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興
幅
寺
本
霊
異
記
訓
釈
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秀

文

”、
二
、一

『

四
、

五
、

麗
並
異
記
訓
釈
の
．
意
義
．
一
興
頑
寺
本
の
揚
合
一

翻
釈
に
用
い
ら
れ
’
た
仮
名
及
び
仮
名
遣

訓
釈
注
記
の
形
式
に
つ
い
て

本
・
丈
と
訓
釈
と
の
関
係

注
意
・
ず
べ
き
釈
語
の
解
説

一

　
日
本
霊
異
・
記
の
い
わ
ゆ
る
訓
釈
な
る
も
の
は
（
そ
の
内
容
ま
た
は
形

式
な
ど
に
少
か
ら
ぬ
相
違
は
あ
り
て
も
、
現
存
す
る
ど
の
系
統
の
伝
本

に
も
共
通
し
て
存
す
る
。
も
っ
と
，
も
真
福
．
寺
本
の
如
き
、
そ
の
中
巻
に

は
全
く
こ
れ
を
訣
い
て
い
る
が
、
そ
れ
が
下
巻
と
は
系
統
を
異
に
す
る

伝
本
で
あ
る
と
の
確
証
が
な
い
か
ぎ
り
、
や
は
り
一
往
は
真
福
寺
本
と

し
て
同
じ
よ
う
に
扱
う
の
が
安
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
両
雀
の
書
写
が
別

人
の
手
に
な
る
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
も
そ
れ
だ
け
で
は
伝
本
の
系
統

を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
か
く
て

日
本
霊
異
記
と
い
う
も
の
の
性
格
を
観
る
と
き
、
こ
の
訓
釈
と
い
う
存

在
が
大
き
い
一
つ
の
地
位
を
占
め
て
い
る
ζ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
訓
釈
を
対
象
と
す
る
研
究
は
す
で
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
去
で
あ
り
、

そ
の
主
と
す
る
問
題
は
、
訓
釈
が
ど
う
し
て
で
き
た
か
ー
ー
－
す
な
わ
ち

そ
の
作
者
あ
る
い
は
成
立
の
時
期
な
ど
（
あ
る
い
は
現
存
本
の
大
部
分

の
有
す
る
形
態
一
す
な
わ
ち
各
憂
事
の
末
に
一
括
す
る
と
い
う
形
が

本
来
の
・
姿
で
あ
σ
た
か
否
か
、
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら

が
ど
れ
も
決
定
的
な
論
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
と
い
、
）
こ
と
は
、
そ
の

ま
ま
霊
異
記
の
伝
本
に
は
い
ろ
い
ろ
な
異
質
的
な
も
の
を
包
含
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
も
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

す
こ
の
訓
釈
は
国
語
資
料
と
し
て
、
利
用
ぜ
ら
れ
る
こ
乏
は
甚
▼
だ
多

い
。
必
ず
し
も
明
ら
か
な
時
代
を
有
す
る
窓
の
で
な
い
の
に
、
特
に
古

二
三



語
の
訓
読
に
は
常
に
援
用
せ
ら
れ
、
少
く
と
も
あ
る
程
度
の
確
実
性
を

有
す
る
傍
証
と
し
て
、
さ
ら
に
は
亭
安
朝
初
期
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ

て
き
た
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
不
合
理
な
よ
う
で
は
あ
る
が
、
結
果
と
し

　
て
は
さ
し
て
不
当
な
こ
と
と
は
思
わ
れ
す
、
積
極
的
な
論
証
の
主
要
資

料
と
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
と
私
も
認
め
る
。
し
か
し
読
を
立
て

　
る
に
、
あ
の
群
書
類
従
本
だ
け
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
淋
毒
を
要
す

　
る
。

　
狩
谷
液
「
齋
が
多
式
の
古
典
に
あ
の
博
学
を
も
つ
て
考
証
を
加
え
、
後

学
に
深
い
恩
恵
を
垂
れ
た
が
、
そ
れ
が
霊
異
記
に
幽
い
て
示
さ
れ
た
の

が
校
本
す
な
わ
ち
類
従
本
で
み
る
。
し
た
が
っ
て
一
般
に
訓
釈
を
論
ず

る
に
も
こ
れ
に
よ
る
が
、
み
だ
り
に
意
話
す
る
こ
と
の
非
を
知
る
人
の

手
に
な
る
も
の
だ
け
に
、
や
は
り
あ
れ
だ
け
の
仮
名
遣
の
新
し
さ
や
仮

・
名
の
略
体
化
は
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
で
、
や
む
を
得
ぬ
場
合

・
は
あ
っ
て
も
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
は
嚴
密
さ
を
轟
い
て
い

・
る
。
訓
釈
内
容
か
ら
想
像
せ
ら
れ
る
譜
代
の
古
さ
と
、
そ
れ
を
注
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
　
　
　
ヤ
　
へ

る
表
記
の
新
し
ざ
と
、
こ
の
時
代
的
な
す
れ
は
如
何
と
も
解
決
す
る
こ

　
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
伝
」
写
の
誤
り
は
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
て

も
、
実
証
す
る
直
接
Q
資
料
が
存
し
な
い
。
こ
こ
に
一
つ
の
解
決
を
与

え
た
の
が
興
福
寺
本
の
出
　
現
で
あ
る
。

　
興
福
寺
本
が
発
見
せ
ら
れ
、
か
な
り
の
年
月
を
経
て
か
ら
よ
う
や
く

紹
介
ま
た
複
製
せ
ら
れ
た
の
竜
、
す
で
に
古
く
な
ろ
う
と
す
る
。
親
し

く
原
奉
に
接
し
て
調
査
し
た
私
の
記
憶
も
す
で
に
う
す
れ
て
い
る
。
複

二
四

製
本
の
解
論
者
は
、
斯
本
の
す
ぐ
れ
て
い
る
点
を
論
じ
、
こ
と
訓
釈
に

及
ん
で
は
、
他
・
本
に
比
し
て
そ
の
詳
密
で
あ
り
語
数
の
多
窒
を
諭
く
。

こ
れ
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
こ
れ
が
発
見
せ
ら
れ
て
か
ら
は
訓
釈
．
に
対

す
る
論
が
世
上
か
ら
急
に
影
を
び
そ
め
た
観
の
あ
る
は
、
右
の
よ
う
な

特
徴
が
証
明
せ
ら
れ
た
た
め
で
な
く
き
従
来
の
い
ろ
い
ろ
な
想
定
が
、

一
部
は
実
証
せ
ら
れ
一
部
は
全
く
否
定
せ
ら
れ
る
に
い
穿
つ
た
と
見
る

の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
わ
ず
か
に
上
霧
だ
け
の
零
本
な
が
ら
、
興
福
寺

本
の
価
値
ご
と
に
訓
釈
に
誇
け
る
場
合
は
そ
れ
涯
ど
大
き
い
。
巷
末
識

語
の
末
尾
歓
心
に
よ
る
不
明
な
志
こ
ろ
に
対
す
る
想
像
は
ど
う
で
お
ろ

い
っ
と
≧
ζ
れ
が
延
喜
四
年
・
の
書
写
本
そ
の
も
の
と
は
認
め
ら
れ
乗
、
藤

原
時
代
の
転
写
に
よ
る
も
の
と
越
え
る
が
、
・
そ
の
．
識
語
の
当
時
あ
る
い

は
そ
れ
以
前
の
姿
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
認
め
て
よ
く
隔
訓
釈
の
示
す

内
証
も
ま
掩
こ
れ
を
裏
書
き
す
る
。
斯
本
の
訓
釈
が
国
語
資
料
と
し
て

誇
り
得
る
価
値
は
こ
と
に
薯
し
い
。

　
霊
異
記
の
訓
釈
か
ら
考
え
ら
れ
る
諸
問
題
を
研
究
す
る
の
が
私
の
目

的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
ま
す
飾
棚
本
別
に
そ
の
訓
釈
を
考
察
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
共
通
性
あ
る
い
は
特
殊
性
を
比
較
し
、
そ
り
後
に
初
め
て

霊
異
記
訓
釈
と
い
う
一
般
的
考
察
の
立
場
匿
や
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
信
壷
る
。
・
い
か
に
す
ぐ
れ
た
校
定
で
は
あ
っ
て
も
、
類
従
本
は
、
そ

れ
だ
け
に
よ
っ
て
訓
釈
一
般
を
論
ず
る
資
料
と
す
べ
き
愚
の
で
は
な

い
。
い
ま
こ
の
邊
程
と
し
て
ま
す
曲
ハ
徳
刑
寺
本
だ
け
を
対
象
と
し
て
」
扱
う

に
す
ぎ
な
い
。
し
光
が
つ
て
他
本
と
の
比
較
と
い
う
こ
と
は
必
要
の
あ



る
最
少
の
場
合
に
限
る
こ
と
に
す
る
。

．
た
だ
こ
の
緒
言
の
最
後
に
読
き
た
い
の
は
、
霊
異
記
の
訓
釈
の
本
質

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
訓
釈
者
．
の
意
識
に
聡
い

て
、
そ
の
太
縄
文
の
う
ち
訓
釈
せ
ら
れ
た
部
分
部
分
を
、
如
何
に
訓
み
ま

た
は
理
解
す
べ
窪
か
を
注
し
た
も
の
で
わ
り
、
例
え
ば
字
書
的
な
も
の

を
と
い
う
よ
う
な
た
め
の
制
作
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
と
の
事
実
を

忘
れ
た
論
が
、
あ
る
い
は
錯
誤
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
銘
記

し
な
け
れ
ば
．
な
ら
な
い
。

幽
一

　
類
従
本
に
用
い
ら
れ
た
仮
名
を
み
る
と
、
片
仮
名
使
用
の
著
し
い
の

が
意
外
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
訓
釈
が
ず
っ
と
古
い
時
代
の
も
の
と

い
う
前
提
が
無
意
識
的
に
も
存
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
と
れ
を
も
っ
て

霊
異
記
訓
釈
の
成
立
は
著
し
い
と
す
る
一
遇
に
か
ぞ
え
る
諭
さ
え
生
れ

光
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
転
写
を
重
ね
る
と
、
宇

休
が
次
第
に
簡
箪
に
な
る
の
が
通
過
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
れ
ら
の
こ

と
が
、
興
福
寺
本
に
よ
っ
て
古
い
姿
が
反
証
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ

い
。
活
字
体
に
改
め
ら
れ
る
範
阻
で
訓
釈
に
用
い
ら
れ
た
仮
名
表
を
示

し
て
み
よ
う
。

　
9
6
1
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2
5
　
　
　
　
　
　
　
量
一
i

　
安
阿
ア
　
　
伊
　
　
　
　
　
宇
有
　
　
　
　
　
　
　
お
忌

月
一
蹴
2
3
0
1
　
　
　
　
　
9
1
　
r
7
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
介
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
己
壁
貫

　
　
　
　
　
　
支
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久

　
加
か
可
聴

和書1噛羅跨
　　　　　　　　破1

太・90左14

大6佐10
多4

駕6塁15櫨14璽11智r召38

　　　三4　　位1地1師1
　　　彌2　　　　　志1
　　　未1

慕r由探題羅
　　　　夫1　　つ1

ゐ

禰天
爾1

ヘド
6

女
め
理

り
ゆ
　
ユ

江
工

葱

曾止毛17保10書
聖1呆2

与乎16呂
ヲ1

こ
れ
に
よ
っ
て
ま
ず
宇
歓
が
単
町
彫
売
は
そ
れ
に
近
い
乙
と
を
知

る
。
複
用
せ
ら
れ
た
も
⑳
に
は
そ
の
使
用
度
数
を
数
字
に
あ
ら
わ
し
た

の
に
よ
っ
て
、
大
休
の
常
用
字
母
の
範
囲
が
顕
せ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も

こ
の
表
に
は
、
訓
法
の
疑
問
な
ど
の
だ
め
に
少
し
の
異
．
動
は
あ
っ
て
も

一
二
例
に
す
ぎ
な
い
。

　
略
体
仮
名
は
ま
だ
あ
ま
り
勢
力
を
有
た
な
い
。
し
か
も
く
ず
れ
て
も

草
書
化
せ
ら
れ
る
傾
向
が
強
く
、
真
仮
名
、
平
仮
名
を
併
記
し
た
如
き

は
、
そ
の
活
字
化
す
る
に
い
ず
れ
と
も
断
じ
難
い
字
休
の
多
い
も
の
を

示
t
た
も
の
で
あ
る
。
片
仮
名
の
形
に
近
い
も
の
は
き
わ
め
て
少
い
、

「
エ
」
は
不
完
全
で
あ
り
「
ヲ
」
は
正
し
く
原
形
を
示
せ
ば
「
乎
」
の

二
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
わ

一
三
劃
で
あ
る
、
　
「
川
」
は
「
ツ
」
で
も
な
く
「
川
」
で
も
な
い
よ
く

あ
る
古
体
で
あ
る
。
字
訓
仮
名
が
交
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
、
そ

の
字
体
も
当
時
通
用
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
「
毛
」
が
字
訓
仮
名
に
も

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
当
然
字
昔
「
モ
」
に
用
い
ら
る
べ
く
、
　
「
ケ
」

は
「
介
し
が
常
用
で
あ
る
の
は
他
の
同
時
代
丈
献
に
通
ず
る
。
こ
れ
は

訓
釈
字
「
曹
」
に
「
阿
佐
毛
り
」
と
用
い
ら
れ
た
だ
け
で
誤
b
’
で
は
な

い
。
字
母
の
複
用
が
最
も
多
い
「
ミ
」
に
お
い
て
訓
仮
名
が
二
例
も
見

え
る
が
～
や
は
り
当
時
常
用
の
字
母
で
あ
る
。
用
例
が
た
だ
一
度
か
二

度
か
に
す
ぎ
な
い
字
母
が
多
い
の
は
目
に
つ
く
が
、
そ
の
う
ち
濁
習
に

專
用
せ
ら
れ
た
の
は
次
の
四
例
で
あ
る
。

　
　
ガ
垂
鑛
之
（
序
）
悪
議
（
三
）

ヂ
傑

憲
齢
1備我　1地於

（
二
）

（
三
）

ビブ

塞
監
黙
劇
三
三
）

禰
房
誌
鍍
佐
三
三
）

　
こ
れ
ら
の
仮
名
を
当
時
1
－
延
喜
の
頃
老
い
う
意
味
に
お
い
℃
－

の
婁
を
伝
え
る
も
の
と
の
前
提
で
考
え
て
き
た
が
、
こ
こ
ろ
み
に
他
の

前
後
す
る
文
献
の
仮
名
字
体
と
比
較
し
て
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
た
だ
ち
に
も
っ
て
こ
れ
髪
訓
点
仮
名
と
対
比
ざ
せ
る
の
は
当
を

得
な
い
。
訓
釈
の
成
立
に
は
読
あ
っ
て
傍
訓
に
用
い
ら
れ
た
も
の
を
原

初
の
形
と
考
え
ら
れ
た
り
し
て
も
、
そ
れ
を
認
め
る
と
否
と
に
か
か
わ

三
ハ

ら
ず
、
漕
私
は
こ
れ
を
二
二
〃
の
訓
点
仮
名
と
同
列
に
み
る
の
は
本
質
的
に

異
潅
る
も
の
と
し
て
斥
け
る
。
嘆
訳
佛
典
に
存
す
る
由
仁
の
書
目
に
な

ら
っ
た
も
の
た
る
は
明
ら
か
で
、
晋
二
物
と
し
て
初
か
ら
独
立
し
て
つ

く
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
ま
こ
と
訓
点
仮
名
に
な
ら
べ
れ
ば
真
仮
名

多
く
し
て
．
は
る
か
に
時
代
の
さ
か
の
ぼ
る
が
如
く
見
え
る
。
か
く
て
音

義
物
ま
た
は
字
轡
の
漢
字
丈
献
の
傍
訓
に
用
い
ら
れ
た
仮
名
に
比
較
す

る
方
が
よ
り
一
当
で
あ
る
。
旧
く
延
暦
の
国
智
［
本
「
二
丁
経
音
義
私
記
」
、

延
喜
に
前
後
す
る
薪
一
字
鏡
と
本
草
和
名
と
、
こ
れ
ら
三
者
の
仮
名
字

体
の
系
列
に
入
れ
る
と
き
、
　
「
数
」
の
如
き
や
や
特
異
な
巻
の
は
あ
る

が
そ
の
字
母
の
三
口
程
度
ま
た
は
字
体
な
ど
、
ま
こ
と
に
延
喜
の
頃
と
’

し
て
あ
る
い
は
さ
ら
に
や
や
．
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
不
思
議
で
な
い
こ
と
を

発
見
す
る
。
訓
釈
が
誰
の
手
職
な
っ
た
か
は
不
詳
な
が
ら
馬
最
初
の
は

も
っ
と
略
体
仮
名
の
少
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
仮
レ
に
す
で
に

弘
仁
天
長
の
頃
に
訓
釈
が
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
頃
の
訓
点

仮
名
に
見
ら
れ
る
ほ
ど
の
略
体
化
は
存
し
な
か
っ
た
と
思
う
ゆ
そ
れ
こ

そ
訓
釈
の
本
質
が
一
般
の
加
点
と
は
異
な
る
こ
と
を
証
r
し
得
よ
う
。

　
仮
名
遣
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
代
特
殊
仮
名
遣
は

、
す
で
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
頃
で
あ
る
、
事
実
そ
の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な

い
。
た
だ
．
「
コ
」
の
仮
名
だ
け
が
比
較
的
に
あ
る
旨
い
わ
け
が
虚
器
初

期
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
あ
り
、
こ
れ
と
同
時
代
と
い
っ
て
よ
い
薪
管
毛

鏡
に
も
そ
の
特
…
徴
が
存
す
る
か
と
見
ら
れ
、
こ
の
…
訓
釈
で
も
一
往
気
づ

か
れ
る
が
、
明
ら
か
に
混
用
し
て
い
て
そ
れ
と
は
認
む
べ
き
で
な
い
コ



ア
ヤ
悪
行
の
「
エ
」
は
い
ま
だ
区
別
せ
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
こ

れ
に
も
誤
り
は
な
い
と
信
ぜ
ら
れ
る
が
、
ア
行
の
例
は
見
え
ず
次
の
ヤ

行
の
も
の
だ
け
が
見
え
る
、
こ
の
限
り
で
は
正
し
い
。

　　

ｺ
嶢
（
二
）
逼
畿
知
（
＋
五
）
竿
黒
房
餐
（
序
）

「
不
エ
」
は
略
体
仮
名
で
は
あ
る
が
、
他
の
丈
献
に
よ
っ
て
「
フ
エ
」

は
や
行
の
「
エ
」
た
る
と
と
明
ら
か
で
あ
る
。
ワ
行
の
ヱ
は
い
う
ま
で

も
な
く
正
t
、
い
。

　　

覧
刀
i
序
）
踊
馨
）
朝
霧
簸
云
（
四
）

　
　
鞭
幣
（
三
＋
）

と
こ
ろ
が
問
題
は
「
ズ
ハ
司
」
で
あ
る
。
古
来
諸
論
あ
っ
て
一
定
せ
す

「
疑
問
仮
名
遣
」
に
い
た
っ
て
「
ズ
下
欄
」
と
認
め
ら
れ
た
が
な
お
定

め
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
訓
釈
は
全
く
新
し
い
資
料
で
あ
る
か

ら
問
題
覗
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
や
む
を
得
ぬ
が
、
再
考
す
べ
き
も
の

で
、
あ
な
が
ち
に
「
エ
」
を
誤
り
と
は
断
じ
得
・
ま
い
。

　
古
例
に
違
っ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
の
は
、
第
二
十
縁
の
「
妹
」
字
の

訓
「
有
留
利
之
久
」
と
あ
冷
一
例
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
字
体
は
不
明
瞭

で
「
者
」
の
草
体
と
解
す
る
入
も
あ
る
が
納
得
で
き
す
、
ま
た
こ
の
訓

釈
と
し
て
は
あ
ま
り
に
特
異
な
字
訓
仮
名
と
な
っ
て
従
い
が
た
い
。
私

は
「
和
」
の
露
里
体
と
考
え
る
が
、
さ
す
れ
ば
「
ウ
ル
ハ
シ
ク
」
と
あ
る

べ
き
古
例
に
反
す
る
。
七
か
し
な
が
ら
こ
の
語
に
か
ぎ
っ
て
こ
れ
圏
よ
り
・

古
い
と
思
わ
れ
る
他
の
・
文
献
で
も
「
ワ
」
に
誤
っ
て
い
る
こ
ど
は
周
知

の
こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
薪
華
字
鏡
で
も
「
宇
留
和
睦
」
た
作
り
、
か

え
っ
て
こ
れ
が
む
し
ろ
当
代
の
素
直
な
仮
名
遣
を
示
し
て
い
る
と
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
要
す
る
に
こ
れ
ら
仮
名
お
よ
び
仮
名
逡
の
状
態
か
ら
観
て
、
よ
く
瞳

代
に
舎
致
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
た
と
え
延
喜
の
識
語
が
な
く
と

も
、
お
誇
よ
そ
こ
の
時
代
が
想
定
せ
ら
れ
る
。
か
め
回
覧
が
「
訓
親
仮

字
不
入
格
者
後
人
転
写
偶
誤
」
と
論
じ
た
の
は
、
興
福
寺
本
の
如
き
が

知
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
た
だ
ち
に
実
証
せ
ら
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

一

　
訓
釈
と
は
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
本
丈
を
ど
う

望
む
か
を
示
す
長
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
訓
法
を
注
す
る
こ
と

が
主
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
他
に
宇
晋
を
示
す
竜
の

意
義
を
注
す
る
も
の
及
び
そ
れ
ら
を
併
記
す
る
も
の
な
ど
一
様
で
は
な

く
、
そ
の
上
こ
れ
を
衷
記
す
る
形
式
も
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。

い
ま
ζ
れ
ら
を
類
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
適
当
に
＝
一
例
を
示
し
て
考
察
す

る
。　

ま
す
字
晋
を
注
す
る
も
の
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
あ
ら
わ
し
方
は

古
例
に
準
じ
て
、
類
昔
字
に
よ
る
も
の
、
仮
名
で
蓑
記
す
る
も
の
、
反

切
に
よ
る
も
の
の
三
種
に
わ
か
れ
る
が
、
そ
の
各
類
に
お
い
て
な
驚
注

二
七



記
の
方
法
に
少
異
が
存
す
る
。

　
一
、
類
晋
字
に
よ
る
も
の

エ
類
晋
字
だ
け
で
示
す

鉱
類
昔
字
に
也
を
つ
け
る

3，

ﾌ
…
…
也
と
す
る

痴
書
・
…
：
反
と
す
る

挙
去
（
序
）

罠
砥
三
八
）

魚
脳
赤
（
四
）

月
華
（
序
）

絵　諾　庶
反普也9　民
憲　i若？諸上

e
十
sU’

　
序
）

也字

　
序
）

類
曾
字
を
用
い
る
場
合
の
常
用
の
形
は
④
に
よ
る
も
の
で
、
①
②
⑧
の

如
き
は
右
の
用
例
に
つ
き
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
次
に
仮
名
に
よ
る
字

習
の
表
記
は
最
も
日
本
的
な
方
法
と
い
え
よ
う
。
斬
語
聾
鏡
な
ど
に
も

よ
く
用
い
ら
れ
る
形
で
あ
る
。

　
二
、
仮
名
で
表
記
す
る
も
の

　　

R
…
粛
跨
る
　
昆
囎
（
序
）
劉
藷
（
＋
一
）

　
　
章
に
…
肉
と
す
る
罐
誌
馳
癖
薙
（
二
＋
）

　　

@　

{
詰
穰
蕪
反
（
＋
九
）

後
者
は
熟
語
の
例
で
、
・
書
を
省
い
て
上
…
…
と
示
し
た
ま
で
で
あ
る
。

第
三
の
形
式
は
字
書
に
用
い
ら
れ
る
通
常
の
反
切
法
に
よ
る
も
の
で
、

こ
の
例
は
次
の
如
く
ま
こ
と
に
少
い
。
や
は
り
初
に
昔
を
つ
け
る
も
の

と
つ
け
な
い
も
の
と
二
つ
に
わ
か
れ
る
。

二
八

　
三
、
反
切
に
よ
る
も
の

　
　
L
謝
…
肉
と
す
る
　
覧
難
壁
序
）

　　

@　
u
購
違
反
久
奈
（
一
）
獄
饒
（
二
七
）

　
　
量
に
…
反
著
る
駿
駐
屯
（
二
八
）

熟
語
の
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
ど
れ
か
を
用
い
て
封
…
…
と
か
あ
る
い
は

刊
…
…
と
か
と
注
す
る
の
が
普
通
で
、
そ
れ
ら
の
用
例
は
最
後
に
あ
げ

る
項
で
器
の
・
ず
か
ら
察
せ
ら
れ
る
。
要
す
る
に
字
書
を
あ
ら
わ
す
方
法

と
し
て
は
、
類
音
字
を
も
つ
て
示
す
の
が
常
用
の
，
形
で
あ
っ
距
。

　
次
に
字
訓
を
あ
ら
わ
す
も
の
、
い
う
、
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
仮
名
に
よ

っ
て
世
法
を
明
ら
か
に
示
す
も
の
で
、
古
語
の
訓
法
を
伝
え
る
資
料
と

し
て
は
最
．
も
利
用
せ
ら
れ
、
霊
異
記
訓
釈
の
価
値
も
こ
れ
に
あ
る
。
㍊

を
示
す
方
法
は
お
訟
よ
そ
次
の
よ
う
に
わ
か
れ
る
。

　
一
、
単
に
一
訓
を
示
す
も
の
　
こ
れ
が
最
も
多
い
。

　
　
L
訓
だ
け
を
記
す
停
難
（
三
）
釘
獄
（
ご
嗣
＋
）

　
　
　
　
当
頭
梨
女
（
三
四
）

　
　
轟
…
左
記
す
城
繊
（
序
）
磯
醐
（
序
）

　　

@　

_
㈱
呆
（
序
）
藷
難
儀
普
蔑
響
（
一
）

「
豊
島
」
の
訓
釈
中
．
に
「
下
二
言
反
」
と
あ
る
は
前
の
量
感
の
あ
ら
わ

し
方
に
徴
し
て
も
、
　
「
下
音
普
反
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
さ
て
訓
だ
け



を
示
す
の
が
常
用
で
あ
っ
て
、
②
の
如
く
特
に
懸
字
を
冠
す
る
は
わ
ナ

か
右
の
四
例
に
つ
き
る
異
例
で
あ
る
。
そ
れ
が
と
も
に
巻
初
の
序
文
及

び
第
一
縁
に
見
え
る
に
す
ぎ
，
す
、
ま
た
初
の
三
例
は
固
有
名
詞
を
訓
・
注

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
四
例
は
全
く
他
の
倭
訓
を
示
す
音
義
物
か
ら

転
用
し
た
か
の
趣
が
あ
る
。
さ
ち
に
注
意
す
べ
潅
こ
と
は
、
「
誉
」
宇

を
除
く
他
の
三
例
が
や
は
り
類
従
本
で
も
こ
こ
に
訓
字
を
冠
し
て
い
る

事
実
で
、
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
類
従
本
に
「
誉
保
牟
」
と
あ
る
訓
釈
は
訓

字
が
脱
し
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
二
、
同
一
語
に
回
訓
以
上
を
示
す
も
の
　
　
こ
の
場
合
は
そ
の
間
に

　
　
又
云
を
用
い
る
。

　　

k
二
訓
霧
合
　
縢
田
富
簾
三
）

　　

@　

匤
?
X
凝
又
云
（
＋
六
）

　　

㍽
O
冠
の
場
合
　
皆
翌
竪
重
美
（
二
）

．
三
遷
の
場
合
憾
こ
れ
一
例
だ
け
で
、
正
し
ぐ
い
え
ば
三
訓
を
示
し
て
い

苔
が
、
初
の
「
如
上
」
と
あ
る
の
は
、
訓
釈
の
こ
の
前
項
に
「
轟
良
」

と
あ
る
の
で
、
　
「
一
＝
フ
ム
」
と
も
工
む
こ
と
を
示
し
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
か
ら
、
あ
わ
せ
て
国
訓
を
記
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
三
、
熱
語
の
訓
を
示
す
も
の
　
　
こ
れ
に
も
注
記
上
の
多
少
の
相
違

　
　
が
認
め
ら
れ
る
。

　　

伯
P
だ
け
を
記
す
　
嬰
尋
止
利
（
九
）

　　

@　

ﾒ
風
鯛
堕
（
三
四
）

こ
う
い
う
記
し
方
は
数
例
を
か
ぞ
え
る
が
、
む
し
ろ
異
例
で
あ
っ
て
、

以
下
に
示
す
よ
う
に
二
合
と
い
う
語
を
用
い
る
の
が
熱
語
に
お
け
る
常

用
の
形
で
あ
る
。

　　

ﾓ
単
に
コ
．
－
．
と
記
す
深
世
知
難
（
八
）

　　

@　
ﾝ
鵬
謙
（
三
五
）

翫
二
合
：
：
：
と
記
す
　
　
食
国

　　

?
｡
（
三
五
）

4。

c
…
二
合
と
記
す

泰
久
爾
（
三
）

　　

@　

@　

@　

@　

@
饗
誌
媛
佐
三
三
）

　　

@　

@　

@　

@　

･
合
響
町
反
久
奈
（
一
）

㌫
字
二
合
…
と
記
す
罐
難
雛
鄭
邸
耀
饗
五
）

竺
含
誠
…
．
・
響
記
す
雑
誌
瀬
馨
鵠
反
（
＋
五
）

こ
の
う
ち
②
④
⑤
⑥
の
四
項
は
そ
の
用
例
．
も
こ
こ
に
あ
げ
た
．
だ
け
が
見

え
る
に
す
ぎ
ず
、
た
ま
た
ま
か
か
る
形
を
と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、

②
の
如
き
は
「
合
」
字
の
睨
し
海
も
の
と
解
す
る
の
が
正
し
い
。
要
す

る
に
熱
語
の
場
合
は
⑧
形
を
用
い
る
の
が
常
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
察
す

る
と
、

　　

ﾙ
鰭
緩
欝
獲
（
＋
二
）

の
訓
釈
の
・
印
の
部
分
が
飲
損
し
て
約
二
字
分
が
原
本
に
も
わ
か
ら
ぬ

二
九



の
は
、
　
「
二
合
」
と
い
う
語
が
あ
っ
た
と
推
察
し
て
誤
り
な
い
こ
と
が

判
明
す
る
。

　
仮
名
を
用
い
な
い
で
釈
義
す
る
方
法
も
甚
だ
多
い
。
適
当
に
訓
法
を

示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
類
…
義
の
字
に
よ
っ
て
釈
義
す
る
も
の
で
、
字

音
を
あ
ら
わ
す
に
類
二
字
を
も
つ
て
す
る
と
軌
を
同
じ
う
す
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
方
法
に
よ
る
も
の
は
本
丈
を
正
し
く
力
む
と
い
う
よ
り
、

正
し
く
意
義
を
解
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
、
単
に
一
義
を
示
す
も
の
　
　
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
こ
れ
で
あ

　
　
る
。

　　

k
意
葵
け
を
示
す
牲
鞍
螢
艸
三
＋
）

　
　
鑑
…
創
と
記
す
　
竿
騨
工
乃
零
丁
（
序
）

　
　
a
…
画
と
記
す
　
詳
言
（
序
）
控
翻
三
＋
）

GD

A
は
こ
れ
だ
け
し
か
な
い
異
例
で
あ
り
、
⑧
の
形
式
が
常
に
用
い
ら

れ
た
、
普
・
通
に
字
書
類
に
探
ら
れ
る
形
と
か
わ
ら
な
い
。

　
二
、
同
一
語
に
二
義
以
ま
を
示
す
も
の
　
　
す
べ
て
也
を
用
い
て
注

　
　
す
る
。

　　

k
…
翻
．
－
－
翻
と
記
す
匪
麓
（
序
）
寄
瀧
（
二
九
）

こ
れ
が
普
通
の
形
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
家
の
二
例
の
如
く
他
の
字
を

挿
入
す
る
注
し
方
も
あ
る
。

　　

ﾓ
諒
騨
馳
（
五
）
擁
鰍
翫
（
二
四
）

三
〇

　
　
翫
三
義
の
場
合
は
一
例
だ
け
で
あ
る
が
、
や
は
り
…
…
也
を
く
り

　
　
　
か
え
す
だ
け
で
ち
が
い
は
な
い
。

　　

@　

f
雛
謹
也
（
三
＋
）

　
三
、
執
獅
語
の
場
合
は
、
字
訓
の
そ
れ
と
同
じ
く
二
合
の
語
を
用
い
る

が
、
実
際
に
は
次
の
例
が
あ
る
だ
け
で
、
　
「
也
」
字
の
有
無
の
差
が
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。
　
「
賦
し
字
を
用
い
る
は
異
例
で
あ
る
が
、
純
粋
に
仮

名
訓
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
こ
ヒ
に
録
す
る
。

L
漁
夫

2。

竭
R

a
宴
嚥

ω
は
類
従
本
で
は
「
取
魚
男
也
し
と
注
せ
ら
れ
、

二
合
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

分
は
、
先
の
字
訓
の
場
合
に
あ
っ
陀
如
く
明
ら
か
に
「
二
合
」
の
語
が

あ
っ
た
と
認
め
て
よ
い
。

・
以
上
、
字
音
を
あ
ら
わ
．
す
も
の
、
字
訓
を
あ
ら
わ
す
も
の
ま
た
釈
義

を
示
す
も
の
の
三
類
を
読
い
た
が
、
・
こ
．
れ
ら
が
そ
れ
だ
け
の
形
で
用
い
，

ら
れ
る
こ
と
の
多
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
語
で
あ
っ
て
書
訓

あ
る
い
は
書
義
な
ど
を
併
記
す
る
も
少
く
な
い
の
は
、
す
で
に
あ
げ
た

諸
例
の
う
ち
に
も
見
え
る
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
は
、
そ
れ

が
熟
語
た
る
こ
と
が
大
多
数
で
あ
っ
て
、
そ
の
住
し
方
も

窮
魚
（
土
）

誌
綴
訓
（
七
）
回
避
繍
（
三
二
）

監
（
三
四
）
三
越
警
（
三
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
也
」
が
あ
っ
て
「

　
　
　
　
　
　
　
「
流
町
』
の
原
本
実
損
の
・
印
の
部



　　

n
隈
護
跡
稽
紅
玉
）
羅
誌
辮
病
婦
徽
（
九
）

の
如
く
ま
す
字
晋
を
次
に
訓
義
を
注
す
る
の
が
常
で
あ
り
、
序
文
訓
釈

の
最
後
に
あ
る

　　

鈴
ｰ
囎
（
序
）

の
如
き
は
正
に
例
外
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
単
字
に
晋
義
を
注
し
た

少
数
の
う
ち
の
一
●
例
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
単
字
は
こ
の
よ
う
に
字
晋
を

後
に
す
る
の
か
も
’
知
れ
な
い
と
一
往
考
え
る
要
が
あ
る
、
そ
れ
に
ば
理

由
が
あ
っ
て
、
第
二
十
八
縁
の
単
字
に

　　

A
鰭
難
（
二
八
）

の
一
例
が
あ
り
、
し
か
も
「
書
」
字
か
ら
「
奴
」
字
に
つ
づ
く
符
号

（
曲
線
）
を
撰
て
あ
蔀
ら
、
そ
の
音
謹
「
綴
伊
反
」
の
如
く

先
に
あ
る
べ
き
を
書
【
き
誤
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
、
　
あ
る
い
は

「
麗
伊
反
」
、
と
反
対
た
る
べ
奮
記
し
誉
の
か
、
即
断
し
饗
い

点
が
あ
る
。
し
か
し
単
字
O
他
の
例
が
序
文
の
と
は
逆
に

　　

{
熱
望
へ
五
）
　
媚
驚
阪
る
（
三
‡

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
丘
日
延
を
先
に
す
る
を
示
し
た
も
の
と
解

。
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
熟
語
の
例
か
ら
考
え
て
も
そ
れ
が
至
当
と
思
わ
れ

る
。・

以
上
訓
釈
の
注
記
・
の
形
式
の
複
雑
さ
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
単
に
国
語
資
料
と
し
て
扱
う
か
ま
た
は
厳
暑
下
読
の
た
め

に
用
い
る
だ
け
の
必
要
か
ら
み
れ
ば
全
く
無
用
の
読
に
近
い
が
、
訓
釈

の
成
立
を
考
え
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
看
過
し
が
た
い
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
注
記
形
式
に
主
要
な
・
方
法
は
あ
っ
て
も
こ
れ
懸
ど
雑
多
に
な
．
つ
て

い
る
の
は
、
転
写
を
璽
ね
る
う
ち
の
変
化
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
が

あ
る
。
か
く
て
霊
異
記
の
訓
釈
は
、
た
だ
一
人
の
手
に
な
つ
禿
と
か
同

時
に
作
ら
れ
た
と
か
考
え
る
と
解
決
し
が
た
い
不
統
一
性
が
あ
る
た
め

に
、
次
々
に
何
人
か
に
よ
っ
て
成
長
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
ど
い
う

論
が
生
．
ず
る
籐
地
が
生
れ
る
。

　
興
福
寺
本
訓
釈
の
こ
の
現
象
は
、
必
ず
し
竜
他
の
本
に
な
い
恩
の
で

は
な
い
、
む
し
ろ
共
通
的
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
斯
本
だ
け
を

対
象
と
す
る
こ
の
論
に
お
い
て
広
く
比
較
考
証
す
る
こ
と
な
く
し
て
容

易
に
結
論
な
出
る
も
の
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
か
か
る
事
実
を
指
摘
す

る
に
と
ど
め
て
お
く
。四

　
こ
れ
ま
で
は
も
つ
ば
ら
訓
釈
そ
れ
自
体
の
形
式
的
方
面
に
つ
い
て
考

察
し
て
き
た
が
、
こ
こ
に
は
改
め
て
訓
釈
を
本
文
と
の
関
係
に
お
い
て

懐
く
。
ま
ず
・
訓
釈
の
位
置
は
、
類
従
本
の
如
く
各
論
話
末
に
一
括
し
て

記
さ
れ
て
い
る
形
式
に
つ
い
て
、
従
来
と
か
く
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、

原
撰
か
ら
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
時
代
の
姿
を
つ
た
え
て
い
る
興
福
寺
・
本
に
お

い
て
、
す
で
に
そ
の
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し

一
二



類
従
本
の
如
き
に
な
本
文
と
は
行
を
改
め
て
記
さ
れ
て
払
る
が
、
新
本

で
は
全
く
行
を
か
え
」
ア
、
本
意
末
に
す
ぐ
続
い
て
訓
釈
が
始
ま
る
と
い

う
、
い
ま
か
ら
見
れ
ば
ま
こ
と
に
夫
整
理
な
形
で
あ
る
こ
と
は
注
意
を

要
す
る
。
殊
に
画
定
話
の
入
口
さ
え
が
行
を
改
め
る
こ
と
な
く
、
前
縁

の
訓
釈
末
尾
に
す
ぐ
㎜
続
い
て
書
写
せ
ら
れ
て
い
る
と
，
い
う
事
実
も
珍
し

く
な
い
。
と
に
か
く
延
喜
の
底
本
と
し
た
の
も
が
そ
う
で
あ
っ
た
か
否

か
は
推
定
す
べ
く
も
な
い
が
、
現
存
．
最
古
の
形
が
か
か
る
一
括
形
式
で

未
整
理
な
姿
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
、
無
畏
な
ぜ
の
形
式
で
伝
わ
る
も

の
と
は
別
な
占
鱒
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

．
訓
釈
に
見
え
る
語
で
本
丈
に
こ
れ
を
訣
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
う
ち

他
本
に
よ
っ
て
本
・
文
が
う
か
が
え
る
も
の
は
明
ら
か
に
斯
・
本
の
脆
下
之

考
え
ら
れ
る
が
、
第
十
二
縁
訓
釈
の
「
晦
・
頃
」
の
二
字
は
本
文
に
見

あ
覆
ら
ず
、
ヒ
と
に
コ
頃
」
字
は
液
㌦
斎
も
考
証
し
て
「
無
レ
所
レ
係
」
と

記
し
た
よ
う
に
類
従
本
の
本
文
に
も
見
え
な
い
。
こ
れ
ら
は
歪
ぐ
本
丈

と
は
無
関
係
の
も
の
で
、
そ
の
訓
釈
だ
け
が
残
っ
て
本
文
の
丈
字
が
い

．ち

≠
ｭ
転
写
の
と
き
に
逸
し
た
ま
ま
で
伝
え
ら
れ
た
か
、
あ
る
い
は
各

縁
の
…
訓
釈
が
そ
の
位
置
を
誤
る
に
い
た
っ
て
混
入
し
た
か
と
考
え
ら
れ

る
。
第
三
十
五
縁
の
訓
釈
「
縞
」
⊥
乎
も
・
本
・
文
に
な
く
、
峡
損
七
た
部
分

．
が
あ
る
か
ら
そ
こ
に
存
し
て
い
る
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
垂
れ
は

従
来
他
本
で
は
狙
い
て
い
た
論
話
で
あ
る
か
ら
対
照
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
か
く
訓
釈
だ
け
に
見
え
る
も
の
の
あ
．
る
こ

と
は
、
本
文
校
定
上
に
．
一
つ
の
手
が
か
b
・
と
な
・
り
碍
る
。

幽一

O

　
訓
釈
と
本
丈
と
に
通
じ
て
存
し
な
が
ら
、
そ
の
虚
字
を
異
に
す
る
も

の
が
あ
る
。
．
こ
れ
も
校
定
の
資
料
と
な
る
が
、
こ
れ
に
竜
厨
一
字
な
が

ら
扁
募
の
一
部
が
異
な
る
と
か
異
体
字
で
あ
る
と
か
誤
字
と
か
が
多
く

て
、
問
題
と
す
べ
き
ば
全
く
他
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で

あ
畜
が
、
そ
の
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
多
く
は
比
較
し
て
い
ず
れ
か
に

決
定
せ
ら
れ
る
。

　
本
文
に
よ
っ
て
正
し
く
み
れ
ば
、
訓
釈
字
の
醗
し
方
に
不
当
な
も
の

が
あ
る
。
著
し
い
の
は
否
完
辞
を
俘
う
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば

　　

y
翻
勤
天
（
四
）
　
嫁
騨
護
万
（
九
）

　
　
什
蘇
（
三
二
）

の
三
例
は
そ
れ
ぞ
れ
本
丈
に
「
不
感
じ
「
不
喚
」
「
不
八
目
」
と
あ
る
に

徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
不
当
」
は
「
不
謁
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
が

そ
の
訓
も
器
そ
ら
く
「
ツ
カ
ヘ
マ
ツ
ラ
ズ
シ
テ
」
と
あ
る
べ
き
が
誤
っ

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
2
1
る
。
類
従
本
訓
釈
に
も
否
定
辞
は
な
い
が
延

豊
本
で
は
「
不
知
」
　
「
不
喉
」
と
い
・
γ
形
で
示
し
て
い
る
も
の
も
あ
・

る
、
こ
れ
は
か
え
っ
て
奉
文
に
よ
っ
て
挿
入
し
掩
も
の
か
も
知
れ
な
い

が
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
次
に
読
く
…
訓
釈
字
の
順
序
の
問
題
と
と
も
に

諸
伝
心
の
校
合
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
う
。

　
庭
梅
に
も
あ
る
よ
う
に
、
斯
本
で
も
訓
釈
宇
の
所
出
順
序
が
本
文
に

怠
け
る
順
序
ど
遺
り
に
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
。
い
ま
二
度

錯
誤
の
あ
る
序
文
で
の
例
で
必
要
あ
る
部
分
の
前
後
に
わ
光
る
訓
釈
を



原
形
ど
お
り
に
あ
け
る
と
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の
順
序
で
あ
る
が
、
本
文
に
出
る
の
は
数
孚
で
示
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
他
の
魅
惑
拡
一
一
こ
れ
を
あ
げ
る
を
省
く
が
、
こ
れ
は
諸
本
に
通

ず
る
事
実
で
ば
あ
っ
て
も
そ
の
倒
錯
の
順
序
は
必
・
ず
し
も
同
じ
と
は
断

ぜ
ら
れ
な
い
よ
う
で
、
た
だ
一
本
だ
け
か
ら
は
こ
の
事
実
を
聞
明
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
訓
釈
が
安
定
的
な
存
在
と
し
て
初
か
ら
作
ら
れ
各

論
話
末
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
混
乱
’
は
ど
う
し
て

起
る
で
あ
ろ
う
か
．
そ
こ
で
多
く
の
疑
問
が
出
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
を
も
っ
て
、
初
は
裏
書
や
傍
注
な
ど
で
あ
っ
た
の
が

読
話
末
に
一
括
せ
ら
れ
る
時
に
自
然
に
起
つ
た
誤
り
で
あ
る
、
と
た
だ

ち
に
断
ず
る
の
に
は
賛
成
で
遺
な
い
。

　
最
後
に
言
及
す
べ
き
関
係
は
、
や
は
り
諸
本
の
訓
釈
に
共
通
す
る
こ

と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
訓
注
が
常
に
あ
ま
り
に
も
本
文
中
の
訓
読
に
即

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　　

�
戟
i
序
）
甦
縷
（
五
）
縫
醗
（
八
）

　
　
畜
鶴
（
＋
二
）
迫
雛
三
＋
）
嶺
縢
三
八
）

こ
れ
ら
は
わ
ず
か
の
例
を
あ
け
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
助
辞
の
類
を
つ
け

た
り
活
用
語
が
毒
口
形
以
外
の
形
を
と
っ
た
り
す
る
こ
と
は
多
く
の
例

で
、
す
な
わ
ち
こ
れ
は
本
丈
を
訓
読
す
る
そ
の
ま
ま
の
語
形
で
示
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
単
語
の
訓
と
し
て
独
立
性
あ
る
も
の
で
は
な
い
の

で
、
こ
の
事
実
も
ま
た
も
っ
て
訓
釈
移
動
読
と
も
い
う
べ
き
論
の
根
拠

の
一
と
な
り
得
る
が
、
公
正
に
み
て
そ
れ
も
必
ず
し
も
安
当
で
は
な

い
。
訓
釈
が
、
独
立
し
允
字
書
ま
た
は
音
義
物
と
し
て
成
立
し
だ
恵
の

な
ら
、
そ
の
訓
注
ば
活
用
語
は
多
く
基
本
形
（
絡
止
形
）
を
と
勢
助
辞

な
ど
が
や
た
ら
に
つ
け
加
え
ら
れ
，
て
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
釈
義

の
形
式
に
多
か
っ
た
「
某
也
」
式
に
注
記
せ
ら
れ
る
が
普
通
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
初
に
述
べ
て
こ
と
わ
っ
た
よ
う
に
、
訓
釈
の
本
質
が
そ

う
い
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
奉
丈
の
訓
読
理
解
に
沓
ハ
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
成
立
当
時
か
ら
各
論
歯
噛
に
一
括
し
そ
記
さ

れ
て
い
た
と
仮
定
し
て
も
、
そ
の
訓
注
が
本
文
の
訓
読
に
即
し
海
現
存

の
形
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
何
の
不
合
理
も
な
い
で
は
な
い
か
。
諸
縁
あ

っ
て
興
福
寺
本
を
し
の
ぐ
古
紗
本
が
発
見
せ
ら
れ
そ
の
剃
釈
形
式
が
一

括
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
仮
定
し
て
も
、
右
に
論
じ
た
合
理

性
に
は
い
さ
さ
か
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
も
な
い
の
で
あ
る
。

五

　
訓
釈
の
釈
語
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
も
の
に
言
及
し
て
本
稿
を
誇
わ

る
が
、
そ
の
初
に
現
在
の
興
福
寺
本
で
は
す
で
に
歓
損
し
て
い
て
全
く

不
明
の
箇
所
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
古
筆
本
が
発
見
せ
ら
れ
た
事
惰

に
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
保
存
せ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
て
長
い

蕊
三



間
全
丈
放
置
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
P
み
そ
れ
が
偶
然
に
取
り
欝
さ
れ

た
と
い
う
実
情
の
た
め
に
、
料
紙
の
上
下
の
端
が
少
し
ず
つ
で
は
あ
る

が
少
か
ら
ず
訣
損
し
て
い
て
、
訓
釈
も
こ
こ
に
該
当
す
る
も
の
あ
る
を

ま
ぬ
が
れ
な
い
。
す
で
に
あ
げ
た
用
例
で
。
印
を
も
つ
て
示
し
た
の
に

よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
別
に
二
三
例
を
示
す
と

　　

F
禦
太
（
序
）
履
杯
万
（
圭
）
携
夢
三
八
）

な
ど
の
如
き
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
訓
釈
の
多
く
は
類
従
本
の
訓
釈

に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
峡
け
た
と
こ
ろ
は
そ
れ
に
よ
っ
て
補
読
し

て
ほ
ぼ
誤
・
9
が
な
い
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
右
三
例
は
そ
れ

ぞ
れ
「
ア
刈
ノ
シ
タ
」
「
フ
マ
川
」
　
「
タ
ツ
サ
型
置
」
と
誹
む
べ
き
こ

と
が
わ
か
る
。
た
だ
興
福
寺
本
に
し
か
存
し
な
い
訓
釈
の
う
ち
た
も
こ

の
峡
損
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
傍
証
な
ど
に
よ
っ
て
解
読
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
例
は
少
い
も
の
で
あ
る
か
ら
次
に
転
回
す
る
。

　　

n
灘
．
（
序
）

こ
れ
は
そ
の
字
形
そ
の
も
の
が
す
で
に
「
貧
」
か
「
貧
」
か
明
ら
か
で
な

い
が
、
釈
語
は
「
ネ
ガ
フ
コ
ト
」
た
る
に
誤
り
な
か
る
べ
く
古
訓
に
よ

っ
て
や
は
り
「
貧
」
字
匙
正
し
い
と
認
め
る
。

　　

｢
蕪
齢
●
荒
利
（
五
）
霰
べ
霧

下
に
参
照
し
た
の
は
類
従
本
の
訓
釈
で
、
こ
れ
は
全
く
意
味
を
な
さ
な

・
い
。
　
「
対
ヲ
レ
リ
」
．
と
訓
も
べ
き
は
論
な
く
、
類
従
本
の
誤
り
は
明
ら

三
四

か
で
あ
る
。

　　

ﾈ
’
説
（
二
五
）

「
マ
コ
ト
’
こ
と
訓
む
こ
と
、
類
従
本
霧
中
第
十
三
縁
訓
釈
に
見
え

る
。　　

Z
謡
叢
る
（
三
＋
）

既
述
の
う
ち
に
こ
の
例
は
「
ネ
毛
ノ
ル
』
と
補
っ
て
あ
げ
た
が
、
そ
の

宇
形
に
近
い
片
影
が
う
か
が
わ
れ
る
に
よ
っ
た
ま
で
で
み
る
。
そ
う
訓

ん
で
も
語
義
は
解
し
得
な
い
。
　
「
オ
噸
ネ
ル
」
の
誤
り
か
。

　
　
闘
請
（
三
二
）

類
従
本
巷
下
第
九
縁
訓
釈
に
「
ミ
カ
ド
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
補
読
で
き

る
。
次
に
第
三
十
四
縁
の
「
厭
」
字
は
釈
語
が
全
く
敏
損
し
て
一
字
を

も
残
さ
ぬ
の
で
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ち
な
い
。

　　

?
女
t
万
（
三
五
）

こ
れ
は
幸
い
同
じ
興
蕎
寺
本
の
第
九
緻
訓
釈
に
、
同
語
が
あ
り
「
タ
マ

サ
カ
一
こ
と
訓
ん
で
い
る
。

　
釈
語
は
明
ら
か
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
仮
名
の
判
読
に
疑
義
が

あ
っ
て
注
意
を
要
，
す
る
も
の
が
少
く
な
い
。
古
町
で
は
あ
る
が
書
写
は

必
ず
し
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
は
い
え
ぬ
こ
と
は
本
文
を
校
訂
す
れ
ば
わ

か
る
よ
う
に
、
訓
釈
の
字
体
に
も
誤
写
と
制
定
す
る
よ
り
解
読
の
方
法



の
な
い
も
の
が
あ
，
る
。

　　

ｷ
駆
蘇
之
（
序
）
　
御
饒
触
（
序
）

類
従
本
は
下
記
の
よ
う
に
「
タ
ビ
シ
」
と
訓
ん
で
い
る
ρ
　
「
太
」
字
は

明
瞭
で
な
く
「
土
」
と
解
読
し
た
入
も
あ
る
が
、
恐
ら
く
「
太
↑
の
く

す
れ
た
書
写
で
あ
ろ
う
。

　　

ｧ
糞
鴛
（
序
）

こ
の
ま
ま
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
、
類
従
・
本
に
は
「
・
去
、
ロ
ウ
子
午
也
」

と
し
て
い
る
が
そ
れ
も
二
歩
が
考
証
し
て
い
る
よ
う
に
原
本
の
「
ナ

ム
、
ロ
ツ
古
支
也
」
と
い
う
不
詳
訓
を
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
志
」

は
「
去
」
の
誤
写
と
考
え
れ
ば
「
コ
、
ロ
ツ
コ
キ
シ
」
と
訓
め
る
。
そ

う
認
め
て
も
よ
い
理
由
は
、
第
三
縁
の
訓
釈
に

　　

ｫ
議
（
三
）

と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
類
従
本
訓
釈
に
「
牟
加
之
比
」
と
あ
る
傍
証
を
ま

つ
ま
で
も
な
く
「
牟
我
志
備
」
で
あ
る
べ
く
、
字
体
の
相
似
か
ら
興
福

寺
本
の
筆
者
は
こ
の
「
去
』
と
「
志
」
と
を
相
互
に
書
き
誤
っ
た
こ
と

が
著
し
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
語
が
正
し
い
と
し
て
も
辞
書
に
も
な
く

目
新
し
い
が
、
万
葉
集
巷
十
八
（
四
〇
八
九
）
に
あ
る
長
歌
の
一
部
分

に　
…
伎
久
其
等
柾
葺
己
工
面
災
飾
弓
一
宇
知
奈
気
血
…

と
あ
る
愚
の
の
唯
二
の
傍
証
と
な
る
。
従
来
諸
設
こ
れ
を
解
し
が
た
い

と
し
て
「
コ
コ
μ
列
ゴ
キ
」
の
誤
り
と
し
て
い
た
・
が
、
．
そ
の
異
本
文
を
．

伝
え
る
写
本
が
な
い
。
い
ま
こ
の
訓
釈
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
で
認
め
ら

れ
よ
う
、
す
な
わ
ち
「
定
本
万
葉
集
」
は
こ
の
興
福
寺
本
訓
釈
を
援
用

し
て
「
コ
コ
・
ツ
ゴ
キ
」
と
そ
の
ま
ま
に
訓
ん
で
い
る
の
は
新
し
い
．
見

解
で
あ
る
。
も
っ
と
も
意
義
は
藩
邸
が
改
．
め
た
よ
う
に
「
心
動
ク
」
こ

と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　　

ﾖ
余
灘
難
（
四
）

類
従
本
「
伊
波
闘
乃
」
と
あ
る
の
に
よ
る
べ
く
、
「
禰
」
は
字
形
の
相

似
に
よ
る
「
糺
」
の
誤
り
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　　

ｶ
嬬
跳
蚤
（
九
）

「
布
」
字
の
下
、
判
読
し
が
だ
い
。
「
い
」
に
近
い
形
が
残
っ
て
い
る

が
不
明
。
　
「
ハ
フ
リ
ヌ
」
と
あ
り
だ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
添
．
曾
布
．
（
＋
）

下
の
字
が
明
ら
か
で
な
い
、
一
見
す
る
と
「
而
」
字
の
如
く
で
あ
る
。

「
添
上
郡
」
の
訓
読
を
示
す
の
で
、
　
「
布
」
と
認
め
た
い
。
　
「
ソ
フ
ノ

上
郡
」
と
訓
む
か
。

　　

N
悼
鑑
（
＋
恩

す
で
に
仮
名
遣
の
條
で
あ
げ
た
が
、
前
孚
を
「
お
比
須
」
と
誤
り
読
む

人
が
あ
る
の
で
再
び
記
す
。
今
町
「
オ
ビ
ヤ
ヵ
シ
テ
」
に
あ
た
る
。

三
五
■



　　

兼
?
g
美
（
克
）

全
く
解
し
得
な
い
。
　
「
カ
」
を
「
刀
」
す
な
わ
ち
［
ト
」
の
仮
名
と
読

む
論
に
は
従
い
が
た
い
。
字
形
か
ら
考
え
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
仮
名

字
母
と
し
て
は
「
止
」
が
專
用
せ
ら
れ
る
国
本
に
は
不
当
で
あ
る
。

　　

�
ﾘ
園
（
＋
九
）

ζ
れ
は
「
マ
ナ
ビ
」
，
ま
た
は
「
マ
ネ
ビ
」
と
訓
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る

が
「
ポ
こ
の
常
用
仮
名
「
爾
」
と
あ
る
。
　
「
奈
」
の
下
話
部
の
略
体
仮

名
の
類
似
か
ら
の
誤
写
か
。
お
そ
ら
く
は
「
彌
」
の
省
劃
右
募
だ
け
に

よ
っ
て
「
ネ
」
と
用
い
だ
唯
一
め
例
で
あ
ろ
う
。

　　

薗
ﾚ
（
＋
九
）

類
従
本
に
は
「
マ
ク
ル
」
と
訓
ん
で
い
る
の
で
、
こ
れ
も
「
マ
ク
」
と

，
訓
み
だ
い
が
不
可
能
で
あ
る
。
　
「
禰
」
字
も
や
や
納
得
し
が
た
い
が
、

「
久
」
は
む
し
ろ
「
欠
」
に
近
い
、
ま
た
こ
れ
は
人
に
よ
っ
て
「
頁
」

と
解
せ
ら
れ
て
も
い
る
が
、
万
丈
に
即
し
て
よ
む
と
甚
だ
疑
義
が
多

い
。
決
し
か
ね
る
。

　
　
罪
霞
反
く
二
五
）

　
他
本
に
・
な
い
訓
釈
で
あ
る
が
、
如
何
と
も
解
せ
ら
れ
な
い
、
訓
釈
に

誤
り
が
あ
る
か
と
思
う
。

　　

ﾝ
懊
鶴
三
八
）

三
六

こ
の
訓
釈
ど
お
り
で
は
全
く
意
映
冨
蛋
山
な
さ
な
い
。
書
写
の
拙
さ
に
　
帰
因

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
は
二
つ
の
訓
釈
を
誤
っ
て
一
語
の
よ
う
に

し
た
の
で
あ
る
。
　
「
歯
」
．
字
が
「
刃
」
の
意
義
を
あ
ら
わ
す
も
の
す
な

わ
ち
小
記
す
れ
ば
よ
い
の
を
、
大
き
く
書
い
た
た
め
に
誤
り
が
起
つ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

　
　
匁
歯
　
　
　
喚
嶋
也

の
ギ
よ
う
に
わ
け
る
と
判
然
と
す
る
。

　　

a
難
利
（
三
二
）

意
義
通
ぜ
ナ
、
宇
義
か
ら
考
え
る
と
た
だ
ち
に
「
ア
レ
．
マ
セ
リ
」
と
あ

る
べ
き
を
誤
っ
た
と
想
定
せ
ら
れ
、
そ
う
訓
め
ば
解
決
せ
ら
れ
た
も
の

と
い
え
る
。

　　

ﾙ
動
久
（
三
三
）

明
ら
か
に
「
メ
グ
ミ
」
と
訓
む
べ
．
き
字
で
あ
る
が
、
こ
の
ま
ま
．
で
ば

「
薦
」
は
「
ネ
」
・
と
訓
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
幽
、
薦
」
は
「
彌
…
」
の
誤
り

で
，
あ
ろ
う
。
．
「
弓
」
篇
を
「
方
」
字
に
書
く
が
そ
れ
を
「
ネ
」
の
草
体

と
誤
っ
た
こ
と
か
ら
「
顧
…
」
に
畠
な
っ
た
も
の
と
思
う
。

　　

ﾖ
臓
（
三
三
）

意
解
し
が
た
い
、
し
た
が
つ
《
「
度
」
を
「
厚
」
と
読
む
人
も
あ
る
が

無
理
で
あ
る
。
　
「
敦
」
字
そ
の
も
の
が
す
で
に
弓
丈
に
見
あ
た
ら
ず
、



恐
ら
く
本
文
に
「
敦
」
と
あ
る
字
が
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
の
よ
う
で

こ
の
あ
た
り
訓
読
し
が
た
い
。

　　

ﾇ
久
鐘
鯨
（
三
五
）

「
ヤ
ヤ
ヒ
列
二
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
「
左
」
を
誤
写
し
た
も
の
か
。

延
暦
の
「
華
嚴
樺
戸
養
」
に
は
あ
た
か
も

　　

ﾇ
久
舞
基
準
麗
発
議
非

の
訓
注
が
あ
っ
て
こ
の
確
証
と
な
る
。
な
お

　　

喧
距
ﾄ
畿
と
（
五
）

め
訓
は
、
こ
う
読
解
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
意
義
が
明
ら
か
で

な
い
。
し
の
あ
た
り
本
文
も
難
解
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
訓
注
を
ど

う
活
用
し
て
訓
読
す
べ
き
か
わ
か
ら
な
い
。

　
以
上
主
と
し
て
警
写
○
凝
問
か
ら
寸
意
す
べ
き
耳
語
馬
つ
い
て
略
記

し
た
が
、
す
で
に
他
の
項
で
読
き
及
ん
・
だ
訓
釈
の
は
こ
こ
に
は
省
い

た
亀
興
福
寺
本
は
多
く
の
釈
語
を
皐
供
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
よ
う
に
容

易
に
は
利
用
し
が
た
い
も
の
も
あ
り
、
な
器
考
証
を
要
す
る
饒
地
は
少

く
な
い
。
も
っ
と
も
い
ま
ま
で
類
従
本
な
ど
で
疑
い
を
有
し
て
い
た
も

へ
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
も
多
い
。

最
後
に
斯
本
だ
け
に
見
ら
れ
る
訓
釈
ま
た
は
他
本
に
な
あ
っ
て
も
脱

語
を
異
に
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
、
語
法
・
語
彙
な
ど
に
注
意
す
べ
き

も
の
少
し
を
選
ん
で
略
記
す
る
。
す
べ
て
の
語
に
及
ぶ
こ
と
は
、
そ
の

大
部
分
が
普
蓮
の
語
彙
で
あ
り
ま
た
他
本
を
ぴ
ろ
欧
比
較
し
て
か
ら
成

す
べ
き
も
の
で
も
あ
っ
て
、
い
ま
の
本
稿
の
目
．
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
。

　　

ﾆ
羅
秀
答
（
序
）

語
法
と
し
て
珍
し
い
古
例
の
一
つ
で
あ
る
。
　
「
牛
」
は
「
干
」
．
の
誤
b
’

か
。
後
世
に
多
い
こ
め
ゾ
式
講
義
体
の
年
代
の
明
ら
か
な
も
の
で
最
も

早
い
の
は
前
述
の
「
華
嚴
経
書
義
」
に
す
で
に
見
え
る

　
　
　
　
之
与
反
亭
也

　
　
嚢

　
　
　
　
二
伊
流
曾

と
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
沸
古
点
本
に
も
見
え
る
よ
う
で
あ
る
が
。
た
ま

た
ま
あ
ら
わ
れ
遷
幸
一
例
な
が
ら
．
訓
釈
者
の
声
を
聞
く
思
い
が
す
る
、

　　

K
鑛
之
（
序
）
　
悪
癖
（
三
）

，
第
一
二
縁
の
例
は
・
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
ム
ガ
シ
ビ
」
な
る
こ
と
明
ら
か

で
、
　
「
ム
ガ
シ
」
が
形
容
詞
活
用
に
も
動
詞
活
用
に
も
導
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
類
従
本
で
は
前
者
は
「
ヲ
カ
シ
ク
モ
」
と
な
っ
て
い
る
。

　　

ﾚ
凹
（
一
）

こ
の
頃
に
は
「
コ
エ
」
「
コ
ユ
」
な
ど
と
や
行
下
二
段
に
活
用
す
る
の

が
常
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
は
他
の
文
献
か
ら
推
定
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
例
は
ま
だ
ワ
行
暮
二
行
の
古
形
で
注
せ
ら
れ
て
い
る
の
も
珍
し

い
。
類
従
本
・
に
は
こ
の
訓
注
を
一
駅
く
。

三
七



　
　
腰
難
（
七
）

類
従
本
は
「
阿
加
刻
弓
こ
に
作
る
、
し
た
が
っ
て
こ
の
・
字
と
し
て
は
意

義
蓮
ぜ
す
披
斎
は
諸
傍
証
を
毒
げ
て
「
ア
ガ
ヒ
テ
」
な
る
べ
く
論
じ
て

い
る
が
、
斯
本
に
よ
れ
ば
何
ら
問
題
で
は
な
く
な
る
。

　
　
騨
醗
（
土
）

古
字
書
類
に
こ
の
訓
あ
る
を
知
ら
な
い
、
こ
の
語
の
他
に
存
す
る
か
否

か
も
わ
か
ら
ず
、
類
従
本
に
は
全
く
注
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
塩
零
墨
善
玉
（
＋
三
）

類
従
本
「
万
尋
流
去
止
乎
」
に
作
る
、
こ
れ
に
対
し
て
液
斎
は
「
訓
釈

三
三
レ
誤
」
と
存
疑
し
た
。
斯
本
の
訓
は
「
マ
サ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
」
と
凄

む
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
回
訓
と
も
に
意
義
が
通
じ
な
い
。
延
寳
本
の
一

本
に
は
「
万
加
奈
一
三
三
一
」
と
注
す
る
、
こ
れ
な
れ
ば
明
瞭
…
で
あ
る

が
わ
か
り
や
す
く
意
制
し
た
の
で
は
な
い
か
の
疑
い
が
あ
る
。

　
　
晦
製
こ
（
＋
二
）

原
形
を
そ
の
・
ま
ま
と
ど
め
て
お
り
、
類
従
本
で
は
す
で
に
「
ツ
コ
モ

リ
」
と
な
っ
て
「
ギ
」
を
睨
落
さ
せ
た
形
で
あ
る
。
こ
れ
と
論
な
じ
よ

う
に

　
　
　
　
あ
　
ゆ

　
　
三
図
禾
（
＝
手
）

と
い
う
語
も
、
ま
だ
「
カ
テ
」
と
は
な
ら
す
古
形
を
存
す
る
。
こ
の
と

§
八

こ
ろ
で
は
類
従
本
に
こ
の
訓
釈
は
な
い
が
巻
下
に
は
「
恥
し
字
に
や
は

り
「
可
里
弓
季
」
と
い
う
形
で
出
て
い
る
。

　
　
主
選
良
（
三
一
）

古
語
「
カ
ト
ル
」
を
使
役
の
形
に
活
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
を

「
ツ
カ
サ
ド
ラ
シ
メ
」
と
解
し
て
訓
読
し
て
い
る
本
が
あ
る
が
、
古
語

「
カ
ト
ル
」
に
思
い
及
ば
な
か
っ
た
失
考
で
あ
ろ
う
。

　
き
わ
め
て
概
略
で
は
あ
る
が
、
興
福
寺
本
訓
釈
に
あ
ら
わ
れ
た
煙
雨

の
う
ち
少
数
な
が
ら
注
意
す
べ
登
も
の
に
つ
い
て
解
読
し
た
。
釈
語
の

有
す
る
内
舐
そ
の
竜
の
も
、
や
は
り
延
喜
以
往
の
姿
謬
り
得
る
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
比
較
考
察
す
み
こ
と
に
よ
っ
て
霊
異

記
訓
釈
の
一
般
的
性
格
を
．
は
っ
き
り
し
な
。
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
五
・
剛
O
・
一
三
）

　
　
一
昭
和
二
＋
孟
年
鹿
一
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
M
部
で
あ
る
一

活
字
に
翻
印
す
る
の
に
、
亭
仮
名
か
漢
字
か
そ
の
三
略
の
程
度
で
決

め
が
た
い
も
の
が
多
い
。
従
来
紹
介
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
異
同
が
あ

る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
り
」
草
体
の
真
仮
名
を
別
字
に
誤
読
し
て
い

る
例
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
そ
れ
ら
先
行
の
丈
献
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
論
究
し
な
い
。
諸
本
に
封
し
て
基
礎
的
に
考
察
し
て
か
ら
、
霊
異

記
訓
釈
の
一
般
を
考
証
し
校
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
そ
の

第
一
の
解
読
が
本
稿
で
あ
る
。
　
（
一
ニ
ニ
ニ
邉
記
）




