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去
来
の
伝
記
や
、
そ
ρ
俳
譜
更
上
の
位
置
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
は
省
略
す
る

ζ
と
と
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
た
Ψ
彼
の
一
句
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
い
さ

さ
か
所
見
．
を
述
べ
る
．
ご
と
と
す
る
O

　
瓠
て
、
解
釈
の
対
象
と
な
る
そ
の
一
句
は

　
　
　
秋
風
や
し
ら
木
の
弓
に
弦
張
ら
ん

と
い
う
句
で
あ
る
。
こ
の
句
は
．
　
「
芭
蕉
七
部
集
」
の
「
阿
羅
野
鼠
」
巻
之
四
の

「
初
秋
」
（
巻
早
早
は
、
初
秋
、
仲
秋
、
暮
款
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
）
の
部
に
入

れ
ら
れ
て
い
て
、
去
来
の
名
句
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
丈
学
史

や
二
番
【
に
お
い
C
も
去
」
釆
に
関
し
て
は
．
大
概
こ
の
句
が
，
彼
の
代
表
句
の
一
つ

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
頴
原
魁
藏
氏
も
「
蕉
門
の
人
々
」
に
お

い
て
、
こ
の
句
と
、
　
「
湖
の
水
ま
さ
り
け
り
五
月
雨
」
と
の
二
句
を
「
共
に
よ
く

去
来
の
特
色
を
発
揮
し
た
作
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
俳
書
の
う
ち
に
は
、
こ
の
「
秋
風
」
の
句
を
、
去
来
の
最
上
の
何
だ
と
す
る
人

も
あ
る
。
例
え
ば
、
俳
句
…
雑
誌
の
「
林
表
」
　
（
註
、
大
正
十
四
年
七
月
「
犀
鳥
」
よ

り
分
離
し
た
も
の
）
の
第
二
号
に
、
戸
田
敷
竹
と
い
う
人
が
、

　
「
天
春
静
堂
氏
の
去
来
研
究
（
註
「
倦
鳥
」
に
連
載
さ
わ
た
も
の
》
は
書
置
な

読
物
で
あ
り
ま
し
た
。
夏
鳥
六
月
号
で
完
結
し
た
が
、
其
巻
末
に
去
来
の
代
表
句

と
し
て
十
数
句
を
港
示
せ
ら
れ
て
み
る
。
私
は
、
此
中
に
、
私
が
調
て
去
来
集
中

の
最
好
句
と
信
ず
る

　
　
　
獄
風
や
し
ら
木
の
穆
に
弦
は
ら
ん

が
逸
せ
ら
れ
て
み
る
の
を
逡
憾
に
思
っ
た
◎
彼
の
千
載
和
歌
集
に
西
行
が
鴫
立
沢

の
詠
の
逸
せ
ら
れ
し
を
聞
き
、
典
拙
集
を
廉
一
し
か
ら
ず
と
せ
し
如
〔
く
、
　
い
さ
さ
か
鴨

足
ら
な
く
感
じ
ま
し
た
弐
々
」

と
し
て
、
こ
の
句
を
最
上
の
も
の
と
し
て
い
る
。
と
に
か
く
、
こ
の
句
が
虫
来
．
の

面
目
を
最
も
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
ζ
と
に
は
異
存

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
ら
ば
、
こ
の
句
は
、
ど
う
い
う
よ
う
に
騨
釈
さ
れ
て
來
た
だ
ろ
う
か
。

　
松
隅
隅
膏
々
氏
は
　
「
思
置
鳥
」
　
の
穴
正
十
四
年
六
月
山
号
の
　
「
去
臥
止
句
小
解
〔
十
一
）
」

で
、

　
「
秋
風
の
淋
し
き
感
じ
を
受
け
・
て
、
そ
の
淋
し
さ
に
堪
え
ず
、
緊
張
し
霜
曇
に

鯛四

黷
ｽ
い
欲
求
か
ら
、
白
木
の
弓
に
弦
を
～
張
っ
て
見
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
白
一

木
の
弓
に
弦
を
は
る
と
い
ふ
ζ
と
は
実
に
高
い
緊
…
擁
し
た
感
じ
で
あ
る
。
」

と
解
く
。
い
か
に
も
俳
人
ら
し
い
評
釈
で
あ
る
が
、
こ
の
騨
訳
に
は
、
二
つ
の
疑

問
が
生
ず
る
。

　
そ
の
一
つ
は
．
氏
が
「
秋
風
の
淋
し
費
目
ズ
々
」
と
、
書
っ
て
い
ら
わ
る
こ
と
に

つ
い
て
怨
あ
る
。
淋
し
さ
の
感
に
…
堪
え
ず
緊
張
し
な
カ
に
鯛
…
れ
た
い
と
い
う
欲
求

八
九



九
〇

は
一
般
の
人
々
に
も
あ
り
勝
ち
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
し
て
敏
感
な
詩
人
は
一
層
そ

の
感
を
深
う
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
氏
の
嘗
わ
る
渓
通
り
で
あ
る

が
、
問
題
は
「
款
嵐
」
の
意
味
で
あ
る
。
款
風
が
淋
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
秋

も
牛
ば
を
過
ぎ
て
、
む
し
ろ
暮
秋
の
頃
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
る
に
こ
の
句
は

前
に
も
蓮
べ
た
よ
う
に
、
　
「
初
秋
」
の
部
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
わ

は
如
何
な
る
わ
け
だ
ろ
う
か
。
青
々
氏
に
意
い
て
は
、
款
風
は
淋
し
き
も
の
で
あ

る
と
の
伝
統
的
先
入
観
が
、
暗
々
裡
に
、
こ
の
解
釈
に
初
い
て
い
る
の
で
は
な
か

　
　
函
O

る
う
力

　
疑
問
の
第
二
は
「
し
ら
木
の
弓
に
弦
を
は
る
云
々
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
わ

に
つ
い
て
は
疑
問
の
中
心
は
「
し
ら
木
の
弓
」
で
あ
る
が
、
　
「
白
木
の
弓
」
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
「
塗
木
の
弓
」
即
ち
塗
弓
に
対
す
る
語
で
あ
る
。
塗
弓
は
弓
手

を
漆
で
塗
っ
た
弓
で
、
こ
れ
に
対
し
で
白
・
木
の
弓
は
漆
の
塗
っ
て
い
な
い
、
ま
た

藤
を
も
巻
か
な
い
生
地
の
ま
蕊
の
弓
を
い
う
の
で
あ
る
。
去
来
の
句
に
は
「
し
ら

木
の
弓
に
弦
張
ら
ん
」
と
あ
る
が
、
青
々
氏
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
た
野
、
弓
に

弦
を
張
る
と
い
う
緊
張
感
に
の
み
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
何
故

そ
れ
が
白
木
の
弓
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
な
ん

ら
解
…
答
が
鼠
ハ
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
九
u
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

　
私
は
、
以
上
の
二
り
の
疑
問
を
青
々
氏
の
解
釈
か
ら
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
二
点
を
心
に
持
っ
て
、
さ
ら
に
他
の
騨
親
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　
こ
の
旬
を
去
来
の
最
好
句
と
し
た
戸
’
田
敷
竹
氏
は
、
前
に
伊
仙
げ
た
文
に
次
い

で
、

　
「
雌
の
句
は
、
実
に
・
去
来
の
人
絡
…
を
よ
く
現
は
し
て
み
る
と
思
ふ
。
白
木
の
弓

に
弦
を
張
る
其
の
緊
張
し
た
感
じ
は
去
来
自
身
の
態
度
の
緊
張
で
あ
り
、
款
風
の

ヘ
　
　
へ
　
　
も

勤
・
き
趣
と
岡
つ
に
な
っ
て
み
る
と
思
ふ
。
　
（
中
略
）
　
「
壌
野
」
に
は
此
他

　
　
　
難
し
さ
よ
白
雨
な
が
ら
入
口
か
げ

　
　
　
湖
の
水
ま
さ
り
け
り
黒
月
雨

　
　
　
　
　
（
融
十
四
句
で
あ
る
）

な
ど
合
駈
十
句
載
っ
て
み
る
。
虫
来
と
し
て
は
比
較
的
初
期
の
作
で
あ
ら
う
◎
そ

わ
か
ら
、
此
句
賦
秋
風
と
言
ふ
季
感
を
確
か
り
と
掴
ん
で
み
る
点
も
注
慧
し
て
見

な
け
わ
ぱ
な
ら
な
い
。
季
感
と
言
ふ
も
の
を
沿
革
的
に
調
べ
て
行
く
と
．
「
瞬
野
」

ま
で
よ
り
遡
れ
な
い
。
　
「
襟
の
目
」
に
数
句
あ
る
ば
か
り
で
、
そ
れ
以
前
に
な
る

．
と
、
季
語
が
単
に
句
の
一
部
を
な
し
て
み
る
に
止
野
季
感
と
し
て
全
句
面
に
被
覆

す
る
如
き
事
は
な
い
の
で
あ
る
。
如
斯
季
語
が
季
感
と
し
て
句
に
あ
ら
は
．
れ
た
歴

典
的
意
義
あ
る
代
表
的
句
で
あ
る
こ
と
に
も
此
旬
は
注
意
さ
る
ぺ
蓉
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
あ
っ
て
、
青
々
氏
に
お
び
る
秋
風
の
寂
蓼
感
は
、
敷
竹
民
に
あ
っ
て
は
款
風
の

ヘ
　
　
へ
　
　
あ

勤
を
趣
と
な
っ
て
い
る
O
こ
ζ
に
、
秋
風
に
対
す
る
感
じ
の
相
学
が
幽
て
来
て
い

る
が
か
こ
の
軒
合
、
何
わ
の
解
釈
が
癒
切
で
あ
ろ
う
か
。
前
に
、
こ
の
旬
が
「
初

婚
」
の
部
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
寸
こ
の
点
に
鯛
…
れ
か
け
た
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

れ
は
暫
く
措
い
て
、
彼
の
解
毒
…
や
句
風
の
上
か
ら
こ
れ
を
考
え
て
み
よ
う
。
　
コ
洛

鳩
舎
去
来
先
生
導
管
」
や
「
落
柿
先
生
行
状
」
に
よ
る
と
、
彼
¢
父
兄
は
儒
医
で

あ
る
が
、
彼
は
叔
父
久
米
諸
左
密
門
の
感
化
を
受
け
て
隔
子
時
か
ら
武
芸
を
嗜
ん

で
弓
馬
の
湛
に
通
じ
て
い
た
。
尤
も
、
武
芸
を
拗
ん
だ
の
は
少
駄
の
時
だ
け
で
、

三
十
才
に
逡
し
な
い
時
に
、
臨
に
武
人
と
し
て
の
生
活
を
捨
て
峯
、
芭
蕉
の
門
に

…
遊
び
、
風
雅
の
道
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
早
歌
期
に
於
け
る
武
歴
は
彼
の

性
絡
…
の
一
端
に
喰
い
入
っ
て
い
て
、
彼
の
代
表
作
と
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
に
は
武

士
ら
し
い
気
慨
F
の
あ
る
も
の
が
多
い
。

　
　
　
元
日
や
家
に
譲
墾
の
太
刀
棚
…
か
ん

　
　
　
鐙
着
て
疲
劃
た
め
さ
ん
土
用
干



等
ぱ
此
の
例
で
あ
る
O
こ
れ
等
の
旬
を
な
し
た
彼
の
句
風
か
ら
見
て
も
、
秋
風
に

つ
い
て
の
感
じ
は
若
竹
氏
の
方
に
歩
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
頴
原
退
藏
一
氏
も
「
曲
焦

門
の
人
々
」
で
は
コ
秋
風
の
句
に
は
去
来
の
武
士
的
な
高
潔
さ
が
感
ぜ
ら
わ
」
と

端
的
・
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
言
外
に
は
款
風
の
戚
塞
感
よ
り
も
勤
き
趣
を
感
じ

て
い
ら
わ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
群
竹
氏
も
、
私
の
疑
問
の
第
二
の
点
に
つ

い
て
は
青
々
氏
と
同
様
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
の
示
唆
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
讐
、

氏
が
、
こ
の
旬
に
つ
い
て
、
　
「
季
語
が
季
感
と
し
て
句
に
あ
ら
は
わ
た
歴
史
的
意

義
あ
る
代
表
的
句
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
問
題
と
は
直
接
関
係
は
な

い
が
，
注
目
す
べ
き
書
葉
で
あ
ろ
う
。

　
款
風
と
白
木
弓
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
の
句
に
お
い
て
、
も
し
「
白
木
の
弓
」

が
呪
塗
P
木
」
の
弓
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
の
よ
さ
は
も

と
よ
り
破
擾
さ
れ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
こ
の
点
に
．
つ
い
て
は
、
早
や
、
内
隠
藤

鳴
雪
氏
が
「
七
部
集
俳
零
話
釈
」
　
（
俳
譜
入
門
叢
書
第
九
編
、
明
治
三
†
八
年
）

に
お
い
て
、
「
（
註
こ
の
句
の
上
五
と
以
下
と
は
）
理
想
的
の
配
合
で
、
且
つ
古
来

支
那
に
は
秋
の
色
を
白
と
定
め
て
み
る
」
と
述
べ
て
い
で
、
四
季
感
と
色
彩
感
と

の
関
係
か
ら
そ
の
緊
密
性
乞
設
い
て
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
白
木
の
弓
」
は
単
に

秋
は
白
だ
象
微
さ
れ
る
と
い
う
聯
想
上
の
修
飾
の
み
で
律
し
去
り
得
ら
わ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
ま
た
，
更
に
秋
風
と
白
木
弓
の
性
能
と
の
間
に
何
か
密
接

不
可
分
の
関
係
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
こ
の
・
句
の
温
感
が
潰
　
憾
な
く
表
現
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
・
か
。
こ
の
疑
問
を
解
い
て
呉
れ
た
の
は
や
は
り
．
子
規
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
明
治
二
十
八
年
）

つ
た
。
子
規
は
「
俳
譜
大
要
」
で
　
こ
の
句
を
解
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
か
ユ

　
「
夏
時
白
木
の
弓
に
弦
甲
張
ル
ば
膠
が
剥
げ
る
と
て
款
冷
の
候
，
を
待
ち
て
す

る
な
り
、
数
に
秋
風
甲
と
置
け
り
』

と
あ
る
◎
さ
す
が
に
、
子
規
は
卓
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
劃
に
謂
い
で
、

　
「
さ
れ
ど
も
そ
わ
ば
か
り
に
て
は
理
窟
の
句
に
て
、
些
の
趣
味
無
し
。
蓋
し
弓
は

昔
時
に
茂
て
は
紳
聖
な
る
武
器
に
し
て
、
・
戦
楊
に
用
い
ら
る
エ
は
言
ふ
迄
も
無
く

　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら

慕
目
な
ど
と
て
妖
魔
を
擾
ふ
の
儀
式
も
あ
る
位
な
わ
ば
、
金
気
の
粛
殺
挙
る
に
取

り
醸
せ
て
自
ら
無
限
の
趣
味
を
生
ず
る
を
見
る
。
況
ん
や
典
弓
は
由
木
の
弓
な
る

を
や
。
白
色
に
は
紳
聖
の
感
あ
り
、
粛
殺
の
愚
あ
り
◎
散
に
秋
の
色
は
白
と
す
。

此
の
旬
無
造
作
に
詠
み
閏
で
て
男
ら
し
き
処
一
失
は
ず
。
綴
り
難
電
佳
句
な
聾
。
」

と
あ
り
、
前
に
．
述
べ
た
鳴
雪
、
青
々
、
謹
選
氏
の
解
…
釈
は
、
子
規
の
鵠
の
踏
襲
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
款
風
と
自
木
弓
の
性
能
と
の
関
係
は
「
そ
れ
ば
か
り
に
て
は

理
窟
の
句
」
と
し
て
子
規
に
軽
説
せ
ら
れ
た
が
た
め
に
、
そ
れ
等
の
人
々
の
意
に

上
ら
な
か
っ
た
の
で
．
あ
ろ
う
。

　
し
か
る
に
、
こ
の
点
を
再
び
璽
観
し
て
解
釈
に
と
り
上
げ
て
い
る
の
が
、
幸
田

露
件
の
「
町
回
籏
野
」
で
あ
る
。
岡
欝
に
は

　
「
塗
り
木
の
あ
し
き
弓
は
、
丑
月
雨
の
こ
ろ
萎
え
て
富
バ
夏
に
は
丁
丁
く
な
り
、

風
巻
く
立
た
ば
弓
も
好
く
な
る
も
の
な
り
。
弓
の
κ
仰
嚢
は
白
木
の
か
た
勝
れ
り
。

ま
し
て
、
秋
風
の
吹
く
を
や
。
」

と
、
あ
っ
て
、
貯
木
弓
を
塗
弓
と
対
比
す
る
こ
と
て
よ
っ
て
解
か
れ
て
い
る
。
萩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
十
五
年
一
月
刊
」

原
羅
置
型
も
、
最
近
、
　
「
聖
賢
…
七
部
集
」
で

　
コ
秋
は
空
一
気
の
乾
燥
す
る
時
季
で
、
弓
の
張
り
が
強
く
、
手
ご
た
へ
が
あ
る
か

ら
、
弦
を
か
け
て
引
い
て
見
よ
う
か
と
い
ふ
意
で
あ
る
。
作
者
は
弓
馬
の
蓮
に
達

し
た
人
で
、
．
今
は
京
の
落
補
舎
に
隠
棲
し
、
弓
矢
を
捨
て
瓦
み
る
が
、
款
風
が
冷

た
く
吹
く
に
つ
れ
、
昔
が
恋
し
く
な
り
、
弓
を
引
い
て
見
る
気
に
な
っ
た
の
で
あ

ら
う
。
白
木
の
弓
は
漆
を
か
け
な
い
弓
の
こ
と
で
、
普
通
の
塗
り
弓
よ
り
強
く
引

け
る
も
の
で
あ
る
。
款
風
と
白
木
の
弓
と
の
取
り
合
は
せ
が
よ
く
利
い
て
み
る
」

と
あ
る
。
露
俘
や
望
月
氏
に
お
い
て
、
手
規
が
嘗
て
、
理
窟
な
り
、
と
し
て
斥
け

九
一



た
白
木
弓
の
性
能
が
再
び
と
り
上
げ
ら
れ
て
来
て
い
る
の
は
、
注
類
す
ぺ
を
で
あ

る
。

　
白
木
弓
の
性
能
に
関
聾
し
て
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
下
五
の
「
弦
張
ら

ん
」
の
意
味
で
あ
る
。

露
伴
や
羅
月
氏
の
解
釈
で
は
、
単
に
弓
に
弦
を
張
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
弓
を

引
く
と
い
う
意
が
含
ま
れ
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
子
規
に
お
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
か
は

　
「
夏
時
、
白
木
の
弓
に
弦
を
張
れ
憾
膠
が
剥
げ
る
と
て
云
々
」
と
あ
っ
て
、
　
「
弦

張
ら
ん
」
は
、
羅
宇
通
り
、
弦
を
張
る
そ
の
事
に
あ
り
と
す
る
。
こ
の
両
者
の
解

釈
の
相
違
は
、
こ
の
句
の
解
釈
に
と
っ
て
は
狸
穴
で
あ
っ
て
、
薗
に
、
こ
の
句
が

．
「
監
護
」
の
部
に
入
わ
ら
れ
て
い
る
の
を
指
摘
し
た
が
、
私
は
子
規
の
解
釈
に
従

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
剣
つ
き
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
か
は

し
な
が
ら
子
規
の
言
う
「
膠
が
剥
げ
る
」
と
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
に
は
～
ま
ず
、
弓
の
構
造
の
歴
史
に
つ
い
て
一
考
す
る
興
趣
が
あ
る
〇

　
一
体
、
宵
代
の
弓
に
は
「
記
紀
」
に
よ
る
と
、
梓
弓
、
槻
弓
、
柘
弓
、
檀
弓
の

名
が
あ
り
、
こ
の
名
称
は
、
ζ
れ
等
の
木
が
弓
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、
や
は
り
「
誰
々
」
に
は
「
天
麻
迦
古
弓
、
天
鹿
下

弓
」
な
る
も
の
が
あ
り
、
宣
長
は
「
古
事
記
［
伝
レ
に
お
い
て
は
、
，
ζ
れ
を
鹿
を
射

る
大
な
る
弓
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
弓
材
や
用
途
の
上
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
名

称
が
あ
る
の
で
あ
る
が
．
そ
の
構
造
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
何
れ
．
も
丸
木
弓
で
あ

る
。
丸
木
弓
と
は
、
後
世
の
弓
の
よ
う
に
木
と
竹
と
を
貼
り
合
せ
た
い
わ
ゆ
る
合

・
函
南
で
は
な
く
、
単
に
木
を
立
つ
た
だ
け
の
単
・
木
弓
を
言
う
の
で
あ
る
。
合
成
弓

の
発
生
に
つ
い
て
は
、
．
後
藤
守
一
氏
は
、
，
正
倉
院
の
御
物
の
二
十
七
張
の
弓
を
調

査
せ
ら
劃
て
、
そ
れ
が
悉
く
丸
木
製
で
あ
り
、
　
（
梓
弓
三
眠
、
温
田
弓
二
十
四
張
）

後
世
に
見
る
様
式
の
も
の
二
一
張
も
な
い
と
報
告
せ
ら
れ
て
い
る
　
（
「
原
始
時
代

九
二

の
武
器
と
武
裟
」
）
　
か
ら
、
奈
良
朝
時
代
に
は
、
そ
の
逡
晶
か
ら
見
て
、
宋
だ
合

成
弓
は
出
現
し
て
い
な
い
と
し
な
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
の
発
生
が
何
時
瞑
で
多

つ
た
か
は
、
今
日
正
確
に
判
明
し
な
い
が
、
源
頼
政
の
歌
に

　
思
は
ず
や
手
な
ら
す
弓
に
伏
す
朽
の
一
夜
も
君
に
は
な
る
べ
し
や
は
（
源
§
位

　
頼
政
集
）

と
い
う
の
が
あ
る
、
ζ
の
歌
に
よ
る
と
、
呈
上
時
代
に
は
既
に
伏
竹
の
薦
》
溝
．
あ
っ

た
ら
し
い
。
こ
の
伏
竹
の
弓
は
、
木
の
一
面
に
竹
を
合
せ
た
舎
馬
弓
な
の
で
あ

る
。
伏
竹
の
弓
が
｛
茶
出
』
せ
ら
れ
た
の
は
、
当
時
の
蝿
取
ゐ
八
の
武
器
で
あ
る
弓
の
L
刀
を

僧唄

ｵ
、
そ
の
威
力
を
発
揮
さ
す
た
め
で
あ
っ
た
る
う
が
、
こ
の
弓
は
木
と
竹
と
．
の

　
　
　
　
も
　
　
ヵ

接
合
点
が
に
べ
（
謬
或
い
は
腰
）
で
貼
り
つ
け
て
あ
る
の
で
、
雨
露
や
暑
気
に
あ

え
ば
、
K
ぺ
が
ゆ
る
ん
だ
り
、
沸
い
た
り
し
て
離
れ
易
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、

頼
政
の
歌
に
お
い
て
は
、
　
「
伏
竹
」
が
肖
る
の
割
勘
と
し
て
使
用
さ
れ
で
い
る
の

で
あ
る
。
黒
木
和
歌
抄
に
も
知
家
卿
の
歌
と
し
て
、
　
「
あ
ひ
お
も
ふ
」
の
題
の
も

と
に

　
…
梓
弓
末
ま
で
と
ほ
す
ふ
せ
驚
け
の
は
な
れ
が
た
く
も
契
る
申
か
な

と
あ
っ
て
、
こ
瓦
で
も
縁
語
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
頼
政
の
揚
脅
と
同
様
で
あ

る
。
霧
時
、
い
か
に
木
と
竹
と
の
間
が
離
れ
易
か
っ
た
か
が
想
馳
壊
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
同
じ
く
、
未
木
和
歌
抄
の
琳
賢
法
師
の

　
い
か
に
せ
ん
ま
蕊
選
の
雪
の
と
も
す
れ
ば
引
は
な
ち
つ
エ
あ
は
ぬ
心
を

の
「
ま
エ
き
の
弓
こ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
屋
代
白
面
〔
の
「
古
【
隠
事
画
稿
」
な
ど

に
は
い
ろ
い
ろ
と
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
伊
勢
亀
丈
の
如
く
、
こ
れ
な
仁
慈
の
一

種
（
貞
丈
雑
記
）
と
見
わ
ぱ
、
更
に
こ
の
こ
と
が
張
聴
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
、
白
竹
の
弓
は
主
に
的
弓
と
し
て
用
い
ら
れ
、
軍
扇
と
し
て
は
丸
木
弓
が

後
世
ま
で
も
使
用
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
義
経
聾
に
も
あ
る
と
お
り
で
あ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
げ

る
。
弓
に
漆
を
塗
っ
潅
り
、
或
い
は
藤
を
重
く
巷
く
ζ
と
は
弓
を
回
忌
に
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ら

め
に
丸
木
弓
に
も
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
合
成
弓
で
は
に
べ
離
れ
を
防
ぐ
た

め
に
、
特
に
そ
の
必
嬰
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
う
。
踊
子
や
重
藤
は
か
く
し
て
生
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
一
理
弓
は
そ
の
後
、
木
の
両
面
に
竹
を
貼
っ
た
三
枚
打
の
弓
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
ご

な
り
、
更
に
中
央
に
弓
胎
を
持
つ
形
式
に
発
展
し
て
、
構
蓬
と
し
て
は
一
ま
ず
完

成
せ
ら
れ
て
、
今
日
へ
と
伝
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
完
成
期
は
大
体
、
室
町

後
期
か
ら
近
世
初
期
と
推
定
せ
ら
わ
て
い
る
O
　
（
斎
藤
直
芳
氏
「
日
本
弓
遣
史
」
）

　
以
上
、
弓
の
構
造
の
歴
史
に
つ
い
℃
蓮
べ
た
が
、
要
す
る
に
．
．
合
成
弓
は
木
と

竹
と
の
貼
り
合
せ
の
と
こ
ろ
が
離
れ
易
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
合
成
弓

の
う
ち
で
も
、
塗
弓
や
重
藤
の
弓
よ
り
白
木
弓
の
方
が
そ
の
可
能
性
が
大
で
あ

る
。

　
扱
て
、
去
来
の
句
の
中
の
「
白
木
の
弓
」
は
か
瓦
る
構
造
を
持
っ
た
白
木
の
弓

な
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
破
損
し
易
い
白
木
の
弓
が
、
何
回
好
ま
れ
た

か
と
い
う
と
、
的
弓
で
は
、
軍
射
と
ち
が
っ
て
、
単
に
射
当
て
る
と
い
う
こ
と
よ

り
も
、
射
の
気
分
と
か
風
格
と
か
を
害
う
も
の
で
あ
る
。
こ
玉
に
多
分
に
芸
撹
と

し
て
の
…
性
絡
が
生
接
て
来
て
い
る
。
尤
も
、
こ
の
気
分
と
か
風
格
と
か
は
、
多
く

射
術
の
巧
拙
か
ら
生
ず
る
も
の
で
、
単
に
弓
具
の
如
何
ば
か
り
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
が
、
塗
｝
弓
は
白
木
の
弓
に
比
べ
る
と
鈍
重
の
感
が
・
ず
る
も
の
で
あ
る
。
弓
の

も
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
へ

冴
…
え
と
か
弦
晋
を
昧
う
に
は
白
木
の
方
に
限
る
の
噂
あ
る
。
露
伴
が
「
弓
の
仇
き

は
白
木
の
か
た
勝
れ
り
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
匹
、
白

太
「
は
繭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
雨
応
路
に
弱
し
・
、
殊
に
暑
気
に
破
損
し
易
い
も
の
で

あ
る
か
ら
、
事
心
あ
る
射
手
は
夏
期
に
は
弓
を
張
ら
な
い
の
で
あ
る
。
子
規
が
「
弦

　
　
　
　
に
あ
は

を
張
れ
ば
膠
が
剥
げ
る
－
と
て
秋
冷
の
候
を
待
ち
て
す
る
な
夢
」
と
い
う
の
は
右
の

理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
か
く
見
る
と
、
　
「
弦
張
ら
ん
」
は
、
や
健
り
子
規
の
観

く
よ
う
に
、
丈
亭
通
り
に
解
し
な
く
で
は
な
ら
ぬ
。

　
右
の
よ
う
な
解
釈
の
も
と
に
、
こ
の
句
の
創
作
意
図
を
う
か
が
っ
て
一
見
る
に
、

夏
期
長
ら
く
弦
を
休
め
て
い
た
白
木
の
弓
に
、
駄
風
が
立
ち
初
め
る
と
’
共
に
、
最

初
の
弦
を
か
け
て
、
そ
の
張
り
類
や
調
子
を
、
あ
だ
か
も
長
ら
く
別
れ
で
い
驚
人

に
会
っ
潅
よ
う
な
な
つ
か
し
さ
を
も
っ
て
、
と
見
こ
う
見
す
る
、
と
い
う
瞬
時
の

情
感
を
形
象
化
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
σ
ア
．
の
句
が
、
と
く
に
「
初
秋
」
の
藻

に
入
わ
ら
れ
て
い
る
意
」
義
も
了
鰯
…
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
患
…
う
。
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