
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿

（
三
）

下
　
　
　
房

俊

　
　
　
凡
例

本
稿
に
は
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
の
中
、

第
八
番
か
ら
第
十
番
ま
で
の
注
解
を
収
め
た
。

島根大学法文学部紀要 文学科編 第11号一I （1988．12）

八
番
　
筆
結
莚
打

門
職
人
尽
』

〔
十
二
番
本
東
北
院
職
人
歌
合
〕
七
番
右
　
莚
打

う
ち
お
け
る
恋
の
さ
む
し
ろ
い
た
つ
ら
に
ね
ぬ
夜
の
つ
き
に
し
く
も
の
そ
な
き

　
　
…
…
右
、
恋
の
さ
む
し
ろ
、
さ
も
と
お
ほ
え
て
、
大
江
千
里
か
、
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
と
よ
み
け
ん
事
、
お
も
ひ
出
ら
れ
て
、

　
　
今
す
こ
し
ね
ぬ
夜
の
月
に
心
ひ
か
れ
侍
り
。

か
り
す
か
す
藺
田
の
ほ
そ
江
の
う
き
ぬ
な
は
く
る
し
き
も
の
を
し
た
の
お
も
ひ
は

　
　
…
…
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
〕
八
番
右
　
筆
生

水
く
き
の
岡
へ
に
わ
れ
は
家
ゐ
せ
ん
月
に
夘
の
毛
の
す
ゑ
を
そ
ろ
へ
て

人
し
て
そ
お
も
ふ
心
を
い
は
す
へ
き
ふ
て
に
は
跡
の
み
え
も
こ
そ
す
れ

　
　
判
云
、
月
は
…
…
、
右
、
み
つ
く
き
の
岡
へ
を
し
め
て
月
の
夘
め
け
の
と
い
へ
る
事
の
よ
せ
、
物
の
＼
ゆ
へ
あ
り
て
や
侍
ら
ん
◎

　
　
価
、
勝
と
申
侍
へ
し
。
恋
は
右
寄
、
っ
ね
き
く
心
地
し
て
、
め
さ
む
る
所
も
侍
ら
す
◎
左
歌
、
…
…
可
為
勝
歎
。

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



三
八

〔
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
〕
九
番
右
　
む
し
ろ
う
ち

打
た
へ
て
糸
め
ま
は
ら
の
あ
ら
む
し
ろ
い
の
ね
ら
る
へ
き
月
の
影
か
は

　
〔
伝
烏
丸
光
広
作
　
職
人
歌
合
〕
蓬
打
敷
物
の
打
ち
を
く
莚
が
ま
ぐ
ち
は
螢
と
成
り
て
尻
や
光
ら
ん
　
波
の
打
っ
葦
屋
の
根
太
の
蒲
莚
螢
と
成
り
て

敷
く
物
も
な
し
　
／
　
筆
結
手
習
ひ
し
稚
児
も
若
衆
も
ゆ
ふ
筆
の
数
か
く
物
は
小
新
発
意
哉
　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
筆
恋
　
秋
山
に
妻
恋
ひ
か
ぬ
る
鹿
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
つ
こ
う

毛
の
筆
は
い
ま
は
ん
く
ど
き
や
る
文
　
〔
古
今
夷
曲
集
〕
寄
蓮
恋
　
宵
々
に
人
待
っ
床
の
寝
莚
は
あ
ふ
み
表
に
し
く
物
ぞ
な
き
　
〔
訓
蒙
図
藁
〕
筆
工
　
ふ

で
ゆ
ひ
　
〔
長
崎
一
見
　
職
人
一
首
〕
十
四
番
左
　
筆
屋
鹿
の
毛
の
筆
で
紅
葉
の
秋
は
か
け
ど
い
ふ
に
い
は
れ
ぬ
春
の
花
か
な
　
左
の
歌
、
菊
の
花
咲

く
秋
は
あ
れ
ど
、
の
お
も
か
げ
に
似
た
り
。
右
は
…
…
面
白
く
こ
そ
侍
る
。
　
〔
犬
団
〕
寄
筆
恋
　
う
き
名
を
ば
ゆ
ひ
た
て
ら
れ
し
筆
の
毛
の
し
か
と
逢
ふ

夜
は
い
ま
だ
な
け
れ
ど
　
／
　
寄
筆
恋
　
道
風
の
名
立
て
な
る
ら
し
書
く
文
に
思
ひ
あ
ま
れ
ば
手
も
ふ
る
ひ
筆
　
〔
人
倫
訓
繋
図
彙
〕
筆
師
　
筆
は
文
殊

菩
薩
の
指
を
表
す
る
と
か
や
。
筆
の
長
四
寸
二
分
と
か
や
。
筆
、
日
本
に
て
は
丹
後
野
崎
の
与
松
と
い
ふ
者
に
、
切
戸
の
文
殊
児
と
化
し
て
教
へ
給
ふ
と

か
や
。
諸
流
に
お
ゐ
て
品
々
の
筆
形
あ
り
。
又
絵
筆
、
蒔
絵
筆
、
別
に
結
ひ
手
あ
り
。
京
の
筆
師
、
川
原
町
二
条
下
ル
丁
、
祐
以
、
祐
二
、
寺
町
通
松
原

上
ル
丁
、
裏
辻
和
泉
、
二
条
通
間
町
の
西
、
小
法
師
等
、
其
の
外
所
々
に
あ
り
。
筆
の
毛
外
に
売
り
手
あ
り
。
江
戸
福
用
小
法
師
、
福
永
通
町
に
あ
ま
た

あ
り
。
／
莚
打
　
釈
尊
鹿
野
薗
に
し
て
御
法
を
説
か
せ
給
ふ
と
き
、
草
葉
を
座
と
し
給
ふ
。
こ
れ
草
莚
の
始
め
と
か
や
。
山
賎
の
業
と
し
て
こ
れ
を

作
る
。
都
へ
も
持
ち
出
で
て
こ
れ
を
売
る
。
常
に
商
ふ
所
は
、
堀
川
通
の
上
、
高
倉
通
三
条
上
ル
丁
、
其
の
外
端
々
に
あ
り
。
／
　
臥
座
打
上
敷
、

畳
表
な
ど
、
こ
れ
も
民
家
の
業
と
し
て
都
に
出
だ
す
。
丹
波
、
近
江
に
こ
れ
を
造
る
。
備
後
に
造
る
は
分
け
て
名
物
な
り
。
絵
蓮
は
都
に
お
ゐ
て
こ
れ
を

造
る
也
。
其
の
外
、
夷
中
よ
り
も
出
だ
す
な
り
。
　
〔
用
明
天
王
職
人
鑑
　
職
人
づ
く
し
〕
こ
こ
に
見
え
し
は
筆
結
の
、
千
年
の
昔
千
里
の
海
、
隔
て
し
中

の
通
ひ
路
も
、
物
言
ひ
交
は
す
中
立
ち
は
、
仮
名
書
き
筆
の
仮
名
文
に
、
真
書
き
筆
の
真
実
の
、
法
の
教
へ
も
学
ば
せ
て
、
人
の
心
に
花
咲
け
ば
、
身
も

奈
良
油
煙
手
合
は
せ
に
、
朽
ち
ぬ
宝
や
握
り
墨
…
－
　
〔
華
紅
葉
〕
あ
る
女
の
も
と
よ
り
古
き
筆
を
く
れ
よ
と
あ
り
し
に
、
寄
古
筆
恋
　
玉
章
に
書
き
尽

く
せ
ど
も
っ
れ
な
く
て
我
が
身
も
と
も
に
絶
へ
む
命
毛
　
〔
狂
歌
乗
合
船
〕
寄
筆
恋
　
今
宵
し
も
御
意
を
絵
筆
の
細
う
長
う
し
ん
か
ら
情
か
け
て
た
ま
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

れ
　
〔
今
様
職
人
尽
百
人
一
首
〕
　
（
筆
屋
）
　
夏
毛
お
ば
ま
た
こ
の
ご
ろ
や
り
き
ら
ず
冬
毛
出
来
さ
ん
暇
ぞ
ほ
し
さ
よ
　
「
十
六
文
持
つ
て
来
ま
し
た
」
「
手

習
い
筆
か
」
　
〔
彩
画
職
人
部
類
〕
筆
上
代
始
め
て
造
る
所
、
詳
か
な
ら
ず
。
こ
と
の
製
す
る
所
も
又
異
な
り
。
今
の
毫
は
蒙
悟
よ
り
伝
へ
て
毛
穎
是
を

製
す
と
。
拾
遺
愚
抄
　
定
家
　
主
や
誰
見
ぬ
世
の
事
を
写
し
置
く
筆
の
す
さ
み
に
浮
か
ぷ
面
影
　
〔
職
人
尽
発
句
A
昌
八
番
左
　
筆
結
　
命
毛
も
縮
ま
る

ほ
ど
の
寒
さ
か
な
　
「
大
谷
殿
の
お
好
み
に
合
ふ
は
出
来
に
く
し
」
左
り
は
寒
さ
を
嘆
き
た
る
に
、
右
は
…
…
心
あ
り
て
殊
勝
な
れ
ば
、
勝
と
す
べ
し
。
／

九
番
左
建
打
春
風
に
通
ふ
緒
琴
の
建
売
　
い
づ
れ
の
緒
よ
り
調
べ
初
め
け
む
の
歌
に
寄
せ
し
、
心
あ
る
建
打
な
れ
や
。
…
…
持
に
こ
そ
定
め
侍
ら
め
、

〔
江
戸
職
人
歌
合
〕
十
九
番
左
　
筆
結
　
秋
の
夜
の
月
の
兎
も
あ
る
も
の
を
あ
は
れ
冬
毛
と
何
思
ふ
覧
　
右
不
二
難
史
。
…
判
云
、
左
歌
、
職
分
の
冬
毛

を
も
忘
れ
て
、
秋
の
兎
輪
を
め
づ
る
意
と
は
聞
こ
え
た
れ
ど
、
な
ど
や
ら
む
、
冬
毛
よ
り
も
月
の
兎
の
毛
は
勝
り
た
れ
ば
剥
ぎ
取
ら
ば
や
、
と
い
へ
る
や

う
に
も
聞
こ
え
て
、
情
な
く
や
。
右
、
…
…
尤
も
勝
と
す
。
無
筆
と
て
文
も
見
入
れ
ぬ
人
ぞ
憂
き
我
が
結
ふ
筆
は
書
き
尽
く
し
て
も
右
難
申
云
、
無

筆
と
い
ひ
、
我
が
結
ふ
筆
と
い
へ
る
、
同
字
歎
。
…
…
判
云
、
無
筆
と
い
ふ
は
文
字
知
ら
ぬ
者
の
事
な
れ
ば
、
我
が
結
ふ
筆
と
同
心
に
あ
ら
ず
。
病
と
す



べ
か
ら
ざ
る
歎
。
然
而
亦
庶
幾
せ
ざ
る
事
歎
。
右
、
…
…
勝
た
る
べ
き
条
勿
論
欺
。
　
〔
略
画
職
人
尽
〕
磨
る
墨
の
水
も
含
め
ど
結
ふ
筆
に
月
の
鼠
の
髭
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ

よ
ふ
ら
ん
　
〔
宝
船
桂
帆
柱
〕
筆
師
す
ぎ
は
ひ
の
得
意
は
増
へ
て
大
文
字
の
筆
の
命
毛
長
き
繁
昌
「
蒙
悟
筆
を
造
る
と
呂
氏
春
秋
に
見
へ
た
り
。
筆
は

打
物
と
い
ふ
か
ら
先
が
切
れ
る
」
　
〔
難
波
職
人
歌
合
〕
下
　
八
番
左
　
筆
屋
　
い
と
せ
め
て
恋
し
き
人
の
口
に
さ
す
赤
き
筆
と
も
な
り
に
て
し
が
な
　
右

の
方
人
云
、
紅
筆
と
な
り
て
女
の
口
に
近
寄
ら
む
と
は
、
余
り
に
心
あ
き
ら
か
に
聞
こ
え
て
、
声
を
高
う
し
て
は
読
み
浮
か
べ
難
し
。
判
に
云
、
…
…
左

の
徒
え
て
個
譜
め
き
た
る
も
、
猶
勝
た
る
べ
し
。

門
本
文
蟹

　
八
番

　
ふ
て
っ
か
に
き
り
っ
＼
め
た
る
さ
＼
竹
の

　
な
か
き
夜
し
ら
す
月
を
み
る
か
な

　
う
ち
た
へ
て
い
と
目
ま
は
ら
の
あ
ら
む
し
ろ

　
い
の
ね
ら
る
へ
き
つ
き
の
か
け
か
は

　
　
左
、
筆
つ
か
に
き
り
つ
＼
め
た
る
と
い
ひ
て
、

　
　
す
ゑ
に
、
な
か
き
夜
し
ら
ぬ
と
よ
め
る
、
た
く
み
也
。

　
　
右
、
始
中
終
当
道
を
の
へ
た
り
。
こ
れ
又

　
　
す
て
か
た
し
。
よ
き
持
に
て
侍
な
り
。

　
な
ひ
く
ほ
と
い
か
＼
ゆ
は
ま
し
わ
か
た
め
は

　
夏
毛
の
ふ
て
の
こ
＼
ろ
こ
は
さ
を

　
こ
ひ
し
さ
の
こ
＼
ろ
も
の
へ
ぬ
ひ
と
り
ね
は

　
九
条
む
し
ろ
も
せ
は
か
ら
ぬ
か
な

　
　
ふ
て
は
い
ふ
は
か
り
な
く
お
も
し
ろ
く
、
む
し

　
　
ろ
は
う
ち
す
て
か
た
し
、
こ
れ
も
よ
き
持
に

　
注
解
「
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稿
（
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ふ
て
つ
か
に
－
〔
類
〕
筆
つ
か
に

な
か
き
夜
－
〔
類
〕
永
夜
　
か
な
－
〔
明
〕
〔
類
〕
哉

う
ち
た
へ
て
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
う
ち
た
え
て
〔
類
〕
打
絶
て
　
い
と
目
－
〔
類
〕

い
と
め
　
あ
ら
む
し
ろ
1
〔
類
〕
あ
ら
莚

つ
き
の
か
け
1
〔
類
〕
月
の
影

筆
つ
か
－
〔
類
〕
筆
柄

す
ゑ
1
〔
類
〕
末

こ
れ
－
〔
類
〕
是

す
て
か
た
し
1
〔
類
〕
捨
か
た
し
　
よ
き
持
に
て
侍
な
り
－
〔
忠
〕
こ
れ
も

よ
き
持
に
こ
そ

わ
か
た
め
－
〔
類
〕
我
為

ふ
て
1
〔
類
〕
筆

こ
ひ
し
さ
－
〔
類
〕
恋
し
さ
　
こ
＼
ろ
－
〔
類
〕
心
　
ひ
と
り
ね
は
－
〔
白
〕

ひ
と
り
ね
〔
類
〕
独
寝
は

い
ふ
－
〔
尊
〕
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
明
〕
ゆ
ふ

こ
れ
1
〔
類
〕
是

三
九



四
〇

　
こ
そ
。

　
　
　
◇

　
筆
ゆ
ひ

う
の
け
は

毛
の
う
ら
面

み
え
ぬ
か

大
事
に
て
。

　
む
し
ろ
う
ち

て
し
ま
む
し
ろ

か
う
し
ま
へ
。

御
さ
も
侯
そ
。

◇

榊

　
　
　
　
　
八
番

筆
ゆ
ひ
1
〔
忠
〕

筆
ゆ
ひ

う
ら
面
－
〔
類
〕
う
ら
お
も
て

み
え
ぬ
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
見
え
ぬ

大
事
に
て
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
大
吏
に
て
侯
〔
類
〕
大
事
に
て
侯

む
し
ろ
う
ち
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
莚
う
ち

て
し
ま
む
し
ろ
か
う
し
ま
へ
御
さ
も
侯
そ
－
〔
白
〕
ナ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
イ

か
う
し
ま
へ
！
〔
明
〕
か
う
ま
へ
〔
類
〕
か
し
ま
へ

閃
語
注
畠

　
◎
莚
打
は
、
本
来
、
莚
を
打
っ
職
人
で
あ
る
が
、
東
博
本
系
統
の
絵
で
は
、
莚
を
売
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
く
。
生
産
と
販
売
が
未
分

化
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
筆
結
と
莚
打
と
の
関
係
は
未
考
。

　
◎
ふ
で
づ
か
〔
筆
柄
〕
　
筆
の
軸
。

　
◎
き
り
つ
ぢ
め
た
る
　
「
約
む
」
は
、
短
く
す
る
こ
と
。
筆
柄
に
す
る
た
め
短
く
切
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
◎
さ
㌔
竹
「
笹
竹
」
は
、
小
さ
い
竹
、
す
な
わ
ち
ネ
笹
。
ま
た
、
「
笹
竹
の
」
は
、
竹
の
「
節
」
に
通
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
夜
」
「
代
」

よ「
齢
」
等
に
掛
か
る
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
来
た
。
こ
こ
で
は
、
「
筆
柄
に
切
り
約
め
た
る
笹
竹
の
」
が
、
全
体
と
し
て
「
長
き
夜
知
ら

ず
」
の
序
詞
と
な
っ
て
い
る
。

fig110103-1.pdf


　
◎
な
が
き
夜
し
ら
ず
　
「
長
き
節
」
に
「
長
き
夜
」
を
掛
け
る
。
「
節
」
は
節
と
節
と
の
間
。
筆
柄
に
切
り
約
め
た
か
ら
、
長
き
節
が
知

れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
秋
の
長
き
夜
も
知
ら
な
い
で
月
を
見
る
、
と
続
く
。
「
長
き
夜
知
ら
ず
」
月
を
見
る
、
と
い
う
言
い

方
は
余
り
例
が
な
い
が
、
「
長
き
夜
飽
か
ず
」
な
ど
と
同
じ
く
、
美
し
い
月
を
眺
め
て
い
る
と
、
秋
の
夜
も
長
い
と
感
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど

時
間
が
早
く
経
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
◎
う
ち
た
へ
て
…
…
　
「
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
」
九
番
右
、
む
し
ろ
う
ち
の
歌
に
同
じ
。

　
◎
う
ち
た
へ
て
　
動
詞
「
打
ち
絶
ゆ
」
か
ら
来
た
副
詞
。
こ
の
語
は
、
普
通
、
下
に
打
ち
消
し
の
語
を
伴
っ
て
、
全
く
（
…
－
・
な
い
）
、

と
い
う
意
味
を
表
す
が
、
こ
こ
で
は
、
「
糸
目
疎
ら
」
と
い
う
、
事
実
上
否
定
に
近
い
内
容
を
修
飾
し
て
い
る
、
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
蓮

を
「
打
つ
」
の
「
打
ち
」
を
掛
け
る
。

　
◎
い
と
目
　
「
い
と
目
」
は
「
糸
目
」
で
、
莚
の
縦
糸
と
縦
糸
と
の
間
隔
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
◎
あ
ら
む
し
ろ
　
粗
く
編
ん
だ
粗
悪
な
莚
。
「
打
ち
絶
へ
て
糸
目
疎
ら
の
荒
莚
」
が
下
旬
の
序
詞
と
な
っ
て
い
る
。
『
目
本
職
人
辞
典
』

は
、
「
荒
莚
だ
か
ら
…
…
と
て
も
こ
ん
な
物
の
上
で
眠
ら
れ
る
も
の
で
な
い
。
た
だ
月
を
眺
め
て
独
寝
を
か
こ
っ
の
み
」
と
解
す
る
が
、

上
下
旬
の
繋
が
り
を
こ
の
よ
う
に
因
果
関
係
で
解
釈
す
る
と
、
月
を
愛
で
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
「
独
寝
を
か
こ
っ
」
と
い
う
の
も
、
月

の
歌
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

　
◎
い
の
ね
ら
る
べ
き
つ
き
の
か
げ
か
は
　
「
寝
を
寝
」
は
、
寝
る
こ
と
で
、
「
莚
」
の
縁
語
。
ま
た
、
「
寝
」
に
、
莚
の
材
料
「
藺
」
を

掛
け
る
か
。
粗
悪
な
莚
で
は
安
眠
出
来
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
夜
も
落
ち
着
い
て
寝
て
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
美
し
い
月
影
だ
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
「
敷
樗
の
枕
の
塵
や
積
も
る
ら
ん
月
の
盛
り
は
寝
こ
そ
寝
ら
れ
ね
〈
源
頼
家
〉
」
（
後
拾
遺
、
十
五
、
雑
）
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て

の
作
で
あ
ろ
う
。

　
◎
始
中
終
当
道
を
の
べ
た
り
　
終
始
一
貫
、
莚
打
の
職
能
の
こ
と
を
述
べ
て
い
て
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
初
句
か
ら
第
四
旬
ま
で

が
す
べ
て
、
直
接
莚
打
に
関
わ
る
内
容
な
の
で
、
そ
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
な
ら
、
左
の
筆
結
の
歌
も
同
様

で
あ
る
。
特
に
莚
打
の
歌
に
つ
い
て
こ
う
評
し
た
の
は
、
こ
の
歌
が
、
月
の
美
し
さ
を
褒
め
讃
え
る
「
寝
の
寝
ら
る
べ
き
月
の
影
か
は
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

と
い
う
言
葉
を
引
き
出
す
の
に
、
粗
莚
の
不
都
合
さ
と
い
う
、
　
マ
ィ
ナ
ー
な
こ
と
が
ら
を
も
っ
て
し
た
強
引
さ
が
買
わ
れ
た
の
で
あ
ろ

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
三
）
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四
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

う
。
本
来
、
結
び
付
き
が
た
い
、
莚
打
の
職
能
と
月
と
を
、
強
引
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
点
に
職
人
の
歌
と
し
て
の
面
白
さ
が
あ
る
の
だ

が
、
そ
の
上
、
粗
莚
を
編
む
と
い
う
、
莚
打
に
と
っ
て
決
し
て
名
誉
に
な
ら
な
い
内
容
を
も
っ
て
し
て
い
る
の
で
、
一
首
は
な
お
さ
ら
滑

稽
味
を
増
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
点
が
作
者
の
手
柄
だ
と
言
え
よ
う
◎
「
当
道
」
に
っ
い
て
は
、
四
番
語
注
「
我
遣
の
さ
い
か
く
、
ま

こ
と
に
き
こ
え
た
り
」
の
項
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
◎
よ
き
持
　
左
右
と
も
優
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
持
。
な
お
、
忠
寄
本
に
「
こ
れ
も
よ
き
持
に
こ
そ
」
と
あ
る
の
は
、
恋
の
歌
の
判
詞

を
誤
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
◎
な
ぴ
く
ほ
ど
い
か
s
ゆ
は
ま
し
　
「
塵
く
」
は
、
筆
先
が
し
な
や
か
に
動
く
こ
と
を
言
う
か
。
下
旬
に
「
夏
毛
の
筆
の
心
こ
は
さ
を
」

と
あ
る
か
ら
、
し
な
や
か
に
仕
上
げ
る
の
が
む
っ
か
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
筆
が
「
塵
く
」
に
、
求
愛
に
応
え
る
意
の
「
塵
く
」
を
掛
け
、

「
結
は
ま
し
」
に
、
「
言
は
ま
し
」
を
掛
け
る
。
筆
が
よ
く
塵
く
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
に
結
お
う
か
。
あ
の
人
が
自
分
に
塵
く
よ
う
に
、
ど

の
よ
う
に
言
葉
を
掛
け
よ
う
か
。

　
◎
わ
が
た
め
は
　
「
心
こ
は
さ
」
に
掛
か
る
。
他
人
に
は
打
ち
解
け
る
く
せ
に
、
私
に
対
し
て
ば
か
り
は
。

　
◎
夏
毛
の
ふ
で
　
鹿
の
夏
毛
で
作
っ
た
筆
。
夏
毛
は
、
赤
み
が
か
っ
て
い
て
、
毛
が
こ
わ
い
。
『
入
木
抄
』
に
、
「
上
古
は
多
く
夏
毛
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ろ

用
ふ
。
一
切
に
通
用
し
侯
ふ
。
音
の
夏
毛
、
殊
勝
に
侯
ひ
き
。
当
世
は
夏
毛
わ
ろ
く
成
り
侯
う
て
、
先
も
和
は
ず
。
徒
物
に
侯
ふ
也
。
価

て
、
杉
原
の
他
は
、
只
卯
毛
を
通
用
、
宜
し
く
侯
ふ
也
」
（
御
筆
の
事
）
と
あ
り
、
や
や
下
等
の
筆
と
さ
れ
て
い
た
か
。
『
天
朝
墨
談
』
巻

四
に
、
当
歌
合
の
歌
を
引
き
、
「
惣
て
獣
の
毛
は
夏
は
ふ
と
く
こ
は
く
、
秋
の
末
に
至
り
て
は
柔
く
毫
先
い
と
細
く
な
る
も
の
な
り
。
是

を
心
得
ず
し
て
筆
結
ぷ
は
拙
し
。
良
工
は
夏
秋
の
毛
を
と
り
合
は
せ
て
結
ぷ
な
り
。
尤
よ
し
」
と
あ
る
◎
夏
毛
の
筆
が
こ
わ
い
よ
う
に
、

あ
の
人
の
心
が
こ
わ
い
（
つ
れ
な
い
）
、
と
続
く
。

　
◎
心
も
延
べ
ぬ
　
「
心
を
延
ぷ
」
は
、
心
を
の
び
の
び
と
さ
せ
る
こ
と
。
こ
こ
は
、
恋
に
苦
し
む
心
を
慰
め
か
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
、

「
心
も
延
べ
ぬ
」
と
あ
る
の
は
、
独
り
寝
だ
か
ら
場
所
も
取
ら
な
い
、
と
い
う
含
み
。
ま
た
、
「
心
も
述
べ
ぬ
」
で
、
相
手
に
思
い
を
伝
え

得
な
い
意
を
も
懸
け
る
か
。
「
延
ぷ
」
は
、
「
莚
」
の
縁
語
。
序
文
語
注
「
お
ろ
か
な
る
草
の
む
し
ろ
に
も
心
を
の
へ
け
る
あ
ま
り
」
の
項

参
照
。



　
◎
ひ
と
り
ね
は
　
白
石
本
は
「
は
」
を
脱
す
。

　
◎
九
条
む
し
ろ
も
せ
ば
か
ら
ぬ
か
な
　
「
九
条
莚
」
に
っ
い
て
は
未
考
。
『
目
本
職
人
辞
典
』
は
、
「
恐
ら
く
経
糸
が
九
本
の
狭
い
莚
で

あ
ろ
う
」
と
し
、
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
は
、
「
九
条
の
莚
座
で
あ
つ
か
っ
て
い
た
莚
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
蓮
座
で
は

各
地
の
莚
を
取
り
あ
っ
か
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
種
類
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
一
概
に
九
条
莚
と
い
っ
た
と
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
、
す
こ
し
無
理
で
あ
る
。
特
定
の
莚
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
と
し
、
宴
曲
『
双
六
』
を
引
い
て
、
「
古
薦
・
九
条
莚
と
い
う
。
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ケ
バ
ク
チ

に
博
打
と
関
係
が
あ
り
、
さ
ほ
ど
上
質
の
莚
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
」
と
す
る
。
（
宴
曲
『
双
六
』
に
は
、
「
負
博
突
の
お
か
し
き
は
、

　
　
　
　
　
コ
ト
グ
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
サ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ル
コ
毛
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

集
り
ゐ
て
の
言
種
に
は
、
各
利
餐
を
取
り
取
り
に
、
我
先
づ
前
に
と
争
ふ
数
の
下
に
、
敷
き
っ
め
ら
れ
て
は
古
菰
の
、
そ
も
輔
弱
気
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
シ
チ
ガ
ヱ

ゆ
れ
ば
、
九
条
麸
の
う
ち
ほ
ど
け
指
違
を
や
構
え
ま
し
」
と
あ
る
。
）
い
ず
れ
に
せ
よ
、
普
通
よ
り
幅
の
狭
い
、
粗
末
な
莚
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
和
歌
で
は
、
「
さ
莚
に
衣
片
敷
き
今
宵
も
や
我
を
待
つ
ら
む
宇
治
の
橋
姫
〈
読
人
不
知
〉
」
（
古
今
集
（
十
四
、
恋
）
、
「
さ
建

に
思
ひ
こ
そ
や
れ
笹
の
葉
に
冴
ゆ
る
霜
夜
の
鴛
鴛
の
独
り
寝
〈
顕
季
〉
」
（
金
葉
集
、
四
、
冬
）
の
よ
う
に
、
「
さ
莚
」
と
い
う
言
葉
が
独

り
寝
の
寂
し
さ
を
表
す
の
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
の
「
さ
」
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
接
頭
語
と
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
と
は
い
え
、
本
来
の
「
狭
」
の
意
味
が
全
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
恐
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
「
独
り
寝

－
狭
莚
」
と
い
う
伝
統
的
な
提
え
方
を
前
提
に
、
そ
の
狭
い
莚
も
、
独
り
寝
だ
か
ら
場
所
も
取
ら
ず
、
狭
く
は
感
じ
ら
れ
な
い
、
と
転
じ

た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
独
り
寝
の
床
が
広
く
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
発
想
は
、
伝
統
的
な
和
歌
で
は
知
ら
な
い
。
廷
言
『
枕
物
狂
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

も
採
ら
れ
た
『
閑
吟
集
』
の
歌
謡
に
は
、
「
逢
ふ
夜
は
人
の
手
枕
、
来
ぬ
夜
は
お
の
が
袖
枕
、
枕
あ
ま
り
に
床
広
し
、
寄
れ
枕
、
こ
ち
寄

れ
枕
よ
、
枕
さ
へ
に
疎
む
か
」
と
あ
る
。

　
◎
ふ
で
は
い
ふ
ば
か
り
な
く
お
も
し
ろ
く
、
む
し
ろ
は
う
ち
す
て
が
た
し
　
「
い
ふ
」
は
、
尊
経
閣
本
、
白
石
本
、
忠
寄
本
、
明
暦
板

本
は
、
「
ゆ
ふ
」
、
筆
の
歌
は
言
い
様
も
な
く
面
白
く
、
莚
の
歌
も
打
ち
捨
て
が
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
筆
の
縁
語
「
結
ふ
」
、
莚

の
縁
語
「
打
っ
」
を
用
い
て
戯
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
う
さ
ぎ

　
◎
兎
の
毛
　
兎
の
毛
。
ま
た
、
兎
の
毛
で
作
っ
た
柔
ら
か
く
て
上
質
の
筆
。
柔
ら
か
な
紙
に
書
く
の
に
適
す
る
。
『
夜
鶴
庭
訓
抄
』
に

「
筆
は
第
一
菟
毛
よ
し
」
と
あ
り
、
『
入
木
抄
』
に
、
「
凡
、
筆
を
用
ふ
る
事
、
料
紙
に
よ
り
侯
ふ
也
。
打
紙
に
は
卯
の
毛
、
只
の
紙
に
は
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解
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四
四

鹿
の
毛
に
て
侯
ふ
」
（
御
筆
の
事
）
と
言
い
、
ま
た
、
「
上
古
は
多
く
夏
毛
を
用
ふ
。
…
－
当
世
は
夏
毛
わ
ろ
く
成
り
侯
う
て
、
…
…
杉
原

の
他
は
、
只
卯
毛
を
通
用
、
宜
し
く
侯
ふ
也
」
と
も
言
う
。

　
◎
う
の
け
は
毛
の
う
ら
面
み
え
ぬ
が
大
事
に
て
　
類
従
本
は
「
・
…
－
大
事
に
て
侯
」
。
『
天
朝
墨
談
』
巻
四
に
、
当
歌
合
の
こ
の
箇
所
を

引
き
、
「
毛
に
う
ら
お
も
て
あ
り
。
表
は
丸
く
、
裏
は
平
ら
か
な
り
。
裏
を
う
ら
と
し
、
表
を
お
も
て
と
し
て
結
ぷ
を
良
工
と
す
。
か
た

よ
り
な
る
筆
は
書
き
味
甚
あ
し
し
、
師
高
橋
、
故
源
右
衛
門
に
、
此
表
裏
の
覚
え
あ
り
や
と
問
ひ
給
ひ
し
か
ば
、
源
右
衛
門
答
へ
け
ら

く
、
年
六
十
に
し
て
ぞ
は
じ
め
て
自
然
と
口
中
に
覚
え
ぬ
る
と
い
へ
り
。
毛
に
表
裏
あ
る
事
を
知
り
た
り
と
も
、
そ
の
表
裏
を
そ
ろ
へ
る

事
あ
た
は
ざ
れ
ば
か
ひ
な
し
。
源
右
衛
門
は
自
然
と
其
術
を
得
た
り
。
是
志
の
ふ
か
き
よ
り
し
て
妙
に
至
れ
る
也
」
と
あ
る
、
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
「
毛
の
裏
表
」
と
は
、
一
本
一
本
の
毛
の
肌
に
近
い
側
と
外
側
と
の
別
を
い
い
、
筆
を
結
う
際
に
そ
れ
ら
が
一
方
に
偏
ら
な
い
で
、

適
当
に
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
兎
の
毛
は
ご
く
柔
ら
か
い
の
で
、
特
に
こ
の
よ
う
な
注
意
を
必
要
と

し
、
そ
の
た
め
に
は
か
な
り
の
熟
練
を
要
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
』
八
番
右
、
筆
生
の
月
の
歌
の
、
「
夘
の

毛
の
末
を
揃
へ
て
」
と
い
う
の
も
、
こ
の
こ
と
を
言
う
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
◎
て
し
ま
む
し
ろ
－
…
　
白
石
本
に
こ
の
言
葉
が
な
い
の
は
、
絵
を
描
き
変
え
た
（
後
述
）
結
果
、
こ
の
言
葉
と
絵
と
が
組
鯖
を
来
し

た
た
め
、
削
除
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
忠
寄
本
は
、
白
石
本
の
絵
を
踏
襲
し
つ
つ
、
こ
の
言
葉
も
残
し
て
い
る
。

　
◎
て
し
ま
む
し
ろ
〔
豊
島
莚
・
手
島
莚
〕
　
摂
津
国
豊
島
郡
（
現
大
阪
府
豊
中
市
・
箕
面
市
。
豊
能
郡
）
産
の
、
蘭
で
編
ん
だ
狭
く
短

い
莚
か
。
『
目
本
職
人
辞
典
』
は
、
「
播
州
北
条
（
姫
路
市
北
条
）
辺
か
ら
産
す
る
物
」
と
し
、
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
は
、
『
諸
芸
方

代
物
附
』
の
「
丹
波
豊
島
は
上
一
枚
八
十
文
、
下
は
七
十
文
」
、
お
よ
び
『
和
漢
三
才
図
会
』
の
「
出
二
於
播
州
北
条
哨
リ
。
狭
ク
短
シ
。
其
用

亦
多
シ
」
を
引
く
。
『
庭
訓
往
来
』
に
「
手
島
ノ
莚
」
（
四
月
状
返
）
と
あ
り
、
近
世
の
注
釈
書
の
う
ち
、
『
庭
訓
往
来
註
』
は
、
「
手
嶋
莚

手
島
ハ
在
コ
丹
波
一
、
、
摂
州
莚
ハ
九
尺
問
之
莚
也
」
、
『
庭
訓
往
来
抄
』
は
、
「
豊
嶋
廷
　
是
ハ
摂
津
国
ノ
十
徳
也
。
多
ク
有
ナ
リ
。
藺
ヲ
多
ク

作
ル
所
ナ
リ
」
、
『
庭
訓
往
来
諺
解
大
成
』
は
、
「
手
嶋
摂
州
郡
名
」
と
す
る
。
『
摂
陽
群
談
』
に
は
、
「
豊
島
莚
豊
島
郡
ノ
一
郡
二
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
シ
マ
ゴ
ザ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
シ
マ
　
　
　
　
　
ゴ
ザ

ス
。
藺
ヲ
以
テ
篇
レ
之
。
世
俗
豊
島
席
ト
云
。
或
ハ
豊
島
ト
云
テ
席
ト
知
レ
リ
。
旅
人
不
時
ノ
雨
具
ト
ス
」
（
十
六
、
名
物
土
産
）
と
あ

る
。
野
間
光
辰
氏
は
、
『
日
本
永
代
蔵
』
二
の
「
立
ち
さ
ま
に
人
の
脱
ぎ
捨
て
し
豊
嶋
莚
を
は
づ
し
」
の
「
豊
嶋
莚
」
に
っ
い
て
、
「
も
と



播
州
北
条
か
ら
織
り
出
し
た
藺
建
。
狭
く
て
短
い
が
旅
行
の
雨
具
な
ど
に
用
い
る
、
摂
津
国
豊
能
郡
豊
島
村
か
ら
も
産
し
た
の
で
、
豊
島

建
と
い
う
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
西
鶴
集
　
下
』
）
と
さ
れ
る
。

　
◎
か
〔
買
〕
う
し
ま
へ
　
明
暦
板
本
は
「
か
ケ
ま
へ
」
、
類
従
本
は
「
か
し
ま
へ
」
と
し
、
「
し
」
の
右
に
「
う
イ
」
と
校
合
。
「
か
う

し
ま
へ
」
は
「
か
は
し
ま
へ
」
の
転
詑
で
あ
ろ
う
。
「
し
ま
へ
」
は
、
尊
敬
の
助
動
詞
「
し
む
」
の
命
令
形
。
室
町
時
代
末
期
の
一
時
期

に
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。
こ
こ
で
は
、
方
言
的
な
言
い
方
と
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
（
六
番
語
注
「
か
は
し
ま
へ
」
の
項
参
照
）
。
「
か

う
ま
へ
」
「
か
し
ま
へ
」
と
も
に
、
「
か
う
し
ま
へ
」
の
誤
脱
と
思
わ
れ
る
が
、
「
か
し
ま
へ
」
は
、
「
か
う
」
と
い
う
開
長
音
が
短
音
化
し

た
も
の
と
も
取
れ
る
。

丙
絵
】

　
筆
結
は
剃
髪
し
て
法
衣
を
着
る
。
当
歌
合
の
中
、
僧
以
外
で
同
様
の
姿
を
し
て
い
る
者
は
、
二
十
四
番
左
の
一
服
一
、
銭
、
二
十
六
番
右

の
経
師
、
三
十
二
番
右
の
念
珠
引
、
五
十
七
番
右
の
調
菜
な
ど
、
何
ら
か
の
意
味
で
寺
院
に
関
係
の
あ
る
者
が
多
い
。
筆
結
の
場
合
も
古

く
よ
り
寺
院
で
筆
が
多
用
さ
れ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
左
手
で
筆
を
持
ち
、
右
手
で
毛
を
揃
え
て
い
る
と
こ
ろ
。
そ
の
横
に
、
小
刀

二
本
、
毛
を
切
る
の
に
使
う
台
と
思
わ
れ
る
も
の
、
白
い
毛
の
入
っ
た
箱
、
お
よ
び
そ
の
箱
の
蓋
を
置
く
。
明
暦
板
本
は
、
箱
の
中
の
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
げ
ざ
や

を
描
き
落
と
す
。
腰
に
提
げ
て
い
る
物
に
っ
い
て
は
未
考
。
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、
「
提
鞘
①
」
（
僧
侶
な
ど
が
携
え
る
小

刀
）
の
項
に
こ
の
筆
結
の
絵
（
類
従
本
）
を
挙
げ
る
。
『
法
然
上
人
絵
伝
』
巻
十
七
で
、
聖
覚
の
説
法
を
聴
聞
に
行
く
鉢
叩
き
が
、
似
た

形
の
物
を
腰
か
ら
提
げ
て
お
り
、
こ
れ
に
っ
い
て
『
目
本
常
民
生
活
絵
引
』
は
、
矢
立
と
も
線
香
筒
と
も
見
え
る
と
す
る
。
こ
の
鉢
叩
き

と
同
様
の
持
ち
物
は
、
『
一
遍
上
人
絵
伝
』
や
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
』
、
『
一
遍
芭
僧
尼
躍
念
仏
図
』
（
京
都
市
金
蓮
寺
蔵
）
な
ど
に
描
か
れ

た
時
衆
僧
に
多
く
見
ら
れ
る
。
白
石
本
は
、
筆
結
の
前
か
ら
横
に
か
け
て
、
小
刀
一
本
、
毛
の
入
っ
た
箱
、
千
枚
通
し
の
ご
と
き
道
具
、

出
来
上
が
っ
た
筆
四
本
、
蓋
を
し
紐
で
括
っ
た
箱
、
そ
れ
に
折
り
紙
の
よ
う
に
見
え
る
物
を
描
く
。
忠
寄
本
も
こ
れ
に
同
じ
。
折
り
紙
の

よ
う
な
物
は
未
考
だ
が
、
『
職
人
尽
発
旬
合
』
の
筆
結
の
絵
に
、
似
た
物
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
莚
打
は
、
烏
帽
子
直
垂
姿
に
刀
を
差
し
、
莚
を
手
に
し
て
い
る
。
そ
の
横
に
別
の
莚
の
東
。
類
従
本
は
、
胸
紐
を
描
き
落
と
す
。
白
石

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
稿
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

本
は
、
全
く
別
の
絵
で
、
烏
帽
子
肩
衣
袴
姿
の
勇
が
莚
機
を
前
に
莚
を
織
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。
そ
の
右
手
に
妻
と
思
わ
れ
る
女
が
い
て
、

藁
（
ま
た
は
藺
な
ど
か
）
を
通
そ
う
と
し
て
い
る
。
女
は
小
袖
を
着
、
赤
子
を
背
負
い
、
胸
を
は
だ
け
て
い
る
。
女
の
前
に
藁
二
東
。
忠

寄
本
も
同
じ
。
全
体
的
に
白
石
本
系
統
の
絵
は
、
東
博
本
系
統
の
物
と
小
異
が
あ
る
が
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
莚
打
と
第

十
一
番
右
の
浦
人
の
絵
で
あ
る
、
小
異
の
あ
る
物
で
較
べ
る
と
、
東
博
本
系
統
の
本
よ
り
、
よ
り
詳
し
く
な
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
白

石
本
の
方
が
、
新
し
く
絵
を
描
き
変
え
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
今
の
場
合
は
、
職
人
名
が
「
莚
売
」
で
は
な
く
「
莚
打
」
と
な

っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
少
な
く
と
も
月
の
歌
は
、
蓮
の
販
売
よ
り
も
生
産
に
関
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
莚
を
打
っ
て
い
る
姿
に
変

え
た
の
で
あ
ろ
う
。

胃
参
考
』

　
○
同
じ
く
は
こ
れ
を
歌
合
に
せ
ん
と
水
瓶
言
ひ
出
し
た
れ
ば
、
…
…
御
硯
の
兎
の
毛
の
筆
ぞ
書
き
付
け
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
調
度
歌
合
、
序
）

　
○
山
に
あ
る
兎
の
毛
も
白
く
霜
置
き
て

　
　
露
を
た
れ
た
る
筆
の
勢
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
救
済
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紫
野
千
旬
、
一
）

　
○
　
兎
の
毛
の
筆
の
文
字
の
墨
か
れ

　
　
石
の
上
硯
の
水
の
少
な
く
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
救
済
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紫
野
千
旬
、
三
）

　
○
　
君
来
ず
は
秋
の
夜
い
か
が
明
か
さ
ま
し

　
　
し
く
も
の
な
れ
や
十
符
の
菅
薦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
弘
阿
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
瀬
千
旬
、
四
）

　
○
　
心
の
う
ち
の
や
さ
し
さ
は
い
さ

　
　
筆
結
の
過
ぎ
が
て
に
見
る
棒
桜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犬
っ
く
ば
集
）

　
〇
　
二
三
百
貫
食
ひ
つ
や
し
け
り

　
　
筆
結
の
宿
の
客
人
重
な
り
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）



　
○
　
鹿
の
毛
は
筆
に
な
り
て
も
安
か
ら
じ

　
　
つ
ひ
に
れ
う
し
の
上
で
果
っ
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
こ
こ
を
開
け
さ
ひ
、
開
け
ず
は
戻
ら
ふ
、
侃
ひ
た
る
太
刀
に
露
が
置
く
、
く
、
こ
こ
は
ど
こ
ぞ
よ
、
堺
の
浜
よ
、
あ
妻
た
；

は
こ
ぎ
の
浦
、
く
、
豊
嶋
警
敷
ひ
て
は
た
れ
を
待
つ
、
く
莚
、
京
殿
原
を
待
っ
建
、
く
　
一
天
正
本
狂
言
一
西
の
宮
参
一
一

　
〇
し
め
ぢ
が
は
ら
だ
ち
や
、
よ
し
な
き
恋
を
す
が
鐘
、
臥
し
て
見
れ
ど
も
を
ら
れ
ば
こ
そ
、
苦
し
や
独
り
寝
の
、
我
が
手
枕
の
肩
替
へ

て
、
持
て
ど
も
持
た
れ
ず
、
そ
も
恋
は
何
の
重
荷
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
閑
吟
集
）

　
○
鹿
の
腹
毛
を
抜
い
て
は
筆
に
結
わ
れ
た
、
筆
に
結
ふ
て
は
み
な
法
華
経
を
書
か
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
植
草
紙
）

　
　
　
　
　
　
ペ
ナ
ス
。
デ
⑤
パ
ト

　
○
わ
れ
ら
は
驚
ペ
ン
ま
た
は
他
の
鳥
の
（
羽
の
）
ペ
ン
を
用
い
て
書
く
。
彼
ら
は
、
野
兎
の
毛
と
、
竹
の
柄
で
作
ら
れ
た
絵
師
の
筆
で

書
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
覚
書
、
十
）

　
　
ぺ
ー
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ン
セ
ー
ル

　
○
筆
は
長
さ
が
一
パ
ル
モ
〔
約
八
寸
〕
で
、
手
の
小
指
ぐ
ら
い
の
太
さ
の
小
さ
な
毛
筆
で
あ
る
。
字
を
書
く
先
〔
鋒
〕
は
、
兎
そ
の
他

の
動
物
の
ご
く
細
い
腹
の
毛
か
ら
で
き
て
い
る
。
そ
の
毛
か
ら
は
絵
を
描
く
筆
も
作
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
筆
の
使
用
は
き
わ
め
て
広
く

ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
製
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
し
、
こ
の
技
術
に
お
い
て
き
わ
め
て
優
■
秀
な
職
人
〔
筆
結
〕
が
い
る
、

ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
に
む
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
筆
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
目
本
教
会
吏
、
二
巻
六
章
）

閃
職
人
尽
』

〔
十
二
番
本
　
東
北
院
職
人
歌
合
〕
十
一
番
右
　
大
原
人

す
み
木
っ
む
山
路
の
い
ほ
に
た
っ
姻
こ
よ
ひ
の
月
に
こ
㌧
ろ
よ
わ
か
れ

　
　
…
…
右
寄
、
姿
よ
ろ
し
く
侍
る
う
へ
に
、
こ
よ
ひ
の
月
に
心
よ
わ
か
れ
と
よ
ま
れ
た
る
、

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
稿
（
三
）

カ
不
及
。

右
の
勝
と
す
へ
し
。

　
　
　
　
　
　
四
七



四
八

う
き
身
に
は
数
は
っ
か
し
く
ゆ
ふ
は
き
の
そ
の
む
す
ひ
め
も
あ
ら
は
こ
そ
あ
ら
め

　
　
…
…
右
、
何
と
な
く
な
た
ら
か
に
て
、
能
ミ
此
道
を
し
れ
る
人
の
し
わ
さ
成
へ
し
。
大
原
の
里
に
は
、
神
の
ち
か
ひ
に
て
、
男
に
な

　
　
れ
た
る
か
す
を
あ
し
の
く
ひ
に
ゆ
ふ
事
の
侍
る
と
か
や
。
そ
れ
も
あ
は
ね
は
結
ひ
め
な
し
、
と
よ
ま
れ
た
る
心
の
う
ち
、
お
し
は
か

　
　
ら
れ
て
心
く
る
し
く
侍
り
。
侃
、
右
を
勝
と
す
。

〔
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
〕
十
番
右
　
小
原
女

一
た
き
に
さ
も
も
え
や
す
き
小
原
木
の
あ
か
し
も
は
て
す
入
か
た
の
月

　
　
〔
道
増
誹
譜
百
首
〕
炭
竈
浮
舟
の
行
く
ゑ
を
問
へ
ば
手
習
ひ
の
す
り
か
ら
し
た
る
小
野
の
炭
竈
　
〔
詠
百
首
誹
諸
〕
炭
竈
方
々
に
竈
は
あ
れ
ど
も
一

　
蔵
は
炭
の
中
に
て
炭
頭
か
な
　
〔
貞
徳
百
首
狂
歌
〕
炭
竈
小
野
山
や
煙
に
あ
た
る
草
木
ま
で
焼
か
ね
ど
炭
の
色
に
こ
そ
な
れ
　
〔
伝
烏
丸
光
広
作
　
職
人

　
歌
合
〕
大
原
人
　
出
立
ち
し
て
出
で
ぬ
る
時
は
大
原
も
は
や
へ
そ
へ
そ
と
や
せ
わ
た
る
ら
ん
　
〔
吾
吟
我
集
〕
大
原
の
黒
木
売
は
そ
の
さ
ま
い
や
し
。
い

　
は
ば
薪
負
へ
る
山
路
の
花
の
蔭
に
休
め
る
樵
の
歌
の
ご
と
し
。
／
　
炭
竈
　
都
人
茶
の
湯
を
出
せ
ば
小
野
山
の
炭
焼
く
竃
も
下
火
っ
く
ろ
ふ
　
〔
古
今
夷

　
曲
集
〕
百
首
歌
の
中
に
炭
竈
　
小
野
の
奥
雪
踏
み
分
け
て
竈
元
の
炭
を
値
切
れ
ば
結
旬
こ
れ
た
か
〈
入
安
〉
　
〔
後
撰
夷
曲
集
〕
炭
竈
　
炭
焼
く
に
暇
も
な

　
う
し
て
働
く
は
身
の
く
ら
う
な
る
仕
事
な
り
け
り
〈
み
っ
な
か
〉
　
山
々
に
我
劣
ら
じ
と
賎
の
男
が
す
み
が
ま
ん
を
も
立
っ
る
煙
よ
〈
宣
就
〉
浦
嶋
が
箱

　
な
ら
な
く
に
竈
の
口
開
け
て
悔
し
き
炭
頭
に
て
〈
行
重
〉
　
三
百
六
十
首
の
中
に
　
煩
り
っ
っ
世
に
す
み
が
ま
の
け
ぷ
た
き
を
吹
き
っ
け
燃
や
せ
冬
の
山

　
風
く
曾
祢
好
忠
V
　
／
　
黒
木
売
　
黒
木
売
る
や
せ
女
子
の
牛
に
だ
に
さ
せ
い
さ
せ
い
と
い
ふ
は
お
か
し
も
〈
是
政
〉
　
〔
銀
葉
夷
歌
集
〕
炭
竃
　
買
ふ
人

　
を
ま
っ
の
木
な
ん
ど
切
り
折
り
て
積
む
や
後
の
山
の
炭
焼
〈
知
秋
〉
／
百
首
歌
中
に
　
顔
の
色
頭
の
色
に
較
ぷ
れ
ば
翁
が
体
や
雪
と
炭
竈
　
〔
貞
徳
狂

　
歌
集
〕
八
王
子
よ
り
炭
を
売
り
に
通
ひ
し
者
あ
り
。
山
家
育
ち
に
て
、
こ
と
に
色
黒
く
、
な
り
ふ
り
見
苦
し
け
れ
ど
も
、
所
の
風
な
れ
ば
恥
づ
る
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
慧

　
し
、
こ
れ
に
よ
そ
へ
て
詠
め
る
　
炭
竈
　
か
っ
が
っ
も
う
き
世
の
中
に
す
み
を
焼
き
営
み
繋
ぐ
小
野
の
山
人
　
〔
人
倫
酬
嚢
図
彙
〕
炭
焼
　
あ
や
し
の
山

　
が
つ

　
賎
の
業
を
も
心
を
っ
け
て
観
す
れ
ば
、
心
を
延
ぷ
る
便
り
な
り
。
槙
立
っ
山
の
奥
、
檜
原
の
蔭
、
岩
の
崖
道
た
ど
た
ど
し
く
、
谷
深
き
木
の
間
よ
り
立
ち

　
上
り
た
る
煙
の
あ
り
さ
ま
、
世
に
類
な
き
は
、
炭
竈
の
風
情
な
り
。
重
ね
の
衣
は
薄
け
れ
ど
も
、
冬
の
寒
さ
を
喜
ぷ
は
、
炭
焼
く
翁
の
心
、
世
渡
る
た
づ

　
き
程
悲
し
き
は
な
か
る
べ
し
。
　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
四
十
四
番
左
　
炭
焼
　
炭
竈
の
夜
昼
燃
ゆ
る
ほ
む
ら
か
な
　
左
は
夜
昼
胸
を
焦
が
し
、
右
は
身
も
氷

　
る
と
の
嘆
き
は
、
水
火
の
違
ひ
に
て
い
づ
れ
も
悲
し
。
さ
れ
ど
（
右
旬
）
…
－
深
か
る
べ
き
。
／
　
三
十
八
番
左
大
原
女
　
大
原
木
や
刀
布
に
か
ゆ

　
る
玉
の
汗
大
原
女
が
薪
に
花
を
折
り
添
へ
て
と
、
和
歌
に
も
詠
み
て
め
で
ら
る
る
は
、
都
近
く
住
め
る
こ
の
者
の
幸
ひ
な
る
べ
し
。
…
…
大
原
女
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ら

　
し
ほ
な
ら
む
や
。
　
「
頭
の
揺
る
が
ぬ
は
、
腰
の
据
え
や
う
に
あ
り
と
知
ろ
し
め
せ
」
　
〔
宝
船
桂
帆
柱
〕
炭
薪
屋
　
養
老
の
た
き
ぎ
売
れ
ば
や
長
生
き
の
身

　
も
身
代
も
堅
炭
屋
な
れ



胃
本
文
蜴

　
九
番

　
秋
ま
て
は
け
ふ
り
も
た
て
ぬ
す
み
や
き
の

　
こ
＼
ろ
と
す
ま
す
月
を
み
る
か
な

　
ひ
と
た
き
に
さ
も
＼
え
や
す
き
小
原
木
の

．
あ
か
し
も
は
て
す
入
か
た
の
月

　
　
左
は
、
月
を
も
て
あ
そ
ふ
心
ふ
か
け
れ
と
も
、
此

　
　
風
情
、
当
時
連
寄
な
と
に
い
ひ
ふ
る
し
た
る

　
　
に
や
。
右
は
、
寄
合
に
い
り
か
た
と
よ
め
る
、
い
さ
㌧
か

　
　
心
な
き
に
似
た
れ
と
も
、
た
く
み
な
る
に
よ
り
て

　
　
為
持
。

　
す
み
か
ま
も
わ
れ
に
は
を
と
る
お
も
ひ
か
な

　
け
つ
こ
も
し
ら
ぬ
こ
ひ
の
け
ふ
り
よ

か
こ
た
る
㌧
身
の
ほ
と
な
ら
は
を
は
ら
木
の

　
ふ
す
へ
ら
る
＼
も
う
れ
し
か
ら
ま
し

　
　
左
、
さ
せ
る
難
な
し
。
一
右
は
、
か
こ
た
る
㌧
、
ふ
す

　
　
へ
ら
る
＼
、
此
る
㌧
の
病
あ
り
と
い
へ
と
も
、
心

　
　
め
つ
ら
し
き
に
ゆ
つ
り
て
為
勝
。

◇
　
　
　
　
　
◇

け
ふ
り
1
〔
類
〕
煙
　
す
み
や
き
1
〔
類
〕
炭
や
き

こ
＼
ろ
と
－
〔
類
〕
心
と
か
な
－
〔
明
〕
〔
類
〕
哉

ひ
と
た
き
に
－
〔
類
〕
一
た
き
に
　
さ
も
＼
え
や
す
き
1
〔
類
〕
さ
も
燃
や

す
き
　
小
原
木
　
〔
忠
〕
〔
明
〕
大
原
木

も
て
あ
そ
ふ
1
〔
類
〕
翫
ふ

連
寄
1
〔
類
〕
連
歌

い
り
か
た
－
〔
類
〕
入
か
た

た
く
み
な
る
1
〔
類
〕
巧
な
る

ふ
か
け
れ
と
も
1
〔
類
〕
深
け
れ
と
も

い
さ
＼
か
1
〔
類
〕
柳

す
み
か
ま
1
〔
類
〕
炭
竈
　
わ
れ
－
〔
類
〕
我
　
を
と
る
ー
〔
忠
〕
お
と
る

お
も
ひ
1
〔
類
〕
思
ひ

け
つ
こ
も
i
〔
明
〕
〔
類
〕
け
つ
こ
と
　
こ
ひ
の
け
ふ
り
1
〔
類
〕
恋
の
煙

身
の
ほ
と
1
〔
類
〕
身
の
程
を
は
ら
木
　
〔
類
〕
お
は
ら
木

う
れ
し
か
ら
ま
し
1
〔
類
〕
嬉
し
か
ら
ま
し

め
？
b
し
き
－
〔
類
〕
琳
し
き

注
解
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
稿
（
三
）

四
九



五
〇

す
み
や
き

け
さ
い
て

さ
い
ま
う

た
か
。を

は
ら
め

あ
こ
せ
は

ま
い
り
あ
ひ

て
侯
け
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
番

す
み
や
き
－
〔
白
〕
〔
類
〕
炭
や
き
〔
忠
〕
　
炭
や
き

け
さ
い
て
さ
い
ま
う
た
か
i
〔
白
〕
ナ
シ
〔
忠
〕
け
さ
い
て
さ
う
い
ま
う

　
　
　
　
　
　
　
　
い
イ

た
か
〔
類
〕
け
さ
い
で
さ
う
ま
う
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
を
は
ら

を
は
ら
め
－
〔
白
〕
〔
類
〕
小
原
め
〔
忠
〕
小
原
め

あ
こ
せ
1
〔
類
〕
あ
こ
ぜ

あ
ひ
て
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
逢
て

閃
語
注
】

　
◎
炭
焼
は
、
絵
で
は
行
商
の
姿
を
描
く
が
、
歌
は
二
首
と
も
炭
を
焼
く
作
業
を
詠
み
込
ん
で
い
る
◎
炭
を
焼
く
こ
と
は
各
地
の
山
で
行

わ
れ
た
が
、
山
城
国
愛
宕
郡
（
現
京
都
市
左
京
区
）
の
大
原
（
小
原
と
も
）
や
小
野
が
、
古
来
歌
枕
と
し
て
有
名
。
こ
と
に
『
堀
河
百

首
』
に
「
炭
竈
」
が
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
以
来
、
大
原
と
炭
竈
の
結
び
付
き
は
決
定
的
と
な
っ
た
（
片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞

典
』
「
大
原
」
の
項
）
◎
「
炭
焼
」
と
い
う
職
名
は
以
前
の
職
人
歌
合
に
は
見
え
な
い
が
、
十
二
番
本
『
東
北
院
職
人
歌
合
』
十
一
番
右
の

「
大
原
人
」
の
月
の
歌
は
炭
を
焼
く
作
業
を
詠
み
込
ん
で
お
り
、
当
七
十
一
番
職
人
歌
合
で
は
、
こ
の
「
大
原
人
」
が
、
「
炭
焼
」
と
「
小

原
女
」
に
分
化
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
小
原
女
は
、
大
原
か
ら
、
薪
を
頭
に
載
せ
て
京
に
行
商
に
来
る
女
。

　
両
者
は
と
も
に
類
似
の
燃
料
の
生
産
。
販
売
に
関
わ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
郷
な
い
し
ー
近
村
の
出
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

fig110103-2.pdf


ろ
う
。
炭
焼
の
歌
に
は
大
原
や
小
野
の
地
名
は
出
な
い
が
、
絵
の
中
の
言
葉
で
は
、
両
者
が
知
り
合
い
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
な
お
、
前
述
の
ご
と
く
、
炭
を
焼
く
こ
と
は
古
来
歌
材
と
し
て
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
来
た
。
同
様
の
職
種
に
、
十
一
番
の
山
人
。

浦
人
、
十
二
番
の
樵
・
草
刈
な
ど
が
あ
る
。

　
◎
秋
ま
で
は
け
ぷ
り
も
た
て
ぬ
　
「
み
山
木
を
朝
な
タ
な
に
こ
り
っ
め
て
寒
さ
を
恋
ふ
る
小
野
の
炭
焼
〈
好
忠
〉
」
（
拾
遺
集
、
十
七
、

雑
秋
）
、
「
大
原
や
小
野
の
炭
竈
雪
降
り
て
心
細
げ
に
立
っ
け
ぷ
り
か
な
〈
師
頼
〉
」
　
（
堀
河
百
首
、
炭
竈
）
な
ど
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
炭
焼
き
は
冬
の
景
物
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
秋
ま
で
は
ま
だ
煙
を
立
て
な
い
の
で
あ
る
。

　
◎
こ
㌔
ろ
と
す
ま
す
月
「
心
と
」
は
、
自
分
の
意
志
で
。
自
ら
求
め
て
澄
ま
す
月
。
炭
を
焼
く
煙
が
立
た
な
い
の
で
、
月
が
澄
ん
で

い
る
こ
と
を
い
う
。
実
は
、
秋
の
月
は
も
と
よ
り
澄
ん
で
い
る
の
で
あ
る
し
、
炭
焼
が
秋
に
煙
を
立
て
な
い
の
も
、
職
能
上
の
必
然
で
あ

る
の
だ
が
、
そ
れ
を
、
秋
の
名
月
を
鑑
賞
し
た
い
と
い
う
炭
焼
の
風
流
心
か
ら
、
あ
え
て
煙
を
立
て
ず
に
、
月
を
澄
ま
せ
て
い
る
の
だ
、

と
見
立
て
た
。

　
◎
ひ
と
た
き
に
…
…
　
『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
十
番
右
に
同
じ
◎

　
◎
ひ
と
た
き
に
　
「
一
焚
き
」
は
、
多
く
の
薪
を
一
度
に
焚
い
て
し
ま
う
こ
と
で
、
二
焚
き
に
」
は
、
燃
え
や
す
い
こ
と
の
形
容
で
あ

ろ
う
。

　
◎
小
原
木
　
大
原
で
産
す
る
、
黒
く
蒸
し
た
薪
。
乾
燥
し
て
い
る
の
で
、
燃
え
や
す
い
。

　
◎
あ
か
し
も
は
て
ず
入
か
た
の
月
「
明
か
す
」
は
、
火
を
付
け
る
こ
と
。
小
原
木
の
燃
え
や
す
い
こ
と
を
、
「
明
か
し
も
果
て
ず
」
、

す
な
わ
ち
、
火
を
付
け
た
か
付
け
な
い
中
に
燃
え
切
っ
て
し
ま
う
と
、
誇
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
火
を
「
明
か
す
」
に
、
夜
を
「
明
か

す
」
を
懸
け
る
。
「
入
り
方
の
月
」
は
、
西
に
沈
も
う
と
す
る
月
。
明
か
し
も
果
て
ぬ
小
原
木
の
よ
う
に
、
夜
を
明
か
す
か
明
か
さ
な
い

中
に
、
も
う
沈
も
う
と
す
る
月
。
一
晩
中
月
を
眺
め
明
か
し
て
、
な
お
満
ち
足
り
ぬ
気
持
ち
を
い
う
。

　
◎
も
て
あ
そ
ぷ
　
愛
で
楽
し
む
。

　
◎
此
風
情
、
当
時
連
嵜
な
ど
に
い
ひ
ふ
る
し
た
る
に
や
　
「
此
の
風
情
」
は
、
炭
焼
が
風
流
心
か
ら
、
秋
ま
で
は
煙
を
立
て
ず
月
を
澄

ま
す
、
と
い
う
見
方
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
近
年
の
連
歌
な
ど
で
使
い
古
さ
れ
た
陳
腐
な
趣
向
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
の

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



五
二

で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
未
考
。

　
◎
嵜
合
に
い
り
か
た
と
よ
め
る
、
い
さ
㌔
か
心
な
き
に
似
た
れ
ど
も
　
「
心
な
し
」
は
、
「
無
心
」
と
も
言
い
、
「
心
あ
り
」
（
「
有
心
」
）

の
対
語
。
一
般
的
に
は
思
慮
を
欠
く
、
情
を
解
し
な
い
の
意
で
あ
る
が
、
歌
論
用
語
と
し
て
は
、
題
意
に
対
す
る
理
解
が
な
い
こ
と
を
意

味
し
た
（
『
和
歌
大
辞
典
』
「
無
心
」
の
項
）
、
こ
こ
は
、
歌
合
に
お
い
て
「
月
」
と
い
う
題
を
ど
の
よ
う
に
詠
む
べ
き
か
、
十
分
に
理
解

し
て
い
な
い
こ
と
を
言
う
（
一
番
語
注
「
寄
合
に
は
か
た
ふ
く
月
あ
や
な
く
き
こ
ゆ
」
の
項
参
照
）
◎
五
番
右
、
車
作
の
歌
に
対
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
月
を
曲
げ
入
る
る
事
、
入
る
月
を
願
ふ
に
似
た
り
。
す
こ
し
心
な
き
に
や
」
、
四
十
七
番
右
、
弓
取
の
歌
に
対
す
る
、
「
月
の
寄
に
入
り

　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

方
は
、
心
な
き
に
似
た
り
」
、
五
十
四
番
左
、
矢
細
工
の
歌
に
対
す
る
、
「
在
明
は
月
の
寄
に
心
な
き
に
似
た
り
」
の
判
詞
も
、
み
な
同

様
。
な
お
、
左
の
歌
に
、
「
心
深
け
れ
ど
も
…
－
言
ひ
古
し
た
る
」
と
い
う
の
に
対
し
て
、
右
の
歌
に
、
「
心
な
き
に
似
た
れ
ど
も
、
巧
み

な
る
」
と
、
対
照
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。

　
◎
す
み
が
ま
も
わ
れ
に
は
を
と
る
お
も
ひ
か
な
　
「
思
ひ
」
の
「
ひ
」
に
「
火
」
を
懸
け
る
◎
炭
竃
の
火
を
苦
悩
の
火
だ
と
見
立
て
た

上
で
、
そ
の
火
も
私
の
恋
の
苦
悩
に
は
及
ば
な
い
、
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

　
◎
け
つ
こ
も
し
ら
ぬ
こ
ひ
の
け
ぷ
り
よ
　
「
け
っ
こ
も
」
は
、
「
消
っ
期
も
」
で
、
消
す
時
も
（
知
ら
ぬ
）
の
意
か
。
明
暦
板
本
、
類
従

本
に
は
、
「
け
つ
こ
と
」
と
あ
る
。
誤
写
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
で
も
、
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
な
る
。
「
こ
ひ
」
の
「
ひ
」
に
「
火
」
を
懸

け
る
。
恋
の
思
い
を
火
に
警
え
た
も
の
で
、
「
火
の
煙
」
と
続
く
。
先
の
炭
竃
の
「
思
ひ
」
と
対
照
さ
れ
て
い
る
。
「
消
つ
」
、
「
火
」
、
「
煙
」

は
、
い
ず
れ
も
「
炭
竈
」
の
縁
語
。
炭
竃
の
火
は
、
春
に
な
れ
ば
消
す
も
の
で
あ
る
が
、
い
っ
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
も
知
ら
な
い
我
が

恋
の
煙
よ
。

　
◎
か
こ
た
る
㌧
身
の
ほ
ど
な
ら
ば
　
相
手
か
ら
我
が
身
の
っ
れ
な
さ
を
恨
ま
れ
る
よ
う
な
境
遇
で
あ
れ
ば
。
実
は
、
そ
う
で
は
な
く
、

逆
に
、
自
分
が
相
手
の
っ
れ
な
さ
を
恨
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
◎
を
は
ら
木
の
　
小
原
木
の
よ
う
に
。
「
燥
べ
ら
る
る
」
に
懸
か
る
。

　
◎
ふ
す
べ
ら
る
㌔
も
う
れ
し
か
ら
ま
し
　
小
原
木
の
「
煩
べ
ら
る
る
」
に
、
我
が
身
が
「
爆
べ
ら
る
る
」
を
懸
け
る
。
「
爆
ぷ
」
は
、

い
ぷ
す
こ
と
で
あ
る
が
、
比
職
的
に
は
、
嫉
妬
す
る
こ
と
を
い
う
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
小
原
木
が
煽
べ
ら
れ
る
よ
う



に
、
嫉
妬
さ
れ
た
と
し
て
も
、
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、
こ
れ
で
は
上
下
旬
で
相
似
た
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
恋
の
歌

と
し
て
の
追
力
に
も
欠
け
る
。
こ
こ
は
、
小
原
木
の
よ
う
に
、
身
を
焼
か
れ
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
取
り
、
恋
の
た
め
に
苦
し
め
ら

れ
る
、
さ
ら
に
は
、
身
の
破
減
を
招
く
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
も
、
か
え
っ
て
嬉
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
に
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
◎
る
㌧
の
病
「
病
」
は
、
歌
の
修
辞
上
の
欠
陥
。
歌
病
。
一
般
に
歌
病
は
中
世
の
歌
論
で
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
い
が
、
歌
合
の
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

詞
で
は
比
較
的
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
。
「
る
る
の
病
」
は
、
「
託
た
る
る
」
、
「
燥
べ
ら
る
る
」
と
「
る
る
」
が
重
複
し
て
い
る
こ
と
を
指

す
。
『
俊
頼
髄
脳
』
、
『
竹
園
抄
』
な
ど
で
、
「
文
字
病
」
、
「
同
字
病
」
（
い
ず
れ
も
、
一
首
の
歌
の
中
に
、
同
語
、
ま
た
は
同
音
異
義
語
な

ど
の
、
同
音
が
重
複
し
て
い
る
こ
と
）
と
さ
れ
る
病
に
当
た
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
イ

　
◎
け
さ
い
で
さ
い
ま
う
た
か
　
白
石
本
は
、
こ
の
語
を
落
と
す
。
類
従
本
は
、
「
け
さ
い
で
さ
う
ま
う
た
か
」
と
校
合
。
忠
寄
本
の
「
け

さ
い
て
さ
う
い
ま
う
た
か
」
と
す
る
の
も
、
類
従
本
と
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
「
さ
い
ま
う
た
か
」
、
「
さ
う
ま
う
た
か
」
二
種
類

の
本
文
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
「
さ
い
ま
う
」
、
「
さ
う
ま
う
」
と
も
に
、
室
町
時
代
に
行
わ
れ
た
尊
敬
の
助
動
詞
「
さ
し
も
」
の
連

用
形
「
さ
し
も
う
」
が
転
化
し
た
形
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
両
形
は
抄
物
等
に
も
見
ら
れ
ず
、
か
な
り
砕
け
た
言
い
方
で
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
伊
勢
貞
丈
の
『
職
人
尽
歌
合
詞
書
の
内
難
解
』
に
、
「
今
朝
御
出
な
さ
い
ま
し
た
か
、
と
い
ふ

詞
の
略
な
る
べ
し
。
い
や
し
き
言
葉
な
る
べ
し
」
と
い
う
の
は
、
お
お
む
ね
当
た
っ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
右
の
小
原
女
に
対
し
て

言
っ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。

　
◎
あ
こ
せ
は
ま
い
り
あ
ひ
て
候
け
る
か
　
腰
を
下
ろ
し
て
い
る
方
の
女
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
「
あ
こ
せ
」
は
未
考
。
「
あ
こ
ぜ
」
ま
た
は

「
あ
ご
ぜ
」
と
読
み
、
「
あ
こ
・
あ
ご
（
吾
子
）
」
に
同
じ
で
、
炭
焼
が
「
今
朝
出
で
さ
い
ま
う
た
か
」
と
話
し
か
け
た
の
に
対
し
て
、
「
ど

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
か
で
内
の
子
に
お
会
い
に
な
り
ま
し
た
か
」
と
尋
ね
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
「
あ
ご
ぜ
」
と
読
み
、
女
性
を
親
し
ん
で
呼
ぷ
と
き
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

称
代
名
詞
「
わ
ご
ぜ
」
に
同
じ
で
、
炭
焼
の
言
葉
を
承
け
て
、
立
っ
て
い
る
方
の
女
に
、
「
あ
な
た
は
、
こ
の
人
（
炭
焼
）
と
、
先
に
ど

こ
か
で
出
会
っ
た
の
で
す
か
」
と
問
い
か
け
た
言
葉
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
炭
焼
き
と
の
応
答
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

悶
絵
』

　
炭
焼
は
、
行
商
の
途
中
、
前
後
に
炭
を
括
り
っ
け
た
枕
を
下
ろ
し
て
休
ん
で
い
る
所
。
筒
袖
姿
で
笠
を
着
、
草
軽
を
履
く
。

　
注
解
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
稿
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

　
小
原
女
の
う
ち
、
腰
を
下
ろ
し
て
休
ん
で
い
る
方
の
女
は
、
頭
巾
を
し
、
小
袖
の
上
に
打
掛
を
着
、
脚
絆
（
当
然
、
手
甲
も
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
十
二
番
本
『
東
北
院
職
人
歌
合
』
の
大
原
人
は
手
甲
は
し
て
い
な
い
）
、
草
軽
を
履
く
。
脇
に
黒
木
の
束
。
い

ま
一
人
は
、
同
じ
く
頭
巾
を
し
、
小
袖
を
着
、
手
甲
、
脚
絆
を
つ
け
草
軽
を
履
く
。
頭
に
黒
木
二
束
を
載
せ
て
、
典
型
的
な
小
原
女
の

姿
。丙

参
考
】

○
木
寧
つ
し
、
く
。
小
原
木
召
さ
れ
侯
へ
。
小
原
、
静
原
、
芹
生
の
里
、
腱
の
清
水
に
影
は
八
瀬
の
里
人
。
知
ら
れ
ぬ
梅
の
匂
ふ

や
、
く
、
此
の
藪
里
の
春
風
に
、
松
が
崎
散
る
花
ま
で
も
、
雪
は
零
れ
て
春
寒
し
。
小
原
木
召
さ
れ
よ
、
小
原
木
召
さ
れ
侯
へ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
狂
言
「
若
菜
」
）

○
赤
く
黒
う
て
中
は
う
そ
く

　
　
小
原
野
に
炭
焼
く
竈
の
口
を
見
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犬
つ
く
ば
集
）

　
○
　
野
に
は
遣
あ
る
山
の
薄
雪

　
　
炭
や
き
の
一
重
衣
の
冬
待
ち
て
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
救
済
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紫
野
千
旬
、
十
）

　
○
　
木
を
初
る
音
の
霞
む
奥
山

　
　
年
越
ゆ
る
炭
の
翁
は
い
と
ふ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
〈
専
順
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
瀬
千
旬
、
二
）

　
○
　
初
雪
急
ぐ
小
野
の
炭
竈

　
　
住
み
わ
び
ぬ
思
ふ
こ
と
の
み
大
原
や
　
　
　
　
　
　
〈
能
阿
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
安
雪
千
旬
、
六
）

　
○
　
な
げ
き
こ
る
目
の
帰
る
さ
の
道

　
　
炭
竈
の
姻
た
え
ぬ
る
春
は
来
て
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
専
順
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
（
顕
証
院
会
千
旬
、
四
）

　
○
　
思
ひ
あ
る
我
こ
そ
や
せ
の
里
を
と
へ

　
　
山
の
焼
木
を
負
へ
る
馬
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
専
順
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
顕
証
院
会
千
旬
、
八
）



○
　
山
近
き
里
よ
り
雪
や
待
た
る
ら
ん

　
賎
は
炭
焼
き
送
る
冬
の
目

○
　
遠
山
烏
い
づ
ち
行
く
ら
ん

　
炭
焼
の
頭
は
白
く
年
老
い
て

○
　
大
原
や
横
河
の
寺
を
上
に
見
て

　
杉
の
庵
に
帰
る
炭
焼

○
　
霞
し
く
野
山
を
春
は
分
け
く
ら
し

　
寒
き
を
焼
く
と
運
ぷ
炭
竈

○
　
宿
り
を
し
む
る
大
原
の
山

　
里
遠
く
炭
焼
く
方
の
峯
越
え
て

○
　
住
む
里
の
名
の
明
か
し
暮
し
つ

　
降
る
雪
を
小
野
の
炭
焼
頼
み
来
て

○
　
を
の
れ
と
今
ぞ
遠
ざ
か
り
ぬ
る

　
炭
竈
の
け
ぷ
り
消
え
行
く
小
野
の
春

○
　
寒
く
な
る
け
し
き
に
雪
や
待
た
る
ら
ん

　
里
よ
り
い
づ
る
小
野
の
炭
焼

○
　
大
原
や
登
る
お
ひ
え
の
道
遠
み

　
雪
に
け
ぷ
り
の
し
る
き
炭
竈

○
　
墨
に
な
さ
む
も
袖
は
い
と
は
じ

　
爪
木
焼
く
大
原
山
の
寒
き
夜
に

○
　
秋
の
あ
わ
れ
の
大
原
の
山

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
稿
（
三
）

〈
吉
理
〉

〈
宗
醐
〉

〈
目
晟
〉

〈
専
順
〉

〈
甚
昭
〉

〈
宗
恰
〉

〈
行
助
〉

〈
宗
長
〉

（
宝
徳
四
年
干
旬
、
二
）

（
宝
徳
四
年
千
旬
、
九
）

（
享
徳
千
旬
、

（
異
体
干
旬
、

（
美
濃
干
旬
、

（
表
佐
干
旬
、

（
熊
野
千
旬
、

八
）

二
）

五
）

五
）

四
）

（
熊
野
千
句
、
十
）

（
三
嶋
干
旬
、
六
）

（
東
山
千
旬
、
二
）

五
五



○○○○○

里
か
ら
や
す
み
よ
か
る
べ
き
夜
は
の
月

　
ふ
ぷ
き
冬
立
っ
朝
明
け
の
空

炭
竈
の
こ
な
た
の
里
の
薄
姻

　
炭
竈
の
煙
も
雪
も
消
え
な
く
に

小
野
の
若
菜
は
も
え
や
そ
む
ら
む

　
あ
は
れ
に
も
真
柴
折
り
た
く
タ
ま
暮
れ

炭
売
る
市
の
帰
る
さ
の
山

　
杣
木
と
る
山
を
あ
ま
た
に
分
け
入
り
て

峰
に
炭
焼
く
信
楽
の
里

　
け
ぷ
り
ぞ
昇
る
奥
の
炭
竈

け
だ
も
の
の
か
け
る
雲
居
は
遠
き
世
に

〈
宗
碩
〉

〈
兼
載
〉

〈
兼
良
〉

〈
心
敬
〉

〈
行
助
〉

〈
宗
伊
〉

　
　
五
六

（
東
山
千
旬
、
六
）

（
永
原
千
旬
、
二
）

（
新
撰
菟
玖
波
集
）

（
同
）

（
同
）

（
同
）

十
番
　
馬
買
は
う

皮
買
は
う

丙
職
人
尽
】

〔
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
A
昌
九
番
右
　
博
労

御
空
行
月
毛
の
こ
ま
を
ひ
き
と
め
て
ひ
の
く
ま
川
に
す
み
そ
あ
ら
は
ん

な
へ
て
世
の
人
に
た
な
れ
の
あ
た
心
つ
け
す
ま
ひ
こ
そ
よ
し
な
か
り
け
れ

　
　
判
云
、
月
は
…
…
さ
㌧
の
く
ま
に
か
け
た
に
、
と
い
へ
る
寄
を
と
り
て
、
す
そ
あ
ら
は
ん
と
い
ひ
な
し
た
る
、
興
あ
る
へ
し
。
為

　
　
持
。
恋
は
、
両
方
の
作
者
、
申
な
れ
た
る
詞
っ
か
ひ
、
思
な
ら
は
し
た
る
こ
と
く
さ
、
寄
と
な
り
て
も
い
ひ
し
り
て
侍
へ
し
。
さ
る



　
に
て
も
、
左
う
る
は
し
く
侍
り
。
為
勝
。

　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
馬
恋
　
口
こ
は
く
ひ
く
に
ひ
か
れ
ぬ
う
き
人
の
心
の
駒
の
手
縄
し
ら
は
や
　
〔
夫
団
〕
寄
馬
恋
　
秋
の
夜
の
月
毛
の
駒
も
身
振
る
ひ
か

恋
の
使
ひ
は
な
ん
ぽ
憂
き
も
の
　
〔
今
様
職
人
尽
歌
合
〕
博
労
　
よ
き
駒
を
あ
ま
た
ひ
さ
ぎ
て
い
っ
し
か
に
我
が
伏
極
の
年
と
老
い
た
り
　
左
、
老
馬
伏

橿
は
桓
温
が
古
事
に
て
、
博
労
の
述
懐
、
さ
も
あ
る
べ
く
覚
ゆ
。
右
、
…
…
馬
屋
の
ま
や
す
け
が
草
食
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
嘆
き
を
の
べ
た
る
、
お
か
し
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ち

れ
ば
、
闘
の
太
鼓
は
左
の
馬
飼
に
打
た
す
べ
し
。
「
陸
奥
立
ち
の
若
駒
に
こ
そ
侯
は
め
。
紫
手
綱
、
藤
の
紋
も
お
か
し
く
見
参
ら
せ
て
侯
」
　
／
　
徒
ぞ
よ

き
池
鯉
鮒
の
里
に
馬
は
あ
れ
ど
逢
ふ
に
命
を
換
へ
に
行
く
夜
は
左
、
逢
ふ
に
か
ふ
と
い
ふ
詞
に
て
博
労
と
は
知
ら
る
。
－
…
・
左
右
無
勝
劣
。
／
桜

咲
く
花
の
所
は
博
労
も
勇
め
る
駒
を
心
し
て
引
く
　
左
右
同
等
な
り
。
論
ず
る
に
及
ば
ず
。
／
花
嵐
吹
く
を
厭
ふ
か
伯
楽
が
桜
の
馬
場
に
馬
は
責
む

　
　
　
　
　
し
を
り

れ
ど
／
枝
折
せ
で
桜
の
雪
に
迷
ふ
時
嫌
ふ
老
馬
の
ほ
し
き
博
労
／
勇
み
て
は
散
ら
し
し
花
の
雪
の
日
や
駒
を
し
る
べ
に
帰
る
博
労
／
博
労

も
我
が
な
り
は
ひ
を
忘
れ
け
り
花
に
心
の
駒
を
繋
ぎ
て
　
／
　
花
に
み
な
心
の
駒
を
繋
ぎ
置
け
や
山
の
か
ひ
に
と
登
る
博
労
／
　
博
労
も
あ
ひ
見
る
こ

と
の
か
た
け
れ
ば
赤
兎
馬
か
ぬ
る
憂
き
涙
か
な
　
／
妹
が
尻
叩
き
し
袖
に
握
る
手
の
っ
ひ
に
根
組
も
出
来
る
博
労
／
吾
妹
子
が
心
の
駒
を
引
き
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

み
む
値
を
す
る
さ
ま
に
手
を
握
り
っ
っ
　
／
　
我
が
胸
の
思
ひ
を
先
へ
博
労
の
袖
と
袖
と
に
知
ら
す
玉
章
／
　
吾
妹
子
が
心
の
駒
も
引
き
出
し
っ
直
を

す
る
さ
ま
に
手
を
擾
り
て
は
　
／
博
労
の
背
中
叩
く
を
合
図
に
て
襖
に
手
を
ば
握
る
嬉
し
さ
　
／
我
が
胸
も
あ
け
て
い
は
れ
ぬ
袖
の
内
に
握
り
合
ふ

手
や
恋
の
博
労
　
〔
難
波
職
人
歌
合
〕
下
　
四
番
右
　
伯
楽
手
綱
を
ば
延
べ
つ
縮
め
つ
荒
駒
の
心
も
引
け
ば
引
か
る
る
も
の
を
　
左
の
方
人
云
、
万
葉

集
に
、
赤
駒
を
打
ち
て
さ
緒
引
き
心
引
き
、
と
あ
る
に
依
ら
れ
た
り
と
見
ゆ
。
心
明
ら
か
に
て
、
申
す
旨
な
し
。
判
に
云
、
此
の
番
は
、
左
右
と
も
に
万

葉
振
り
に
詠
み
得
ら
れ
て
、
心
詞
と
も
に
、
安
ら
か
に
め
で
た
し
。
よ
き
持
と
云
ふ
べ
し
。

門
本
文
蟹

　
十
番

　
秋
の
夜
も
か
き
り
あ
り
け
り
馬
か
は
う

　
こ
ゑ
す
む
ほ
と
の
あ
け
か
た
の
月

　
い
け
は
き
の
か
は
か
は
う
と
き
な
か
む
れ
は

　
あ
か
は
た
か
に
も
す
め
る
月
か
な

　
　
左
右
と
も
に
、
お
の
れ
か
時
の
月
を
よ
み
た

　
　
れ
は
、
月
の
な
ん
あ
る
へ
か
ら
す
。
右
は
逸
興

　
注
解
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
稿
（
三
）

秋
1
〔
尊
〕
〔
類
〕
妖
　
夜
1
〔
類
〕
よ
　
か
き
り
あ
り
け
り
1
〔
類
〕
限
有
け

りこ
ゑ
1
〔
類
〕
声
　
あ
け
か
た
1
〔
類
〕
明
方

か
は
か
は
う
と
き
－
〔
類
〕
皮
か
は
う
時
．

か
な
－
〔
類
〕
哉

お
の
れ
－
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
を
の
れ
　
よ
み
た
れ
は
－
〔
類
〕
詠
た
れ
は

な
ん
1
〔
尊
〕
な
む
〔
類
〕
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
あ
る
に
㌧
た
り
。
価
為
勝
。

む
ま
か
は
う
は
く
ら
う
と
き
の
た
ち
君
の

よ
ひ
あ
か
つ
き
に
か
よ
ひ
な
れ
は
や

あ
さ
か
へ
り
道
ゆ
き
ふ
り
の
か
は
か
は
う

我
あ
ひ
つ
る
と
人
に
か
た
る
な

　
左
寄
、
身
に
お
ふ
恋
と
お
ほ
え
て
、
た
ち
君
に

　
よ
せ
た
り
。
心
あ
る
に
に
た
り
。
は
く
ら
う
時
、
又

　
よ
せ
あ
る
に
や
。
右
、
わ
か
れ
ち
の
時
分
行
あ
ふ

　
へ
き
事
、
眼
前
也
。
心
詞
お
な
し
し
な
㌧
る
へ
し
。

　
為
持
◎

　
　
◇
　
　
　
◇

む
ま
か
は
う

か
は
か
は
う

五
八

＼
た
り
1
〔
類
〕
似
た
り

む
ま
か
は
う
ー
〔
類
〕
馬
か
は
ふ
　
は
く
ら
う
と
き
－
〔
類
〕
は
く
ら
う
時

た
ち
君
1
〔
類
〕
立
君

よ
ひ
あ
か
っ
き
1
〔
類
〕
宵
暁

あ
さ
か
へ
り
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
あ
さ
か
へ
る
〔
類
〕
朝
か
へ
る
　
道
ゆ
き
ふ
り

1
〔
類
〕
道
行
ふ
り
　
か
は
か
は
う
1
〔
類
〕
か
は
か
は
ふ

あ
ひ
つ
る
－
〔
類
〕
逢
つ
る

左
寄
1
〔
類
〕
左
歌
　
た
ち
君
1
〔
類
〕
立
君

よ
せ
た
り
－
〔
類
〕
寄
た
り
　
に
た
り
－
〔
尊
〕
〔
類
〕
＼
た
り

わ
か
れ
ち
－
〔
類
〕
別
路
　
行
あ
ふ
へ
き
事
　
〔
類
〕
行
逢
へ
き
こ
と

お
な
し
し
な
＼
る
へ
し
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
お
な
し
し
な
な
る
へ
し
〔
類
〕
同
品

な
る
へ
し

　
　
　
　
　
　
十
番

む
ま
か
は
う
1
〔
忠
〕
　
　
む
ま
か
は
う
〔
類
〕
む
ま
か
は
ふ

か
は
か
は
う
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
か
わ
か
は
う
〔
類
〕
か
は
か
は
ふ

fig110103-3.pdf


閃
語
注
蟹

　
◎
馬
買
は
う
は
、
馬
を
売
買
す
る
商
人
、
す
な
わ
ち
博
労
、
皮
買
は
う
は
、
獣
皮
を
売
買
す
る
商
人
ら
し
い
が
、
そ
の
実
体
に
っ
い
て

は
未
考
。
と
も
に
、
こ
う
呼
ば
わ
っ
て
歩
い
た
こ
と
か
ら
来
た
職
名
で
あ
ろ
う
。

　
◎
秋
の
夜
も
か
ぎ
り
あ
り
け
り
　
長
い
と
さ
れ
る
秋
の
夜
も
、
結
局
は
限
り
が
あ
る
の
だ
。
名
月
に
見
と
れ
て
い
る
う
ち
、
思
わ
ず
知

ら
ず
時
が
経
ち
、
早
く
も
明
け
方
に
な
っ
て
月
が
沈
も
う
と
す
る
、
そ
の
月
を
惜
し
む
気
持
ち
。
月
を
愛
で
る
心
に
は
秋
の
夜
も
長
く
は

感
じ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
内
容
の
歌
に
は
、
「
菅
の
根
の
な
が
な
が
し
と
い
ふ
秋
の
夜
は
月
見
ぬ
人
の
い
ふ
に
ぞ
あ
り
け
る
〈
藤
原
長

能
〉
」
（
後
拾
遺
集
、
五
、
秋
）
、
「
秋
の
夜
の
長
き
か
ひ
こ
そ
な
か
り
け
れ
待
っ
に
更
け
ぬ
る
有
明
の
月
〈
右
大
将
忠
経
〉
」
（
新
古
今
集
、

四
、
秋
）
が
あ
る
。

　
◎
馬
か
は
う
馬
買
は
う
の
呼
び
声
で
あ
ろ
う
。
「
馬
を
買
い
取
ろ
う
」
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
な
く
は
な
い
が
、
不
特
定
多
数
の
住

民
を
相
手
に
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
逆
に
、
「
馬
を
買
え
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
狂
言
『
末
広
が
り
』
な
ど
で
、

都
に
上
っ
た
田
舎
者
が
「
売
り
買
ふ
物
も
呼
ば
は
っ
て
歩
け
ば
、
物
ご
と
早
遠
知
る
る
さ
う
な
」
と
い
う
台
詞
に
つ
い
て
、
安
田
章
氏

が
、
「
都
で
商
人
が
晶
物
を
売
る
た
め
に
呼
び
歩
く
の
を
、
買
う
と
き
に
も
ど
な
っ
て
歩
く
の
だ
と
勘
違
い
し
た
。
つ
ま
り
『
買
へ
』
の

間
接
的
表
現
で
あ
る
『
－
…
買
は
う
』
と
い
う
売
り
声
を
『
買
い
た
い
』
と
い
う
意
味
に
取
り
違
え
た
の
で
あ
る
」
（
日
本
古
典
文
学
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

集
『
廷
言
集
』
）
と
さ
れ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
似
た
売
り
声
に
、
「
伊
勢
国
に
阿
漕
が
浦
の
猿
源
氏
が
鰯
か
ふ
ゑ
い
」
（
猿
源
氏
草
紙
）

が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
今
の
場
合
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
、
馬
買
は
う
が
出
歩
い
た
時
間
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
考
え
も
少
な
か
ら
ず
不

自
然
で
あ
る
、
馬
買
は
う
が
出
歩
い
た
の
は
、
下
句
に
「
明
け
方
の
月
」
と
あ
り
、
判
詞
に
も
「
お
の
れ
が
時
の
月
を
詠
み
た
れ
ば
、
月

の
難
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
す
る
点
か
ら
、
未
明
の
頃
と
思
わ
れ
る
が
、
恋
の
歌
の
「
立
君
の
宵
暁
に
」
の
句
か
ら
す
れ
ば
、
宵
に
も
歩
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
宵
か
ら
暁
に
か
け
て
の
夜
間
が
馬
買
は
う
の
歩
く
時
間
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
先
の
「
秋
の
夜
も
隈
り
あ
り
け
り
」
は
、
馬
買
は
う
が
実
際
に
夜
通
し
歩
い
て
い
て
、
お
そ
ら
く
あ
ま
り
は
か
ば
か
し
く
な
い
中

に
、
早
く
も
明
け
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
気
持
ち
を
懸
け
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
◎
こ
ゑ
す
む
ほ
ど
　
「
澄
む
」
は
月
の
縁
語
。
「
程
」
は
、
こ
こ
で
は
時
間
の
程
度
を
表
し
、
「
頃
」
の
意
。
「
声
澄
む
」
は
、
「
江
に
浸

　
注
解
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
稿
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

す
半
ば
の
月
に
声
澄
み
て
荻
吹
く
風
の
秋
ぞ
悲
し
き
〈
民
部
卿
為
家
卿
〉
」
（
夫
木
抄
、
十
一
、
秋
、
荻
）
、
「
友
誘
ふ
湊
の
干
鳥
声
澄
み
て

氷
に
冴
ゆ
る
明
け
方
の
月
〈
和
泉
式
部
〉
」
（
続
千
載
集
、
六
、
冬
）
、
「
高
砂
の
尾
上
の
月
に
鳴
く
鹿
の
声
澄
み
の
ぼ
る
有
明
の
空
〈
前
大

檀
言
経
継
〉
」
（
新
拾
遺
集
、
五
、
秋
）
、
「
更
け
ぬ
る
か
歌
ふ
神
楽
の
声
澄
み
て
取
る
や
榊
も
霜
結
ぷ
な
り
〈
公
冬
〉
」
（
永
享
百
首
、
冬
、

神
楽
）
な
ど
、
し
ば
し
ば
、
秋
ま
た
は
冬
の
、
深
更
か
ら
夜
明
け
に
か
け
て
の
情
景
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
も
、
秋
の
明
け
方
。
た
だ

し
、
「
声
澄
む
」
の
「
声
」
は
、
右
に
も
見
る
と
お
り
、
風
、
千
鳥
、
鹿
、
神
楽
な
ど
の
声
が
普
通
で
、
馬
か
は
う
の
声
と
い
う
の
は
、

勿
論
異
例
で
あ
る
。

　
◎
い
け
は
ぎ
　
「
生
け
剥
ぎ
」
で
、
鳥
獣
を
生
か
し
て
お
い
た
ま
ま
皮
を
剥
ぐ
こ
と
。
上
代
の
「
天
っ
罪
」
の
一
っ
と
し
て
有
名
だ
が
、

室
町
時
代
の
皮
買
は
う
が
実
際
に
行
っ
た
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
利
点
が
あ
っ
た
の
か
、
未
考
。

　
◎
か
は
か
は
う
ど
き
　
「
生
け
剥
ぎ
の
皮
買
は
う
」
か
ら
「
皮
買
は
う
時
」
と
続
く
。
「
生
け
剥
ぎ
の
皮
買
は
う
」
と
呼
ば
わ
っ
て
歩
く

皮
買
は
う
時
。
「
皮
買
は
う
」
は
、
先
の
「
馬
買
は
う
」
と
同
じ
く
、
「
皮
を
買
え
」
と
い
う
こ
と
の
間
接
的
表
現
で
は
な
い
か
と
思
う

が
、
皮
買
は
う
が
出
歩
い
た
時
間
を
考
え
る
と
、
こ
れ
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
「
皮
買
は
う
時
」
は
、
皮
買
は
う
が
こ
の
よ
う
に
触
れ
歩

く
頃
の
意
で
あ
ろ
う
が
、
他
に
用
例
が
見
当
た
ら
ず
、
こ
の
言
葉
が
ど
れ
ほ
ど
一
般
的
で
あ
っ
た
か
、
不
明
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
判
詞

に
、
「
左
右
と
も
に
、
お
の
れ
が
時
の
月
を
詠
み
た
れ
ば
、
月
の
難
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
か
ら
、
本
来
な
ら
月
を
詠
む
の
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
頃
、
す
な
わ
ち
、
馬
買
は
う
の
歌
で
詠
ま
れ
た
と
同
じ
明
け
方
頃
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
恋
の
歌
に
も
、
「
朝
帰
り
道
行
き
ぷ

り
の
皮
買
は
う
」
と
あ
り
、
そ
の
判
詞
で
も
、
「
別
れ
路
の
時
分
行
き
合
ふ
べ
き
事
、
眼
前
也
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も
、
皮
買
は

う
が
出
歩
い
た
の
は
早
朝
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
は
、
恋
の
歌
の
「
朝
帰
り
（
る
）
」
を
、
皮
買

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

一
は
う
が
仕
事
を
終
え
て
朝
帰
る
こ
と
と
解
し
た
の
か
、
「
皮
買
は
う
時
」
は
夜
の
こ
と
と
す
る
が
、
い
か
が
。

　
◎
あ
か
は
だ
か
　
「
赤
裸
」
は
、
真
っ
裸
。
こ
こ
で
は
、
月
を
覆
う
雲
・
霧
な
ど
が
な
い
こ
と
を
い
う
。
「
生
け
剥
ぎ
」
か
ら
「
赤
肌
」

（
皮
を
剥
い
た
り
毛
を
抜
い
た
り
し
て
赤
く
な
っ
た
肌
）
を
連
想
し
て
、
「
赤
裸
」
と
続
け
た
。
「
赤
」
に
「
明
か
し
」
の
「
明
か
」
を
懸

け
る
。
月
の
色
が
「
赤
」
い
、
と
も
取
れ
な
く
は
な
い
が
、
「
明
か
」
る
い
、
と
取
っ
た
方
が
、
月
を
褒
め
る
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
。
「
赤

裸
」
は
、
勿
論
、
雅
語
で
は
な
い
。
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
俗
語
を
用
い
た
点
に
、
こ
の
歌
の
面
白
さ
が
あ
る
。
『
犬
つ
く
ば
集
』
に
、
「
雲



の
衣
を
た
れ
か
剥
ぐ
ら
む
／
い
つ
も
よ
り
今
宵
の
月
は
赤
裸
」
の
付
合
が
あ
り
、
こ
の
歌
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
る
。

　
◎
左
右
と
も
に
、
お
の
れ
が
時
の
月
を
詠
み
た
れ
ぱ
、
月
の
難
あ
る
べ
か
ら
ず
　
左
右
と
も
に
自
分
の
職
能
に
関
わ
る
時
の
月
を
う
ま

く
詠
ん
で
小
る
の
で
、
こ
の
場
合
は
、
傾
く
月
を
詠
ん
だ
と
い
う
非
難
は
す
る
べ
き
で
は
な
い
（
一
番
語
注
「
腎
合
に
は
か
た
ふ
く
月
あ

や
な
く
き
こ
ゆ
」
の
項
参
照
）
。

　
◎
逸
興
　
「
一
興
」
と
も
書
く
。
一
風
変
わ
っ
た
面
白
さ
。
歌
論
用
語
と
し
て
は
、
「
面
白
き
体
」
と
同
様
の
意
味
で
「
逸
興
（
一
興
）

の
体
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
（
『
和
歌
大
辞
典
』
「
一
興
の
体
」
の
項
）
。
こ
こ
は
、
皮
買
は
う
の
歌
が
、
「
生
け
剥
ぎ
」
や
「
赤
裸
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
い
っ
た
生
々
し
い
言
葉
を
、
巧
み
に
月
の
歌
に
詠
み
込
ん
だ
点
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
◎
む
ま
か
は
う
ば
く
ら
う
ど
き
　
「
馬
買
は
う
」
と
呼
ば
わ
っ
て
歩
く
博
労
時
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
「
博
労
時
」
は
、
博
労
す
な

わ
ち
馬
買
は
う
が
商
売
を
す
る
時
間
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
言
葉
も
他
に
用
例
が
見
当
た
ら
ず
、
ど
れ
ほ
ど
一
般
的
で
あ
っ
た
か
、
不
明
。

判
詞
で
も
、
「
博
労
時
、
又
寄
せ
あ
る
に
や
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
立
君
の
宵
暁
に
」

と
続
く
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
宵
、
ま
た
は
宵
か
ら
暁
に
か
け
て
の
時
間
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
◎
た
ち
君
　
「
立
君
」
は
、
路
傍
で
客
を
引
く
娼
婦
。
当
職
人
歌
合
三
十
番
左
に
登
場
す
る
。
「
立
君
」
の
「
た
ち
」
に
、
「
博
労
時
」

の
「
経
ち
」
を
懸
け
る
か
。
馬
買
は
う
と
立
君
と
の
関
係
に
っ
い
て
、
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
は
、
五
条
室
町
に
馬
市
が
立
ち
、
同

時
に
五
条
あ
た
り
は
立
君
の
立
つ
所
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
…
－
立
君
の
」
は
序
詞
で
、
宵
ご
と
に
立
つ
立
君
の
よ
う

に
、
私
も
毎
夜
恋
人
の
も
と
に
通
い
馴
れ
た
い
、
と
下
旬
に
続
く
。

　
◎
あ
さ
が
へ
り
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
は
「
あ
さ
か
へ
る
」
、
類
従
本
も
「
朝
か
へ
る
」
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
首
の
意
味
に
大
差
な

い
。
恋
人
の
も
と
か
ら
朝
帰
る
こ
と
。
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
は
こ
れ
を
、
皮
買
は
う
が
商
売
を
終
え
て
朝
帰
る
こ
と
と
解
し
て
い

る
よ
う
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
次
の
「
道
行
き
ぷ
り
の
皮
買
は
う
」
に
う
ま
く
続
か
な
い
。

　
◎
道
ゆ
き
ぷ
り
の
か
は
か
は
う
「
道
行
き
ぷ
り
」
は
、
遺
の
途
中
で
行
き
合
う
こ
と
。
朝
帰
り
の
途
中
行
き
違
っ
た
皮
買
は
う
に
呼

び
掛
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
皮
買
は
う
の
歌
で
あ
る
か
ら
、
本
来
な
ら
皮
買
は
う
自
身
の
恋
を
詠
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

実
は
皮
買
は
う
に
出
会
っ
た
あ
る
男
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。
職
人
歌
合
の
歌
と
し
て
は
、
失
敗
作
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
判
詞
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六
二

で
は
こ
の
こ
と
に
何
ら
触
れ
て
い
な
い
。

　
◎
我
あ
ひ
つ
る
と
人
に
か
た
る
な
　
「
我
あ
ひ
っ
る
」
は
、
恋
の
歌
で
あ
る
か
ら
、
私
が
女
に
逢
っ
た
、
と
取
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、

上
旬
か
ら
の
続
き
で
い
え
ば
、
私
が
お
前
（
皮
買
は
う
）
に
出
会
っ
た
、
と
取
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
女
と
の
関
係
の
発
覚
を
恐
れ
る

気
持
ち
。

　
◎
身
に
お
ふ
恋
と
お
ぽ
え
て
、
た
ち
君
に
よ
せ
た
り
　
「
身
に
負
ふ
」
は
、
身
に
相
応
す
る
。
皮
買
は
う
は
、
獣
皮
を
扱
う
と
い
う
こ

と
で
、
賎
民
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
蔑
視
さ
れ
て
い
た
立
君
に
関
連
づ
け
た
点
を
、
身
分
相
応
だ
と
評
し
た
の
で
あ
る
。

　
◎
心
あ
る
に
に
た
り
　
「
心
あ
り
」
は
「
有
心
」
と
も
言
い
、
「
心
な
し
」
（
無
心
）
の
対
語
、
一
般
的
に
は
、
対
象
に
深
い
理
解
を
持

っ
こ
と
、
従
っ
て
思
慮
が
あ
る
、
情
を
解
す
る
な
ど
の
意
味
で
あ
る
が
、
歌
論
用
語
と
し
て
は
、
題
意
に
深
い
理
解
を
示
す
こ
と
を
基
本

的
な
意
味
と
し
、
具
体
的
な
内
容
は
時
代
。
論
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
遷
し
た
（
『
和
歌
大
辞
典
』
「
有
心
」
の
項
）
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
は
そ
の
よ
う
な
歌
論
用
語
を
用
い
て
、
判
詞
を
も
っ
と
も
ら
し
く
仕
立
て
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
何
か
特
定
の
理
念

を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
単
に
、
馬
買
は
う
が
そ
の
身
に
ふ
さ
わ
し
く
、
立
君
に
事
寄
せ
た
巧
み
さ
を
「
心
あ
る
に

似
た
り
」
と
言
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
◎
ば
く
ら
う
時
、
又
よ
せ
あ
る
に
や
　
「
寄
せ
」
は
、
「
寄
す
」
の
名
詞
形
。
和
歌
で
、
あ
る
事
柄
に
関
連
す
る
言
葉
。
縁
語
な
ど
。

「
博
労
時
」
と
い
う
の
も
「
立
君
」
と
同
じ
く
、
「
馬
買
は
う
」
（
ま
た
は
「
宵
暁
」
な
ど
他
の
言
葉
）
に
関
連
す
る
言
葉
な
の
で
あ
ろ
う

か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
博
労
時
」
と
い
う
言
葉
が
判
者
に
も
よ
く
理
解
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
七
十
一
番
職
人
歌
合
の
成

立
事
情
に
っ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
判
詞
を
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
歌
の
作
者
と
判
者
と

は
別
人
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
◎
わ
か
れ
ぢ
の
時
分
行
あ
ふ
べ
き
事
、
眼
前
也
「
眼
前
」
は
確
か
な
様
。
女
の
も
と
か
ら
帰
っ
て
来
る
朝
方
、
皮
買
は
う
に
出
会
う

と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
だ
と
、
歌
を
褒
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
◎
心
詞
お
な
じ
し
な
な
る
べ
し
　
右
歌
の
心
、
詞
が
、
左
歌
の
そ
れ
と
同
じ
程
度
に
す
ぐ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
◎
む
ま
か
は
う
　
職
名
を
示
す
と
と
も
に
、
「
馬
買
は
う
」
と
い
う
呼
び
声
も
兼
ね
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。



◎
か
は
か
は
う
　
前
項
と
同
様
、

「
皮
買
は
う
」
と
い
う
呼
び
声
を
兼
ね
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

丙
絵
園

　
馬
買
は
う
は
、

　
皮
買
は
う
は
、

履
を
履
く
◎

半
袖
の
着
物
を
着
、
脚
絆
を
履
き
、
腰
刀
を
差
し
て
鞭
を
持
つ
。
素
足
。
明
暦
板
本
。
類
従
本
は
、
草
軽
を
履
く
。

襖
子
に
四
冨
袴
を
履
き
、
皮
を
括
り
っ
け
た
棒
を
肩
げ
る
。
素
足
。
白
石
本
・
忠
寄
本
・
明
暦
板
本
。
類
従
本
は
、

草

丙
参
考
畠

　
○
私
は
馬
博
労
で
ご
ざ
る
が
、
御
制
札
の
ご
と
く
早
々
参
っ
て
一
の
杭
に
繋
ひ
で
ご
ざ
れ
ば
、
い
つ
の
間
に
か
あ
そ
こ
な
者
が
参
つ

て
、
結
旬
私
に
の
け
と
申
す
ほ
ど
に
、
そ
れ
を
申
し
上
が
っ
て
の
こ
と
で
ご
ざ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
廷
言
、
牛
馬
）

　
○
そ
れ
馬
は
馬
頭
観
音
の
化
身
と
し
て
、
仏
の
作
る
法
の
舟
、
月
氏
国
よ
り
漢
土
ま
で
、
馬
こ
そ
負
い
て
渡
る
な
れ
。
周
の
穆
王
の
八

匹
の
駒
、
楚
の
か
ふ
う
の
望
雲
鱗
、
安
禄
山
の
騨
麗
ま
で
、
い
づ
れ
も
千
里
を
駈
け
る
な
り
。
そ
の
管
伸
は
旅
に
発
ち
、
に
わ
か
に
大
雪

降
る
里
に
、
帰
ら
ん
道
を
忘
れ
っ
っ
、
馬
を
放
ち
て
そ
の
跡
を
、
し
る
べ
と
し
っ
っ
帰
り
し
は
、
馬
の
徳
と
ぞ
聞
こ
え
け
る
。
又
我
が
朝

　
　
　
　
　
　
　
あ
め
の
む
ち
ご
ま

に
名
を
得
し
は
、
天
斑
駒
を
始
め
と
し
、
光
源
氏
の
大
将
や
、
馬
に
稲
飼
う
須
磨
の
浦
、
赤
月
。
南
鏡
。
木
の
下
や
、
夜
目
な
し
月
毛
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
け
づ
き

鬼
葦
毛
、
源
太
。
佐
々
木
が
名
を
上
げ
し
は
、
生
食
。
磨
墨
。
太
夫
黒
、
雲
の
上
に
も
望
月
の
、
駒
迎
へ
せ
し
逢
坂
の
、
小
坂
の
駒
も
心

　
　
　
　
　
あ
を

し
て
、
引
く
白
馬
の
節
会
に
も
、
牛
の
練
り
入
る
例
な
し
。
仏
の
前
に
は
絵
馬
を
掛
け
、
神
に
は
立
つ
る
幣
の
駒
、
駒
北
風
に
噺
ふ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
お

ば
、
悪
魔
は
さ
っ
と
退
き
ぬ
。
め
で
た
き
こ
と
を
競
い
駒
、
さ
れ
ば
本
歌
に
も
、
逢
坂
の
関
の
清
水
に
か
げ
見
え
て
今
や
引
く
ら
ん
望
月

の
駒
、
と
こ
そ
詠
ま
れ
侯
へ
。
い
つ
の
習
ひ
に
、
望
月
の
牛
と
詠
ま
れ
た
る
事
は
ご
ざ
あ
る
ま
ひ
。
　
　
　
・
（
天
理
本
廷
言
、
牛
馬
）

　
○
い
で
い
で
さ
ら
ば
鬼
に
乗
り
、
秘
術
を
顕
し
見
せ
申
さ
ん
と
、
昔
も
今
も
な
き
事
な
れ
ば
、
鞭
や
手
綱
。
腰
鐙
の
、
大
事
は
こ
こ

ぞ
、
跳
ね
馬
。
立
っ
馬
こ
む
時
の
、
大
事
を
残
さ
ず
乗
ら
ん
と
思
ひ
っ
っ
、
手
綱
を
引
き
詰
め
、
鐙
を
強
く
鞭
を
振
り
上
げ
、
先
の
呵
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

の
無
念
を
散
ぜ
ん
と
、
し
た
た
か
に
こ
そ
は
打
つ
た
り
け
れ
。
－
－
た
だ
今
左
に
み
み
ゆ
る
こ
そ
、
く
浄
土
の
道
な
れ
、
こ
こ
を
行
き
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六
四

過
ぎ
地
獄
へ
行
て
は
叶
ふ
ま
じ
と
、
1
左
の
手
綱
を
強
く
引
き
詰
め
、
右
の
手
綱
を
差
し
寛
げ
て
、
小
耳
の
間
を
ち
や
う
ち
や
う
と
打
ち
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

れ
ば
、
た
だ
一
馬
場
に
浄
土
へ
駈
け
入
り
、
鬼
を
も
証
す
馬
口
労
の
、
鬼
を
も
読
す
馬
口
労
の
手
だ
た
、
恐
れ
ぬ
閻
魔
は
な
か
り
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
廷
言
、
馬
口
労
）

前
稿
訂
正

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

頁
）
の
「
帯
を
『
解
く
』
」
を
、
「
帯
が
『
解
く
』
」

意
を
表
す
る
。

の
中
、
四
番
語
注
「
今
は
と
て
い
？
つ
ち
と
け
て
あ
ひ
み
そ
め
ま
し
」
の
項
（
七
二

に
訂
正
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
鈴
木
博
氏
の
御
教
示
を
賜
っ
た
◎
記
し
て
謝


