
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

稿
（
二
十
五
）

下
　
　
房

俊

　
　
　
凡

本
稿
に
は
、

○修『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

の
中
、
第
五
十
三
番
お
よ
び
第
五
十
四
番
の
注
解
を
収
め
た
。

門
職
人
尽
〕

　
　
〔
調
度
歌
合
〕
八
番
右
　
つ
父
ら
　
人
目
の
み
し
げ
き
み
山
を
分
け
わ
び
て
行
き
来
休
ま
ぬ
つ
父
ら
折
か
な
　
…
…
右
も
、
し
げ
き
深
山
の

　
青
つ
父
ら
苦
し
き
世
を
ぞ
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
、
と
い
ひ
し
本
歌
の
心
と
り
過
ぎ
侍
れ
ど
、
こ
れ
も
又
、
や
さ
し
く
も
つ
∫
ら
折
を
、
行
き
な
や

　
む
恋
路
に
ひ
き
な
さ
れ
た
る
も
い
と
∫
哀
れ
に
、
左
の
杉
の
し
る
し
よ
り
は
、
猶
、
行
き
来
休
ま
ぬ
青
つ
∫
ら
、
お
の
お
の
心
引
き
侍
り
し
。

　
　
　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
葛
籠
恋
　
是
に
あ
ひ
か
れ
に
あ
ひ
ぬ
る
人
は
た
だ
一
荷
つ
づ
ら
の
ふ
た
心
か
な
　
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕
葛
籠
師
　
下
地

　
は
近
江
、
若
狭
、
薩
摩
よ
り
造
り
出
だ
す
。
室
町
通
一
条
の
上
に
て
是
を
造
る
。
　
　
〔
冒
譜
職
人
尽
〕
つ
父
ら
作
り
　
解
き
に
く
き
つ
∫
ら

　
を
春
の
目
影
哉
く
休
甫
V
　
葉
桜
や
過
ぎ
来
し
伊
達
の
つ
父
ら
笠
く
一
尺
V
　
散
る
や
桃
葛
籠
に
足
駄
な
み
だ
雨
く
不
尺
V
　
細
元
手
繰
り

　
て
や
秋
の
つ
∫
ら
町
く
丈
国
V
　
ゆ
く
と
く
と
君
が
つ
∫
ら
や
は
る
の
宵
く
蓼
和
V
　
／
　
か
は
ご
作
り
　
新
渋
の
は
り
ま
鹿
児
島
誰
が
家
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一
四
八

〈
専
吟
V
　
剃
る
と
は
や
皮
籠
に
溜
る
秋
の
暮
れ
く
水
馬
V
　
対
子
王
が
も
ぬ
け
の
か
は
ご
今
も
蝉
く
何
江
V
　
虫
干
に
皮
籠
も
あ
る
か
国

分
寺
く
万
廼
V
　
峰
入
の
笠
も
か
は
ご
も
そ
げ
そ
げ
し
く
蓼
和
V
　
〔
今
様
職
人
尽
百
人
一
首
〕
つ
父
ら
師
　
渋
や
引
く
紙
張
り
き
か
す
竹

皮
籠
つ
や
塗
り
な
く
ば
水
は
ち
く
と
は
　
〕
し
れ
は
下
谷
へ
行
く
の
か
」
「
あ
あ
、
下
谷
の
あ
つ
ら
い
だ
」
「
こ
れ
は
漆
が
う
け
ま
い
。
渋
が

か
い
な
い
」
　
　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
四
十
番
左
　
葛
籠
編
　
如
月
は
嫁
入
り
多
し
っ
父
ら
あ
み
　
如
月
の
春
も
せ
は
し
き
葛
籠
あ
み
に
、
箒

ゆ
ひ
も
同
じ
さ
ま
な
が
ら
、
・
…
－
よ
そ
め
な
き
哀
れ
さ
は
、
右
の
方
深
か
る
べ
し
。
　
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
左
寄
つ
∫
ら
造
恋
か
ひ
な

し
や
造
る
つ
父
ら
の
ふ
た
夜
三
夜
思
ひ
の
た
け
を
わ
り
く
ど
け
ど
も
　
左
、
す
べ
て
子
細
に
た
く
ま
れ
た
り
。
…
－
い
さ
さ
か
左
ま
さ
る
べ

く
や
。
「
此
の
万
年
つ
∫
ら
、
い
づ
こ
の
嫌
の
君
の
御
れ
う
に
か
」
　
／
左
　
寄
皮
籠
は
り
恋
　
送
り
た
る
文
を
も
反
古
に
取
り
混
ぜ
て

皮
籠
に
張
り
の
強
き
仇
人
　
左
、
詞
つ
づ
き
、
や
す
ら
か
に
お
か
し
。
－
・
－
左
勝
に
て
侍
ら
ん
。
　
／
　
左
　
寄
皮
籠
造
恋
　
起
請
さ
へ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
左
力
一

つ
か
皮
籠
の
反
古
に
し
て
憎
や
二
枚
の
君
が
し
た
張
り
　
左
、
皮
籠
二
枚
の
し
た
張
り
、
う
る
は
し
き
つ
く
り
ざ
ま
な
り
。
－
－
右
勝
つ

べ
く
や
。
　
　
〔
今
様
職
人
尽
歌
合
〕
つ
∫
ら
は
り
　
玉
章
の
反
故
に
つ
父
ら
を
張
り
し
よ
り
恋
の
重
荷
を
い
つ
か
背
負
ひ
つ
　
左
、
我
が
文

な
が
ら
捨
て
て
お
か
れ
ず
、
反
故
を
集
め
て
張
り
つ
∫
ら
、
重
荷
と
成
し
も
よ
ろ
し
。
但
し
、
結
句
、
一
荷
背
負
ひ
つ
と
い
ふ
言
葉
、
奉
公

人
の
宿
な
ら
ず
は
、
饅
頭
屋
の
男
め
き
て
、
っ
∫
ら
は
り
と
は
聞
こ
え
ぬ
や
う
な
り
。
－
－
・
此
の
番
ひ
同
等
な
が
ら
、
艦
甲
造
り
の
方
、
耳

掻
き
の
先
ほ
ど
光
り
ま
さ
り
ぬ
べ
し
。
　
　
「
弥
生
一
目
こ
ろ
は
、
宮
仕
へ
人
の
出
入
り
し
給
へ
ば
、
あ
き
も
の
こ
と
に
あ
ま
た
候
」
　
／
／

割
り
く
ど
く
心
の
た
げ
を
反
故
に
し
て
憎
や
つ
父
ら
の
張
り
強
き
君
　
左
右
、
家
業
不
出
精
と
大
家
か
ら
尻
の
来
る
時
、
言
ひ
訳
は
一
つ
筋

な
る
べ
し
。
　
／
立
つ
浮
名
い
か
に
か
せ
ま
し
目
の
多
き
籠
の
内
外
は
張
り
包
め
ど
も
　
左
右
、
つ
父
ら
張
子
、
艦
甲
細
工
、
工
面
よ
げ

な
る
店
つ
き
に
て
、
店
卸
し
の
高
も
等
し
か
る
べ
し
。
　
／
思
ひ
出
す
恋
に
は
年
を
ふ
る
つ
∫
ら
は
る
か
過
ぎ
に
し
文
を
集
め
て
　
／

約
束
も
反
古
張
り
に
て
上
下
の
合
は
ぬ
を
う
し
と
嘆
く
葛
籠
師
　
。
／
　
今
は
身
の
古
き
つ
父
ら
の
老
い
ぽ
れ
て
竹
の
骨
ま
で
出
で
て
見
え
け
り

【
本
文
〕

五
士
二
番

四
十
九
ゐ
て
ん
屋
に
見
ゆ
る
う
り
つ
∫
ら

見
ゆ
る
1
〔
類
〕

み
ゆ
る



さ
し
い
て
は
め
る
の
き
の
月
影

月
見
つ
∫
い
た
つ
ら
ふ
し
の
な
き
ま
上
に

夜
の
ほ
と
つ
く
る
竹
か
は
こ
か
な

　
左
、
風
情
尽
て
き
こ
ゆ
。
見
く
る
し
。
右
は
、
ふ
し
、

　
よ
な
と
、
竹
か
は
こ
に
よ
せ
あ
り
。
す
こ
し
ま

　
さ
る
へ
く
や
。

我
恋
は
ま
た
さ
ら
さ
れ
ぬ
あ
を
つ
上
ら

く
る
と
は
す
れ
と
さ
ね
し
よ
そ
な
き

あ
ふ
事
の
し
ゆ
く
せ
ぬ
か
き
の
さ
ね
か
は
こ

し
ふ
く
に
た
に
人
の
こ
ぬ
か
な

　
左
の
晋
、
つ
∫
ら
に
さ
ね
と
い
ふ
物
侍
る
や
ら
む
、

　
い
ま
た
分
明
な
ら
す
。
右
、
し
ゆ
く
と
い
ふ
こ
と
は

　
こ
は
け
れ
と
、
か
き
の
さ
ね
か
は
こ
、
し
ゆ
く
し
な
と
、

　
縁
の
こ
と
葉
に
や
。
さ
ね
の
事
聞
さ
た
め
ん

　
ほ
と
、
ま
つ
為
右
勝
。

　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
つ
∫
ら
つ
く
り

茶
つ
上
ら
も
侯
。

か
は
せ
給
へ
。

か
は
こ
つ
く
り

さ
し
い
て
－
〔
類
〕

さ
し
出
　
の
き
1

夜
の
ほ
と
つ
く
る
－
〔
類
〕

き
こ
ゆ
－
〔
類
〕
聞
ゆ

〔
類
〕
軒

よ
の
程
造
る
　
か
な
ー

あ
を
つ
㌧
ら
1
〔
類
〕
青
つ
∫
ら

あ
ふ
1
〔
類
〕
逢

か
き
－
〔
類
〕
柿

まこかい侍
つときまる
1葉1たや
〔1〔1ら類〔類〔む
〕類〕類1
先〕柿〕〔
　言　未類
　葉し　〕
　　ゆし侍
　事くゆる
　1しくや
　〔1と覧　類〔い
　〕類ふ
　サ　し＿ノ　｝
　し　　　　」一

　と熟と
　　しは

　　〔　　類
　　〕
　　熟
　　と
　　い　　ふ
　　詞

つ
上
ら
つ
く
り
－
〔
白
〕
葛
籠
造
〔
忠
〕

か
は
こ
つ
く
り
1
〔
白
〕

〔
類
〕
哉

五
十
三
番
つ
∫
ら
っ
．
。
、
n

　
　
葛
籠
造

〔
類
〕
葛
籠
造

　
　
　
　
　
　
　
　
か
は
こ
っ
，
＼
い

〔
類
〕
皮
籠
造
〔
忠
〕
皮
籠
造
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一
五
〇

こ
の
か
は
こ
は
、

人
の
あ
つ

ら
い
物

に
て
侯
。

こ
の
か
は
こ
は
、

あ
つ
ら
い
物
1

人
の
あ
つ
ら
い
物
に
て
侯
1
〔
白
〕
ナ
シ

〔
尊
〕
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
あ
つ
ら
へ
物

【
語
注
〕

◎
葛
籠
は
、
本
来
、
葛
藤
の
蔓
を
編
ん
で
作
っ
た
が
、
『
貞
丈
雑
記
』
八
・
調
度
之
部
に
よ
る
と
、
「
今
は
、
つ
づ
ら
藤
に
て
作
り

た
る
は
少
し
。
竹
籠
を
紙
に
て
は
り
、
又
は
、
檜
の
木
の
薄
板
に
て
作
り
紙
に
て
張
た
る
も
多
し
」
と
い
う
。
本
職
人
歌
合
の
絵

に
見
え
る
葛
籠
も
、
薄
板
に
紙
を
張
っ
た
も
の
か
。

　
皮
籠
は
、
本
来
は
、
革
を
張
っ
た
蓋
付
き
の
籠
を
言
っ
た
が
、
後
に
は
、
竹
を
網
代
に
編
ん
だ
竹
皮
籠
や
、
そ
の
上
に
紙
を
張

っ
て
渋
を
引
い
た
渋
皮
籠
を
も
言
う
よ
う
に
な
っ
た
（
国
史
大
辞
典
「
革
筥
」
の
項
・
目
本
職
人
辞
典
「
皮
籠
造
」
の
項
）
。
本

職
人
歌
合
の
月
の
歌
は
竹
皮
籠
を
詠
み
、
恋
の
歌
は
渋
皮
籠
の
類
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
絵
に
見
え
る
の
は
竹
皮
籠
か
。

　
な
お
、
右
の
よ
う
な
事
情
で
、
近
世
に
は
、
両
者
の
区
別
が
暖
味
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
（
『
今
様
職
人
尽
百
人
一
首
』

の
つ
∫
ら
師
の
歌
は
、
竹
皮
籠
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
）

◎
四
十
九
ゐ
　
近
江
国
犬
上
郡
四
十
九
院
（
現
滋
賀
県
犬
上
郡
豊
郷
町
）
か
。
中
世
に
は
中
山
道
の
要
地
で
（
角
川
目
本
地
名
大

辞
典
　
滋
賀
県
「
四
十
九
院
」
の
項
）
、
応
永
ご
ろ
市
が
成
立
し
た
（
滋
賀
県
の
地
名
「
四
十
九
院
」
の
項
）
と
い
う
。
同
じ
中

山
道
沿
い
に
、
葛
籠
の
生
産
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
葛
籠
町
や
、
『
和
漢
三
才
図
会
』
三
十
二
に
、
「
出
二
於
江
州
高
貫

少
出
レ
之
、
経
緯
用
－
純
藤
↓
組
レ
之
故
剛
靱
ニ
シ
、
、
而
佳
シ
」
（
「
葛
籠
」
の
項
）
と
見
え
る
高
宮
が
あ
る
。
な
お
、
『
日
本
職
人
辞
典
』
（
「
葛

籠
造
」
の
項
）
、
『
新
大
系
』
付
録
に
、
「
始
終
食
ひ
」
を
掛
け
る
、
と
す
る
の
は
納
得
で
き
な
い
。

◎
て
ん
屋
　
　
「
店
屋
」
で
、
物
を
売
る
店
の
こ
と
。
勿
論
、
俗
語
。

◎
う
り
つ
ふ
ら
　
　
「
売
り
葛
籠
」
で
、
謎
え
物
で
は
な
い
、
不
特
定
の
人
に
売
る
葛
籠
、
の
意
で
あ
ろ
う
（
十
七
番
語
注
「
し
は

fig.09.05.01.pdf


す
の
は
て
の
う
り
ひ
き
れ
」
の
項
参
照
）
。

◎
さ
し
い
て
は
め
る
の
き
の
月
影
　
未
考
。
夜
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
月
影
が
明
る
い
の
で
、
作
り
か
げ
の
売
り
葛
籠
の
あ
る
所
ま

で
差
し
出
て
嵌
め
る
、
と
い
う
の
か
。
「
嵌
め
る
」
は
、
薄
板
な
ど
を
嵌
め
込
ん
で
葛
籠
を
作
る
こ
と
を
い
う
か
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
「
嵌
む
る
」
の
口
語
的
表
現
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
雅
語
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
差
し
」
に
月
影
が
射
す
意
の
「
射
し
」
を

掛
け
る
か
。

◎
い
た
つ
ら
ふ
し
の
な
き
ま
㌧
に
　
「
い
た
づ
ら
臥
し
」
は
、
和
歌
の
用
例
は
多
く
は
な
い
が
、
「
い
か
な
り
し
時
く
れ
竹
の
ひ

と
夜
だ
に
い
た
づ
ら
臥
し
を
苦
し
と
い
ふ
ら
ん
く
読
人
不
知
V
」
（
拾
遺
集
、
士
二
、
恋
三
）
、
「
恋
ひ
恋
ひ
て
待
ち
み
る
か
ひ
も

な
よ
竹
の
い
た
づ
ら
臥
し
に
明
け
ぬ
こ
の
よ
は
く
光
厳
院
V
」
（
新
千
載
集
、
士
二
、
恋
歌
三
）
の
よ
う
に
、
恋
の
歌
で
、
恋
し

い
人
と
共
寝
で
き
ず
に
む
な
し
く
一
人
寝
る
こ
と
、
の
意
で
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
な
す
べ
き

こ
と
を
し
な
い
で
眠
り
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
、
の
意
で
用
い
て
い
る
。
こ
の
意
味
の
「
い
た
づ
ら
臥
し
」
は
、
「
昼
の
次
第
、
女
房

の
さ
の
み
い
た
づ
ら
臥
し
に
侍
る
は
、
ま
さ
な
き
わ
ざ
に
な
ん
」
（
『
身
の
か
た
み
』
十
二
）
な
ど
、
散
文
に
用
例
が
見
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
は
、
「
雅
語
」
を
、
あ
え
て
俗
語
と
し
て
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
で
、
滑
稽
感
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
加

え
て
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
い
た
づ
ら
臥
し
」
に
、
無
駄
な
竹
の
節
の
意
の
「
い
た
づ
ら
節
」
と
い
う
造
語
を
掛
け
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
伝
統
的
な
和
歌
で
も
、
上
に
も
見
る
よ
う
に
、
「
臥
し
」
を
「
節
」
に
掛
け
る
こ
と
自
体
は
普
通
の
技
法
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
造
語
は
、
勿
論
、
用
い
ら
れ
な
い
。
無
駄
な
節
が
な
い
の
で
（
仕
事
が
は
か
ど
っ
て
）
、
無
駄
に
寝
な
い
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

◎
夜
の
ほ
と
　
夜
の
間
中
ず
っ
と
。
「
夜
」
に
竹
の
縁
語
「
節
」
を
掛
け
る
。

◎
竹
か
は
こ
　
皮
で
作
っ
た
本
来
の
皮
籠
に
対
し
て
、
竹
を
編
ん
で
作
っ
た
皮
籠
を
い
う
。

◎
風
情
尽
て
き
こ
ゆ
　
　
「
風
情
尽
く
」
は
、
趣
向
の
目
新
し
さ
を
求
め
て
奇
抜
に
走
る
こ
と
（
二
十
四
番
語
注
「
風
情
っ
き
て
聞

ゆ
」
の
項
参
照
）
。
こ
こ
は
、
「
四
十
九
院
」
、
「
店
屋
」
と
い
う
字
音
語
を
用
い
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
見
く
る
し
．
歌
合
判
詞
に
用
い
ら
れ
た
例
に
、
「
此
題
ご
と
の
一
番
の
左
は
、
す
べ
て
見
ぐ
る
し
き
体
に
こ
そ
侍
れ
」
（
石
清
水

若
宮
歌
合
、
十
一
番
判
詞
）
な
ど
が
あ
る
。

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
五
）

一
五
一



一
五
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
し

◎
ふ
し
、
よ
な
と
、
竹
か
は
こ
に
よ
せ
あ
り
　
「
寄
せ
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
あ
る
事
柄
に
関
連
す
る
言
葉
。
縁
語
な
ど
。
「
節
」
、

　
上「

節
」
な
ど
、
「
竹
皮
籠
」
の
縁
語
を
う
ま
く
用
い
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
我
恋
は
－
－
　
「
我
が
恋
は
－
－
－
」
と
い
う
形
式
は
、
恋
の
歌
の
典
型
の
一
（
五
番
語
注
「
わ
が
恋
は
」
の
項
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
づ
た

◎
ま
た
さ
ら
さ
れ
ぬ
あ
を
つ
ふ
ら
　
「
青
葛
」
は
、
葛
籠
の
材
料
で
あ
る
葛
藤
の
こ
と
。
た
だ
し
、
『
目
葡
辞
書
』
は
、
「
木
蔦
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
蔭
　
　
惑
　
　
⑧
　
　
⑧
　
　
慈

似
て
い
る
一
種
の
草
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
緑
色
を
し
て
い
る
時
を
い
う
」
（
「
ト
昌
片
冨
豊
轟
」
の
項
）
と
す
る
。
「
ま
た
さ
ら
さ
れ

ぬ
」
に
つ
い
て
は
、
『
目
本
職
人
辞
典
』
に
、
「
刈
取
っ
て
か
ら
水
に
晒
し
て
表
皮
を
取
り
除
く
作
業
を
経
ね
ば
使
え
な
い
」
（
「
葛

籠
造
」
の
項
）
と
い
う
。
全
体
で
、
相
手
が
世
馴
れ
し
て
い
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
か
。
「
青
葛
」
は
、
糸
の
よ
う
に
「
繰
る
」

こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
「
な
き
名
の
み
た
つ
た
の
山
の
あ
を
つ
づ
ら
又
く
る
人
も
見
え
ぬ
所
に
く
よ
み
人
し
ら
ず
V
」
（
拾
遺

集
十
二
、
恋
二
）
の
よ
う
に
、
「
来
る
」
、
「
苦
し
」
な
ど
を
引
き
出
す
序
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
も
下
の
「
く
る
」
に
続
く
。

◎
く
る
と
は
す
れ
と
さ
ね
し
よ
そ
な
き
　
　
「
∫
と
（
は
）
す
れ
ど
」
は
、
S
す
る
こ
と
は
す
る
け
れ
ど
、
の
意
。
上
接
語
が
動
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
、
　
　
　
　
　
　
　
、
ム

な
ど
の
場
合
、
終
止
形
を
取
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
「
来
」
、
「
経
」
な
ど
、
終
止
形
が
一
音
節
の
動
詞
は
、
「
か
づ
き
す
る
あ
ま

の
む
す
べ
る
た
く
な
は
の
来
る
（
「
繰
る
」
と
掛
詞
）
と
は
す
れ
ど
と
け
ぬ
き
み
か
な
く
頼
政
V
」
（
続
後
撰
集
士
二
、
恋
歌
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

の
よ
う
に
、
連
体
形
を
取
る
。
「
さ
寝
」
は
「
寝
」
の
雅
語
。
男
女
が
共
寝
す
る
意
に
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
青
葛
を
「
繰
る
」

よ
う
に
、
相
手
が
「
来
る
」
こ
と
は
来
て
く
れ
る
が
、
共
寝
し
た
夜
は
な
い
。
な
お
、
判
詞
に
い
う
と
お
り
、
「
さ
ね
」
に
「
葛

籠
（
葛
）
」
の
縁
語
を
掛
け
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
、
未
考
。

◎
あ
ふ
事
の
し
ゆ
く
せ
ぬ
　
　
「
熟
す
」
は
、
果
物
な
ど
が
う
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
も
の
ご
と
が
熟
成
す
る
こ
と
。
こ
こ
は
、
逢
う

機
が
熟
せ
ぬ
の
意
か
。
た
だ
し
、
「
熟
す
」
を
そ
の
よ
う
な
意
に
用
い
た
例
は
、
管
見
に
入
ら
な
い
。
ま
た
、
「
熟
す
」
と
い
う
言

葉
自
体
、
勿
論
、
歌
に
用
い
る
べ
き
言
葉
で
は
な
い
。
こ
こ
は
、
「
熟
せ
ぬ
柿
」
と
続
げ
る
た
め
に
、
あ
え
て
不
自
然
塗
言
葉
を

用
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ね

◎
か
き
の
さ
ね
か
は
こ
　
「
柿
の
核
」
（
柿
の
種
）
か
ら
、
「
さ
ね
皮
籠
」
と
続
け
る
か
。
「
さ
ね
皮
籠
」
は
、
未
考
。
柿
の
渋
を

用
い
た
皮
籠
で
、
渋
皮
籠
の
類
か
。
ま
た
、
「
さ
ね
」
に
「
さ
寝
」
を
掛
げ
る
か
。



◎
し
ふ
く
に
た
に
人
の
こ
ぬ
か
な
「
し
ぶ
し
ぶ
一
の
「
し
ぶ
一
に
柿
の
「
渋
一
を
掛
け
る
。
た
だ
し
、
「
し
ぶ
し
ぶ
一
と
い

う
語
は
、
勿
論
、
俗
語
。
た
と
え
不
承
不
承
で
あ
っ
て
も
あ
の
人
が
来
て
く
れ
れ
ば
嬉
し
い
が
、
そ
れ
さ
え
も
な
い
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

◎
つ
㌧
ら
に
さ
ね
と
い
ふ
物
侍
る
や
ら
む
、
い
ま
た
分
明
な
ら
ず
　
　
「
葛
籠
（
葛
）
」
に
「
さ
ね
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ

れ
を
掛
げ
て
「
さ
寝
し
」
と
い
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
し
ゆ
く
と
い
ふ
こ
と
は
こ
は
け
れ
と
　
「
こ
は
し
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
表
現
が
粗
野
で
優
美
さ
に
欠
け
る
こ
と
。
「
熟
」
と

い
う
字
音
語
が
、
歌
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
を
い
う
。

◎
縁
の
こ
と
葉
　
縁
語
。

◎
さ
ね
の
事
聞
さ
た
め
ん
ほ
と
、
ま
つ
為
右
勝
　
　
「
聞
き
定
む
」
は
、
人
に
聞
い
て
確
か
め
る
こ
と
。
先
に
「
葛
籠
（
葛
）
に
さ

ね
と
い
ふ
物
侍
る
や
ら
む
、
い
ま
だ
分
明
な
ら
ず
」
と
言
っ
た
の
を
受
け
て
、
「
さ
ね
」
と
い
う
言
葉
が
は
っ
き
り
分
か
る
ま
で

は
、
と
り
あ
え
ず
右
の
勝
と
し
て
お
こ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
茶
つ
ふ
ら
　
未
考
。
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
に
、
「
茶
葛
籠
と
は
、
要
す
る
に
茶
を
入
れ
る
た
め
湿
気
防
ぎ
の
張
紙
な
ど
を

し
た
小
さ
な
葛
籠
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
（
「
茶
つ
づ
ら
」
の
項
）
と
し
、
『
新
大
系
』
に
、
「
茶
葛
一
、
予
物
、
四
条
坊
門
富
少
路
土

倉
二
妙
阿
並
ア
子
女
ニ
テ
六
貫
文
質
二
置
之
」
（
八
坂
神
杜
記
録
・
康
永
二
年
七
月
二
十
五
目
）
の
用
例
を
引
く
。

◎
こ
の
か
は
こ
は
、
人
の
あ
つ
ら
い
物
に
て
候
　
白
石
本
は
、
こ
の
言
葉
を
脱
す
る
。
「
あ
つ
ら
い
物
」
は
、
尊
経
閣
本
、
忠
寄

本
、
明
暦
板
本
、
類
従
本
は
「
あ
つ
ら
へ
物
」
。
「
あ
つ
ら
い
物
」
は
、
「
あ
つ
ら
へ
物
」
の
転
。
特
に
注
文
し
て
作
ら
せ
る
品
。

〔
絵
〕

　
葛
籠
造
は
、
剃
髪
し
、
小
袖
、
袴
姿
で
、
手
に
葛
籠
を
持
つ
。
前
に
大
小
の
葛
籠
二
つ
。
葛
籠
は
い
ず
れ
も
、

あ
り
、
薄
板
に
紙
を
張
っ
た
物
か
と
思
わ
れ
る
。
類
従
本
は
葛
籠
の
模
様
は
描
か
な
い
。

　
皮
籠
造
は
、
無
帽
で
髪
を
束
ね
、
小
袖
、
袴
姿
で
、
皮
籠
に
手
を
添
え
る
。
皮
籠
は
竹
皮
籠
か
。

表
面
に
模
様
が

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
五
）

一
五
三



一
五
四

五
十
四
番
　
矢
細
工

簸
細
工

【
職
人
尽
〕

　
　
〔
古
今
夷
曲
集
〕
　
職
人
歌
合
の
中
に
、
矢
師
恋
　
か
り
そ
め
に
思
ひ
そ
め
ば
の
矢
の
竹
の
よ
よ
に
し
君
を
た
め
つ
す
が
め
つ
〈
よ
し
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
じ
ん

　
〉
　
　
〔
訓
蒙
図
彙
〕
　
矢
人
雛
ギ
〔
誹
諸
職
人
尽
〕
　
矢
細
工
　
年
の
矢
を
請
け
て
お
見
や
れ
蛍
火
丸
く
白
雲
V
　
沽
洲
点
、
羅
浮
印
譜

　
最
初
の
句
　
前
句
　
十
六
夜
の
旦
は
袖
も
酒
臭
き
　
早
稲
は
し
て
取
る
流
鏑
馬
の
端
矢
く
悶
尺
齋
V
　
猪
は
来
ず
年
の
矢
は
ぎ
の
拝
哉
〈
水

　
戸
　
低
哉
〉
　
矢
と
も
な
り
手
と
も
成
り
た
る
案
山
子
哉
〈
浩
涼
〉
、
征
矢
作
れ
雁
は
八
百
鹿
の
声
く
五
啓
V
　
楊
弓
の
矢
の
秤
目
や
春
の

　
暇
く
蓼
和
V
　
／
簾
細
工
　
梅
咲
く
や
ゑ
び
ら
細
工
の
窓
あ
か
り
〈
水
戸
　
歩
月
〉
　
霊
宝
も
梅
に
貸
さ
ず
や
古
ゑ
び
ら
く
蓼
和
V

　
　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
十
八
番
右
　
矢
師
　
夏
の
夜
の
明
く
る
は
早
し
箭
の
ご
と
く
　
右
も
左
り
も
早
き
事
を
自
負
し
た
る
は
こ
と
は
り
に
こ

　
そ
。
か
の
鉾
と
楯
と
の
争
ひ
は
げ
に
さ
る
こ
と
も
有
る
べ
け
れ
ど
、
弓
矢
は
体
用
一
な
る
か
ら
に
、
い
づ
れ
勝
劣
を
い
ふ
べ
か
ら
ず
。

［
本
文
】

五
十
四
番

な
か
む
と
て
我
さ
へ
目
を
そ
ひ
ね
り
ぬ
る

の
た
め
か
た
な
る
あ
り
明
の
月

ね
や
の
う
ち
に
ま
く
ら
か
た
ふ
け
な
か
む
れ
は

さ
か
つ
ら
に
こ
そ
月
も
み
え
け
れ

　
左
右
、
非
無
興
。
左
勝
へ
き
を
、
在
明
は
月
の

目
1
〔
類
〕
め

な
る
ー
〔
類
〕
成

ま
く
ら
1
〔
類
〕
枕

非
無
興
－
〔
忠
〕

あ
り
明
1
〔
類
〕
在
明

無
興



　
晋
に
心
な
き
に
∫
た
り
。
価
為
持
。

の
こ
上
ろ
も
さ
ら
に
か
は
ら
て
ひ
と
て
矢
の

お
な
し
ふ
し
に
は
い
つ
か
な
れ
ま
し

ひ
と
心
う
け
緒
か
け
を
も
き
れ
は
て
＼

こ
し
は
な
れ
た
る
ふ
る
ゑ
ひ
ら
か
な

　
右
、
猶
た
く
み
也
。
価
為
勝
。

　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
矢
さ
い
く

こ
れ
は
、
ち
く
の

と
て
、
あ
つ
ら
へ

ら
れ
て
候
。

ゑ
ひ
ら
さ
い
く

さ
ら
に
－
〔
類
〕

ひ
と
心
1
〔
類
〕

こ
し
1
〔
類
〕
腰

也
1
〔
類
〕
な
り

更
に
　
ひ
と
て
矢
－

〔
類
〕
一
手
矢

人
心
　
か
け
を
－
□
類
〕

　
ふ
る
ゑ
ひ
ら
か
な
－

矢
さ
い
く
ー
〔
白
〕
〔
類
〕
矢
細
工

ち
く
の
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
ち
く
野

あ
つ
ら
へ
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
談

か
け
緒

〔
類
〕
古
え
ひ
ら
哉

五
十
四
番

〔
忠
〕
　
　
矢
細
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ひ
ら
さ
い
く

ゑ
ひ
ら
さ
い
く
1
〔
白
〕
〔
類
〕
簾
細
工
〔
忠
〕
簾
細
工

（
画
中
詞
）
1
〔
尊
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
さ
か
つ
ら
か
な
く
て
、

に
す
る
〔
白
〕
〔
忠
〕
さ
か
つ
ら
か
な
く
て
、
柳
簾
に
す
る

柳
ゑ
ひ
ら

〔
語
注
】

◎
矢
細
工
・
簸
細
工
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
矢
・
簸
を
作
る
職
人
。

　
簾
は
、
矢
を
差
し
入
れ
て
腰
に
着
け
て
携
帯
す
る
道
具
。

◎
我
さ
へ
目
を
そ
ひ
ね
り
ぬ
る
　
「
目
を
捻
る
」
は
、
用
例
は
管
見
に
入
ら
ぬ
が
、
矢
柄
の
歪
み
を
見
出
す
と
き
な
ど
に
、
片
目

で
物
を
凝
視
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
（
『
職
人
尽
発
句
合
』
十
八
番
右
、
矢
師
の
絵
に
、
そ
の
様
子
を
描
く
）
。
勿
論
、
俗

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
五
）

一
五
五

fig.090502.pdf


一
五
六

語
。
矢
柄
を
捻
っ
て
歪
み
を
正
す
よ
う
に
、
つ
い
自
分
自
身
も
目
を
捻
る
、
と
い
う
酒
落
で
あ
ろ
う
。

◎
の
た
め
か
た
な
る
あ
り
明
の
月
　
　
『
武
器
考
証
』
十
一
・
職
人
尽
歌
合
抜
書
に
、
「
按
、
ノ
タ
メ
ハ
、
矢
ノ
曲
リ
ヲ
タ
メ
直
ス

物
也
。
ス
ヂ
カ
ヒ
ニ
キ
ザ
ミ
メ
ヲ
付
テ
、
其
所
二
箆
ヲ
入
テ
タ
メ
ル
也
。
サ
レ
バ
、
ス
ヂ
カ
ヒ
ナ
ル
ヲ
、
ノ
タ
メ
カ
タ
ト
云
」
と

あ
り
、
『
目
本
職
人
辞
典
』
は
こ
れ
を
引
い
て
、
「
有
明
の
月
が
箆
携
形
（
す
じ
か
い
の
形
）
を
し
て
い
る
」
（
「
矢
細
工
」
の
項
）

と
す
る
。
『
新
大
系
』
も
、
同
じ
く
『
武
器
考
証
』
を
引
い
て
、
「
斜
め
に
よ
じ
れ
た
形
を
し
て
い
る
夜
明
け
の
月
」
と
解
す
る
が
、

「
す
じ
か
い
の
形
」
な
い
し
「
斜
め
に
よ
じ
れ
た
形
」
の
月
と
は
、
ど
ん
な
月
で
あ
ろ
う
か
。
「
箆
携
形
」
の
語
は
、
『
平
家
物
語
』

九
・
宇
治
川
先
陣
に
、
「
（
佐
々
木
四
郎
は
名
馬
い
け
ず
き
に
乗
っ
て
）
宇
治
河
は
や
し
と
い
へ
ど
も
、
一
文
字
に
ざ
ツ
と
わ
た
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
函
　
　
紬
　
　
⑧
　
　
幽
　
　
総

て
、
む
か
へ
の
岸
に
う
ち
あ
が
る
。
梶
原
が
乗
ツ
た
り
げ
る
す
る
す
み
は
、
河
な
か
よ
り
の
た
め
が
た
に
お
し
な
さ
れ
て
、
は
る

か
の
し
も
よ
り
う
ち
あ
げ
た
り
」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
と
い
う
例
が
あ
り
、
こ
の
「
箆
携
形
」
に
っ
い
て
、
従
来
、
次
の

二
種
の
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
前
掲
の
解
と
同
じ
で
、
「
箆
擁
」
を
箆
（
矢
柄
）
の
歪
み
を
携
め
る
道
具
（
矯
木
）
と

解
し
、
「
箆
携
彬
」
は
そ
の
形
、
す
な
わ
ち
、
「
す
じ
か
い
」
、
「
斜
め
」
と
す
る
説
（
日
本
古
典
全
書
『
平
家
物
語
』
・
冨
倉
徳
次

郎
『
平
家
物
語
全
注
釈
』
な
ど
）
。
い
ま
一
つ
は
、
「
箆
擁
形
」
を
、
箆
を
携
め
直
す
時
の
、
箆
そ
の
も
の
の
形
と
解
し
、
す
な
わ

ち
、
「
弧
形
の
曲
線
」
と
す
る
説
（
佐
々
木
八
郎
『
平
家
物
語
講
説
』
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』
な
ど
）
。
い
ず
れ

の
説
も
そ
の
根
拠
は
明
確
で
は
な
い
が
、
結
論
だ
げ
か
ら
い
う
と
、
後
者
の
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
『
太

平
記
』
十
九
・
奥
州
国
司
顕
家
卿
井
新
田
徳
寿
丸
上
洛
事
の
、
「
イ
ツ
モ
軍
ノ
先
ヲ
争
ヒ
ケ
ル
部
井
十
郎
・
高
木
三
郎
、
少
モ
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
紬
　
　
⑧

後
ヲ
見
ツ
ク
ロ
ハ
ズ
、
只
二
騎
馬
ヲ
（
利
根
川
に
）
楓
ト
打
入
テ
、
…
…
箆
榛
形
二
流
ヲ
セ
イ
テ
ゾ
渡
シ
ケ
ル
」
の
「
箆
榛
形
」

も
、
弧
形
と
解
す
る
の
が
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
、
こ
の
弧
形
説
が
妥
当
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
は
、
二
十
七
・
八
目

こ
ろ
の
「
有
明
の
月
」
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
、
納
得
し
や
す
い
。

◎
ま
く
ら
か
た
ふ
け
　
　
「
枕
（
を
）
傾
く
」
は
、
枕
を
し
て
寝
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
だ
て

◎
さ
か
つ
ら
に
こ
そ
月
も
み
え
け
れ
　
　
「
逆
頬
」
は
、
逆
頬
簸
の
こ
と
。
逆
頬
簾
は
、
方
立
（
矢
の
根
を
さ
す
箱
の
部
分
）
に
、

猪
な
ど
の
毛
皮
を
、
毛
並
み
が
背
面
は
下
向
き
、
他
の
三
面
は
上
向
き
に
な
る
よ
う
に
張
っ
た
簸
。
室
町
時
代
の
こ
ろ
は
、
こ
れ



を
式
正
の
簾
と
し
た
（
国
史
大
辞
典
「
簸
」
の
項
）
。
こ
こ
は
、
そ
の
「
逆
頬
」
を
形
容
動
詞
化
し
て
、
逆
さ
ま
に
、
の
意
で
用

い
た
。
寝
て
見
る
と
、
月
も
逆
さ
ま
に
見
え
る
、
と
い
う
尻
理
屈
。

◎
非
無
興
　
忠
寄
本
は
、
「
無
興
」
と
「
非
」
を
脱
す
る
が
、
誤
脱
で
あ
ろ
う
。
「
興
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
歌
の
趣
向
の
こ
と
（
三

十
二
番
語
注
「
興
な
き
に
あ
ら
す
」
の
項
参
照
）
。
お
も
し
ろ
い
趣
向
が
な
い
で
も
な
い
。
左
歌
の
「
我
さ
へ
目
を
そ
ひ
ね
り
ぬ

る
」
、
右
歌
の
「
さ
か
つ
ら
に
こ
そ
月
も
み
え
け
れ
」
な
ど
の
表
現
に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
在
明
は
月
の
可
可
に
心
な
き
に
ふ
た
り
　
　
「
あ
り
あ
げ
の
月
は
、
あ
は
れ
に
心
ぼ
そ
き
す
ち
に
こ
そ
詠
む
め
れ
、
歌
合
の
月
の
題

に
は
い
か
が
は
あ
る
べ
か
ら
む
」
（
永
縁
奈
良
房
歌
合
、
月
、
二
番
判
詞
）
の
よ
う
に
、
歌
合
の
月
の
歌
は
、
月
の
盛
り
を
詠
む

べ
き
で
あ
っ
て
、
「
在
明
の
月
」
な
ど
は
避
げ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
一
一
番
語
注
「
晋
合
に
は
か
た
ふ
く
月
あ
や
な
く
き

こ
ゆ
」
の
項
参
照
）
。
「
心
な
し
」
は
、
題
意
に
対
す
る
理
解
が
な
い
こ
と
（
九
番
語
注
「
胃
合
に
い
り
か
た
と
よ
め
る
、
い
さ
∫

か
心
な
き
に
似
た
れ
ど
も
」
の
項
参
照
）
。

◎
の
こ
㌧
ろ
も
さ
ら
に
か
は
ら
て
ひ
と
て
矢
の
　
「
の
こ
∫
ろ
」
は
、
「
箆
心
」
で
、
箆
の
調
子
、
使
い
具
合
を
い
う
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
「
心
」
に
、
人
の
「
心
」
を
掛
げ
る
。
「
一
手
矢
」
は
、
同
寸
法
の
矢
柄
に
、
同
じ
鳥
の
羽
の
矢
羽
を
付
け
た
一
対
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
た
て
ば

矢
。
も
っ
と
も
一
般
的
な
三
立
羽
（
三
本
羽
）
の
矢
は
、
鳥
の
羽
三
枚
を
真
ん
中
か
ら
裂
い
て
六
枚
と
し
、
同
時
に
一
対
を
作
っ

　
　
　
　
　
は
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
レ
」
や

た
。
一
方
を
甲
矢
、
他
方
を
乙
矢
と
い
い
、
射
芸
の
場
合
、
甲
矢
、
乙
矢
の
順
で
射
る
の
を
例
と
し
た
。
箆
心
も
全
く
変
わ
ら
な

い
一
手
矢
の
よ
う
に
、
の
意
で
序
詞
的
に
下
句
に
係
る
。

◎
お
な
し
ふ
し
に
は
い
つ
か
な
れ
ま
し
　
一
手
矢
は
同
じ
位
置
に
節
が
あ
る
。
そ
の
「
同
じ
節
」
に
「
同
じ
臥
し
」
を
掛
け
、
男

女
が
共
寝
す
る
こ
と
を
い
う
。
い
つ
に
な
っ
た
ら
、
あ
の
人
と
共
寝
す
る
ま
で
に
馴
れ
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

◎
ひ
と
心
う
け
緒
か
け
を
　
　
「
人
心
憂
（
し
）
」
か
ら
「
受
緒
」
と
続
け
る
。
「
受
緒
」
、
「
懸
緒
」
は
、
簾
の
紐
で
、
簾
を
身
に
つ

け
る
と
き
、
腰
に
巻
い
て
両
者
を
結
ぶ
。

◎
こ
し
は
な
れ
た
る
ふ
る
ゑ
ひ
ら
か
な
　
未
考
。
単
に
、
離
れ
て
行
く
恋
人
を
、
腰
に
着
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
古
簾
に
警
え
た

表
現
か
。
あ
る
い
は
、
「
腰
離
る
」
の
語
自
体
に
そ
の
よ
う
な
比
楡
的
な
意
味
が
あ
っ
た
か
と
も
想
像
さ
れ
る
が
、
し
か
る
べ
き

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
五
）

一
五
七



一
五
八

用
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
。

◎
ち
く
の
　
竹
久
箆
。
信
濃
国
伊
那
郡
知
久
地
方
産
の
篠
竹
で
作
っ
た
矢
柄
。
『
貞
丈
雑
記
』
十
・
弓
矢
之
部
に
、
「
ち
く
箆
の
事
、

…
…
中
学
集
に
艘
ノ
云
、
う
き
す
は
ね
を
き
ら
ふ
物
な
れ
ば
、
好
み
に
依
る
と
な
り
。
古
よ
り
う
き
す
の
名
物
と
云
、
佐
渡
箆
也
。

又
、
信
州
知
久
の
一
か
ま
と
云
を
用
る
也
。
さ
れ
共
、
か
た
う
き
す
に
徳
多
き
也
。
綱
確
篶
ゼ
幻
灯
、
鮎
焔
鮎
靴
て
馳
讐
㍗
渋
ポ
融
門
計
リ
」

と
あ
る
。

◎
あ
つ
ら
へ
ら
れ
て
候
　
既
製
品
と
し
て
売
る
品
で
は
な
く
、
注
文
を
受
け
て
作
る
品
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
ゑ
ひ
ら
さ
い
く
　
底
本
に
は
な
い
が
、
諸
本
、
「
さ
か
っ
ら
か
な
く
て
、
柳
ゑ
ひ
ら
（
簸
）
に
す
る
」
と
、
画
中
詞
が
あ
る
。
「
逆

頬
」
は
、
こ
こ
は
、
逆
頬
簸
の
材
料
と
し
て
の
毛
皮
。
「
柳
簾
」
は
、
柳
を
箱
形
に
編
ん
で
方
立
に
し
た
、
略
式
の
簾
。

〔
絵
〕

　
矢
細
工
は
、
烏
帽
子
、
直
垂
、
袴
姿
で
、
腰
刀
を
差
し
、
左
手
に
矯
木
を
持
ち
、

矢
柄
を
柔
ら
か
く
す
る
た
め
の
火
鉢
。
右
に
、
羽
数
枚
。
左
に
、
矢
柄
数
本
。

　
簸
細
工
は
、
剃
髪
し
、
直
垂
、
袴
姿
で
、
片
肌
を
脱
い
で
、
簾
を
作
る
と
こ
ろ
。

の
画
中
詞
に
あ
る
ご
と
く
、
柳
簸
か
。

〔
参
考
〕

○
　
影
白
き
月
や
雲
を
も
さ
ら
す
ら
ん

　
の
た
け
は
い
づ
れ
矢
を
は
ぎ
が
花
　
　
　
　
　
く
周
阿
V

○
わ
れ
ら
の
矢
は
木
製
で
あ
る
。
彼
ら
の
は
や
は
り
竹
製
で
あ
る
。

右
手
の
矢
柄
を
矯
め
て
い
る
と
こ
ろ
。
前
に
、

前
に
、
簾
の
緒
二
本
。

簾
は
、
尊
経
閣
本
等

（
紫
野
千
句
、
七
）

（
日
本
覚
書
、
七
）


