
『
三
宝
絵
詞
』
の
用
語
と
表
現

は
じ
め
に

筆
者
は
、
「
『
三
宝
絵
調
』
の
用
語
と
表
現
」
と
題
し
た
旧
倖
の
冒
頭
で
、

渡
辺
実
『
平
安
朝
文
章
史
』
（
昭
和
五
六
〈
一
九
八
一
〉
年
・
東
京
大
学
出

（
詑
二
）

版
会
）
第
五
節
解
説
の
文
章
＝
一
宝
絵
詞
が
、
「
総
序
」
の
一
節
「
物
ノ

語
ト
云
テ
女
ノ
御
心
ヲ
ヤ
ル
物
也
」
を
引
用
し
、
こ
れ
が
「
当
時
の
物
語
の

姿
で
あ
っ
た
o

」
と
し
な
が
ら
も
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
こ

と
の
一
部
分
に
疑
義
を
呈
し
た
。

こ
う
し
た
仮
名
文
の
大
き
な
流
れ
の
中
で
、
い
ま
そ
の
序
を
引
い
た

「
三
宝
絵
詞
」
は
、
は
な
は
だ
異
色
の
あ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
作
者
は
源

為
憲
と
判
明
し
て
お
り
、
成
立
が
永
観
二
年
（
九
八
四
）
と
判
明
し
て
お

り
、
こ
の
作
品
の
受
け
と
り
手
が
冷
泉
院
第
二
皇
女
尊
子
内
親
王
と
判
明

し
て
い
る
、
と
い
う
点
も
特
異
だ
が
、
そ
の
内
容
は
物
語
の
よ
う
な
「
海

ア
マ
ノ
浮
木
ノ
浮
ヘ
タ
ル
事
」
で
は
な
く
て
、
「
沢
ノ
末
己
毛
ノ
誠
ト
ナ

『
三
一
宝
絵
詞
』
の
用
語
と
表
現
再
考

再
考

関

雄

ル
」
仏
法
へ
の
誘
い
で
あ
り
、
そ
の
文
章
も
ほ
と
ん
ど
漢
文
訓
読
文
に
終

始
す
る
、
と
い
う
点
で
も
特
異
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
女
性
に
受
け
と
ら
れ
る
も
の
、
と
承
知
の
上
で
童
自
記
さ
れ
た
漢
文
訓
読

調
の
文
章
な
の
で
あ
る
。
（
傍
線
は
筆
者
、
以
下
の
引
用
も
同
じ
）
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右
の
文
章
の
傍
線
部
で
「
ほ
と
ん
ど
」
と
い
う
限
定
を
つ
け
な
が
ら
、
後

続
句
に
そ
れ
と
重
複
す
る
よ
う
な
「
漢
文
訓
読
調
の
文
章
な
の
で
あ
る
」
と

い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
、
こ
れ
に
先
行
す
る
諸
説
の

大
勢
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
と
し
て
大
筋
で
は
渡
辺
説
を
肯
定
的

に
捉
え
る
論
を
発
表
し
た
。

た
だ
し
、
渡
辺
氏
が
論
著
中
で
〈
注
〉
と
し
て
言
及
し
た
宮
坂
和
江
論
文

の

然
し
中
巻
は
、
話
の
素
材
や
、
出
典
の
記
録
体
文
に
影
響
さ
れ
て
か
、

最
も
訓
読
調
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
言
語
的
に
、



『
三
宝
絵
詞
』
の
用
語
と
表
現再
考

1 

接
頭
語
「
ウ
チ
」
「
サ
シ
」
や
接
尾
語
「
サ
マ
」
の
つ
い
た
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
は
す
語
集
は
、
中
巻
だ
け
に
し
か
見
え
な
い
。

ウ
チ
オ
キ
ッ
、
ウ
チ
シ
パ
ラ
レ
テ
等
4

サ
シ
オ
キ
テ
等
2

ツ
レ
ナ
サ
マ

「
侍
リ
・
給
フ
（
下
二
）
」
に
よ
る
待
遇
意
識
の
表
現
も
中
巻
だ

け
に
見
ら
れ
る
。
（
但
総
序
に
給
フ1
）

直
訳
的
な
語
集
は
中
巻
に
だ
け
無
か
っ
た
り
、

た
り
す
る
傾
向
が
あ
る
。

2 

又
は
特
に
少
な
か
っ

と
の
指
摘
に
は
、
更
な
る
検
討
を
加
え
る
要
が
あ
る
と
し
、
「
中
巻
の
表
現

は
訓
読
調
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゐ
る
よ
と
い
う
よ
り
、
和
文
に
近
い
と
い
う

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
〔
役
行
者
〕
〔
橘
磐
嶋
〕
〔
大
安
寺
祭
好
〕
〔
衣
縫
伴
造
義

通
〕
〔
吉
野
山
寺
僧
〕
の
話
の
中
に
用
い
ら
れ
た
登
場
人
物
の
動
き
（
演
技
）

を
表
す
動
調
に
注
目
し
て
論
述
し
た
。

旧
稿
の
考
え
方
自
体
の
根
本
的
修
正

前
掲
の
渡
辺
氏
の
「
こ
う
し
た
仮
名
文
の
大
き
な
流
れ
の
中
で
、
：
：
：
」

の
「
こ
う
し
た
」
は
、
そ
れ
以
前
の
昔
物
語
『
竹
取
物
語
』
か
ら
『
字
津
保

物
語
』
『
落
窪
物
語
』
な
ど
に
つ
い
て
、
「
（
そ
れ
ら
の
物
語
の
）
表
現
は
、

漢
文
訓
読
調
を
洗
い
落
と
す
方
向
で
磨
か
れ
て
行
っ
た
。
」
と
述
べ
、
他
方
、

「
散
供
物
語
の
数
々
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
」
と
続
け
た

と
こ
ろ
で
、
『
三
宝
絵
調
』
の
「
総
序
」
の
一
節
「
物
ノ
語
ト
云
テ
女
ノ
御

心
ヲ
ヤ
ル
物
也
」
を
引
用
し
、
こ
れ
が
「
当
時
の
物
語
の
姿
で
あ
っ
た
。
」

と
結
論
づ
け
て
い
く
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
流
れ
の
中
で
の
「
こ
う
し
た
」

な
の
で
あ
る
。

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
、
す
な
わ
ち
『
竹
取
物
語
』
な
ど
が
「
漢
文

訓
読
調
」
で
あ
る
と
い
う
説
明
自
体
を
疑
う
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
渡
辺
実
『
平
安
朝
文
章
史
』
第
一
節
か
な
文
の
出
で
来
は
じ

め
1
1

竹
取
物
語
の
記
述
の
問
題
点
を
逐
一
挙
げ
て
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と

と
す
る
。

渡
辺
氏
は
、
『
竹
取
抑
孟
巴
の
冒
頭
部
分

今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に
ま
じ
り
て
竹

を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ひ
け
り
。
名
を
ば
、
讃
岐
の
造

と
な
む
い
ひ
け
る
。
そ
の
竹
の
中
に
、
本
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け

る
。
あ
や
し
が
り
て
、
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ

を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、
う
つ
く
し
う
て
居
た
り
。

を
引
用
し
た
後
に
、
「
と
い
う
発
端
部
か
ら
し
て
、
甚
だ
し
く
漢
文
訓
読
文

的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
ま
ず
文
が
短
く
切
れ
る
こ

と
、
で
あ
ろ
う
。
」
と
言
う
。
そ
し
て
、
「
最
も
典
型
的
な
和
文
と
み
な
さ
れ

る
や
や
後
の
女
流
の
筆
に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
短
文
を
つ
み
重
ね
る

替
わ
り
に
、
」
と
述
べ
、
次
の
よ
う
な
書
き
換
え
を
提
示
し
て
い
る
。

む
か
L

、
議
岐
の
建
h
c
T

翁
あ
り
げ
り
。
野
山
に
山

h．

T
4
1
竹
を
み

n
U
 



。
つ
つ
、
よ
ろ
つ
の
こ
ヒ
に
没
ひ
げ
れ
ば
、
せ
に
は
、
竹
み
の
誌

E

そ
す
ひ
げ
る
。
語
、
ひ
切
に
d

竹
代
ら
む
ヒ
す
る
に
、
本
え
る
竹
の
一

筋
あ
り
げ
る
を
、
あ
や

L

み
寄
り

T

見
れ
ほ
、
向
の
や
え
り
切
に
ほ
q

T

、
＝
一
寸
ば
か
り
な
る
ヘ
、
い
M
C

う
つ
〈
L

う

T

居
た
り
。

と
書
き
換
え
、

更
に
、
翁
の
会
話
の
部
分
に
も
触
れ
て
、

翁
言
ふ
ゃ
う
、

「
わ
れ
朝
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中
に
お
は
す
る
に
て
知
り

ぬ
。
子
に
な
り
給
ふ
べ
き
人
な
ん
め
り
」

と
て
、
手
に
う
ち
入
れ
て
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
。
妻
の
掘
に
あ
ず
つ
け
て

養
は
す
。

の
部
分
も
、
前
述
と
同
様
に
、
「
女
流
の
筆
に
よ
る
な
ら
ば
」
と
断
り
、

省
、
「
朝
夕
に
見
る
竹
の
中
に
お
ほ
す
れ
ば
わ
か
子
に
な
り
絵
ふ

べ
き
へ
な
ら
む
」
M
C
T

、

と
な
る
と
し
、
続
く
地
の
文
も
、

チ
に
う
ち
入
れ

T

抱
き
品
川q
T

、
基
ひ
お
岬
悼
す
。

と
で
も
書
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
書
き
換
え
た
の
で
は
、
『
竹
取
物
語
』
の
作
者
が

意
図
し
た
表
現
が
全
く
死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

詳
細
は
、
筆
者
の
既
発
表
の
論
著
、
「
『
竹
取
物
語
』
の
用
語
と
表
現
｜

〈
注
一
二V

「
敬
語
」
「
和
文
語
」
「
漢
文
訓
読
語
」
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
『
平
安
物
語
の
動
画

（
注
目
）

的
表
現
と
役
柄
一
語
』
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
こ
こ
で
簡
単
に
『
竹
取
物

『
一
二
宝
絵
詞
』
の
用
語
と
表
現
再
考

一
語
』
の
表
現
を
解
説
す
る
と
、
ま
ず
「
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
」
と
い
う
言

い
方
で
、
読
者
（
聴
者
）
の
十
分
に
は
知
り
得
て
い
な
い
下
賎
の
生
業
に
た

ず
さ
わ
る
も
の
を
紹
介
し
、
次
に
「
名
を
ば
、
讃
岐
の
造
と
な
む
い
ひ
け

る
」
と
実
名
を
言
う
。
実
名
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
昔
の
物
語
は
本

当
に
あ
っ
た
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
作
者
の
苦
心
の
表
現
と
な
る
。
さ
ら

に
、
翁
の
動
作
が
「
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
」
「
あ
や
し
が
り
て
、

寄
り
て
見
る
に
」
に
よ
っ
て
、
生
き
生
き
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
傍
線
部
「
ま
じ
り
て
」
は
〈
分
ケ
入
ッ
テ
、
動
キ
回
ッ
テ
〉
、
「
あ
や

し
が
り
て
」
は
〈
ハ
テ
ナ
？
ト
首
ヲ
カ
シ
ゲ
テ
〉
と
い
う
よ
う
に
、
登
場
人

物
翁
を
芝
居
の
役
者
に
見
立
て
、
そ
の
演
技
を
活
写
し
て
い
る
と
見
る
の
で

な
け
れ
ば
、
作
者
の
意
図
に
沿
わ
な
い
も
の
と
な
る
。

更
に
、
翁
の
会
話
は
、
「
知
り
ぬo
」
と
一
旦
切
っ
て
、
〈
分
カ
ッ
タ
ー
〉

と
手
を
叩
く
動
作
を
暗
示
し
、
「
子
に
な
り
給
ふ
べ
き
」
で
、
「
子H
籍
（
こ
）
」

と
い
う
酒
溶
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
漢
文
訓
読
文
（
調
）
」
「
和
文
」
と
い
う
従
来

か
ら
の
術
語
に
よ
る
説
明
で
は
、
不
十
分
と
い
う
よ
り
適
切
で
は
な
く
、
術

活
の
名
称
と
実
体
に
つ
い
て
も
、
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

，
っ
。
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渡
辺
説
の
記
述
の
飛
躍

渡
辺
氏
の
達
意
の
文
は
読
者
を
捉
え
魅
了
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
一
方
で

一
つ
ひ
と
つ
の
語
句
（
術
語
）
に
拘
っ
て
読
む
と
、
素
直
に
従
え
な
い
記
述



『
三
宝
絵
詞
』
の
用
語
と
表
現
再
考

の
飛
躍
が
見
ら
れ
る
。

氏
は
先
に
も
引
用
し
た
通
り
、
「
漢
文
訓
読
調
の
文
章
な
の
で
あ
る
」
と

し
て
、
上
巻
の
九
話
「
鹿
王
」
の
冒
頭
を
か
な
り
長
く
引
用
し
た
後
に
、
続

け
て
「
悲
ピ
ヲ
成
シ
テ
申
サ
ク
「
：
：
：
」
ト
申
ス
。
不
知
ザ
リ
ッ
、
：
：
：
ヲ

パ
な
ど
の
言
い
ま
わ
し
ゃ
、
王
ハ
常
ニ
鮮
ナ
ル
ヲ
用
チ
ヰ
、
吾
レ
ハ
暫
ク

命
ヲ
延
べ
ム
。
の
よ
う
な
漢
文
風
の
対
句
形
式
、
（
略
）
な
ど
を
見
る
だ
け

で
（
漢
文
訓
読
調
で
あ
る
こ
と
は
）
明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
後
に
、

次
の
よ
う
に
続
け
る
。

著
者
の
為
憲
は
、
天
禄
三
年
の
歌
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
和
文
を

書
こ
う
と
思
え
ば
書
け
た
は
ず
な
の
だ
が
、
尊
子
内
親
王
と
い
う
女

性
を
受
け
と
り
手
と
す
る
文
章
を
こ
の
よ
う
な
反
和
文
的
な
文
章
で

書
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
物
語
な
ど
と
違
っ
て
「
誠
な
る
」
内
容

の
も
の
だ
か
ら
、
と
す
る
の
が
当
っ
て
い
よ
う
が
、
そ
れ
が
絵
調
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
知

れ
な
い
。
つ
ま
り
尊
子
内
親
王
が
直
接
目
に
さ
れ
る
の
は
絵
の
方
で

あ
っ
て
、
絵
調
は
、
誰
か
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
べ
き
説
明
の
、
そ
の

台
本
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
も
っ
と
具
体
的
に
言
え
ば
、
こ
れ
を
台
本
と
し
て
語
ら
れ
る
尊

子
内
親
王
の
耳
に
入
っ
て
来
る
言
葉
は
、
例
え
ば

か
た
へ
の
鹿
の
王
、
悲
し
み
に
た
へ
で
、
人
の
王
の
御
前
に
ま

ゐ
り
つ
つ
：
：
：
の
よ
う
な
、
和
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

ぃ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
書
の
『
竹
取
物
語
』
の
「
漢
文
訓
読
調
」
を
、
和
文
に
書
き
直
し
た
と

こ
ろ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
渡
辺
氏
の
達
文
は
、
論
文
と
い
う
よ
り
、
極
言

す
れ
ば
自
由
奔
放
な
随
筆
に
近
い
。
ま
ず
、
傍
線
部
「
反
和
文
的
な
文
章
」

と
い
う
語
句
は
、
「
漢
文
訓
読
調
の
文
章
」
と
同
義
と
見
て
い
い
の
か
跨
賭

さ
れ
る
が
、
こ
の
文
脈
か
3
り
し
て
同
義
と
見
な
す
こ
と
に
す
る
と
、
そ
れ
が

「
物
語
な
ど
と
違
っ
て
「
誠
な
る
」
内
容
の
も
の
」
だ
か
ら
な
の
か
。
す
る

と
「
『
竹
取
物
語
』
の
「
漢
文
訓
読
調
ヒ
も
「
「
誠
な
る
」
内
容
の
も
の
」

な
の
か
。
更
に
は
後
続
の
傍
線
部
「
そ
の
台
本
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
」
と
い
う
推
量
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
に
も
論
文
ら
し
か
ら

ぬ
も
の
を
感
じ
て
し
ま
う
。

右
に
、
〈
自
由
奔
放
な
随
筆
に
近
い
〉
と
非
礼
な
言
い
方
を
し
た
が
、
別

の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
言
を
弄
さ
な
け
れ
ば
、
尊
子
内
親
王
に

「
漢
文
訓
読
調
」
の
『
三
宝
絵
詞
』
を
呈
し
た
こ
と
の
説
明
が
充
分
に
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

氏
は
、
本
節
（
第
五
節
解
説
の
文
章
ー
ー
ー
三
宝
絵
詞
）
の
〈
注
〉
の
部

分
で
、
次
の
よ
う
に
付
記
さ
れ
る
。

22-

漢
文
訓
読
に
つ
い
て
は
、
本
節
に
限
ら
ず
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢

文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
（
昭
和
泊
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）

に
依
存
す
る
。



『
平
安
朝
文
章
史
』
は
、
冒
頭
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
昭
和
五
六
年
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
か
ら
二
O
年
を
経
ず
し
て
書
か
れ
た
本
書
の
記
述
が
築
島
説
に

「
依
存
」
し
た
の
は
、
や
む
を
え
な
か
っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し

か
し
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
点
を
考
え
て
い
く
と
、
築
島
説
に
疑
問
が
及
ぶ

こ
と
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

築
島
氏
の
三
宝
絵
詞
に
関
す
る
説
は
、
『
訓
点
語
葉
集
成
』
第
一
巻
（
平

成
一
九
〈
二
O
O
七
〉
年
）
の
「
訓
点
語
美
総
観
」
に
見
ら
れ
る
の
で
、
後

で
触
れ
る
。

次
に
旧
稿
で
述
べ
た
こ
と
と
重
複
す
る
が
、
三
宝
絵
詞
の
文
章
が
「
漢
文

訓
読
調
」
と
断
定
で
き
な
い
こ
と
を
、
再
述
す
る
。

（
在
主
）

中
巻
に
は
草
仮
名
表
記
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
東
大
寺
切
」
が
存
し
て
お

り
、
旧
稿
に
記
し
た
ご
と
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
諸
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
「
東
大
寺
切
」
が
受
け
と
り
手
の
尊
子
内
親
王
に
献
上
さ
れ
た

原
本
に
最
も
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
諸
説
の
ほ
ぼ
一
致
す
る
と

こ
ろ
の
よ
う
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
序
・
上
巻
・
下
巻
と
相
違
し
、
中
巻

が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
訓
読
調
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゐ
る
。
」
と
い
う
よ

り
、
和
文
に
近
い
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

中
巻
の

「
和
文
語
」
動
詞
に
関
わ
る
補
説

旧
稿
で
、
「
和
文
語
」
動
詞
と
い
う
筆
者
の
造
語
に
よ
る
術
語
を
用
い
て

『
三
宝
絵
詞
』
の
用
語
と
表
現
再
考

説
明
し
た
が
、
こ
の
動
詞
は
、
物
語
に
登
場
す
る
人
物
の
言
動
（
仕
草
）
を

言
葉
（
と
い
う
絵
の
旦
（
）
に
よ
っ
て
視
覚
化
し
、
そ
の
動
き
を
表
現
す
る
中

核
に
な
る
も
の
で
、
語
り
手
が
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
阿
的
表

現
が
成
立
す
る
。
心
中
の
動
作
を
表
す
時
に
は
「
思
ひ
嘆
く
」
の
如
く
「
思

ひ
｜
」
型
の
複
合
動
詞
を
も
っ
て
す
る
（
単
独
の
「
嘆
く
」
は
、
〈
溜
メ

息
ヲ
ツ
ク
〉
と
現
代
語
訳
さ
れ
る
よ
う
に
目
に
写
る
動
作
を
表
し
て
い
る
）
。

あ
る
い
は
、
感
情
形
容
調
を
用
い
て
そ
の
人
物
の
感
情
を
表
現
す
る
。
会
話

文
・
心
理
文
な
ど
と
い
わ
れ
る
も
の
も
、
語
り
手
が
登
場
人
物
に
成
り
代

わ
っ
て
、
物
語
中
で
発
言
し
た
り
、
思
い
に
耽
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
と

説
明
で
き
る
。

次
に
東
寺
叡
智
院
の
〔
二
、
役
行
者
〕
の
一
節
を
再
度
引
用
し
、
補
足
説

〔
法
六
）

明
す
る
o

O
行
者
諸
ノ
鬼
神
ヲ
メ
シ
ツ
カ
ヒ
テ
水
ヲ
ク
マ
セ
、
薪
ヲ
卜
ラ
シ
ム
。
日
疋

ニ
シ
タ
ガ
ハ
ヌ
物
ナ
シ
。
ア
マ
タ
ノ
鬼
神
ヲ
メ
シ
テ
云
、
「
葛
城
山
ト

金
峯
山
ト
ニ
橋
ヲ
ツ
ク
リ
ワ
タ
セ
。
我
カ
ヨ
フ
ミ
チ
ニ
セ
ム
o

」
卜
イ

フ
。
諸
ノ
神
ド
モ
愁
テ
ナ
ゲ
、
ド
モ
、
ユ
ル
サ
ズ
。
セ
タ
メ
ヲ
ホ
ス
ル

ニ
、
思
ワ
ビ
テ
「
ヒ
ル
ハ
形
ミ
ニ
ク
シ
。
」
ト
テ
「
ヨ
ル
ニ
カ
ク
レ
テ

ツ
ク
リ
ワ
タ
サ
ム
」
ト
云
テ
ヨ
ル
／
＼
イ
ソ
ギ
ツ
ク
ル
ア
ヒ
ダ
行
者
葛

木
／
一
言
主
乃
神
ヲ
メ
シ
ト
ラ
へ
テ
、
「
ナ
ニ
ノ
ハ
ヅ
カ
シ
キ
コ
ト
カ

ア
ラ
ム
、
形
ヲ
カ
ク
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
ス
ベ
テ
ハ
ナ
ツ
ク
リ
ソ
。
」
ト
ハ

ラ
ダ
チ
テ
兜
ヲ
モ
チ
テ
神
ヲ
シ
パ
リ
テ
谷
ノ
ソ
コ
ニ
ウ
チ
ヲ
キ
ッ
。
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『
三
宝
絵
詞
』
の
用
語
と
表
現
再
考

「
メ
シ
ツ
カ
フ
」
「
ナ
ゲ
ク
」
「
イ
ソ
ギ
ツ
ク
ル
」
「
メ
シ
ト
ラ
フ
」
「
ハ
ラ

ダ
ツ
」
は
、
行
者
・
鬼
神
の
日
に
写
る
動
作
、
す
な
わ
ち
動
画
的
表
現
と

な
っ
て
い
る
。
「
思
（
ヒ
）
ワ
プ
」
は
、
鬼
神
の
心
中
の
動
作
を
表
し
、
続

く
鬼
神
の
会
話
を
引
き
出
す
。

引
用
文
最
後
の
「
ウ
チ
オ
キ
ツ
」
は
、
宮
坂
論
文
で
指
摘
さ
れ
た
も
の
だ

が
、
「
ウ
チ
」
動
作
の
発
生
を
マ
ー
ク
す
る
接
頭
語
で
、
〈
ポ
イ
ト
投
ゲ
置
イ

タ
〉
と
い
う
動
作
を
極
め
て
視
覚
的
（
動
画
的
）
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
一
方
で
、
「
水
ヲ
ク
マ
セ
」
「
薪
ヲ
ト
ラ
シ
ム
」
「
シ
タ
ガ
ハ
ヌ
」
な
ど
、

助
動
調
は
和
文
語
・
漢
文
訓
読
語
を
、
混
用
し
て
い
る
。

東
大
寺
切
の
対
応
箇
所
は
、

行
者
よ
る
お
に
神
を
め
し
っ
か
ひ
て
水
を
く
ま
せ
、
た
き
Y

を
こ
ら
し

む
。
し
た
が
は
ぬ
も
の
な
し
。
あ
ま
た
の
鬼
神
に
い
は
く
、
「
か
つ
ら

き
の
山
と
か
ね
の
み
た
け
と
に
は
し
を
つ
く
り
わ
た
せ
。
わ
が
〉
よ
ひ

み
ち
に
せ
ん
。
」
と
い
ふ
。
神
ど
も
う
れ
へ
な
げ
〉
ど
も
ゆ
る
さ
ず
。
せ

め
お
ほ
す
れ
ば
わ
び
て
、
お
ほ
口
な
る
い
は
を

h

は
こ
（
以
下
欠
ク
）

と
あ
っ
て
、
後
半
部
分
を
欠
い
て
い
る
が
、
助
動
調
の
箇
所
は
同
じ
で
あ

ス
v。

は
、｜日

妻宅
の取

号｜り
用上
県げ
包 fこ
略
人福

費需
VJ 、＿＿，

中 2
身芙
と＇！
視凶
覚前
化担
すま
るで
面1 は

詞替
の著

用嶋
法）

を以
説下

明
す
る
。
「
橘
磐
嶋
」
で
は
、
磐
嶋
が
寺
か
ら
融
資
を
受
け
て
商
売
に
出
掛

け
る
が
、
旅
先
で
病
気
に
な
っ
て
馬
で
帰
る
途
中
、
人
が
追
っ
て
来
て
い
る

の
に
気
付
い
て
、
振
り
返
る
（
「
見
カ
へ
ル
」
）
と
、
そ
れ
は
三
人
の
男
で

あ
っ
て
「
オ
イ
ツ
カ
」
れ
た
後
は
、
並
ん
で
行
く
と
い
う
場
面
が
あ
る
。

「
オ
ヒ
ツ
ク
」
「
ソ
ヒ
テ
ユ
ク
」
（
東
大
寺
切
で
は
「
そ
ひ
ゆ
く
」
）
は
、
三
人
の

男
と
磐
嶋
の
動
作
を
動
画
的
に
表
現
し
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
三
人
の
男
は

現
世
の
人
・
動
物
を
冥
土
に
連
れ
て
行
く
こ
と
を
担
当
す
る
鬼
た
ち
で
あ
っ

た
の
だ
が
、
磐
嶋
の
家
で
大
変
に
饗
応
さ
れ
て
牛
ま
で
食
わ
せ
て
も
ら
っ
た

た
め
、
磐
嶋
を
死
な
せ
る
の
は
忍
び
な
く
な
り
、
そ
の
代
わ
り
の
人
を
死
な

せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
磐
嶋
と
同
じ
年
に
生
ま
れ
た
人
を

知
ら
な
い
か
、
と
鬼
が
尋
ね
た
の
に
対
し
、
磐
嶋
が
知
ら
な
い
と
答
え
た
と

こ
ろ
に
、
別
の
鬼
が
「
タ
チ
カ
ヘ
リ
」
テ
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
か
ら
そ
の

よ
う
に
し
よ
う
、
そ
の
代
わ
り
に
有
り
難
い
お
経
を
あ
げ
て
く
れ
、
と
持
ち

掛
け
る
の
で
あ
る
。
観
智
院
本
の
「
タ
チ
カ
ヘ
ル
」
は
東
大
寺
切
で
は
、

「
た
ば
か
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
鬼
達
の
動
き
回
る
動
作
の
視

覚
化
表
現
（
動
画
的
表
現
）
と
し
て
は
物
足
り
な
い
。
「
タ
チ
カ
ヘ
ル
」
は

（
抗t
v

「
帰
る
」
動
作
の
敏
速
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
表
す
の
で
あ
る
。
助
詞
・
助
動

詞
に
つ
い
て
は
、
観
智
院
本
は
、
ナ
ム
・
セ
（
ス
）
が
「
役
行
者
」
の
も
の

と
同
じ
く
用
い
ら
れ
る
が
、
東
大
寺
切
で
は
後
者
が
「
し
め
（
し
む
）
」
で
、

漢
文
訓
読
語
の
使
用
と
な
っ
て
い
る
。

〔
大
安
寺
楽
好
〕
で
は
、
僧
祭
好
の
亡
き
後
、
そ
の
弟
子
の
童
が
楽
好
の

母
親
に
息
子
の
死
を
ひ
た
隠
し
に
し
て
、
故
楽
好
が
院
懇
に
し
て
い
た
僧
勤
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操
に
す
が
っ
て
食
物
を
与
え
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
「
ツ
レ
ナ
サ
マ
」
は
、

重
の
平
静
を
装
う
様
子
を
表
す
語
で
あ
り
、
「
サ
シ
オ
ク
し
は
亡
き
師
の
母

の
前
に
食
物
を
置
く
動
作
で
あ
る
が
、
「
サ
シ
出
ヅ
」
が
、
H

あ
る
特
定
の
人

の
前
に
、
物
事
を
さ
し
出
すH
と
い
う
動
作
を
表
す
用
例
が
あ
る
の
と
同
じ

く
、
こ
の
場
合
も
H

母
の
前
に
μ

の
意
味
を
含
む
「
サ
シ
オ
ク
」
で
あ
る
と

も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
話
の
後
半
、
そ
の
母
が
息
子
の
死
を
知
っ
た

シ
ョ
ッ
ク
で
死
ん
だ
直
後
の
場
面
で
は
、
童
の
悲
し
む
動
作
を
「
カ
ナ
シ
ガ

ル
」
で
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
｜
が
る
」
動
詞
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。

〔
衣
縫
伴
造
義
通
〕
で
は
、
重
い
病
に
躍
っ
た
義
通
が
禅
師
に
有
り
難
い

お
経
を
読
ん
で
も
ら
う
と
、
聞
こ
え
な
か
っ
た
耳
が
聴
こ
え
る
よ
う
に
な

り
、
病
が
治
っ
た
と
い
う
話
が
人
々
の
間
で
評
判
に
な
っ
て
、
禅
師
を
尊
敬

す
る
。
そ
の
箇
所
で
観
智
院
本
は
「
タ
ウ
ト
ガ
ル
」
を
用
い
て
い
る
。
一
方

東
大
寺
切
は
「
あ
や
し
ま
ず
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
相
違
に
つ
い
て
も
後
述

す
る
。〔

吉
野
山
寺
僧
〕
で
は
、
体
力
の
衰
え
た
師
の
僧
に
食
べ
さ
せ
る
た
め

に
、
童
子
が
新
鮮
な
魚
を
植
に
入
れ
て
寺
に
帰
る
途
中
、
在
俗
の
者
に
あ
や

し
ま
れ
て
、
植
を
聞
け
さ
せ
ら
れ
る
が
、
魚
は
経
に
化
し
て
い
る
。
こ
れ
を

見
て
、
俗
の
恐
れ
不
思
議
が
る
動
作
が
「
ヲ
ソ
レ
ア
ヤ
シ
ガ
ル
」
で
表
現
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
大
安
寺
楽
好
〕
の
「
カ
ナ
シ
ガ
ル
」
、
〔
衣
縫
伴
造
義
通
〕
の
「
タ
フ
ト

ガ
ル
」
と
こ
の
例
と
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
（
役

ヲ
一
一
宝
絵
詞
』
の
用
語
と
表
現
再
考

者
）
の
悲
し
い
・
尊
い
・
怪
し
い
と
思
う
気
持
ち
を
動
作
に
表
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
物
語
の
登
場
人
物
の
動
作
を
カ
ナ
シ
ブ
（
ム
）
・
タ
フ
ト
ブ

（
ム
）
・
ア
ヤ
シ
ブ
（
ム
）
の
よ
う
な
心
理
動
作
語
で
表
し
て
も
意
味
は
通
ず

る
が
、
「
が
る
」
動
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
述
の
ウ
チ

l

・
タ

チ
｜
・
サ
シ

1

等
の
動
詞
と
同
じ
く
、
多
彩
な
登
場
人
物
達
の
動
き
を
目
に

写
る
よ
う
に
表
現
す
る
、
視
覚
化
す
る
・
動
画
的
に
表
現
す
る
と
い
う
描
写

法
が
、
特
に
中
巻
で
は
発
達
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
筆
者
は
、
旧
稿
で
観
智
院
本
と
東
大
寺
切
の
ど
ち
ら
が
和
文
の
性
格

が
強
い
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
結
論
は
出
し
に
く
い
問
題
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
、
と
記
し
た
。

旧
稿
で
述
べ
た
ご
と
く
、
春
日
和
男
論
文
で
は
、
構
文
・
用
語
の
両
面
か

ら
詳
細
に
検
討
を
加
え
、
結
論
と
し
て
は
中
巻
の
両
本
を
比
較
す
る
と
、
東

大
寺
切
の
方
が
和
文
的
表
現
が
多
い
と
し
た
。
増
成
冨
久
子
論
文
も
こ
の
点

は
一
致
し
て
お
り
、
更
に
観
智
院
本
に
つ
い
て
、
「
（
東
大
寺
切
の
よ
う
な
）

草
仮
名
本
か
ら
転
写
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
僧
の
手
を
経
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
当
時
盛
ん
で
あ
っ
た
漢
文
訓
読
語
的
性
格
を
帯
び

た
も
の
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
読
み
手
も
、
尊
子
内
親
王

と
い
う
姫
君
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
、
や
は
り
仏
教
界
に
身

を
置
く
人
々
及
び
仏
教
に
深
い
関
心
を
抱
く
人
々
へ
と
変
わ
っ
て
行
っ
た
と

考
え
る
o

」
と
す
る
、
か
な
り
大
胆
な
結
論
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
引
用
し
た
〔
橘
磐
嶋
〕
で
指
摘
し
た
通
り
、
観

智
院
本
が
「
ヨ
マ
セ
タ
テ
マ
ツ
レ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
東
大
寺
切
で
は
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『
三
宝
絵
詞
』
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「
よ
ま
し
め
た
て
ま
つ
れ
」
と
あ
り
、
「
衣
縫
伴
造
義
通
」
で
は
観
智
院
本

「
タ
ウ
ト
ガ
ル
」
に
対
し
、
東
大
寺
切
は
「
あ
や
し
ま
ず
」
と
あ
っ
て
、
東

大
寺
切
の
方
が
漢
文
訓
読
語
を
用
い
て
い
る
と
も
言
え
る
箇
所
も
あ
る
。
ま

た
、
〔
橘
磐
嶋
〕
で
は
観
智
院
本
「
タ
チ
カ
へ
ル
テ
」
の
方
が
東
大
寺
切

「
た
ば
か
り
て
」
よ
り
も
物
語
用
語
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
問
題
は
、
仮
名

文
に
類
す
る
と
さ
れ
る
東
大
寺
切
が
「
和
文
的
表
現
が
多
い
」
と
か
、
漢
字

片
仮
名
交
じ
り
文
の
観
智
院
本
が
「
漢
文
訓
読
語
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
L

と
い
う
よ
う
な
説
明
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
し
て
一
定
の
評
価
は
な
さ
れ

よ
う
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
今
後
は
「
和
文
語
」
「
漢
文
訓
読
語
」
と
い
う

術
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
説
明
だ
け
で
は
、
不
十
分
で
あ
り
、
不
適
切
な

場
合
も
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
和
文
語
」
「
漢
文
訓
読
語
」
と
い
う
術
語
は
、
今
更
い
う
ま
で
も
な
く
、

渡
辺
氏
が
「
依
存
」
し
た
と
さ
れ
る
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に

つ
き
て
の
研
究
』
に
よ
り
学
界
に
流
布
し
た
も
の
で
あ
る
。

築
島
氏
は
、
『
訓
点
語
葉
集
成
』
第
一
巻
「
訓
点
語
葉
総
観L
の
末
尾
近

く
に
、
村
上
天
皇
第
十
皇
女
選
子
内
親
王
撰
の
『
発
心
和
歌
集
』
寛
弘
九

（
一O
三
己
年
の
中
の
和
歌
の
、

ゑ
ひ
の
う
ち
に
か
け
し
こ
ろ
も
の
た
ま

f
l
l

も
む
か
し
の
と
も
に
あ
ひ
て

こ
そ
し
れ

い
さ
ぎ
よ
き
ひ
と
の
み
ち
に
も
い
り
ぬ
れ
ば
む
ろ
の
ち
り
に
も
け
が
れ
ざ

り
け
れ

ま
れ
ら
な
る
の
り
を
き
〉
つ
る
み
ち
し
あ
れ
ば
う
き
を
か
ぎ
り
と
お
も
ひ

ぬ
る
か
な

ひ
と
め
に
て
た
の
み
か
け
つ
る
う
き
〉
に
は
の
り
は
つ
る
べ
き
こ
』
ち
や

は
す
る

を
挙
げ
ら
れ
、
傍
線
部
の
「
た
ま
／
＼
」
「
い
さ
ぎ
よ
き
」
「
ま
れ
ら
」
「
う

き
〉
」
は
、
「
こ
れ
ら
は
何
れ
も
訓
点
特
有
の
語
柔
と
認
め
ら
れ
る
o

」
と
し
、

平
仮
名
書
の
「
物
語
」
に
伍
し
て
、
『
三
宝
絵
詞
』
が
存
在
し
、
若

年
の
女
性
貴
族
に
読
ま
れ
た
こ
と
は
、
訓
点
語
藁
が
こ
れ
ら
の
女
性
達

に
と
っ
て
、
日
記
や
物
語
な
ど
の
表
現
に
は
用
ゐ
な
い
に
し
て
も
、
理

解
の
範
囲
の
中
に
は
あ
っ
た
言
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
と
思
は

れ
る
が
、
『
発
心
和
歌
集
』
の
存
在
は
、
更
に
進
ん
で
、
彼
女
等
の

「
表
現
」
語
柔
の
中
に
も
、
或
る
程
度
の
領
域
を
占
め
て
ゐ
た
こ
と
を

推
定
さ
せ
る
。
清
少
納
言
や
紫
式
部
は
、
恐
ら
く
こ
の
事
実
を
体
得
し

て
ゐ
て
、
『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、
漢
文
の
訓
読
文

の
忠
実
な
引
用
の
形
だ
け
に
限
定
し
、
漢
文
の
訓
読
の
語
葉
を
他
の
部

分
か
ら
峻
別
し
て
、
一
方
で
は
和
文
の
純
粋
性
を
確
保
し
、
他
方
で
は

漢
文
訓
読
の
独
自
性
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
見
る
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ら
う
。
（
傍
線
は
筆
者
）

と
、
説
明
す
る
。
『
三
宝
絵
詞
』
は
、
尊
子
内
親
王
に
と
っ
て
「
理
解
の
範

囲
の
中
に
は
あ
っ
た
言
語
」
で
あ
り
、
『
発
心
和
歌
集
』
は
選
子
内
親
王
の

「
「
表
現
」
語
柔
の
中
」
の
語
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
渡
辺
説
と
比
す
る
と
、

簡
単
に
過
ぎ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。



そ
し
て
、
傍
線
部
の
「
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、
漢
文
の
訓
読
文
の
忠

実
な
引
用
の
形
だ
け
に
限
定
し
、
」
と
さ
れ
る
の
も
、
筆
者
か
ら
す
る
と
、

限
定
し
過
ぎ
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
、
漢
文
訓
読
語
が
登
場
人
物
の
会
話
に
使
わ
れ
た
代
表

的
な
例
は
、
少
女
巻
で
、
タ
霧
の
大
学
進
学
の
儀
式
の
「
字
つ
く
る
」
儀
の

場
面
で
あ
る
。

「
東
の
院
」
に
舞
台
が
設
定
さ
れ
、
登
場
人
物
「
上
達
部
、
殿
上
人
」
の

紹
介
が
な
さ
れ
る
。
「
博
士
」
の
登
場
は
、
分
か
り
切
っ
た
こ
と
と
し
て
殊

更
に
書
か
れ
ず
、
次
の
文
の
直
前
に
「
臆
し
ぬ
べ
し
」
と
語
り
手
の
コ
メ
ン

ト
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
次
の
「
答
め
出
で
つ
h

を
ろ
す
」
の

動
作
者
は
、
「
博
士
」
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
、
続
い
て
そ
の
会
話
が
飛

び
出
す
の
で
あ
る
。

右
大
将
、
民
部
卿
な
ど
の
、
お
ほ
な
／
＼
土
器
取
り
給
へ
る
を
、
あ

さ
ま
し
く
嘗
め
出
で
つ
、
を
ろ
す
。
「
お
ほ
し
垣
下
あ
る
じ
、
は
な
は

だ
非
常
に
侍
り
た
う
ぶ
。
か
く
ば
か
り
の
し
る
し
と
あ
る
な
に
が
し

を
知
ら
ず
し
て
や
、
お
ほ
や
け
に
仕
う
ま
つ
り
た
う
ぶ
。
は
な
は
だ
お

こ
な
り
」
な
ど
言
ふ
に
、
人
、
く
み
な
ほ
こ
ろ
び
て
笑
ひ
ぬ
れ
ば
、
ま

た
、
「
鳴
り
高
し
。
鳴
り
や
ま
む
。
は
な
は
だ
非
常
也
。
座
を
退
き
て

立
ち
た
う
び
な
ん
し
な
と
、
を
ど
し
言
ふ
も
お
か
し
。

こ
の
一
節
の
博
士
の
会
話
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
は
な
は
だ
」
は
、
「
お

ほ
し
」
「
非
常
に
」
と
と
も
「
漢
文
訓
読
調
で
、
儒
者
ら
し
い
言
い
ま
わ
しL

（
本
文
の
引
用
に
用
い
た
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
の
脚
注
）
と
説
明
さ

『
三
宝
絵
詞
』
の
用
語
と
表
現
再
考

れ
、
管
見
で
は
、
他
の
注
釈
類
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
「
博
士
」
が
、
日

常
的
に
こ
の
よ
う
な
会
話
語
を
用
い
て
い
た
と
は
、
単
純
に
は
考
え
に
く

い
。
詳
し
く
は
（
注
四
）
の
拙
著
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
述
べ
た
い
こ
と
は
、
選
子
内
親
王
撰
の
『
発
心
和
歌

集
』
の
和
歌
で
の
漢
文
訓
読
語
の
使
用
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
、
『
賀
茂
保

（
誼
八
）

憲
女
集
序
』
の
散
文
で
の
使
用
で
あ
る
。
既
に
本
誌
の
前
号
で
述
べ
た
の

で
、
こ
こ
で
は
そ
の
本
文
の
一
部
を
引
用
す
る
。

し
き
し
ま
の
世
中
、
わ
が
み
か
ど
の
御
し
ぞ
く
、
く
に
の
う
ち
の
つ

か
さ
、
ち
ぢ
の
か
ど
す
ぎ
に
し
と
し
ご
ろ
、
な
ら
へ
る
月
日
の
な
か
に

も
と
む
れ
ど
、
我
が
身
の
ご
と
か
な
し
き
ひ
と
は
な
か
り
け
り
、
と
し

の
つ
も
る
ま
ま
に
物
お
も
ひ
し
げ
り
け
る
と
き
に
、
お
も
ひ
け
る
や

う
、
は
か
な
い
と
り
と
い
へ
ど
、
む
ま
る
る
よ
り
か
ひ
あ
る
は
、
す
だ

つ
こ
と
ひ
さ
し
か
ら
ず
、
は
か
な
い
む
し
と
い
へ
ど
、
と
き
に
つ
け
て

こ
ゑ
を
と
な
へ
身
を
か
へ
ぬ
な
し
、
か
か
れ
ば
、
と
り
む
し
に
お
と

り
、
木
に
お
よ
ぶ
べ
か
ら
ず
、
く
さ
に
だ
に
ひ
と
し
か
ら
ず
、
い
は
ん

や
ひ
と
に
な
ら
ば
ず
、
ち
は
や
ぶ
る
神
代
よ
り
、
ひ
と
を
ば
か
し
こ
き

も
の
に
し
け
る
ぞ
、
そ
ら
を
と
ぶ
と
り
と
い
へ
ど
も
、
み
づ
に
あ
そ
ぶ

い
を
と
い
へ
ど
も
、
は
り
を
ま
う
け
、
い
と
を
す
げ
て
、
そ
の
ま
な
こ

を
と
ぢ
て
、
ふ
か
き
，
つ
み
と
い
へ
ど
、
き
を
く
ぼ
め
、
か
ぢ
を
ま
’
つ
け

て
、
お
の
づ
か
ら
わ
た
り
ぬ
、
す
べ
て
か
ぞ
へ
ば
、
は
ま
の
ま
さ
ご
も
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た
ご
の
う
ら
な
み
も
か
ず
し
り
ぬ
べ
う
な
む
、
を
と
こ

さ
ま
に
し
た
が
ひ
、
あ
け
の
衣
と
し
ご
と
に
い
ろ
ま
さ
り
、

っ
た
な
き
ま
つ
に
す
む
た
づ
は
、
み
の
こ
ろ
も
と
し
ふ
れ
ど
い
ろ
を
か

へ
ず
、
の
ぞ
み
は
ふ
か
け
れ
ど
、
た
に
の
そ
こ
に
身
を
し
づ
む
る
こ
と

を
な
げ
き
、
あ
る
は
世
を
そ
む
き
、
の
り
に
お
も
む
い
て
こ
こ
ろ
を
ふ

か
き
山
に
い
れ
て
、
み
の
を
か
け
て
い
し
の
た
た
み
に
身
を
か
け
て
、

こ
け
の
こ
ろ
も
、
き
の
は
を
つ
き
に
し
て
、
ま
つ
の
は
を
く
ふ
、
こ
れ

は
よ
は
ひ
を
た
も
っ
と
き
き
た
り
、
・
：

っ
き
ぬ
べ
う
、

を
ん
な
、

〔
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
〕

こ
こ
に
は
、
一
重
傍
線
を
付
し
た
音
便
形
と
、
二
重
傍
線
を
付
し
た
漢
文

訓
読
語
が
混
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
号
の
拙
論
で
述
べ
た
考
え
を
繰

り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
賀
茂
保
憲
女
が
、
自
己
の
思
い
を
日
常
的
用
語
を

用
い
て
書
い
た
文
章
と
捉
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
偶
然
で
は
あ
る
が
、

《
佳
九
》

天
野
紀
代
子
「
仮
名
ぷ
み
に
よ
る
評
論
｜
『
賀
茂
保
憲
女
集
』
序
文
｜
」
が

前
号
の
拙
論
と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
に
は
、
漢
文
訓
読
語
・

和
文
語
と
い
っ
た
国
語
学
者
が
拘
る
術
語
は
一
切
用
い
て
い
な
い
。
筆
者
は

こ
の
序
文
に
関
す
る
限
り
天
野
論
文
の
論
述
の
仕
方
は
正
解
で
あ
る
と
考
え

る
。
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
昔
物
語
・
日
記
等
の
仮
名
文
に
関
し
て
は
、
前

述
し
て
き
た
よ
う
に
漢
文
訓
読
語
・
和
文
語
と
い
う
術
語
は
揚
棄
し
、
前
者

は
、
会
話
文
に
お
い
て
は
役
柄
語
、
地
の
文
に
お
い
て
は
動
画
的
表
現
を
な

す
用
語
と
い
う
考
え
方
を
繰
り
返
し
提
言
し
た
い
。

（
注
一
）
山
口
大
学
文
学
会
志
第
四
十
八
巻
（
平
成
九
〈
一
九
九
七
〉
年
）

（
注
二
）
ち
く
ま
学
芸
文
庫
（
平
成
一
二
〈
二
O
O
O
〉
年
）
と
し
て
再
刊
さ
れ

た
。

（
注
一
二
）
『
筑
紫
語
学
論
叢
』
平
成
一
三
〈
二
O
O
一
〉
年
所
収
。

（
注
四
）
平
成
一
一
一
〈
二
O
O
九
〉
年
笠
間
書
院

（
注
五
）
『
諸
本
対
照
三
宝
絵
集
成
』
に
な
ら
い
、
旧
関
戸
家
本
（
名
古
屋
市
博
物

館
本
）
を
含
む
。

（
注
六
）
テ
キ
ス
ト
は
、
『
諸
本
対
照
三
宝
絵
集
成
』
に
よ
る
が
、
句
読
点
・
濁

点
・
引
用
符
等
を
付
す
る
。

（
注
七
）
拙
著
『
平
安
時
代
和
文
語
の
研
究
』
笠
間
書
院
（
平
成
五
〈
一
九
九

一
二
〉
年
第
一
部
第
五
章

（
注
八
）
「
賀
茂
保
憲
女
集
序
文
の
語
集
と
築
島
裕
説
」
（
日
本
文
学
研
究
第
四
八

号
〈
平
成
二
五
年
・
二
O
一
三
〉
年
）

（
注
九
）
「
国
語
と
国
文
学
」
（
平
成
二
五
〈
二
O

二
ニ
〉
年
二
月
号
）
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