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注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

古
同乖

一
十
一

下
　
　
　
房

俊

　
　
　
　
凡
　
例

一
、
本
稿
に
は
、
　
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
の
中
、
第
二
十
三
番
お
よ
び
第
二
十
四
番
の
注
解
を
収
め
た
。
な
お
、
二
十
三
番
ま
で
が

「
上
」
巻
、
二
十
四
番
か
ら
「
中
」
巻
に
入
る
。

一
、
第
二
十
四
番
に
つ
い
て
、
底
本
は
行
の
下
部
を
欠
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
の
で
、
□
H
］
を
付
し
て
私
に
補
い
、
そ
れ
を
基
準
と

し
て
諸
本
と
の
異
同
を
示
し
た
。

二
十
三
番
　
御
簾
編
　
唐
紙
師

閃
職
人
尽
蟹

〔
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
〕
七
番
右
　
御
簾
編

夕
ま
く
れ
こ
す
の
間
と
ほ
る
月
影
は
く
ま
な
き
よ
り
も
あ
は
れ
な
る
か
な

夜
な
く
は
思
か
く
る
を
あ
し
す
た
れ
な
と
ふ
し
く
の
あ
は
す
な
リ
け
ん

　
判
云
、
月
は
…
…
右
は
、
時
も
夕
の
ま
き
れ
、
月
も
か
す
か
な
る
程
な
れ
は
、
た
と
へ
な
か
る
へ
き
を
、
心
ち
あ
る
さ
ま
の
す
て
か
た

　
さ
に
、
持
と
申
侍
ぬ
る
一
よ
の
つ
ね
の
判
者
は
あ
さ
け
り
侍
ら
ん
か
し
。
恋
は
…
…
右
の
す
た
れ
、
秀
句
に
か
・
り
て
侍
れ
と
、
一
ふ

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



三
六

し
あ
る
に
似
た
り
。
為
勝
。

　
　
〔
大
団
〕
寄
簾
恋
　
匂
ひ
来
る
伽
羅
が
中
立
ち
す
る
や
ら
ん
し
き
り
に
鈎
簾
の
内
ぞ
恋
し
き
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
藁
〕
翠
簾
師
　
唐
土
の
楊
竹
氏

　
　
と
い
ふ
者
、
車
の
物
見
に
か
け
ん
た
め
に
作
れ
り
と
。
日
本
に
て
は
、
崇
神
天
皇
の
御
代
に
あ
り
。
禁
裏
み
す
師
、
富
小
路
竹
屋
町
下
ル
丁
和

　
　
泉
、
鳥
丸
竹
屋
町
徳
助
、
同
三
右
衛
門
。
民
間
に
用
る
雑
品
の
簾
は
、
伏
見
に
こ
れ
を
造
る
。
又
、
伊
予
簾
、
京
に
上
す
也
。
江
戸
本
吉
原
徳

　
　
方
、
京
橋
一
丁
目
市
左
衛
門
。
　
／
　
唐
紙
師
　
諸
の
紋
を
付
け
て
色
絵
を
な
す
。
襖
、
障
子
、
張
付
を
な
す
。
　
　
〔
用
明
天
王
職
人
鑑
　
職

　
　
人
づ
く
し
〕
桜
が
色
に
花
塗
り
の
、
吉
野
漆
の
塗
師
屋
蒔
絵
屋
檜
皮
屋
に
、
軒
の
御
簾
屋
の
玉
簾
、
伊
予
の
守
と
も
召
さ
る
べ
し
。
　
　
〔
誹
諸

　
　
職
人
尽
〕
み
す
あ
み
　
翠
簾
か
け
て
誰
が
妻
な
ら
ん
涼
み
舟
〈
秋
色
〉
　
身
半
分
花
に
隠
れ
て
編
む
簾
く
岩
城
　
芳
津
V
　
か
か
ぐ
る
歎
み
す

　
　
あ
み
仕
舞
ふ
雪
の
暮
れ
〈
羊
素
〉
　
み
す
あ
み
や
竹
に
雀
の
子
持
ち
筋
〈
水
戸
　
遊
携
〉
　
翠
簾
編
の
夜
な
べ
邪
魔
す
る
さ
か
り
猫
〈
栢
莚
〉

　
　
　
暖
簾
か
ら
簾
や
軒
も
衣
替
へ
〈
万
船
〉
　
編
む
み
す
や
垂
る
る
を
待
た
ぬ
秋
の
風
〈
寸
龍
〉
　
風
寒
し
旭
織
り
込
む
翠
簾
の
綾
入
調
羽
〉

　
　
み
す
あ
み
も
脂
な
忘
れ
そ
月
の
秋
〈
秀
室
〉
　
春
風
や
ゆ
か
し
き
た
ね
の
み
す
作
り
〈
万
珠
〉
　
み
す
あ
み
や
ふ
し
の
間
に
問
に
横
霞
〈
尺
子
〉

　
　
　
お
も
し
ろ
や
み
す
に
柳
の
竹
配
り
〈
素
蔦
〉
　
翠
簾
あ
み
や
か
ざ
し
て
見
れ
ば
片
時
雨
〈
白
圭
〉
　
み
す
あ
み
の
を
の
が
手
元
や
雁
の
空

　
　
　
〈
拾
翠
〉
　
か
ほ
る
風
誰
に
も
ら
さ
ん
翠
簾
作
り
〈
鋤
之
〉
　
初
雪
や
み
す
屋
も
簾
か
か
げ
け
り
〈
川
何
〉
　
恋
よ
猫
美
寿
屋
の
妻
も
た
ち
姿

　
　
　
〈
蓼
和
〉
　
／
　
唐
紙
師
　
た
つ
波
は
か
ら
紙
ば
か
り
汐
千
か
な
〈
夏
人
〉
か
ら
か
み
に
水
と
雪
と
の
寒
さ
か
な
〈
志
瓢
〉
　
紅
葉
を
惜
し
む

　
　
手
品
や
か
ら
紙
師
〈
園
芝
〉
　
あ
つ
ら
へ
て
二
尺
に
咲
く
を
菊
の
花
〈
可
圭
〉
、
待
つ
春
の
唐
紙
帳
や
君
が
膝
〈
和
尺
〉
　
か
ら
紙
の
桐
も
天

　
　
下
の
秋
な
れ
や
〈
蓼
和
〉
　
　
〔
今
様
職
人
尽
百
人
一
首
〕
み
す
作
り
　
手
繰
り
か
け
て
御
簾
や
編
む
と
も
巻
か
ぬ
間
に
房
う
ち
か
け
し
大
内
の

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
み

　
　
殿
　
　
「
や
は
り
縁
は
い
く
ぶ
か
け
だ
の
」
　
「
な
み
さ
。
大
方
紅
絹
が
か
か
ろ
う
」
　
／
　
地
唐
紙
　
唐
紙
に
風
の
当
た
り
し
も
ぢ
ぬ
の
は
き
ら

　
　
ひ
き
と
め
ぬ
型
ぞ
っ
き
け
り
　
　
「
す
っ
き
と
型
が
埋
ま
っ
た
。
ま
た
新
し
く
彫
り
直
さ
せ
ふ
」
　
「
こ
れ
は
て
う
か
ら
の
受
け
取
り
か
。
紺
青
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
す

　
　
薄
い
の
一
一
彩
画
職
人
部
類
一
鉤
簾
又
翠
簾
風
雅
集
雨
晴
予
風
は
お
り
く
吹
き
入
れ
て
小
簾
の
問
匂
ふ
軒
の
梅
が
枝
永
福
門

　
　
院
内
侍
　
　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
二
十
三
番
左
　
翠
簾
師
　
き
り
は
た
り
み
す
織
る
軒
の
虫
の
声
　
左
右
と
も
に
、
生
業
に
心
入
れ
た
る
に
、
よ

　
　
き
持
に
て
侍
る
。
　
／
　
五
十
三
番
右
　
唐
昏
師
　
摺
り
込
み
の
濃
き
紫
や
藤
の
丸
　
唐
紙
の
藤
の
丸
、
濃
き
紫
の
摺
り
込
み
も
よ
き
模
様
に

　
　
し
て
、
い
づ
れ
も
当
道
を
述
べ
し
が
、
蒔
絵
の
光
こ
そ
な
を
勝
る
べ
け
れ
。
　
　
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
か
ら
昏
師
　
時
烏
声
は
霞
に
雲
形
を
押
す



唐
昏
や
お
し
て
し
ば
鳴
け
　
左
、
あ
な
が
ち
に
せ
め
て
す
る
こ
と
を
俗
に
は
お
す
生
言
へ
ば
、
そ
れ
を
秀
句
に
と
ら
れ
し
、
よ
ろ
し
。
右
…
…

勝
と
こ
そ
定
め
申
す
べ
け
れ
。
　
／
　
み
す
あ
み
　
是
と
て
も
雲
井
道
具
と
編
む
御
簾
の
耳
を
揃
へ
て
聞
く
ほ
と
と
ぎ
す
　
左
、
雲
井
道
具
、

め
づ
ら
か
な
る
心
地
し
侍
り
。
右
…
…
勝
た
る
べ
し
。
　
／
　
み
す
あ
み
　
忍
び
音
の
洩
れ
て
こ
そ
聞
け
御
簾
造
雲
井
に
か
け
る
山
郭
公
　
：
・

…
右
、
こ
れ
も
大
方
に
は
侍
ら
ず
。
但
し
、
簾
は
か
く
る
と
こ
そ
申
す
べ
け
れ
、
か
け
る
と
は
無
下
の
ひ
な
び
ご
と
に
侍
り
。
か
う
や
う
の
誤

り
は
、
我
が
師
な
り
け
る
人
は
常
に
い
た
く
戒
め
て
こ
そ
の
給
ひ
し
か
。
此
の
頃
は
や
や
み
だ
り
に
な
り
て
侍
り
。
侃
以
左
為
勝
。
　
／
　
み

す
あ
み
　
香
炉
峯
の
雪
の
卯
の
花
咲
く
頃
に
御
簾
打
ち
上
げ
て
聞
く
時
鳥
　
…
…
右
、
清
少
納
言
の
ふ
る
こ
と
に
て
、
雪
の
卯
の
花
御
簾
打
ち

上
げ
て
な
ど
申
さ
れ
し
、
か
う
さ
く
に
お
か
し
と
覚
え
侍
り
。
こ
と
に
た
く
み
に
聞
こ
え
侍
れ
ば
、
勝
の
字
を
加
へ
侍
り
っ
。
　
／
　
み
す
あ

み
　
氏
な
く
て
御
簾
編
む
身
に
も
耳
果
報
ち
と
職
過
ぎ
る
初
郭
公
　
左
、
山
が
つ
と
人
は
言
へ
ど
も
な
ど
詠
み
た
れ
ば
、
こ
こ
に
は
職
に
過
ぎ

た
り
と
あ
る
、
さ
も
や
侍
ら
ん
。
…
…
昏
す
き
の
方
、
勝
り
ぬ
べ
く
や
。
　
　
〔
江
戸
職
人
歌
合
〕
十
八
番
左
　
御
簾
売
　
巻
か
ず
と
も
月
に
は

よ
し
や
よ
し
す
だ
札
管
な
き
を
の
み
見
る
も
あ
や
な
し
　
左
右
共
有
二
感
気
一
。
判
云
、
左
右
の
歌
と
も
に
姿
詞
満
ち
足
ら
ひ
て
、
判
者
も
感
涙

押
さ
へ
が
た
く
侍
り
。
よ
き
持
に
て
も
侍
る
べ
け
れ
ど
、
…
…
（
右
）
為
レ
勝
。
　
管
す
だ
れ
世
々
の
契
り
の
む
な
し
き
は
思
ひ
出
づ
べ
き
一

節
や
な
き
　
左
右
共
申
旨
な
し
。
判
云
、
左
右
寄
、
詞
同
等
歎
。
可
レ
為
レ
持
な
り
。

R
本
文
】

廿
三
番

雪
と
み
て
ま
き
あ
く
る
か
な
た
ま
す
た
れ

い
と
さ
や
か
な
る
秋
の
夜
の
つ
き

そ
ら
色
の
う
す
雲
ひ
け
と
か
ら
紙
の

し
た
き
ら
・
な
る
月
の
か
け
か
な

　
左
は
、
か
の
雪
の
朝
の
す
た
れ
を
、
月
に
引
か
け

　
て
詠
。
右
は
、
五
文
字
は
し
め
て
、
か
ら
か
み
の
心

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
一
十
一

ま
き
あ
く
る
－
〔
類
〕
巻
あ
く
る
　
た
ま
す
た
れ
1
〔
類
〕
玉
す
た
れ

秋
の
夜
の
つ
き
1
〔
類
〕
秋
夜
の
月

そ
ら
色
の
う
す
雲
1
〔
類
〕
空
色
の
薄
雲

か
け
1
〔
類
〕
影

す
た
れ
1
〔
類
〕
簾

詠
－
一
類
一
よ
む
は
し
め
て
1
一
類
一
始
て
か
ら
か
み
1
一
驚
鵡
一
か
ら
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
つ
よ
く
き
こ
ゆ
。
よ
き
持
な
る
へ
し
。

人
目
さ
へ
あ
な
は
っ
か
し
や
・
ふ
れ
み
す

ま
ろ
ね
は
か
り
に
あ
か
す
よ
は
哉

ひ
と
こ
・
ろ
か
・
ら
ま
し
か
は
ひ
ね
の
り
の

な
に
・
つ
け
て
も
は
な
れ
か
た
き
を

　
左
、
み
す
の
ま
ろ
ね
、
右
、

　
か
た
き
、
何
に
つ
け
て
も
可
為
持
。

　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
御
す
あ
み

こ
の
衛
殿
よ
り

ひ
ね
の
り
の
は
な
れ

御
い
そ
き
の

み
す
に
て
。

　
か
ら
紙
し

の
り
か
ち
と

こ
は
き
は
。
き

ら
・
を

入
よ
。

三
八

つ
よ
く
－
〔
類
〕
強
く

合
－
一
類
一
人
め
は
つ
か
し
†
一
類
一
恥
か
し
や
二
れ
み
す
1
一
串
榊
掴
鞠

ま
ろ
ね
1
〔
類
〕
丸
ね
　
哉
－
〔
尊
〕
か
な

ひ
と
こ
・
ろ
－
〔
類
〕
ひ
と
心
　
ま
し
か
は
1
〔
白
〕
ま
し
か
ば

な
に
・
1
〔
類
〕
何
に
　
は
な
れ
か
た
き
を
1
〔
類
〕
離
か
た
き
を

何
に
ー
〔
類
〕
な
に
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
す
あ
み

御
す
あ
み
1
〔
白
〕
翠
簾
屋
〔
忠
〕
廿
三
番
翠
簾
屋
〔
類
〕
翠
簾
屋

こ
の
衛
殿
よ
り
御
い
そ
き
の
み
す
に
て
1
〔
白
〕
新
御
所
の
御
わ
た
ま
し
ち
か
つ
き
て

い
そ
か
わ
し
さ
よ
〔
忠
〕
新
御
所
の
御
わ
た
ま
し
ち
か
つ
き
て
い
そ
か
わ
し
さ
よ
こ
の

衛
殿
よ
リ
御
い
そ
き
の
み
す
に
て
〔
類
〕
新
御
所
の
御
わ
た
ま
し
ち
か
つ
き
て
い
そ
か
は
し

さ
よ
イ
こ
の
衛
殿
よ
り
御
い
そ
き
の
み
す
に
て

か
ら
紙
し
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
唐
紙
し

の
り
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
糊

こ
は
き
は
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
こ
は
け
れ
は

入
よ
　
〔
類
〕
い
れ
よ

fig180103-1.pdf


丙
語
注
】

◎
唐
紙
は
、
本
来
は
中
国
渡
来
の
厚
手
の
紙
で
あ
る
が
、
転
じ
て
、
そ
の
紙
質
を
ま
ね
、
唐
紙
風
の
色
模
様
を
施
し
た
和
製
の
紙
を
も
い

う
。
唐
紙
師
は
、
型
木
な
ど
を
用
い
て
、
後
者
の
意
の
唐
紙
を
作
り
、
ま
た
そ
れ
を
張
っ
て
唐
紙
障
子
を
作
る
職
人
。
職
人
歌
合
に
初
出

だ
が
、
こ
れ
に
似
た
職
人
と
し
て
は
、
　
『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
九
二
一
十
五
番
左
に
表
補
絵
師
、
十
二
番
本
『
東
北
院
職
人
歌
合
』
二

番
右
に
経
師
（
五
番
本
で
は
判
者
）
が
見
え
る
。
な
お
、
経
師
は
、
本
職
人
歌
合
二
十
六
番
右
に
も
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
す
あ
み

　
御
簾
編
は
、
御
簾
を
編
む
職
人
。
白
石
本
は
「
翠
簾
屋
」
、
忠
寄
本
は
「
翠
簾
屋
」
、
類
従
本
は
「
翠
簾
屋
」
と
す
る
。
　
「
御
簾
編
」

は
『
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
』
七
番
右
に
見
え
る
。

　
両
者
は
と
も
に
建
具
類
の
製
作
に
あ
た
る
と
こ
ろ
か
ら
、
番
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

◎
雪
と
み
て
ま
き
あ
く
る
か
な
た
ま
す
た
れ
　
　
『
白
氏
文
集
』
十
六
、
　
「
香
炉
峯
下
新
ト
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁
」
詩
の
句
、
　
「
遺
愛

寺
ノ
鐘
ハ
敬
け
テ
枕
ヲ
聴
キ
、
香
炉
峯
ノ
雪
ハ
撰
〃
テ
簾
ヲ
看
ル
」
、
な
い
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
、
　
『
枕
草
子
』
二
百
九
十
九
段
、
　
「
雪
の
い
と
高
う

降
り
た
る
を
、
例
な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
り
て
、
炭
櫃
に
火
お
こ
し
て
、
物
語
な
ど
し
て
集
り
さ
ぷ
ら
ふ
に
、
　
『
少
塑
言
よ
、
香
炉
峯
の
雪

い
か
な
ら
ん
』
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御
格
子
あ
げ
さ
せ
て
、
御
簾
を
高
く
あ
げ
た
れ
ば
、
わ
ら
は
せ
給
ふ
」
云
々
を
典
拠
と
す
る
。
た
だ

し
、
こ
こ
は
、
　
「
雪
と
見
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
月
明
か
り
を
雪
と
見
ま
が
え
て
、
簾
を
巻
き
上
げ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
月
明
か
り

を
雪
と
見
る
と
い
う
発
想
は
、
多
く
は
な
い
が
、
　
「
衣
手
は
寒
く
も
あ
ら
ね
ど
月
影
を
た
ま
ら
ぬ
秋
の
雪
と
こ
そ
見
れ
〈
貫
之
〉
」
　
（
後

撰
集
、
六
、
秋
中
一
、
　
「
久
堅
の
空
さ
え
わ
た
る
冬
の
夜
は
月
の
光
も
雪
か
と
ぞ
見
る
〈
祝
部
成
仲
〉
」
　
（
新
拾
遺
集
、
六
、
冬
歌
一

な
ど
の
例
が
あ
る
。
な
お
、
　
「
玉
簾
」
は
、
玉
で
飾
っ
た
簾
と
も
取
り
う
る
が
、
こ
こ
は
、
単
に
、
簾
の
美
称
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

・
つ
。

◎
い
と
　
副
詞
の
「
い
と
」
に
、
　
「
簾
」
の
縁
語
「
糸
」
を
掛
け
る
。

◎
秋
の
夜
　
類
従
本
は
「
秋
夜
」
と
あ
る
が
、
　
「
秋
の
夜
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。

◎
そ
ら
色
の
う
す
雲
ひ
け
と
　
唐
紙
に
空
色
の
薄
い
雲
形
模
様
（
絵
に
描
か
れ
て
い
る
刷
毛
目
模
様
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
一
を
引
い
て
も
、

の
意
に
、
空
に
薄
雲
が
棚
引
い
て
い
る
け
れ
ど
、
の
意
を
掛
け
る
。
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◎
か
ら
紙
の
し
た
き
ら
念
な
る
月
の
か
け
か
な
1
「
き
ら
ら
」
は
、
雲
母
の
こ
と
で
、
こ
こ
は
、
唐
紙
の
下
地
に
散
ら
し
た
雲
母
の
細
片

を
い
う
。
そ
れ
に
、
月
の
明
る
く
き
ら
め
く
様
を
言
い
掛
け
る
。
た
だ
し
、
　
「
き
ら
ら
な
り
」
と
い
う
形
容
動
詞
は
管
見
に
入
ら
な
い
。

似
た
言
葉
に
、
　
「
き
ら
ら
か
な
り
」
　
一
形
容
動
詞
一
、
　
「
き
ら
ら
し
」
　
（
形
容
詞
一
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
和
歌
に
用
い
ら
れ

る
よ
う
室
言
葉
で
は
な
い
。
こ
こ
は
、
雲
母
の
「
き
ら
ら
」
に
強
引
に
引
き
寄
せ
て
、
造
語
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
空
色
の
雲
形
を
引
い

た
唐
紙
の
下
地
に
、
雲
母
が
散
ら
し
て
あ
る
よ
う
に
、
薄
雲
の
後
ろ
で
き
ら
め
い
て
い
る
月
。
な
お
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
『
貞
丈
雑
記
』

十
四
は
、
　
「
古
よ
n
ノ
雲
母
を
引
き
て
空
色
な
ど
の
雲
形
や
ナ
の
物
を
模
様
に
っ
け
た
る
事
と
見
ゆ
る
也
」
と
い
う
。

◎
か
の
雪
の
朝
の
す
た
れ
を
冬
月
に
引
か
け
て
詠
　
　
「
か
の
雪
の
朝
の
簾
」
は
、
前
述
の
、
　
『
白
氏
文
集
』
の
詩
句
、
な
い
し
『
枕
草
子
』

二
百
九
十
九
段
の
逸
話
に
よ
る
。
　
「
引
か
く
」
は
、
関
連
づ
け
る
こ
と
。
　
「
簾
」
の
縁
で
言
う
。

◎
五
文
字
は
し
め
て
1
「
空
色
の
」
と
い
う
初
句
を
始
め
と
し
て
。

◎
か
ら
か
み
の
心
つ
よ
く
き
二
ゆ
　
唐
紙
は
、
　
『
源
氏
物
語
』
鈴
虫
に
「
唐
の
紙
は
も
ろ
く
て
、
朝
夕
の
御
手
な
ら
し
に
も
い
か
が
」
と

あ
る
よ
う
に
、
も
ろ
い
紙
で
あ
っ
た
が
、
唐
紙
障
子
に
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
強
い
と
い
う
印
象
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
こ
こ
の
「
か
ら
か
み
」
は
「
韓
神
」
で
、
韓
神
の
心
が
強
い
、
す
な
わ
ち
、
荒
々
し
い
、
な
い
し
、
頼
も
し
い
と
解
す
る
の
が
よ

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
製
品
の
唐
紙
を
う
ま
く
詠
み
込
ん
で
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
人
圓
さ
へ
あ
な
は
つ
か
し
や
　
す
ぐ
下
の
「
破
れ
御
簾
」
に
続
き
、
破
れ
御
簾
を
恥
ず
か
し
く
思
う
、
と
い
う
意
味
と
、
下
句
の
「
ま

ろ
ね
は
か
り
に
あ
か
す
よ
は
哉
」
に
続
き
、
人
目
を
恥
じ
て
、
恋
し
い
相
手
と
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
嘆
く
意
味
と
を
兼
ね
る
。
感
動

詞
の
「
あ
な
」
に
、
　
「
破
れ
御
簾
」
の
縁
語
「
穴
」
を
掛
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

◎
ま
ろ
ね
は
か
リ
に
あ
か
す
よ
は
哉
　
「
破
れ
御
簾
」
の
縁
語
「
間
」
　
（
「
間
」
は
単
に
「
御
簾
」
の
縁
語
と
見
て
も
よ
い
が
、
今
の
場

合
、
　
「
破
れ
御
簾
」
だ
か
ら
一
層
隙
間
が
開
い
て
い
る
の
で
あ
る
一
か
ら
、
　
「
丸
寝
」
と
続
け
る
。
　
「
丸
寝
」
は
、
帯
を
解
か
ず
に
着
物

を
着
た
ま
ま
寝
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
恋
の
歌
で
は
、
独
n
・
寝
す
る
こ
と
。
毎
夜
独
り
寝
を
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
ひ
ね
の
り
　
未
考
。
　
『
日
本
職
人
辞
典
』
に
「
糊
が
古
く
な
っ
て
、
こ
わ
ば
り
付
く
物
」
　
（
「
唐
紙
師
」
の
項
）
と
し
、
　
『
ヴ
ィ
ジ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

ア
ル
史
料
日
本
職
人
史
1
』
も
、
　
「
古
く
な
っ
た
糊
」
　
（
「
唐
紙
師
」
の
項
）
と
す
る
が
、
　
「
何
に
付
け
て
も
離
れ
が
た
き
」
に
続
く
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔



ら
、
粘
着
力
の
強
い
糊
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
「
ひ
め
の
り
（
姫
糊
）
」
の
転
化
か
と
思
わ
れ
る
が
、
確
証
は
な
い
。

◎
ひ
と
二
善
ろ
か
念
ら
ま
し
か
は
　
あ
の
人
の
心
が
こ
の
よ
う
一
第
三
句
以
下
に
述
べ
る
私
の
心
と
同
じ
よ
う
一
で
あ
れ
ば
な
あ
。

◎
な
に
喜
つ
け
て
も
は
な
れ
か
た
き
を
　
「
何
に
っ
け
て
も
」
に
、
何
に
く
っ
付
け
て
も
の
意
と
、
何
か
に
っ
け
て
の
意
と
を
掛
け
る
。

ひ
ね
の
り
が
何
に
く
っ
付
け
て
も
、
よ
く
く
っ
付
い
て
離
れ
に
く
い
よ
う
に
、
私
は
、
何
か
に
っ
け
て
あ
の
人
と
離
れ
が
た
い
思
い
が
す

る
の
に
。
あ
の
人
の
方
も
同
じ
よ
う
な
思
い
で
い
て
く
れ
れ
ば
な
あ
、
と
い
う
気
持
ち
。
　
「
何
に
っ
け
て
も
」
は
、
　
「
難
波
江
や
な
に
に

つ
け
て
も
葦
の
根
の
う
き
身
の
程
ぞ
あ
は
れ
な
り
け
る
〈
鷹
司
院
按
察
〉
」
　
一
玉
葉
集
、
十
五
、
雑
歌
二
）
の
よ
う
な
例
も
な
い
で
は
な

い
が
、
歌
に
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
言
葉
。
俗
語
的
な
語
感
が
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
、
ひ
ね
の
り
の
縁
で
あ
え
て
用
い
た
。

◎
何
に
つ
け
て
も
可
為
持
　
何
か
に
っ
け
て
、
結
局
は
、
持
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
歌
の
「
何
に
っ
け
て
も
」
の
句
を
、
そ
の
ま
ま
判

詞
に
用
い
て
、
茶
化
し
た
の
で
あ
る
。
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◎
御
す
あ
み
　
白
石
本
、
忠
寄
本
は
「
翠
簾
屋
」
、
類
従
本
は
「
翠
簾
屋
」
。

◎
二
の
衛
殿
よ
り
御
い
そ
き
の
み
す
に
て
　
白
石
本
は
、
こ
の
言
葉
は
な
く
、
代
わ
り
に
、
　
「
新
御
所
の
御
わ
た
ま
し
ち
か
つ
き
て
い
そ

か
わ
し
さ
よ
」
と
し
、
忠
寄
本
は
、
　
「
新
御
所
の
御
わ
た
ま
し
ち
か
つ
き
て
い
そ
か
わ
し
さ
よ
」
の
横
に
、
　
「
こ
の
衛
殿
よ
り
御
い
そ
き

の
み
す
に
て
」
と
校
合
す
る
。
類
従
本
も
、
忠
寄
本
と
ほ
ぼ
同
じ
。
こ
れ
ら
二
種
類
の
言
葉
に
つ
い
て
、
岩
崎
佳
枝
「
『
七
十
一
番
職
人

歌
含
』
成
立
年
時
考
」
　
（
「
文
学
。
語
学
」
九
六
号
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
）
は
、
近
衛
殿
の
新
造
の
御
所
へ
の
移
徒
が
近
づ
き
、
ご
下

命
の
御
簾
を
間
に
あ
わ
せ
ね
ば
な
ら
ず
忙
し
い
、
と
い
う
同
一
の
事
態
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
し
、
そ
の
移
徒
と
は
、
上
立
売
小

川
通
東
に
あ
っ
た
近
衛
邸
が
明
応
九
年
七
月
二
十
八
日
の
柳
原
大
火
で
焼
失
、
そ
の
後
再
建
が
は
か
ら
れ
、
同
年
十
二
月
十
四
日
、
一
家

が
新
邸
へ
移
り
住
ん
だ
、
そ
の
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
今
、
こ
れ
に
従
う
。
な
お
、
同
論
は
、
序
文
の
解
釈
（
序
文
語
注
「
金
殿

の
光
こ
と
な
る
み
き
り
」
の
項
参
照
）
と
併
せ
て
、
当
職
人
歌
合
の
成
立
年
時
を
、
明
応
九
年
十
月
二
十
五
日
以
後
、
遅
く
と
も
明
応
十

年
の
初
め
ご
ろ
と
推
定
す
る
。

◎
の
り
か
ち
と
二
は
き
は
。
き
ら
匁
を
入
よ
ー
「
こ
は
き
は
」
は
、
白
石
本
、
忠
寄
本
、
類
従
本
は
、
　
「
こ
は
け
れ
は
」
。
　
『
中
世
職
人

語
彙
の
研
究
』
は
、
類
従
本
に
よ
っ
て
「
の
り
が
ち
と
こ
は
け
れ
ば
、
き
ら
・
を
い
れ
よ
」
と
読
み
、
　
「
糊
の
こ
わ
い
と
き
は
雲
母
を
入
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四
二

れ
て
、
軟
ら
か
く
ゆ
る
く
す
る
法
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
　
（
「
か
ら
か
み
師
・
き
ら
ら
」
の
項
）
と
す
る
が
、
は
た
し
て

そ
の
よ
う
な
技
法
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
語
法
的
に
も
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
東
博
本
系
の
本
文
に
従
う
な
ら
、
　
「
こ
は
き
は
」

の
「
は
」
は
終
助
詞
で
、
こ
こ
で
文
が
切
れ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
　
「
糊
が
ち
と
強
き
は
」
は
、
唐
紙
を
障
子
に
張
る

た
め
の
糊
に
っ
い
て
言
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
　
「
き
ら
ら
を
入
れ
よ
」
と
の
関
係
か
ら
す
る
と
、
唐
紙
に
散
ら
す
た
め
に
雲
母

を
糊
に
混
ぜ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
絵
と
の
関
係
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

丙
絵
』

　
御
簾
編
は
、
諸
肌
脱
ぎ
で
袴
を
は
き
、
編
み
機
の
前
に
坐
し
て
御
簾
を
編
む
。
編
み
機
は
、
編
み
糸
の
先
に
提
げ
た
玉
を
前
後
し
て
編

む
も
の
で
、
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
含
七
番
右
、
御
簾
編
の
絵
に
描
か
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
現
代
の
物
ま
で
、
基
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

前
と
横
に
、
竹
か
葦
な
ど
と
思
わ
れ
る
材
料
の
束
を
置
く
。
白
石
本
、
忠
寄
本
の
御
簾
編
は
烏
帽
子
を
被
る
。
ま
た
、
材
料
の
束
は
前
の

み
に
あ
り
、
膝
元
に
小
刀
様
の
物
を
置
く
。

　
唐
紙
師
は
、
剃
髪
し
、
小
袖
、
袴
姿
◎
腕
捲
り
し
て
四
角
い
作
業
台
の
前
に
坐
し
、
右
手
に
刷
毛
を
持
っ
て
、
台
の
上
に
束
ね
た
紙
に

色
を
塗
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
台
の
上
の
紙
に
は
、
空
色
の
刷
毛
目
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
同
様
の
紙
、
周
囲
に
三
束
と
一

枚
。
台
の
横
に
、
丸
い
台
に
載
せ
た
絵
具
を
入
れ
た
器
と
曲
物
。
曲
物
に
は
、
雲
母
で
も
入
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
白
石
本
、
忠
寄

本
、
明
暦
板
本
、
類
従
本
は
、
周
囲
の
紙
の
描
き
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
小
異
あ
り
。
白
石
本
は
、
紙
は
す
べ
て
白
の
ま
ま
。
白
石
本
、
忠
寄

本
は
、
絵
具
の
入
れ
物
も
曲
物
。
白
石
本
、
類
従
本
は
、
絵
具
の
入
れ
物
の
中
は
白
の
ま
ま
。
忠
寄
本
は
、
曲
物
二
つ
と
も
黒
く
塗
る
。
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職
人
歌
〕
一
番
左
　
医
者

思
わ
ひ
さ
て
も
い
か
・
は
せ
ん
し
も
の
恋
の
や
ま
ひ
の
薬
な
ら
ね
は

　
　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
茶
発
恋
　
う
き
ふ
し
よ
茶
発
の
竹
の
ほ
い
な
く
も
あ
は
で
ふ
ら
れ
て
心
消
え
消
え
　
　
〔
貞
徳
百
首
狂
歌
〕
盧
橘
　
陳
皮
に
は

　
　
な
ら
ぬ
先
よ
り
橘
の
匂
ひ
を
き
く
ぞ
気
の
薬
な
る
　
〔
蕃
駒
涯
歌
集
〕
煎
茶
に
よ
せ
て
不
逢
恋
を
　
忍
ぷ
れ
ど
色
に
は
出
端
煎
じ
茶
の
あ
は
で

　
　
立
っ
名
や
釜
の
口
惜
し
　
〔
狸
歌
ま
す
か
が
み
〕
寄
茶
述
懐
　
茶
笙
の
淡
と
や
っ
い
に
初
昔
う
ぢ
う
ぢ
暮
ら
し
月
日
た
つ
間
に
　
〔
狸
歌
種
ふ

　
　
く
べ
〕
寄
茶
祝
　
念
頃
な
中
は
次
第
に
濃
茶
に
て
釜
ち
ん
ち
ん
と
千
世
も
替
ら
じ
　
〔
狸
歌
活
玉
集
〕
寄
茶
店
恋
　
か
け
よ
か
し
思
ひ
の
た
け

　
　
を
汲
み
て
茶
の
あ
は
れ
一
夜
の
床
の
情
を
　
　
〔
誹
諸
職
人
尽
〕
一
ふ
く
一
銭
　
雷
や
門
の
茶
に
寄
る
物
語
〈
伽
香
〉
　
茶
ば
か
り
と
狐
鳴
く
な

　
　
り
枯
れ
薄
〈
涼
菟
〉
　
関
守
も
寝
ら
れ
ぬ
須
磨
の
新
茶
哉
〈
支
考
〉
　
宿
は
づ
れ
霜
消
ゆ
る
間
は
朝
茶
め
せ
〈
如
泥
〉
　
違
麹
や
茶
に
山
吹
を

　
　
拾
て
さ
す
る
〈
巴
静
〉
　
あ
が
国
の
名
に
負
ふ
茶
あ
り
樗
う
け
〈
午
橋
荘
　
杏
英
〉
　
夕
涼
み
橋
の
た
も
と
や
袖
引
茶
〈
佳
節
〉
　
風
薫
る
一

　
　
ぷ
く
一
銭
宇
治
の
里
〈
琴
鶴
〉
　
棚
橋
や
大
和
な
で
し
こ
爺
が
釜
〈
水
馬
〉
　
う
づ
ら
野
や
旅
の
毎
の
立
ち
な
が
ら
〈
硯
寿
〉
　
茶
売
迄
袷
に

　
　
な
る
や
大
手
先
き
〈
一
壷
〉
　
煮
え
ば
な
の
鑑
子
の
蓋
や
く
つ
は
む
し
〈
如
尺
〉
　
一
ぷ
く
に
一
銭
浮
く
や
池
の
蓬
〈
蓼
和
〉
　
／
　
せ
ん
じ

　
　
物
師
　
酒
売
も
せ
ん
じ
茶
で
見
よ
姥
桜
〈
重
頼
〉
　
茶
も
月
の
名
に
合
は
せ
け
り
後
む
か
し
〈
老
鼠
〉
　
独
吟
の
内
に
　
ど
こ
で
が
な
湯
立
て

　
　
初
め
ん
永
き
日
に
　
飲
み
手
も
あ
ら
ぬ
此
の
荷
ひ
茶
屋
〈
貞
徳
〉
　
虫
籠
に
果
報
こ
そ
茶
の
余
り
水
く
来
至
V
　
風
引
き
の
雪
の
戸
開
く
や
せ

　
　
ん
じ
も
の
〈
不
尺
〉
　
待
つ
花
や
目
の
つ
く
所
に
荷
ひ
茶
屋
〈
淀
　
等
丈
〉
　
道
芝
や
十
夜
御
命
講
を
荷
ひ
茶
屋
〈
雪
麿
〉
　
来
よ
か
し
の
時

　
　
雨
の
雨
や
煎
じ
も
の
〈
蓼
和
〉
　
〔
江
戸
職
人
歌
合
〕
十
六
番
右
　
茶
屋
　
秋
と
い
へ
ば
茶
に
浮
か
さ
れ
し
心
地
し
て
寝
ぬ
夜
あ
ま
た
に
月
を

　
　
見
る
覧
　
左
右
共
無
二
申
旨
一
。
…
…
右
も
、
月
を
見
て
あ
は
れ
に
思
ひ
入
る
と
は
な
く
て
、
茶
に
浮
か
さ
れ
し
心
地
せ
ん
事
、
頗
る
情
な
く
や
。

　
　
な
ず
ら
へ
て
為
レ
持
。
　
池
の
尾
の
深
き
契
り
と
思
ひ
こ
し
夜
を
う
ぢ
川
の
み
づ
か
ら
ぞ
う
き
　
左
右
又
申
旨
な
し
。
判
云
、
…
…
右
は
、
哀

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



四
四

　
　
れ
深
し
。
尤
も
為
勝
。

丙
本
文
】

二
十
四
番

　
左の

む
人
も
お
ほ
水
の
み
に
た
つ
る
圏

さ
も
す
み
は
っ
る
よ
は
の
月
哉

　
右

あ
た
ひ
な
き
よ
る
を
は
い
か
・
せ
む
□
樹

月
み
あ
そ
ひ
に
か
ふ
ひ
と
も
か
な

　
左
晋
、
の
む
と
い
ふ
こ
と
葉
二
あ
り
。
も
し
目
］

　
た
る
と
心
え
た
る
に
や
、
病
と
申
へ
□
H
］

　
右
も
、
風
情
つ
き
て
聞
ゆ
。
こ
の
せ
む
し
物
劇

　
や
ま
ひ
寄
に
の
ま
す
へ
く
や
。
い
か
さ
ま
持
た
る
□
口
］

た
つ
る
茶
の
あ
は
れ
き
ゆ
と
も
逢
日
圓

一
せ
に
か
ふ
る
い
の
ち
な
ら
は
や

お
も
ひ
わ
ひ
さ
て
も
い
か
・
は
せ
ん
し
図

恋
の
や
ま
ひ
の
く
す
り
な
ら
ね
は

　
左
、
た
つ
る
茶
の
あ
は
れ
と
つ
・
け
て
、
一
銭
同
固

　
せ
に
と
な
す
ら
へ
た
る
、
い
と
や
さ
し
く
き
こ
阿
固
］

　
い
か
・
は
せ
む
し
物
、
恋
の
病
の
薬
に
な
ら
厨
］

二
十
四
番
　
左
1
〔
明
〕
左
　
二
十
四
番
〔
類
〕
七
十
一
番
歌
合
中
廿
四
番

飲
－
一
類
一
か
な

右
－
〔
類
〕
ナ
シ

せ
む
し
物
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
せ
ん
し
物

ひ
と
ー
〔
類
〕
人

左
寄
1
〔
類
〕
左
歌
　
こ
と
葉
　
〔
類
〕
詞

心
え
た
る
1
〔
類
〕
心
得
た
る

こ
の
ー
〔
類
〕
此
　
せ
む
し
物
1
〔
明
〕
せ
ん
し
物
〔
類
〕
萸
し
物

き
ゆ
と
も
1
〔
類
〕
消
と
も

い
の
ち
ー
〔
類
〕
命

お
も
ひ
わ
ひ
ー
〔
類
〕
思
ひ
わ
ひ
　
せ
ん
し
も
の
ー
〔
類
〕
せ
む
し
も
の

く
す
り
1
〔
類
〕
薬

せ
む
し
物
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
せ
ん
し
物
〔
類
〕
煎
し
物



　
思
わ
ひ
た
る
も
、

　
侍
へ
し
。

　
　
　
　
◇

　
一
ふ
く
一
せ
む

こ
葉
の
御

茶
を
め
し

候
へ
。

あ
は
れ
に
き
こ
ゆ
。
猶
持
に

　
せ
ん
し
物
う
り

お
せ
む
し
物
、
く
。

猶
　
〔
類
〕
な
を

侍
へ
し
1
〔
類
〕
侍
る
へ
し

二
ふ
く
一
せ
む
1
〔
白
〕
〔
類
〕
一
服
一
銭
〔
忠
〕
廿
四
番
一
服
一
銭
〔
明
〕
せ
ん

こ
葉
の
御
茶
を
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
こ
葉
の
御
茶
－
　
　
　
一
ふ
く
一
銭

せ
ん
し
物
う
り
ー
〔
白
〕
煎
し
物
売
〔
忠
〕
廿
五
番
煎
し
物
売
〔
類
〕
萸
し
物
売

お
せ
む
し
物
、
く
ー
一
白
一
せ
ん
し
物
、
く
陳
皮
、
マ
ク
リ
マ
、
甘

草
一
忠
一
一
類
一
お
せ
ん
し
物
、
く

丙
語
注
】

◎
一
服
一
銭
は
、
茶
を
一
服
に
っ
き
一
銭
で
売
る
商
人
。
月
、
恋
の
両
首
、
お
よ
び
絵
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
抹
茶
を
飲
ま
せ
た
も
の
と
．

思
わ
れ
る
。
縁
日
な
ど
に
担
い
茶
具
で
立
売
り
す
る
の
が
通
例
で
あ
づ
た
が
、
社
寺
の
門
前
に
小
屋
が
け
し
て
一
銭
茶
屋
と
称
さ
れ
る
に

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
一
十
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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四
六

至
っ
た
（
国
史
大
辞
典
「
一
服
一
銭
」
の
項
）
、
廷
言
「
今
神
明
」
に
登
場
す
る
茶
屋
は
担
い
茶
屋
に
よ
る
立
売
り
で
あ
る
が
、
　
「
薩
摩

守
」
の
一
服
一
銭
の
茶
屋
は
、
店
を
構
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
杉
家
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
の
東
洞
院
五
条
坊
門
通
の
路
上

　
一
右
隻
第
三
扇
）
、
千
本
閻
魔
堂
境
内
一
左
隻
第
二
扇
）
や
狩
野
秀
範
『
高
雄
観
楓
図
』
に
は
、
担
い
茶
屋
の
商
人
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
図
は
、
右
の
煎
じ
物
売
の
図
に
酷
似
す
る
が
、
茶
笑
を
用
い
て
い
る
の
で
、
一
服
一
銭
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
本
職
人
歌

合
の
絵
で
は
、
風
炉
を
据
え
て
そ
の
前
に
坐
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
図
も
、
舟
木
家
旧
蔵
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
の
、
豊
国
社
楼
門

前
一
右
隻
第
二
扇
一
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
職
人
歌
合
に
初
出
。

　
煎
じ
物
売
は
、
茶
、
枇
杷
葉
、
陳
皮
、
乾
董
旦
な
ど
の
薬
草
を
煎
じ
て
売
る
商
人
。
絵
に
よ
る
と
、
担
い
茶
屋
を
担
っ
て
行
商
し
て
い
た

ら
し
い
。
職
人
歌
合
に
初
出
だ
が
、
似
た
職
種
と
し
て
は
、
　
『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
十
四
二
二
十
番
に
地
黄
煎
売
が
あ
る
。
ま
た
、

　
『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
一
番
左
の
医
者
の
歌
が
、
本
職
人
歌
合
の
煎
じ
物
売
の
恋
の
歌
と
同
じ
で
あ
る
。

◎
の
む
人
も
お
ほ
水
の
み
に
た
つ
る
茶
の
　
「
飲
む
人
も
多
一
し
）
」
か
ら
、
　
「
大
水
呑
」
と
続
く
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
大
水
呑
」
は
、
大

き
な
水
呑
茶
碗
と
思
わ
れ
る
。
飲
む
人
も
多
く
て
、
大
水
呑
に
点
て
る
茶
の
よ
う
に
。

◎
さ
も
す
み
は
つ
る
よ
は
の
月
哉
　
大
水
呑
に
点
て
る
茶
の
よ
う
に
、
月
が
澄
み
き
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
茶
が
澄
む
の
は
、

大
き
な
水
呑
を
使
う
の
で
、
泡
が
う
ま
く
立
た
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
失
態
を
、
月
を
褒
め
る
こ
と
に
転
じ
た
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。

．
◎
あ
た
ひ
な
き
よ
る
を
ほ
い
か
漆
せ
む
し
物
　
　
「
値
な
き
夜
」
は
、
こ
の
上
な
く
価
値
あ
る
夜
、
つ
ま
り
秋
の
良
夜
を
い
う
。
そ
れ
に
、

煎
じ
物
が
売
れ
ず
に
代
金
が
取
れ
な
い
夜
の
意
を
掛
け
る
。
秋
の
良
夜
、
な
い
し
、
煎
じ
物
が
売
れ
な
い
夜
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
そ
う
、

の
意
の
「
い
か
が
せ
む
」
か
ら
、
　
「
煎
じ
物
」
と
統
け
る
。
な
お
、
恋
の
歌
に
も
同
様
の
技
法
を
用
い
る
。

◎
月
み
あ
そ
ひ
に
か
ふ
ひ
と
も
か
な
　
月
見
遊
び
の
つ
い
で
に
、
煎
じ
物
を
買
う
人
が
い
れ
ば
な
あ
。

◎
の
む
と
い
ふ
二
と
葉
二
あ
リ
　
一
首
の
中
に
「
の
む
」
と
い
う
言
葉
が
二
度
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
　
「
文
字
病
」
、

　
「
同
字
病
」
と
し
て
問
題
に
さ
れ
た
。
九
番
語
注
「
る
・
の
病
」
の
項
参
照
。

◎
も
し
つ
喜
き
た
る
と
心
え
た
る
に
や
　
「
文
字
続
く
」
は
、
　
「
腰
の
五
文
字
も
続
か
ぬ
や
う
に
こ
そ
聞
こ
え
侍
る
は
ひ
が
ご
と
に
や
、

と
人
々
申
さ
る
め
れ
」
　
（
源
宰
相
中
将
家
和
歌
合
、
九
番
判
詞
）
、
　
「
右
、
わ
た
っ
み
に
み
く
づ
と
詠
む
ら
む
事
覚
え
ず
。
川
に
こ
そ
詠



む
め
れ
。
さ
れ
ど
も
、
文
宇
続
き
た
る
や
う
な
り
と
て
、
右
勝
」
　
一
『
袋
草
紙
』
下
、
古
今
歌
合
難
、
無
動
寺
歌
合
一
な
ど
の
よ
う
に
、

言
葉
続
き
が
な
め
ら
か
で
、
よ
く
意
味
が
通
じ
る
こ
と
を
い
う
が
、
こ
こ
で
具
体
的
に
何
を
言
お
う
と
し
た
の
か
未
考
。

◎
風
情
つ
き
て
聞
ゆ
　
「
風
情
」
は
、
歌
の
趣
向
な
い
し
着
想
。
　
「
風
情
尽
く
」
は
、
　
「
拾
遺
ヨ
リ
後
、
ソ
ノ
サ
マ
ニ
一
シ
テ
久
シ
ク
ナ

リ
ニ
ヶ
ル
ユ
ヱ
ニ
風
情
ヤ
ウ
ヤ
ウ
尽
キ
」
　
一
無
名
抄
一
、
　
「
こ
れ
は
万
葉
第
七
巻
警
楡
歌
に
て
、
挽
歌
な
ど
に
も
あ
ら
ず
侍
れ
ば
、
風
情

述
尽
き
て
、
本
歌
に
用
ゐ
て
侍
り
け
る
に
こ
そ
」
　
一
亀
山
殿
五
首
歌
合
、
十
三
番
判
詞
一
、
　
「
左
歌
は
…
…
風
情
の
尽
き
ぬ
る
に
よ
り
、

耳
遠
き
旋
頭
歌
を
さ
へ
ひ
き
ゐ
て
侍
れ
ば
、
勝
負
な
ど
の
事
は
思
ひ
も
か
け
侍
ら
ぬ
を
、
右
の
歌
の
沙
汰
に
及
ば
ず
」
　
（
前
摂
政
家
歌
合
、

六
十
番
判
詞
一
な
ど
の
ご
と
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
が
使
い
古
さ
れ
て
手
詰
ま
り
に
な
っ
た
状
態
、
ま
た
、
そ
の
結
果
、
趣
向
の
目
新
し

さ
を
求
め
て
奇
抜
に
走
る
こ
と
。
本
職
人
歌
合
で
は
、
他
に
、
二
十
八
番
右
、
冠
師
の
月
の
歌
に
対
し
て
、
　
「
右
は
、
殊
の
外
に
風
情
尽

き
た
リ
」
、
五
十
三
番
左
、
葛
造
の
月
の
歌
に
対
し
て
、
　
「
左
、
風
情
尽
き
て
聞
こ
ゆ
、
見
苦
し
」
と
評
し
た
例
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
歌

に
「
値
」
と
い
う
俗
語
を
用
い
た
点
に
つ
い
て
言
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
一
十
五
番
語
注
「
あ
た
ひ
と
い
ふ
詞
、
寄
に
も
侍
ら
め
と
、
な

に
と
や
ら
む
い
や
し
く
き
こ
ゆ
」
の
項
参
照
）
。
な
お
、
伝
統
的
な
歌
合
に
、
　
「
い
か
に
せ
ん
競
ふ
木
の
葉
の
木
枯
ら
し
に
た
え
ず
物
思

ふ
長
月
の
空
」
と
い
う
歌
に
対
し
て
、
　
「
右
は
、
い
か
に
せ
ん
と
お
け
る
よ
り
、
風
情
尽
き
に
け
る
に
や
と
聞
こ
え
侍
れ
ば
、
尤
以
左
可

為
勝
」
　
一
千
五
百
番
歌
合
、
七
百
六
十
九
番
判
詞
）
、
　
「
い
か
に
せ
ん
手
を
わ
か
る
べ
き
折
し
も
あ
れ
人
に
あ
ふ
ぎ
の
風
ぞ
秋
な
る
」
と

い
う
歌
に
対
し
て
、
　
「
左
は
、
い
か
に
せ
ん
と
お
け
る
よ
り
風
情
尽
き
に
け
る
に
や
と
聞
こ
え
侍
れ
ば
、
尤
も
右
を
も
て
勝
と
定
め
ら
る

べ
き
よ
し
申
し
き
」
　
一
前
摂
政
家
歌
合
、
二
百
番
判
詞
）
な
ど
と
評
し
た
例
が
あ
る
。
歌
に
「
い
か
に
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
い
か
に
も
趣
向
が
手
詰
ま
り
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
、
と
や
や
ふ
ざ
け
て
評
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
そ
れ

ら
を
ま
ね
て
、
　
「
い
か
が
せ
む
」
と
い
う
歌
の
言
葉
を
茶
化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

◎
二
の
世
む
し
物
は
冷
左
の
や
ま
ひ
寄
に
の
ま
す
へ
く
や
　
「
病
歌
」
は
、
歌
病
の
あ
る
歌
。
右
歌
の
煎
じ
物
を
左
の
病
歌
に
飲
ま
せ
た

ら
ど
う
だ
ろ
う
、
と
ふ
ざ
け
た
の
で
あ
る
。

◎
た
つ
る
茶
の
あ
は
れ
き
ゆ
と
も
－
「
点
つ
る
茶
の
泡
」
か
ら
感
動
詞
「
あ
は
れ
」
と
続
け
る
。
点
て
る
茶
の
泡
の
よ
う
に
は
か
な
く
も

消
え
て
一
死
ん
で
一
し
ま
お
う
と
も
。
な
お
、
泡
が
消
え
る
の
は
、
茶
の
質
が
悪
い
か
、
茶
を
点
て
る
技
術
が
劣
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
一
十
）
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四
八

◎
逢
二
と
の
一
せ
に
か
ふ
る
い
の
ち
な
ら
は
や
　
「
逢
ふ
こ
と
の
一
瀬
」
は
、
一
度
の
逢
う
瀬
。
一
度
の
逢
う
瀬
と
引
き
換
え
る
命
で
あ

り
た
い
、
す
な
わ
ち
、
た
っ
た
一
度
だ
け
で
も
逢
う
こ
と
が
で
ぎ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
も
よ
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
命
懸
け
で
逢
い
た
い
と
思
う
気
持
ち
を
詠
ん
だ
例
は
、
　
「
命
や
は
な
に
ぞ
は
露
の
あ
だ
物
を
逢
ふ
に
し
換
へ
ば
惜
し
か
ら
な

く
に
〈
友
則
〉
」
　
（
古
今
集
、
十
二
、
恋
歌
二
一
、
　
「
一
た
び
の
逢
ふ
瀬
に
換
へ
し
命
な
れ
ば
捨
て
も
惜
し
み
も
君
に
の
み
こ
そ
〈
院
冷

泉
〉
」
・
（
風
雅
集
、
十
二
、
恋
歌
三
）
な
ど
、
伝
統
的
な
歌
に
数
多
い
。
　
二
瀬
に
」
に
、
　
二
銭
」
の
訓
読
「
ひ
と
ぜ
に
」
を
掛
け
る
。

◎
お
も
ひ
わ
ひ
…
一
－
　
『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
一
番
左
、
医
者
の
歌
に
同
じ
。

◎
さ
て
も
い
か
塾
は
せ
ん
し
も
の
　
さ
て
ど
う
し
よ
う
、
の
意
の
「
さ
て
も
い
か
が
は
せ
ん
」
か
ら
、
　
「
煎
じ
物
」
と
続
け
る
。

◎
恋
の
や
ま
ひ
の
く
す
り
な
ら
ね
は
　
煎
じ
物
は
各
種
の
効
能
が
あ
る
が
、
恋
の
病
の
薬
で
は
な
い
か
ら
。
　
「
恋
の
病
」
と
い
う
語
は
、

「
か
く
ば
か
り
恋
の
病
は
重
け
れ
ど
目
に
か
け
さ
げ
て
逢
は
ぬ
君
か
な
〈
内
大
臣
小
大
進
〉
」
　
（
金
葉
集
、
八
、
恋
部
下
）
な
ど
、
歌
に

も
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
恋
の
病
に
薬
が
な
い
、
と
い
う
発
想
も
、
　
「
い
か
に
せ
む
逢
ふ
よ
り
ほ
か
の
薬
な
き
恋
の
病
に
沈
む
我
が
身
を

〈
実
清
〉
」
　
（
久
安
百
首
、
恋
二
十
首
）
に
、
す
で
に
見
ら
れ
る
。
本
職
人
歌
合
に
も
、
三
十
四
番
左
、
医
師
の
恋
の
歌
に
、
　
「
あ
は
れ

我
が
恋
の
病
ぞ
薬
な
き
う
き
名
ば
か
リ
を
断
ち
物
に
し
て
」
と
あ
る
。
な
お
、
こ
の
歌
は
、
こ
こ
の
「
思
ひ
佗
び
…
…
」
と
と
も
に
、

『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
で
は
、
医
者
・
陰
陽
師
の
番
い
と
な
っ
て
い
る
。

◎
一
銭
を
ひ
と
せ
に
と
な
す
ら
へ
た
る
冷
い
と
や
さ
し
く
き
二
ゆ
　
「
準
ふ
」
は
、
あ
る
も
の
が
他
の
あ
る
も
の
に
匹
敵
す
る
と
見
傲
す

こ
と
。
こ
こ
で
は
具
体
的
に
は
、
　
「
一
銭
」
と
い
う
俗
語
と
二
瀬
に
」
と
い
う
雅
語
と
を
掛
詞
に
し
た
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
を
「
や
さ

し
」
と
褒
め
る
の
は
、
勿
論
、
冗
談
で
あ
る
。
　
「
や
さ
し
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
女
性
的
な
優
美
、
繊
細
な
感
情
や
情
趣
に
つ
い
て
い
う

一
和
歌
大
辞
典
「
や
さ
し
」
の
項
）
◎

◎
せ
ん
し
物
う
リ
　
忠
寄
本
に
「
廿
五
番
」
と
あ
る
の
は
、
誤
写
。
次
の
琵
琶
法
師
に
「
廿
五
番
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。

◎
蕃
む
し
物
鴫
く
白
石
本
は
「
せ
ん
し
物
、
く
一
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
あ
る
轄
轟
子
で
こ
の
よ
う
に
言
一
て
一
冗
り
歩
い

た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
狂
言
「
煎
じ
物
」
か
ら
窺
わ
れ
る
（
参
考
参
照
一
。
ま
た
、
白
石
本
は
別
に
、
　
「
陳
皮
、
マ
ク
リ
マ
、
甘
草
」

と
記
す
。
こ
れ
も
声
り
声
で
あ
ろ
う
。



◎
二
葉
の
御
薬
を
め
し
候
へ
　
白
石
本
、
忠
寄
本
、
類
従
本
は
、
「
を
」
を
脱
す
。
　
「
こ
葉
」
は
未
考
。
　
『
嬉
遊
笑
覧
』
十
は
、
　
「
こ
は

は
小
葉
に
て
小
芽
の
茶
と
い
ふ
」
と
し
、
　
『
日
本
職
人
辞
典
』
は
、
　
「
古
茶
」
と
解
し
、
古
茶
の
方
が
よ
く
出
る
の
だ
ど
い
う
（
「
一
服

一
銭
」
の
項
）
。
『
申
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
は
、
　
『
大
言
海
』
の
説
を
受
け
て
、
　
「
粉
葉
」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
抹
茶
の
こ
と
だ
と
す

る
（
二
服
一
銭
二
」
は
」
の
項
一
。
一
服
一
銭
が
抹
茶
を
売
る
者
だ
と
す
る
と
、
　
「
小
葉
」
、
　
「
古
葉
」
と
い
う
の
は
無
理
な
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
他
に
用
例
を
見
な
い
言
葉
で
あ
る
。
　
「
候
へ
」
は
、
取
り
敢
え
ず
、
　
「
ソ
ウ
ェ
」
な
い
し
「
ソ
ェ
」
と

読
ん
で
お
く
が
、
　
「
ソ
ウ
ラ
ェ
」
ま
た
は
「
ソ
ロ
ェ
」
か
も
し
れ
な
い
（
一
番
語
注
「
め
さ
れ
候
」
参
照
）
。

丙
絵
】

　
一
服
一
銭
は
、
剃
髪
し
、
僧
衣
を
着
、
腰
に
提
鞘
と
燧
袋
を
下
げ
る
。
坐
し
て
、
左
手
に
茶
托
に
載
せ
た
茶
碗
、
右
手
に
茶
莞
を
持
ち
、

茶
を
点
て
て
い
る
と
こ
ろ
。
前
に
釜
を
か
け
た
風
炉
、
柄
杓
と
水
の
入
っ
た
緒
桶
。
別
に
、
水
の
入
っ
た
四
角
い
箱
。
こ
れ
は
茶
碗
を
濯

ぐ
た
め
か
。
左
に
茶
器
の
入
れ
物
と
思
わ
れ
る
四
角
い
箱
を
置
き
、
そ
の
蓋
を
裏
返
し
た
上
に
、
茶
碗
や
棄
と
思
わ
れ
る
遺
具
類
を
載
せ

る
。
白
石
本
、
忠
寄
本
は
、
茶
杓
を
加
え
る
な
ど
、
道
具
類
の
描
き
方
が
や
や
異
な
る
。
剃
髪
し
僧
衣
を
着
て
い
る
の
は
、
喫
茶
の
風
が

寺
院
か
ら
起
こ
っ
た
こ
と
の
名
残
か
。
廷
言
「
通
円
」
で
は
、
茶
屋
の
主
人
の
こ
と
を
「
茶
屋
坊
主
」
と
呼
ん
で
い
る
一
天
理
本
・
虎
明

本
）
し
、
虎
明
本
廷
言
「
今
じ
ん
め
い
」
の
ト
書
部
分
で
も
、
茶
屋
の
こ
と
を
「
ば
う
ず
」
と
記
し
て
い
る
。
　
『
犬
っ
く
ば
集
』
に
も
、

「
ち
は
や
ふ
る
三
輸
山
も
と
の
茶
屋
坊
主
」
の
句
が
あ
る
。
こ
れ
は
近
世
の
茶
坊
主
に
も
繋
が
っ
て
行
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
上

杉
家
本
や
舟
木
家
旧
蔵
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
、
狩
野
秀
範
『
高
雄
観
楓
図
』
な
ど
の
一
服
一
銭
は
、
有
髪
で
あ
る
。

　
煎
じ
物
売
は
、
笠
を
被
り
（
剃
髪
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
）
覆
面
を
し
、
柿
色
の
衣
を
着
て
、
脚
絆
（
類
従
本
は
、
脚
絆
包
描
か
な
い
）
、

草
軽
履
き
。
腰
に
提
鞘
を
下
げ
る
。
担
い
茶
屋
の
横
に
立
っ
て
、
左
手
に
茶
碗
を
持
ち
、
右
手
の
柄
杓
で
、
荷
い
茶
屋
の
釜
か
ら
煎
じ
物

を
汲
も
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
担
い
茶
屋
は
、
天
秤
の
一
方
に
釜
を
か
け
た
風
炉
と
薪
を
入
れ
た
籠
、
風
炉
の
下
に
曲
物
一
用
途
未
考
）
、

も
う
一
方
に
茶
碗
を
入
れ
た
曲
物
の
桶
を
付
け
る
。
な
お
、
虎
明
本
狂
言
「
せ
ん
じ
物
」
の
注
記
に
、
　
「
茶
屋
一
煎
じ
物
売
）
出
立
は
、

狂
言
袴
前
を
取
り
、
腰
帯
、
福
綴
、
頭
巾
、
編
み
笠
の
前
に
、
手
拭
、
覆
面
の
ご
と
く
作
る
な
り
」
と
あ
る
。

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

丙
参
考
】

○
茶
屋
の
屋
根
漏
る
や
あ
ら
れ
の
鑑
子
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
犬
つ
く
ば
集
）

○
　
か
さ
を
持
た
ね
ば
茶
屋
へ
こ
そ
寄
れ

　
い
と
ど
だ
に
食
ふ
べ
き
餅
に
雨
降
り
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
一

〇
　
坂
の
者
内
野
の
茶
屋
に
腰
か
け
て

　
神
砥
く
わ
ん
ず
の
弦
や
召
さ
れ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
喉
の
渇
き
は
た
だ
富
士
の
山

　
田
子
の
浦
に
打
ち
出
で
て
み
れ
ば
茶
屋
も
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
同
）

○
神
の
世
よ
り
の
杉
の
づ
ん
ぎ
り

　
ち
は
や
ふ
る
三
輸
山
も
と
の
茶
屋
坊
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
亦
於
二
路
頭
見
物
衆
之
場
一
、
年
齢
漸
不
惑
余
之
桑
門
、
長
高
色
羅
黒
面
縄
顔
、
而
鼻
鼓
、
灌
瘍
形
、
頑
心
、
器
而
少
暖
甚
詑
分
、
著
上

唐
布
入
桔
帷
与
小
薄
短
親
強
炮
衣
上
、
以
二
柿
団
扇
一
磨
二
煎
物
売
一
、
高
声
喚
寄
、
泥
顔
而
問
日
、
汝
所
レ
調
煎
物
者
、
其
薬
種
何
々
耶
、
彼

煎
物
売
、
返
々
余
為
二
不
詳
二
一
ム
々
、
而
敢
不
レ
得
レ
意
、
乍
レ
思
答
日
、
薬
種
惣
誰
二
万
端
一
今
少
々
言
レ
之
、
先
、
天
南
星
、
地
骨
皮
、
棲
榔

子
、
高
良
香
、
人
参
、
鬼
箭
、
甘
草
、
苦
辛
、
丁
子
、
貝
母
、
山
楯
子
、
柴
胡
、
桂
心
、
玄
参
、
黄
老
、
川
大
黄
、
金
牙
、
銅
鼻
、
龍
脳
、

虎
膳
、
五
味
子
、
陳
皮
、
川
尊
、
鶴
鼠
、
烏
頭
、
三
稜
根
、
白
尤
、
黄
連
、
白
奨
、
紫
檀
、
赤
萄
薬
、
胡
淑
、
秩
神
、
箏
穣
、
益
智
、
青

木
香
、
白
韮
、
楯
楼
、
烏
梅
、
龍
歯
、
地
床
子
、
杏
仁
、
鹿
茸
、
繋
甲
、
石
斜
、
難
舌
香
、
前
胡
、
阿
魏
、
沢
潟
、
防
風
、
赤
銅
暦
、
白

石
脂
、
蜜
随
僧
、
詞
梨
勒
等
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
桂
川
地
蔵
記
）

○
本
朝
以
5
栂
尾
山
茶
イ
為
ぷ
第
一
↓
。
宇
治
次
〃
之
二
。
梅
与
栂
、
宇
相
似
。
故
二
通
シ
テ
而
用
。
近
代
好
レ
茶
ヲ
者
、
以
二
宇
治
一
為
コ
第
一
↓
。
栂

尾
次
レ
之
二
。
本
ノ
朝
諺
二
謂
ク
、
好
レ
茶
ヲ
者
ヲ
日
二
数
寄
者
↓
。
又
諺
日
ク
、
至
J
宇
治
茶
．
一
一
、
有
二
清
音
一
。
余
ハ
皆
濁
ル
音
。
又
、
有
二
宇
治
茶
之
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ヤ

称
一
。
日
二
無
上
↓
、
日
二
別
義
↓
、
日
二
極
無
↓
。
然
則
ン
ハ
、
縦
誰
レ
為
二
蘇
酪
醍
醐
一
、
不
レ
可
レ
為
二
茶
之
上
一
。
況
ヤ
、
於
レ
酒
二
乎
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蘭
叔
玄
秀
「
酒
茶
論
」
一



○
惣
じ
て
あ
の
茶
と
い
ふ
も
の
は
、
余
の
草
木
に
も
か
は
り
、
春
に
も
な
れ
ば
、
萌
え
出
づ
る
梢
を
む
し
り
取
ら
れ
つ
つ
、
熱
鉄
の
湯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
い
ろ

中
に
て
、
茄
で
つ
蒸
さ
れ
つ
、
そ
の
上
に
焙
炉
の
火
に
て
焙
ら
れ
、
人
里
遠
き
愛
宕
山
に
遺
ひ
上
せ
ら
れ
て
、
落
縁
の
下
に
置
か
れ
、
秋

風
の
そ
よ
ぐ
比
に
も
な
り
し
か
ば
、
口
切
り
と
い
ひ
て
、
石
の
臼
に
て
挽
か
れ
っ
っ
、
茶
杓
の
責
め
を
受
く
る
身
が
、
我
ら
を
誹
り
申
す

こ
そ
、
中
々
憎
き
仕
方
な
れ
。
い
ざ
打
ち
寄
せ
て
退
治
し
、
末
代
に
至
る
ま
で
、
詮
な
き
に
が
茶
を
絶
や
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
本
「
酒
茶
論
」
）

○
若
衆
み
な
脇
の
居
座
の
方
へ
な
を
り
て
難
す
う
ち
に
、
坊
主
出
る
。
担
い
茶
屋
を
持
つ
て
、
笠
に
覆
面
し
て
、
十
徳
、
腰
に
団
扇
を
差

し
て
、
橋
懸
の
シ
テ
の
松
の
あ
た
り
に
、
担
い
茶
屋
を
下
ろ
い
て
、
又
笠
を
脱
い
で
、
手
に
持
つ
て
、
み
な
に
め
で
た
い
と
云
ふ
辞
宜
を

云
う
て
、
笠
を
棒
に
か
け
て
お
い
て
、
茶
碗
柄
杓
を
取
っ
て
一
度
す
す
い
で
、
扱
汲
ん
で
、
煎
じ
物
と
云
う
て
行
く
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
廷
言
、
せ
ん
し
物
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん
ぴ
か
ん
き
や
う

○
煎
じ
煎
じ
、
煎
じ
物
召
せ
、
煎
じ
物
召
せ
、
陳
皮
乾
蓋
加
へ
て
煎
じ
た
る
、
お
煎
じ
物
召
せ
、
煎
じ
物
め
せ
、
疾
を
切
ら
ひ
て
お
声
の

出
で
候
、
お
虫
の
薬
も
加
へ
加
へ
て
煎
じ
た
る
お
煎
じ
物
、
お
煎
じ
煎
じ
、
煎
じ
物
召
せ
、
煎
じ
物
召
せ
、
か
ほ
ど
に
し
ひ
た
る
煎
じ
物

は
、
ま
た
と
あ
る
ま
ひ
、
煎
じ
物
召
せ
、
寿
命
長
遠
息
災
延
命
の
お
煎
じ
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
些
言
、
せ
ん
じ
物
）

○
う
た
て
し
の
旅
人
達
や
、
何
と
て
茶
を
ば
飲
ま
ざ
る
ら
う
、
飲
ま
ぬ
こ
そ
轟
な
れ
、
く
、
檜
木
茶
桶
に
焙
烙
鑑
子
に
、
伊
勢
水
呑

　
は
たの

端
の
欠
け
た
に
、
天
道
干
し
の
暇
乞
わ
ず
を
、
飲
ま
ぬ
は
人
の
道
理
な
り
、
さ
ら
ば
茶
点
て
の
見
目
が
よ
い
か
、
く
、
き
わ
め
て
色

の
黒
顔
に
、
は
い
ほ
な
ん
ど
を
す
っ
ぱ
と
付
け
た
る
顔
を
見
れ
ば
、
焼
け
山
に
霜
の
降
っ
た
に
、
少
し
も
違
わ
ぬ
お
か
し
さ
よ
、
よ
く
よ

く
思
へ
ば
我
等
が
商
ひ
、
今
こ
の
茶
屋
に
て
身
を
ば
立
つ
ま
じ
、
い
ざ
打
ち
捨
て
て
此
の
茶
屋
を
、
い
ざ
打
ち
捨
て
て
此
の
茶
屋
を
、
捨

て
て
都
に
帰
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
荏
言
、
今
神
明
）

○
へ
し
い
し
い
、
申
し
。
へ
何
事
ぞ
。
へ
茶
代
わ
り
ト
云
。
へ
茶
代
わ
り
と
は
何
の
事
ぞ
ト
云
。
へ
旅
す
る
者
が
茶
代
わ
り
と
云
ふ
事
を

知
ら
ぬ
と
云
ふ
事
が
あ
る
物
か
。
此
の
茶
屋
は
一
服
一
銭
に
定
ま
つ
た
ほ
ど
に
、
お
出
し
や
れ
ト
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
天
理
本
狂
言
、
さ
つ
ま
の
か
み
）

○
靱
も
此
の
宇
治
橋
の
供
養
、
今
を
半
ば
と
見
へ
し
所
に
、
都
道
者
と
お
ぽ
し
く
て
、
い
ざ
通
円
が
茶
を
飲
み
干
さ
ん
と
、
名
告
り
も
あ
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．
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
し
や
く

へ
ず
三
百
人
、
口
脇
を
広
げ
茶
を
飲
ま
ん
と
群
れ
入
る
、
旅
人
に
、
大
茶
を
点
て
ん
と
茶
杓
を
お
っ
取
り
、
簸
暦
ど
も
を
ち
や
ち
や
と
打

ち
入
れ
て
、
浮
き
ぬ
沈
み
ぬ
点
て
か
け
た
り
、
通
円
下
部
を
下
知
し
て
い
わ
く
、
水
の
逆
巻
く
所
を
ば
砂
あ
リ
と
知
る
べ
し
、
弱
き
者
に

　
ひ
し
や
く

は
柄
拘
を
持
た
せ
、
強
き
に
水
を
担
わ
せ
よ
、
な
が
れ
者
に
は
茶
発
を
持
た
せ
て
、
互
い
に
力
を
合
わ
す
べ
し
と
、
た
だ
一
人
の
下
知
に

よ
つ
て
、
ち
や
ば
か
り
の
大
場
な
れ
共
、
一
騎
も
残
ら
ず
点
て
か
け
点
て
か
け
、
穂
先
を
揃
へ
て
麦
を
最
期
と
点
て
か
け
た
り
、
去
る
ほ

ど
に
入
り
乱
れ
、
我
も
我
も
と
飲
む
ほ
ど
に
、
通
円
が
茶
の
み
つ
る
、
茶
碗
柄
杓
も
打
ち
割
れ
ば
、
是
ま
で
と
思
ひ
て
、
是
ま
で
と
思
ひ

て
、
平
等
院
の
縁
の
下
、
是
な
る
砂
の
上
に
団
扇
を
打
ち
敷
き
、
衣
脱
ぎ
捨
て
坐
を
組
み
て
、
茶
発
を
持
ち
な
が
ら
、
さ
す
が
名
を
得
し

通
円
が
、
埋
み
火
の
燃
へ
た
っ
事
の
な
か
り
せ
ば
、
湯
の
な
き
時
は
泡
も
点
て
ら
れ
ず
、
跡
弔
い
給
へ
御
聖
、
か
り
そ
め
な
が
ら
是
と
て

も
、
．
ち
や
し
や
う
の
種
の
縁
に
今
、
団
扇
の
砂
の
草
の
陰
に
、
ち
や
ち
隠
れ
失
せ
に
け
り
、
跡
ち
や
ち
隠
れ
失
せ
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
婆
言
、
通
円
）

○
つ
う
ゑ
ん
が
あ
に
一
休
作
　
一
服
一
銭
一
期
内
　
最
期
一
念
温
客
泡
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
狂
言
、
つ
う
ゑ
ん
、
注
記
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
う
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
そ

○
う
な
り
お
ば
ど
こ
ま
で
送
1
る
べ
し
関
山
、
関
山
関
寺
室
積
や
室
が
関
、
送
り
つ
め
た
よ
あ
れ
見
よ
兵
庫
の
築
島
、
急
げ
遅
い
子
峠
の
茶

屋
が
近
い
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
田
植
草
紙
一

〇
い
ざ
い
ざ
戻
ろ
う
今
日
の
日
を
見
よ
や
れ
、
日
も
下
が
り
た
に
今
日
日
を
見
よ
や
れ
、
編
み
笠
は
茶
屋
に
忘
れ
た
、
扇
子
は
町
で
落
と

い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
同
一

〇
日
本
人
は
、
茶
の
用
法
を
学
ん
だ
シ
ナ
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
、
昔
は
茶
o
轟
を
煮
出
し
て
飲
ん
で
い
た
。
今
で
も
日
本
の
あ
る
地

方
で
は
下
層
の
人
々
や
農
民
の
間
で
そ
れ
を
飲
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
煎
じ
茶
常
目
ま
ぎ
と
い
う
が
、
煮
た
o
轟
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
後
、
時
が
た
っ
に
っ
れ
て
、
茶
そ
の
も
の
を
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
干
す
か
焙
る
か
し
た
葉
を
、
小
さ
く
て
す

こ
ぷ
る
よ
く
出
未
た
黒
い
石
の
臼
で
、
細
か
い
穀
粉
の
よ
う
に
緑
色
の
粉
末
に
醒
く
〔
醸
き
茶
、
抹
茶
〕
。
臼
は
そ
の
た
め
に
の
み
使
わ
れ

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
セ
テ
イ
ー
ニ
ヤ

る
も
の
で
、
茶
臼
o
ブ
聲
竃
と
呼
ば
れ
、
茶
o
ぎ
の
臼
の
意
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
醒
か
れ
た
緑
色
の
粉
末
は
、
上
質
の
漆
の
小
筥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ー
ナ
　
コ
リ
ヱ
リ
ー
ニ
ヤ

〔
棄
〕
、
ま
た
は
同
じ
用
途
を
持
っ
た
陶
土
の
小
さ
な
一
種
の
壷
〔
茶
入
れ
〕
に
入
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
専
用
の
竹
製
の
小
匙
〔
茶
杓
〕
で
、

こ
れ
ら
の
粉
末
を
取
っ
て
一
匙
か
二
匙
磁
器
〔
茶
碗
〕
に
入
れ
、
こ
の
場
合
の
た
め
に
い
っ
も
用
意
し
て
あ
る
沸
騰
し
た
湯
を
す
ぐ
そ
の
上



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ー
ナ
　
　
　
　
　
　
エ
ス
コ
ヴ
イ
ー
ニ
ヤ

に
注
ぎ
、
か
ね
て
こ
の
た
め
に
調
え
て
あ
る
竹
製
の
小
さ
な
刷
毛
〔
茶
発
〕
で
、
優
雅
に
、
か
っ
器
用
に
そ
れ
を
掩
き
ま
ぜ
る
。
そ
う
す
る

と
、
緑
色
の
茶
o
爵
の
粉
末
が
溶
け
て
粒
が
な
く
な
り
、
同
じ
色
を
し
た
湯
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
茶
そ
の
も
の
を
飲
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
教
会
史
、
一
巻
三
十
二
章
）
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