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注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
七
）

　
　
　
　
凡

一
、
本
稿
に
は
、

山修
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

土
器
作

下
　
　
　
房

の
中
、
第
十
七
番
お
よ
び
第
十
八
番
の
注
解
を
収
め
た
。

俊

十
七
番
　
挽
入
売

門
職
人
尽
］

〔
十
二
番
本
　
東
北
院
職
人
歌
合
〕
六
番
左
　
深
草

月
ゆ
ゑ
に
う
ち
へ
も
い
ら
て
と
に
た
て
は
や
う
の
も
の
と
や
人
の
見
る
ら
ん

　
　
右
寄
…
…
勝
と
す
へ
し
。

ひ
と
め
み
し
か
は
ら
げ
色
の
き
ぬ
か
っ
き
我
に
ち
き
り
や
ふ
か
く
さ
の
さ
と

　
　
左
、
詞
の
た
よ
り
を
存
て
、
恋
の
心
も
た
し
か
に
き
こ
ゆ
。
…
…
価
持
た
る
へ
し
。

〔
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
〕
五
番
左
　
土
器
作

か
く
は
か
り
ま
と
か
に
な
り
て
照
月
の
あ
か
か
は
ら
げ
の
わ
れ
ぬ
よ
も
か
な

　
　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
盃
恋
　
恋
衣
妻
迎
へ
に
し
盃
に
酔
ふ
て
は
顔
も
色
直
し
す
る
。
／
　
寄
皿
恋

　
　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
七
）

色
深
く
人
を
ば
思
ひ
そ
め
つ
げ
の
さ
ら
に
忘
れ
ぬ
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
か

が
心
哉
　
〔
訓
蒙
図
繁
〕
陶
家
　
す
へ
も
の
づ
く
り
、
陶
人
、
陶
工
、
陶
者
、
甑
者
、
並
同
。
瓦
工
、
か
は
ら
や
き
。
　
〔
長
崎
一
見
　
職
人
一
首
〕
八
番

右
　
五
器
塗
師
　
髪
連
も
花
塗
り
な
れ
や
五
器
塗
師
や
は
げ
し
か
ら
し
を
ぱ
思
ひ
汁
椀
　
左
の
紺
掻
の
古
袴
、
右
五
器
塗
師
の
は
げ
し
か
ら
し
、
い
づ
れ

も
い
づ
れ
も
其
の
本
文
有
り
て
、
あ
わ
れ
に
こ
そ
。
こ
と
に
、
右
の
五
器
塗
師
殿
と
は
此
の
黒
主
も
一
家
の
事
な
れ
ば
、
少
し
は
最
眉
に
こ
そ
侍
れ
◎
其

の
上
、
折
々
の
賄
ひ
を
せ
ら
れ
げ
れ
共
、
そ
れ
は
み
そ
み
そ
に
こ
そ
。
和
寄
の
道
わ
さ
に
あ
ら
ず
。
住
吉
玉
津
嶋
の
恐
れ
も
あ
り
、
ま
た
は
物
言
い
さ
が

な
き
人
の
口
に
す
り
漆
と
言
わ
ん
こ
と
も
は
づ
か
し
と
思
ひ
、
依
惜
を
し
侍
ら
ず
。
愚
意
の
及
ぶ
誠
を
あ
ら
は
し
侍
る
。
右
は
、
花
塗
り
の
・
秀
で
て
聞
こ

ゆ
。
左
は
、
紺
屋
の
朝
公
朝
公
、
面
白
く
聞
こ
ゆ
、
用
い
た
し
。
　
〔
銀
葉
夷
歌
集
〕
寄
盃
恋
　
君
思
ひ
入
子
盃
取
り
出
だ
し
ち
と
酔
ひ
た
ま
へ
く
だ
ま
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
や
の
み
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
へ

絵
程
く
正
信
V
　
〔
人
倫
訓
藪
図
蟻
〕
土
器
師
　
昔
賀
陽
親
王
作
り
始
め
給
ふ
と
か
や
。
此
の
御
子
、
細
工
に
妙
な
る
よ
し
古
物
語
に
記
せ
り
。
都
は
嵯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
り
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
は

峨
、
旗
枝
、
深
草
里
に
作
る
。
大
内
に
捧
ぐ
る
時
は
、
烏
帽
子
装
束
し
て
参
る
な
り
。
江
戸
浅
草
竹
町
、
作
手
弥
左
衛
門
。
誠
に
上
古
よ
り
の
器
物
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ど
　
t
さ

り
。
／
焼
物
師
　
土
器
の
焼
物
、
茶
碗
、
茶
入
、
花
入
、
壷
、
皿
等
、
其
の
品
多
し
。
肥
前
の
唐
津
始
め
と
し
て
、
都
に
お
ゐ
て
も
所
々
に
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
み
　
ぞ
ろ
い
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
じ
ん
　
　
　
　
　
　
す
へ
も
の
つ
く
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
き
う
つ
は
も
の

御
室
、
音
羽
、
御
升
池
、
粟
田
口
等
に
あ
り
。
是
を
陶
人
と
号
す
。
陶
と
読
ま
せ
た
り
。
　
／
　
瀬
戸
物
や
　
一
切
の
焼
器
物
、
諸
国
よ
り
出
だ
す
。
然

　
　
　
　
　
　
　
　
抽
も

共
、
肥
前
唐
津
焼
を
面
に
商
ふ
ゆ
へ
、
瀬
戸
物
や
と
い
ふ
也
。
所
々
に
あ
り
。
　
〔
用
明
天
王
職
人
鑑
　
職
人
づ
く
し
〕
野
辺
の
木
地
屋
の
離
髄
引
き
、
引

く
や
夕
な
の
硫
櫛
や
…
…
　
〔
春
駒
狂
歌
集
〕
中
椀
に
寄
す
る
恋
　
口
っ
げ
て
末
の
か
さ
迄
か
は
ら
じ
と
契
る
二
人
の
中
の
中
椀
　
〔
狂
歌
種
ふ
く
べ
〕
寄

盃
述
懐
　
よ
い
事
の
有
り
さ
う
な
れ
ぱ
押
さ
へ
ら
れ
い
つ
楽
し
み
に
あ
ひ
の
盃
〈
豊
瀬
氏
我
童
〉
　
〔
誹
講
職
人
尽
〕
挽
入
売
　
四
ツ
五
器
の
揃
は
ぬ
花

見
心
哉
　
芭
蕉
　
紫
陽
花
を
五
器
に
盛
ら
ば
や
草
枕
　
嵐
雪
椀
屋
よ
り
手
を
打
ち
続
げ
神
の
春
沽
洲
　
散
り
失
せ
ず
梅
に
松
葉
や
会
津
椀
松
遊

　
椀
売
の
年
の
夜
叩
く
水
鶏
か
な
青
砥
椀
売
や
蛙
鳴
き
す
る
年
の
市
志
調
椀
螂
に
春
の
光
や
年
の
市
　
万
建
椀
飯
の
ね
ん
ご
ろ
久
し
根
来
椀

　
蓼
和
　
／
　
土
器
作
り
　
愛
宕
に
て
　
綿
を
散
て
か
は
ら
げ
を
待
つ
霞
か
な
　
氷
花
　
愛
宕
か
ら
土
器
町
へ
ほ
と
と
ぎ
す
　
珪
琳
　
手
の
ひ
ら
へ
落
葉

受
げ
た
り
か
は
ら
げ
師
　
二
世
盤
谷
　
土
器
の
千
し
か
ね
る
上
に
落
葉
か
な
　
蝸
名
炭
竃
に
煙
は
低
し
か
は
ら
げ
師
　
子
蓬
　
か
は
ら
げ
の
固
ま
り
か

ね
し
秋
目
和
水
戸
　
豆
花
　
谷
底
に
を
の
が
花
あ
り
か
は
ら
け
師
　
全
晴
蜂
改
意
中
　
夕
さ
れ
ぱ
野
辺
の
秋
風
身
に
入
て
と
詠
ぜ
し
を
　
か
は
ら

げ
も
破
る
る
ぱ
か
り
の
鶉
か
な
　
上
総
武
士
郡
　
寿
躰
　
元
政
の
会
式
の
客
ぞ
か
は
ら
げ
師
　
雅
光
　
鶉
晴
く
深
草
や
子
も
土
な
ぶ
り
　
姪
祥
　
思
へ
ぱ

や
土
器
作
る
花
所
　
調
羽
　
白
雨
や
干
ぬ
に
取
り
込
む
う
ち
曇
り
　
頽
風
　
暑
き
目
や
名
も
深
草
の
土
器
師
　
園
芝
　
土
器
の
唇
寒
し
初
揚
屋
蓼
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
と
う

〔
今
様
職
人
尽
百
人
一
首
〕
か
わ
ら
げ
師
　
ひ
き
し
い
と
土
を
ば
裡
ね
よ
か
げ
ん
と
も
水
つ
げ
ご
と
に
廻
る
か
わ
ら
げ
　
「
土
の
加
減
が
大
事
」
　
「
火
燈
を

椿
へ
て
何
に
か
か
ろ
ふ
の
」
／
　
茶
碗
焼
　
古
の
奈
良
の
焼
き
地
の
焼
き
出
し
は
げ
ふ
大
坂
に
聞
こ
へ
ぬ
る
か
な
　
「
大
方
薬
が
か
か
っ
た
か
」
「
下
絵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
は
ら
け

を
付
げ
め
さ
れ
よ
。
出
来
に
よ
つ
て
廻
そ
う
ぞ
」
　
〔
彩
画
職
人
部
類
〕
土
器
　
洛
の
東
山
深
岬
の
里
に
多
く
是
を
業
と
な
す
者
屠
れ
り
。
最
上
品
と
す
。

東
都
は
箕
輸
金
杉
の
わ
び
し
さ
、
土
の
離
轄
の
音
か
す
か
に
、
さ
す
が
に
陶
作
り
と
い
ふ
ほ
ど
に
も
あ
ら
で
、
あ
る
ほ
ど
の
日
南
に
並
べ
在
り
。
う
ら

く
と
陽
炎
拳
る
雨
上
が
り
の
朝
景
色
、
鶯
の
声
、
な
よ
竹
の
ま
ぱ
ら
垣
に
、
そ
こ
議
び
た
る
住
屠
こ
そ
何
と
や
ら
哀
れ
深
し
一
一
職
人
尽
発
句

合
〕
二
十
六
番
右
陶
器
師
瀬
戸
物
に
光
り
て
涼
し
月
の
波
瀬
戸
と
い
ふ
よ
り
し
て
、
月
の
波
と
か
げ
合
ひ
た
る
、
い
さ
さ
か
応
ず
ま
じ
。
発
勤
の

姿
見
え
ず
し
て
は
、
波
の
音
入
り
が
た
か
ら
む
　
「
唐
物
を
う
っ
す
べ
き
土
の
欲
し
さ
よ
」
　
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
五
器
造
　
聞
く
や
い
か
に
吉
野
の
奥
の

五
器
造
五
器
村
近
き
山
ほ
と
と
ぎ
す
　
左
、
む
っ
か
し
げ
に
は
侍
ら
ず
。
右
…
…
勝
っ
べ
く
や
。
　
／
　
土
器
造
　
か
は
ら
げ
師
か
け
た
と
聞
き
し
片
割



れ
の
月
こ
そ
残
れ
山
郭
公
　
左
、
趣
意
と
ほ
し
ろ
く
げ
だ
か
き
様
な
り
。
か
ど
あ
る
作
者
の
嵜
な
る
べ
し
。
…
…
左
、
ま
た
き
勝
に
て
侍
り
。
　
／
　
土

器
造
　
；
戸
に
思
は
ず
落
と
す
か
は
ら
げ
の
我
ひ
と
り
聞
く
初
ほ
と
と
ぎ
す
左
、
四
の
句
の
趣
は
、
也
有
翁
の
、
わ
れ
世
の
中
に
と
詠
み
申
さ
れ
し
に

も
通
ひ
て
聞
こ
え
侍
れ
ど
、
下
句
性
情
あ
り
て
、
優
に
覚
へ
侍
り
。
…
…
左
勝
り
ぬ
と
申
す
べ
き
や
。
／
土
器
造
　
か
は
ら
げ
を
造
る
そ
ぼ
か
ら
郭

公
か
げ
て
鳴
く
な
る
深
岬
の
里
　
左
、
深
草
の
里
を
さ
へ
取
り
出
で
ら
れ
し
、
優
に
お
か
し
く
こ
そ
。
…
…
な
ほ
左
の
方
勝
り
様
に
や
。
　
／
　
土
器
造

　
う
ち
く
も
り
干
さ
ぬ
土
器
の
五
月
雨
に
お
と
と
恋
し
と
鳴
く
時
鳥
　
：
…
右
、
う
ち
く
も
り
と
い
ふ
。
か
は
ら
げ
よ
り
お
と
と
と
続
げ
て
狂
じ
た
る
、

よ
ろ
し
げ
れ
ど
、
猶
神
皇
正
統
記
の
説
に
よ
り
て
、
南
帝
を
も
て
尊
し
（
左
勝
）
と
す
べ
く
や
。
　
〔
今
様
職
人
尽
歌
合
〕
陶
物
師
　
今
一
度
焼
き
継
ぎ
も

が
な
十
六
夜
に
少
し
侠
げ
た
る
皿
山
の
月
　
十
六
夜
に
少
し
嵌
げ
た
る
皿
山
は
、
陶
物
師
の
焼
き
継
ぎ
手
際
よ
ろ
し
く
、
目
に
立
っ
ほ
ど
の
環
も
見
え
ず

な
が
ら
、
さ
ら
し
な
と
こ
そ
言
ふ
べ
ぎ
を
、
皿
山
と
詠
ま
れ
た
る
、
月
の
名
所
と
も
覚
え
ず
。
上
手
の
手
よ
り
水
の
漏
る
と
や
申
さ
ん
。
…
…
（
樋
竹
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ
び
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た

の
歌
）
動
か
ぬ
勝
と
定
め
侍
り
。
　
「
此
の
頃
は
素
人
の
楽
焼
が
は
や
り
て
、
謎
へ
の
な
き
。
焼
き
継
ぎ
は
、
窯
塞
げ
に
て
う
る
さ
や
」
　
／
　
月
の
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

薬
を
か
げ
て
見
渡
し
の
此
の
山
水
や
染
め
付
げ
に
せ
む
　
陶
物
師
の
月
、
魚
売
の
花
、
と
り
冷
、
に
興
あ
り
。
一
荷
に
に
な
ふ
べ
し
。
／
　
陶
物
の
ち

を
ね
る
問
も
惜
し
ま
れ
て
月
の
薬
の
廻
る
山
の
端
／
咲
く
目
よ
り
散
る
を
厭
ひ
て
桜
花
い
っ
ま
で
か
枝
に
す
ゑ
も
の
に
せ
ん
／
月
愛
づ
る
邪
魔

に
な
る
と
て
此
の
頃
は
焼
く
土
器
に
雲
を
移
さ
ん
　
〔
宝
舟
桂
帆
柱
〕
挽
物
師
挽
物
の
丸
き
は
角
の
な
き
ゆ
へ
に
銭
金
ま
で
も
よ
く
廻
り
た
り
　
「
金
の

髪
挽
物
師
、
く
る
く
廻
る
身
代
と
は
あ
り
が
た
い
く
一
／
陶
工
手
の
う
ち
の
宝
な
り
け
り
大
黒
の
警
て
造
畠
す
讐
物
「
畠
自
在

遍
り
の
よ
い
と
は
め
で
た
い
く
一
／
瀬
戸
物
屋
商
売
の
瀬
戸
物
造
る
圭
升
金
一
芝
か
ゆ
る
楽
し
さ
「
こ
れ
は
新
渡
の
上
物
じ
や
一
一
難

波
職
人
歌
合
〕
下
、
六
番
右
　
瀬
戸
物
屋
　
ご
と
な
ら
ぱ
商
ふ
物
も
何
せ
む
に
破
れ
て
砕
け
て
物
思
ふ
身
は
　
左
の
方
人
云
、
売
り
し
ろ
な
す
べ
き
物
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

さ
へ
不
用
に
せ
ん
と
は
、
命
に
替
へ
む
と
い
へ
ら
む
よ
り
も
、
一
家
の
内
の
人
皆
に
か
か
は
り
て
、
便
な
う
浅
ま
し
き
迷
ひ
と
云
ふ
べ
し
。
右
方
答
、
せ

ち
な
る
恋
の
た
と
へ
に
は
、
何
事
を
い
は
む
も
揮
る
べ
か
ら
ず
。
判
に
云
、
…
…
右
の
歌
、
破
れ
て
砕
げ
て
と
云
は
ん
料
に
、
商
ふ
物
も
と
い
は
れ
た
る

は
、
昔
の
歌
合
に
、
悪
し
ざ
ま
に
取
り
落
と
し
っ
る
、
と
云
へ
り
け
ん
土
器
売
に
も
ま
し
て
、
を
か
し
と
云
ふ
べ
し
。
方
人
達
の
論
は
、
い
は
で
も
有
る

べ
き
こ
と
ぞ
か
し
。
い
み
じ
き
勝
と
云
ふ
べ
し
◎

門
本
文
〕

十
七
番

穐
う
る
し
ぬ
る
夜
は
い
か
に
わ
れ
ひ
き
れ

は
け
め
は
し
ろ
き
む
ら
雲
の
つ
き

か
く
は
か
り
ま
と
か
に
な
り
て
照
月
の

　
　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
七
）

穐
う
る
し
1
〔
尊
〕
〔
類
〕
秋
う
る
し

し
ろ
き
ー
〔
類
〕
白
き
　
む
ら
雲
の
っ
き
－
〔
類
〕
村
雲
の
月

照
月
－
〔
尊
〕
襲
月

四
一



あ
か
∫
は
ら
け
の
わ
れ
ぬ
夜
も
か
な

　
左
、
さ
る
事
と
は
き
こ
ゆ
る
を
、
は
げ
目
と
い
ふ
や

　
た
∫
詞
な
ら
む
。
絶
間
と
い
ふ
へ
き
を
、
ひ
き
れ
に

　
ひ
か
れ
て
い
へ
る
に
や
。
右
は
、
満
月
を
よ
め
り
。

　
あ
か
∫
は
ら
げ
の
わ
れ
す
も
か
な
と
ね
か
ふ
も
、
げ
に

　
と
き
こ
ゆ
。
か
の
好
忠
か
古
風
、
い
さ
∫
か
の
こ
れ
る

　
に
や
。
可
為
右
勝
。

わ
か
恋
は
し
は
す
の
は
て
の
う
り
ひ
き
れ

ぬ
る
か
と
す
れ
は
い
そ
く
わ
か
れ
ち

あ
し
さ
ま
に
と
り
お
と
し
つ
る
か
は
ら
け
の

わ
れ
て
く
た
げ
て
も
の
お
も
ふ
か
な

　
左
、
し
は
す
の
い
そ
か
は
し
さ
に
な
ま
ぬ
り
の

　
ひ
き
れ
は
、
さ
も
と
聞
え
た
り
。
右
、
又
文
字
、

　
い
か
に
そ
や
き
こ
え
侍
れ
と
も
、
末
の
句
を

　
は
ら
め
る
も
あ
し
か
ら
す
。
わ
れ
て
く
た
げ
て
物

　
思
ふ
恋
の
心
、
猶
よ
ろ
し
き
に
よ
り
て
、
為
勝
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
ひ
き
れ
う
り

こ
れ
は
い
な
は

か
う
し
に
て
侯
。

め
せ
。

あ
か
上
は
ら
け
1
〔
類
〕
赤
か
は
ら
げ
夜
－
〔
類
〕
よ

さ
る
事
と
は
き
こ
ゆ
る
1
〔
類
〕
さ
る
こ
と
ふ
は
聞
ゆ
る

〔
尊
〕
〔
類
〕
は
げ
め
　
い
ふ
や
1
〔
類
〕
云
や

な
ら
む
－
〔
類
〕
な
ら
ん
　
絶
問
1
〔
類
〕
絶
ま

ひ
か
れ
て
1
〔
類
〕
引
れ
て

あ
か
∫
は
ら
げ
ー
〔
類
〕
赤
土
器

き
こ
ゆ
1
〔
類
〕
聞
ゆ
　
の
こ
れ
る
ー
〔
類
〕
残
れ
る

可
為
右
勝
－
〔
類
〕
右
勝
た
る
へ
し

わ
か
恋
1
〔
類
〕
我
恋

わ
か
れ
ち
－
〔
明
〕
わ
か
れ
路
〔
類
〕
別
路

と
り
お
と
し
つ
る
1
〔
類
〕
取
落
し
つ
る

も
の
お
も
ふ
か
な
1
〔
類
〕
物
お
も
ふ
哉

な
ま
ぬ
り
1
〔
類
〕
な
ま
塗

又
文
字
1
〔
尊
〕
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
五
文
字

き
こ
え
1
〔
類
〕
聞
え

よ
ろ
し
き
ー
〔
類
〕
宜

は
げ
目
1

四
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ビ

ひ
き
れ
う
り
ー
〔
忠
〕
十
七
番
ひ
き
ゐ
れ
う
り

こ
れ
は
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
是
は
　
い
な
は
か
う
し
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
因
幡
か
う
し



　
か
は
ら
げ
つ
く
り

あ
か
ふ
は
ら
げ
は

め
す
ま
し
き
か
。

か
へ
り
あ
し
に
て
、

や
す
く
侯
そ
。

か
は
ら
げ
つ
く
り
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
土
器
作

あ
か
∫
は
ら
げ
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
あ
か
か
わ
ら
げ
〔
類
〕
赤
か
は
ら
げ

か
へ
り
あ
し
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
帰
足

門
語
注
］

　
◎
挽
入
売
は
職
人
歌
合
に
初
出
。
ひ
き
れ
は
、
　
「
挽
入
」
で
、
　
「
ひ
き
い
れ
」
の
変
化
し
た
語
。
椀
、
皿
な
ど
の
入
子
に
た
っ
た
も
の

を
い
う
。
離
轄
で
木
を
挽
い
て
作
る
。
1
も
っ
と
も
、
絵
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
挽
入
売
は
、
挽
入
に
隈
ら
ず
、
広
く
木
の
椀
、
皿
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
⑧

を
扱
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
二
十
番
右
に
轄
櫨
師
が
あ
り
、
そ
の
月
の
歌
に
、
　
「
嬉
し
く
も
挽
入
に
し
た
る
槻
の
木
の
…
：
」
と
あ
る

よ
う
に
、
こ
れ
は
轄
麓
を
使
っ
て
挽
入
な
ど
を
作
る
職
人
で
あ
る
。
挽
入
売
と
ほ
と
ん
ど
重
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
両
者
別
々
に
出
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
⑧

く
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
生
産
と
販
売
が
あ
る
程
度
分
化
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
絵
の
中
の
言
葉
に
、
　
「
こ
れ
は
因
幡
合
子
に
て

侯
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
（
「
い
な
は
か
う
し
」
の
項
参
照
）
。

　
か
は
ら
げ
は
、
素
焼
き
の
土
器
で
、
主
と
し
て
、
そ
の
種
の
盃
の
こ
と
。
こ
れ
も
離
髄
を
用
い
て
作
る
。
産
地
と
し
て
は
、
古
来
深
草

が
有
名
で
、
十
二
番
本
『
東
北
院
職
人
歌
合
』
六
番
左
に
は
、
　
「
深
草
」
と
い
う
各
の
土
器
売
（
作
）
ら
し
い
職
人
が
登
場
す
る
。
　
（
こ

れ
が
、
　
『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
五
番
左
、
土
器
作
に
対
応
す
る
。
）
た
だ
し
、
こ
の
「
深
草
」
の
、
恋
の
歌
お
よ
び
絵
に
っ
い
て
は
、

土
器
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
月
の
歌
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

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

　
挽
入
売
、
土
器
作
と
も
に
、
髄
櫨
を
用
い
て
、
食
器
を
製
造
し
、
販
売
す
る
。

　
◎
穐
う
る
し
…
：
　
三
番
右
、
塗
師
の
月
の
歌
、
　
「
な
が
む
と
て
ぬ
る
夜
も
な
き
に
あ
ら
漆
刷
毛
目
も
合
は
ぬ
村
雲
の
月
」
に
酷
似
す

る
。　

◎
穐
う
る
し
ぬ
る
夜
は
い
か
に
　
挽
入
に
漆
を
塗
る
の
で
あ
る
。
　
「
穐
漆
」
は
、
秋
に
採
れ
る
漆
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
九
月
以
降
に

採
れ
る
漆
は
、
水
分
が
少
な
く
、
下
地
塗
り
専
用
と
な
る
、
と
い
う
（
三
番
語
注
「
あ
ら
う
る
し
」
の
項
参
照
）
。
質
の
悪
い
漆
な
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ら

下
句
に
「
刷
毛
目
は
白
き
斑
…
…
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
穣
う
る
し
塗
る
」
か
ら
「
寝
る
夜
」
と
続
く
。
「
い
か
に
」
は
、
「
穣
漆
塗
る
」

そ
の
様
子
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
の
意
と
、
　
「
寝
る
夜
」
は
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
夜
寝
る
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
え
ば
、
の
両
義

を
兼
ね
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
者
に
は
、
　
「
破
れ
挽
入
」
、
「
刷
毛
目
も
白
き
斑
」
が
対
応
し
、
後
者
に
は
、
漆
塗
り
の
た
め

に
夜
の
目
も
寝
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
み
っ
っ
、
　
「
村
雲
の
月
」
を
愛
で
て
寝
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
対
応
す
る
。
全
体
と
し
て
は
、
夜

通
し
漆
塗
り
を
し
た
が
、
月
の
美
し
さ
ゆ
え
に
、
作
業
に
身
が
入
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
二
番
語
注
「
ぬ
る
夜
な
く
て

そ
」
、
三
番
語
注
「
ぬ
る
夜
も
な
き
に
」
、
十
一
番
語
注
「
し
ほ
か
ま
の
ぬ
る
よ
」
の
各
項
参
照
。
な
お
、
　
『
目
本
職
人
辞
典
』
は
、
　
「
ぬ

　
　
　
　
ぬ
る
で

る
」
に
「
白
膠
木
」
を
懸
げ
る
と
見
る
（
「
挽
入
売
」
の
項
）
。
ま
た
、
こ
の
歌
を
「
秋
の
夜
の
ひ
と
り
寝
の
憂
さ
」
と
解
す
る
（
同
項
）

が
、
月
の
歌
で
あ
る
か
ら
、
い
か
が
か
と
思
わ
れ
る
。

　
◎
わ
机
ひ
き
れ
　
「
破
れ
挽
入
」
で
、
鱒
の
入
っ
た
挽
入
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
破
れ
挽
入
」
で
あ
る
こ
と
も
、
　
「
刷
毛
目
も

白
き
斑
」
と
な
る
こ
と
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

　
◎
は
け
め
は
し
ろ
き
む
ら
要
の
つ
き
　
塗
り
の
「
斑
」
か
ら
「
村
雲
」
と
続
く
。
刷
毛
目
が
白
く
残
っ
て
、
塗
り
に
斑
が
出
来
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
、
村
雲
の
絶
間
か
ら
の
ぞ
い
て
い
る
月
。
判
詞
に
言
う
よ
う
に
、
刷
毛
目
を
雲
の
絶
問
と
見
立
て
た
の
で
あ
る
。
三
番
右
、

塗
師
の
歌
の
「
刷
毛
目
も
合
は
ぬ
む
ら
雲
の
月
」
と
同
じ
発
想
。
な
お
、
三
番
語
注
で
、
　
「
月
に
村
雲
が
か
か
っ
て
い
て
、
月
の
あ
る
辺

り
だ
け
白
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
」
と
し
た
の
は
失
考
で
、
こ
の
「
刷
毛
目
も
合
は
ぬ
」
も
、
雲
の
絶
聞
を
意
味
し
て
い
る
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
◎
か
く
は
か
リ
…
…
　
「
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
」
五
番
左
、
土
器
作
の
歌
に
同
じ
。



　
◎
あ
か
Σ
は
ら
け
の
わ
れ
ぬ
夜
も
か
な
　
上
句
か
ら
、
　
「
照
る
月
の
1
明
か
1
赤
土
器
」
と
続
く
。
　
「
あ
か
∫
は
ら
け
」
は
、
　
「
赤
土

器
」
で
、
赤
い
土
器
。
当
時
奈
良
に
、
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
に
属
す
る
赤
土
器
本
座
・
新
座
と
、
同
一
乗
院
門
跡
に
属
す
る
白
土
器
座
と

が
あ
っ
た
（
国
史
大
辞
典
「
土
器
座
」
の
項
）
。
赤
土
器
が
、
特
に
1
破
れ
や
す
い
と
か
、
あ
る
い
は
逆
に
破
れ
に
く
い
と
か
い
う
性
質
が

あ
っ
て
、
下
に
続
く
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
未
考
。
土
器
が
丸
い
の
で
満
月
を
連
想
し
、
そ
の
土
器
が
破
れ
て
ほ
し
く
な
い
と
願

う
よ
う
に
（
あ
る
い
は
、
減
多
に
破
れ
な
い
よ
う
に
）
、
明
る
く
照
っ
て
い
る
満
月
が
い
っ
ま
で
も
欠
げ
な
い
夜
で
あ
れ
ば
い
い
の
に
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
似
た
発
想
の
歌
に
、
二
十
番
右
、
轄
髄
師
の
月
の
歌
、
　
「
嬉
し
く
も
挽
入
に
し
た
る
槻
の
木
の
月
の
欠
げ
ぬ

を
今
宵
見
る
か
な
」
が
あ
る
。

　
◎
は
け
目
と
い
ふ
や
た
ふ
詞
な
ら
む
　
「
た
だ
言
葉
」
は
、
俗
語
の
こ
と
（
十
六
番
語
注
「
た
上
こ
と
葉
」
の
項
参
照
）
。
　
「
刷
毛
目
」

と
い
う
言
葉
が
俗
語
で
よ
く
な
い
、
と
言
う
の
だ
が
、
例
に
よ
っ
て
、
為
に
す
る
批
判
で
あ
る
。

　
◎
絶
間
と
い
ふ
へ
き
を
　
「
絶
間
」
の
語
を
用
い
た
歌
は
、
「
今
の
み
と
頼
む
な
れ
ど
も
白
雲
の
絶
間
は
い
っ
か
あ
ら
ん
と
す
ら
ん
く
読

人
不
知
V
」
　
（
後
撰
集
、
九
、
恋
一
）
、
「
秋
風
に
た
な
び
く
雲
の
絶
間
よ
り
も
れ
い
づ
る
月
の
影
の
さ
や
げ
さ
く
顕
輔
V
」
（
新
古
今
集
、

四
、
秋
上
）
な
ど
、
枚
挙
に
邊
が
な
い
。

　
◎
ぴ
き
れ
に
ぴ
か
机
て
い
へ
る
に
や
　
売
り
物
の
「
挽
入
」
に
影
響
さ
れ
て
、
　
「
刷
毛
目
」
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
を
、

「
挽
入
に
引
か
れ
て
」
と
酒
落
た
の
で
あ
る
。

　
◎
か
の
好
忠
か
古
風
、
い
き
ふ
か
の
こ
机
る
に
や
　
「
…
…
げ
に
と
聞
こ
ゆ
」
と
評
価
し
て
、
右
歌
を
勝
と
し
て
い
る
点
か
ら
、
「
古
風
」

と
い
う
の
は
、
い
い
意
味
で
使
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
に
何
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
未
考
。
『
袋
草
紙
』
に
、
『
能
宣

集
』
を
引
い
て
、
「
春
ノ
目
、
客
人
ア
マ
タ
シ
ル
シ
ラ
ズ
マ
ウ
デ
来
リ
テ
、
酒
飲
ミ
侍
リ
シ
ニ
、
紅
梅
ヲ
翫
ブ
ト
テ
、
丹
後
ノ
橡
曾
禰
好

忠
、
カ
ハ
ラ
ケ
ト
リ
テ
サ
シ
侍
ル
ト
テ
、
　
我
せ
こ
が
そ
で
し
ろ
た
へ
の
花
の
色
を
こ
れ
な
ん
梅
と
げ
ふ
ぞ
し
り
ぬ
る
　
返
シ
、
　
あ
さ

き
こ
き
色
は
き
ら
は
ず
こ
ム
は
梅
梅
は
梅
な
る
に
ほ
ひ
と
ぞ
み
る
　
紅
梅
ヲ
白
ク
読
メ
ル
、
イ
ハ
レ
ズ
、
ト
人
ア
マ
タ
申
シ
ヶ
ル
ニ
ョ
リ

テ
ナ
ル
ベ
シ
。
是
レ
等
ヲ
盃
取
ト
ハ
云
フ
ナ
リ
」
　
（
御
賀
ノ
歌
ノ
作
法
）
と
あ
る
の
に
、
何
ら
か
の
関
係
あ
る
か
。

　
◎
し
は
す
の
は
て
の
う
り
ひ
き
れ
　
「
師
走
の
果
て
」
は
、
新
年
用
の
挽
入
が
よ
く
売
れ
る
時
期
。
「
売
り
挽
入
」
は
、
単
に
、
売
り
物

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



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

の
挽
入
、
と
も
解
し
う
る
が
、
　
「
師
走
の
果
て
」
、
「
塗
る
か
と
す
れ
ぱ
急
ぐ
別
れ
路
」
か
ら
す
れ
ぱ
、
　
「
売
り
薬
」
な
ど
と
い
う
場
合
同

様
、
謎
え
物
で
は
な
い
、
不
特
定
の
人
に
売
る
挽
入
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
語
構
成
ら
し
い
も
の
に
、
五
十

三
番
左
、
葛
籠
造
の
月
の
歌
の
「
売
り
葛
籠
」
が
あ
る
。
全
体
で
、
下
句
に
懸
か
る
序
詞
。

　
◎
ぬ
る
か
と
す
れ
は
い
そ
く
わ
か
れ
ち
　
「
ぬ
る
」
に
、
「
塗
る
」
と
「
寝
る
」
を
懸
げ
る
。
挽
入
が
、
漆
を
塗
っ
た
途
端
に
売
れ
て
行

く
よ
う
に
、
共
寝
し
た
か
し
な
い
か
の
う
ち
に
、
あ
わ
た
だ
し
く
急
ぐ
別
れ
賂
。
飽
き
足
り
な
い
後
朝
の
情
を
い
う
。

　
◎
あ
し
さ
ま
に
と
り
お
と
し
つ
る
か
は
ら
け
の
　
具
合
悪
く
取
り
落
と
し
た
土
器
の
よ
う
に
…
…
。
全
体
で
、
下
句
に
懸
か
る
序
詞
。

た
だ
し
、
　
「
悪
し
ざ
ま
」
は
、
人
を
意
地
悪
く
扱
う
さ
ま
を
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
、
　
「
取
り
落
と
す
」
を
、
人
を
財
め
る
、
と
い
う
意

味
に
解
釈
で
き
れ
ぱ
、
上
二
句
は
、
相
手
が
自
分
を
見
下
す
、
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
◎
わ
机
て
く
た
け
て
も
の
お
も
ふ
か
な
　
「
破
れ
て
砕
げ
て
」
に
、
土
器
が
破
れ
て
砕
げ
る
意
と
、
心
が
千
々
に
乱
れ
る
意
と
を
懸
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ご
こ
ろ

る
。
「
破
れ
て
砕
げ
て
」
が
心
の
乱
れ
る
さ
ま
を
表
す
例
は
、
「
聞
き
し
よ
り
物
を
思
へ
ば
あ
が
胸
は
破
れ
て
砕
け
て
利
心
も
な
し
」
　
（
万

葉
集
、
十
二
、
正
述
心
緒
）
、
「
知
ら
せ
ば
や
た
ぎ
っ
岩
根
に
散
る
玉
の
破
れ
て
砕
げ
て
思
ふ
心
を
く
重
経
V
」
　
（
嘉
元
百
首
、
恋
）
な
ど

が
あ
り
、
ま
た
、
「
破
る
」
、
「
砕
く
」
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
も
、
「
宵
の
間
に
出
で
て
入
り
ぬ
る
三
日
月
の
わ
れ
て
物
思
ふ
こ
ろ
に
も
あ
る

か
な
く
読
人
不
知
V
」
（
古
今
集
、
十
九
、
雑
体
）
、
「
風
を
い
た
み
岩
打
っ
波
の
お
の
れ
の
身
砕
げ
て
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な
く
重
之
V
」

（
詞
花
集
、
七
、
恋
上
）
の
よ
う
に
、
同
様
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
わ
る
」
は
、
　
「
瀬
を
早
み
岩
に
堰
か
る
る
瀧
川
の

わ
れ
て
も
末
に
逢
は
む
と
ぞ
思
ふ
く
崇
徳
院
V
」
（
詞
花
集
、
七
、
恋
上
）
の
よ
う
に
、
別
れ
る
、
の
意
で
用
い
ら
れ
る
場
合
も
多
い
。

（
右
の
古
今
集
の
例
も
、
別
れ
る
、
の
意
を
懸
げ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
）
そ
の
点
か
ら
す
れ
ぱ
、
こ
の
歌
の
場
合
も
、
相
手
と
別
れ
た
結

果
心
が
乱
れ
る
、
と
い
う
意
味
を
懸
げ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
◎
な
ま
ぬ
り
　
「
生
塗
り
」
は
、
塗
っ
た
ぱ
か
り
で
ま
だ
十
分
乾
い
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
生
乾
き
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ

う
O　

◎
又
文
字
、
い
か
に
そ
や
き
こ
え
侍
れ
と
も
　
「
又
文
字
」
は
「
五
文
字
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
諸
本
、
「
五
文
字
」
。
「
い
か
に
ぞ
や
聞

こ
ゆ
」
は
、
「
う
ら
が
へ
す
な
ど
侍
る
も
、
い
か
に
ぞ
や
聞
こ
ゆ
」
（
安
元
元
年
右
大
臣
家
歌
合
、
落
葉
、
六
番
判
詞
）
、
「
手
に
か
げ
て
と



い
へ
る
ぞ
、
い
か
に
ぞ
や
聞
こ
え
侍
れ
ど
：
…
・
」
　
（
六
百
番
歌
合
、
秋
上
、
四
番
判
詞
）
、
「
声
た
て
そ
む
る
と
い
へ
る
、
い
か
に
ぞ
や
聞

こ
え
侍
る
に
や
」
　
（
千
五
百
番
歌
合
、
七
番
判
詞
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
歌
合
判
詞
の
常
套
句
。
初
句
が
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
が

…
…
。
　
「
恨
む
べ
き
こ
と
も
な
に
は
の
浦
に
生
ふ
る
あ
し
ざ
ま
に
の
み
な
ど
思
ふ
ら
む
」
　
（
村
上
天
皇
御
集
）
の
よ
う
な
例
外
も
な
い
で

は
な
い
が
、
「
あ
し
ざ
ま
に
」
と
い
う
言
葉
が
、
普
通
、
歌
に
詠
ま
れ
る
言
葉
で
な
い
か
ら
、
こ
う
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
◎
末
の
句
を
は
ら
め
る
も
あ
し
か
ら
す
　
「
末
の
句
」
は
、
歌
の
第
四
、
五
句
。
　
「
は
ら
む
」
は
、
内
包
す
る
こ
と
。
具
体
的
に
は
、

「
悪
し
ざ
ま
に
」
と
い
う
言
葉
が
「
破
れ
て
砕
げ
て
」
と
い
亘
言
葉
と
、
よ
く
照
応
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
◎
い
な
は
か
う
し
　
「
合
子
」
は
、
蓋
付
き
の
容
器
。
こ
こ
で
は
、
木
製
の
椀
な
ど
を
指
す
。
「
因
幡
合
子
」
は
、
因
幡
産
の
合
子
で
、

因
幡
か
ら
仕
入
れ
た
物
を
売
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
未
考
。
　
『
井
蛙
抄
』
六
に
見
え
る
、
為
家
が
「
堀
河
院
百
首
」
と
近
来
の
歌
の

歌
風
を
比
較
し
て
語
っ
た
と
い
亘
言
葉
、
　
「
殿
上
大
盤
は
、
古
り
た
れ
ど
も
公
物
た
り
。
因
幡
が
う
し
の
塗
り
す
ま
し
て
絵
美
し
く
書
き

た
る
は
、
人
前
に
は
出
で
が
た
し
。
堀
河
院
百
首
は
殿
上
大
盤
の
ご
と
し
。
近
目
歌
は
因
幡
が
う
し
の
ご
と
し
」
に
よ
れ
ぱ
、
　
「
因
幡
合

子
」
は
、
当
世
風
で
派
手
な
合
子
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
◎
か
へ
り
あ
し
に
て
、
や
す
く
候
そ
　
「
帰
り
足
」
は
、
帰
り
道
。
帰
る
っ
い
で
だ
か
ら
安
く
売
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
世
の

「
帰
り
馬
」
、
コ
辰
り
駕
籠
L
な
ど
と
同
様
、
実
際
は
帰
り
道
で
な
く
て
も
、
商
売
の
駆
け
引
き
で
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ

う
O門

絵
】

　
挽
入
売
は
、
頭
巾
、
鉢
巻
を
し
、
小
袖
を
着
て
、
右
手
に
合
子
の
椀
を
掲
げ
る
。
前
に
合
子
の
椀
三
個
。
う
ち
二
個
は
、
身
と
蓋
と
の

間
に
紙
を
挾
む
。
そ
の
他
、
蓋
の
な
い
挽
入
の
椀
三
組
。
椀
類
は
す
べ
て
黒
漆
塗
り
で
、
挽
入
の
椀
の
内
側
は
赤
漆
が
塗
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
諾
本
に
よ
り
、
椀
類
の
数
、
種
類
、
描
き
方
に
小
異
が
あ
る
。
　
（
白
石
本
と
忠
寄
本
は
同
系
統
。
）

　
土
器
作
は
、
烏
帽
子
、
直
垂
、
袴
姿
で
、
袴
の
股
立
を
と
り
、
草
蛙
を
履
く
。
土
器
の
入
っ
た
籠
を
両
端
に
括
り
つ
け
た
枕
を
荷
な

い
、
行
商
の
体
。
こ
の
籠
は
底
に
足
が
あ
る
。
ク
ヅ
シ
ョ
ソ
を
よ
く
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
籠
は
、
十
二
番
本
『
東
北
院
職
人

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



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ご

歌
合
』
六
番
左
の
深
草
の
絵
に
も
見
え
、
幕
末
の
随
筆
『
雲
錦
随
筆
』
二
に
も
、
洛
北
畑
枝
村
の
土
器
師
に
つ
い
て
述
べ
、
「
其
の
荷
麓

の
形
は
、
七
十
一
番
職
人
尽
歌
合
に
図
し
た
る
に
違
は
ず
、
頗
る
古
雅
に
覚
ゆ
」
と
し
て
、
同
種
の
籠
の
絵
を
載
せ
て
い
る
。
ま
た
、

『
慕
帰
絵
詞
』
巻
五
の
、
覚
如
屋
敷
門
前
を
描
く
中
に
、
荷
駄
を
引
く
男
が
い
る
が
、
こ
の
男
が
荷
な
う
籠
お
よ
び
馬
の
背
の
籠
も
同
様

の
形
。
籠
の
中
身
も
土
器
の
よ
う
に
見
え
る
。

門
参
考
〕

　
○
京
の
町
を
見
さ
い
や
れ
大
小
路
は
な
、
七
つ
並
べ
て
大
小
路
は
な
、
町
が
立
て
か
し
七
つ
入
れ
子
の
鉢
売
ろ
う
、

を
連
れ
て
立
た
い
で
、
よ
そ
う
連
れ
て
は
立
と
ふ
や
う
た
の
瀬
戸
市
、
出
立
ち
こ
ぼ
い
て
才
上
町
で
妻
売
ろ
う

砥
園
町
へ
よ
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
植
草
紙
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ル
ン
ヤ
ー
ド

　
○
わ
れ
ら
の
食
器
は
銀
ま
た
は
錫
製
で
あ
る
。
目
本
人
の
は
、
漆
塗
り
の
木
製
で
、
赤
か
、
さ
も
な
く
ぼ
黒
い
色
を
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
目
本
覚
書
、
六
）

　
○
前
述
の
次
第
で
、
日
本
人
が
客
人
に
酒
を
出
す
時
に
用
い
る
盃
に
は
五
種
類
あ
る
。
…
…
第
二
種
の
盃
は
、
細
工
も
飾
り
も
ま
っ
た
く

な
い
素
焼
の
簡
単
な
陶
土
の
盃
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
材
料
と
な
っ
た
陶
土
と
同
じ
自
然
の
色
を
し
て
い
て
、
自
然
の
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
盃
は
、
ど
ん
な
模
様
も
な
く
て
、
四
本
の
高
い
足
が
下
に
っ
い
て
い
る
杉
〔
檜
〕
の
四
角
な
台
に
置
か
れ
る
。
初
め
て
相
手
を
訪
ね

て
来
た
貴
人
は
こ
の
種
の
盃
で
接
待
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
正
月
な
ど
の
よ
う
な
い
く
っ
か
の
儀
式
ば
っ
た
祝
祭
に
は
、
盃
は
古
い
の
で
も

な
く
、
使
っ
た
も
の
で
も
な
く
、
必
ず
新
し
い
も
の
で
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
や
そ
の
他
の
用
途
の
た
め
に
、
そ
の
盃
を
売
る
店

が
無
数
に
あ
り
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
た
だ
に
近
い
ほ
ど
非
常
に
安
い
。
そ
れ
ら
は
、
彼
ら
が
完
壁
さ
と
礼
法
に
心
を
っ
く
し
た
古
来
の
儀

式
に
の
み
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
時
行
な
わ
れ
る
礼
法
は
普
通
の
盃
を
使
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
新
し
い
素
焼
の
盃
は

乾
い
て
い
る
の
で
、
唇
に
付
き
易
く
、
従
っ
て
そ
れ
に
注
意
し
な
い
者
は
時
に
難
儀
す
る
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
飲
む
時
に
は
盃
に

ひ
っ
っ
か
な
い
よ
う
に
、
欽
む
前
に
ま
ず
唇
を
動
か
し
て
十
分
湿
ら
せ
て
お
か
な
い
と
、
た
や
す
く
盃
か
ら
は
ず
す
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
事
か
ら
し
て
、
そ
ん
な
に
不
便
な
も
の
を
使
わ
な
い
で
も
り
っ
ぱ
で
使
い
易
い
も
の
を
使
い
得
る
の
に
、
そ
れ
を
し
な



い
で
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
価
値
の
低
い
、
た
い
へ
ん
使
用
し
に
く
い
も
の
を
使
っ
て
い
る
古
い
習
慣
と
民
族
の
思
考
が
ど
れ
ほ
ど
の
力
を

持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
目
本
教
会
史
、
一
巻
、
二
十
六
章
）

十
八
番
　
饅
頭
売

法
論
味
噌
売

門
職
人
尽
〕

　
　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
饅
頭
恋
包
め
ど
も
外
に
洩
る
る
は
鰻
頭
の
あ
ん
に
相
違
の
我
が
契
り
哉
／
饅
頭
甘
か
ら
で
味
の
よ
き
こ
そ
武
者
心
沙
糖
の

　
入
ら
ぬ
た
だ
の
ま
ん
ぢ
う
／
寄
味
噌
恋
　
一
夜
ね
し
納
豆
味
噌
の
な
ま
な
か
に
な
れ
て
く
や
し
き
物
思
ひ
す
る
　
／
　
世
話
　
落
武
者
や
後
ろ
に

　
お
へ
る
法
論
味
噌
の
夕
立
に
あ
ふ
風
清
な
る
ら
ん
　
〔
後
撰
夷
曲
集
〕
饅
頭
に
て
富
め
る
人
へ
の
挨
拶
に
　
饅
頭
の
あ
ぢ
な
仕
様
で
銭
を
持
つ
思
案
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
つ
か
い

　
ん
は
百
貫
に
こ
そ
〈
顕
興
〉
　
〔
人
倫
訓
藪
図
寵
〕
味
噌
屋
　
簡
板
に
節
掻
を
出
す
。
調
味
和
す
る
能
あ
っ
て
、
人
身
の
保
養
す
る
処
、
一
目
も
離
る
る

　
べ
か
ら
ざ
る
も
の
也
。
／
法
論
味
噌
黒
豆
に
て
製
す
る
由
。
町
へ
売
り
に
出
づ
る
男
、
柿
渋
の
か
た
び
ら
を
上
張
に
着
る
事
、
是
法
論
味
噌
売
の

　
簡
板
也
。
曲
物
に
奇
麗
な
る
菰
を
覆
ひ
さ
し
荷
な
い
、
何
方
に
て
も
下
に
す
ぐ
に
置
く
事
な
し
。
一
方
を
高
き
所
へ
も
た
せ
置
き
、
人
に
踏
み
越
ゑ
さ
せ

　
ぬ
由
。
子
な
き
女
此
の
棒
を
越
ゆ
れ
ば
、
必
ず
懐
妊
す
と
い
へ
り
。
　
〔
狂
歌
ま
す
か
が
み
〕
寄
味
噌
釈
教
我
は
た
だ
往
生
安
楽
こ
く
し
よ
う
の
み
そ
じ

　
ふ
た
っ
の
相
ぞ
床
し
き
翁
評
云
、
み
そ
じ
余
り
ふ
た
っ
の
姿
と
光
明
皇
后
の
詠
み
給
ひ
し
を
と
り
て
、
殊
に
よ
ろ
し
く
。
／
寄
味
噌
恋
ど
ふ
よ

　
く
や
我
が
身
は
何
と
奈
良
の
味
噌
ほ
ろ
ほ
ろ
泣
い
て
口
説
き
か
か
れ
ど
　
翁
評
云
、
何
と
か
奈
良
の
ほ
ろ
み
そ
の
ほ
ろ
ほ
ろ
泣
い
て
と
被
成
問
鋪
や
。
奈

　
良
の
味
噌
断
ち
過
ぎ
て
聞
き
苦
し
。
〔
狂
歌
活
玉
集
〕
寄
味
噌
釈
教
釈
師
に
て
す
く
は
せ
給
ふ
諾
人
の
往
生
安
楽
こ
く
し
や
う
の
味
噌
く
冬
之
V
〔
誹

　
讃
職
人
尽
〕
饅
頭
売
　
仏
名
や
鰻
頭
の
香
の
薄
煙
　
酒
堂
饅
頭
々
々
釣
り
の
暇
も
波
の
上
　
亀
毛
饅
頭
は
鶴
に
長
閑
け
し
林
氏
　
盛
山
　
饅
頭
や
杖

　
今
坂
の
騰
月
　
志
友
　
鰻
頭
の
噂
も
た
ら
す
岡
涼
み
　
蕉
漢
鱈
な
し
に
象
も
繋
が
ん
美
人
草
　
路
道
　
饅
頭
は
異
国
の
製
に
し
て
、
林
和
靖
を
受
け
継

　
ぎ
た
る
由
に
て
、
塩
瀬
を
根
本
と
す
。
又
本
町
に
も
楕
梗
、
鳥
飼
の
跡
絶
え
ず
。
近
来
、
鈴
木
の
風
流
、
壷
屋
の
一
流
を
始
め
、
い
づ
れ
を
ろ
か
な
ら
ざ

　
る
中
に
も
、
主
水
を
最
上
と
す
。
　
鰻
頭
や
嘉
定
の
中
の
富
貴
草
蓼
和
／
法
論
味
噌
売
　
味
噌
大
豆
の
煮
ゆ
る
匂
ひ
や
騰
月
　
史
邦
夕
立
に
ほ

　
ろ
味
噌
売
の
憂
き
世
か
な
　
水
戸
　
隣
瑞
　
白
雨
を
鬼
と
ぞ
そ
し
る
法
論
味
噌
　
露
秀
　
豆
殻
を
焚
く
や
師
走
の
寺
の
場
　
長
梢
　
昔
、
千
宗
易
、
宇
治

　
の
柿
入
る
る
箱
を
以
て
料
紙
箱
と
し
、
奈
良
の
ほ
ろ
み
そ
の
箱
を
硯
筥
と
物
好
き
せ
ら
れ
し
よ
り
、
其
の
物
の
ほ
ど
を
直
ち
に
其
の
物
に
用
ひ
ら
る
る
事
、

　
誠
に
独
歩
の
茶
聖
な
り
と
ぞ
。
保
呂
味
噌
や
奈
良
か
ら
古
き
硯
箱
　
黒
露
　
は
ふ
り
子
の
ほ
ろ
ほ
ろ
味
噌
や
神
無
月
　
蓼
和
　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
五
十

　
一
番
右
　
味
曾
造
　
玉
み
そ
も
な
る
る
頃
な
り
百
夜
草
　
百
夜
草
の
目
数
経
る
夜
寒
の
い
ろ
り
に
、
味
曾
水
の
ご
み
臭
く
都
び
た
る
事
が
ら
も
、
同
じ
心

　
の
ま
め
や
か
に
、
よ
き
持
な
る
べ
し
。
　
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
味
噌
造
　
上
白
や
味
噌
屋
が
軒
に
つ
く
ぱ
か
り
六
尺
桶
と
積
も
る
大
雪
　
・
…
－
右
、
雪
の
色

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



五
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マ
マ

を
白
味
噌
と
い
ふ
物
に
較
べ
た
る
、
お
か
し
。
つ
く
と
い
ふ
秀
句
も
は
え
あ
り
。
さ
れ
ど
文
章
博
士
人
が
ら
柳
立
ち
勝
り
て
（
左
勝
）
覚
ゆ
る
は
や
。

／
味
噌
造
手
作
り
の
味
噌
に
は
せ
ね
ど
此
の
気
色
う
ま
く
ね
か
し
た
雪
折
れ
の
竹
左
、
手
作
り
の
味
噌
、
四
の
句
、
味
は
ひ
な
べ
て
な
ら
ず
。

…
－
左
、
勝
っ
べ
く
こ
そ
。
　
〔
豊
蔵
坊
信
海
狂
歌
集
〕
焼
饅
頭
に
寄
す
る
恋
　
我
を
ち
と
焼
饅
頭
の
か
は
ゆ
さ
は
あ
む
の
外
な
る
も
の
に
ぞ
有
り
げ
る

門
本
文
］

十
八
番

う
り
つ
く
す
た
い
た
う
も
ち
や
ま
ん
ち
う
の

こ
ゑ
ほ
の
か
な
る
ゆ
ふ
つ
く
夜
哉

夏
ま
て
は
さ
し
い
て
さ
り
し
ほ
う
ろ
み
そ
一

そ
れ
さ
へ
月
の
あ
き
を
し
る
か
な

　
左
右
と
も
に
、
さ
せ
る
事
な
し
。
可
為
持
。

お
も
ひ
わ
ひ
千
た
ひ
悔
て
も
ま
ん
ち
う
の

の
こ
る
へ
き
名
を
猶
っ
ふ
む
か
な

う
と
く
の
み
な
ら
の
み
や
こ
の
ほ
う
ろ
み
そ

ほ
ろ
く
と
こ
そ
ね
窪
か
れ
げ
れ

　
左
、
く
ひ
て
も
の
こ
り
を
つ
上
む
事
し
か
り
◎

　
い
ま
す
こ
し
恋
の
心
ま
さ
る
へ
く
や
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
ま
む
ち
う
う
り

げ
さ
は
い
ま
た

あ
き
な
ひ
な
き

右
は
、

う
り
つ
く
す
1
〔
類
〕
う
り
尽
す
　
た
い
た
う
も
ち
1
〔
類
〕
た
い
た
う
餅

ま
ん
ち
う
1
〔
尊
〕
ま
む
ち
う

こ
ゑ
ほ
の
か
な
る
1
〔
類
〕
声
ほ
の
か
成
　
ゆ
ふ
つ
く
夜
1
〔
類
〕
夕
月
夜

さ
し
い
て
さ
り
し
1
〔
類
〕
さ
し
出
さ
り
し

月
の
あ
き
ー
〔
類
〕
月
の
秋

お
も
ひ
わ
ひ
1
〔
類
〕
思
ひ
わ
ひ
　
千
た
ひ
ー
〔
忠
〕
千
度
ひ
〔
類
〕
千
度
　
ま
ん
ち
う
1

〔
尊
〕
ま
む
ち
う

の
こ
る
へ
き
名
を
1
〔
類
〕
残
る
へ
き
な
を

み
や
こ
1
〔
類
〕
都

つ
∫
む
事
1
〔
類
〕
っ
∫
む
こ
と

い
ま
ー
〔
類
〕
今

つ
∫
む
か
な
1
〔
類
〕
つ
∫
む
哉

ま
む
ち
う
う
り
－
〔
白
〕
饅
頭
う
り
〔
忠
〕
十
八
番
饅
頭
う
り
〔
類
〕
ま
む
ち
う
売

げ
さ
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
今
朝

あ
き
な
ひ
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
商



う
た
て
さ
よ
。

　
ほ
う
ろ
み
そ
う
り

我
ら
も
、
げ
さ

な
ら
よ
り
き
て
、

く
る
し
や
。

ほ
う
ろ
み
そ
う
り
1
〔
自
〕
〔
忠
〕
法
論
味
噌
売
〔
類
〕
ほ
う
ろ
み
そ
売

我
ら
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
我
才
〔
明
〕
我
ふ
〔
類
〕
わ
れ
ら

な
ら
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
奈
良
き
て
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
来
て

門
語
注
】

　
◎
饅
頭
売
、
法
論
味
噌
売
と
も
に
、
職
人
歌
合
に
初
出
。
鰻
頭
は
、
　
『
薙
州
府
志
』
六
（
土
産
）
に
よ
れ
ぼ
、
建
仁
寺
二
世
龍
山
禅
師

が
宋
か
ら
連
れ
帰
っ
た
林
（
日
本
名
、
塩
瀬
）
浄
因
が
、
奈
良
で
作
っ
た
の
が
始
め
で
、
こ
れ
を
奈
良
鰻
頭
と
い
う
、
と
い
う
。
当
初

は
主
と
し
て
、
寺
院
の
点
心
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
室
町
時
代
末
頃
、
喫
茶
の
流
行
に
伴
っ
て
一
般
に
も
広
ま
っ
た
。
そ
の
頃
に
は
京

都
で
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
依
然
と
し
て
奈
良
が
代
表
的
な
産
地
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
絵
の
中
の
会
話

は
、
そ
れ
を
暗
示
す
る
。
な
お
、
鰻
頭
売
と
似
た
職
人
に
、
五
十
七
番
右
の
調
菜
が
あ
り
、
恋
の
歌
に
、
「
い
か
に
せ
む
甑
に
蒸
せ
る
饅

頭
の
思
ひ
ふ
く
れ
て
人
の
恋
し
き
」
、
絵
の
中
の
言
葉
に
、
「
砂
糖
饅
頭
、
菜
饅
頭
、
い
づ
れ
も
よ
く
蒸
し
て
侯
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
い

う
「
砂
糖
鰻
頭
」
が
、
今
目
普
通
に
い
う
と
こ
ろ
の
、
甘
い
鱈
の
入
っ
た
饅
頭
で
あ
る
。

　
「
ほ
う
ろ
み
そ
」
は
「
法
論
味
噌
」
で
、
「
ほ
う
ろ
ん
み
そ
」
、
「
ほ
ろ
ん
み
そ
」
、
「
ほ
ろ
み
そ
」
と
も
い
う
。
奈
良
で
作
ら
れ
た
、
嘗
味

噌
の
一
種
。
　
『
薙
州
府
志
』
六
（
土
産
）
に
よ
れ
ば
、
黒
豆
を
煮
、
砕
い
て
豆
鼓
を
作
り
、
布
巾
で
汁
を
搾
り
去
っ
て
作
る
と
い
う
。

『
下
学
集
』
に
、
　
「
本
朝
庸
都
法
論
時
用
レ
之
故
目
レ
爾
、
但
世
俗
所
し
言
也
」
と
あ
る
。

　
饅
頭
売
、
法
論
味
噌
売
と
も
に
、
寺
院
に
縁
の
あ
る
食
品
を
扱
う
商
人
で
、
か
つ
、
奈
良
に
関
係
が
深
い
。

　
　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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五
二

　
◎
う
り
つ
く
す
　
未
考
。
次
々
項
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
イ
タ
ウ
モ
チ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ウ

　
◎
た
い
た
う
も
ち
　
『
運
歩
色
葉
集
』
　
（
静
嘉
堂
文
庫
本
二
兀
亀
二
年
京
大
本
）
に
「
大
錫
餅
」
、
弘
治
二
年
本
『
節
用
集
』
に
「
大
饅

モ
ヂ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
た
う
も
ち

餅
」
、
恵
空
編
『
節
用
集
大
全
』
に
「
大
饅
餅
」
な
ど
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
未
考
。
　
（
「
錫
」
な
い
し
「
饅
」
は
、

お
こ
し
c
め

鐵
を
和
し
た
飴
。
）
　
「
餅
」
と
あ
る
が
、
饅
頭
の
一
種
で
あ
ろ
う
か
。

　
◎
こ
ゑ
ほ
の
か
な
る
ゆ
ふ
つ
く
夜
哉
　
「
夕
月
夜
」
は
、
夕
方
の
月
夜
。
時
期
に
っ
い
て
は
、
『
和
歌
童
蒙
抄
』
一
（
天
部
）
に
、
　
「
宵

に
出
て
と
く
入
る
を
い
ふ
也
」
と
あ
り
、
．
『
顕
註
密
勘
』
五
の
顕
昭
註
に
も
、
　
「
暮
の
月
夜
也
。
ゆ
ふ
さ
り
西
の
山
の
は
に
み
え
て
入
た

る
月
也
」
止
あ
る
が
、
同
定
家
勘
に
は
、
　
「
西
の
山
の
は
に
か
ぎ
ら
ず
、
只
不
レ
出
二
東
山
一
、
夕
陽
に
か
は
り
て
そ
ら
に
み
ゆ
る
を
云
也
。

上
絞
な
ど
ま
で
は
ま
こ
と
に
を
ぐ
ら
く
ほ
の
か
な
り
」
と
し
、
　
『
藻
塩
草
』
一
（
天
象
）
は
、
「
夕
の
月
也
。
六
目
七
目
時
分
迄
を
云
也
。

但
又
、
十
目
あ
ま
り
ま
で
共
云
り
」
と
す
る
な
ど
、
諸
説
に
よ
り
幅
が
あ
る
が
、
お
よ
そ
三
目
月
か
ら
上
弦
月
ぐ
ら
い
ま
で
の
頃
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
頃
の
月
は
、
満
月
に
較
べ
て
光
が
淡
く
、
ま
た
、
ま
だ
空
が
明
る
く
て
、
あ
ま
り
目
立
た
な
い
の
で
、
「
秋
の
夜
の

心
を
尽
く
す
始
め
と
て
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
夕
月
夜
か
な
く
実
家
V
」
　
（
千
載
集
、
四
、
秋
上
）
、
「
風
吹
げ
ば
枝
や
す
か
ら
ぬ
木
の
間
よ
り

ほ
の
め
く
秋
の
夕
月
夜
か
な
く
忠
隆
V
」
　
（
金
葉
集
二
度
本
、
三
、
秋
）
の
よ
う
に
、
　
「
ほ
の
か
」
、
「
ほ
の
め
く
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る

こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
ま
た
そ
の
際
、
月
の
光
が
「
ほ
の
か
」
と
い
う
の
に
懸
け
て
、
　
「
夕
月
夜
い
る
さ
の
山
の
木
隠
れ
に
ほ
の
か
に
も
鳴

く
ほ
と
と
ぎ
す
か
た
く
宗
家
V
」
（
千
載
集
、
三
、
夏
）
の
よ
う
に
、
鳥
の
声
な
ど
が
「
ほ
の
か
」
に
聞
こ
え
る
と
い
う
類
の
歌
も
あ
る
。

こ
こ
も
、
上
句
か
ら
の
続
き
で
、
　
「
た
い
た
う
も
ち
や
饅
頭
」
と
い
う
売
り
声
が
「
ほ
の
か
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
　
「
ほ
の
か
な
る
1
夕

月
夜
」
と
続
き
、
月
の
光
が
淡
い
こ
と
を
言
う
。
た
だ
し
、
上
の
宗
家
の
歌
や
、
　
「
雲
居
よ
り
遠
山
鳥
の
鳴
き
て
行
く
声
ほ
の
か
な
る
恋

も
す
る
か
な
く
鶉
恒
V
」
（
新
古
今
集
、
十
五
、
恋
五
）
、
　
「
ひ
さ
か
た
の
み
ど
り
の
そ
ら
の
雲
間
よ
り
声
も
ほ
の
か
に
帰
る
か
り
が
ね

〈
師
氏
〉
」
　
（
新
勅
撰
集
、
一
、
春
上
）
な
ど
に
見
る
よ
う
に
、
　
「
声
」
が
「
ほ
の
か
」
な
い
し
「
ほ
の
め
く
」
と
い
う
表
現
は
、
時
鳥
、

鶯
、
山
鳥
な
ど
、
鳥
に
つ
い
て
い
う
場
合
が
圧
倒
的
に
多
く
、
こ
こ
の
よ
う
に
、
物
売
り
の
声
に
つ
い
て
い
う
こ
と
は
、
勿
論
異
例
で
あ

る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
売
り
声
が
「
ほ
の
か
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
初
句
に
「
売
り
尽
く
す
」
と
あ
る
の
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
完
全
に
売
り
切
っ
た
の
な
ら
、
売
り
声
自
体
必
要
な
い
か
ら
、
初
句
は
、
ほ
ぼ
売
り
尽
く
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
い



ず
れ
に
し
て
も
、
分
か
り
に
く
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
特
に
「
夕
月
夜
」
を
詠
ん
だ
理
由
も
理
解
し
に
く
い
。
あ
る
い
は
、
　
「
夕
月
夜
」
と

い
う
名
の
饅
頭
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
◎
夏
ま
て
は
さ
し
い
て
さ
り
し
ほ
う
ろ
み
そ
未
考
。
法
論
味
噌
は
、
暑
い
時
期
に
仕
込
ん
で
、
秋
口
に
売
り
に
出
た
も
の
か
。

　
◎
そ
机
さ
へ
月
の
あ
き
を
し
る
か
な
　
「
そ
れ
さ
へ
」
は
、
そ
れ
で
さ
え
。
例
は
多
く
は
な
い
が
、
「
散
る
花
の
流
る
る
水
に
積
も
ら
ぬ
も

そ
れ
さ
へ
雪
の
心
地
こ
そ
す
れ
〈
購
西
上
人
〉
」
　
（
橋
本
公
夏
筆
本
金
葉
集
、
一
、
春
）
な
ど
、
歌
に
も
用
い
ら
れ
る
語
。
　
「
月
の
秋
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
⑤
　
　
　
⑧

は
、
月
の
美
し
い
秋
。
　
「
月
の
秋
あ
ま
た
経
ぬ
れ
ど
思
ほ
え
ず
今
夜
ぱ
か
り
の
空
の
気
色
は
」
　
（
長
秋
詠
藻
、
上
）
た
ど
の
例
が
あ
る
。

夏
ま
で
は
さ
し
出
で
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
月
の
美
し
さ
に
引
か
れ
て
秋
に
は
外
へ
出
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
職
業
と

し
て
法
論
味
噌
を
売
り
歩
く
の
だ
が
、
月
を
愛
で
る
心
か
ら
出
歩
く
の
だ
と
見
徴
し
た
の
で
あ
る
。

　
◎
お
も
ひ
わ
ひ
千
た
ぴ
悔
て
も
ま
ん
ち
う
の
　
「
千
た
び
悔
ゆ
」
は
、
何
度
も
何
度
も
後
悔
す
る
こ
と
。
下
句
か
ら
す
れ
ぱ
、
恋
ゆ
え

に
浮
き
名
の
立
っ
た
こ
と
を
麦
悔
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
　
「
悔
い
の
八
千
た
び
」
と
い
う
歌
語
は
あ
る
が
、
　
「
千
た
び
悔
ゆ
」
と
い

う
表
現
は
、
歌
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
　
「
悔
て
も
」
に
「
食
ひ
て
も
」
を
懸
げ
、
　
「
饅
頭
の
」
と
続
く
。

　
◎
の
こ
る
へ
き
名
を
猶
つ
ふ
む
か
な
　
「
鰻
頭
の
」
か
ら
「
残
る
」
と
続
く
。
い
く
ら
食
っ
て
も
食
い
飽
き
な
い
で
、
食
い
残
り
の
饅

頭
を
包
ん
で
持
ち
帰
る
。
そ
の
よ
う
に
、
残
る
べ
き
浮
き
名
を
な
お
っ
っ
む
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
足
立
勇
『
近
世
目
本
食
物
史
』
（
『
目

本
食
物
史
く
下
V
』
所
収
）
第
二
章
二
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
　
「
名
を
っ
っ
む
」
に
、
　
「
菜
（
饅
頭
の
中
に
入
れ
る
野
菜
）
を
包
む
」
を

懸
げ
て
い
る
と
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
　
「
残
る
」
は
、
「
千
た
び
悔
て
も
」
か
ら
の
続
き
と
し
て
は
、
悔
い
が
残
る
の
だ
と
解
し
う

る
が
、
同
時
に
「
残
る
べ
き
名
を
猶
っ
っ
む
」
と
い
う
続
き
か
ら
は
、
浮
き
名
が
恋
死
に
し
た
後
に
残
る
の
だ
と
解
す
べ
き
で
、
そ
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国

が
恋
の
歌
と
し
て
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
　
「
名
を
1
っ
っ
む
」
と
い
う
言
い
方
は
余
り
用
い
ら
れ
な
い
が
（
「
名
を
惜
し
む
」
あ
る
い
は

　
　
　
　
⑧
　
　
　
⑤
　
　
　
⑧

コ
涙
を
－
っ
っ
む
L
な
ど
が
普
通
）
、
鰻
頭
を
「
包
む
」
に
引
き
寄
せ
て
、
あ
え
て
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
名
を
猶
」
は
、
同
音
の
繰

り
返
し
の
面
白
さ
を
狙
っ
た
か
。
な
お
、
　
『
目
本
職
人
辞
典
』
は
、
　
「
饅
頭
売
が
時
々
、
商
い
物
を
っ
ま
み
食
い
を
す
る
と
い
う
の
だ
ろ

う
が
、
恋
の
歌
と
し
て
は
殺
風
景
と
い
う
ほ
か
は
な
い
」
（
「
鰻
頭
売
」
の
項
）
と
す
る
が
、
い
か
が
。
も
っ
と
も
、
　
「
殺
風
景
」
な
の
は

職
人
歌
の
常
で
あ
る
。
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五
四

　
◎
う
と
く
の
み
な
ら
の
み
や
こ
の
ほ
う
ろ
み
そ
　
二
人
の
関
係
が
疎
遠
に
な
る
一
方
だ
、
の
意
の
、
　
「
疎
く
の
み
成
」
か
ら
「
奈
良
の

都
の
1
法
論
味
噌
」
と
続
く
。

◎
警
く
「
ほ
う
ろ
味
噌
一
か
ら
「
ほ
ろ
ほ
ろ
一
と
続
く
。
「
ほ
ろ
ほ
ろ
一
は
、
涙
の
こ
ぼ
れ
落
ち
る
さ
ま
。
た
だ
し
、
伝
統
的
な

歌
で
は
、
　
「
山
鳥
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
な
く
声
聞
け
ぱ
父
か
と
ぞ
思
ふ
母
か
と
ぞ
思
ふ
〈
行
基
〉
」
（
玉
葉
集
、
十
九
、
釈
教
歌
）
の
よ
う
に
1
、

山
鳥
（
薙
な
ど
）
の
鳴
く
声
を
表
す
か
、
ま
た
は
、
　
「
秋
さ
れ
ば
野
に
な
く
雑
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
涙
こ
ぼ
る
る
夕
ま
ぐ
れ
か
な
く
家
長
V
」

（
新
撰
六
帖
、
二
）
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
掛
詞
に
用
い
て
涙
の
こ
ぼ
れ
る
こ
と
を
言
う
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
「
ほ
う
ろ
味
噌
」
か
ら

「
ほ
ろ
ほ
ろ
」
と
続
げ
る
の
は
、
勿
論
、
異
例
。

　
◎
け
さ
は
い
ま
た
あ
き
な
ぴ
な
き
う
た
て
さ
よ
　
右
の
法
論
味
噌
売
に
話
し
か
げ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。

　
◎
我
ら
も
、
け
さ
な
ら
よ
り
き
て
、
く
る
し
や
　
「
我
ら
」
は
、
明
暦
板
本
で
は
「
我
ふ
」
と
読
め
る
が
、
他
の
諸
本
に
従
っ
て
、
「
我

ら
」
と
し
て
お
く
（
一
番
語
注
「
我
ら
も
」
の
項
参
照
）
。
左
の
饅
頭
売
に
応
え
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
鰻
頭
売
が
奈
良
か
ら
来
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

知
っ
て
い
て
、
　
「
我
ら
も
」
と
応
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
奈
良
か
ら
京
都
ま
で
は
十
里
ほ
ど
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
伏
見
辺
り
で
一
泊

し
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。

門
絵
】

　
饅
頭
売
は
、
笠
を
被
り
（
笠
の
種
類
は
未
考
）
、
覆
面
を
し
、
僧
衣
を
着
て
、
脚
絆
（
類
従
本
の
み
は
、
確
認
し
が
た
い
）
、
草
軽
を
履

く
。
恐
ら
く
剃
髪
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
姿
は
、
饅
頭
が
当
初
、
寺
院
の
点
心
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
と
関
係
あ
る
か
。
前

に
、
箱
を
両
端
に
付
け
た
枕
を
置
く
。
東
博
本
以
外
の
諸
本
は
、
枕
と
箱
を
結
ぶ
紐
を
描
く
。

　
法
論
味
噌
売
は
、
烏
帽
子
、
直
垂
、
袴
姿
に
、
脚
絆
、
草
軽
を
履
く
。
前
に
、
曲
物
の
桶
を
両
端
に
付
け
た
枕
を
置
く
。
桶
の
上
に
は
、

菰
を
被
せ
る
。
白
石
本
お
よ
び
忠
寄
本
は
、
桶
の
綴
じ
目
を
描
か
な
い
。
菰
を
被
せ
る
の
は
、
法
論
味
噌
は
湿
気
を
嫌
う
の
で
、
雨
な
ど

を
避
げ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
　
『
天
狗
草
紙
』
東
寺
巻
の
東
寺
門
前
を
描
く
中
に
、
菰
を
被
せ
た
曲
物
桶
を
運
ぶ
、
こ
れ
に
似
た
男
の
姿
が

見
え
る
。
　
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
に
も
、
　
「
曲
物
に
奇
麗
な
る
菰
を
覆
ひ
さ
し
荷
な
い
」
と
あ
っ
て
、
同
様
の
絵
を
載
せ
る
。



　
両
老
横
に
相
並
ん
だ
形
で
描
か
れ
、
顔
の
向
き
か
ら
も
会
話
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

門
参
考
〕

　
○
へ
申
し
申
し
。
へ
何
事
ぞ
。
へ
此
の
饅
頭
を
買
は
せ
ら
れ
ひ
。
へ
何
と
い
ふ
物
じ
や
。
へ
饅
頭
共
申
し
、
点
心
と
も
申
し
て
、
上
つ

方
の
お
衆
も
参
る
も
の
で
ご
ざ
る
。
へ
何
と
、
て
ん
ひ
ん
ぢ
や
。
へ
い
や
、
点
心
共
申
し
、
饅
頭
共
申
す
が
、
一
っ
参
っ
て
御
ら
う
じ
ら

れ
ひ
。
へ
中
々
、
聞
き
も
及
ば
ぬ
物
じ
や
が
、
む
ま
ひ
物
か
。
へ
中
々
、
こ
と
の
外
む
ま
う
ご
ざ
る
。
一
っ
上
が
り
ま
ら
せ
ひ
。
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虎
明
本
婆
言
、
ま
ん
ぢ
う
）
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