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注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
四
）

　
　
　
凡
例

本
稿
に
は
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

十
一
番
仙
人
浦
人

下
　
　
　
房

の
中
、
第
十
一
番
お
よ
び
第
十
二
番
の
注
解
を
収
め
た
。

俊

閃
職
人
尽
憂

〔
五
番
本
．
東
北
院
職
人
歌
合
〕
五
番
左
　
海
人

月
を
見
て
さ
て
も
す
ぐ
へ
き
身
な
り
せ
は
秋
は
も
し
ほ
の
け
ふ
り
た
て
し
を

あ
ふ
こ
と
は
か
た
し
く
浪
の
う
き
ま
ぐ
ら
う
ら
み
ぬ
袖
は
ぬ
る
㌧
物
か
は

　
　
，
　
　
月

　
・
左
の
寄
、
心
詞
共
に
い
ひ
し
ら
れ
て
、
寄
な
と
は
か
く
こ
そ
よ
ま
＼
ほ
し
け
れ
。
た
れ
の
人
そ
と
小
の
中
お
も
ひ
し
ら
れ
て
、
心
に

　
　
く
㌧
こ
そ
。
右
寄
…
…
、
但
、
寄
す
か
た
、
も
し
ほ
の
煙
た
ち
ま
さ
り
て
侍
。

　
　
　
　
恋

　
　
左
の
謁
、
い
か
に
し
て
い
て
ぎ
侍
け
る
そ
や
。
世
の
す
ゑ
に
は
あ
り
か
た
く
こ
そ
侍
れ
。
…
…
さ
れ
は
左
勝
に
や
。

〔
十
二
番
本
　
東
北
院
職
人
歌
合
〕
十
二
番
右
　
泉
布
人
．

月
を
見
て
さ
て
も
す
く
へ
き
身
な
り
せ
は
秋
は
藻
し
ほ
の
け
ふ
り
た
て
し
を

　
　
…
…
右
の
月
を
見
て
と
お
か
れ
た
る
五
文
字
、
柳
と
か
也
と
い
へ
共
、
大
か
た
の
す
か
た
浦
さ
ひ
て
、
心
の
う
ち
や
さ
し
く
聞
え
侍
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四
二

　
　
り
。
侃
、
今
す
こ
し
月
に
心
さ
し
深
き
に
っ
け
て
、
右
を
勝
と
す
へ
し
。

も
し
ほ
く
む
な
ら
ひ
は
さ
そ
と
い
ひ
な
せ
と
こ
と
の
ほ
か
な
る
わ
か
な
み
た
か
な

　
　
…
…
右
、
な
へ
て
の
人
の
し
わ
さ
に
も
あ
ら
す
。
上
代
に
も
見
不
及
侍
り
。
世
の
す
ゑ
に
は
有
か
た
く
い
て
き
た
る
晋
に
こ
そ
。
凡

　
　
嶺
松
雨
を
含
て
、
深
夜
の
夢
を
破
る
。
左
寄
よ
ろ
し
け
れ
と
も
、
物
に
た
と
ふ
れ
は
玉
と
瓦
と
の
こ
と
し
。
依
、
右
勝
侍
ら
ん
。

〔
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
〕
十
二
番
右
　
漁
父

と
る
樟
の
歌
の
こ
ゑ
ま
で
浦
さ
ひ
て
月
の
し
ほ
せ
に
い
つ
る
舟
人

ふ
か
く
と
も
人
の
心
を
っ
る
は
か
り
あ
は
れ
い
か
な
る
江
を
か
た
っ
ね
む

　
　
判
云
、
月
は
…
…
右
寄
、
樟
歌
一
曲
釣
魚
翁
と
申
詩
の
心
は
へ
な
る
へ
し
。
い
つ
れ
も
よ
ろ
し
く
み
え
侍
か
な
。
為
持
。
恋
の
左
は

　
　
…
…
右
の
寄
は
、
窃
娘
堤
乃
遙
を
尋
て
釣
処
に
ま
よ
ふ
、
皆
い
ひ
し
り
て
侍
。
…
…
さ
ら
は
右
の
勝
と
申
へ
し
。

〔
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
〕
四
番
右
　
浦
人

闇
に
こ
そ
い
さ
り
を
し
か
の
し
ほ
か
ま
の
ぬ
る
よ
す
く
な
く
月
を
み
る
哉

　
〔
伝
烏
丸
光
広
作
職
人
歌
合
〕
海
士
人
　
う
づ
も
り
の
名
の
み
古
り
つ
つ
時
雨
に
も
昔
語
り
の
松
の
行
平
月
も
見
じ
焚
く
や
塩
屋
の
煙
だ
に
目
を

し
ば
し
ば
と
須
磨
の
浦
人
　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
網
恋
　
慎
め
ど
も
そ
な
た
に
心
引
く
網
の
目
許
に
恋
の
顕
れ
や
せ
ん
　
／
寄
彊
恋
　
よ
く
慎
め
あ
ま
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
よ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
よ
じ
ん
　
　
　
　
し
や
　
　
　
　
ら
　
う
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
じ
ん

刈
り
干
す
海
松
布
も
や
潮
染
む
中
は
舌
た
る
き
も
の
　
〔
訓
譲
図
彙
〕
漁
父
　
い
を
と
り
　
漁
人
漁
者
漁
郎
漁
子
並
同
／
蟹
人
あ
ま
び

　
　
亡
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ん

と
　
彊
同
　
又
日
蟹
民
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
藁
〕
杣
人
　
山
彦
の
声
な
ら
で
音
す
る
物
な
し
、
岩
漏
る
水
に
渇
を
凌
ぐ
よ
す
が
な
ら
で
、
人
家
も
な
き
所
を
住

み
家
と
な
し
、
見
上
ぐ
る
も
は
か
り
な
く
、
見
下
ろ
す
も
底
深
き
数
百
丈
、
峯
を
分
け
、
猿
猴
な
ら
ず
し
て
梢
を
伝
ふ
業
、
危
う
き
を
忘
れ
身
を
顧
み
ざ

る
も
、
世
渡
る
ほ
ど
苦
し
き
は
な
か
る
べ
し
。
／
　
塩
焼
　
汐
汲
　
汐
水
は
女
の
業
と
し
て
こ
れ
汲
む
也
。
同
じ
海
辺
の
者
な
れ
ば
、
魚
と
る
海
人
に

準
へ
、
汐
汲
む
海
人
と
も
い
へ
り
。
汐
は
海
に
て
汲
み
、
薪
は
山
に
求
め
て
こ
れ
を
焼
く
ゆ
へ
、
薪
と
る
老
夫
を
塩
木
の
翁
と
も
い
へ
り
。
誠
に
塩
焼
く

あ
り
さ
ま
、
見
る
に
苦
し
き
業
な
り
。
人
家
離
れ
た
る
海
辺
に
て
焼
き
ぬ
れ
ば
、
朝
夕
に
立
ち
昇
る
煙
の
、
風
に
従
ひ
て
さ
ま
ざ
ま
の
風
情
を
な
す
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ま

又
較
べ
見
ん
も
の
な
き
ゆ
へ
、
塩
屋
の
煙
と
て
こ
れ
を
愛
し
、
寄
人
も
こ
れ
を
愛
で
て
和
腎
に
は
詠
ず
る
ぞ
か
し
◎
／
　
蟹
人
　
海
人
の
業
、
夫
船
を
さ

せ
ば
女
は
水
の
底
に
入
る
。
魚
を
と
り
貝
を
と
り
其
の
外
海
草
を
も
と
る
な
り
。
海
人
の
い
さ
り
火
と
い
ふ
は
、
船
に
と
も
す
警
、
た
ぐ
縄
と
い
ふ
は
、

腰
に
っ
け
て
海
に
入
る
事
あ
り
。
其
の
縄
を
動
か
せ
ば
引
き
上
ぐ
る
事
あ
り
。
こ
れ
を
い
へ
り
。
皆
和
晋
に
も
是
を
詠
ず
。
ま
こ
と
に
苦
し
き
業
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ろ
く
づ

／
漁
人
　
海
の
猟
師
な
り
。
釣
針
を
垂
れ
、
網
を
下
ろ
し
、
其
の
晶
一
っ
な
ら
ず
。
一
切
の
鱗
目
に
触
る
る
を
幸
ひ
に
取
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
　
〔
職



入
尽
発
句
合
〕
三
十
八
番
右
、
杣
人
　
日
黒
み
や
斧
の
柄
汗
に
朽
ち
ぬ
べ
し
　
杣
人
が
高
き
梢
に
登
り
て
面
を
目
に
焦
が
せ
る
も
、
裳
に
汗
を
絞
り
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ど

ら
大
原
女
は
一
入
な
ら
む
や
。
「
大
木
を
伐
る
も
ま
た
身
の
ま
へ
が
大
事
也
」
　
／
　
四
十
七
番
左
、
網
引
夕
霧
や
網
子
と
と
の
ふ
る
声
の
闇
左
右
と

も
に
殺
生
を
事
と
す
る
を
あ
ざ
み
た
る
か
。
：
…
・
さ
れ
ど
か
か
る
業
も
あ
り
て
こ
そ
、
大
床
子
の
御
物
の
八
弥
も
ま
は
る
な
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
罪
を
も

答
む
べ
か
ら
ず
。
善
悪
不
二
な
り
。
是
非
童
言
は
ず
。
　
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
い
さ
り
し
　
風
に
な
る
雲
か
と
花
に
七
日
ま
で
鯛
釣
る
海
人
の
舟
は
ほ
ど
か

ず
　
左
、
万
葉
集
の
浦
島
子
の
長
歌
に
、
鯛
釣
り
ほ
こ
り
七
日
ま
で
、
と
あ
る
を
思
ひ
て
、
花
の
七
日
に
用
ひ
ら
れ
し
た
く
ら
み
、
言
ふ
べ
う
も
あ
ら

ず
。
感
深
く
侍
り
。
…
…
左
を
勝
と
定
め
て
侍
り
。
「
一
里
二
里
の
ほ
ど
は
潜
き
泳
ぎ
も
易
く
仕
り
て
ん
。
八
百
里
九
百
里
は
い
か
で
か
」
　
／
　
い
さ
り

し
花
の
波
潜
り
て
海
人
は
愛
ぬ
ら
む
釣
り
の
名
に
よ
ふ
長
縄
手
道
　
こ
れ
も
二
っ
と
も
お
か
し
。
勝
劣
分
き
が
た
き
ほ
ど
に
侍
れ
ど
、
右
（
猟
人
）
…

…
勝
つ
べ
く
や
。
／
猟
師
浦
に
寄
る
桜
鯛
を
ば
よ
そ
に
し
て
引
き
集
め
た
き
遠
近
の
花
左
右
と
も
よ
ろ
し
。
持
に
や
侍
ら
ん
、
　
〔
略
画
職
人
尽
〕

髪
長
き
翁
の
顔
や
伊
勢
海
老
の
ひ
が
ご
と
に
世
を
渡
る
釣
り
竿
。

岡
本
文
』

　
十
一
番

　
秋
さ
む
き
み
山
の
さ
と
に
た
く
ほ
た
の

　
な
か
き
夜
っ
き
ぬ
月
か
け
も
か
な

　
や
み
に
こ
そ
い
さ
り
は
せ
し
か
し
ほ
か
ま
の

　
ぬ
る
よ
す
く
な
く
つ
き
を
み
る
か
な

　
　
左
、
ほ
た
の
な
か
く
つ
き
ぬ
に
月
を
思
よ
せ

　
　
た
る
、
優
に
き
こ
ゆ
。
右
、
い
さ
り
人
は
や
み
に

　
　
ね
す
、
月
に
や
す
む
と
い
ふ
を
、
こ
れ
は
松
し
ま
の

　
　
あ
ま
に
や
。
心
あ
る
さ
ま
也
。
持
に
て
こ
そ
は
侍
ら
め
。

　
ひ
と
り
ね
の
か
す
も
し
ら
れ
ぬ
あ
は
畑
の

　
う
ち
わ
す
る
へ
き
と
き
の
ま
も
な
し

　
わ
す
ら
る
＼
み
き
は
に
す
っ
る
た
く
な
は
の
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っやかなみ
きみなか山
111き1
窺蕪駄扇
亘南纐藻
　　永山
かしき
なほ　　さ
！かつと

票1詐
か尽
ま　ぬ

月
か
け

類

月
影

優
1
〔
類
〕
い
う
　
き
こ
ゆ
！
〔
類
〕
聞
ゆ
　
右
－
〔
類
〕
ナ
シ
　
い
さ
り
人

－
〔
類
〕
漁
人

や
す
む
1
〔
類
〕
休
む
　
こ
れ
－
〔
類
〕
是
　
松
し
ま
1
〔
忠
〕
お
し
ま
〔
明
）

を
し
ま
〔
類
〕
松
嶋

心
あ
る
－
〔
類
〕
心
有

ひ
と
り
ね
1
〔
類
〕
独
ね
　
か
す
－
〔
類
〕
数

と
き
－
〔
類
〕
時

わ
す
ら
る
＼
－
〔
類
〕
忘
ら
る
＼
　
み
き
は
－
〔
類
〕
汀

四
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四
四

く
．
り
か
へ
し
て
も
う
ら
め
し
き
か
な

　
左
、
粟
の
数
し
ら
ぬ
は
か
り
を
詮
と
よ
め
る

　
に
や
。
右
、
寄
か
ら
よ
ろ
し
く

　
侍
り
。
可
勝
。

　
　
－
◇

　
山
人

こ
と
し
は
、
穐

よ
り
さ
む
く

な
り
た
る
は
◎

“
浦
人

こ
の
縄
、
は
や

き
る
㌧
は
。

た
か
う
れ
。

◇

数
1
〔
類
〕
か
す

山
人
－
〔
忠
〕
士
蛋
山
人

穐
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
秋

こ
の
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
此

閃
語
注
畠

　
◎
山
人
は
、
山
村
生
活
者
一
般
を
指
玄
言
葉
で
、
こ
こ
で
は
恋
の
歌
に
粟
畑
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
当
職
人
歌
合
で
は
、
九
番
に
炭

焼
と
小
原
女
、
十
二
番
左
に
木
樵
が
登
場
す
る
が
、
右
の
「
浦
人
」
と
の
対
で
、
「
山
人
」
を
配
し
た
の
で
ポ
ろ
う
。

　
浦
人
は
、
漁
携
と
塩
焼
き
が
歌
に
詠
み
込
ま
れ
、
絵
も
漁
具
の
手
入
れ
を
し
て
い
る
所
で
、
「
海
人
」
と
同
じ
と
考
え
て
よ
い
が
、
『
飛

鳥
井
雅
康
職
人
歌
』
で
用
い
ら
れ
た
「
浦
人
」
と
い
う
呼
称
を
継
承
し
た
も
の
か
。
な
お
こ
れ
と
は
別
に
、
当
職
人
歌
合
で
は
十
五
番

に
蛤
売
、
魚
売
、
三
十
八
番
左
に
塩
売
が
登
場
す
る
。

　
◎
秋
さ
む
き
み
山
の
さ
と
に
た
く
ほ
た
の
　
「
ほ
た
」
は
1
「
栂
」
で
、
「
ほ
だ
」
と
も
言
う
。
炉
や
竃
に
焚
く
木
の
切
れ
端
や
枯
れ
枝
。

fig120103-1.pdf


「
深
山
の
里
」
だ
か
ら
、
こ
と
に
秋
寒
ぐ
、
夜
通
し
梧
を
焚
き
続
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
梧
の
よ
う
に
、
「
長
き
夜
尽
き
ぬ
…
…
」
と
続

く
。
全
体
で
序
詞
。
「
滑
」
は
歌
に
ま
ま
詠
ま
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
修
辞
法
は
異
例
。
な
お
、
『
日
本
職
人
辞
典
』
は
、
上
旬
が
「
長

き
」
に
の
み
係
る
と
見
て
、
こ
の
歌
を
、
「
一
晩
中
焚
け
る
よ
う
な
梧
の
長
さ
。
同
じ
よ
う
に
長
い
秋
の
夜
。
せ
め
て
月
が
明
目
の
朝
ま

で
照
り
続
け
て
く
れ
れ
ば
、
夜
寒
を
か
こ
っ
こ
と
も
少
し
は
慰
め
ら
れ
よ
う
も
の
を
」
と
解
す
る
が
、
梧
そ
の
も
の
が
長
い
、
と
い
う
の

も
不
自
然
だ
し
、
下
句
も
、
月
を
愛
で
る
気
持
ち
の
方
に
重
点
を
置
い
て
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
判
詞
に
も
、
「
梧
の
長
く
尽
き
ぬ
に
月

を
思
ひ
寄
せ
た
る
」
と
あ
る
。

　
◎
な
が
き
夜
つ
き
ぬ
月
か
げ
も
が
な
　
長
い
夜
の
間
中
、
ず
っ
と
美
し
い
月
を
眺
め
て
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
。

　
◎
や
み
に
こ
そ
…
…
　
『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
は
、
第
二
旬
「
い
さ
り
を
し
か
の
」
。
「
し
か
」
は
、
「
い
さ
り
を
す
」
の
「
し
」

に
、
筑
紫
の
「
志
珂
」
を
懸
け
る
か
。

　
◎
や
み
に
こ
そ
い
さ
り
は
せ
し
か
　
「
い
さ
り
」
は
元
来
昼
夜
の
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
海
で
漁
を
す
る
こ
と
の
意
で
あ
る
が
、
夜
間

「
い
さ
り
火
」
を
と
も
し
て
す
る
漁
の
意
に
隈
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
1
し
い
　
（
時
代
別
国
語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
「
い
さ
り
」
の

項
）
。
こ
こ
も
、
．
限
定
さ
れ
た
意
味
と
取
っ
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
「
し
か
」
は
自
己
の
動
作
・
状
態
に
関
す
る
願
望
を
表
す
終
助
詞
。
■
た
だ

し
こ
こ
で
は
、
前
に
「
こ
そ
」
が
あ
る
か
ら
、
闇
夜
に
こ
そ
漁
は
し
た
い
も
の
だ
が
、
月
夜
の
頃
は
…
－
＼
．
と
い
う
気
持
ち
で
、
一
第
三
句

以
下
に
続
く
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
さ
り
火
を
灯
し
て
魚
を
集
め
る
の
で
、
月
の
明
る
い
夜
は
不
漁
な
の
で
あ
る
。
『
異
体
干
句
』

に
、
「
闇
に
焚
く
舟
の
い
さ
り
火
月
に
消
え
／
浦
賑
は
は
し
海
士
の
声
々
」
の
句
が
あ
る
。
た
だ
し
、
歌
で
、
闇
夜
の
漁
と
い
え
ば
、
「
久

方
の
中
な
る
河
の
鵜
飼
ひ
舟
い
か
に
契
り
て
闇
を
待
っ
ら
ん
〈
定
家
〉
」
（
新
古
今
集
、
三
、
夏
）
、
「
烏
羽
玉
の
闇
の
う
つ
つ
の
鵜
飼
ひ
舟

月
の
盛
り
や
夢
も
見
る
べ
き
」
（
壬
二
集
）
な
ど
、
伝
統
的
に
鵜
飼
い
が
詠
ま
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
当
職
人
歌
合
十
五
番
右
、
魚

売
の
月
の
歌
「
桂
鮎
取
り
て
売
る
か
と
闇
待
た
ば
月
の
値
ひ
は
な
く
な
り
ぬ
べ
し
」
も
、
桂
川
の
鵜
飼
い
。

、
◎
し
ほ
が
ま
の
ぬ
る
よ
　
「
塩
竈
」
は
、
海
水
を
煮
詰
め
て
塩
を
作
る
た
め
の
竈
。
「
塩
竃
の
濡
る
」
か
ら
「
寝
る
夜
」
と
続
く
。
た
だ

し
、
歌
枕
の
「
塩
竈
」
を
合
め
て
、
「
塩
竈
」
を
詠
ん
だ
歌
は
多
い
が
、
こ
の
よ
う
な
懸
詞
の
使
い
方
は
例
を
見
な
い
。

　
◎
ぬ
る
よ
す
く
な
く
つ
き
を
み
る
か
な
　
夜
寝
な
い
で
、
毎
晩
の
よ
う
に
月
を
見
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
寝
る
夜

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



四
六

少
な
し
」
は
、
恋
の
歌
に
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
◎
二
番
語
注
「
ぬ
る
夜
な
く
て
ぞ
」
の
項
参
照
。

　
◎
ほ
た
の
な
が
く
つ
き
ぬ
に
月
を
思
よ
せ
た
る
、
優
に
き
こ
ゆ
　
梧
の
夜
通
し
尽
き
な
い
と
い
う
ζ
と
か
ら
、
夜
も
す
が
ら
の
月
を
連

想
し
た
点
が
「
優
」
だ
と
い
う
。
「
優
」
は
歌
論
用
語
で
、
繊
細
優
美
で
伝
統
的
な
情
趣
董
言
う
が
、
こ
こ
も
、
判
詞
を
も
っ
と
も
ら
し

く
見
せ
る
た
め
に
使
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
上
述
の
ご
と
く
、
「
梧
」
か
ら
「
月
」
へ
の
連
想
は
異
例
で
、
む
し
ろ
奇
抜
と
も
言
え
る
。

　
◎
い
さ
り
人
は
や
み
に
ね
ず
、
月
に
や
す
む
　
こ
の
「
い
さ
り
人
」
も
、
夜
、
い
さ
り
火
を
灯
し
て
漁
を
す
る
漁
師
と
取
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、
「
い
さ
り
人
」
と
い
う
用
例
は
知
ら
な
い
◎
闇
夜
に
は
漁
に
出
る
の
で
寝
ず
、
月
夜
に
寝
る
。
諺
の
類
か
と
思
わ
れ
る

が
、
未
考
。
『
兼
載
雑
談
』
に
、
「
花
に
帰
り
、
月
に
寝
た
る
な
ど
は
、
情
な
き
や
う
な
れ
ど
も
、
上
手
の
一
か
ど
す
る
は
面
白
し
」
と
し

て
、
「
闇
を
待
っ
い
さ
り
の
海
士
の
月
に
寝
て
」
の
例
旬
を
挙
げ
て
い
る
。

　
◎
松
し
ま
の
あ
ま
に
や
、
心
あ
る
さ
ま
也
　
「
松
」
は
、
忠
寄
本
は
「
松
」
の
草
体
に
似
て
い
る
が
「
ボ
」
と
読
め
る
字
。
明
暦
板
本

は
「
を
し
ま
」
と
す
る
。
松
島
は
、
陸
奥
国
（
現
宮
城
県
）
松
島
湾
一
帯
の
景
勝
地
、
雄
島
（
小
島
）
は
そ
の
中
で
最
も
有
名
な
島
で
、

と
も
に
歌
枕
。
い
ず
れ
に
し
て
も
十
分
意
味
は
通
じ
る
が
、
「
松
し
ま
」
↓
「
肥
し
ま
」
↓
「
を
し
ま
」
と
誤
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
心
あ

り
」
は
風
流
を
解
す
る
心
が
あ
る
こ
と
。
「
音
に
聞
く
松
が
浦
島
今
日
ぞ
見
る
む
べ
も
心
あ
る
あ
ま
は
住
み
け
り
く
素
性
V
」
（
後
撰
集
、

十
五
、
雑
）
の
歌
を
本
歌
と
し
て
、
「
心
あ
り
て
物
語
せ
ん
海
人
も
が
な
舟
漕
ぎ
と
め
む
松
が
浦
島
」
（
拾
玉
集
）
、
「
心
あ
る
雄
島
の
海
人

の
襖
か
な
月
宿
れ
と
は
濡
れ
ぬ
も
の
か
ら
〈
宮
内
卿
〉
」
（
新
古
今
集
、
四
、
秋
）
、
「
心
あ
る
海
人
の
藻
塩
木
焚
き
捨
て
て
月
に
ぞ
明
か
す

松
が
浦
島
〈
祝
部
成
茂
〉
」
（
新
勅
撰
集
、
十
九
、
雑
）
な
ど
の
歌
が
詠
ま
れ
、
松
島
（
雄
島
）
の
海
人
は
「
心
あ
る
海
人
」
だ
と
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
謡
曲
「
松
風
」
に
も
、
「
松
島
や
小
島
の
海
士
の
月
に
だ
に
影
を
汲
む
こ
そ
心
あ
れ
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏

ま
え
て
（
「
塩
竈
」
．
か
ら
の
連
想
も
あ
っ
て
）
、
「
寝
る
夜
少
な
く
月
を
見
る
」
と
い
う
の
は
、
松
島
の
海
人
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
言
っ

た
◎
な
お
、
「
心
あ
り
」
は
、
歌
論
用
語
で
も
あ
り
（
十
番
語
注
「
心
あ
る
に
に
た
り
」
の
項
参
照
）
、
十
番
の
場
合
同
様
、
こ
の
言
葉
は

判
詞
を
も
っ
と
も
ら
し
く
見
せ
る
た
め
に
も
役
立
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
特
定
の
歌
論
上
の
理
念
を
詮
索
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。

　
◎
ひ
と
り
ね
の
か
ず
も
し
ら
れ
ぬ
　
相
手
が
っ
れ
な
く
て
、
幾
夜
独
り
寝
し
た
こ
と
か
知
れ
な
い
。

　
◎
あ
は
畑
の
　
「
あ
は
畑
」
は
「
粟
畑
」
。
粟
は
山
間
の
痩
せ
地
で
も
よ
く
育
つ
。
実
が
微
小
な
の
で
、
「
数
も
知
ら
れ
ぬ
－
粟
」
と
続



け
た
。
た
だ
し
、
「
粟
」
が
数
の
多
い
警
え
に
用
い
ら
れ
た
例
を
知
ら
な
い
。
和
歌
で
は
、
「
粟
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
自
体
ま
ず
な
く
、
数

の
多
い
こ
と
の
警
え
に
は
、
「
波
」
「
真
砂
」
な
ど
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
は
、
「
真
砂
」
か
ら
の
連
想
で
「
粟
」
を
持
ち
出
し
た
か
。

こ
こ
も
異
例
の
物
を
持
ち
出
し
て
、
面
白
さ
を
狙
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
粟
」
に
、
相
手
に
「
逢
は
ず
」
の
「
逢
は
」
を
懸
け
る

か
、
「
粟
畑
を
灯
つ
」
か
ら
「
う
ち
忘
る
べ
き
時
の
間
も
な
し
」
と
続
く
。

　
◎
う
ち
わ
す
る
べ
き
と
き
の
ま
も
な
し
　
粟
畑
を
「
打
ち
忘
れ
る
」
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
相
手
の
こ
と
を
一
瞬
た
り
と
も
「
う
ち
忘

れ
」
は
し
な
い
。
「
時
の
問
」
の
「
時
」
は
、
粟
の
縁
語
（
収
穫
時
の
意
味
の
「
時
」
）
と
見
る
べ
き
か
。

　
◎
わ
す
ら
る
㌧
み
ぎ
は
に
す
つ
る
た
く
な
は
の
　
「
忘
ら
る
る
身
」
か
ら
「
汀
」
と
続
く
。
忘
れ
ら
れ
た
我
が
身
の
よ
う
に
、
汀
に
捨

て
て
忘
れ
ら
れ
た
拷
縄
、
そ
の
拷
縄
を
「
繰
る
」
よ
う
に
…
…
。
「
拷
縄
」
は
海
人
の
拷
縄
で
、
海
人
が
海
中
に
入
る
時
の
命
綱
。
全
体

で
、
「
繰
り
返
し
て
も
」
を
導
く
序
詞
。
「
拷
縄
」
か
ら
「
繰
り
返
す
」
と
続
く
例
は
、
「
…
…
い
く
た
び
か
　
海
人
の
拷
縄
　
繰
り
返
し

心
に
添
は
ぬ
　
身
を
恨
む
ら
ん
〈
源
俊
頼
〉
」
（
千
載
集
、
十
八
、
雑
）
な
ど
が
あ
る
。

　
◎
う
ら
め
し
き
か
な
　
「
う
ら
め
し
き
」
の
「
う
ら
」
は
「
浦
」
に
通
じ
、
「
汀
」
「
拷
縄
」
な
ど
と
縁
語
。

　
◎
粟
の
数
し
ら
ぬ
ば
か
り
を
詮
と
よ
め
る
に
や
　
数
の
多
い
警
え
に
「
真
砂
」
な
ら
ぬ
「
粟
」
を
持
ち
出
す
と
い
う
奇
抜
な
思
い
っ
き

だ
け
に
頼
っ
た
歌
だ
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
◎
た
か
う
れ
　
未
考
。

門
絵
臼

　
山
人
は
、
筒
袖
袴
姿
に
、
鉢
巻
、
襟
巻
を
し
、
皮
製
ら
し
い
敷
物
の
上
に
胡
坐
を
か
き
、
懐
手
を
し
て
、
囲
炉
裏
に
あ
た
っ
て
い
る
。

囲
炉
裏
に
は
梧
が
焚
か
れ
、
火
箸
も
見
え
る
。
た
だ
し
、
白
石
本
・
忠
寄
本
。
明
暦
板
本
は
、
火
箸
を
落
と
す
。
右
後
方
に
ハ
柴
、
割
り

木
の
東
と
斧
◎
た
だ
し
、
白
石
本
・
忠
寄
本
は
、
柴
は
描
か
な
い
。

　
浦
人
は
、
筒
袖
を
着
、
左
膝
を
立
て
、
右
足
を
伸
ば
し
て
、
縄
を
手
繰
り
寄
せ
て
い
る
と
こ
ろ
。
素
足
。
横
に
曲
げ
物
の
桶
二
っ
。
左

後
方
に
網
干
し
、
白
石
本
。
忠
寄
本
は
全
く
別
の
絵
で
、
舟
の
上
で
縄
を
手
繰
り
寄
せ
て
い
る
と
こ
ろ
。
舟
に
擢
が
あ
り
、
遠
景
に
網
干

　
　
注
解
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
稿
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



し
。
白
石
本
系
統
の
絵
は
、
新
し
く
描
き
変
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

嗣
参
考
】

　
○
　
う
ら
さ
び
し
く
も
春
帰
る
頃

　
藻
塩
焼
く
け
ぷ
り
に
霞
む
雁
鳴
き
て

○
　
そ
れ
と
見
せ
ぬ
は
心
あ
り
け
り

　
山
賎
の
庵
を
花
の
か
き
寵
め
て

○
波
の
上
海
の
限
り
も
見
え
分
か
で

　
藻
塩
火
う
す
き
月
の
夕
暮

○
夜
寒
悲
し
ぷ
葦
の
屋
の
内

　
海
人
衣
身
を
う
ら
風
に
う
ち
や
ま
で

○
　
賎
が
屋
に
折
り
焚
く
柴
も
な
を
寒
み

　
冬
の
住
ま
ひ
ぞ
山
は
悲
し
き

○
　
海
人
の
袖
師
の
浦
風
ぞ
吹
く

　
藻
に
住
ま
ぬ
我
か
ら
身
を
や
し
ほ
る
ら
む

○
数
々
帰
る
海
人
の
釣
り
舟

　
い
か
が
住
む
浪
に
小
さ
き
離
れ
島

○
　
釣
り
舟
の
数
ま
さ
り
ゆ
く
須
磨
の
浦

　
耳
か
し
が
ま
し
海
人
の
贈
り

○
夜
の
間
の
風
や
の
ど
か
な
る
ら
む

　
い
さ
り
火
の
数
あ
ら
は
れ
て
漕
ぐ
船
に

八
番
〔
絵
〕

〈
心
敬
〉

〈
玄
宣
〉

〈
勝
仁
親
王
〉

〈
宗
源
〉

〈
近
衛
尚
通
〉

〈
多
々
良
政
弘
〉

〈
宗
長
〉

〈
後
土
御
門
天
皇
〉

〈
兼
良
〉

の
項
参
照
。

四
八

（
新
撰
菟
玖
波
集
）

　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
（
同
）



○
　
見
し
も
聞
き
し
も
末
ぞ
は
か
な
き

　
あ
く
る
江
の
い
さ
り
火
遠
く
鐘
鳴
り
て

○
霞
み
つ
つ
舟
こ
そ
見
え
ね
浪
の
上

　
夕
暮
深
き
沖
の
い
さ
り
火

○
　
心
あ
り
て
は
い
つ
あ
か
し
が
た

　
夜
な
夜
な
の
釣
り
の
火
と
も
す
波
の
上

○
　
せ
ば
き
挟
を
く
た
す
海
人
の
子

　
大
海
の
遠
き
潮
干
に
漁
り
し
て

○
　
仮
り
寝
ぞ
月
を
頼
む
影
な
る

　
浦
人
の
い
さ
り
焚
く
屋
に
今
夜
来
て

　
　
　
　
　
　
　
た
カ

○
　
作
り
な
す
あ
ま
つ
の
杣
木
墨
を
打
て

　
冬
の
構
へ
に
籠
も
る
山
人

○
年
は
一
夜
に
越
ゆ
る
天
の
戸

　
浦
人
の
心
残
り
て
舟
浮
け
て

○
　
片
枝
の
紅
葉
映
る
松
が
根

　
山
人
の
分
く
る
尾
の
上
に
萩
散
り
て

○
　
泊
り
舟
巻
く
や
帆
綱
の
長
き
夜
に

　
敷
く
菅
薦
の
十
府
の
浦
人

○
　
末
霞
む
岩
の
崖
道
辿
り
か
ね

　
入
る
山
人
や
一
人
越
ゆ
ら
む

○
総
じ
て
こ
の
浦
を
阿
潜
が
浦
と
申
す
は
、

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
四
）

〈
尊
海
〉

〈
兼
載
V

〈
心
敬
〉

〈
智
艦
〉

〈
宗
御
〉

〈
超
心
〉

〈
目
晟
〉

〈
心
恵
〉

（
同
）

（
同
）

（
同
）

（
同
）

（
初
瀬
千
句
、
一
）

（
同
、
四
）

（
文
安
雪
千
旬
、
三
）

（
享
徳
千
句
、
六
）

（
異
体
千
旬
、
四
）

伊
勢
大
神
宮
御
降
臨
よ
り
こ
の
方
、
御
膳
調
進
の
網
を
引
く
所
な
り
、

　
　
（
同
、
十
）

さ
れ
ば
神
の
御
誓

　
四
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

ひ
に
よ
る
に
や
、
海
辺
の
う
ろ
く
づ
こ
の
所
に
多
く
集
ま
る
に
よ
っ
て
、
浮
世
を
渡
る
あ
た
り
の
海
士
人
、
こ
の
所
に
す
な
ど
り
を
望
む

と
い
へ
ど
も
、
神
前
の
恐
れ
あ
る
に
よ
り
、
堅
く
戒
め
て
こ
れ
を
詐
さ
ぬ
処
に
、
阿
漕
と
い
ふ
海
士
人
、
業
に
望
む
心
の
悲
し
さ
は
、
・
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し

々
忍
び
て
網
を
引
く
。
暫
し
は
人
も
知
ら
ざ
り
し
に
、
度
重
な
れ
ば
顕
れ
て
、
阿
漕
を
縛
め
、
所
を
も
か
へ
ず
、
こ
の
浦
の
沖
に
沈
め
け

り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
、
阿
漕
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
じ
ん

　
○
こ
れ
は
讃
州
志
度
の
浦
、
寺
近
け
れ
ど
も
心
な
き
、
あ
ま
の
の
里
の
海
人
に
て
侯
ふ
。
げ
に
や
名
に
負
ふ
伊
勢
を
の
海
士
は
夕
波
の
、

う
ち
と

内
外
の
山
の
月
を
待
ち
、
浜
荻
の
風
に
秋
を
知
る
。
又
須
磨
の
海
士
人
は
、
塩
木
に
も
若
木
の
桜
を
折
り
持
ち
て
、
春
を
わ
す
れ
ぬ
た
よ

り
も
あ
る
に
、
こ
の
浦
に
て
は
慰
み
も
、
名
の
み
あ
ま
の
の
原
に
し
て
、
花
の
咲
く
草
も
な
し
。
何
を
み
る
め
刈
ら
う
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
、
海
士
）

　
○
げ
に
や
面
白
き
海
士
の
磯
屋
と
や
、
淡
路
潟
あ
は
沖
舟
の
漕
ぎ
来
る
は
、
雨
ご
さ
め
れ
。
今
一
返
り
も
、
汐
汲
め
や
人
々
。
そ
よ
や

陸
奥
の
、
そ
よ
や
陸
奥
の
千
賀
の
塩
釜
は
、
名
の
み
に
て
遠
け
れ
ば
、
い
か
が
運
ば
ん
伊
勢
島
や
、
阿
漕
が
浦
の
汐
を
ば
、
度
重
ね
て
も

汲
み
難
し
、
田
子
の
浦
の
汐
を
ば
、
い
ざ
下
り
立
た
ん
。
わ
く
ら
は
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
俺
ぷ
と
答
へ
て
、
こ
の
須
磨
の
浦
の
汐
汲
ま
ん
、

須
磨
の
浦
の
汐
汲
ま
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
、
絃
上
）

　
○
こ
れ
は
須
磨
の
浦
に
、
旦
暮
に
釣
り
を
垂
れ
、
焼
か
ぬ
間
は
塩
木
を
運
び
、
浮
世
を
渡
る
者
に
て
侯
ふ
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
、
須
磨
源
氏
）

　
○
い
か
に
こ
れ
な
る
老
人
、
お
こ
と
は
こ
の
山
賎
に
て
ま
し
ま
す
か
。
さ
ん
侯
ふ
。
こ
の
浦
の
海
士
に
て
侯
ふ
。
海
士
な
ら
ば
浦
に
こ

そ
住
む
べ
き
に
、
山
あ
る
方
に
通
は
ん
を
ば
、
山
人
と
こ
そ
い
ふ
べ
け
れ
。
そ
も
海
士
人
の
汲
む
汐
を
ば
、
焼
か
で
そ
の
ま
ま
置
き
侯
ふ

べ
き
か
。
げ
に
げ
に
こ
れ
は
理
な
り
。
藻
塩
焚
く
な
る
夕
煙
、
絶
間
を
遅
し
と
塩
木
と
る
、
道
こ
そ
か
は
れ
里
離
れ
の
、
人
音
稀
に
須
磨

の
浦
、
近
き
後
ろ
の
山
里
に
、
柴
と
い
ふ
も
の
の
侯
へ
ば
、
柴
と
い
ふ
も
の
の
侯
へ
ば
、
塩
木
の
た
め
に
通
ひ
来
る
。
余
り
に
お
ろ
か
な

る
、
お
僧
の
御
詫
か
な
や
な
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
、
忠
度
）

　
○
風
向
ふ
、
雲
の
浮
き
波
立
っ
と
見
て
、
雲
の
浮
き
波
立
っ
と
見
て
為
釣
り
せ
で
人
や
帰
る
ら
ん
。
待
て
暫
し
春
な
ら
ば
、
吹
く
も
の

ど
け
き
朝
風
の
、
松
は
常
磐
の
声
ぞ
か
し
。
波
は
音
な
き
朝
な
ぎ
に
、
釣
り
人
多
き
小
舟
か
な
、
釣
り
人
多
き
小
舟
か
な
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
、
羽
衣
）

　
○
い
ざ
い
ざ
汐
を
汲
ま
ん
と
て
、
汀
に
満
干
の
汐
衣
の
、
袖
を
結
ん
で
肩
に
か
け
、
汐
汲
む
た
め
と
は
思
へ
ど
も
、
よ
し
そ
れ
と
て

も
、
女
車
、
寄
せ
て
は
帰
る
か
た
を
な
み
、
寄
せ
て
は
帰
る
か
た
を
な
み
、
葦
辺
の
田
鶴
こ
そ
は
立
ち
騒
げ
、
四
方
の
嵐
も
音
添
へ
て
、

夜
寒
何
と
過
さ
ん
。
更
け
行
く
月
こ
そ
さ
や
か
な
れ
、
汲
む
は
影
な
れ
や
、
焼
く
塩
煙
心
せ
よ
。
さ
の
み
な
ど
海
士
人
の
、
憂
き
秋
の
み

を
過
さ
ん
。
松
島
や
小
島
の
海
士
の
月
に
だ
に
、
影
を
汲
む
こ
そ
心
あ
れ
、
影
を
汲
む
こ
そ
心
あ
れ
。
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
、
松
風
）

　
○
面
白
や
、
月
海
上
に
浮
か
ん
で
は
波
濤
野
火
に
似
た
り
、
漁
翁
夜
西
岸
に
傍
う
て
宿
す
、
暁
湘
水
を
汲
ん
で
楚
竹
を
焼
く
も
、
今
に

知
ら
れ
て
葦
火
の
影
、
ほ
の
見
え
そ
む
る
も
の
す
ご
さ
よ
。
月
の
出
汐
の
沖
っ
波
、
霞
の
小
舟
こ
が
れ
来
て
、
海
士
の
呼
び
声
里
近
し
。

一
葉
万
里
の
舟
の
道
、
た
だ
一
帆
の
風
に
任
す
。
夕
の
空
の
雲
の
波
、
月
の
行
く
へ
に
立
ち
消
え
て
、
霞
に
浮
か
む
松
原
の
、
影
は
緑
に

う
つ
ろ
ひ
て
、
海
岸
そ
こ
と
も
知
ら
ぬ
火
の
、
筑
紫
の
海
に
や
続
く
ら
ん
。
こ
こ
は
八
島
の
浦
伝
ひ
、
海
士
の
家
居
も
数
々
に
、
釣
り
の

い
と
ま
も
波
の
上
、
釣
り
の
い
と
ま
も
波
の
上
、
霞
み
渡
り
て
沖
行
く
や
、
海
士
の
小
舟
の
ほ
の
ぼ
の
と
、
見
え
て
残
る
夕
暮
、
浦
風
ま

で
も
の
ど
か
な
る
、
春
や
心
を
誘
ふ
ら
ん
、
春
や
心
を
誘
ふ
ら
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
、
八
島
）

　
○
山
人
へ
棒
を
か
た
げ
て
出
ル
。
但
っ
と
を
ゆ
い
付
ル
。
中
飯
也
。
1
此
所
ノ
山
人
ト
云
。
今
目
は
そ
と
奥
山
へ
参
て
、
た
き
木
を
い

た
さ
う
と
存
ル
ト
云
テ
行
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
狂
言
、
土
産
山
伏
）

　
○
塩
屋
の
け
ぷ
り
け
ぷ
り
よ
。
立
っ
姿
ま
で
塩
が
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
閑
吟
集
）

　
○
塩
汲
ま
せ
、
綱
引
か
せ
、
松
の
落
葉
か
か
せ
て
、
憂
き
み
ほ
が
す
崎
や
、
波
の
よ
る
ひ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
○
汀
の
浪
の
よ
る
の
塩
、
月
影
な
が
ら
汲
ま
ふ
よ
、
つ
れ
な
く
命
永
ら
へ
て
、
秋
の
木
の
み
の
落
ち
ぷ
れ
て
や
、
い
つ
ま
で
汲
む
べ
き

ぞ
あ
ぢ
き
な
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
○
色
が
黒
く
は
や
ら
し
ま
せ
、
も
と
よ
り
も
塩
焼
の
子
で
そ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
○
な
ほ
引
く
物
を
歌
は
ん
や
、
な
ほ
引
く
物
を
歌
は
ん
や
、
浦
に
は
魚
取
る
網
を
引
け
ば
、
鳥
取
る
鷹
野
に
狗
引
く
　
　
　
　
（
同
）

　
○
沖
の
磯
際
の
あ
の
塩
浜
は
、
あ
れ
こ
そ
海
人
の
、
海
人
の
塩
浜
よ
、
塩
焼
き
か
い
て
は
浜
を
干
さ
れ
た
、
均
ら
せ
や
浜
の
小
砂
を
、

寝
う
よ
り
あ
の
白
浜
を
見
さ
い
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
植
草
紙
）

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



五
二

○
吉
野
の
山
へ
き
さ
ら
き
が
参
り
て
、
花
折
り
持
ち
て
帰
る
山
人

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
魚
釣
り
が
身
分
あ
る
人
た
ち
の
息
ぬ
き
と
さ
れ
て
い
る
。

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
、

目
本
で
は
、
卑
し
い
こ
と
、

　
　
　
　
　
（
同
）

下
賎
な
連
中
の
仕
事

（
目
本
覚
書
、
六
）

十
二
番
　
木
樵

草
刈

丙
職
人
尽
】

〔
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
〕
十
二
番
左
　
樵
夫

月
の
み
そ
帰
れ
は
人
を
送
り
け
る
山
風
た
の
む
谷
の
夕
暮

恋
ち
山
う
き
に
も
い
た
く
こ
り
ぬ
れ
は
峯
の
妻
木
は
と
し
わ
す
れ
つ
㌧

　
　
判
云
、
月
は
左
歌
、
若
耶
渓
の
風
の
み
に
も
あ
ら
す
、
鳳
鳳
池
の
月
さ
へ
思
出
ら
れ
侍
へ
し
。
右
寄
－
…
い
っ
れ
も
よ
ろ
し
く
み
え

　
　
侍
か
な
。
為
持
。
恋
の
左
は
、
義
婦
坂
の
さ
か
し
き
に
っ
か
れ
て
、
樵
路
を
わ
す
れ
、
右
の
寄
は
…
…
皆
い
ひ
し
り
て
侍
。
恋
路
山

　
　
や
名
所
な
ら
す
は
、
お
さ
へ
侍
ら
ん
。
さ
ら
は
右
の
勝
と
申
へ
し
。

　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
薪
恋
　
明
暮
の
燃
ゆ
る
思
ひ
に
く
べ
て
だ
に
た
き
も
尽
く
さ
ぬ
我
が
な
げ
き
哉
／
　
寄
樵
夫
恋
　
思
ひ
者
に
気
を
尽
く
し
て
も
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
ふ
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
し
　
　
　
　
　
　
せ
う
ど
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
み

り
は
て
ぬ
身
は
衰
へ
て
八
瀬
の
山
人
　
〔
訓
藻
図
彙
〕
樵
夫
　
き
こ
り
樵
子
　
同
　
又
樵
童
　
〔
人
倫
訓
譲
図
彙
〕
牛
飼
草
刈
、
牛
馬
の
食
物
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

草
刈
童
は
笛
を
吹
く
と
い
ふ
事
あ
り
て
、
三
路
の
草
刈
笛
な
ど
言
ひ
伝
へ
た
り
。
樵
は
寄
を
歌
ふ
。
樵
寄
牧
笛
と
も
詩
に
作
れ
り
。
／
樵
夫
　
大
原
、

静
原
、
高
雄
よ
り
柴
を
担
ぎ
出
る
。
八
瀬
、
市
原
、
ニ
ノ
瀬
、
鞍
馬
な
ど
よ
り
黒
木
を
馬
に
負
ふ
せ
出
る
。
夫
山
へ
行
け
ば
、
女
は
市
に
出
る
な
り
。
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

の
外
山
里
よ
り
箸
木
、
楊
枝
木
を
を
伐
り
出
す
な
り
。
〔
豊
蔵
坊
信
海
狂
歌
集
〕
東
山
路
西
山
路
柴
座
の
町
を
　
や
あ
見
さ
ひ
あ
の
又
山
路
こ
の
山
路
頂

き
連
れ
た
柴
の
座
の
町
　
〔
略
画
職
人
尽
〕
椎
柴
の
上
に
一
枝
さ
し
か
ざ
す
花
や
桜
の
木
こ
り
艶
し
き
／
虫
の
音
の
鎗
や
轡
も
休
み
ぬ
ら
ん
馬
追
ひ

な
が
ら
戻
る
草
刈



門
本
文
畠

　
十
二
番

　
か
へ
る
さ
の
く
れ
は
つ
る
ま
て
こ
る
し
は
の

を
い
く
い
っ
る
や
ま
の
葉
の
月

　
タ
草
に
を
く
っ
ゆ
な
か
ら
か
り
こ
め
て

　
月
か
け
を
さ
へ
っ
か
ね
っ
る
か
な

　
　
左
右
と
も
に
お
も
し
ろ
く
侍
り
。
可
為
持
。

　
や
す
む
と
て
お
ろ
す
薪
に
っ
み
し
り
ぬ

　
う
し
ろ
に
た
に
も
人
の
よ
せ
ね
は

　
あ
さ
ゆ
ふ
に
君
を
は
か
れ
す
見
ま
く
さ
の

　
し
か
な
か
り
そ
と
ひ
と
な
と
か
め
そ

　
　
左
は
逸
興
あ
り
。
右
は
、
か
の
岡
の
寄
を
よ
く

　
　
と
り
な
し
た
り
。
尤
か
つ
へ
く
や
、

　
　
◇
　
　
　
◇

木
こ
り

　
草
か
り

ふ
し
見
草
と
て

世
に
も
て
な
さ
る
㌧

み
ま
く
さ
よ

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
稿
（
四
）

か
へ
る
さ
－
〔
類
〕
帰
る
さ
　
く
れ
は
つ
る
－
〔
類
〕
暮
は
っ
る
　
し
は
1

〔
類
〕
柴

を
い
く
1
一
忠
一
一
明
一
を
ひ
く
一
類
一
お
ひ
く
い
つ
る
1
一
類
一
出

る
　
や
ま
の
葉
〔
忠
〕
〔
明
〕
や
ま
の
端
〔
類
〕
山
の
は

つ
ゆ
i
〔
類
〕
露

月
か
け
1
〔
類
〕
月
影
　
か
な
1
〔
類
〕
哉

う
し
ろ
ー
〔
類
〕
後

ー
あ
さ
ゆ
ふ
1
〔
類
〕
朝
夕
　
見
ま
く
さ
－
〔
尊
〕
〔
類
〕
み
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五
四

丙
語
注
』

　
◎
草
刈
は
、
恋
の
歌
、
画
中
の
詞
か
ら
す
れ
ば
、
秣
を
刈
る
者
を
指
す
よ
う
だ
が
、
牛
馬
の
飼
料
の
他
、
田
畑
の
肥
料
と
し
て
草
を
刈

る
場
合
も
合
め
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
公
家
や
武
家
で
は
、
牛
飼
（
居
飼
）
や
馬
丁
な
ど
の
下
人
に
草
刈
り
を
兼
ね
さ
せ

た
で
あ
ろ
う
し
、
農
家
な
ど
で
は
、
農
作
業
の
一
環
と
し
て
、
草
を
刈
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
草
刈
り
だ
け
を
専
門
と
す
る
職
能
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
み

明
確
に
分
化
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
。
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
に
は
「
牛
飼
」
の
項
に
「
牛
飼
　
草
刈
、
牛
馬
の
食
物
な
り
。
草
刈
童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

は
笛
を
吹
く
と
い
ふ
事
あ
り
て
、
三
路
の
草
刈
笛
な
ξ
言
ひ
伝
へ
た
り
。
樵
は
寄
を
歌
ふ
。
樵
寄
牧
笛
と
も
詩
に
作
れ
り
」
と
記
す
の
み

で
、
そ
の
他
の
類
書
で
も
『
略
画
職
人
尽
』
が
草
刈
を
取
り
上
げ
る
の
み
。
職
人
歌
合
で
も
初
出
。
こ
う
し
た
、
実
態
と
し
て
の
「
草

刈
」
の
暖
昧
さ
に
反
し
て
、
文
学
の
世
界
で
は
、
当
職
人
歌
合
の
恋
の
歌
に
も
引
か
れ
た
「
か
の
岡
に
草
刈
る
を
の
こ
し
か
な
刈
り
そ
あ

り
っ
っ
も
君
が
来
ま
さ
む
御
秣
に
せ
ん
」
は
、
謡
曲
『
敦
盛
』
『
項
羽
』
『
錦
木
』
に
も
引
か
れ
て
著
名
。
ま
た
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
句

「
山
路
日
落
、
満
耳
者
樵
歌
牧
笛
之
声
〈
紀
斉
名
〉
」
で
有
名
な
「
牧
笛
」
は
、
本
来
、
牧
童
す
な
わ
ち
牛
飼
が
牛
へ
の
合
図
に
吹
く
笛
の

こ
と
だ
が
、
「
樵
歌
牧
笛
と
て
、
草
刈
の
笛
、
木
樵
の
歌
は
歌
人
の
詠
に
も
作
り
置
か
れ
て
」
（
謡
曲
「
敦
盛
」
）
の
よ
う
に
、
「
牧
笛
」
H

「
草
刈
笛
」
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
し
ば
し
ば
「
木
樵
歌
」
と
一
対
で
、
風
流
な
物
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
笛
を
吹

く
草
刈
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
謡
曲
『
敦
盛
』
や
幸
若
『
烏
帽
子
折
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
貴
人
が
恋
ゆ
え
に
草
刈
男
に
身
を
や
っ
し
て
笛
を

吹
く
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
山
路
の
草
刈
笛
」
講
を
形
成
し
た
。
右
の
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
言
う
。
こ
う
し
た
文

学
的
な
伝
統
を
背
景
と
し
て
、
当
職
人
歌
合
に
「
草
刈
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
木
樵
と
草
刈
と
は
、
と
も
に
山
野
に
お
け
る
採
集
に
携
わ
る
者
で
、
両
者
が
番
い
に
さ
れ
た
こ
と
は
常
識
的
に
も
理
解
で
き
る
が
、
右

の
よ
う
に
「
樵
歌
牧
笛
」
す
な
わ
ち
「
木
樵
歌
、
草
刈
笛
」
が
、
一
対
の
風
物
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
よ
う
。

　
◎
か
へ
る
さ
の
く
れ
は
つ
る
ま
で
こ
る
し
ぱ
の
　
一
目
中
柴
を
刈
っ
て
、
暮
れ
果
て
て
家
路
に
っ
く
の
で
あ
る
。
柴
を
「
負
ひ
負
ひ
」

か
ら
下
旬
の
「
追
ひ
遣
ひ
出
る
」
を
導
く
序
詞
。
た
だ
し
、
実
景
描
写
を
兼
ね
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
く
れ
」
、
「
は
つ
る
」

　
　
　
　
　
は
つ

は
、
「
榑
」
「
削
る
」
に
通
じ
、
木
樵
の
縁
語
と
見
る
べ
き
か
。

◎
を
い
く
い
づ
る
や
ま
の
葉
の
月
月
が
徐
々
に
出
て
来
る
こ
と
を
言
う
の
で
奪
つ
が
、
月
の
出
を
「
追
ひ
追
ひ
一
と
描
写
す
る



の
は
異
例
。
「
追
ひ
追
ひ
」
と
い
う
言
葉
自
体
、
歌
で
は
余
り
用
い
ら
れ
な
い
。
■

　
◎
夕
草
に
を
く
つ
ゆ
な
が
ら
か
り
こ
め
て
　
「
夕
草
」
と
い
う
語
は
余
り
用
例
が
な
い
が
、
こ
こ
で
は
夕
方
に
刈
り
取
る
草
、
ま
た
は

単
に
夕
方
の
草
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
「
刈
り
こ
め
て
」
は
、
四
段
活
用
の
「
刈
り
こ
む
」
と
同
じ
く
、
単
に
、
刈
り
入
れ
る
、
の
意
と

も
解
し
う
る
が
、
露
を
一
緒
に
「
籠
め
」
て
刈
る
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
用
例
は
稀
だ
が
、
「
刈

り
こ
む
る
露
の
行
く
へ
を
訪
ね
来
て
あ
や
め
に
契
る
軒
の
月
影
」
（
為
ヂ
千
首
、
夏
）
や
、
謡
曲
「
項
羽
」
の
「
露
刈
り
こ
め
て
秋
草
の
、

露
刈
り
こ
め
て
秋
草
の
、
葉
毎
に
影
宿
る
、
月
を
や
船
に
乗
せ
？
b
ん
」
が
あ
る
。

　
◎
月
か
げ
を
さ
へ
つ
か
ね
つ
る
か
な
　
露
も
ろ
と
も
草
を
刈
り
取
っ
た
の
で
、
露
に
宿
る
月
影
も
一
緒
に
東
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と

喜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
『
日
本
職
人
辞
典
』
に
、
「
せ
っ
か
く
映
っ
て
い
た
月
の
光
も
い
っ
し
ょ
に
東
ね
て
し
ま
っ
た
」
と
解
す
る
の
は

い
か
が
。
な
お
同
想
の
歌
に
、
「
露
な
が
ら
こ
ぼ
さ
で
折
ら
む
月
影
に
小
萩
が
枝
の
松
虫
の
声
〈
西
行
〉
」
（
未
木
和
歌
抄
、
十
四
、
秋
）

な
ど
が
あ
る
。
前
項
所
引
の
謡
曲
「
項
羽
」
の
句
も
同
想
。

　
◎
や
す
む
と
て
お
ろ
す
薪
「
休
む
と
て
下
ろ
す
薪
」
は
、
『
古
今
集
』
仮
名
序
の
「
薪
負
へ
る
山
人
の
花
の
蔭
に
休
め
る
が
ご
と
し
」

を
意
識
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
謡
曲
「
志
賀
」
は
、
「
不
思
議
や
な
、
こ
れ
な
る
山
賎
を
見
れ
ば
、
重
か
る
べ
き
薪
に
、
な
ほ
花

の
枝
を
折
り
添
へ
、
休
む
所
も
花
の
蔭
な
り
。
こ
れ
は
心
あ
り
て
休
む
か
、
唯
薪
の
重
さ
に
休
み
侯
ふ
か
。
仰
せ
畏
っ
て
承
り
侯
ひ
ぬ
。

ま
づ
薪
に
花
を
折
る
こ
と
は
、
道
の
べ
の
た
よ
り
の
桜
折
り
添
へ
て
薪
や
重
き
春
の
山
人
と
、
歌
人
も
御
不
審
あ
り
し
上
、
今
更
何
と
か

答
へ
申
さ
ん
、
又
奥
深
き
山
路
な
れ
ば
、
松
も
檜
原
も
多
け
れ
ど
も
、
と
り
わ
き
花
の
蔭
に
休
む
を
、
た
だ
薪
の
重
さ
に
休
む
か
と
の
、

仰
せ
は
面
目
な
き
よ
な
う
」
と
脚
色
す
る
。
「
見
渡
せ
ば
爪
木
の
遣
の
松
蔭
に
柴
寄
せ
か
け
て
休
む
山
人
〈
宗
尊
親
王
〉
」
（
風
雅
集
、
十

六
、
雑
）
も
、
柴
を
刈
っ
て
帰
る
途
中
の
木
樵
。

　
◎
つ
み
し
り
ぬ
　
「
つ
み
知
る
」
は
、
「
っ
み
知
ら
ば
報
ひ
を
思
へ
花
筐
目
並
ぷ
人
は
一
人
な
ら
じ
を
〈
慈
円
〉
」
（
干
五
百
番
歌
合
、
千

二
百
四
十
八
番
左
）
や
、
「
つ
み
知
れ
る
人
に
問
は
ば
や
住
吉
や
い
く
ぞ
の
世
々
の
恋
忘
れ
草
」
（
松
下
抄
）
の
例
（
と
も
に
「
罪
知
る
」

と
懸
詞
）
が
あ
る
が
、
多
く
は
「
っ
み
知
ら
す
」
の
形
で
用
い
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
契
久
恋
　
思
ふ
と
は
っ
み
知
ら
せ
て
き
ひ
ひ
な

草
童
遊
び
の
手
戯
れ
よ
り
〈
伸
正
〉
」
（
為
忠
家
初
度
百
首
）
、
「
古
今
一
旬
を
こ
め
て
、
恋
歌
詠
み
侍
り
し
に
　
い
か
に
し
て
っ
み
知
ら
す

　
注
解
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
稿
（
四
）
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五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

べ
き
春
霞
立
ち
ぬ
る
野
辺
の
若
葉
な
ら
で
は
」
（
壬
二
集
）
喝
「
逢
ふ
こ
と
を
い
っ
と
か
待
た
む
若
狭
路
の
山
の
く
ろ
つ
み
つ
み
知
ら
せ
て

も
〈
為
家
〉
」
（
新
撰
六
帖
、
二
）
等
々
で
、
恋
の
歌
の
例
が
多
い
。
当
職
人
歌
合
に
も
、
「
我
が
恋
は
心
一
っ
に
し
の
ぷ
綿
っ
み
知
ら
す

べ
き
便
り
な
け
れ
ば
」
（
五
十
九
番
右
、
綿
売
の
恋
の
歌
）
、
「
思
ふ
人
あ
は
れ
茶
好
き
に
な
り
た
ら
ば
っ
み
知
ら
す
べ
き
時
も
あ
ら
ま
し
」

（
六
十
九
番
左
、
華
厳
宗
の
恋
の
歌
）
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
っ
み
知
る
」
「
っ
み
知
ら
す
」
の
「
っ
む
」
は
、
「
身
を
孤
む
」
な
い

し
「
身
に
孤
む
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
身
を
も
っ
て
体
験
す
る
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
身
を
孤
む
」
「
身
に
孤
む
」
と
い
う

語
は
、
「
久
し
う
罷
り
通
は
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
十
月
ば
か
り
に
雪
の
少
し
降
り
た
る
朝
に
言
ひ
侍
り
け
る
　
身
を
っ
め
ば
あ
は
れ
と
ぞ

思
ふ
初
雪
の
降
り
ぬ
る
こ
と
も
た
れ
に
言
は
ま
し
〈
右
近
〉
」
（
後
撰
集
、
十
四
、
恋
）
、
「
春
の
野
に
生
ふ
る
な
き
な
の
わ
び
し
き
は
身
を

っ
み
て
だ
に
人
の
知
ら
ぬ
よ
〈
読
人
不
知
〉
」
（
拾
遺
集
、
十
二
、
恋
）
、
「
梅
壷
の
女
御
、
心
な
ら
ず
え
参
り
侍
ら
ざ
り
け
る
に
、
七
目
遣

は
さ
せ
給
ひ
け
る
　
ゆ
る
ぎ
の
み
か
ど
の
御
歌
　
七
タ
の
逢
は
ぬ
嘆
き
を
身
に
っ
み
て
今
目
の
契
り
を
我
に
か
さ
な
ん
」
（
風
葉
和
歌
集
、

四
、
秋
）
な
ど
、
歌
に
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
推
定
が
当
た
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
っ
み
知
る
」
「
っ
み
知
ら
す
」
と
は
、
現

代
語
で
言
う
、
我
が
「
身
に
っ
ま
さ
れ
る
」
と
か
、
相
手
に
「
思
い
知
ら
せ
る
」
と
い
う
語
感
に
近
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
は
、
こ
れ

ま
で
は
恋
と
い
う
こ
と
は
他
人
事
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
が
、
重
い
薪
を
背
負
っ
て
い
る
今
始
め
て
、
そ
の
辛
さ
を
思
い
知
っ
た
、
と
い

う
意
味
に
な
ろ
う
か
。
そ
の
際
も
勿
論
、
「
っ
み
」
は
薪
を
「
積
む
」
（
な
い
し
「
集
む
」
）
の
「
っ
み
」
に
通
じ
、
「
薪
」
の
縁
語
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
「
恋
の
重
荷
」
と
い
う
言
葉
の
連
想
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
『
中
世
職

人
語
彙
の
研
究
』
は
、
綿
売
、
華
厳
宗
の
歌
の
「
っ
み
し
ら
す
」
は
「
孤
み
知
ら
す
」
、
す
な
わ
ち
、
相
手
を
孤
っ
て
自
分
の
恋
心
を
知

ら
せ
る
仕
種
だ
と
解
す
る
。
『
目
本
職
人
辞
典
』
は
、
こ
の
歌
に
っ
い
て
は
「
罪
と
積
み
」
と
の
み
注
す
る
。

　
◎
う
し
ろ
に
だ
に
も
人
の
よ
せ
ね
ぱ
　
重
い
薪
を
背
負
っ
て
い
る
の
で
、
前
の
人
に
追
い
付
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
相

手
が
自
分
を
後
ろ
に
寄
せ
付
け
る
こ
と
さ
え
も
し
て
く
れ
な
い
の
で
…
…
。
六
十
三
番
左
、
競
馬
組
の
恋
の
歌
「
追
ひ
馬
の
後
れ
果
て
た

る
我
な
れ
や
取
り
付
き
が
た
き
恋
も
す
る
か
な
」
も
、
似
た
発
想
。
な
お
、
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
は
、
「
休
む
と
て
背
中
か
ら
お
ろ

す
薪
で
、
自
分
が
思
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
、
後
に
人
が
よ
っ
て
き
て
、
手
助
け
を
し
て
く
れ
な
い
の
で
」
と
、
「
寄
す
」
を
自

動
詞
に
解
す
る
が
、
自
動
詞
の
「
寄
す
」
は
、
人
問
が
主
語
の
場
合
は
、
軍
勢
な
ど
が
寄
せ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ



う
か
。

　
◎
あ
さ
ゆ
ふ
に
－
：
－
　
『
拾
遺
集
』
の
施
頭
歌
「
か
の
岡
に
草
刈
る
を
の
こ
し
か
な
刈
り
そ
あ
り
つ
つ
も
君
が
来
ま
さ
む
御
秣
に
せ
ん

〈
柿
本
人
ま
ろ
〉
」
（
九
、
雑
、
も
と
『
万
葉
集
』
に
あ
り
）
の
本
歌
取
り
。

　
◎
あ
さ
ゆ
ふ
に
君
を
ぱ
か
れ
ず
見
ま
く
さ
の
　
「
君
を
ば
離
れ
ず
見
ま
く
（
ほ
し
）
1
御
秣
の
」
と
続
く
。
朝
な
夕
な
に
君
を
、
離
れ

ず
に
見
て
い
た
い
、
す
な
わ
ち
、
　
一
目
も
欠
か
す
こ
と
な
く
相
手
の
男
に
通
っ
て
来
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
離
れ
ず
」
は

「
枯
れ
ず
」
に
通
じ
、
「
秣
」
の
縁
語
。

　
◎
し
か
な
か
り
そ
と
ひ
と
な
と
が
め
そ
　
そ
ん
な
に
す
っ
か
り
刈
っ
て
し
ま
う
な
と
、
誰
も
答
め
な
い
で
下
さ
い
。
本
歌
で
は
、
男
を

待
っ
女
が
草
刈
に
向
か
っ
て
「
し
か
な
刈
り
そ
」
、
す
な
わ
ち
、
自
分
の
男
の
た
め
に
も
少
し
は
残
し
て
置
い
て
く
れ
、
と
嘆
願
し
た
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
女
自
身
が
男
の
た
め
に
秣
を
刈
っ
て
い
る
場
面
に
転
じ
、
毎
夜
通
っ
て
来
て
ほ
し
い
の
で
、
つ
い
つ
い
多
く
刈

っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
こ
と
を
答
め
な
い
で
く
れ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
男
が
馬
で
通
っ
て
来
る
と
い
う
設
定
。
本
歌
と
全
く
異
な
っ
た

趣
を
詠
ん
だ
点
に
、
こ
の
歌
の
滑
稽
味
が
あ
る
。

　
◎
ふ
し
見
草
　
「
伏
見
」
は
山
城
の
伏
見
か
。
「
世
に
持
て
な
さ
る
る
御
秣
よ
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
良
質
の
秣
な
の
で
あ
ろ
う
が
、

未
考
。
『
角
川
目
本
地
名
大
辞
典
　
京
都
府
』
の
「
深
草
山
」
の
項
に
、
『
紀
伊
郡
誌
』
を
引
い
て
、
「
地
元
の
住
民
は
当
山
を
御
草
山
と

呼
ん
で
い
た
と
い
う
。
御
草
山
の
由
来
は
、
江
戸
期
、
将
軍
が
上
洛
の
折
、
当
山
か
ら
馬
の
飼
料
用
の
草
を
調
達
し
た
と
の
口
碑
に
よ
る

と
い
う
」
と
あ
る
が
、
こ
の
御
草
山
と
関
係
あ
る
か
ど
う
か
。

閃
絵
】

　
木
樵
は
、
頭
巾
を
被
り
、
裾
の
短
い
筒
袖
を
着
、
脚
絆
・
草
軽
履
き
で
、
柴
を
背
負
い
、
杖
を
衝
い
て
い
る
。
白
石
本
・
忠
寄
本
で

は
、
杖
の
先
が
木
樵
の
後
方
に
あ
っ
て
、
動
き
が
よ
り
よ
く
据
え
ら
れ
て
い
る
。

　
草
刈
は
、
同
様
の
筒
袖
を
着
、
草
軽
履
き
で
、
鎌
を
手
に
し
て
、
草
を
刈
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。
周
辺
に
草
。

　
東
博
本
で
は
、
木
樵
と
草
刈
の
立
つ
地
面
が
一
続
き
に
描
か
れ
て
お
り
、
両
者
は
明
ら
か
に
、
一
つ
の
絵
と
な
っ
て
い
る
。

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



塞
養
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

　
○
　
馬
草
に
刈
る
や
茅
の
葉
な
る
ら
む

　
　
行
き
帰
り
栗
栖
の
小
野
の
露
分
け
て

○
．
木
を
切
る
音
の
信
楽
の
里

　
　
網
代
打
つ
田
上
川
の
末
の
秋

○
薪
こ
る
人
や
尾
上
に
入
り
つ
ら
ん

　
　
舟
さ
し
捨
つ
る
雪
の
朝
川

○
　
人
は
静
か
に
冬
籠
も
る
里

　
薪
こ
る
斧
の
響
き
に
峯
冴
え
て

○
　
薪
こ
る
男
の
通
ふ
山
蔭

　
朝
夕
に
送
る
や
風
の
渡
し
舟

○
　
野
は
若
草
に
鋤
き
も
や
ら
れ
ず

　
駒
に
飼
ふ
美
豆
の
御
牧
の
雪
解
け
て

○
　
山
よ
り
来
つ
つ
猶
ぞ
苦
し
む

　
柴
人
は
厭
は
ん
仮
の
世
を
知
ら
で

－
○
．
草
茂
る
道
の
ち
ま
た
は
見
え
分
か
で

　
暮
れ
て
木
樵
の
寄
歌
ふ
声

○
老
い
た
る
牛
の
足
の
遅
さ
よ

　
草
刈
の
行
く
は
後
ろ
の
山
暮
れ
て

○
　
父
母
は
い
さ
ね
る
は
誰
が
子
ぞ

　
む
ら
牛
の
帰
る
草
刈
も
ろ
と
も
に

〈
宗
範
〉

〈
智
艦
〉

〈
源
経
行
〉

〈
多
々
良
政
弘
〉

〈
宗
伊
〉

〈
藤
原
長
泰
〉

〈
妙
椿
〉

〈
道
明
〉

〈
成
阿
〉

〈
救
済
〉

　
　
　
五
八

（
新
撰
菟
玖
波
集
）

　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
（
同
）

（
紫
野
千
旬
、
三
）

　
　
　
（
同
、
五
）

　
　
　
（
同
、
七
）



○
此
の
里
は
野
山
二
つ
の
道
な
れ
や

　
木
樵
草
刈
業
の
苦
し
さ

○
笛
の
音
も
聞
こ
ゆ
る
林
杏
け
き
に

　
帰
れ
ば
暮
れ
ぬ
野
路
の
草
刈

○
　
里
の
上
な
る
四
方
の
山
の
辺

　
雪
間
を
毛
待
た
ぬ
樵
夫
の
踏
み
分
け
て

○
　
霧
渡
る
片
山
松
の
末
見
え
て

　
峰
の
木
樵
ぞ
道
た
ど
り
行
く

○
　
山
陰
に
　
。
独
り
小
田
守
る
タ
ま
ぐ
れ

　
帰
る
末
野
の
草
刈
の
声

○
　
駒
乗
り
と
め
て
払
ふ
野
の
露

　
草
刈
の
袖
と
は
見
え
ず
花
薄

○
　
寄
の
道
に
ぞ
心
す
む
な
る

　
奥
山
は
谷
の
木
樵
を
友
と
し
て

○
　
雲
に
い
る
鳥
は
谷
に
や
偏
る
ら
ん

　
木
樵
は
出
づ
る
道
の
山
々

○
　
踏
み
分
け
て
山
口
し
る
し
木
樵
人

　
杣
の
仮
屋
に
煙
立
つ
見
ゆ

○
歌
ふ
夜
の
暁
深
く
声
深
け
て

　
木
樵
の
急
ぐ
道
や
苦
し
き

○
　
朝
影
遠
く
岩
根
踏
む
道

注
解
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
稿
（
四
）

〈
目
晟
〉

〈
泰
藤
〉

〈
良
珍
〉

〈
満
綱
〉

〈
来
阿
〉

〈
忍
誓
〉

〈
宗
勘
〉

〈
超
心
〉

〈
専
順
〉

〈
専
順
〉

　
　
（
初
瀬
千
旬
、

　
　
　
　
　
一
同
一

　
（
文
安
月
干
旬
、

（
顕
証
院
会
千
旬
、

　
　
　
　
　
（
同
、

（
宝
徳
四
年
千
句
、

　
　
　
　
　
（
同
、

　
　
　
　
　
（
同
、

　
　
（
享
徳
千
句
、

　
　
（
美
濃
千
旬
、

　
　
　
　
五
九
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暮
る
る
目
に
帰
る
木
樵
の
伴
ひ
て

○
　
重
な
る
峰
に
続
く
懸
け
橋

　
里
遠
く
木
樵
の
帰
さ
暮
る
る
目
に

○
　
お
ろ
か
な
れ
ど
も
歌
や
慰
む

　
行
き
帰
る
山
の
木
樵
の
声
す
也

○
　
掬
ぷ
や
い
つ
の
飛
鳥
井
の
水

・
夏
深
き
道
の
御
馬
草
刈
り
残
し

○
　
入
り
が
た
し
望
み
あ
り
と
も
歌
の
遣

　
雪
な
を
深
み
木
こ
る
山
賎

○
遠
き
野
に
痩
せ
た
る
村
の
薄
煙

　
木
こ
る
翁
の
た
ど
る
山
道

○
暮
れ
ぬ
れ
ば
む
ら
む
ら
帰
る
空
の
雲

　
峰
の
木
樵
の
下
る
里
々

○
　
思
へ
た
だ
寄
ぞ
心
を
慰
め
む

　
木
樵
を
友
と
住
め
る
山
蔭

○
　
霧
暗
き
野
は
行
く
人
も
見
ず

　
馬
草
刈
る
舟
の
音
し
て
暮
る
る
江
に

○
　
冬
さ
れ
ば
奥
も
山
こ
そ
あ
は
ら
な
れ

　
木
を
こ
る
谷
に
煙
立
つ
見
ゆ

○
急
ぐ
と
も
我
を
伴
へ
旅
の
空

木
を
こ
る
人
の
帰
る
山
道

〈
圭
祐
〉

〈
永
喜
〉

〈
宗
砥
〉

〈
宗
砥
〉

〈
長
敏
〉

〈
宗
砥
〉

〈
道
真
V

〈
宗
悦
〉

　
　
　
六
〇

（
因
幡
千
句
、
三
）

　
　
　
（
同
、
十
〉

（
表
佐
千
句
、
二
〉

　
　
　
（
同
、
六
）

（
河
越
千
句
、
一
）

　
　
　
（
同
、
六
）

　
　
　
（
同
、
七
）

（
三
嶋
千
句
、
六
）

　
　
　
（
同
、
六
）

　
　
　
（
同
、
十
）

（
葉
守
千
旬
、
二
）



　
○
　
行
き
悩
む
駒
の
沓
屋
の
休
ら
ひ
て

　
　
草
刈
る
あ
と
を
残
す
芝
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
所
千
旬
、
五
）

　
○
　
海
人
は
小
さ
き
舟
頼
む
也

　
　
い
づ
く
に
か
こ
る
や
薪
も
積
み
を
か
ん
　
　
　
　
　
　
〈
印
孝
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
永
原
千
句
、
九
）

　
○
　
残
る
べ
き
そ
の
一
節
は
思
ふ
な
よ

　
　
木
樵
の
帰
る
山
は
暮
れ
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
道
泉
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
池
田
千
句
、
四
）

　
○
　
思
ふ
ま
ま
に
は
い
は
れ
ざ
り
け
り

　
　
山
人
の
薪
に
花
を
折
り
添
へ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犬
っ
く
ば
集
）

　
○
め
づ
ら
し
き
上
様
へ
あ
げ
申
す
べ
き
た
め
に
、
薪
に
花
を
折
り
添
へ
て
、
罷
り
帰
る
な
り
。
あ
ら
、
く
た
び
れ
。
　
（
鼠
の
草
子
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
の
こ

　
○
草
刈
笛
の
声
添
へ
て
、
草
刈
笛
の
声
添
へ
て
、
吹
く
こ
そ
野
風
な
り
け
れ
。
か
の
岡
に
草
刈
る
男
野
を
分
け
て
、
帰
る
さ
に
な
る
タ

ま
ぐ
れ
、
家
路
も
さ
ぞ
な
須
磨
の
海
、
少
し
が
程
の
通
ひ
路
に
、
山
に
入
り
浦
に
出
づ
る
、
憂
き
身
の
業
こ
そ
も
の
憂
け
れ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
典
一
敦
盛
）

　
○
そ
の
上
樵
歌
牧
笛
と
て
、
草
刈
の
笛
木
樵
の
歌
は
、
歌
人
の
詠
に
も
作
り
置
か
れ
て
、
世
に
聞
え
た
る
笛
竹
の
、
不
審
な
な
さ
せ
給

ひ
そ
と
よ
。
げ
に
げ
に
こ
れ
は
理
な
り
。
さ
て
さ
て
樵
歌
牧
笛
と
は
、
草
刈
の
笛
木
こ
り
σ
歌
の
、
憂
き
世
を
渡
る
一
節
を
、
謡
ふ
も
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
え
だ
せ
み
を
れ

ふ
も
、
吹
く
も
遊
ぷ
も
身
の
業
の
、
好
け
る
心
に
寄
り
竹
の
、
好
け
る
心
に
寄
り
竹
の
、
小
枝
蝉
折
様
々
に
、
笛
の
名
は
多
け
れ
ど
も
、

草
刈
の
吹
く
笛
な
ら
ば
、
こ
れ
も
名
は
青
葉
の
笛
と
思
し
召
せ
。
住
吉
の
汀
な
ら
ば
、
高
麗
笛
に
や
あ
る
べ
き
。
こ
れ
は
須
磨
の
塩
木

の
・
海
人
の
齢
き
藤
し
と
思
し
め
せ
・
海
人
の
焼
き
残
し
と
思
し
め
せ
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
（
謡
曲
、
敦
盛
）

　
　
　
　
　
う
が
う

　
○
こ
れ
は
烏
江
の
野
辺
の
草
刈
に
て
侯
ふ
。
今
日
も
草
を
刈
り
、
唯
今
家
路
に
帰
り
侯
ふ
。
野
辺
は
錦
の
小
萩
原
、
刈
萱
ま
じ
る
烏
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
く
わ

野
に
、
草
刈
る
を
の
こ
心
な
く
、
草
刈
る
を
の
こ
心
な
く
、
花
を
刈
る
と
や
思
ひ
草
、
家
づ
と
な
れ
ば
色
々
の
、
草
花
の
数
を
刈
り
持
ち

て
、
帰
れ
ば
跡
は
秋
暮
れ
て
、
枯
野
に
す
だ
く
虫
の
音
も
、
花
を
惜
し
む
か
心
あ
れ
、
花
を
惜
し
む
か
心
あ
れ
。
　
　
（
謡
曲
、
項
羽
）

　
　
げ
　
ふ

　
○
狭
布
の
細
道
分
け
暮
ら
し
て
、
錦
塚
は
い
づ
く
ぞ
。
か
の
岡
に
草
刈
る
を
の
こ
心
し
て
、
人
の
通
ひ
路
明
ら
か
に
、
教
へ
よ
や
道
芝

　
注
解
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
稿
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

の
、
露
を
ば
誰
に
問
は
ま
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
，
　
　
　
（
謡
曲
、
錦
木
）

　
○
山
人
出
て
、
大
雪
に
木
を
伐
る
所
へ
、
西
行
来
て
、
木
を
背
負
う
。
男
、
腹
立
て
て
落
と
す
。
西
行
、
我
が
木
と
言
ふ
。
検
断
出
て

聞
く
。
我
が
よ
き
に
人
の
わ
る
木
が
あ
ら
ば
こ
そ
人
の
わ
る
き
は
我
が
わ
る
木
な
り
、
此
の
歌
に
て
負
ん
で
逃
ぐ
る
。
男
、
追
っ
掛
け

て
、
切
り
落
と
す
。
留
め
。
逃
ぐ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
正
本
廷
言
、
木
こ
り
歌
）

　
○
千
人
の
舎
人
ど
も
、
此
の
由
を
聞
く
よ
り
も
、
山
路
殿
が
吹
く
物
の
、
名
を
ば
何
と
い
ふ
や
ら
ん
、
横
笛
と
申
さ
う
あ
ふ
、
面
白
ひ

ぞ
や
山
路
殿
、
草
ば
し
刈
る
な
笛
を
吹
け
、
汝
が
牛
に
は
草
を
刈
り
て
か
け
ふ
ぞ
よ
、
吹
け
よ
吹
け
よ
と
言
ふ
程
に
、
一
度
も
草
を
刈
り

給
は
ず
。
こ
れ
を
も
ち
て
こ
そ
、
夜
更
け
て
心
澄
め
る
を
ば
、
山
路
の
草
刈
夜
の
笛
、
若
布
刈
る
は
田
子
の
浦
、
若
草
刈
る
は
武
蔵
野

よ
、
若
布
若
草
和
歌
の
浦
、
用
明
天
皇
の
、
恋
ゆ
へ
遊
ば
す
笛
を
こ
そ
、
草
刈
笛
と
申
す
な
り
。
　
　
　
　
　
　
（
幸
若
、
烏
帽
子
折
）

　
○
わ
郎
ら
が
殿
御
は
京
に
小
草
刈
る
殿
、
石
菖
駒
草
や
信
濃
萱
を
刈
る
殿
、
我
が
殿
御
は
小
草
の
奉
行
に
さ
さ
れ
た
、
草
刈
が
の
ふ
て

は
山
を
迷
ふ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
植
草
紙
）




