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一
．
は
じ
め
に

　
「
す
き
」
と
い
う
言
葉
に
は
い
く
つ
か
の
意
味
が
あ
り
、
時
代
と
と
も
に
捉
え

方
が
変
化
し
て
き
た
。「
す
き
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
奈
良
時
代
に
は
ま
だ
表
れ

て
お
ら
ず
、
平
安
時
代
あ
た
り
か
ら
表
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る（
１
）。
そ
の
後
、「
す

き
」
に
「
数
奇
（
寄
）」
と
い
う
漢
字
が
あ
て
ら
れ
、院
政
期
の
歌
論
書
『
袋
草
紙
』

や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
和
歌
や
管
絃
に
情
熱
を
燃
や
す
者
を
「
す
き
も
の
」

と
す
る
逸
話
が
見
ら
れ
る
。『
袋
草
紙
』（
上
巻
）
で
は
、「
加
久
夜
の
長
の
帯
刀

節
信
は
数
奇
者
な
り
。」
と
し
、「
す
き
も
の
」
節
信
が
能
因
と
初
め
て
会
っ
た
時
、

能
因
は
歌
枕
で
名
高
い
長
柄
橋
造
営
の
時
の
鉋
屑
を
出
し
、
節
信
は
同
じ
く
歌

枕
で
名
高
い
井
手
の
蛙
の
干
か
ら
び
た
も
の
を
出
し
て
お
互
い
に
称
賛
し
て
別

れ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
編
者
の
清
輔
は
こ
の
逸
話
の
最
後
で
「
今
の
世
の
人
、

鳴
呼
と
称
す
べ
き
や
。」
と
評
し
て
い
る
。「
今
の
世
の
人
」
は
長
柄
橋
や
井
手

の
蛙
が
歌
枕
で
名
高
い
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

節
信
や
能
因
の
行
為
は
常
軌
を
逸
す
る
行
為
だ
と
し
て
「
嗚
呼
」
と
表
現
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
巻
十
五
―
五
）
の
説
話
に
は
、
源
通

清
を
風
流
人
で
あ
り
「
か
ゝ
る
す
き
者
な
れ
ば
」
と
し
、
通
清
が
花
見
に
行
く

途
中
の
破
車
の
中
で
人
違
い
を
し
て
関
白
に
失
礼
な
態
度
を
と
っ
て
し
ま
い
、

通
清
は
関
白
の
護
衛
に
破
車
の
簾
を
切
り
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
が

あ
り
、
こ
の
説
話
の
最
後
は
「
す
き
ぬ
る
も
の
は
、
す
こ
し
を
こ
に
も
あ
り
け

る
に
や
。」
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い
て
も
「
す

き
も
の
」
が
「
少
し
常
軌
を
逸
し
た
行
動
を
と
る
者
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、『
袋

草
紙
』
と
同
様
に
「
す
き
」
を
良
い
意
味
に
は
捉
え
て
い
な
い
。

　
「
す
き
」
の
意
味
合
い
は
『
袋
草
紙
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
か
ら
長
明
の
『
無

名
抄
』
に
か
け
て
捉
え
方
が
変
わ
っ
て
お
り
、長
明
の
「
す
き
観
」
は
『
袋
草
紙
』

や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
は
違
っ
た
意
味
合
い
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

長
明
は
純
粋
に「
す
き
」を
良
い
も
の
と
理
解
し
解
釈
し
、自
身
の
著
書『
無
名
抄
』

の
中
で
そ
れ
ら
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
長
明
ほ
ど
「
す
き
」
を
純
粋
に
良

い
も
の
と
解
釈
し
て
表
現
し
た
者
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

長
明
は
『
無
名
抄
』
の
中
で
「
す
き
」
に
つ
い
て
、
和
歌
を
愛
す
る
が
故
に

和
歌
に
関
連
す
る
知
識
を
得
る
た
め
な
ら
ば
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
実
際

に
現
地
に
赴
く
と
い
う
姿
勢
の
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
本
論
に
お
い
て
は
、

長
明
が
現
地
に
赴
く
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
章
段
に
注
目
し
、
こ

鴨
長
明
「
す
き
観
」
の
一
考
察

杉　

本　

亜
由
美
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れ
ら
の
章
段
の
流
れ
が
長
明
の
表
現
す
る
「
す
き
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
な
が
ら
、
長
明
の
意
味
す
る
「
す
き
」
は
そ
れ
ま
で
の
「
す
き
」
解

釈
と
は
意
味
が
違
う
こ
と
を
考
察
し
た
い
。

二
．『
無
名
抄
』
に
お
け
る
「
す
き
」

　
『
無
名
抄
』
で
長
明
は
五
つ
の
章
段
（
16
・
17
・
28
・
80
・
81
）
に
お
い
て
「
す

き
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
い
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
を
考
察
し
た
い
。
な
お
、

特
に
断
り
が
な
い
限
り
、『
無
名
抄
』
の
引
用
文
は
す
べ
て
（『
鴨
長
明
全
集
（
梅

沢
本
）』
貴
重
本
刊
行
会　

二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。
ま
た
、
梅
沢
本
に
章
段
毎

の
番
号
は
な
い
が
、便
宜
上
、久
保
田
淳
訳
注
『
無
名
抄
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、

二
〇
一
三
年
）
に
拠
っ
て
章
段
毎
に
番
号
を
付
し
た
。

16
「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」
の
「
す
き
」
表
現

い
み
じ
か
り
け
る
す
き
物
な
り
か
し

　

章
段
前
半
は
、「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」
と
い
う
歌
語
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
登

蓮
が
、
そ
の
実
態
を
知
る
人
間
の
存
在
を
知
る
や
い
な
や
、「
と
し
ご
ろ
い
ぶ
か

し
く
お
も
ひ
給
へ
し
事
を
し
れ
る
人
あ
り
と
き
ゝ
て
、
い
か
で
か
た
づ
ね
に
ま

か
ら
ざ
ら
む
」
と
言
っ
て
、「
あ
め
や
め
て
い
で
給
へ
」
と
い
う
周
囲
の
制
止
も

聞
か
ず
に
、
雨
の
中
を
京
都
か
ら
摂
津
渡
辺
ま
で
急
い
で
行
っ
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
長
明
は
「
い
み
じ
か
り
け
る
す
き
物
な
り
か
し
」
と

評
し
て
い
る
。
後
半
で
は
、
登
蓮
が
譲
り
受
け
た
「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」
の
内

容
を
長
明
自
身
が
第
三
代
目
の
伝
承
者
と
し
て
受
け
継
ぎ
、「
み
だ
り
に
と
く
べ

か
ら
ず
」
と
し
て
こ
こ
に
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
、長
明
は
「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」

を
用
い
て
三
首
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
私
撰
和
歌
集
で
あ

る
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
は
、
次
の
長
明
作
の
和
歌
を
三
首
挙
げ
て
、
こ
れ
を｢

伊

勢
記｣

の
も
の
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鴨
長
明

四
四
二
〇　

日
を
へ
つ
つ
い
と
ど
ま
す
ほ
の
花
す
す
き
袂
ゆ
た
げ
に
人
ま

ね
く
ら
し

四
四
二
一　

し
ろ
た
へ
の
ま
す
ほ
の
糸
を
く
り
さ
ら
し
ま
が
き
に
さ
ぼ
す

は
な
の
を
す
す
き

四
四
二
二　

秋
ふ
る
す
霜
よ
り
後
の
き
く
の
色
を
か
ね
て
ま
す
ほ
の
を
ば

な
に
ぞ
み
る

此
三
首
歌
伊
勢
記
云
、
ゆ
き
つ
き
て
み
れ
ば
か
し
こ
を

二
見
里
と
云
云
さ
る
ほ
ど
な
る
板
屋
の
を
か
し
げ
に
す

み
な
せ
る
に
、
い
ろ
い
ろ
の
せ
ん
ざ
い
ど
も
さ
か
り
過

ぎ
た
れ
ど
、
よ
し
あ
る
人
の
あ
た
り
と
み
え
た
り
、
時

雨
な
ど
い
ふ
ば
か
り
に
は
あ
ら
で
、
は
れ
ま
な
か
り
け

れ
ば
、い
た
づ
ら
に
こ
も
り
ゐ
た
る
、な
ぐ
さ
め
が
て
ら
、

せ
ん
ざ
い
な
る
花
の
色
色
ひ
と
ふ
さ
づ
つ
と
り
な
ら
べ

て
見
る
つ
い
で
に
、
三
種
の
す
す
き
と
い
ふ
こ
と
人
の

語
り
し
を
お
も
ひ
い
で
て
、
心
み
に
よ
め
る
と
云
云（

２
）
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長
明
が
歌
語
「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」
に
関
す
る
知
識
を
譲
り
受
け
、
そ
の
後

三
首
の
和
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
歌
語
「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」
に
対
す

る
長
明
の
こ
だ
わ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
聞
き
あ
て
た
登
蓮
へ
の
尊
敬
や
憧
れ

の
念
が
浮
か
び
上
が
る
。
歌
語
「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」
を
用
い
た
和
歌
は
こ
れ

ま
で
に
十
五
首
程
度
あ
り
、
そ
の
内
、
三
首
が
長
明
の
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
る
。

17
「
ヰ
デ
ノ
山
ブ
キ
幷
カ
ワ
ヅ
」
の
「
す
き
」
表
現

人
の
す
き
と
な
さ
け
は
年
月
を
そ
へ
て
お
と
ろ
へ
ゆ
く
ゆ
へ
な
り

　

章
段
前
半
は
、「
あ
る
人
」
が
井
手
の
地
に
赴
い
た
際
に
土
地
の
古
老
か
ら

聞
い
た
と
い
う
「
ゐ
で
の
や
ま
ぶ
き
」
の
現
状
と
「
井
で
の
か
は
づ
」
の
実
態

に
つ
い
て
の
話
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
長
明
が
用
い
た
表
現
を
見
て
も
井

手
川
に
立
ち
並
ん
で
置
か
れ
て
い
る
石
積
み
の
長
さ
を
「
十
余
丁
ば
か
り
」
な

ど
、
実
際
に
現
地
に
赴
い
て
確
認
し
た
の
か
と
思
わ
れ
る
程
の
正
確
な
数
値
を

使
っ
た
詳
細
な
表
現
が
見
て
と
れ
、
長
明
は
よ
ほ
ど
こ
こ
へ
行
き
た
か
っ
た
、

も
し
く
は
自
分
は
行
く
べ
き
だ
と
あ
る
種
の
使
命
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
で
き
る
。
後
半
で
長
明
は
、
こ
の
話
を
「
心
に
し
み

て
、
い
み
じ
く
お
ぼ
え
」
て
い
た
の
だ
が
、
三
年
た
っ
て
も
井
手
を
訪
れ
る
こ

と
は
な
く
、「
井
で
の
か
は
づ
」
に
対
し
て
興
味
を
抱
い
た
自
ら
の
思
い
を
実
行

に
移
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
前
の
章
段
「
マ
ス

ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」
に
あ
る
「
あ
め
も
よ
に
い
そ
ぎ
い
で
け
ん
に
は
、
た
と
し
へ
な

く
な
ん
」
と
い
う
登
蓮
の
実
行
力
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
差
異
で
あ
っ
た
。

そ
こ
か
ら
、
後
世
に
は
井
手
の
地
に
赴
い
て
も
「
か
は
づ
」
の
声
を
聞
こ
う
と

す
る
人
は
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
し
、
そ
の
理
由
を
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て

「
す
き
と
な
さ
け
」
が
衰
退
す
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
後
半
の
「
井
で
の
か
は

づ
」
に
つ
い
て
も
長
明
は
も
ち
ろ
ん
現
場
に
赴
い
て
か
え
る
の
鳴
き
声
を
聞
き

た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
ま
だ
訪
れ
て
い
な
い
。「
和
歌
を
愛
す
る
者
と
し
て
、

あ
あ
、
自
分
は
ふ
が
い
な
い
・
・
・
」
と
い
う
長
明
の
心
の
声
が
聞
こ
え
て
く

る
よ
う
で
あ
る
。
最
後
の
「
年
月
を
そ
へ
て
お
と
ろ
へ
ゆ
く
ゆ
へ
な
り
」
に
は
、

長
明
の
「
す
き
」
へ
の
想
い
は
年
月
が
経
つ
と
共
に
衰
え
る
、
だ
か
ら
こ
そ
尊

い
の
だ
と
い
う
「
す
き
」
へ
の
純
粋
な
思
い
や
憧
れ
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

井
手
に
行
き
た
く
て
仕
方
が
な
い
、
も
し
く
は
歌
人
と
し
て
行
く
べ
き
だ
と
思

う
の
に
ま
だ
足
を
運
ん
で
い
な
い
・
・
・
こ
の
こ
と
で
長
明
は
自
分
自
身
を
責

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
長
明
ほ
ど
純
粋
に
「
す
き
」
を
感
じ
取
っ

て
い
た
人
は
い
な
い
の
だ
と
思
わ
せ
る
内
容
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
無
名
抄
』
で
長
明
は
上
記
の
二
章
段
の
他
、
次
の
三
章
段
で
「
す
き
」
と
い

う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
す
き
」
は
「
和
歌
を
愛
す
る
熱
い
情

熱
を
も
つ
も
の
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

28
「
俊
頼
哥
ヲ
ク
ヾ
ツ
ウ
タ
フ
事
」
の
「
す
き
」
表
現

あ
り
が
た
き
す
き
人

　

永
縁
が
、
琵
琶
法
師
達
に
い
ろ
い
ろ
な
品
物
を
与
え
、
自
作
の
和
歌
を
歌
わ

せ
た
と
こ
ろ
、
当
時
の
人
々
は
永
縁
を
「
あ
り
が
た
き
す
き
人
」
と
い
っ
て
ほ

め
た
と
い
う
「
す
き
」
説
話
で
あ
る
。
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80
「
頼
実
ガ
ス
キ
ノ
事
」
の
「
す
き
」
表
現

い
み
じ
き
す
き
物
な
り

　
「
左
衛
門
尉
蔵
人
頼
実
は
い
み
じ
き
す
き
物
な
り
」
と
紹
介
す
る
こ
の
章
段
の

「
す
き
」
は
、
頼
実
の
和
歌
へ
の
強
い
情
熱
が
、
自
ら
の
命
と
秀
歌
を
引
き
替
え

に
す
る
行
為
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

81
「
業
平
本
鳥
キ
ラ
ル
ヽ
事
」
の
「
す
き
」
表
現

す
き
に
こ
と
よ
せ
て

　

髻
を
切
ら
れ
た
業
平
が
、
そ
れ
を
も
と
の
よ
う
に
の
ば
そ
う
と
思
い
、
引
き

こ
も
っ
て
い
る
間
に
、「
歌
枕
で
も
見
て
こ
よ
う
」
と
「
す
き
」
を
口
実
と
し
て

東
国
の
方
へ
出
か
け
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
三
章
段
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
二
章
段
に
比
べ
る
と
「
す
き
」
と
い

う
言
葉
に
つ
い
て
の
こ
だ
わ
り
が
多
少
弱
い
が
、
長
明
が
「
す
き
」
と
い
う
言

葉
を
好
意
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。

三
．『
発
心
集
』
に
お
け
る
「
す
き
」

　

長
明
は
『
無
名
抄
』
だ
け
で
な
く
、『
発
心
集
』
で
も
「
す
き
」
と
い
う
こ
と

ば
を
用
い
て
い
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
を
考
察
す
る
。

中
納
言
顕
基
、
出
家
、
籠
居
ノ
事
（
第
五
巻
―
八
）

イ
ト
イ
ミ
ジ
キ
ス
キ
人
ニ
テ
、
朝
夕
琵
琶
ヲ
ヒ
キ
ツ
ヽ
、
罪
ナ
ク
シ
テ
罪

ヲ
カ
ウ
ブ
リ
テ
、
配
所
ノ
月
ヺ
見
バ
ヤ
ト
ナ
ム
願
ハ
レ
ケ
ル
。

　

世
の
栄
華
を
好
ま
ず
出
家
し
仏
道
に
志
し
た
顕
基
が
息
子
の
身
を
案
じ
て
頼

通
に
託
し
た
説
話
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
顕
基
を
朝
晩
ず
っ
と
琵
琶
を
弾
い
て
い

る
「
ス
キ
人
」
と
し
て
い
る
。

永
秀
法
師
、
数
奇
ノ
事
（
第
六
巻
―
七
）

家
貧
テ
、
心
ス
ケ
リ
ケ
ル
。
夜
昼
、
笛
ヲ
吹
ヨ
リ
外
ノ
事
ナ
シ
。

（
中
略
）

実
、
ス
キ
モ
ノ
ニ
コ
ソ
ト
哀
ニ
ア
リ
ガ
タ
ク
覚
ヘ
テ
、
笛
イ
ソ
ギ
尋
ツ
ヽ

送
リ
ケ
リ
。

　

貧
し
い
生
活
を
し
て
い
る
永
秀
は
頼
清
か
ら
望
み
を
聞
か
れ
て
も
、
漢
竹
で

作
ら
れ
た
笛
が
欲
し
い
と
言
う
の
み
で
、
常
に
笛
を
吹
き
名
手
に
な
っ
た
と
い

う
永
秀
を
「
ス
キ
モ
ノ
」
と
し
て
い
る
。

時
光
・
茂
光
、
数
奇
及
ブ
天
聴
ニ
事
（
第
六
巻
―
八
）

数
寄
ハ
コ
ト
ニ
タ
ヨ
リ
ト
ナ
リ
ヌ
ベ
シ
。

　

時
光
、
茂
光
は
帝
の
御
使
い
の
話
を
聞
か
ず
に
歌
い
続
け
、
そ
の
様
子
を
聞

い
た
帝
は
怒
る
ど
こ
ろ
か
感
心
し
た
と
し
て
、
二
人
の
行
為
を
「
数
寄
」
と
し

て
い
る
。
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宝
日
上
人
、
詠
ジ
テ
和
歌
ヲ
為
行
ト
事　

幷
蓮
如
、
参
讃
州
崇
徳
院
ノ
御

所
事
（
第
六
巻
―
九
）

イ
ミ
ジ
カ
リ
ケ
ル
ス
キ
物
ナ
リ
カ
シ
。

　

宝
日
が
和
歌
を
詠
じ
て
修
行
を
し
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
蓮
如
の
定
子
皇

后
の
御
歌
を
冬
の
夜
に
一
晩
中
吟
詠
し
て
皇
后
宮
の
後
世
を
弔
っ
た
行
為
を
「
ス

キ
物
」
と
し
て
い
る
。

　
『
発
心
集
』
に
お
け
る
「
す
き
」
表
現
は
、
主
に
和
歌
や
管
絃
に
対
し
て
一
途

に
熱
狂
、
熱
中
す
る
精
神
を
持
つ
者
に
対
し
て
「
す
き
も
の
」
と
紹
介
す
る
逸

話
で
あ
り
、『
無
名
抄
』
の
後
半
三
章
段
に
あ
る
「
す
き
」
に
あ
る
よ
う
な
意
味

合
い
と
同
様
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
長
明
は
和
歌
や
管
絃
に
一
途
に
熱

中
す
る
姿
を
、
や
り
す
ぎ
だ
な
ど
と
は
非
難
せ
ず
、
好
意
的
に
捉
え
て
い
る
。

四
．『
方
丈
記
』
に
お
け
る
「
す
き
」

　
『
無
名
抄
』
や
『
発
心
集
』
に
「
す
き
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し

て
、
長
明
の
代
表
作
で
あ
る
『
方
丈
記
』
に
は
、
こ
の
表
現
が
見
当
た
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
長
明
が
著
作
す
る
に
あ
た
り
、「
す
き
」
を
全
く
意
識
し
て
い

な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
歌
人
で
あ
る
長
明
が
書
い
た
『
方
丈
記
』
が
「
す

き
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
影
響
を
受
け
な
い
は
ず
も
な
く
、『
方
丈
記
』
に
お

い
て
も
長
明
の
「
す
き
観
」
は
十
分
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。『
方
丈
記
』

に
は
長
明
が
一
番
に
重
ん
じ
て
い
る
実
際
に
現
地
に
行
か
な
い
と
分
か
ら
な
い

詳
細
な
数
値
表
現
（「
去
安
元
三
年
四
月
廿
八
日
カ
ト
ヨ
」「
一
二
町
ヲ
コ
エ
ツ
ヽ

ウ
ツ
リ
ユ
ク
」「
公
卿
ノ
家
十
六
ヤ
ケ
タ
リ
」「
又
治
承
四
年
卯
月
ノ
コ
ロ
」「
三

四
町
ヲ
フ
キ
マ
ク
ル
ア
ヒ
ダ
ニ
」「
治
承
四
年
ミ
ナ
月
ノ
比
」
な
ど
）
が
ふ
ん
だ

ん
に
見
ら
れ
る
。
中
で
も
日
野
山
で
の
閑
居
の
様
子
で
あ
る
、

　

イ
マ
日
野
山
ノ
ヲ
ク
ニ
ア
ト
ヲ
カ
ク
シ
テ
ノ
チ
、
東
ニ
三
尺
余
ノ
ヒ
サ

シ
ヲ
サ
シ
テ
、シ
バ
ヲ
リ
ク
ブ
ル
ヨ
ス
ガ
ト
ス
。
南
タ
ケ
ノ
ス
ノ
コ
ヲ
シ
キ
、

ソ
ノ
西
ニ
ア
カ
ダ
ナ
ヲ
ツ
ク
リ
、
北
ニ
ヨ
セ
テ
障
子
ヲ
ヘ
ダ
テ
ヽ
、
阿
弥

陀
ノ
絵
像
ヲ
安
置
シ
、
ソ
バ
ニ
普
賢
ヲ
カ
キ
、
マ
ヘ
ニ
法
花
経
ヲ
ヽ
ケ
リ
。

東
ノ
キ
ハ
ニ
ワ
ラ
ビ
ノ
ホ
ト
ロ
ヲ
シ
キ
テ
、
ヨ
ル
ノ
ユ
カ
ト
ス
。
西
南
ニ

竹
ノ
ツ
リ
ダ
ナ
ヲ
カ
マ
ヘ
テ
、
ク
ロ
キ
カ
ハ
ゴ
三
合
ヲ
ヽ
ケ
リ
。
ス
ナ
ハ

チ
和
哥
、管
絃
、往
生
要
集
ゴ
ト
キ
ノ
抄
物
ヲ
イ
レ
タ
リ
。
カ
タ
ハ
ラ
ニ
琴
、

琵
琶
、
ヲ
ノ
〳
〵
一
張
ヲ
タ
ツ
。
イ
ハ
ユ
ル
ヲ
リ
琴
、
ツ
ギ
ビ
ワ
、
コ
レ
也
。

カ
リ
ノ
イ
ホ
リ
ノ
ア
リ
ヤ
ウ
カ
ク
ノ
事
シ
。

や
、
和
歌
で
名
高
い
猿
丸
大
夫
の
墓
へ
の
訪
問
部
分
で
あ
る
、

　

若
ハ
又
ア
ハ
ヅ
ノ
ハ
ラ
ヲ
ワ
ケ
ツ
ヽ
、
セ
ミ
ウ
タ
ノ
ヲ
キ
ナ
ガ
ア
ト
ヲ

ト
ブ
ラ
ヒ
、
タ
ナ
カ
ミ
河
ヲ
ワ
タ
リ
テ
、
サ
ル
マ
ロ
マ
ウ
チ
ギ
ミ
ガ
ハ
カ

ヲ
タ
ヅ
ヌ
。

と
い
う
表
現
か
ら
は
、
長
明
の
当
時
の
生
活
の
様
子
が
容
易
に
想
像
さ
れ
、
長
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明
は
小
さ
な
住
処
に
身
を
寄
せ
、
心
の
赴
く
ま
ま
に
和
歌
関
連
の
名
所
を
訪
ね

歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、『
方
丈
記
』
の
中
に
長
明
の
「
す
き
」
を
充
分
に
感

じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
『
無
名
抄
』『
発
心
集
』『
方
丈
記
』
の
表
現
を
見
て
み
る
と
、
長
明

は
そ
れ
ま
で
の
『
袋
草
紙
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
は
違
っ
て
「
す
き
」
を

肯
定
的
に
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
は
一
種
の
美
学
に
近
い
も
の
と
は
い
え
な
い
だ

ろ
う
か
。

五
．
長
明
の
登
蓮
観

　

長
明
の
「
す
き
」
を
考
え
る
場
合
、
長
明
が
「
す
き
も
の
」
と
し
て
尊
敬
し

憧
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
登
蓮
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
長
明
の「
す
き
」

に
対
す
る
思
い
は
『
無
名
抄
』
の
「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」「
ヰ
デ
ノ
山
ブ
キ
幷
カ

ワ
ヅ
」
の
章
段
に
お
け
る
登
蓮
に
対
す
る
思
い
と
一
致
す
る
。
長
明
は
自
ら
の

著
書
に
た
び
た
び
登
蓮
を
登
場
さ
せ
て
お
り
、
登
蓮
に
対
し
て
特
別
な
感
情
を

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
長
明
は
登
蓮
に
ど
の
よ

う
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。

　

ま
ず
、
登
蓮
に
つ
い
て
、
生
没
年
は
文
献
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
正
確
な
年

を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
辞
世
の
歌
が
寿
永
元
（
一
一
八
二
）
年
十

一
月
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
月
詣
和
歌
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら（
３
）、
そ
れ
以
前
に
没
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勅
撰
集
に
は
『
詞
花
和
歌
集
』

を
初
出
と
し
て
総
計
十
九
首
入
集
し
て
お
り
、家
集
に
『
登
蓮
法
師
集
』
が
あ
る
。

　

登
蓮
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
資
料
が
少
な
く
、
詳
細
に
つ
い
て
は
分

か
り
か
ね
る
が
、源
頼
政
や
西
行
と
も
交
際
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、『
平

家
物
語
』
延
慶
本
巻
四
に
平
清
盛
が
熊
野
詣
の
途
次
、
秋
津
の
里
に
至
っ
た
際
、

通
り
す
が
り
の
登
蓮
と
連
歌
の
付
合
を
し
て
以
来
、
そ
の
機
知
を
愛
で
て
扶
持

し
た
話
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
登
蓮
は
も
と
筑
紫
安
楽
寺
の
僧
で
、
近
年
近
江
の

阿
弥
陀
寺
に
住
持
す
る
と
紹
介
さ
れ
る
が
、
彰
考
館
文
庫
蔵
『
扶
桑
蒙
求
私
注
』

に
は
、
も
と
比
叡
山
の
僧
で
下
山
後
、
青
蓮
院
和
尚
御
房
に
芸
能
（
歌
）
を
も
っ

て
伺
候
し
て
い
た
際
に
、
忠
盛
に
出
会
っ
た
と
い
う
異
伝
が
あ
る（
４
）。

　

さ
ら
に
『
源
三
位
頼
政
集
』
三
二
一
番
歌
、『
林
葉
和
歌
集
』
一
一
六
番
歌
、『
禅

林
瘀
葉
集
』
八
六
番
歌
詞
書
に
登
蓮
が
鎮
西
に
往
き
来
し
て
い
た
こ
と
を
記
し

て
お
り
、
安
楽
寺
僧
の
立
場
か
ら
太
宰
府
の
天
神
説
話
を
媒
介
し
た
人
物
と
し

て
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

一
方
、
長
明
は
久
寿
二
（
一
一
五
五
）
年
か
ら
建
保
四
（
一
二
一
六
）
年
頃

の
生
存
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
二
人
は
お
互
い
に
、
同
じ
時
代
を
生
き
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
両
者
が
会
話
を
交
わ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
は
定

か
で
は
な
い
が
、
木
村
健
氏（

５
）や
紙
宏
行
氏（
６
）に
よ
れ
ば
、
登
蓮
、
長
明
と
も
に
俊

恵
法
師
の
歌
林
苑
に
参
加
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
か
ら
歌
林
苑

の
存
在
が
互
い
を
結
び
つ
け
て
い
た
、
も
し
く
は
長
明
が
登
蓮
の
存
在
を
知
る

き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
長
明

と
登
蓮
の
二
人
の
関
係
性
の
も
と
、
長
明
は
著
書
『
無
名
抄
』
の
中
の
「
マ
ス

ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」「
ヰ
デ
ノ
山
ブ
キ
幷
カ
ワ
ヅ
」
の
章
段
や
『
発
心
集
』
の
中
の
「
蓮

花
城
、
入
水
ノ
事
（
第
三
巻
―
八
）」
に
登
蓮
を
登
場
さ
せ
、
紹
介
し
て
い
る
。

以
下
に
『
無
名
抄
』『
発
心
集
』
の
登
蓮
の
登
場
す
る
場
面
を
引
用
し
、
考
察
し
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い
。

16
「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」

　

登
蓮
法
師
そ
の
な
か
に
あ
り
て
、
こ
の
事
を
き
ゝ
て
、
こ
と
ば
す
く
な

に
な
り
て
、
又
と
ふ
こ
と
も
な
く
、
あ
る
じ
に
、
み
の
か
さ
し
ば
し
か

し
給
へ
と
い
ひ
け
れ
ば
、
あ
や
し
と
お
も
ひ
な
が
ら
、
と
り
い
で
た
り
け

り
。
物
が
た
り
を
も
き
ゝ
さ
し
て
、
み
の
う
ち
き
、
わ
ら
ぐ
つ
さ
し
は
き

て
、
い
そ
ぎ
い
で
け
る
を
、
人
〴
〵
あ
や
し
が
り
て
、
そ
の
ゆ
へ
を
と
ふ
。

わ
た
の
辺
へ
ま
か
る
な
り
。
と
し
ご
ろ
い
ぶ
か
し
く
お
も
ひ
給
へ
し
事
を

し
れ
る
人
あ
り
と
き
ゝ
て
、
い
か
で
か
た
づ
ね
に
ま
か
ら
ざ
ら
む
と
い
ふ
。

を
ど
ろ
き
な
が
ら
、
さ
る
に
て
も
、
あ
め
や
め
て
い
で
給
へ
と
い
さ
め
け

れ
ど
、
い
で
は
か
な
き
事
を
も
の
給
か
な
。
命
は
わ
れ
も
人
も
、
あ
め
の

は
れ
ま
な
ど
ま
つ
べ
き
事
か
は
。
何
事
も
い
ま
し
づ
か
に
と
ば
か
り
い
ひ

す
て
ゝ
い
に
け
り
。
い
み
じ
か
り
け
る
す
き
物
な
り
か
し
。

17
「
ヰ
デ
ノ
山
ブ
キ
幷
カ
ワ
ヅ
」

　

か
の
登
蓮
が
、
あ
め
も
よ
に
い
そ
ぎ
い
で
け
ん
に
は
、
た
と
し
へ
な
く

な
ん
。
こ
れ
を
お
も
ふ
に
、
今
よ
り
す
ゑ
ざ
ま
の
人
は
、
た
と
ひ
お
の
づ

か
ら
こ
と
の
た
よ
り
あ
り
て
、
か
し
こ
に
ゆ
き
の
ぞ
み
た
り
と
も
、
心
と
ゞ

め
て
き
か
ん
と
お
も
へ
る
人
も
す
く
な
か
る
べ
し
。
人
の
す
き
と
な
さ
け

と
は
、
年
月
を
そ
へ
て
お
と
ろ
へ
ゆ
く
ゆ
へ
な
り
。

　
「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」、「
ヰ
デ
ノ
山
ブ
キ
幷
カ
ワ
ヅ
」
の
章
段
に
関
し
て
は
「
す

き
」
表
現
で
前
述
し
た
が
、
長
明
は
「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」
の
章
段
で
、
雨
の

日
に
わ
ざ
わ
ざ
薄
の
話
を
聞
く
た
め
に
、
出
向
い
て
い
っ
た
登
蓮
を
、
自
身
が

重
ん
じ
て
い
る
現
地
に
足
を
運
ぶ
姿
勢
を
実
際
に
実
践
し
て
い
る
人
物
と
し
て

「
い
み
じ
か
り
け
る
す
き
物
な
り
か
し
」
と
紹
介
し
、
次
に
続
く
「
ヰ
デ
ノ
山
ブ

キ
幷
カ
ワ
ヅ
」
の
章
段
で
も
、
誰
よ
り
も
現
地
に
赴
く
こ
と
を
重
視
し
て
い
る

長
明
だ
か
ら
こ
そ
、
実
際
に
井
手
に
行
き
た
い
の
に
自
分
は
行
く
こ
と
が
で
き

て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
登
蓮
は
雨
風
を
も
の
と
も
せ
ず
現
地
に
赴
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
お
り
、
長
明
は
同
じ
時
代
を
生
き
た
先
輩
で
あ
ろ
う
登

蓮
を
、「
か
の
登
蓮
が
、
あ
め
も
よ
に
い
そ
ぎ
い
で
け
ん
に
は
、
た
と
し
へ
な
く

な
ん
」
と
い
う
よ
う
に
「
す
き
も
の
」
と
し
て
、
大
変
尊
敬
し
憧
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
見
て
と
れ
る
表
現
で
あ
る
。『
無
名
抄
』
に
お
い
て
「
す
き
」
を
表

現
す
る
の
に
「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」
の
章
段
と
「
ヰ
デ
ノ
山
ブ
キ
幷
カ
ワ
ヅ
」

の
章
段
を
別
々
に
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」
の
章
段
の

後
に
は
必
ず
「
ヰ
デ
ノ
山
ブ
キ
幷
カ
ワ
ヅ
」
の
章
段
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、『
無
名
抄
』
に
お
い
て
「
す
き
」
を
表
現
す
る
長
明
の
編
纂
意
図
が
窺

え
る
の
で
あ
る
。

次
に
『
発
心
集
』
に
お
い
て
登
蓮
が
登
場
す
る
場
面
を
見
て
み
た
い
。

　

蓮
花
城
、
入
水
ノ
事　

入
水
ノ
時
後
悔
シ
テ
、
物
怪
ニ
成
テ
来
事
（
第
三
巻
―
八
）

　

近
キ
比
、
蓮
花
城
ト
云
、
人
ニ
知
レ
タ
ル
聖
リ
在
。
登
蓮
法
師
相
知
テ
、

事
ニ
触
テ
情
ヲ
カ
ケ
ツ
ヽ
過
ケ
ル
程
ニ
、
年
来
有
テ
、
此
聖
リ
云
ケ
ル
様
、
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今
ハ
年
ニ
副
ツ
ヽ
身
モ
弱
ク
成
リ
ヌ
レ
バ
、
死
期
ノ
近
付
ク
事
、
不
可
疑
。

終
リ
正
念
ニ
シ
テ
マ
カ
リ
隠
ン
コ
ト
、極
ル
望
ニ
テ
侍
ル
。
心
ノ
澄
ヌ
ル
時
、

入
水
ヲ
シ
テ
終
ン
ト
思
ヒ
侍
ル
ト
、
云
フ
。
登
蓮
ト
云
人
、
聞
驚
テ
、
有

ベ
キ
事
ニ
非
ズ
。
今
一
日
也
ト
モ
念
仏
ノ
功
ヲ
積
ン
ト
コ
ソ
願
ル
ベ
キ
ニ
、

サ
ヤ
ウ
ノ
行
ハ
、
愚
チ
極
レ
ル
人
ノ
ス
ル
事
也
ト
、
言
葉
ヲ
尽
シ
テ
諫
メ

ケ
レ
ド
モ
、
更
ニ
不
用
。
思
ヒ
堅
メ
タ
ル
躰
ト
見
へ
ケ
レ
バ
、
カ
ホ
ド
ニ

思
ヒ
取
ラ
レ
タ
ラ
ン
ニ
至
リ
テ
ハ
、
力
ナ
ク
、
留
ル
ニ
不
及
バ
。
サ
ル
ベ

キ
ニ
コ
ソ
有
ラ
メ
ト
、
云
テ
、
其
用
意
ナ
ド
ヲ
力
ヲ
合
テ
沙
汰
シ
ケ
リ
。

　

終
ニ
桂
河
ノ
深
キ
所
ニ
至
テ
、
念
仏
高
ラ
カ
ニ
唱
ヘ
ツ
ヽ
、
水
ノ
底
ニ

沈
ヌ
。
其
時
キ
、
聞
及
人
、
市
ノ
如
ク
集
テ
、
且
ハ
貴
ミ
、
且
ハ
悲
ム
事

限
リ
無
シ
。
登
蓮
ハ
、
殊
ニ
年
来
見
馴
タ
ル
物
ヲ
ト
哀
ニ
覚
テ
、
涙
ヲ
押

ヘ
テ
帰
ケ
リ
。

　

角
テ
日
来
経
ル
程
ニ
、
登
蓮
物
ノ
怪
ガ
マ
シ
キ
病
ヲ
ス
。（
後
略
）

　

こ
の
話
は
鎌
倉
時
代
後
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
歴
史
書
で
あ
る
『
百
錬
抄
』

の
、安
元
二
年（
一
一
七
六
）八
月
十
五
日
の
条
に
、「
十
五
日
。
上
人
十
一
人
入
水
。

其
中
稱
連
華
淨
上
人
者
爲
發
起（
７
）。」
と
載
っ
て
お
り
、
事
実
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。

　
『
発
心
集
』の「
蓮
花
城
、入
水
ノ
事
」を
記
し
た
長
明
の
登
蓮
へ
の
感
情
を
探
っ

て
み
る
と
、
こ
の
章
段
は
、
前
半
で
蓮
花
城
の
入
水
事
件
に
登
蓮
を
登
場
さ
せ
、

後
半
で
は
仏
天
の
護
持
に
つ
い
て
述
べ
、「
心
は
心
と
し
て
浅
く
、
仏
天
の
護
持

を
た
の
む
は
、
危
ふ
き
事
な
り
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
章
段
で
長
明
が
強
調
し

て
述
べ
た
か
っ
た
事
柄
は
後
半
部
分
で
あ
り
、
前
半
部
分
は
後
半
部
分
を
引
き

出
す
た
め
の
導
入
話
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
前
半
の
入
水
話
の
登
場
人

物
は
特
に
大
き
な
意
味
を
持
た
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
あ

え
て
長
明
は
こ
の
話
に
登
蓮
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
も
、
長

明
が
い
か
に
登
蓮
を
自
身
が
重
ん
じ
て
い
る
現
地
へ
訪
れ
る
と
い
う
事
を
実
践

し
て
い
る
「
す
き
も
の
」
と
特
別
視
し
、「
す
き
も
の
」
と
し
て
完
全
に
認
め
て
、

尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
ゆ
え
に
『
発
心
集
』
に
も
登
蓮
を
登
場
さ
せ
て
い
た

と
い
う
こ
と
を
、
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

六
．
顕
昭
の
登
蓮
観

　
『
無
名
抄
』
や
『
発
心
集
』
の
登
蓮
が
登
場
す
る
場
面
の
文
脈
を
見
る
限
り
、

長
明
の
登
蓮
に
対
す
る
尊
敬
や
憧
れ
と
い
う
特
別
な
感
情
を
見
て
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
登
蓮
と
い
う
人
物
は
、
中
世
当
時
の
長
明
以
外
の
人
々
に
は
ど
の
よ

う
に
映
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か

け
て
の
歌
僧
で
あ
る
顕
昭
が
登
蓮
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
感
情
に
注

目
し
た
い
。

　

顕
昭
は
『
散
木
集
註
』『
袖
中
抄
』
の
中
で
登
蓮
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
以

下
に
引
用
す
る（
８
）。

『
散
木
集
註
』

　

薄
花
薄
ま
そ
ほ
の
糸
を
く
り
か
け
て
た
え
ず
も
人
を
ま
ね
き
つ
る
か
な
（
四
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ま
そ
ほ
の
い
と
、
お
ぼ
つ
か
な
し
。
人
々
た
づ
ぬ
れ
ど
、
た
し
か
に
い
ひ

き
た
れ
る
こ
と
な
し
。

登
蓮
と
い
ふ
人
、
そ
の
か
み
天
王
寺
に
此
の
事
知
る
人
あ
り
と
き
ゝ
て
、

わ
ざ
と
ゆ
き
て
と
ぶ
ら
ひ
き
。

眞
蘇
芳
と
云
ふ
こ
と
を
略
な
り
。
承
和
菊
を
略
し
て
そ
が
菊
と
云
ふ
が
ご

と
し
。

薄
の
ほ
は
蘇
芳
色
な
れ
ば
如
此
よ
め
る
な
り
と
云
々
。
經
盛
卿
云
、
ま
そ

と
云
ふ
苧
あ
り
。

色
の
黄
ば
み
た
る
な
り
。
薄
の
ほ
は
い
づ
る
は
じ
め
、
件
の
苧
の
色
に
相

似
云
々
。

或
人
云
、
黄
色
と
い
ひ
つ
べ
し
。
萬
葉
云
、
ま
が
ね
ふ
く
に
ふ
の
ま
そ
ほ

の
色
に
い
で
て
と
讀
り
。

こ
の
ま
が
ね
を
ば
眞
金
と
い
ひ
て
、
金
篇
に
類
聚
萬
葉
に
は
入
れ
た
り
。

然
ば
ま
そ
ほ
の
色
を
ば
黄
色
と
可
得
意
歟
。
顯
昭
云
、
ま
が
ね
ふ
く
き
び

の
中
山
と
云
ふ
歌
に
つ
き
て
鐡
と
の
み
い
ひ
傳
へ
た
り
。
金
を
い
ふ
べ
か

ら
ず
。
金
を
眞
が
ね
と
い
ふ
事
ぞ
お
ぼ
つ
か
な
き
。

而
萬
葉
歌
は
、
に
ふ
は
播
蘑
の
所
名
な
り
。
然
ば
彼
所
の
ま
そ
と
云
ふ
歟
。

ま
そ
の
色
さ
ら
に
ま
が
ね
の
色
に
よ
る
べ
か
ら
ず
。
ま
そ
は
苧
な
り
。

夫
を
糸
と
い
は
む
事
ぞ
お
ぼ
つ
か
な
き
に
、
或
人
云
、
ゐ
な
か
の
も
の
は

糸
を
ま
そ
と
い
ふ
と
云
々
。

其
の
事
ま
こ
と
な
ら
ば
薄
の
ほ
の
糸
に
似
た
れ
ば
、

糸
を
よ
り
か
け
て
ま
ね
く
と
ぞ
よ
み
た
る
に
も
や
あ
ら
む
。

和
歌
の
難
義
と
い
ふ
は
、
日
本
紀
、
萬
葉
、
三
代
集
、
諸
家
集
、
伊
勢
・

大
和
兩
物
語
、
諸
家
歌
合
、
神
樂
、
催
馬
樂
、
風
俗
等
の
詞
な
ど
に
あ
る

詞
を
ぞ
、
む
ね
と
尋
ね
勘
ふ
る
こ
と
に
て
あ
る
に
、

こ
の
ま
そ
ほ
の
糸
は
件
等
書
に
ま
た
く
見
え
ず
。

た
ゞ
俊
頼
計
よ
み
た
れ
ば
、
と
て
も
か
く
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
。
非
大
事
歟
。

　
『
散
木
集
註
』
は
、
顕
昭
が
寿
永
二
（
一
一
八
三
）
年
十
月
七
日
に
、
守
覚
法

親
王
に
奉
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
長
明
の
『
無
名
抄
』
よ
り
も
時
期
が
早
く
、

顕
昭
は
長
明
よ
り
も
前
に
登
蓮
の
話
を
記
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
内
容
を

見
て
み
る
と
、
顕
昭
は
登
蓮
に
つ
い
て
「
登
蓮
と
い
ふ
人
、
そ
の
か
み
天
王
寺

に
此
の
事
知
る
人
あ
り
と
き
ゝ
て
、
わ
ざ
と
ゆ
き
て
と
ぶ
ら
ひ
き
」
と
紹
介
し
、

登
蓮
が
手
に
入
れ
た
「
ま
そ
ほ
」
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
、
最
後
に
「
俊
頼
計

よ
み
た
れ
ば
、
と
て
も
か
く
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
。
非
大
事
歟
」
と
し
て
お
り
、

「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」
と
い
う
歌
語
の
解
釈
を
長
明
の
よ
う
に
大
切
に
扱
っ
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
れ
は
顕
昭
の
登
蓮
に
対
す
る
感
情
と
も
理
解
で
き
る
。

ゆ
え
に
、
顕
昭
は
登
蓮
が
雨
の
中
を
走
り
出
し
て
手
に
入
れ
た
と
い
う
マ
ス
ホ

ノ
ス
ヽ
キ
に
関
す
る
知
識
を
、
長
明
と
は
違
っ
て
あ
ま
り
重
要
視
し
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
長
明
は
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
の
歌
語
を
用
い
て
和
歌
を
三
首
詠
ん

で
い
る
が
、
顕
昭
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、『
散
木
集
註
』
に
「
非
大
事
歟
」

と
記
し
た
の
み
で
あ
る
。

　

ま
た
、顕
昭
は
『
袖
中
抄
』
に
お
け
る
「
も
ず
の
草
ぐ
き
」
や
「
か
ひ
や
が
し
た
」
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で
登
蓮
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
以
下
に
引
用
す
る（
９
）。

「
も
ず
の
草
ぐ
き
」

又
童
蒙
抄
に
つ
き
て
、
も
ず
の
草
ぐ
き
と
い
ひ
て
は
其
事
な
し
。
い
づ
れ

の
野
に
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
。
況
も
ず
の
み
み
は
ら
は
河
内
也
。
山
代
と
い

へ
る
、
如
何
。
又
登
蓮
法
師
こ
の
義
申
侍
し
か
ど
、
人
も
ち
ゐ
ず
侍
き
。

　

こ
こ
で
顕
昭
は
「
登
蓮
法
師
こ
の
義
申
侍
し
か
ど
、
人
も
ち
ゐ
ず
侍
き
」
と
、

登
蓮
の
所
説
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
か
ひ
や
が
し
た
」

　

登
蓮
法
師
云
、
常
陸
國
の
風
土
記
に
、
あ
さ
く
ひ
ろ
き
を
澤
と
云
、
ふ

か
く
せ
ば
き
を
か
ひ
屋
と
云
と
み
え
た
り
と
申
侍
し
か
ど
、
彼
風
土
記
未

見
ば
お
ぼ
つ
か
な
し
。
大
様
は
人
お
ど
し
事
歟
。
又
登
蓮
法
師
は
、
か
ひ

や
と
は
水
の
下
の
あ
な
を
い
へ
ば
、
か
ひ
や
が
し
た
に
を
し
ぞ
な
く
な
る

と
人
の
詠
た
る
は
僻
事
也
と
申
き
。
兎
角
云
て
一
す
ぢ
な
ら
ぬ
は
不
實
の

事
歟
。　

　

こ
こ
で
も
、
顕
昭
は
登
蓮
の
所
説
に
つ
い
て
「
彼
風
土
記
未
見
ば
お
ぼ
つ
か

な
し
」「
兎
角
云
て
一
す
ぢ
な
ら
ぬ
は
不
實
の
事
歟
」
な
ど
と
手
厳
し
い
表
現
で

あ
り
、と
て
も
登
蓮
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
さ
ら
に
顕
昭
は「
つ
ゝ

ゐ
つ
の
ゐ
づ
ゝ
」
で
も
登
蓮
に
触
れ
て
い
る
。

つ
ゝ
ゐ
つ
の
ゐ
づ
ゝ
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
す
ぎ
に
け
ら
し
も
君
見
ざ
る

ま
に

　

顕
昭
云
、
つ
ゝ
ゐ
つ
の
ゐ
づ
ゝ
と
は
、
世
の
常
の
本
如
此
。
而
或
証
本

を
見
給
へ
し
か
ば
、
つ
ゝ
ゐ
づ
ゝ
ゐ
づ
ゝ
と
な
む
書
き
て
侍
し
。
そ
れ
こ

そ
い
は
れ
た
れ
。
ゐ
づ
ゝ
と
い
は
む
料
に
つ
ゝ
ゐ
づ
ゝ
と
い
ひ
け
る
な
り
。

つ
ゝ
ゐ
つ
の
と
い
へ
る
は
心
得
ら
れ
ず
。
是
故
に
、
登
蓮
法
師
は
つ
ゝ
ゐ

へ
の
と
あ
る
べ
き
を
、
へ
文
字
つ
文
字
相
似
故
書
た
が
へ
た
る
な
り
。
あ

し
べ
を
さ
し
て
た
づ
鳴
き
わ
た
る
と
い
ふ
赤
人
が
歌
を
も
、
あ
し
づ
を
さ

し
て
な
ど
心
得
ぬ
女
な
ど
は
詠
む
こ
と
あ
り
。
そ
れ
も
相
似
も
じ
な
れ
ば

書
き
た
が
へ
た
る
な
り
。
其
義
い
は
れ
ず
。
つ
ゝ
ゐ
の
辺
の
ゐ
づ
ゝ
と
い

ふ
べ
か
ら
ず
。
又
或
人
は
、
つ
ゝ
ゐ
と
い
ふ
事
に
つ
文
字
を
一
つ
書
き
添

へ
た
り
。
つ
と
い
ふ
文
字
は
や
す
め
詞
な
り
。
か
み
つ
な
か
つ
し
も
つ
お

き
つ
な
ど
い
ふ
が
ご
と
し
。
さ
て
つ
ゝ
ゐ
つ
と
い
ふ
に
、文
字
の
足
ら
ね
ば
、

つ
ゝ
ゐ
つ
の
と
、
の
文
字
を
加
へ
た
る
な
り
と
い
ふ
人
侍
り
。
そ
れ
も
心

得
ら
れ
ず
。
あ
ま
り
に
任
意
な
る
義
な
り
。

　

又
或
抄
物
に
、
ま
ろ
が
た
け
と
は
水
く
む
桶
な
り
と
い
へ
り
。
か
み
を

か
た
に
か
く
る
は
、
か
た
ぐ
と
い
ふ
な
り
。
さ
れ
ば
か
の
を
け
に
寄
せ
て
、

か
み
を
か
た
げ
と
い
ふ
な
り
。
此
義
心
得
ら
れ
ず
。
ゐ
つ
ゝ
に
か
け
し
ま

ろ
が
長
と
い
ふ
な
り
。
桶
を
ま
ろ
が
た
け
と
い
は
ゞ
、
又
か
み
を
肩
に
か

く
る
を
、
か
た
げ
と
の
ぶ
べ
か
ら
ず
。
よ
し
な
し
〳
〵
。

　

こ
の
話
で
も
登
蓮
を
「
登
蓮
法
師
は
つ
ゝ
ゐ
へ
の
と
あ
る
べ
き
を
、
へ
文
字
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つ
文
字
相
似
故
書
た
が
へ
た
る
な
り
」
と
、
文
字
の
書
き
違
い
を
し
た
と
し
て

良
く
は
思
っ
て
お
ら
ず
、『
散
木
集
註
』『
袖
中
抄
』
の
ど
の
話
を
見
て
も
登
蓮

に
対
し
て
は
批
判
め
い
た
表
現
な
の
で
あ
る
。

　

顕
昭
の
生
没
年
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期（
大
治
五〔
一
一
三
〇
〕

年
頃
か
～
承
元
元
〔
一
二
〇
九
〕
年
頃
か
）
と
さ
れ
て
お
り
、
長
明
と
同
様
に

顕
昭
も
登
蓮
と
同
時
期
に
生
存
し
て
い
る
。
顕
昭
は
登
蓮
の
「
す
き
」
話
を
耳

に
し
て
、
自
身
の
著
書
に
て
紹
介
は
し
た
も
の
の
、
長
明
が
持
っ
て
い
る
よ
う

な
登
蓮
へ
の
尊
敬
の
念
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　

顕
昭
の
著
書
『
散
木
集
註
』『
袖
中
抄
』
に
「
す
き
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら

れ
て
い
な
い
の
で
顕
昭
の
「
す
き
観
」
を
探
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
前
述
し
た
、

顕
昭
の
兄
で
あ
る
清
輔
は
著
書
『
袋
草
紙
』
の
中
で
「
す
き
」
を
「
嗚
呼
」
と

表
現
し
て
い
る
。
顕
昭
の
『
散
木
集
註
』
や
『
袖
中
抄
』
の
登
蓮
に
関
す
る
記

述
を
考
え
れ
ば
顕
昭
も
清
輔
と
同
じ
よ
う
に
「
す
き
」
を
「
嗚
呼
」
に
近
い
も

の
と
考
え
て
い
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
登
蓮
の
こ

と
を
常
軌
を
逸
し
た
「
嗚
呼
」
と
認
識
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

七
．
お
わ
り
に

　

以
上
、長
明
の
「
す
き
観
」
を
め
ぐ
り
、『
無
名
抄
』
を
中
心
に
『
方
丈
記
』『
発

心
集
』
の
「
す
き
観
」、
長
明
が
「
す
き
も
の
」
登
蓮
に
寄
せ
る
感
情
、
そ
し
て

長
明
が
い
か
に
歌
語
「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」
を
「
す
き
」
の
一
部
と
し
て
大
切

に
受
け
止
め
て
い
た
か
、
さ
ら
に
、
同
時
代
に
存
在
し
た
顕
昭
が
「
す
き
も
の
」

登
蓮
に
対
し
て
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
長
明
と
は
違
う
想
い
を
考
察
し
て
き
た

わ
け
だ
が
、
そ
れ
ら
を
と
お
し
て
、
長
明
が
い
か
に
実
際
に
現
地
に
足
を
運
ぶ

と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
姿
勢
こ
そ
が
長
明
の
思
う
「
す
き
」
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
長
明
の
「
す
き
観
」
を

如
実
に
表
現
し
て
い
た
書
は
『
無
名
抄
』
で
あ
り
、
登
連
の
経
験
談
を
と
お
し

て「
す
き
」を
表
現
し
て
い
る「
マ
ス
ホ
ノ
ス
ヽ
キ
」「
ヰ
デ
ノ
山
ブ
キ
幷
カ
ワ
ヅ
」

ま
で
の
一
つ
の
流
れ
の
中
に
長
明
の
「
す
き
観
」
は
宿
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え

よ
う
。

注（
１
）	

李
貞
熹
「『
す
き
』
概
念
の
展
開
」（『
お
茶
の
水
大
学
第
五
回
日
本
文
化

学
研
究
会
発
表
要
旨
』
一
九
九
三
年
六
月
）

（
２
）	『
夫
木
和
歌
抄
』（
巻
第
一
一
・
秋
部
二
）（『
新
編
国
歌
大
観　

第
二
巻
』

角
川
書
店　

一
九
八
四
年
）

（
３
）	「
よ
し
の
山
を
の
へ
の
花
や
咲
き
ぬ
ら
ん
ま
つ
を
ば
お
き
て
か
か
る
白
雲
」

（
月
詣
和
歌
集
・
巻
第
二
・
二
月　
〈
附
別
部
〉・
登
蓮
・
一
一
六
）（『
新

編
国
歌
大
観　

第
二
巻
』
注
２
書
）

（
４
）	『
平
家
物
語
大
辞
典
』（
東
京
書
籍　

二
〇
一
〇
年
）

	
ち
な
み
に
、
顕
昭
と
登
蓮
は
『
太
皇
太
后
宮
亮
平
経
盛
朝
臣
歌
合
』（
第

八
番
・
草
花
）
で
対
戦
し
て
い
る
。

	

［
左
・
顕
昭
・
持
］
鶉
（
う
ず
ら
）
な
く　

遠
里
小
野
の　

小
萩
原　

心
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成
蹊
人
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研
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第
二
十
三
号
（
二
〇
一
五
）

な
き
身
も　

過
う
か
り
け
り

	

［
右
・
登
蓮
］
秋
の
野
の　

花
に
心
を　

染
し
よ
り　

く
さ
か
や
姫
も　

あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ

	

　

左
、
小
萩
原
を
よ
ま
ば
、
宮
城
野
な
ど
ぞ
言
は
ま
ほ
し
き
。
右
「
く
さ

か
や
姫
」
は
、
日
本
紀
に
侍
事
に
や
。
此
紀
に
は
、
伊
弉
諾
（
い
ざ
な
ぎ

の
）
尊
（
み
こ
と
）・
伊
弉
冉
（
い
ざ
な
み
の
）
尊
（
み
こ
と
）
み
と
の

ま
ぐ
は
ひ
し
て
、
先
ヅ
國
土
秋
津
洲
を
生
む
べ
き
に
、
諸
國
山
河
海
を
生

む
、
草
木
を
生
む
と
侍
る
。
い
は
ゆ
る
木
租
草
野
姫
な
り
。
歌
の
心
は
た

が
は
ね
ど
、「
く
さ
か
や
姫
」
と
續
き
た
る
、
お
ぼ
つ
か
な
し
。
か
ゝ
る

事
は
本
文
を
た
が
へ
で
こ
そ
詠
む
べ
け
れ
。
日
本
紀
竟
宴
歌
に
も
「
年
ご

と
の
春
や
昔
の
か
や
の
姫
」
と
こ
そ
詠
め
。
た
ゞ
し
、
か
や
う
の
事
は
確

か
に
見
る
所
あ
り
て
ぞ
詠
ま
れ
た
ら
ん
と
思
ひ
侍
れ
ば
、
を
と
り
ま
さ
り

申
が
た
し
。

（『
新
編
国
歌
大
観　

第
五
巻
』
角
川
書
店　

一
九
八
七
年
）

（
５
）	

木
村
健
「
終
末
期
の
す
き
も
の
登
蓮
法
師
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
九
七
六

年
四
月
）　　

（
６
）	

紙
宏
行
「
歌
林
苑
の
歌
学
論
議
―
登
蓮
法
師
の
逸
話
か
ら
―
」（『
文
教
大

学
国
文
』
二
〇
一
〇
年
三
月
）

（
７
）	『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
四
年
）

（
８
）	『
日
本
歌
学
大
系　

別
巻
四
』（
風
間
書
房　

一
九
八
〇
年
）

（
９
）	『
歌
論
歌
学
集
成　

第
四
巻
』（
三
弥
井
書
店　

二
〇
〇
〇
年
）


