
翻
刻
『
俳
譜
歳
時
記
』
（
＋
）

播
　
本
　
眞
　
一

は

じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　

本
稿
は
、
「
翻
刻
『
俳
譜
歳
時
記
』
（
一
）
」
～
「
同
（
九
）
」
に
続
き
、

曲
亭
馬
琴
（
一
七
六
七
～
一
八
四
八
）
が
享
和
三
年
（
一
八
o
三
）
に

刊
行

し
た
『
俳
譜
歳
時
記
』
（
二
巻
二
冊
、
横
本
）
を
翻
刻
す
る
も
の

で

あ
る
。
今
回
は
紙
幅
の
都
合
で
、
下
冊
「
秋
之
部
」
百
五
十
三
丁
オ

モ
テ

六
行
目
か
ら
同
百
七
十
丁
ウ
ラ
五
行
目
ま
で
を
対
象
と
し
た
。
凡

例
な
ど
は
前
記
拙
稿
（
一
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

『
俳
諸
歳
時
記
』
翻
刻

俳
譜
歳
時
記
秋
之
部
　
江
戸
　
曲
亭
主
人
纂
輯

ほ

　
や
　
　
　
み
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

穂
屋
　
御
狭
山
祭
に
造
る
穂
屋
也
。
こ
の
祭
、
貞
徳
説
に
は
八
月
也
。

も
し
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

『
藻
汐
草
』
に
は
七
月
廿
日
と
す
。
『
増
山
井
』
に
は
七
月
廿
七
日
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
よ
く
し

ふ
、
此
説
多
し
。
廿
七
日
に
し
た
が
ふ
べ
き
欺
。
む
か
し
は
勅
使
を
立

　
　
　
　
　
ほ
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
よ
く
し
そ
ん
き
や
う
　
　
　
　
あ
ら
た
　
か
り
や
　
　
ま
う
け

ら
る
。
か
の
穂
屋
と
い
ふ
は
、
勅
使
尊
敬
の
為
、
新
に
仮
屋
を
設
た

　
　
　
　
　
　
　
よ
ふ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

る
也
。
今
も
そ
の
余
風
に
て
穂
屋
を
造
る
と
そ
。
『
新
式
秘
抄
』
に
云
、

穂
屋

つ
く
る
は
諏
訪
祭
の
こ
と
也
。
す
は
祭
は
年
に
七
十
五
度
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
さ
と
り

是
そ

の

一
ツ

也
o
み
さ
山
は
山
城
笠
取
の
近
所
也
と
い
ふ
説
あ
れ
ど
、

『
名
所
方
角
抄
』
『
歌
枕
秋
の
寝
覚
』
等
に
は
信
濃
と
す
。
『
春
雨
抄
』

に
、
刈
て
ほ
す
ほ
や
の
す
s
き
の
み
さ
山
に
か
ま
は
や
ふ
さ
や
み
た
か

　
　
　
　
　
　
す
ま
ひ
　
　
　
　
　
　
こ
と
り
つ
か
ひ

な
る
ら
ん
。
　
角
艇
　
［
漢
書
］
　
部
領
使
　
［
万
w
w
］
　
O
童
相
撲
、
辻

　
　
　
　
　
　
　

あ
た
り
　
　
　
ぎ
げ
い
　
き
し
や
　
く
ら
べ

角
力
。
○
両
々
相
当
て
力
を
技
藝
・
射
騎
に
触
（
u
n
五
十
1
1
1
オ
）

た

は

ふ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ

遇持
。
撤
に
纏
と
バ
ふ
。
運
・
牲
］
篇
は
閨
s
s
o
　
［
指
南
］

壮
士
裸
担
相
搏
て
勝
負
を
角
す
。
毎
群
戯
既
に
畢
れ
は
、
左
右
軍
太
鼓

　
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
か

を
雷
し
て
こ
れ
を
引
ク
。
豊
角
力
伎
の
遺
耶
。
［
文
献
通
考
］
『
史
記
』

し
ん
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
せ
ん
き
う
　
　
　
　
　
　
　
が
く
　
　
　
　
　
　
　
　
は
い
ゆ
う
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

秦
の
二
世
、
甘
泉
宮
に
在
り
て
楽
を
角
力
戯
・
俳
優
戯
を
な
す
。
漢
武

　
　
　
　
げ
　
す
い
に
ん
き

帝
、
こ
の
戯
を
好
む
。
即
チ
今
の
相
撲
p
t
o
　
［
事
原
］
『
垂
仁
紀
』
に
、

　
　
ノ
　
　
た
へ
ま
の
く
え
は
や
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
ノ
す
く
ね
　
　
　
　
　
い
ど
ま
　
　
　
　
　
く
え
は
や

大
和
国
当
麻
畷
速
と
出
雲
国
野
見
宿
禰
と
力
を
撲
し
む
。
蹟
速
、
野
見

　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ

　
　
　
　
　
　
あ
た
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み

に

勝
ツ

こ
と
能
ず
、
そ
の
腰
を
踏
折
ら
れ
て
死
せ
り
。
野
見
は
菅
家
の
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そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ぐ
く

祖

也
。
○
柏
原
天
皇
の
時
よ
り
、
代
々
の
天
子
皆
悉
相
撲
を
好
む
。

し
よ
う
く
わ
ん
　
　
　
　
　
せ
き
ぜ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の

貞
　
観
以
後
、
寂
然
と
し
て
無
事
也
。
今
聖
主
こ
れ
を
捨
ず
。
又
楽
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん

か

ら
ず
や
。
［
扶
桑
略
記
］
先
ツ
ニ
三
月
の
頃
、
大
将
以
下
、
陣
の
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
は

に

於

て
、
相
撲
使
の
こ
と
を
定
む
。
諸
国
七
道
に
遣
し
て
相
撲
人
を
召

す
。
こ
れ
を
部
領
使
と
い
ふ
。
『
公
事
根
源
』
に
云
〈
『
江
次
第
』
に
仁

寿
殿
東
庭
の
相
撲
と
あ
り
。
裏
書
に
云
、
南
殿
出
御
の
と
き
、
仁
寿
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
ご

に

於
て

召
合
の
抜
出
等
あ
り
〉
、
是
は
諸
国
の
供
御
人
〈
供
御
人
は
相

撲

を
奉
行
す
る
人
、
す
な
は
ち
諸
国
の
防
人
也
〉
を
召
集
め
て
、
七
月

に

相
撲
の
節
チ
と
い
ふ
て
、
天
子
の
御
覧
ず
る
也
。
先
ツ
十
六
七
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
よ
く
　
う
け
た
ま
は

間
に
召
仰
あ
り
。
上
卿
、
勅
を
奉
り
て
、
左
右
の
次
将
に
相
撲
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
ゑ
　
　
　
　
わ
か

る
へ
き
よ
し
を
召
仰
ら
る
。
左
右
の
近
衛
方
を
分
ち
て
国
々
へ
使
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ま
ひ

（百
五
十
三

ウ
）
下
し
て
相
撲
を
召
す
。
こ
れ
を
『
万
葉
』
に
こ
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
じ
ゆ
で
ん

使
と
い
へ
り
。
廿
六
日
に
内
取
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
仁
寿
殿
〈
『
江
次

第
』
裏
書
に
云
、
大
の
月
は
廿
六
日
、
小
の
月
は
廿
五
日
、
仁
寿
殿
の

東
庭
に

於
て
こ
れ
を
行
ふ
。
御
物
忌
の
と
き
、
清
涼
殿
に
お
い
て
こ
れ

あ
り
。
近
年
御
物
忌
を
申
す
と
き
の
義
と
い
ふ
也
。
内
と
り
は
な
ら
し

也
o
左
は
左
、
右
は
右
と
の
角
力
な
り
〉
に
出
御
な
る
。
左
右
の
角
力

人

〈東
庭
於
て
角
力
十
五
番
、
も
し
故
障
あ
る
と
き
は
仰
に
随
て
進
止

　
　
ふ
ど
し
　
　
　
　
　
　
　
つ
け
　
　
　
　
マ
マ
ダ
　

す
〉
檀
鼻
の
上
に
狩
衣
を
着
て
〈
延
元
三
年
『
江
記
』
に
云
、
角
力

人
三
十
人
、
次
第
行
列
。
そ
の
装
束
、
烏
帽
子
・
狩
衣
・
積
鼻
揮
也
。

差
紐
・
狩
衣
の
上
に
帯
を
着
、
下
衣
・
袴
を
着
す
。
徒
跣
左
右
お
の
く

111十
人
　
k
6
　
g
〉
　
1
度
に
角
力
と
り
て
勝
負
あ
り
。
廿
八
日
〈
大
の
月
廿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
し

八
九

日
、
小
の
月
廿
七
八
日
〉
召
合
セ
あ
り
く
裏
書
に
云
、
召
合
抜
出

は
、
左
右
相
撲
相
合
也
。
『
江
次
第
』
に
云
、
勝
方
乱
声
、
員
に
よ
る
。

左
勝
は

抜
頭
、
右
勝
は
納
曾
利
、
均
も
奏
す
。
往
年
最
手
時
を
決
す
。

左
員
勝
、
右
員
勝
の
と
き
は
、
右
先
つ
納
曾
利
を
奏
す
、
左
陵
王
を
奏

す
。
又
せ
ん
け
い
あ
る
と
き
は
他
の
舞
を
奏
す
〉
。
天
子
南
殿
に
出
御
、

わ

う
け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り

王
卿
参
上
す
。
大
将
、
相
撲
の
奏
を
執
る
。
十
七
番
取
て
勝
方
乱
声
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ま
ひ

り
0
又
廿
九
日
、
抜
手
と
て
角
力
を
す
ぐ
り
て
御
覧
せ
ら
る
s
也
。
神

亀
三
年
に

始

り
て
諸
国
よ
り
召
上
せ
ら
る
。
寛
平
七
年
に
は
童
相
撲
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
い
に
ん

御
覧
あ
り
。
す
べ
て
角
力
の
起
り
を
申
に
、
『
日
本
紀
」
垂
仁
天
皇
七

　
　
　
　
た
へ
ま
む
ら

年
七
月
、
当
麻
邑
に
勇
士
あ
り
、
云
云
。
○
延
喜
元
年
七
月
廿
八
日
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
や
う
き
で
ん

丑
、
童
相
撲
二
十
番
を
御
覧
、
綾
綺
殿
に
於
て
こ
の
事
あ
り
。
［
扶
桑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う

略
記
］
延
長
六
年
閏
七
月
、
童
相
撲
終
り
て
舞
を
奏
す
。
［
古
今
著
聞
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ま
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

助
手
、
最
手
、
加
手
な
ど
、
み
な
相
撲
に
い
ふ
所
也
。
助
手
、
こ
れ
を

　
　
　
ほ
　
て

脇

と
い
ふ
。
『
江
次
第
』
二
見
え
た
り
。
今
、
関
脇
な
ど
い
ふ
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
ま
う
け
　
　
　
　
か

ら
よ
り
名
を
設
た
る
歎
。
辻
相
撲
は
（
百
五
十
四
オ
）
公
事
に
あ
ら
す
。

い

つ

か

た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
く
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
り

何
方
に
も
あ
る
を
い
ふ
。
今
の
相
撲
の
類
也
。
こ
れ
も
内
裏
の
角
力

　
し
ゆ
ん
　
　
　
　
　

に

准
じ
て
秋
と
す
。
凡
相
撲
の
勝
負
を
定
る
者
を
行
司
と
い
ふ
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
い
し
ゆ

法
、
三
流
あ
り
。
播
州
、
東
坂
本
、
西
岡
是
也
。
又
相
撲
の
魁
首
を

関
と
い
ふ
。
次
を
関
脇
と
い
ひ
、
又
そ
の
次
を
小
結
と
い
ふ
。
そ
の
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
こ

は
み
な
前
頭
と
い
ふ
。
是
今
の
相
撲
の
称
呼
な
り
。
角
力
と
り
な
ら
ぶ

　
あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
ち

や
秋
の
か
ら
に
し
き
、
嵐
雪
。
鍛
冶
が
子
を
こ
よ
ひ
も
ま
つ
や
辻
相
撲
、

　
　
　
　
は
と
ふ
く
　
り
や
う
し
　
　
し
か

柳
居
。
　
鳩
吹
　
猟
師
の
鹿
を
ま
つ
に
、
人
を
呼
ん
と
に
も
、
又
人
に

鹿

あ
り
と
し
ら
せ
ん
と
思
ふ
に
も
、
手
を
合
せ
て
吹
く
を
鳩
吹
と
は
い

　
　
　
は
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か

ふ

也
。
鳩
と
い
ふ
鳥
の
鳴
く
に
、
鹿
の
声
の
似
た
る
ゆ
ゑ
也
。
又
秋
と
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つ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
え
し
ト

し
も
よ
め
る
は
、
鹿
の
秋
は
妻
を
こ
ふ
る
物
な
れ
は
、
笛
鹿
と
て
、
笛

　
　
し
エ

に

て

鹿
の

声

を
ま
ね
び
て
、
我
は
か
く
れ
て
待
こ
と
の
あ
る
也
。
［
奥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
さ
ね
　
　
　
　
　
　
　
か
り

義
抄
］
鳩
ふ
く
秋
、
是
仲
実
が
歌
也
。
狩
を
す
る
に
、
手
に
て
鳩
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
ひ
と

ね

を
す
る
也
。
［
八
雲
］
狩
人
の
鳩
を
と
ら
ん
と
て
、
手
を
合
せ
て
鳩

の

ま
ね
を
し
て
吹
く
を
い
ふ
。
［
歌
林
良
材
］
鳩
を
と
る
と
て
、
ま
ね

を
す
る
也
。
又
鹿
を
と
る
時
の
事
な
り
。
［
藻
汐
艸
］
秋
さ
か
り
に
な

け
ば
、
人
鳩
の
ま
ね
を
し
て
、
手
を
合
せ
て
鳩
の
声
の
や
う
に
吹
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く

す
也
。
［
袖
中
抄
］
諸
説
此
の
（
百
五
十
四
ウ
）
如
し
と
い
へ
と
も
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か

束

な
し
。
又
l
説
に
、
鳩
吹
は
鷹
を
と
る
に
や
、
人
鳩
の
ま
ね
を
し
て

あ
ざ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か

欺

き
み
ち
び
け
は
、
鷹
ば
か
さ
れ
て
と
ら
る
＼
を
い
ふ
と
い
へ
り
。
此

説
よ
ろ
し
。
亦
紹
巴
説
に
、
鳩
ふ
く
風
と
は
西
風
を
い
ふ
よ
し
い
へ
り
o

今
按
ず
る
に
、
『
堀
川
』
、
ま
ぶ
し
さ
す
さ
つ
を
の
身
に
も
堪
か
ね
て
鳩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
う

ふ

く
秋
に
声
た
て
つ
也
、
仲
実
。
前
の
説
二
は
み
な
こ
の
歌
に
て
注
せ

ら
れ
た
る
な
り
。
又
、
『
拾
玉
』
、
五
月
雨
に
ふ
り
し
む
空
も
哀
れ
也
は

と
吹
秋
の
風
な
ら
ね
と
も
、
慈
鎮
。
西
風
を
い
ふ
と
い
へ
る
説
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
ま
う
け

の

歌

よ
り
思
ひ
設
た
る
な
る
べ
し
。
し
か
れ
ば
は
つ
と
吹
く
風
に
て
、

　
　
ゐ

鳩
の
意
に
は
あ
ら
ざ
る
に
や
。
　
花
火
　
夏
た
る
べ
き
を
古
人
秋
と
す

　
　
　
　
　
　
つ
ま
び
ら
か

る
こ
と
い
ま
た
詳
な
ら
ず
。
漢
に
は
こ
れ
を
龍
火
と
い
ふ
。
そ
の

せ

い

　

　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
わ

製
、
原
は
炮
よ
り
出
た
り
。
　
扇
お
く
　
団
扇
置
ク
　
又
わ
す
る
＼
と

　
　
　
　
　
　
や
う
や
　
し
う
れ
い

い

ふ

も
秋
也
。
漸
く
秋
冷
に
な
り
て
扇
う
ち
わ
を
忘
る
s
也
o
　
稲
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
ひ
か
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稲
の
み
の
る
頃
、
し
ば
く
電
　
の
す
る
を
い
ふ
。
雷
は
雑
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
さ
き
　
は
じ

も
、
か
S
り
稲
つ
ま
を
い
ふ
。
　
編
米
田
畑
の
虫
送
リ
鰍
櫨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
で
　
は
ト
そ

俗
こ
れ
を
は
ぜ
と
い
ふ
。
檀
楓
柞
柞
の
森
は
山
城
に
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ぎ
　
う
て
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ぎ

雑
也
。
　
（
百
五
十
五
オ
）
荻
　
盧
荻
な
り
。
水
辺
に
生
ず
。
　
萩
　
剤

萩
、
も
と
あ
ら
の
萩
、
萩
殿
、
萩
の
戸
、
さ
s
れ
萩
、
萩
の
e
c
o
　
O
さ
、

　
　
　
　
　
こ
ま
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
け
つ
ち
ゆ
う

れ

萩

は
葉
の
細
な
る
を
い
ふ
。
萩
の
戸
は
禁
闘
中
に
あ
り
。

は

ぎ
　
　
　
　
　
は
ぎ
　
　
　
　
は
ぎ

鹿
鳴
草
　
［
和
名
抄
］
　
芳
子
　
［
万
葉
］
　
芳
宜
草
　
［
和
名
］
萩
は
嵩

　
ぞ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
え
　
　
　
　
く
れ
な
ゐ

の

属
也
。
し
か
れ
ど
も
誤
り
来
る
こ
と
久
し
。
○
古
枝
草
○
紅
艸
○

の

も
り

野
守
草
○
月
見
草
○
ね
か
ら
草
○
し
か
な
草
、
以
上
萩
の
異
名
也
。

し
う
か
い
た
う
　
　
ら
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
の
ひ
ふ
き

秋
海
巣

蘭
藤
は
か
ま
。
桔
梗
沢
き
s
や
う
、
ひ
と
へ
草
〈
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
’
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
か
ほ
　
1

上
〉
、
又
き
ち
こ
う
。
○
阿
里
乃
比
布
木
。
［
和
名
抄
］
　
牽
牛
花
　
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま
り
　
　
　
し
ゆ
ん
　
も
く
そ
く

を
あ
さ
か
ほ
と
よ
む
は
誤
也
。
舞
は
木
属
に
し
て
草
に
あ
ら
ず
。

と
う
い
ん
き
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
こ
し
　
こ
れ
い
な
か
　
　
　
　
お
よ
そ

陶
隠
居
が
『
本
草
注
』
に
云
、
牽
牛
子
、
此
田
舎
よ
り
出
ツ
。
凡
人

　
　
　
　
　
　
　
ひ
い
　
　
　
　
か
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
み
な
へ
し

こ
れ
を
と
り
牛
を
牽
て
薬
に
易
、
故
に
名
つ
く
。
　
女
郎
花
　
［
白
氏

　
　
　
を
と
こ
へ
し
　
せ
ん
お
う
げ

文
集
］
　
襟
と
ち
の
糀
　
墾
糀
　
観
音
草
　
翁
草
　
本
字
は
白
頭
翁
、
葉

　
し
や
く
や
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
き
り

は
筍
薬
の
ご
と
く
花
は
種
に
似
た
り
。
［
本
草
］
　
薬
師
草
　
弟
切
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
ト
ひ

（百
五
十
五

ウ
）
　
薬
師
草
也
。
伝
い
ふ
、
花
山
帝
の
朝
に
鷹
飼
あ
り
。

　
　
は
る
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
　
　
く
は
し
き
　
　
　
　
あ
た
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ず
つ
く

名
を
晴
頼
と
い
ふ
。
そ
の
業
に
精
こ
と
恰
神
の
如
し
。
鷹
傷
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ゆ
　
　
　
ひ

と
あ
れ
は
、
一
草
葉
を
採
て
以
こ
れ
に
傅
。
そ
の
疵
忽
チ
愈
。
秘
し
て

　
　
　
つ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ
か
　
　
　
　
　
　
も
ら
　
　
　
　
　
　
　
い
か
り

こ
れ
を
伝
へ
ず
。
家
弟
あ
り
、
私
に
こ
れ
を
洩
す
。
晴
頼
怒
て
家
弟

　
こ
ろ

を

殺
す
。
こ
s
に
於
て
人
、
鷹
の
良
薬
を
知
る
。
是
レ
よ
り
そ
の
草
を

　
　
　
　
　
な
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

弟
切
草
と
号
。
　
青
薬
　
弟
切
草
也
。
鷹
に
飼
ふ
よ
り
の
名
な
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
は
　
じ
き

『
鷹

三
百

首
』
　
に
定
家
卿
の
歌
あ
り
。
　
　
鳳
仙
花
　
益
母
草

て

ハ
マ

マ

を
　
ぐ
る
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
う
こ
ん
　
　
　
　
　
み
や
う
が
　
　
　
　
　
や
い
と

旋

覆

花

　
野
菊
　
欝
金
の

花
　
茗
荷
の

花
　

灸

花

　
千
梅
が

わ

く
が
せ
わ
　
　
　
　
　
　
ふ
た
ば
　
　
　
つ
る
く
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
こ

『
隻
櫨

輪
』
に
云
、
徽
な
る
蔓
草
に
花
ひ
ら
く
、
色
白
く
内
微
し
く
紅

　
　
く
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
　
　
て
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
い
と

也
．
茎
付
の
方
を
上
に
し
て
、
手
足
或
は
頬
に
点
す
れ
は
さ
な
が
ら
灸
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ぎ
す

の

如

し
。
小
児
、
戯
に
そ
の
花
を
身
に
点
し
て
灸
に
擬
、
故
に
名
つ
く
。

　
　
　
　
　
ま
ん
ず
さ
け
　
　
　
み
　
こ
が
ね
も
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

す

ま
ひ
草
　
曼
珠
沙
花
　
桃
の
実
　
金
桃
　
日
本
金
桃
あ
り
。
其
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
く
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
ゴ
　
た
ま

重
一
l
t
o
　
［
述
異
記
］
　
木
桂
　
俗
こ
れ
を
は
ち
す
と
い
ふ
。
　
意
＋
以
仁

く
さ
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
け
　
　
　
　
は
す
の
み
　
　
　
え
ん
じ
ゆ

蜀

漆
の
花
（
百
五
十
六
オ
）
　
木
瓜
の
実
　
蓮
実
飛
ぷ
　
塊
の
花

な
つ
め
　
　
　
　
　
　
　
し
ぶ
か
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
や
う
た
ん

裏
　
刀
豆
　
渋
柿
　
渋
と
る
、
新
渋
。
　
夕
か
ほ
の
実
　
青
瓢
箪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
の
こ
ろ
あ
は
　
ひ
い
で
　
な
　
　
　
　
ぎ
ぜ
ん

百
生
ひ

や

う
た
ん
、
千
な
り
瓢
箪
。
　
狼
尾
草
　
秀
て
成
ら
ず
。
難
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
　
　
　
　
　
　
く
き

と
し
て
田
に
あ
り
。
故
に
守
田
翁
の
称
あ
り
。
茎
葉
穂
と
も
に
粟
の
如

　
　
し
く
は
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
う
ね
ん
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
あ
は
　
　
く
ろ
ん
ほ
う

し
o
紫
黄
に
し
て
毛
あ
り
。
荒
年
採
て
食
と
す
。
　
　
秣
　
粟
奴

　
　
な
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
く
ば
い

粟
の
苗
の
穂
を
な
す
時
、
黒
煤
を
生
ず
る
を
い
ふ
。
　
稲
葉
の
雲
　
稲

の

穂
の
出
そ
ろ
ひ
た
る
也
。
　
稲
の
花
　
穂
を
い
ふ
に
や
。
い
ね
の
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
う
き

の

題
に

穂
を
よ
み
た
る
お
ほ
し
。
○
富
貴
艸
○
と
み
く
さ
○
と
ろ
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
く
　
　
　
　
　
　
む
し
ろ

以
上
稲
の
異
名
也
。
　
稲
む
し
ろ
　
稲
の
穂
な
み
の
青
々
た
る
が
莚
を

し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
わ
ら
　
　
　
お
り
　
　
　
む
し
ろ

布
な
ら
べ
た
る
や
う
に
見
ゆ
る
故
に
い
ふ
也
。
又
新
藁
に
て
織
た
る
莚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

を
も
よ
め
り
。
又
か
け
稲
と
て
、
木
の
枝
な
ど
へ
か
り
稲
を
か
け
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
よ
め

し
た
る
を
も
稲
莚
と
詠
り
。
『
万
葉
』
、
玉
ほ
こ
の
道
行
つ
か
れ
稲
む
し

ろ
敷
て
も
人
を
見
る
よ
し
も
か
な
、
人
丸
。
『
六
帖
』
、
稲
む
し
ろ
川
そ

ひ

柳
水
ゆ
け
は
お
き
ふ
し
す
れ
と
そ
の
ね
絶
せ
す
。
（
百
五
十
六
ウ
）

『
新
古
今
』
、
あ
ら
し
吹
岸
の
柳
の
稲
む
し
ろ
お
り
敷
浪
に
ま
か
せ
て
そ

見

る
、
崇
徳
院
。
『
同
」
、
秋
の
田
の
か
り
ね
の
床
の
稲
む
し
ろ
月
や
ど

れ

と
も
し
け
る
露
哉
、
大
中
臣
定
雅
。
大
か
た
こ
れ
ら
に
て
こ
s
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

べ

し
。
中
の
二
首
は
柳
を
稲
葉
の
そ
よ
く
に
見
た
る
と
も
聞
ゆ
。
　
早

せ

　

　

む

ろ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
は
し
ろ
　
　
　
　
　
　

稲

　

室
早
は
せ
　
今
式
に
、
五
畿
内
に
て
苗
代
の
床
を
室
と
い
ふ
。

は

　
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
な
へ

早
稲

を
田
に
移
す
時
、
室
に
引
残
し
た
る
苗
は
は
や
く
み
の
る
と
也
。

是
室
の

早
は

せ

な
ら
ん
と
老
圃
い
へ
り
。
又
『
和
歌
八
重
垣
』
に
、
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
な
へ

と
は
稲
の
名
な
り
。
こ
と
い
ね
よ
り
早
く
み
の
る
稲
也
。
よ
み
方
早
苗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
な
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
お
い

に

も
詠
り
。
『
堀
川
百
首
』
に
、
田
子
の
と
る
早
苗
を
見
れ
は
老
に
け

り
も
ろ
て
に
い
そ
け
室
の
早
わ
せ
〈
『
わ
く
か
せ
輪
』
『
い
と
切
歯
』
の

説
、
こ
れ
を
略
〉
。
　
二
百
十
日
　
立
春
の
日
よ
り
二
百
十
日
め
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
き
さ
つ
ば
つ
　
　
き
へ
ん
ど
う

こ
の
頃
秋
の
最
中
に
て
金
気
殺
伐
の
気
変
動
す
る
也
。
故
に
必
ス
風
雨

　
　
　
　
　
　
　
ち
う
と
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
う
み
ん
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
な

あ
り
。
こ
の
節
中
稲
の
花
さ
か
り
と
す
。
農
民
そ
の
花
を
損
は
ん
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ん
と
う

を
お
そ
る
。
又
二
百
廿
日
は
晩
稲
の
花
盛
と
す
。
　
二
十
六
夜
待
　
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
り
つ
こ
ロ
つ

戸
の

俗
、
今
月
廿
六
日
の
夜
、
月
の
出
に
三
尊
仏
の
影
向
を
拝
む
と
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
な
わ
　
　
　
　
く
ん

田
安
の
台
、
神
田
・
湯
嶋
の
社
地
、
江
戸
見
坂
、
品
川
、
高
輪
等
に
群

じ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
も
の
　
　
あ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ぎ
は

集

す
。
虫
売
、
　
果
、
飴
、
餅
、
い
ろ
く
の
商
人
来
り
て
賑
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
う
こ
う

俗
伝

に
、
こ
の
夜
の
月
中
三
尊
仏
の
影
向
（
百
五
十
七
オ
）
あ
り
と
い

　
　
　
　
じ
つ
　
　
げ
つ
く
わ

ふ
。
そ
の
実
は
月
華
な
り
。
三
尊
に
は
あ
ら
ず
。
　
初
嵐
　
虫
　
虫
聞
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

虫
売
。
○
此
月
夜
に
入
て
火
を
叢
間
に
点
じ
て
虫
を
と
る
。
こ
れ
を
虫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
の
う
こ
ち
う
　
か
ふ
　
　
　
　
き
り
き
り
す
き
り
き
り
す

を
ふ
く
と
い
ふ
。
と
り
得
て
後
、
紗
嚢
籠
中
に
養
也
。
　
養
　
蛭
蜂

［詩

経
］
き
り
く
す
鳴
や
霜
夜
な
ど
詠
る
は
み
な
蜷
蜂
也
o
今
の
俗

は
こ
れ
を
こ
ほ
ろ
き
と
い
ふ
。
　
ち
ゴ
ろ
虫
　
き
り
く
す
の
異
名
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
か
つ
き
む
し
　
　
は
た
お
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
ご

筆
つ
虫
　
同
レ
上
　
叩
頭
虫
　
姦
斯
　
促
織
も
又
同
じ
。
　
毒
姦

は
た
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ね
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ほ
ろ
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

聲
姦
　
今
の
俗
こ
れ
を
ば
つ
た
と
い
ふ
。
　
蜻
矧
　
［
和
名
抄
］
或
俗

ル

　
　
ト
　
　
　
ナ
ラ
　
く
つ
わ
む
し

作
レ
蝉
未
レ
詳
。
　
鍵
虫
　
馬
追
虫
　
養
に
似
て
ち
ひ
さ
し
。
　
秋
の

蝶
　
秋
の
蛍
　
［
伊
勢
物
語
］
と
ぶ
蛍
雲
の
上
ま
で
ゆ
く
べ
く
は
秋
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ま
き
り

ふ

v
と
雁
に
つ
け
こ
せ
。
　
残
る
蚊
　
蟷
螂
　
松
虫
　
鈴
虫
　
お
の
く

声
に

よ
り
て
名
づ
け
た
り
。
色
を
も
て
い
は
”
f
、
黒
き
は
松
む
し
、
あ
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き
ん
り

め

い

う
な
る
は
す
’
：
虫
也
。
賀
茂
の
神
官
、
虫
え
ら
み
し
て
禁
裡
院
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
が
へ

へ
奉
る
こ
と
ふ
る
く
よ
り
し
か
也
o
関
東
に
て
は
と
り
違
て
覚
侍
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
げ
ろ
ふ

［年
山
紀
聞
］
　
（
百
五
十
七
ウ
）
　
蜻
蛉
　
『
本
草
』
に
云
、
　
一
名
は

こ
り
　
　
　
　
か
け
ろ
ふ
　
　
　
と
ん
ほ
ふ
き
ゑ
ん
ば
　
さ
い
ひ
や
う

胡
黎
。
和
名
、
加
介
呂
布
［
和
名
抄
］
　
胡
黎
　
崔
豹
が
『
古
今
注
』

　
　
　
　
　
　
こ
り
　
　
　
き
ゑ
む
は

に

云
、
一
名
は
胡
離
、
和
名
木
恵
無
波
、
蜻
蛉
の
小
に
し
て
黄
な
る
も

の

也
。
［
和
名
抄
］
今
の
俗
は
や
ん
ま
と
い
ふ
。
又
今
か
げ
ろ
ふ
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
と
も
　
　
　
　
　
　
　
ち
へ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
に
し
へ

ふ

者

は
、
胡
黎
の
最
小
に
し
て
池
辺
に
飛
ぶ
者
也
。
　
古
か
げ
ろ
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
つ
ノ
へ
ほ
う
し

と
い
ふ
者
は
、
今
い
ふ
と
ん
ぼ
う
也
。
　
蛆
　
瞭
　
［
和
名
抄
］
小
蝉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
く
ら
し
　
ほ
う
て
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
つ

也
。
　
秋
津
虫
　
蜻
蛉
の
一
名
也
。
　
蝸
　
茅
蝿
E
I
O
　
1
名
は
聾
、
和

　
ひ
く
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
い
く
わ
　
　
　
　
か
ん
く
わ

名
比
久
良
之
。
［
和
名
］
　
冷
麦
　
あ
つ
麦
　
西
瓜
　
一
名
は
寒
瓜
。
○

　
　
　
　
　
　
　
せ
い
い
き
　
　
せ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
元
の
世
祖
、
西
域
を
征
す
る
の
後
、
此
種
中
国
に
入
る
。
［
五
雑
組
］

閨
竜
田
姫
秋
の
野
山
を
守
る
神
・
律
曇
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
り

楽
、
万
秋
楽
、
秋
風
楽
。
　
霧
　
霧
の
海
、
霧
の
芭
、
朝
霧
、
夕
き
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
ノ

胸
の

霧
、
霧
雨
。
　
霧
匂
ふ
　
『
日
本
紀
』
第
一
に
云
、
伊
弊
諾
尊

　
　
わ
が
う
む
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ピ
　
　
　
　
　
か
ほ
り
　
　
　
　
み
つ
　
か
な

日
、
我
生
と
こ
ろ
の
国
、
唯
朝
霧
あ
り
て
薫
こ
れ
に
満
る
哉
。
霧
も
匂

ふ

者
也
。
　
霧
た
ち
人
　
遠
く
な
り
行
人
を
い
ふ
。
　
露
　
し
ら
露
、

露

け
き
、
上
露
、
下
露
、
露
の
玉
、
袖
の
露
、
お
く
露
、
浪
　
o
測

ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま
り
か

の

露
、
『
増
山
の
井
』
に
出
た
り
。
泪
の
露
の
誤
欺
。
袖
の
露
は
な
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
む
　
　
ひ
や
ト
か
　
　
や
ト
さ
む
　
　
は
だ
　
　
　
　
　
さ
う
き

だ

也
。
（
百
五
十
八
オ
）
　
身
に
入
　
冷
　
良
寒
　
肌
さ
む
　
爽
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
ら

月
　
月
の
霜
、
月
の
雪
、
月
の
氷
、
し
ま
ぼ
し
。
　
月
の
桂
　
月
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
き

に

桂
あ
り
、
高
サ
五
百
丈
。
下
に
一
人
あ
り
、
常
に
こ
れ
を
研
る
。
樹

　
　
　
　
　
　
が
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
ご
う
　
せ
い
か

は

創
随
ひ

て
合
す
。
そ
の
人
、
姓
は
呉
、
名
は
剛
、
西
河
の
人
、
仙
を

　
　
　
あ
や
ま
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
き
ら

学
ぶ
。
　
過
あ
り
て
諦
し
て
樹
を
伐
し
む
。
［
酉
陽
雑
姐
］
月
の
桂
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
ら
を
と
こ

花

は
光
を
い
ふ
。
［
八
雲
御
抄
］
　
桂
荘
子
　
事
は
前
に
み
え
た
り
。

あ

い

の
う

『
撞
嚢
抄
』
『
太
平
御
覧
』
等
の
説
、
又
こ
れ
に
同
シ
。
　
さ
、
ら
へ
男

月
を
い
ふ
也
。
　
照
る
月
次
　
和
歌
に
月
を
詠
ず
る
こ
と
、
照
る
を
か

く
し
て
よ
め
り
。
『
古
今
集
』
に
、
源
の
順
が
歌
、
水
の
面
に
照
る
月

な
み
を
か
そ
ふ
れ
は
こ
ひ
よ
そ
秋
の
最
中
也
け
り
。
こ
れ
は
照
る
月
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
た
い
し

み

と
か
け
て
い
へ
る
な
れ
は
難
な
し
と
そ
。
　
新
月
　
韓
退
之
か
詩
に
、

　
　
　
タ
リ
　
ス
ル
ニ
　
マ
マ
タ
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く
ら
く
て
ん

新
月
似
レ
磨
レ
　
鏡
　
と
い
へ
る
は
三
日
月
也
。
白
楽
天
が
三
五
夜
中

　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
み
は
り

新
月
色
、
こ
れ
十
五
夜
也
。
　
　
弦
月
　
凡
七
八
日
を
上
弦
と
し
、
廿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く

二
三

日
を
下
弦
と
す
。
　
三
日
月
　
咄
な
り
。
　
玉
兎
　
月
三
日
に
醜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
な
り
け
つ
び

を
な
し
、
八
日
に
光
を
な
す
。
婚
蛛
体
就
穴
鼻
（
百
五
十
八
ウ
）
〈
穴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
　
き
ざ

は

決
也
。
穴
鼻
は
兎
を
い
ふ
〉
始
て
萌
す
。
［
易
乾
馨
度
］
玉
兎
婚
蛤

ソ

テ

　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
ノ

遠

不
レ
知
［
白
氏
文
集
］
　
銀
免
　
清
露
冷
浸
銀
免
影
。
［
惰
場
帝
詩
］

ク
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
と
　
　
れ
い
と
　
　
　
　
　
　
キ
　
　
　
ヲ

引
二
玄
免
於
帝
台
一
。
［
謝
荘
月
賦
］
　
玄
免
　
霊
免
　
素
月
抱
二
玄
鳥
一
、

　
　
　
ク
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
さ
ぎ
　
か
へ
る

明
月
懐
二
霊
免
　
。
［
傅
玄
］
月
中
に
免
と
嬉
の
あ
る
は
何
ぞ
や
。
月
は

い

ん

　
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
し
か
　
　
　
　
　
な
ら
び
　
ラ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
な
が

陰
也
。
蜷
蛛
は
陽
也
。
而
も
免
と
並
明
也
。
陰
の
陽
に
繋
る
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
あ
け

［五
経
通
義
］
『
法
苑
珠
林
』
の
説
略
ス
。
　
在
明
　
十
五
日
以
後
の
よ

　
　
ま
さ
ふ
さ

し
、
匡
房
の
『
往
生
伝
』
に
あ
り
。
［
八
雲
］
有
明
の
月
は
、
暁
か
け

て

よ
ぢ
出
る
末
の
月
に
て
候
。
廿
日
よ
り
う
ち
の
月
も
残
る
月
に
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
け
ん

び

て

は
在
明
と
申
べ
き
よ
し
、
先
賢
申
伝
候
な
り
。
［
桂
明
抄
］

さ
い
せ
い
め
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ

哉
生

明
　
哉
は
始
也
。
前
の
月
大
な
れ
は
初
二
日
明
始
て
生
じ
、
前
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
ほ
う

小
な
れ
は
三
日
に
明
初
て
生
ス
。
　
既
望
　
十
六
日
の
月
也
O
　
［
書
経

　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秦
誓
註
］
日
月
相
望
む
、
こ
れ
を
望
と
い
ふ
。
既
二
望
ム
は
十
六
日
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く
ニ
マ
　
　

［察
氏
集
伝
］
　
哉
生
　
魂
　
　
［
尚
書
］
十
六
日
也
。
月
の
照
ら
さ
る
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に
　
　
　
　
　
　
　
き
せ
い
は
く
ハ
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
そ

所
を
魂
と
い
ふ
。
　
既
生
　
魂
　
　
［
同
上
］
十
七
日
な
り
。
　
暉
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
か
さ

［文
選
註
］
月
光
也
。
　
金
波
　
［
前
漢
書
］
同
レ
上
o
　
月
の
量
　
立
待

月
　
十
七
夜
也
。
［
藻
汐
艸
］
　
一
説
に
立
待
は
七
夜
ま
ち
と
て
、
和
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
に
ち
　
　
は
い
と
う

十
七
夜
よ
り
廿
三
夜
ま
で
七
観
音
の
（
百
五
十
九
オ
）
会
日
に
配
当
し

　
　
　
　
　
ほ
ん
ち
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う

て
、
月
待
の
本
地
供
を
修
す
。
十
七
夜
に
は
立
待
と
称
し
て
、
月
の
出

　
　
　
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
ん

る
ま
で
供
せ
ず
し
て
拝
す
る
よ
り
い
へ
り
。
居
ま
ち
も
こ
れ
に
准
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
し
ま
ち

し
る
べ
し
と
い
へ
り
。
　
居
待
月
　
十
八
日
也
。
［
藻
汐
艸
］
　
臥
待
月

ね

ま
ち
、
ふ
し
待
廿
日
の
月
p
t
O
　
［
八
雲
］
［
源
氏
若
菜
下
］
永
徳
の
こ

ろ
、
為
重
卿
廿
日
月
と
い
ふ
題
に
て
、
か
ぞ
ふ
れ
は
廿
日
の
月
の
臥
ま

ち
も
猶
宵
の
間
は
過
て
出
に
き
。
○
臥
ま
ち
月
を
『
八
雲
』
に
廿
日
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん

と
遊
さ
れ
候
へ
ど
も
、
望
月
に
よ
り
て
廿
日
月
に
詠
ん
は
不
審
な
く
候

へ
と
も
、
月
の
百
首
題
な
ど
に
は
十
九
日
の
月
な
り
。
［
桂
明
抄
］
又

一
説

に
、
臥
ま
ち
月
は
十
九
夜
の
月
也
。
亦
寝
待
月
と
も
い
ふ
。
　
廿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
け

日
亥
中
　
廿
日
の
月
亥
の
正
刻
に
出
ツ
。
　
更
ま
ち
月
　
廿
日
の
月
也
。

　
　
　
　
　
じ
よ
う
が
　
げ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
こ
う
が
　
　
ぬ
す

［藻
汐
艸
］
　
常
蛾
　
弄
、
不
死
の
薬
を
西
王
母
に
請
ふ
。
麺
蛾
、
窺
み

ふ

く
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
い

服

し
て
月
中
に
走
る
。
［
准
南
子
］
嬬
蛾
は
葬
が
妾
也
。
不
死
の
薬
を

ぬ

す

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
ん
に
よ

楡
て
月
中
に
走
る
。
こ
れ
を
蜷
蛛
と
い
ふ
。
［
天
文
志
］
　
真
如
の
月

し
や
う
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
ぜ
う

清

浄
真
如
は
雲
外
の
月
の
如
し
。
［
法
花
玄
義
］
衆
生
の
真
如
仏
性
は

　
　
ほ
ん
な
う
　
つ
シ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ま
　
　
　
よ
ご
れ
　
　
た
と
へ

常
に
煩
悩
に
包
れ
な
が
ら
、
そ
の
体
も
少
し
も
染
ら
す
汚
ず
、
喩
は
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
は

の

雲
に

（百
五
十
九

ウ
）
掩
れ
て
も
、
月
の
体
は
常
に
清
く
明
ら
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
に
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
も
う
　
　
　
　
　
　

る
が
如
し
。
こ
れ
を
真
如
の
月
と
い
ふ
。
真
と
は
不
妄
の
義
、
如
と
は

　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
う
ざ
う
　
　
は
な
　
　
　
　
ふ
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
が
　
た

不
異
の

義

な
り
。
真
の
故
に
一
切
の
妄
想
を
離
れ
、
不
異
の
故
に
我
他

ひ

し
　
さ
べ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ね

彼
此
の
差
別
な
し
と
そ
。
　
心
の
月
　
胸
の
月
　
共
に
清
き
こ
s
ろ
也
。

　
　
ス
レ
バ
カ
　
　
ノ
ニ
リ

o
観
想
　
我
心
月
輪
上
有
二
梵
字
一
。
［
十
八
道
行
用
］
　
盃
の
影
　
盃

の

光
な
ど
よ
そ
へ
た
ら
は
秋
た
る
べ
し
。
表
の
月
y
t
待
ツ
o
　
［
御
傘
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が
い
　
き
の
ね
　
か
む
　
な
い
し
じ
ゆ
こ
ん
　
　
　
た
と

月
の
鼠
　
黒
白
の
二
鼠
あ
り
。
互
に
樹
根
を
誓
、
及
至
樹
根
は
命
に
喩

　
　
　
　
　
　
　
　
ち
う
や
　
　
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
へ

へ
、

黒
白
の
二
鼠
は
昼
夜
に
喩
ふ
。
［
讐
喩
経
］
無
常
の
喩
に
、
人
虎

　
お
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ち
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ

に

逐
れ

て
野
中
の
井
に
陥
ら
ん
と
し
て
、
岸
の
草
を
ひ
か
へ
、
底
を
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ま

れ

は
、
毒
蛇
口
を
開
キ
て
飲
ん
と
す
。
又
、
黒
白
の
二
鼠
か
は
る
く

　
　
　
　
　
　
　
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
い

こ
の
草
の
根
を
食
ふ
。
せ
ん
す
べ
な
く
て
毒
蛇
の
為
に
害
せ
ら
る
s
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ

う
あ
く
　
ざ
い
こ
う

也
。
是
、
虎
は
平
生
造
悪
の
罪
業
、
黒
白
の
鼠
は
日
月
の
過
る
也
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
る
ぎ

れ
を

月
の
鼠
と
い
ふ
。
『
楼
炭
経
』
の
文
也
。
［
奥
義
抄
］
　
月
の
剣

　
　
　
　
　
か
た
ち
　
と
う
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま

三

日
月
の
形
を
刀
劔
に
た
と
へ
た
る
也
。
又
満
月
を
壁
に
も
た
と
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
こ
う
ゑ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
そ
う
　
　
じ
　
　
　
　
き
う

月
の
都
　
月
宮
殿
　
羅
公
遠
、
開
元
中
、
玄
宗
に
侍
し
て
宮
（
百
六
十

　
　
　
　
　
も
て
あ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
　
　
　
　
　
い
な

オ
）
中
月
を
翫
ぶ
。
公
遠
云
、
月
中
に
至
ら
ん
と
要
す
る
や
否
。
則

　
　
　
　
　
　
く
う
　
　
　
　
　
　
な
げ
う
つ
　
く
わ

チ

杖
を
取
り
て
空
に
向
ヒ
て
榔
。
化
し
て
大
橋
と
な
る
。
そ
の
色
、

　
　
　
　
　
こ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ば

銀
の

如

し
。
請
て
同
じ
く
登
り
ゆ
く
こ
と
数
里
、
清
光
目
を
奪
ひ
、
寒

　
　
　
お
か
　
　
　
　
つ
い
　
　
　
ぜ
う
け
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

気
人
を
侵
す
。
遂
に
大
城
闘
に
至
る
。
公
遠
云
ク
、
此
月
宮
殿
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
ん
く
わ
ん
い

仙
女
数
百
を
見
る
。
素
練
寛
衣
に
し
て
、
広
庭
に
舞
ふ
o
帝
問
フ
、
是

　
　
　
　
　
　
　
　

げ
い
し
や
う
う
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
よ
な
か

何
の
曲
ぞ
。
日
ク
、
寛
裳
羽
衣
の
曲
s
s
o
　
［
逸
史
］
　
真
夜
中
　
廿
三
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
い
し
ば

也
。
子
の
二
刻
に
出
て
、
午
の
二
刻
に
入
る
。
子
は
夜
中
也
。
　
椎
柴

　
　
　
　
　
　
み
　
　
ま
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ゆ
み
　
　
　
　
　
　
み

椎
の
葉
　
椎
の
実
　
柾
　
柾
と
正
木
の
か
つ
ら
と
杜
仲
と
そ
の
子
相
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ゆ
み

て
分
別

し
が
た
し
。
葉
は
正
木
の
か
つ
ら
と
杜
仲
に
似
て
大
小
あ
り
。

柾
に
は
似
ず
。
正
木
の
か
つ
ら
は
篤
信
の
説
に
し
た
が
ふ
べ
き
欺
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
い
　
　
せ
ん
さ
く

か

れ

と
も
冷
泉
殿
と
宗
瑚
の
あ
ら
そ
は
れ
し
こ
と
あ
れ
は
、
強
て
穿
馨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

せ

で

も
や
み
ぬ
べ
し
。
『
後
撰
』
の
歌
、
又
俊
頼
の
深
山
の
落
葉
に
て

一 84一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ん
せ
い

木
の
部
に
定
ら
る
s
と
い
へ
れ
は
、
い
よ
く
杜
仲
の
一
種
、
蔓
生
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ん
せ
い
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
　
　
の
ほ
　
　
　
　
　
み
き
ふ
と

も
の
な
る
べ
し
。
或
人
云
、
蔓
生
に
て
木
に
椅
て
登
れ
ど
も
幹
太
く
草

　
　
　
　
　
　
　
ぞ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
う
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
き

に

類
せ
ず
。
木
の
属
也
。
日
光
山
近
辺
の
林
に
往
々
あ
り
と
そ
。
　
芒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ん

『
和
名
抄
』
に
薄
を
す
＼
き
と
訓
ず
。
し
か
れ
ど
も
『
楚
辞
』
注
に
、

　
　
　
ル
ヲ
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
す
ご
き

草
木
交

日
レ
薄
と
あ
れ
は
い
か
’
：
に
や
。
（
百
六
十
ウ
）
　
　
薄
　
［
和

　
　
　
　
お
に
す
べ
き
　
　
じ
ち
ん
　
　
　
　
　
か
や

名
抄
］
　
鬼
芒
　
時
珍
云
、
葉
茅
の
如
く
に
し
て
長
サ
四
五
尺
、
甚

く
わ
い
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ぶ
　
　
　
　
　
ほ
う
と
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ま
す
べ
き
　
　
　
　
　
お
も
て

快
利
に
し
て
人
を
傷
る
こ
と
鋒
刀
の
如
し
。
　
績
芒
　
葉
の
面
、
縦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
の
す
パ
き

に

白
文
あ
り
。
　
鷹
の
羽
す
、
き
　
篠
芒
　
し
の
す
s
き
は
し
げ
き
芒

也
。
し
の
に
物
思
ふ
と
詠
る
も
、
し
げ
く
物
思
ふ
也
。
宗
祇
説
に
、
し

　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ

の

ぶ

芒
二
て
穂
に
出
ぬ
を
い
ふ
と
い
ふ
は
誤
也
。
　
籏
芒
　
花
す
＼
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た

t
i
o
　
［
袖
中
抄
］
は
た
芒
と
は
穂
の
か
た
ち
籏
を
さ
＼
げ
た
る
や
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
ほ
　
す
ト
き

る
す
＼
き
を
い
ふ
と
能
因
申
け
る
。
［
万
葉
裏
書
］
　
十
寸
穂
の
芒
　
穂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
エ

の

長
く
て
一
尺
ば
か
り
あ
る
を
い
ふ
。
ま
す
か
ゴ
み
を
『
万
葉
』
に
十

す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
そ
　
ほ

寸
鏡
と
書
る
に
て
心
得
べ
し
。
［
無
名
抄
］
　
麻
苧
穂
の
芒
　
ま
そ
ほ
の

　
　
　
ま
　
そ

糸
真
麻
の
こ
s
う
と
も
い
ふ
。
又
す
と
そ
と
か
よ
へ
は
、
ま
す
ほ
、

ま
そ
ほ
共
に
同
じ
。
『
堀
河
百
首
』
俊
頼
朝
臣
の
歌
、
花
す
s
き
ま
そ

ほ
の
糸
を
く
り
か
け
て
絶
ず
も
人
を
お
も
ほ
ゆ
る
哉
。
す
s
き
の
穂
の

長

て
、
糸
な
ど
の
乱
れ
た
る
や
う
な
る
也
。
『
無
名
抄
』
に
も
此
歌
を

　
　
　
　
ヨ
パ
　
ザ
　
　
　
　
　
　
す
は
う

引
り
。
　
ま
そ
う
の
芒
　
真
の
蘇
紡
と
い
ふ
ご
s
ろ
（
百
六
十
一
オ
）

　
　
　
　
　
　
　
す
べ
き

な
り
。
色
ふ
か
き
芒
の
名
に
や
。
○
越
前
色
の
濱
に
て
詠
る
、
西
行
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ

汐
の
ま
に
ま
す
う
の
小
貝
拾
ふ
と
て
い
ろ
の
濱
と
や
い
ふ
に
や
あ
ら
ん
。

　
　
　
　
　
く
づ
　
　
　
　
　
し
の
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
わ
す
れ

［無

名
抄
］
葛
の
葉
忍
草
忍
草
、
忘
草
、
同
苔
也
。
檜
の
葉
に

似
た
る
を
し
の
ぶ
草
と
い
ふ
。
一
ツ
葉
に
似
た
る
を
忘
草
と
い
ふ
は
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち

也
o
さ
れ
ど
、
さ
の
み
草
の
形
な
ど
を
た
つ
ね
て
詮
な
し
。
ロ
ハ
一
草
二

名
也
。
こ
の
分
に
て
置
べ
し
。
［
玄
旨
闘
疑
抄
］
『
大
和
物
語
』
に
は
忍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
ひ
ら

忘
草
同
物
と
い
へ
り
。
但
わ
ら
く
と
あ
る
は
わ
す
れ
草
也
。
業
平
が

こ
は
し
の
ぶ
也
と
い
へ
る
も
、
別
物
と
こ
～
ろ
う
べ
し
。
忍
は
細
長
に

し
て
、
星
の
や
う
な
る
物
の
あ
る
也
。
［
八
雲
］
星
の
あ
る
は
一
ツ
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

に

似

た
る
も
の
な
り
。
四
時
凋
ま
ず
。
わ
ら
び
に
似
た
る
は
冬
枯
る
s

　
　
　
　
　
も
り
　
　
の
き
し
た
　
　
つ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
た
　
　

也
。
今
盆
に
盛
て
蒼
下
に
釣
も
の
是
也
。
　
蔦
　
松
羅
又
お
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
せ
を
　
へ
ん
け
い
　
　
け
い
と
う

草
花

色
草

秋
の
千
く
さ
也
。
　
野
の
花
芭
蕉
弁
慶
艸
鶏
頭

げ
　
　
か
る
か
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
つ
き
　
　
と
う
か
ら
し
　
　
　
た
ば
こ
　
　
か
ほ
ち
や

花
　
苅
萱
　
臆
来
紅
　
鬼
燈
　
番
撤
　
若
姻
草
　
東
捕
塞
瓜
（
百
六

　
　
　
　
　
へ
ち
ま
　
ほ
う
ふ
う
　
か
も
う
り
　
　
　
　
　
　
も
う
せ
ん

十
1
ウ
）
　
布
瓜
　
南
瓜
　
冬
瓜
　
か
も
は
毛
謡
の
和
名
也
。
こ
の
瓜
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
の
こ
ろ
く
さ

冬
に

至
れ

は
白
毛
あ
り
て
託
に
似
た
り
、
故
に
名
つ
く
。
　
狗
尾
草

は

じ
か
み
　
　
　
　
　
き
や
う
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
つ
さ
へ
が
　
　
お
ん

萱工

　

今
の
姜
の
字
を
用
ひ
、
　
剰
我
の
音
と
す
。
い
ま
だ
そ
の
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も

所
を
し
ら
ず
。
［
E
i
l
1
1
1
］
　
芋
　
芋
魁
、
芋
の
子
、
青
芋
、
唐
の
芋
、

　
　
　
　
　
は
す
い
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
か
し
ら
　
　
　
く
り
　
　
　
　
ゑ
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
は
た
け

螺
芋
。
　
蓮
芋
　
水
中
に
生
ず
る
も
の
。
　
栗
芋
　
蓮
芋
の
一
種
、
圃

ほ

ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
ね
い
も
　
　
　
　
　
　
　
た
う
　
　
　
　
　
　
　
い
み
な
　
　
　
さ
け

に

生
ず

る
也
。
　
薯
積
　
は
じ
め
唐
の
代
宗
の
謹
預
を
辟
て
薯
薬
と

　
　
　
　
　
　
　
や
ま
の
い
も

　
　
　
　
ゑ
い
そ
う
　
い
み
な
し
よ
　
　
さ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
く

改

む
。
又
英
宗
の
謹
署
を
辟
て
山
薬
と
改
ム
。
　
長
芋
　
薯
預
の
属

　
　
　
ぬ
か
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
も
　
　
　
　
あ
や
ま

也
o
　
零
余
子
　
薯
積
の
子
也
。
　
黄
独
　
今
俗
誤
り
て
こ
れ
を

か

し
ゆ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ん
く
り
　
か
き

何
首
烏
と
い
ふ
。
　
牛
房
引
　
菓
　
椎
の
実
、
榎
の
実
。
　
団
栗
　
柿

つ
ざ

み

　

　

　

　

　

　

　

き
ち
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
じ
ゆ
く
　
　
あ
ま
き
　
　
み
つ

娯

柿
青
き
時
、
器
中
に
入
レ
置
キ
、
自
然
に
紅
熟
す
。
甘
こ
と
蜜

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
は
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
に
よ
ど
う
　

の

如

シ
。
［
庖
本
］
　
甜
柿
　
十
夜
柿
　
毎
年
、
京
誓
願
寺
真
如
堂
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
り
　
お
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ぶ
　
　
　
　
　
い
し
ば
い

夜
の

法
事
中
、
盛
に
行
は
る
、
故
に
こ
の
名
あ
り
。
渋
柿
を
以
石
灰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
ば
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た

（百
六
十
ニ
オ
）
或
は
蕎
麦
楷
の
灰
汁
に
浸
し
、
二
三
日
に
し
て
と
り

　
　
　
　
　
　
　
あ
ぢ
は
　
か
ん
　
　
へ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
り

出
し
て
食
ふ
。
味
ひ
甘
に
変
ず
。
下
品
也
。
　
白
柿
渋
柿
を
以
枝
を

一
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つ
な
き
　
さ
ら
　
か
は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
ば
　
　
　
　
　
　
　
わ
ら
　
　
も
つ

つ

ら
ね
、
或
は
糸
に
繋
て
晒
し
乾
す
。
は
じ
め
蕎
麦
か
ら
、
稲
藁
を
用

　
ほ
う
し
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
び

て

包

宿

し
て
よ
く
霜
を
生
ず
。
預
州
西
条
の
産
、
甘
美
也
。
備
州
こ

　
　
つ
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
ろ

れ
に

亜
。
濃
州
及
び
尾
州
の
蜂
屋
柿
は
長
サ
三
四
寸
あ
り
。
　
胡
盧
柿

ま
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
が
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ね
り

豆
柿

　
同
上
　
干
柿
也
．
山
城
宇
治
に
出
ツ
。
　
木
練
柿
　
摂
州

　
マ

マ

　

い

め
し
、
京
御
所
柿
と
い
ふ
を
以
木
ね
り
と
す
。
　
御
所
柿
　
大
和
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
は
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
は
し
　
に
た
り

御
所
村
よ
り
出
ツ
。
樹
淡
の
上
品
な
る
物
。
　
木
淡
　
似
柿
　
御
所

　
　
　
　
　
　
お
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち

柿
に

似
て
少
し
劣
れ
り
。
　
伽
羅
柿
　
形
小
に
し
て
長
く
筆
の
形
に

　
　
　
　
　
　
い
な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ぶ

似

た
り
。
　
田
舎
柿
　
是
塔
柿
歎
。
形
円
く
大
に
し
て
味
渋
し
。
よ
り

さ
は
し
　
　
　
　
　
イ
ニ
　
　
　
　
　
す
き
と
ほ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
が
り
　
に
く
ち
う
ち
ん
こ
う

て
琳
柿

と
す
る
也
。
　
透
徹
柿
　
形
長
く
円
、
少
し
尖
、
肉
中
沈
香

も
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
く
　
　
　
　
　
え
ん
ざ

理
の

如

く
に
し
て
味
ひ
甘
美
、
是
も
伽
羅
柿
の
属
也
。
　
円
座
柿
　
形

　
　
こ
へ
　
ま
る
　
し
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
に
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
る
ぬ
き
　
　
　
こ
れ

大
に
肥
、
円
く
箒
の
附
と
こ
ろ
肉
起
り
痩
を
な
す
物
。
　
樽
抜
柿
是
、

さ
は
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
だ
し

琳

柿

也
o
関
東
の
俗
、
こ
れ
を
樽
抜
と
い
ふ
。
蓋
酒
樽
中
に
入
れ
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
く
　
い
ひ
　
　
　
　
さ
る
か
き
　
ぶ
と
う

て

（百
六
十
ニ
ウ
）
渋
を
脱
の
謂
な
り
。
　
君
遷
子
　
葡
萄
柿
　
上
に

　
　
　
あ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
き
も
ち

同
し
o
味
美
也
と
い
へ
ど
も
食
用
と
せ
す
と
い
ふ
。
　
柿
饒
　
黄
柿
に

べ
い

ふ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
の
　

米
粉

を
和
し
、
襖
蒸
を
な
し
、
小
児
に
与
ふ
。
食
し
て
下
血
・
下
利

　
や
　
　
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
き
な
ま
す
　
　
さ
る
さ
け
　
　
さ
る
　
こ
の
み

を
止
む
効
あ
り
。
［
和
三
］
　
柿
檜
　
猿
酒
　
猴
、
菓
を
取
り
て
山
中

　
　
　
う
ろ
　
　
　
　
　
か
ん
ふ
く
　
く
ぼ
か
　
　
　
　
　
　
た
く
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
く

樹
木
の
虚
、
或
は
］
品
腹
の
凹
な
る
所
に
貯
へ
置
、
数
日
の
後
熟
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
う
く

酒
の

如

く
味
甚
タ
甘
美
也
。
こ
れ
を
猿
酒
と
い
ふ
。
猟
者
、
往
々
見
て

ぬ
す

み

　
　
　
　
　
　
　

な
　
し
　
　
い
ぬ
こ
ろ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
わ

窟
食
ス
。
　
梨
子
　
犬
殺
　
［
和
三
］
そ
の
大
な
る
も
の
周
り
一
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
い
　
　
　
　
い
ぬ

四
五
寸
、
北
国
尤
多
し
。
奥
羽
秋
田
の
産
、
他
州
に
倍
す
。
狗
、
樹
下

　
　
　
　
　
　
　
お
ち
あ
た

に

あ
り
て
梨
子
堕
中
る
と
き
は
忽
死
す
、
故
に
名
つ
く
。
　
紅
瓶
子
梨

へ
い

じ
　
か
た
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
く

瓶
子
の
形
に
て
赤
く
、
そ
の
肉
白
し
。
　
観
音
寺
梨
　
近
江
の
芦
浦
観

　
　
　
　
　
　
　
　
す
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

音
寺
よ
り
出
ツ
。
微
し
く
赤
く
、
甚
大
な
ら
す
、
漿
多
し
。
味
甘
く
し

　
　
　
　
き
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち

て
、
口
中
消
る
が
如
し
。
　
松
尾
梨
　
形
観
音
寺
梨
に
似
て
雪
の
如

　
　
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く

く
、
漿
少
く
甘
し
。
奥
州
会
津
の
中
松
尾
の
産
也
。
今
洛
の
人
家
所
々

　
つ
ぎ
え

に

接
得

て
、
頂
妙
寺
柿
と
一
双
と
す
と
い
ふ
。
　
水
梨
（
百
六
十
三
オ
）

　
　
　
　
　
か
つ
し
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
梨
に

似
て
褐
色
也
。
梨
に
数
種
あ
れ
と
も
水
梨
、
青
梨
に
過
ず
。

ま
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

円
梨
　
青
梨
の
種
類
に
て
、
大
く
皮
う
す
く
色
青
し
て
甘
美
也
。
　
空

が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
る

閑
梨
　
肥
前
の
産
、
極
め
て
大
也
。
色
少
し
く
赤
シ
。
そ
の
味
ひ
円
梨

　
つ
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
ふ

に

亜

な
り
。
　
を
ふ
の
浦
梨
　
苧
生
の
浦
、
伊
勢
也
o
歌
に
か
た
枝
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
　
　
　
つ
ぶ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
の
み

す
よ
し
詠
り
。
　
妻
梨
　
具
に
は
軒
の
つ
ま
な
し
と
い
ふ
。
　
鹿
梨

　
　
　
　
　
　
い
み

な
し
と
い
ふ
を
忌
て
、
あ
り
の
み
と
呼
ぶ
に
や
。
　
山
梨
　
同
上
。

け
ん
ほ
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
ほ
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

枳

槙
　
正
字
は
白
石
李
、
蓋
シ
枳
槙
は
実
の
名
の
み
。
そ
の
実
大
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら

大

豆
の

如

し
o
こ
れ
を
食
へ
は
少
し
く
梨
の
味
ひ
あ
り
。
小
児
、

ほ

う
　
マ
マ
　
そ
う
は
な
ふ
さ
が
　
　
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
け
つ
　
　
う
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

痘

　

瘡
鼻

閉
る
者
、
こ
れ
を
以
そ
の
鼻
穴
を
穿
つ
。
　
新
米
新

藁
、
籾
挽
、
今
年
米
。
　
稲
干
ス
　
稲
扱
、
稲
刈
、
稲
舟
、
懸
稲
。

わ

ら
　
　
も
み
ひ
く
　
　
こ
と
し
　
　
　
　
　
も
る
い
ほ
り
　
　
　
　
　
コ
ク

田
の
色
　
田
の
庵
　
田
を
守
庵
也
。
　
小
田
守
ル
　
山
田
守
、
晩
稲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
ひ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　
　
か

守
。
　
そ
ほ
つ
　
今
の
人
玄
賓
僧
都
の
事
を
仮
借
し
て
僧
都
と
書
は
仮

な名
違
へ
り
。
僧
都
は
そ
う
つ
也
。
『
古
今
集
』
に
そ
ほ
つ
と
よ
め
り
。

つ
ゆ

　
　
　
　
ぬ
れ

露
雨
に
濡
そ
ぼ
つ
よ
り
の
名
也
〈
猶
末
に
注
ス
〉
。
　
鳴
子
（
百
六
十

　
　
　
　
と
り
お
ど
し
　
　
　
　
　
　
　
な
る
さ
を
　
は
じ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
ト
　
し

三

ウ
）
　
鳥
劫
　
引
噸
　
鳴
竿
　
弾
　
［
和
三
］
　
案
山
子
　
［
伝
燈
録
］

o
い

に

し
へ
三
曇
の
世
・
人
死
て
撤
ん
く
敵
職
塞
せ
ず
。
毎
に
猷
繋
を

　
　
　
　
　
　
　
ち
う
や
　
　
す
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
じ
う
　
く
ら
ふ

以

し
、
こ
れ
を
中
野
に
投
。
孝
子
、
そ
の
禽
獣
の
食
を
み
る
に
忍
ず
、

だ

ん

　

　

　

　

　

　

　

が
い

ふ

せ

　

　

　

　

　
か

弾
を
作
り
て
こ
れ
を
守
り
、
禽
獣
の
害
を
防
く
。
按
ず
る
に
、
弾
は
案

シ
　
し
　
　
　
　
　
　
で
ん
ほ
　
　
　
　
　
　
わ
ら
に
ん
ぎ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
じ
う

山
子
な
り
。
田
圃
の
中
、
草
偶
人
を
し
て
弓
を
持
し
め
、
以
鳥
獣
を

お

ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
せ
ん
　
　
　
げ
ん
ひ
ん
　
　
　
　
　
あ
と
　
　
み
ん
か
ん

劫

す
も
の
也
o
　
O
備
中
国
湯
川
寺
の
玄
賓
僧
都
、
　
を
民
間
の
奴
に
く
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て
う
し
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
と
め

ら
ま
し
、
田
に
在
て
稲
を
守
り
、
鳥
雀
を
驚
す
を
以
業
と
す
。
今
に

　
　
　
て
う
じ
や
く
　
　
　
　
　
わ
ら
に
ん
ぎ
や
う
　
　
そ
う
つ

至

り
て
鳥
雀
を
驚
す
努
　
霊
を
僧
都
と
い
ふ
。
［
和
三
］
○
鳴
子
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り

引
板
は
、
鳥
雀
来
る
と
き
縄
を
以
こ
れ
を
引
ケ
は
、
鳴
て
鳥
驚
き
去
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

又

『
万
葉
拾
穂
抄
』
に
、
板
に
木
を
添
へ
縄
を
つ
け
て
引
な
ら
し
、
鹿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
つ
ね

を
お
ど
ろ
か
す
も
の
と
も
い
へ
り
。
○
鳴
竿
は
、
躬
恒
『
秘
蔵
抄
』
に
、

さ
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ふ

樟
の
先
に
鳴
子
を
着
、
片
山
里
に
粟
と
い
ふ
も
の
を
作
り
、
猿
を
逐
よ

し
し
N
P
せ
り
O
　
O
そ
ほ
つ
は
、
『
古
今
栄
雅
抄
』
に
、
田
の
お
と
ろ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ふ
つ
　
　
　
　
か
く

し
に
す
る
人
形
と
い
へ
り
。
或
は
添
水
な
ど
書
は
後
の
人
の
わ
ざ
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
ふ
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
わ
い

古
く
は
、
そ
ほ
つ
或
は
曾
富
津
な
ど
書
り
。
『
和
三
』
の
説
は
附
会
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
き
し
め
　
　
　
　
　
　
　
や
き
　
　
　
　
す
つ

と
る
へ
か
ら
ず
。
　
焼
吊
馬
の
尾
を
焼
て
田
に
棄
れ
は
鹿
（
百
六
十

　
　
　
　
　
　
　
か
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
ひ
　
や

四

オ
）
そ
の
香
を
嗅
て
田
を
は
ま
ぬ
な
り
。
［
枝
折
萩
］
　
鹿
火
屋
　
説
々

　
　
　
　
　
　
　
し
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
へ
　
　
　
　
　
　
　
ち
り
ほ
こ
り

あ
れ
ど
、
山
田
に
猪
鹿
の
つ
く
所
に
小
き
屋
作
り
て
、
塵
埃
何
く
れ

　
く
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ふ
り

の

嗅

き
も
の
に
火
を
く
ゆ
ら
し
、
姻
を
た
て
て
鹿
を
や
ら
ひ
や
る
と
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
け

得
べ
し
。
或
は
香
火
屋
、
又
置
蚊
屋
な
ど
、
字
を
か
り
て
書
る
所
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ご

る
に
よ
り
、
ま
ど
ふ
人
も
あ
れ
ど
、
用
ふ
へ
か
ら
ず
。
又
火
の
字
濁
り

　
　
　
　
　
げ
ん
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ど

て

よ
み
て
、
顕
昭
が
飼
屋
の
説
に
迷
ふ
べ
か
ら
ず
、
と
御
釈
に
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
べ
ふ
く
　
　
わ
た
ざ
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
け

［年
山
紀
聞
］
　
木
綿
取
ル
　
桃
吹
　
綿
実
、
桃
の
如
く
四
ツ
に
裂
て
、

中
よ
り
白
綿
を
出
す
。
こ
れ
を
も
＼
ふ
く
と
い
ふ
0
　
鹿
　
一
千
年
に

　
　
さ
う
ろ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

し
て
蒼
鹿
と
な
り
、
又
百
年
に
し
て
白
鹿
と
化
し
、
又
五
百
年
に
し
て

げ
ん
ろ

く
あ
を

玄
鹿
と
な
る
。
［
格
物
論
］
　
か
せ
き
　
［
日
本
紀
］
鹿
を
い
ふ
。
○

く
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

『
秘
蔵
抄
』
に
、
す
＼
か
と
は
牝
鹿
を
い
ふ
。
す
が
る
と
は
牡
鹿
を
い

ふ
。
『
奥
義
抄
』
に
す
か
る
と
は
鹿
を
い
ふ
、
云
云
。
又
さ
そ
り
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
す

ふ
虫

を
す
が
る
と
い
ふ
。
『
万
葉
』
、
春
さ
れ
は
す
が
る
鳴
野
の
ほ
と
s

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ち

ぎ
す
ほ
と
く
妹
に
あ
は
ず
き
に
け
り
。
是
蜂
也
。
『
八
雲
御
抄
』
に
、

は

ち蜂
を
も
す
が
る
と
い
へ
ど
小
鹿
を
以
本
説
と
す
。
愚
按
ず
る
に
、
諸
説

か

く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
ち
う

此
の

如
し
と
い
へ
ど
も
、
み
な
誤
に
や
。
契
沖
う
し
の
『
雑
記
』
に
云
、

鹿

は
し
s
と
も
か
せ
き
と
も
い
へ
り
。
し
か
、
か
せ
き
、
丑
ハ
に
『
日
本

紀
』
に
見
え
た
れ
ど
、
歌
に
は
し
か
と
の
み
詠
り
。
す
が
る
は
さ
そ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ち

と
（
百
六
十
四
ウ
）
い
ふ
蜂
な
る
を
誤
り
て
鹿
と
お
も
へ
り
。
『
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
こ

紀
』
第
十
四
に
見
え
た
り
。
加
茂
翁
の
『
頭
書
』
に
云
、
今
歌
集
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
が
る
な
す
　
　
　
　
　
あ
や
ま

す

が

る
な
く
秋
の
萩
は
ら
と
あ
る
は
、
媒
吉
蹴
鳴
て
ふ
語
を
誤
り
て
な
く

と
書
し
よ
り
、
後
の
人
は
か
s
る
こ
と
は
し
ら
ね
ば
、
萩
に
つ
き
て
す

か

る
は
鹿
ぞ
と
い
へ
る
也
け
り
。
『
万
葉
』
に
、
す
が
る
な
す
野
の
ほ

と
＼
ぎ
す
、
と
あ
る
に
て
し
ら
る
。
『
万
葉
』
に
、
な
す
と
い
ふ
語
に

な
す
　
　
な
す

成
、
鳴
な
ど
の
字
を
か
り
た
る
を
し
ら
で
也
。
『
紀
』
に
、
如
五
月
蝿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
は
　
へ
　
な
　
す

を
さ
ば
へ
な
す
と
よ
む
は
、
『
古
事
記
』
に
五
月
蝿
奈
須
と
あ
る
を
以

也
o
是
に
て
し
る
へ
し
。
○
『
古
今
集
』
よ
み
人
し
ら
ず
、
す
か
る
鳴

　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
を
し
か

秋
の
萩
原
霧
た
ち
て
旅
行
人
を
い
つ
か
と
は
ま
た
ん
。
　
狭
牡
鹿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
を
し
か
　
　
　
げ
ん
そ
う

『
和

名
抄
』
に
、
牡
鹿
和
名
佐
乎
之
加
。
○
『
顕
宗
天
皇
紀
』
に
、
牡

　
　
こ
ぎ
　
　
　
さ
を
し
か
　
　
　
　
　
さ
を
　
　
　
　
さ
　
さ
　
　
さ

鹿
、
此
に
云
フ
左
鳴
子
加
、
和
訓
の
意
狭
雄
鹿
に
て
、
狭
は
狭
山
・
狭

の

　
　
　
　
　
　
ぞ
へ

野

な
ど
、
添
て
い
ふ
詞
也
。
［
和
字
正
濫
要
略
］
馬
琴
云
、
今
の
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
を
し
か
　
さ
を
し
か

小

男
鹿
、
樟
鹿
に
作
る
。
『
万
葉
』
第
八
に
、
樟
牡
鹿
、
竿
牡
鹿
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
く
ん
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
を

あ
り
て
、
樟
、
竿
と
も
み
な
佐
の
訓
に
借
り
た
り
。
又
同
集
に
、
小
牡

し
か
　
　
か
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
へ

鹿

と
書
る
は
ち
ひ
さ
き
鹿
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
小
は
添
て
い
ふ
詞
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
め
の

り
0
今
は
小
な
る
鹿
と
お
も
ふ
人
お
ほ
か
り
。
　
夢
野
の
鹿
　
『
摂
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ろ
う

国
風
土
記
』
に
云
、
雄
伴
郡
に
夢
野
あ
り
。
父
老
伝
へ
て
い
ふ
、
昔
刀

一 87一



　
　
　
を
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま

我
野
に

牡
鹿

（百
六
十
五

オ
）
あ
り
。
そ
の
嫡
と
此
野
に
居
る
。
そ
の

せ

う
　
　
め
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
し
か
　
　
し
は
く
　
　
　
　
　
ゆ
き

妾
の
牝
鹿
、
淡
路
国
野
嶋
に
居
る
。
彼
牡
鹿
、
　
屡
野
嶋
に
往
て
妾
と

　
　
　
　
い
く
ほ
ど
な
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
い
た
ん

相
愛
す
。
　
既
　
し
て
牡
鹿
来
り
て
嫡
の
所
に
宿
す
。
明
旦
、
牡
鹿
そ

　
つ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
せ
　
　
ふ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
い
ひ
　

の

嫡
に

語

り
て
云
、
今
夜
吾
背
に
雪
零
お
け
り
と
見
き
、
又
ひ
　
つ
、

　
　
　
　
お
ひ
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
　
　
ま
た

す
s
き
草
生
た
り
と
見
き
、
此
夢
何
の
祥
ぞ
。
そ
の
嫡
、
復
夫
の
妾
の

　
　
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
は
　
さ
う
　
　
　
　
せ

所
に

向
往
へ
き
こ
と
を
悪
ム
。
乃
チ
詐
り
相
し
て
云
、
背
の
上
草
生

　
　
　
や
は
い
せ
う
　
い
　
　
　
　
　
ふ
る
　
し
ほ
に
く
　
ぬ
る
　
　
な
ん
ぢ

る
は
、
矢
背
上
に
射
る
の
祥
、
又
雪
零
は
白
塩
宍
に
塗
の
祥
。
汝
淡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ト
し
ん
　
ま
た
ゆ
く

路
嶋
に
渡
ら
は
、
必
ス
船
人
に
射
ら
れ
て
海
中
に
死
ん
。
　
謹
で
復
往

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
れ
ん
　
　
た
へ
　
　
　
　
ま
た

こ
と
な
か
れ
。
そ
の
牡
鹿
、
感
恋
に
勝
ず
、
復
野
嶋
に
渡
る
。
海
中
行

　
　
あ
ふ
て
　
　
つ
い
　
　
い
こ
ろ

船
に

逢
遇
、
終
に
射
死
さ
る
。
故
に
、
此
野
を
名
づ
け
て
夢
野
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
を
し
か
　
ゆ
め
み
　
　
　
　
　
し
か
ぐ

俗
説

に
、
刀
我
野
に
立
る
真
牡
鹿
も
夢
相
の
ま
S
に
、
云
云
。
契
沖
う

し
云
、
『
仁
徳
紀
』
に
、
菟
餓
野
の
鹿
の
夢
の
事
は
あ
れ
ど
、
そ
れ
よ

り
夢
野
と
い
ふ
よ
し
は
み
え
ず
。
こ
れ
に
よ
り
て
夢
野
と
も
よ
む
べ
し
。

　
　
　
　
か
た
ぬ
く
　
　
　
ま
さ
ふ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

［河
社
］
　
肩
抜
鹿
　
匡
房
卿
の
歌
に
、
か
く
山
の
は
＼
か
ゴ
下
に
う
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
タ

と
け
て
肩
ぬ
V
鹿
は
妻
こ
ひ
な
せ
そ
。
『
旧
事
紀
』
第
二
に
云
、
復
令
ニ

　
ト
ミ
ノ
ト
ヲ
ツ
オ
ヤ
　
ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
　
　
　
イ
ン
ヘ
ノ
　
　
ノ
フ
ト
タ
マ
ノ
　
ヲ
　
　
　
ヌ
　
　
キ
　
ノ

中
臣
　
　
祖
天
児
屋
命
・
忌
部
祖
天
太
玉
命
一
、
内
二
抜
天
香
久
山
之

サ

ヲ
　
ヲ
テ
ノ
　
　
ヲ
ム

真
牡
鹿
之
肩
一
而
取
二
天
香
久
山
之
波
波
加
一
而
令
レ
占
　
。
『
古
事
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ぼ
ね

の

説
、
こ
れ
に
お
な
じ
。
神
代
に
は
鹿
の
肩
骨
を
（
百
六
十
五
ウ
）
抜

て

う
ら
な
ひ
け
る
也
。
は
＼
か
の
木
は
、
『
和
名
抄
』
に
云
、
桜
桃
一

名
朱
桜
〈
和
名
波
々
加
、
一
名
爾
波
佐
久
良
〉
。
『
延
喜
式
』
に
云
、
凡
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ト
り

年
中
御
卜
料
、
波
々
加
木
皮
は
、
大
和
国
有
封
の
社
に
仰
て
採
て
こ
れ

　
た
て
ま
つ
　
　
　
　
も
み
ち
　
　
　
　
　
し
か

を
進
ら
し
む
。
　
紅
葉
鳥
　
［
蔵
玉
］
　
十
六
　
［
万
葉
］
　
斑
龍
　
錦

馬
　
共
に
鹿
の
異
名
也
。
　
鹿
笛
　
猟
者
、
鹿
を
と
ら
ん
為
に
笛
を
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
み
ち
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
う

き
、
鹿
の
声
を
ま
ね
び
て
、
牡
鹿
を
導
く
也
。
鹿
笛
、
そ
の
形
銀
杏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ざ

葉
の
如
し
。
鹿
の
袋
角
を
以
こ
れ
を
作
り
、
掩
ふ
に
鹿
の
腹
こ
も
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
な

皮

を
以
す
。
乃
チ
小
竹
箆
の
如
き
も
の
に
糸
を
附
ケ
て
、
笛
の
前
に
繋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら

ぐ
。
そ
の
吹
ん
と
す
る
と
き
に
、
箆
を
以
笛
の
内
を
払
ふ
。
是
露
払
歎
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
け

左
右
の
指
を
笛
の
両
脇
に
着
、
お
し
た
は
め
る
が
如
に
し
て
、
こ
れ
を

な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

鳴
ら
す
。
そ
の
笛
の
音
を
聞
て
牝
鹿
也
と
し
、
牡
鹿
の
来
り
、
う
た
る
＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ご
か
き
　
　
　
　
　
　
た
は
た

也
o
牝
鹿
は
き
た
ら
ず
。
　
鹿
垣
　
鹿
を
田
圃
へ
入
れ
じ
と
て
、
垣
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
き
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り

す
る
な
り
。
　
鹿
狩
　
伏
義
氏
、
人
に
を
し
へ
て
始
て
狩
を
な
さ
し
め
、

き
ん
じ
う
　
　
か
り
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
い
　
　
の
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ピ
い

禽
獣

を
駆
逐
ふ
て
、
そ
の
害
を
除
け
り
。
そ
の
＼
ち
、
賢
王
相
続
て

　
　
で
ん
り
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
り
や
く

四

時
田
猟
し
て
、
民
の
害
を
す
く
ふ
o
本
朝
、
雄
略
天
皇
か
つ
ら
き

　
　
み
か
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
　
　
　
　
　
く
さ
か
は
た
さ

山
に
狩
し
て
、
み
つ
か
ら
大
鹿
を
獲
給
ひ
し
に
、
草
香
幡
稜
姫
〈
雄
略

　
　
　
　
　
　
い
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
も
の

の

后
〉
こ
れ
を
諌
め
給
へ
は
、
帝
悦
て
（
百
六
十
六
オ
）
人
は
そ
の
獣

　
え
　
　
　
　
ち
ん
　
　
　
　
　
う
ま
し
　
　
え

を
得
つ
、
朕
は
そ
の
美
言
を
得
し
、
と
の
た
ま
ひ
し
こ
と
な
ど
あ
り
。

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

藻
に
住
ム
虫
　
和
布
の
り
な
ど
に
付
た
る
小
海
老
や
う
の
も
の
＼
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
　
　
か
る
も

こ
れ
を
い
ふ
。
［
勢
語
註
］
わ
れ
か
ら
と
は
、
蛋
の
刈
藻
に
つ
き
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
く

こ
の
虫
我
か
ら
と
身
を
ほ
ろ
ぼ
す
よ
り
名
つ
く
る
也
。
［
栄
雅
抄
］
『
約

げ

ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
か
ら

言
』
に
い
ふ
所
、
古
歌
に
詠
ず
る
わ
れ
か
ら
な
る
べ
し
、
藻
に
付
て
殻

　
　
　
　
　
か
ひ
　
　
　
　
　
わ
れ
か
ら
　
　
ゐ

の

1
片
な
る
螺
あ
り
。
分
殻
の
意
也
。
［
大
和
本
草
］
わ
れ
か
ら
は
雑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ご
ず

也
o
鳴
と
い
へ
は
秋
な
り
。
［
増
山
井
］
　
虹
矧
鳴
ク
　
孟
夏
始
て
出
、

　
　
ち
つ
け
つ

仲
冬
蟄
結
す
。
雨
ふ
る
時
は
先
ツ
出
ツ
。
晴
る
＼
と
き
は
夜
鳴
く
。
或

　
　
　
　
け
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
り
　
　
　
　
　
　
い
な
ご

は
い
ふ
、
結
す
る
時
よ
く
化
し
て
百
合
と
な
る
。
轟
姦
と
穴
を
お
な
じ

　
　
　
し
ゆ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
く
は
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
う
い
ん
ど
せ
い
　
　
　
ノ

う
し
て
雌
雄
と
な
る
。
故
に
郭
撲
が
賛
に
云
、
駈
矧
土
精
無
心
虫
、

ま
し
は
る
　
　
　
わ
か
　
た
ず
　
　
　
　
　
　
ね
ふ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
は

交

に

以
不
レ
分
、
轟
姦
に
睡
、
こ
れ
也
。
今
、
小
児
陰
腫
る
＼
こ
と
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け
い
げ
ん
ほ
う

あ
れ
は
、
以
こ
の
物
に
吹
る
＼
と
す
。
『
経
験
方
』
に
云
、
蛆
矧
人
を

　
　
　
か
た
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ゆ
ひ
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の

吹

ク
形
大
風
の
如
し
。
眉
髪
皆
落
ツ
。
　
蓑
虫
鳴
ク
　
父
恋
し
　
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き

み

の

虫
の
声
也
と
そ
。
蓑
む
し
と
斗
は
雑
也
。
　
鴫
　
正
字
は
鷺
、
一

　
し
ぎ
　
　
　
　
　
　
こ
ん
こ
う
　
　

に

田
鳥
に
作
る
。
今
俗
、
混
合
し
て
鴫
と
す
。
『
和
三
』
に
云
、
鴫
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ね
ぐ
ろ
　
　
　
き
び
　
　
　
　
き
あ
し

四

十
八
品
あ
り
。
○
真
鴫
○
ほ
ど
鴫
○
胸
黒
鴫
○
黍
鴫
○
黄
脚
鴫
○
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
ら
　
　
　
　
し
や
く

女

鴫
（
y
m
六
十
六
ウ
）
　
O
羽
斑
鴫
○
杓
鴫
○
山
鴫
○
遠
音
鴫
○
木
雀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ぎ
　
　
は
ね
が
き

鴫
○
草
鴫
等
、
み
な
其
中
の
名
也
。
　
鴫
の
羽
掻
　
鴫
は
羽
を
掻
こ
と

の

し
げ
き
も
の
也
o
百
羽
か
き
と
は
い
ふ
也
。
［
奥
義
抄
］
『
古
今
』
、

暁
の
鴫
の
羽
か
き
百
羽
か
き
君
が
こ
ぬ
夜
は
わ
れ
ぞ
数
か
く
、
詠
人
不

　
　
　
う
づ
ら
　
　
　
　
　
　
が

ま
け
　
　
　

知
。
　
鶉
　
○
鶉
羅
○
鶉
篭
○
蝦
墓
化
し
て
鶉
と
な
る
。
［
准
南
子
］

　
　
　
　
マ
マ
い
　
　
　
　
　
　
あ
み
　
　
　
　
　
　
　
ち
ひ
　
　
　
あ
し
み
ち
か
　
　
　
　
　
め
す
　
　
　
　
　
さ
へ
づ

鶉
に

あ
ひ
ふ
と
い
ふ
あ
り
。
形
小
さ
く
脚
短
し
。
是
雌
な
り
、
噂
ら

　
　
　
　
　
　
し
ゆ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
ら
こ
ろ
も

ず
。
　
片
鶉
　
雌
雄
そ
ろ
は
ぬ
を
い
ふ
。
　
鶉
　
衣
　
短
き
衣
也
。
○

し
　
か
　
　
い
へ
ま
つ
し
　
こ
ろ
も
け
ん
じ
ゆ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ず
　
　
　

子

夏
、
家
貧
、
衣
懸
鶉
の
如
し
。
［
太
平
御
覧
］
賜
伯
労
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ず
　
　
は
や
に
ゑ
　
　
も
ず

或
は

百
舌
鳥
に

作

る
。
　
鴫
の
草
ぐ
き
　
鴫
の
早
費
　
鴫
の
草
ぐ
き
と

は
、
鴫
の
r
m
く
　
’
：
る
と
い
ふ
也
。
『
万
葉
』
に
、
あ
し
引
の
山
べ
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
こ

れ
は

ほ

と
s
ぎ
す
木
の
間
た
ち
く
ぎ
鳴
ぬ
日
は
な
し
。
又
、
山
吹
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
マ
は
　

し
げ
み
た
ち
く
ゴ
鶯
の
声
を
聞
ら
ん
君
を
と
も
し
も
。
木
の
間
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ

く
き
、
と
い
ふ
詞
に
、
旦
ハ
吉
と
書
り
、
草
旦
ハ
吉
と
同
じ
。
彼
は
時
鳥
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
ら
マ

木
の
間
く
ざ
る
と
い
ひ
、
是
は
鴫
の
草
く
ゴ
る
と
聞
え
た
り
。
今
按
ず

る
に
、
此
歌
の
心
は
、
関
は
春
は
い
と
も
鳴
ざ
れ
は
、
鴫
の
t
a
く
　
’
7
る

こ
と
は
み
え
ず
と
も
、
我
は
君
が
あ
た
り
を
見
や
ら
ん
と
よ
め
る
は
、

ロ
ハ
見
え
ず
と
い
は
ん
斗
を
と
る
也
。
［
袖
中
抄
］
『
仙
覚
抄
』
に
、
鴫
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
　
　
　
　
　
　
　
な
け

秋
冬
（
百
六
十
七
オ
）
な
ど
は
木
草
の
末
に
居
て
鳴
る
が
、
春
に
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
く
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み
か

ぬ

れ

は
草
の
下
に
潜
り
て
み
え
ざ
る
如
く
、
君
が
を
し
へ
し
栖
も
霞
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
め

く
れ
に
見
え
ず
と
も
我
は
見
や
ら
ん
、
と
詠
る
に
や
。
○
『
万
葉
』
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
す

者

不
レ
詳
、
春
さ
れ
は
伯
労
鳥
の
草
ぐ
き
見
え
ず
と
も
我
は
見
や
ら
ん

君
が

あ
た
り
は
。
『
奥
義
抄
』
に
、
昔
あ
る
男
、
野
を
行
て
女
に
あ
ひ

ぬ
。
と
か
く
か
た
ら
ひ
つ
き
て
、
そ
の
家
を
問
フ
に
、
女
、
鴎
の
居
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
マ
ち
　

る
草
ぐ
き
を
さ
し
て
、
吾
家
は
か
の
草
く
き
の
す
げ
に
あ
た
り
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ぎ

里
に

あ
り
、
と
を
し
ゆ
。
男
、
後
に
必
ス
尋
ぬ
へ
き
よ
し
を
契
り
て
去

り
ぬ
O
そ
の
s
ち
、
心
に
は
思
ひ
な
か
ら
、
君
に
つ
か
へ
ま
つ
り
て
、

私

を
か
へ
り
み
る
に
い
と
ま
な
く
て
、
ゆ
か
ず
な
り
ぬ
。
次
の
年
、
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
し
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
び
へ

ま
く
あ
り
し
野
に
ゆ
き
て
、
教
し
草
を
み
る
に
、
霞
こ
と
く
く
葺

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ね
も
す
　
　
　
　
　
　
む
な

て

す
べ
て
見
え
ず
。
終
日
な
が
め
空
し
く
帰
り
ぬ
と
い
へ
り
。
こ
の

『
奥
義
抄
」
の
説
は
、
『
万
葉
』
の
歌
よ
り
ま
う
け
な
せ
し
也
o
又
草
く

　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
せ

き
を
草
茎
と
お
も
ひ
誤
り
た
る
説
あ
り
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
載
ず
。
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ
　
　
カ
タ
ナ
マ
タ
　
ク
　
キ
　
シ
　
コ

按
ず

る
に
、
『
古
事
記
』
に
自
二
我
手
俣
一
久
岐
之
子
也
、
云
云
。
こ
の

く
　
き
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た

久
岐
之
と
い
ふ
詞
は
手
の
俣
よ
り
く
ゴ
り
し
と
い
ふ
こ
と
也
。
草
ぐ
き
、

是
に

て

も
お
も
ふ
べ
し
。
又
『
万
葉
』
に
、
鴫
の
草
ぐ
き
春
に
よ
め
れ

は
、
春
な
ら
ん
と
思
ふ
人
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
春
く
れ
は
鴫
の
t
u
く
　
’
：

る
は
見
え
ぬ
と
あ
る
に
て
、
草
く
き
秋
な
る
こ
と
明
ら
か
也
。
（
百
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
つ
　
て

十
七

ウ
）
　
O
s
c
の
早
費
は
、
『
八
雲
御
抄
』
に
、
鴫
の
沓
直
と
は
、
わ

　
　
　
　
　
　
　
か
ひ
る

が
身
替
り
に
、
蛙
や
う
の
物
を
さ
し
て
置
也
。
こ
れ
、
時
鳥
く
つ
て
を

せ
む

る
と
也
。
馬
琴
云
、
『
新
撰
万
葉
』
に
、
ほ
と
s
き
す
鳴
た
つ
春

　
　
　
　
　
　
く
　
つ
て

の

山
辺
に
は
沓
直
い
た
さ
ぬ
人
や
侍
ら
ん
。
く
つ
て
い
だ
さ
ぬ
人
と
は
、

も
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
に
ゑ

贈

を
い
ふ
也
。
是
を
も
て
思
へ
は
、
鴎
の
早
費
は
春
の
末
、
或
は
夏
の
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す
ゴ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
　
い
　
ご

初
な
る
べ
き
欺
、
猶
可
レ
考
。
　
鰻
　
小
な
る
を
世
以
古
と
い
ふ
。
六

　
　
　
は
ね
　
　
　
　
　
　
　
す
ゾ
き
　
　
　
　
は
ぜ
し
い
ら

七
寸
を
波
禰
と
い
ふ
。
尺
以
上
を
須
々
木
と
い
ふ
。
　
蕉
　
鰭
　
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
こ
し

を
九
万
匹
と
い
ふ
。
越
中
に
出
る
も
の
上
品
也
。
元
こ
れ
唐
山
の
魚
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
い
は
く
　
き
は
ん
　
　
　
　
か

し
て
、
唐
船
多
く
来
た
る
と
き
群
遊
す
。
来
舶
人
帰
帆
の
時
、
他
の
国

　
　
に
く
じ
き
　
　
せ
い
き
　
　
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
け

の

人
肉
食
の
握
気
を
慕
ひ
、
九
州
の
鯛
を
船
に
着
て
帰
る
。
故
に
、
夏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ

日
鰭
日
本
に
多
く
、
冬
月
鯛
唐
土
に
多
し
と
い
ふ
。
実
に
し
か
る
や
。

こ
さ
ら
し
え
ふ
な
　
　
ぽ
ら

酬雛
淀
簗
竃
蝶
5
5
ジ
或
講
竃
戦
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う

鰯
雲
　
饗
檜
は
い
わ
し
を
裂
て
作
る
。
こ
の
魚
、
刀
を
用
る
に
及
ず
。

　
　
　
　
　
　
と
く

指
を
以
こ
れ
を
解
、
故
に
裂
檜
と
い
ふ
。
い
わ
し
雲
は
、
秋
天
鰯
先
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
へ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
ん
く

よ
ら
ん
と
す
る
時
、
一
片
の
白
雲
あ
り
。
そ
の
雲
段
々
（
百
六
十
八
オ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
て
波
の
ご
と
く
然
り
。
こ
れ
を
鰯
雲
と
い
ふ
。
今
の
女
房
詞
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
　
　
に
く

い

わ
し
を
む
ら
さ
き
と
い
ふ
。
彼
が
肉
の
色
よ
り
い
ふ
に
や
。
さ
れ
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま

塩

な
ど
し
た
る
こ
そ
紫
に
は
あ
れ
、
生
の
は
紫
に
も
あ
ら
ず
。
又
略
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち

て

は
、
お
む
ら
と
も
い
ふ
。
後
の
人
は
す
べ
て
御
の
字
を
そ
ふ
る
を
め

で

た
し
と
は
思
ふ
ら
め
、
今
の
詞
は
何
事
も
い
や
し
う
な
り
ぬ
、
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
う
な
ぎ
や
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
め

る
物
に
い
へ
り
。
　
鰻
簗
　
こ
の
魚
、
雄
あ
り
て
雌
な
し
。
影
を
以

れ
い

ぎ
よ
　
ま
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
も
　
ひ
れ
　
つ
き
　
　
　
　
　
　

鰻
魚
に

漫
す
る
時
は
、
そ
の
子
み
な
鰻
魚
の
誓
に
着
て
生
ず
。
故
に
鰻

鰻
と
い
ふ
。
［
趙
辟
公
雑
録
］
　
秋
七
草
　
［
万
葉
］
秋
七
く
さ
の
花
は
、

萩
、
尾
花
、
葛
の
花
、
撫
子
、
女
郎
花
、
藤
袴
、
朝
顔
。
　
虫
撰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も

『
世
諺
問
答
』
に
云
、
賀
茂
籠
り
と
て
、
虫
入
ら
れ
侍
る
は
何
の
故
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
よ
う

賀
茂
よ
り
出
侍
る
に
や
。
答
、
是
は
殿
上
人
の
遣
遥
と
て
、
昔
殿
上
人

　
　
　
さ
　
が
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ご

と
も
の
嵯
峨
野
な
ど
へ
向
ひ
て
、
虫
を
籠
に
え
ら
み
入
れ
て
奉
り
し
は
、

堀
川
院
の
御
時
よ
り
始
り
け
る
。
虫
撰
と
も
申
也
。
昔
は
賀
茂
の
社
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ぜ
ん
こ
う

な
ど
に
仰
せ
て
、
松
む
し
・
鈴
虫
な
ど
を
召
れ
け
る
よ
し
、
故
禅
閤
の

仰

ら
れ
し
と
か
や
。
さ
れ
ば
、
昔
は
賀
茂
よ
り
出
侍
る
と
お
も
ひ
合
せ

侍

る
〈
堂
上
の
虫
え
ら
み
九
月
也
。
但
一
句
に
よ
り
て
三
秋
に
わ
た
る

べ
し
〉
。
（
百
六
十
八
ウ
）

　
　
　
　
　
　
　
は
お
ち

囚
回
　
葉
月
と
は
葉
落
月
の
略
也
と
い
へ
り
。
或
は
初
月
也
。
よ
み
て

　
は
　
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
め

　
初
来
と
す
。
鷹
の
初
て
来
た
る
こ
s
う
な
る
よ
し
い
へ
り
o
又
は
つ

　
き
は
八
月
也
。
八
の
字
を
は
の
音
に
よ
む
は
常
の
こ
と
也
と
。
此
説

　

に

し
た
が
ふ
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
す

　

南
呂
律
白
露
節
処
暑
の
後
十
五
日
、
斗
庚
に
建
を
い
ふ
也
。

　
秋
分

中
白
露
の
後
十
五
日
、
斗
酉
に
さ
す
を
い
ふ
也
。

仲
秋
　
［
月
令
］
　
竹
春
　
［
筍
譜
］
　
壮
月
　
［
纂
要
］
　
中
商
　
［
同
書
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

中
律
　
出
所
未
考
。
　
難
月
　
同
レ
上
。
『
唐
類
函
』
に
、
八
月
灘
し
て
、

　
　
　
　
た
つ

以
秋
風
に

達
す

と
あ
り
。
灘
月
の
誤
り
に
や
。
　
秋
風
月
　
［
蔵
玉
］

月
見
月
　
［
同
上
］
　
燕
六
月
　
雁
来
月
　
八
月
鴻
鳩
来
ル
　
。
［
月
令
］

　
　
　
　
　
　
　
た
の
む
　
　
　
た
の
み
　
せ
つ
く

八
朔
　
八
朔
梅
　
特
枯
の
節
　
葱
の
節
供
（
百
六
十
九
オ
）
こ
の
節
、

　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

田
の
実
の
る
を
以
、
田
の
実
の
節
と
す
。
い
に
し
へ
は
、
稲
の
切
穂
を

　
　
　
た
て
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
ゆ
う
け
い

禁
裏
へ
献
れ
り
。
故
に
こ
の
名
あ
る
欺
。
又
今
日
、
君
臣
・
朋
友
慶

が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み

賀
す
。
よ
り
て
田
の
み
の
訓
を
か
り
て
、
頼
の
節
と
す
と
い
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
り
う
　
　
　
　
　
　
ぐ
わ
い
せ
き

『
公
事
根
元
』
に
云
、
八
朔
の
風
俗
は
、
後
嵯
峨
帝
潜
龍
の
時
、
外
戚

ノ
み
ち
か
た
　
　
　
　
　
　
　
お
は
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
じ
う
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ
か

源
道
方
卿
の
亭
に
在
せ
し
に
、
近
従
の
男
女
、
私
に
此
義
を
な
し
て
、

か
ん

そ
　
な
ぐ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
く
ゐ

閑
素
を
慰
め
奉
る
。
そ
の
後
、
即
位
し
給
ひ
て
も
、
嘉
事
と
し
て
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
こ
く

事

あ
り
。
或
は
い
ふ
、
後
深
草
院
、
建
長
年
中
よ
り
始
ま
る
。
新
穀
を
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を
し
き
　
　
か
は
ら
け
　
も
　
　
た
か
ひ
　
　
お
く
　
　
せ
う
し

折
敷
或

は
土
器
に
盛
り
、
迭
に
相
贈
り
、
称
て
田
の
実
と
い
ふ
。
『
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

大
暦
』
に
云
、
光
明
院
康
永
三
年
八
月
　
日
、
今
日
風
俗
に
傲
ひ
、
雑

　
　
る
　
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ご
げ
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ん
こ
う
か
ね
よ
し

品
物
流
布
、
関
白
以
下
献
物
あ
り
。
一
条
禅
閤
兼
良
公
、
明
応
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ト

の

記
に

云
、
今
日
各
物
品
を
主
人
に
捧
ぐ
る
こ
と
、
古
来
い
ま
だ
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
く

を

聞
ず
。
三
十
年
来
こ
の
こ
と
あ
る
を
聞
、
云
云
。
禅
閤
の
記
に
よ
れ

は
、
寛
元
年
中
始
て
行
れ
、
そ
の
後
中
絶
し
て
、
又
寛
正
年
中
再
興
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

り
し
も
の
な
る
べ
し
。
○
『
弁
内
侍
日
記
』
宝
治
元
年
〈
八
十
代
後
深

草
院
年
号
〉
の
下
に
云
、
八
月
朔
日
、
中
宮
の
御
方
よ
り
ま
い
り
た
り

し
御
た
き
物
、
よ
の
つ
ね
な
ら
ず
う
つ
く
し
う
侍
り
し
か
は
、
け
ふ
は

又
そ

ら
た
き
物
の
名
を
か
へ
て
た
の
め
は
ふ
か
き
匂
ひ
と
そ
な
る
。
為

章
云

ク
、
此
内
侍
の
歌
（
百
六
十
九
ウ
）
そ
ら
た
き
物
と
た
の
め
は
深

き
と
に
ら
み
合
せ
た
り
。
さ
れ
は
た
の
む
の
節
と
い
ふ
こ
と
、
こ
の
歌

に

見
え

た

り
。
『
梅
松
論
』
に
、
足
利
尊
氏
卿
の
、
心
ひ
ろ
く
物
を
し

み

の

気

な
き
を
い
ふ
所
に
、
八
月
一
日
な
ど
に
、
諸
人
の
遣
物
数
し
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
ぐ

ず

あ
り
し
か
ど
、
み
な
人
に
下
し
給
ひ
し
、
云
云
。
［
年
山
紀
聞
］
〇

八
朔
梅
は

梅
樹
の
一
種
に
し
て
、
こ
の
節
花
開
く
故
に
こ
の
名
あ
り
。

　
　
　
か
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　

尾
花
の

粥
　
『
大
内
記
田
原
康
富
日
記
』
、
文
安
五
年
八
月
朔
日
乙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ぜ
ん

卯
、
云
云
。
尾
花
の
粥
の
事
、
そ
の
由
来
何
事
な
る
や
、
自
然
見
及
ぶ

か

の

よ
し
、
問
し
め
給
ふ
。
い
ま
だ
見
及
ず
、
そ
の
子
細
を
し
ら
ず
候

　
　
　
　
　
　
を
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

よ
し
、
返
答
し
畢
る
、
云
云
。
〇
八
月
朔
日
、
小
花
粥
。
内
裏
・
仙
洞

　
　
　
メ
　
ヒ
フ
　
ナ
リ
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
キ
　
ブ
　
ス
ル

以
下
、
令
レ
用
給
良
薬
、
云
云
。
彼
粥
調
法
、
薄
里
焼
レ
粥
入
合
也
。

　
　
　
　
　
　
ゑ
ほ
か
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ
　

［海
人
藻
芥
］
　
絵
行
器
　
京
の
俗
、
八
月
朔
日
に
、
家
々
の
乳
母
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
お
く
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
ひ

の

養
ふ
所
の
女
児
に
行
器
一
双
を
贈
る
。
そ
の
行
器
の
中
に
、
柿
井
に

　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
つ
　
き

藤
の
花
を
盛
る
。
藤
の
花
は
白
糸
餅
に
赤
小
豆
を
点
じ
た
る
也
。
こ
の

　
　
　
か
た
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う

餅
の
形
、
戻
る
白
糸
に
似
た
り
。
故
に
し
ら
糸
と
称
す
。
又
深
更
と
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
つ
く
。
女
子
、
赤
小
豆
を
呼
で
あ
か
と
い
ふ
。
又
物
に
点
す
る
を
つ

く
と
い
ふ
0
是
あ
か
つ
き
の
義
を
と
り
て
、
深
更
と
名
つ
く
と
い
ふ
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
じ
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
か

今
日
、
童
の
戯
レ
に
松
か
さ
を
以
維
子
を
造
り
、
或
は
烏
賊
（
百
七
十

　
　
　
　
　
　
さ
　
ぎ
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
わ
た
い
と
　
　
　
ほ
う
つ
き
た
う
ろ
う
　
せ
い

オ
）
の
甲
を
以
鷺
鷺
を
造
り
、
或
は
糸
架
を
以
金
灯
籠
を
製
し
、
又

い

ろ
い
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
ひ
さ
こ
　
か
た
ち
　
な
し
　
と
う
に
ん
　
き
ざ
み

練

を
以
雀
を
造
り
、
草
の
実
を
と
り
て
瓢
の
形
を
作
、
桃
仁
を
刻
て

　
　
　
　
　
　
　
　
よ
く
い
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く

松
虫

を
作
る
。
亦
意
＋
以
仁
を
枝
な
が
ら
折
て
行
器
と
、
も
に
相
贈
る
。

京
の
俗
、
み
な
祝
ひ
物
と
す
。
〇
八
月
朔
日
を
腫
と
す
。
俗
こ
れ
を
腫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う

膿
と
い
ふ
。
［
月
令
広
義
］

注　

F
日
本
文
学
研
究
」
第
四
十
八
号
～
同
第
五
十
六
号
、
大
東
文
化
大

学

日
本
文
学
会
、
二
〇
〇
九
年
二
月
～
二
〇
一
七
u
r
l
　
l
月
o
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