閨
の
扇
は
、
寝
間
で
用
い
る
扇
。
〕
扇
の
風
絶
ゆ
」
は
、
秋
寒
く
な
っ
て
扇
が
不
用
に
な

っ
た
こ
と
を
言
う
。
『
目
本
職
人
辞
典
』
は
、
班
捷
好
の
秋
扇
の
故
事
に
関
連
づ
け
て
、
こ
の
歌
を
「
捨
て
ら
れ
た
女
の
閨
怨
。
月
の
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し
た
か

だ
が
、
恋
で
も
あ
る
」
（
「
扇
売
」
の
項
）
と
解
す
る
が
、
こ
こ
は
、
「
団
扇
先
辞
手
　
鶴
を
手
馴
ら
す
比
の
風
立
ち
て
秋
の
扇
ぞ
遠
ざ
か

　
注
解
『
七
十
一
番
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稿
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五
）
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二
八

り
行
く
」
（
拾
遺
愚
草
員
外
）
、
「
早
秋
五
首
今
は
ま
た
閨
の
扇
も
置
く
露
の
タ
涼
し
き
秋
風
ぞ
吹
く
〈
知
家
〉
」
（
洞
院
摂
政
家
百
首
）
、

「
夏
の
果
て
　
夏
果
つ
る
夜
半
吹
く
風
の
涼
し
き
に
閨
の
扇
ぞ
ま
づ
置
か
れ
ぬ
る
〈
光
俊
〉
」
（
新
撰
六
帖
、
　
一
）
な
ど
の
よ
う
に
、
純
粋

に
季
節
の
推
移
を
詠
ん
だ
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
◎
雲
の
お
り
め
の
つ
き
そ
か
く
る
㌧
　
上
句
に
「
風
絶
え
て
」
と
あ
る
か
ら
、
雲
を
吹
き
払
う
べ
き
風
も
絶
え
て
、
折
角
の
秋
の
月

が
雲
に
覆
わ
れ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
雲
の
お
り
め
」
は
、
「
雲
居
」
、
「
雲
居
る
嶺
」
な
ど
か
ら
の
連
想
で
、
「
雲
の
居
り
目
」

と
言
っ
た
も
の
か
。
あ
る
い
は
、
「
雲
降
る
」
か
ら
、
「
雲
の
降
り
目
」
と
言
っ
た
も
の
か
。
「
め
」
は
、
場
所
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
か
1

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
雲
の
お
り
め
（
を
り
め
）
」
と
い
う
語
は
な
い
。
‘
判
詞
に
、
「
こ
と
ご
と
し
く
聞
こ
ゆ
れ
ど
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、

無
理
な
造
語
で
あ
る
点
に
滑
稽
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
お
り
め
」
は
「
折
り
目
」
に
通
じ
、
扇
の
縁
語
。
扇
と
月
と
の
関
係
は
、

和
漢
朗
詠
集
に
引
ぺ
摩
詞
止
観
の
旬
に
、
「
月
隠
ニ
レ
ヌ
レ
バ
重
山
一
．
．
分
撃
〃
テ
扇
ヲ
職
レ
フ
之
．
．
」
（
こ
の
場
合
の
コ
扇
」
は
団
扇
だ
が
）
と
あ
り
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
、
「
夏
果
て
て
講
が
山
の
端
に
置
き
捨
っ
る
秋
の
扇
と
見
る
や
月
影
」
（
壬
二
集
）
、
「
よ
そ
へ
っ
る
扇
の
風
や
通
ふ
ら
ん
涼

し
く
澄
め
る
山
の
端
の
月
〈
洞
院
実
雄
〉
」
（
宝
治
百
首
）
、
「
月
似
扇
　
手
に
取
ら
ば
月
を
あ
げ
て
や
楡
へ
ま
し
置
き
忘
れ
た
る
秋
の
扇

に
」
（
正
徹
千
首
）
の
よ
う
な
、
月
を
扇
に
楡
え
た
歌
が
詠
ま
れ
た
。
．
こ
こ
で
も
、
扇
を
使
わ
な
く
な
っ
て
折
り
畳
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う

に
、
月
が
隠
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
の
連
想
が
働
い
て
い
よ
う
。

　
◎
停
午
の
月
を
よ
め
る
か
　
「
停
午
」
は
も
と
「
亭
午
」
で
、
目
の
南
中
す
る
こ
と
。
転
じ
て
、
月
に
も
言
う
。
『
正
徹
物
語
』
下
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憲

「
停
午
月
、
空
の
真
中
に
あ
る
べ
き
也
。
い
く
か
の
に
て
も
あ
れ
、
空
の
真
中
に
あ
る
月
は
、
み
な
停
午
月
也
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
は
勿
論
満
月
。
歌
に
「
頭
の
う
へ
に
影
の
な
り
ぬ
る
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
言
っ
た
。

◎
雲
の
お
り
め
、
こ
と
く
し
く
き
こ
ゆ
れ
と
も
前
述
の
ご
と
く
、
「
雲
の
書
め
一
と
い
う
言
葉
が
無
理
蓋
語
で
、
こ
と
言

ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
◎
し
な
れ
ぬ
恋
の
や
せ
や
ま
ひ
　
「
死
な
れ
ぬ
恋
」
と
い
う
用
例
は
歌
で
は
知
ら
な
い
が
、
「
さ
り
と
も
と
思
ふ
心
に
は
か
さ
れ
て
死

な
れ
ぬ
も
の
は
命
な
り
け
り
〈
能
宣
〉
」
（
三
奏
本
金
葉
集
、
八
、
恋
、
玉
葉
集
に
、
第
二
句
「
頼
む
心
に
」
）
、
「
さ
り
と
も
と
頼
む
に
か

か
る
命
に
て
恋
の
病
は
死
な
れ
ざ
り
け
り
」
（
久
安
百
首
、
上
西
門
院
兵
衛
、
恋
）
、
「
さ
り
と
も
と
死
な
ぬ
命
の
っ
れ
な
さ
や
？
‘
り
き
な



が
ら
の
頼
み
な
る
べ
き
へ
伊
成
〉
」
（
続
後
撰
集
、
十
二
、
恋
）
の
、
「
死
な
れ
ぬ
命
」
「
死
な
ぬ
命
」
な
ど
と
同
じ
く
、
相
手
が
っ
れ
な
く

て
い
っ
そ
う
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
思
う
も
の
の
、
そ
れ
で
も
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
と
頼
る
気
持
ち
も
あ
っ
て
死
に
切
れ
な
い
で
い
る
、
そ

う
い
う
恋
の
苦
し
さ
を
言
う
ひ
で
あ
ろ
う
。
「
痩
せ
病
」
は
、
身
の
痩
せ
細
る
病
気
。
「
恋
の
病
」
と
い
う
言
葉
は
珍
し
く
な
い
が
、
「
痩

せ
病
」
と
い
う
語
は
、
伝
統
的
な
歌
で
は
知
ら
な
い
。
た
だ
し
、
五
番
本
『
東
北
院
職
人
歌
合
』
　
一
番
左
、
医
師
の
恋
の
歌
に
、
「
君
ゆ

へ
に
心
と
っ
け
る
痩
せ
病
あ
は
ぬ
っ
ぎ
め
に
灸
治
し
て
み
ん
」
と
あ
る
。

　
◎
む
く
の
み
色
に
身
は
な
り
に
け
り
　
「
む
く
の
み
色
」
は
、
烏
帽
子
の
色
の
一
種
。
『
貞
丈
雑
記
』
三
、
烏
帽
子
之
部
に
、
「
む
く
の

み
色
の
ゑ
ぼ
し
あ
り
。
…
…
む
く
の
み
色
は
、
黒
く
し
て
少
し
紫
ば
み
た
る
が
如
く
な
る
べ
き
歎
。
む
く
の
み
、
此
の
色
な
り
」
と
し
、

頭
書
に
、
園
大
暦
の
「
為
烏
帽
子
錐
壮
年
人
、
椋
実
、
さ
は
し
、
或
尋
常
物
通
用
之
」
（
文
和
二
年
九
月
二
十
四
目
条
）
、
今
川
大
双
紙
の
「
引

目
の
大
小
、
人
に
よ
る
べ
き
様
、
…
…
漆
の
色
は
い
か
ほ
ど
も
黒
く
す
べ
し
。
む
く
の
み
色
と
て
、
光
は
な
く
て
色
の
黒
く
さ
ら
さ
ら
と

し
た
る
が
よ
き
な
り
。
よ
き
漆
に
、
は
こ
べ
ら
を
絞
り
て
能
く
合
せ
て
塗
り
た
る
が
、
む
く
の
み
色
に
て
早
く
干
る
な
り
」
を
引
く
。
ま

た
、
「
烏
帽
子
塗
り
様
の
事
、
黒
塗
り
、
椋
の
実
、
サ
ハ
シ
の
三
晶
有
り
。
黒
塗
り
と
は
、
漆
に
て
黒
く
つ
や
あ
る
や
う
に
塗
り
た
る
を

云
ふ
。
椋
の
実
と
は
、
漆
に
て
黒
く
光
な
く
さ
ら
さ
ら
と
塗
り
た
る
を
云
ふ
。
サ
ハ
シ
と
は
、
漆
に
て
つ
や
な
く
さ
つ
と
薄
々
と
塗
り
た

る
を
云
ふ
」
と
言
う
。
貞
丈
は
、
「
む
く
の
み
」
を
椋
の
木
の
実
と
受
け
取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
引
用
の
今
川
大
双
紙
の
「
色
の

黒
く
」
と
い
う
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
「
む
く
の
み
色
」
の
「
む
く
の
み
」
は
、
実
は
「
む
く
ろ
じ
（
無
患
子
）
」
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
椋
の
木
の
実
は
濃
い
紫
色
だ
が
、
無
患
子
の
種
子
は
黒
い
。
）
『
守
貞
漫
稿
』
二
十
五
に
、
「
藥
子
、
京
坂
に
て
皮
あ
る
を
む
く
ろ
じ
と
云
、

皮
を
去
黒
粒
の
み
を
つ
ぷ
と
云
、
江
戸
に
て
は
皮
の
有
無
と
も
に
む
く
の
み
と
云
」
と
あ
り
、
「
む
く
ろ
じ
」
と
「
む
く
の
み
」
が
混
用

さ
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
樵
悼
し
て
肌
が
黒
ず
ん
だ
こ
と
を
言
う
。

　
◎
ほ
ね
こ
は
き
　
「
こ
は
し
」
は
、
硬
く
て
柔
軟
性
に
欠
け
る
さ
ま
。
材
質
が
悪
い
か
、
よ
く
磨
い
て
い
な
い
か
し
て
、
骨
が
ご
っ
ご

つ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
く
ひ

　
◎
う
す
そ
く
い
　
「
続
飯
」
は
飯
粒
を
練
っ
て
作
っ
た
糊
。
「
う
す
続
飯
」
は
、
そ
の
薄
い
物
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
わ
い
骨
に
薄
い

続
飯
を
用
い
た
の
で
は
よ
く
付
か
な
い
こ
と
か
ら
、
上
旬
全
体
で
、
下
句
「
思
ひ
も
つ
か
ぬ
」
の
「
つ
か
ぬ
」
を
導
く
序
詞
。
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『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

　
◎
お
も
ひ
も
つ
か
ぬ
人
に
こ
ひ
つ
定
「
思
ひ
も
付
か
ぬ
人
」
は
、
意
外
な
人
の
意
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
滝
「
思
ひ

も
寄
ら
ぬ
」
、
「
思
ひ
も
か
け
ぬ
」
な
ど
と
す
る
の
が
普
通
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
思
ひ
も
寄
ら
ぬ
」
、
「
思
ひ
も
か
け
ぬ
」
が
、
「
人
」
に
掛

か
る
例
は
、
和
歌
で
は
知
ら
な
い
。
こ
こ
は
、
扇
作
り
に
縁
の
あ
る
「
付
か
ぬ
」
と
い
う
言
葉
を
あ
え
て
用
い
た
た
め
不
自
然
な
表
現
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
で
も
予
想
し
な
か
っ
た
よ
う
な
人
、
具
体
的
に
は
恐
ら
く
、
極
め
て
身
分
の
高
い
人
に
恋
心
を
抱
い
て
し
ま
っ

た
悩
み
。
な
お
、
「
付
か
ぬ
」
に
は
、
扇
の
骨
と
地
紙
が
付
か
な
い
よ
う
に
、
相
手
と
一
緒
に
な
れ
な
い
、
と
の
意
味
も
籠
め
ら
れ
て
い

よ
う
。

　
◎
恋
に
や
せ
く
ろ
む
こ
と
、
本
説
な
き
に
あ
ら
す
　
「
痩
せ
黒
む
」
は
、
痩
せ
て
肌
が
黒
ず
む
こ
と
。
「
本
説
」
が
何
を
指
す
か
は
、

未
考
。
「
本
説
な
き
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
か
ら
、
烏
帽
子
折
の
歌
の
発
想
が
必
ず
し
も
突
飛
で
は
な
い
と
、
肯
定
的

に
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
◎
道
理
は
た
ち
て
き
こ
ゆ
れ
と
　
「
遺
理
立
っ
」
は
、
道
理
が
成
り
立
っ
こ
と
。

　
◎
五
文
字
、
ま
こ
と
に
こ
は
く
侍
り
　
「
骨
こ
は
き
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
「
こ
は
く
」
て
よ
く
な
い
、
と
茶
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
の
「
こ
は
し
」
は
歌
論
用
語
で
、
表
現
が
粗
野
で
優
美
さ
に
欠
け
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
歌
の
言
葉
を
判
詞
に
転
用
す
る
こ
と
は
、

伝
統
的
な
歌
合
で
も
ま
ま
行
わ
れ
る
が
、
こ
こ
は
も
と
よ
り
俗
語
を
交
え
て
詠
む
べ
き
職
人
歌
合
な
の
だ
か
ら
、
た
だ
か
ら
か
っ
て
み
た

に
過
ぎ
な
い
。

　
◎
今
時
の
御
ゑ
ほ
し
は
、
ち
と
そ
り
て
仕
候
　
類
従
本
は
、
「
…
…
そ
り
て
侯
」
。
当
時
の
流
行
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
未
考
。

　
◎
あ
ふ
き
は
候
　
「
～
は
侯
」
と
い
う
形
は
、
他
に
、
十
五
番
右
魚
売
の
言
葉
、
「
魚
は
侯
。
新
し
く
侯
。
召
せ
か
し
」
、
三
十
五
番
左

米
売
の
言
葉
、
「
な
を
米
は
侯
。
け
さ
の
市
に
は
あ
ひ
侯
べ
く
侯
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
謡
曲
等
に
ま
ま
見
ら
れ
る
、
一
，
さ
て

船
賃
は
侯
」
（
項
羽
）
、
「
さ
て
か
の
あ
ら
ま
し
は
侯
」
（
夜
討
曽
我
）
、
二
人
も
通
し
申
す
ま
じ
い
上
は
侯
」
（
安
宅
）
、
「
富
樫
殿
の
物
し

ろ
し
め
さ
れ
ぬ
謂
れ
は
ざ
う
」
（
幸
若
、
と
か
し
）
な
ど
の
例
に
並
ぷ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
の
「
侯
」
は
「
に
侯
」
の
転
で
、
謡
曲

の
読
み
癖
や
幸
若
『
と
か
し
』
の
仮
名
書
き
例
か
ら
し
て
、
「
ゾ
ウ
ロ
ウ
」
な
い
し
「
ゾ
ウ
ロ
」
、
ま
た
は
「
ゾ
ウ
」
の
よ
う
に
、
濁
音
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
湯
澤
幸
吉
郎
氏
は
こ
の
種
の
「
は
侯
」
に
っ
い
て
、
余
情
を
含
め
て
言
う
場
合
や
問
を
表
す
場
合
な
ど
が
あ
る



と
さ
れ
（
「
謡
曲
に
現
れ
る
『
侯
』
」
〈
『
國
語
學
論
考
』
所
収
〉
）
、
吾
郷
寅
之
進
氏
は
、
「
は
侯
」
自
身
と
い
う
よ
り
は
、
「
は
」
と
「
侯
」

と
の
間
に
省
略
が
あ
っ
て
、
そ
の
省
略
の
部
分
に
よ
っ
て
意
味
が
決
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
と
敷
術
さ
れ
た
（
「
近
古
に
於
け
る
語

頭
濁
音
の
『
侯
ふ
』
」
〈
『
文
学
』
2
4
巻
5
号
〉
）
。
こ
こ
は
、
コ
扇
は
（
い
か
が
）
で
す
」
と
い
う
疑
問
の
形
を
取
っ
た
、
勧
誘
の
表
現
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
◎
一
ほ
ん
あ
ふ
き
　
未
考
。
『
日
本
職
人
辞
典
』
は
、
「
一
本
ず
っ
図
柄
な
ど
が
違
い
、
特
製
晶
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
岩
崎

佳
枝
氏
も
、
二
本
一
本
念
入
り
に
仕
上
げ
た
扇
」
と
解
さ
れ
る
（
『
職
人
歌
合
中
世
の
職
人
群
像
』
二
二
一
頁
）
。

門
絵
】

　
烏
帽
子
折
は
、
烏
帽
子
直
垂
袴
姿
で
、
腰
に
腰
刀
と
火
打
袋
。
左
手
に
製
作
中
の
折
烏
帽
子
を
持
っ
て
、
台
に
載
せ
た
火
鉢
に
緊
し
、

さ
ら
に
右
手
の
火
箸
に
挾
ん
だ
熾
を
当
て
て
い
る
。
言
葉
に
あ
る
と
お
り
、
烏
帽
子
を
そ
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
。
左
側
に
立
烏
帽
子
。

　
扇
売
は
、
小
袖
に
打
掛
け
を
着
、
左
手
に
地
紙
を
掲
げ
、
右
手
で
前
に
数
枚
置
い
た
地
紙
を
指
さ
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
右
側
に
小
袖
姿

の
少
女
。
右
手
に
扇
の
骨
を
二
本
持
っ
。
二
人
の
間
に
、
扇
を
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
箱
（
こ
の
種
の
箱
は
、
喜
多
院
本
以
下
の
『
職
人
尽

絵
屏
風
』
や
舟
木
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
の
扇
屋
な
ど
、
近
世
の
風
俗
図
に
よ
く
描
か
れ
て
い
る
）
と
扇
の
骨
。

門
参
考
』

　
○
　
羅
漢
の
骨
は
見
え
も
こ
そ
す
れ

　
　
折
ら
せ
た
る
五
節
扇
を
持
ち
破
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
馬
狂
吟
集
、
雑
）

　
○
さ
て
も
そ
れ
が
し
が
先
祖
に
て
侯
ふ
者
は
、
東
は
三
条
烏
丸
に
侯
ひ
し
よ
な
。
い
で
そ
の
頃
は
近
衛
の
院
の
御
在
位
の
時
、
恭
な
く

も
八
幡
太
郎
義
家
、
安
倍
の
貞
任
を
御
追
罰
あ
つ
て
、
程
な
く
都
に
御
上
洛
あ
つ
て
、
御
参
内
あ
る
べ
き
と
て
、
こ
の
左
折
り
の
烏
帽
子

を
折
ら
せ
ら
れ
、
君
に
御
出
仕
あ
り
し
時
、
帝
斜
め
に
思
し
召
し
、
そ
の
時
の
御
恩
賞
に
奥
陸
奥
の
国
を
賜
つ
て
、
名
を
も
陸
奥
殿
と
申

す
。
そ
の
ご
と
く
嘉
例
め
で
た
き
烏
帽
子
折
に
て
侯
へ
ば
、
こ
の
御
烏
帽
子
を
召
さ
れ
て
程
な
く
御
代
に
出
羽
の
国
の
守
か
、
陸
奥
の
国

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

の
守
に
、
な
ら
せ
給
は
ん
御
果
報
あ
っ
て
、
世
に
出
で
給
は
ん
時
、
祝
言
申
し
し
烏
帽
子
折
と
、
召
さ
れ
て
め
で
た
う
、
引
き
出
物
賜
ば

せ
給
へ
や
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
、
烏
帽
子
折
）

　
○
源
六
＼
其
の
時
立
つ
て
一
回
り
回
つ
て
、
烏
帽
子
屋
を
呼
び
出
ス
。
へ
出
る
。
源
六
へ
烏
帽
子
が
出
来
た
か
と
云
。
へ
一
段
見
事
に

出
来
た
。
さ
り
な
が
ら
漆
が
少
し
干
い
で
手
を
取
る
に
よ
つ
て
、
比
の
ご
と
く
に
竹
に
挾
う
で
お
ひ
タ
ト
云
。
源
六
へ
漆
が
い
つ
干
る
ぞ

と
云
。
へ
お
去
に
や
る
道
で
干
る
と
云
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
廷
言
、
あ
さ
う
）

　
○
へ
や
れ
よ
う
心
得
い
。
末
広
が
り
と
い
ふ
は
扇
の
事
じ
や
。
へ
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
と
疾
う
仰
せ
ら
れ
い
で
。
へ
ま
だ
ぬ
か
す
か
。
定

め
て
知
ら
ぬ
事
は
あ
る
ま
ひ
と
思
ふ
て
や
つ
た
。
よ
う
聞
き
お
れ
。
骨
に
磨
き
を
あ
て
て
と
は
、
比
の
骨
の
事
な
り
。
地
紙
と
は
此
の
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

の
事
、
要
と
は
此
の
要
の
事
、
ざ
れ
絵
と
は
、
た
と
へ
ば
松
に
て
も
、
梅
に
て
も
、
ざ
っ
と
書
ひ
た
を
と
い
ふ
事
じ
や
に
、
あ
の
古
傘
を

取
っ
て
う
せ
て
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
廷
言
、
す
ゑ
ひ
ろ
が
り
）

　
○
籠
め
骨
と
言
ふ
は
、
常
の
扇
に
は
骨
が
十
本
有
る
。
こ
め
骨
に
は
骨
を
十
六
本
な
り
と
も
、
十
八
本
な
り
と
も
、
骨
の
数
を
籠
め
た

を
籠
め
骨
と
言
ふ
。
…
…
目
近
と
は
、
常
の
要
よ
り
は
跡
へ
寄
せ
て
、
愛
を
ま
る
う
し
て
、
手
の
内
の
持
ち
よ
ひ
や
う
に
し
た
を
、
目
近

と
言
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
狂
言
、
目
近
籠
骨
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
び

　
○
其
の
時
烏
帽
子
折
の
太
夫
、
牛
若
殿
を
請
じ
申
し
、
「
扱
冠
者
殿
の
召
さ
れ
う
ず
る
烏
帽
子
は
、
大
鍍
ざ
う
か
小
綴
ざ
う
か
竜
新
世

様
か
当
世
様
、
如
何
様
な
る
を
召
さ
れ
う
ず
る
ぞ
お
好
み
侯
へ
。
や
が
て
折
っ
て
参
せ
う
」
。
牛
若
殿
は
聞
こ
し
め
し
、
あ
ら
口
惜
し
や
、

烏
帽
子
は
た
だ
黒
け
れ
ば
、
黒
い
と
計
り
心
得
た
る
に
、
あ
ま
た
の
名
の
あ
り
け
る
事
よ
、
何
と
が
な
折
ら
せ
う
な
、
あ
ふ
思
ひ
出
だ
し

た
り
、
我
ら
が
先
祖
ぼ
左
折
り
を
召
さ
る
る
由
を
承
つ
て
侯
へ
ば
、
人
数
な
ら
ぬ
牛
若
も
、
左
へ
折
ら
せ
着
ば
や
と
思
し
召
し
、
「
な
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
せ

い
か
に
太
夫
殿
、
此
の
冠
者
が
着
う
ず
る
烏
帽
子
は
、
そ
れ
な
る
大
鍍
に
、
粒
の
ち
っ
と
あ
ら
ら
か
な
る
を
、
一
曲
み
曲
ま
せ
、
雛
形
に

あ
ひ
を
あ
ら
せ
、
櫛
形
を
い
が
い
が
と
、
一
捷
め
捷
め
て
、
左
へ
折
つ
て
た
び
給
へ
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幸
若
、
烏
帽
子
折
）

　
○
扇
の
骨
や
御
前
七
つ
削
り
て
な
、
八
つ
削
り
て
な
要
と
う
ど
打
た
ふ
や
、
好
み
給
へ
や
扇
わ
折
り
て
参
ら
せ
ふ
、
老
い
に
毫
れ
て
は

　
　
　
　
　
　
か
づ

七
つ
を
八
つ
と
数
ゑ
た
、
島
へ
参
る
ぞ
下
向
に
扇
を
参
ら
せ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
（
田
歌
草
紙
）

　
○
い
ざ
い
ざ
戻
ろ
う
今
目
の
目
を
見
よ
や
れ
、
目
も
下
が
り
た
に
今
目
目
を
見
よ
や
れ
、
編
み
笠
は
茶
屋
に
忘
れ
た
扇
子
は
町
で
落
と



い
た
、
買
ふ
て
参
せ
う
今
度
の
三
吉
町
で
、
町
に
な
い
や
ら
扇
を
買
ふ
て
見
ゑ
ぬ
の
ふ
、
夏
は
過
ぎ
行
く
扇
子
は
戻
し
参
ら
せ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
歌
草
紙
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
レ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
レ
’
ア

　
○
わ
れ
ら
は
、
角
ば
っ
た
帽
子
ま
た
は
布
製
の
円
帽
を
か
ぷ
る
。
目
本
人
は
、
一
方
が
尖
り
他
方
が
袋
状
と
な
っ
た
絹
製
の
帽
子
を
か

ぷ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
目
本
覚
書
、
一
）

十
四
番
帯
売

自
い
物
売

汽
職
人
尽
】

　
　
〔
職
人
尽
発
旬
合
〕
七
番
右
、

　
粧
は
恐
ろ
し
◎

白
粉
師
木
々
の
葉
も
け
は
ひ
に
け
ら
し
月
の
眉

白
い
物
師
が
月
の
眉
と
み
づ
か
ら
読
み
た
れ
ど
、
頃
城
傾
国
の
化

門
本
文
】

　
十
四
番

　
と
を
や
ま
の
こ
し
め
く
る
ま
て
ふ
け
に
け
り

　
く
も
ま
の
月
の
井
手
の
し
た
お
ひ

　
あ
き
さ
む
み
雲
も
の
こ
ら
ぬ
月
か
け
は

　
し
も
と
み
る
ま
て
し
ろ
い
も
の
か
な

　
　
左
嵜
、
い
ひ
し
れ
る
さ
ま
に
は
見
え
侍
れ
と
、

　
　
逸
興
あ
り
て
め
つ
ら
し
。
よ
り
て
為
勝
。

　
人
っ
ま
に
か
け
し
こ
ろ
も
の
ほ
そ
お
ひ
の

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
五
）

右
、

と
を
や
ま
ー
〔
忠
〕
〔
明
〕
と
を
山
〔
類
〕
遠
山
　
こ
し
1
〔
類
〕
腰
　
ふ
け
に

け
り
－
〔
類
〕
更
に
け
り

く
も
ま
1
〔
尊
〕
雲
ま
〔
類
〕
雲
間
　
井
手
の
し
た
お
ひ
－
〔
類
〕
ゐ
て
の
下

帯あ
き
さ
む
み
ー
〔
類
〕
秋
寒
み
　
の
こ
ら
ぬ
1
〔
類
〕
残
ら
ぬ

し
も
－
〔
類
〕
霜
　
み
る
－
〔
尊
〕
見
る
　
し
ろ
い
も
の
か
な
ー
〔
類
〕
し
ろ

い
物
哉

見
え
－
〔
尊
〕
〔
類
〕
み
え

人
つ
ま
1
〔
類
〕
人
妻

こ
ろ
も
の
ほ
そ
お
ひ
ー
〔
類
〕
衣
の
細
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



く
け
ち
も
あ
ら
は
う
れ
し
か
ら
ま
し

恋
す
と
や
ひ
と
の
み
る
ら
む
お
し
ろ
い
の

き
は
っ
く
ま
て
に
な
か
す
な
み
た
を

　
左
、
衣
の
ほ
そ
お
ひ
と
い
ひ
、
人
つ
ま
の
く
け
ち

　
な
と
、
よ
く
と
り
な
し
た
り
。
右
は
、
白
い
物
の
涙
に

　
き
は
っ
く
ら
む
、
い
か
さ
ま
色
の
く
ろ
き
に
や
。
し
か

　
ら
は
恋
さ
め
し
つ
へ
し
。
左
か
つ
に
こ
そ
。

　
　
◇
　
　
　
　
　
◇

　
お
ひ
う
り

此
お
ひ
た
ち
て

三
四

う
れ
し
か
ら
ま
し
1
〔
類
〕
嬉
し
か
ら
ま
し

ひ
と
の
み
る
ら
む
ー
〔
類
〕
人
の
み
る
覧

な
か
す
な
み
た
－
〔
類
〕
流
す
涙

ほ
そ
お
ひ
1
〔
類
〕
ほ
そ
帯

よ
く
と
り
な
し
た
り
1
〔
類
〕
能
取
な
し
た
り
白
い
物
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
白

い
も
の

き
は
っ
く
ら
む
1
〔
尊
〕
き
は
つ
く
ら
ん
〔
類
〕
擦
つ
く
ら
ん
　
く
ろ
き
ー

〔
類
〕
黒
き
　
し
か
ら
は
1
〔
類
〕
然
ら
は

か
つ
ー
〔
類
〕
勝

お
ひ
う
り
ー
〔
白
〕
帯
う
り
〔
忠
〕
十
四
番
帯
う
り

お
ひ
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
帯

の
ち
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
後
　
見
侯
は
ん
1
〔
類
〕
見
侯
は
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

い
そ
か
し
や
－
〔
忠
〕
い
そ
か
し
や

　
　
　
　
　
　
　
し
ろ
い
も
の

白
い
物
う
り
ー
〔
明
〕
白
粉
う
り
〔
類
〕
し
ろ
い
も
の
う
り

百
け
も
な
か
ら
け
も
…
…
御
し
ろ
い
侯
そ
－
〔
白
〕
ナ
シ

御
し
ろ
い
侯
そ
－
〔
類
〕
御
し
ろ
い
か
侯
そ

内
語
注
】

　
◎
白
い
物
売
は
白
粉
を
売
る
商
人
。

fig130002-2.pdf


　
帯
売
、
白
い
物
売
と
も
に
、
職
人
歌
合
に
初
出
。

◎
と
を
や
ま
の
こ
し
め
く
る
ま
て
ふ
け
に
け
り
　
「
腰
」
は
山
の
中
腹
な
い
し
麓
に
か
け
て
の
部
分
。
「
め
ぐ
る
」
は
、
取
り
巻
く
こ
と
、

「
山
の
腰
め
ぐ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
唐
の
白
楽
天
が
目
本
の
智
恵
を
試
み
る
た
め
渡
来
し
、
一
漁
翁
（
住
吉
明
神
）
に
詠
み
か
け
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ

い
う
詩
旬
「
白
雲
帯
に
似
て
山
の
腰
を
園
る
」
（
謡
曲
「
白
楽
天
」
、
実
は
こ
の
句
は
『
江
談
抄
』
所
収
、
都
在
中
作
）
が
有
名
。
こ
こ
も

こ
れ
を
引
い
て
、
雲
が
遠
山
の
中
腹
に
棚
引
い
て
い
る
光
景
を
言
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
「
…
…
ま
で
更
け
に
け
り
」
と
の
関
係
は
未
考
。

「
腰
」
、
「
め
ぐ
る
」
は
帯
の
縁
語
。
加
え
て
、
下
旬
の
「
井
手
の
下
帯
」
は
、
『
大
和
物
語
』
の
説
話
（
次
項
参
照
）
を
も
と
に
、
「
解
き

返
し
井
手
の
下
帯
行
き
め
ぐ
り
逢
ふ
瀬
う
れ
し
き
玉
川
の
水
〈
俊
成
〉
」
（
玉
葉
集
、
十
、
恋
）
、
「
幾
春
に
井
手
の
下
帯
め
ぐ
り
あ
ひ
て
咲

く
山
吹
の
花
を
見
っ
ら
ん
〈
津
守
国
冬
〉
」
（
新
拾
遺
集
、
二
、
春
）
な
ど
と
、
「
め
ぐ
る
」
、
「
め
ぐ
り
逢
ふ
」
の
枕
詞
の
よ
う
に
用
い
ら

れ
た
の
で
、
そ
の
意
味
で
も
「
め
ぐ
る
」
は
、
殊
に
「
井
手
の
下
帯
」
と
縁
が
深
い
。

　
◎
〈
も
ま
の
月
の
井
手
の
し
た
お
ひ
　
「
雲
間
」
の
「
雲
」
は
、
上
句
の
暗
示
す
る
雲
と
は
別
か
。
未
考
。
仮
名
は
違
う
が
、
「
雲
問

の
月
の
出
で
」
か
ら
「
井
手
の
下
帯
」
と
続
く
の
で
あ
ろ
う
。
「
井
手
」
は
山
城
国
（
現
京
都
府
綴
喜
郡
）
の
歌
枕
。
「
井
手
の
下
帯
」
は
、

さ
る
内
舎
人
が
井
手
で
か
わ
い
い
少
女
を
見
初
め
、
帯
を
交
換
し
て
再
会
を
契
っ
た
と
い
う
、
『
大
和
物
語
』
　
ニ
ハ
九
段
の
説
話
に
よ
っ

て
、
恋
の
歌
に
よ
く
詠
ま
れ
る
言
葉
。
た
だ
し
こ
こ
は
、
単
に
帯
売
ら
し
く
「
井
手
の
下
帯
」
と
い
う
歌
語
を
導
き
出
し
た
ま
で
で
あ
る
。

　
◎
あ
き
さ
む
み
　
文
法
的
に
は
、
す
ぐ
次
の
「
雲
も
残
ら
ぬ
」
に
掛
か
る
と
見
る
の
が
自
然
だ
が
、
意
味
的
に
は
下
句
の
「
霜
」
と
の

関
係
が
深
い
。

　
◎
雲
も
の
こ
ら
ぬ
月
か
け
　
「
雲
も
残
ら
ず
」
と
い
う
表
現
は
、
「
更
け
ぬ
る
か
雲
も
残
ら
ぬ
中
空
に
秋
風
な
が
ら
澄
め
る
月
影
〈
冬

平
〉
」
（
新
干
載
集
、
四
、
秋
）
の
よ
う
に
、
一
片
の
雲
も
残
ら
ず
晴
れ
渡
っ
た
秋
の
夜
空
の
月
の
美
し
さ
を
言
う
の
に
用
い
る
こ
と
が
多

い
。
こ
こ
も
そ
れ
に
同
じ
。
「
秋
寒
み
」
か
ら
の
続
き
で
は
、
秋
も
更
け
て
、
月
が
ま
す
ま
す
冴
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
「
雲

も
残
ら
ぬ
月
影
」
の
「
月
影
」
は
、
夜
空
に
照
る
月
そ
の
も
の
を
指
す
が
、
下
旬
と
の
関
係
で
は
、
地
上
を
照
ら
し
て
い
る
月
の
光
と
見

る
べ
き
で
あ
る
。

　
◎
し
も
と
み
る
ま
て
し
ろ
い
も
の
か
な
　
地
上
を
照
ら
す
月
影
を
霜
と
見
る
見
立
て
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
所
収
の
『
白
氏
文
集
』
の

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

詩
旬
「
月
照
二
平
沙
一
夏
夜
霜
」
を
句
題
・
典
拠
に
し
た
、
「
月
影
に
な
べ
て
真
砂
の
照
り
ぬ
れ
ば
夏
の
夜
降
れ
る
霜
か
と
ぞ
見
る
」
（
千
里

集
）
や
、
「
夏
の
夜
も
涼
し
か
り
け
り
月
影
は
庭
白
た
へ
の
霜
と
見
え
っ
っ
〈
長
家
〉
」
（
後
拾
遺
集
、
三
、
夏
）
を
始
め
、
歌
に
数
多
い
。

こ
れ
ら
は
夏
の
「
霜
」
の
例
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
初
旬
と
照
応
し
て
、
秋
寒
い
時
節
な
の
で
な
お
さ
ら
、
月
影
が
霜
と
見
え
る
の
だ
と
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
白
い
も
の
か
な
」
に
商
品
の
「
白
い
物
」
を
縁
語
的
に
言
い
懸
け
る
。
「
白
い
物
」
は
白
粉
。

　
◎
い
ひ
し
れ
る
さ
ま
　
「
言
ひ
知
る
」
は
、
し
か
る
べ
き
表
現
の
仕
方
を
心
得
て
い
る
こ
と
。
「
左
の
、
朝
行
く
鹿
や
な
ど
い
へ
る
、
言

ひ
知
り
を
か
し
」
（
雲
屠
寺
結
縁
経
後
宴
歌
合
、
四
番
判
詞
）
、
「
霧
立
つ
野
辺
と
い
へ
る
詞
、
言
ひ
知
ら
ぬ
に
似
て
悪
し
う
聞
こ
ゆ
る
な

り
」
（
元
永
二
年
内
大
臣
家
歌
合
、
五
番
判
詞
）
、
「
い
か
で
か
月
の
澄
み
渡
る
ら
ん
と
い
へ
る
程
、
言
ひ
知
り
て
聞
こ
え
侍
れ
ば
、
以
右

為
勝
」
（
中
宮
亮
顕
輔
家
歌
合
、
九
番
判
詞
）
な
ど
、
歌
合
の
判
詞
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

　
◎
人
つ
ま
に
か
け
し
こ
ろ
も
の
ほ
そ
お
ひ
の
　
「
人
妻
に
（
思
い
を
）
か
け
し
」
か
ら
「
か
け
し
衣
」
と
続
く
。
ま
た
、
「
か
け
し

…
…
細
帯
」
と
続
く
と
も
取
れ
る
。
「
人
妻
」
の
「
妻
」
は
「
棲
」
に
通
じ
、
「
衣
」
、
「
細
帯
」
と
と
も
に
、
一
相
互
に
縁
語
の
関
係
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
◎
く
け
ち
も
あ
ら
は
う
れ
し
か
ら
ま
し
　
布
の
端
を
折
り
込
ん
で
縫
い
目
が
表
に
見
え
な
い
よ
う
に
縫
う
こ
と
を
「
縮
け
る
」
と
い

う
。
細
帯
の
「
く
け
ぢ
」
は
「
紛
け
地
」
で
、
桁
け
縫
い
を
し
た
布
地
の
意
か
。
ま
た
は
、
桁
け
目
の
こ
と
か
。
「
ク
ケ
帯
」
と
い
う
語

が
『
多
門
院
目
記
』
天
正
二
十
年
九
月
十
三
目
条
に
見
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
「
縮
け
地
」
か
ら
人
目
を
避
け
て
通
る
抜
け
道
の

　
　
　
く
け
ぢ

意
の
「
匿
路
」
に
言
い
懸
け
る
。
人
妻
に
逢
う
た
め
の
抜
け
道
で
も
あ
っ
た
ら
嬉
し
い
こ
と
だ
ろ
う
に
。

　
◎
恋
す
と
や
ひ
と
の
み
る
ら
む
　
　
語
調
か
ら
す
れ
ば
、
実
際
は
そ
う
で
な
い
の
に
、
恋
し
て
い
る
の
だ
と
人
は
誤
解
す
る
で
あ
ろ
う

か
、
と
い
う
意
味
に
取
れ
そ
う
だ
が
、
こ
こ
は
恋
の
歌
だ
か
ら
、
実
際
に
恋
を
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
ば
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、

と
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
◎

　
◎
お
し
ろ
い
の
き
は
つ
く
ま
て
に
な
か
す
な
み
た
　
「
お
し
ろ
い
」
は
、
も
と
女
房
詞
か
。
「
白
い
物
」
に
同
じ
。
絵
の
言
葉
に
も

「
お
し
ろ
い
」
と
あ
る
。
「
際
づ
く
」
は
、
汚
れ
な
ど
が
際
立
っ
こ
と
。
白
粉
が
解
け
て
際
づ
く
ほ
ど
に
沢
山
流
す
涙
。

　
◎
白
い
物
の
涙
に
き
は
つ
く
ら
む
、
い
か
さ
ま
色
の
く
ろ
き
に
や
、
一
し
か
ら
は
恋
さ
め
し
つ
へ
し
　
　
「
恋
醒
め
」
は
、
恋
の
思
い
が

醒
め
る
こ
と
。
白
粉
が
涙
の
た
め
に
際
づ
く
と
い
う
か
ら
に
は
、
き
っ
と
よ
ほ
ど
地
肌
の
黒
い
女
な
の
だ
ろ
う
、
そ
れ
な
ら
恋
醒
め
し
て



し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
茶
化
し
た
。

　
◎
此
お
ひ
た
ち
て
の
ち
、
見
候
は
ん
「
お
ひ
た
ち
て
」
は
、
絵
に
あ
る
と
お
り
、
「
帯
裁
ち
て
」
で
あ
ろ
う
。
「
見
侯
は
ん
」
は
、
裁

っ
た
帯
の
出
来
具
合
を
見
ま
し
ょ
う
、
の
意
に
取
れ
な
く
も
な
さ
そ
う
だ
が
、
や
や
不
自
然
。
実
は
こ
の
言
葉
は
、
右
の
白
い
物
売
が
白

粉
の
宣
伝
を
し
た
の
に
対
し
て
、
「
今
手
が
離
せ
な
い
か
ら
、
後
で
見
ま
し
ょ
う
」
と
答
え
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、

次
の
「
忙
し
や
」
と
い
う
言
葉
が
生
き
て
く
る
。
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
も
そ
う
解
釈
し
て
い
る
（
「
帯
売
り
」
の
項
）
。
白
い
物
売

は
客
に
呼
び
掛
け
た
の
だ
が
、
帯
売
自
身
も
客
で
あ
り
得
る
の
で
、
こ
の
解
釈
は
成
り
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
白
い
物
売
が
、

帯
売
と
反
対
の
方
を
向
い
て
い
る
（
諾
本
同
じ
）
点
に
問
題
が
残
る
。

　
◎
い
そ
か
し
や
　
忠
寄
本
は
、
「
し
」
の
右
に
「
ハ
」
と
校
合
。

　
◎
百
け
も
な
か
ら
け
も
…
…
御
し
ろ
い
候
そ
　
白
石
本
は
、
こ
の
言
葉
を
落
と
す
。

　
◎
百
け
も
な
か
ら
け
も
い
く
ら
も
め
せ
　
「
百
け
」
「
な
か
ら
げ
」
の
「
け
」
は
、
「
笥
」
で
、
白
粉
の
容
器
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
こ

で
は
、
白
粉
の
量
を
示
す
接
尾
語
か
。
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
は
、
「
（
絵
に
描
か
れ
て
い
る
容
器
の
）
高
さ
十
セ
ン
チ
位
の
大
き
な

方
が
百
笥
で
、
そ
の
半
分
位
の
が
半
笥
で
あ
ろ
う
」
（
九
五
頁
）
と
す
る
が
、
そ
う
い
う
大
き
な
単
位
で
売
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
、

白
い
物
売
が
手
に
持
っ
て
い
る
小
さ
な
皿
の
よ
う
な
容
器
一
杯
分
を
「
笥
」
と
言
っ
た
の
で
は
力
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
百
で
も
半
分
で
毛

好
き
な
だ
け
買
っ
て
く
れ
、
と
い
う
の
は
、
両
極
端
を
誇
張
し
て
言
っ
た
ま
で
で
、
実
際
そ
う
い
う
面
白
い
口
上
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
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げ

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
明
暦
板
本
は
、
「
百
げ
も
な
か
ら
げ
も
」
と
、
濁
音
表
記
。
書
言
字
考
節
用
集
に
も
、
「
笥
礼
記
註
、
盛
レ
食
ヲ
器
」
と

あ
り
、
　
「
げ
」
と
読
む
べ
き
か
。

一
◎
い
か
ほ
と
よ
き
御
し
ろ
い
候
そ
　
「
ど
ん
な
に
よ
い
白
粉
で
す
こ
と
か
」
と
、
客
を
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
体
言
に
下
接
す
る

「
侯
」
は
、
助
詞
「
は
」
に
下
接
す
る
「
侯
」
（
十
三
番
語
注
「
あ
ふ
き
は
侯
」
の
項
参
照
）
と
同
じ
く
、
「
に
侯
」
の
転
で
、
「
ゾ
ウ
ロ
ウ
」
、

「
ゾ
ウ
ロ
」
な
い
し
「
ゾ
ウ
」
な
ど
と
濁
音
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
湯
澤
幸
吉
郎
氏
は
、
「
問
の
意
や
感
動
の
意
を
表
す
際
に
多
く
用
ひ

る
や
う
で
あ
る
」
（
「
謡
曲
に
現
れ
る
『
侯
』
」
〈
『
國
語
學
論
考
』
所
収
〉
）
と
さ
れ
、
来
田
隆
氏
は
、
洞
門
抄
物
の
用
例
が
、
終
止
法
以
外

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
、
す
な
わ
ち
、
全
て
が
文
末
助
詞
ヨ
を
伴
っ
て
文
末
部
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
強
く
念
を
押
し
て

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



発
言
を
言
い
収
め
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
、

を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
類
従
本
は
、

誤
写
で
あ
ろ
う
。

と
さ
れ
た
。
こ
こ
も
、
白
粉
の
上
質
な
こ
と
を
、

「
御
し
ろ
い
か
侯
そ
」
と
、
「
が
」
を
入
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
三
八

客
の
心
に
強
く
訴
え
か
け
る
機
能

こ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
が
た
い
。

門
絵
〕．

帯
売
は
、
小
袖
袴
姿
で
、
帯
の
一
端
を
口
に
衛
え
、
小
刀
で
縦
に
裁
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。
左
に
帯
二
筋
と
、
帯
の
入
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
箱
。

　
白
い
物
売
は
、
小
袖
姿
で
、
左
手
に
白
粉
の
容
器
を
持
つ
。
容
器
は
、
小
さ
な
皿
状
で
、
正
方
形
の
蓋
が
付
い
て
い
る
。
と
も
に
材
質

は
不
明
。
前
に
同
様
の
容
器
二
つ
と
、
桶
状
の
大
き
な
容
器
二
っ
。
そ
れ
に
小
さ
な
乳
鉢
と
乳
棒
様
の
物
。
こ
れ
ら
は
白
粉
を
練
る
の
に

用
い
る
か
。
乳
棒
様
の
物
の
代
わ
り
に
、
白
石
本
と
忠
寄
本
は
、
皿
の
上
に
折
り
畳
ん
だ
紙
を
載
せ
た
よ
う
な
絵
を
、
類
従
本
は
、
皿
様

の
物
だ
け
を
描
く
。
ま
た
、
類
従
本
は
、
小
さ
な
容
器
の
蓋
を
落
と
す
。




