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書
か
、
で
な
け
れ
ば
鯉
玉
菜
な
ど
に
倣
っ
て
統
禦
せ
ら
淑
大
計
ら
幸

の
中
に
、
今
あ
げ
た
や
う
な
異
色
あ
る
歌
誹
を
發
兄
す
る
こ
と
は
、

和
歌
梯
の
序
文
に
は
、
、

明
治
の
初
め
は
、
動
揺
混
乱
の
時
代
で
あ
る
。
和
歌
に
對
す
る
論
議
も
甚
だ
振
は
友
い
。
和
歌
論
の
盛
ん
に
友
り
出

し
た
の
は
明
治
十
年
以
後
の
事
で
あ
る
。

明
治
十
一
年
十
一
月
に
冊
化
新
迦
歌
集
第
一
編
が
大
久
保
忠
保
の
編
纂
で
出
版
せ
ら
れ
た
。
汽
車
汽
船
電
信
な
ど
と

い
ふ
常
時
の
開
化
の
新
事
物
を
趣
に
し
て
詠
ん
だ
歌
を
韓
め
た
の
一
で
あ
る
。
之
れ
に
倣
っ
て
佐
々
木
弘
綱
の
明
治
開
化

和
歌
集
が
明
治
十
三
年
に
出
版
せ
ら
奴
だ
。
弘
細
は
、
ま
た
十
四
年
七
月
に
斯
う
い
ふ
開
化
新
題
を
歌
は
む
と
す
る
初

學
者
の
た
め
に
そ
の
作
歌
瀞
典
と
し
て
開
化
新
題
和
歌
梯
を
縮
ん
だ
。
こ
れ
は
富
士
谷
御
杖
の
和
歌
梯
の
臘
裁
を
ま
ね

た
の
で
あ
る
。
徳
川
時
代
に
行
は
れ
た
布
留
の
山
ぶ
み
と
か
和
歌
梯
或
は
紐
鏡
と
か
の
類
を
改
窟
祇
刻
し
た
初
學
入
門

書
か
、
で
な
け
れ
ば
鯉
玉
集
な
ど
に
倣
っ
て
綿
纂
せ
ら
れ
た
詰
ら
な
い
撰
歌
集
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
欝
時
の
出
版
歌
書

Ｄ
巾
に
、
今
あ
げ
た
や
う
友
異
色
あ
る
歌
番
を
發
兄
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
大
き
次
興
味
で
あ
る
。
開
化
新
題

切
論
初
期
の
離
諭

明
治
一
初
期
の
歌
論
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歌
は
見
る
も
の
、
き
く
も
の
に
つ
け
て
い
ぃ
い
だ
せ
る
友
ｂ
と
紀
朝
臣
の
書
出
ら
れ
た
る
是
則
歌
の
根
元
次
り
。
さ

れ
ば
今
文
明
開
化
の
世
と
な
り
て
西
洋
各
叫
に
ま
じ
は
り
、
文
物
と
も
に
大
に
ひ
ら
け
て
、
ち
か
き
比
ま
で
は
夢
に

だ
に
か
け
ざ
』
し
蛾
怖
を
わ
た
り
、
ゆ
く
て
の
湛
信
機
を
見
て
奇
し
く
妙
な
る
た
く
み
を
感
じ
、
講
官
の
説
敏
を
き

Ｌ
て
我
國
の
愈
き
を
仰
ぐ
、
減
車
流
船
の
出
入
の
鮒
な
れ
狙
昔
を
き
け
ば
、
い
づ
れ
か
歌
を
ょ
ま
ざ
り
け
る
。
さ
る

を
昔
よ
り
い
α
な
肌
た
る
題
と
の
み
ょ
み
て
新
迦
を
ょ
む
は
や
う
攻
き
事
に
も
ち
も
ふ
め
る
人
は
、
い
は
ゆ
る
不
開

化
攻
る
べ
し
。

と
あ
る
。
蒜
し
、
文
明
開
化
の
現
代
に
は
文
明
州
化
を
よ
ん
だ
歌
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
と
い
ふ
主
張
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
此
の
主
張
に
は
歌
風
改
革
の
意
志
を
含
ま
次
か
つ
た
か
ら
、
そ
の
結
果
は
題
意
の
皮
相
な
説
明
に
す
ぎ
な
い
歌

を
つ
く
っ
て
満
足
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
か
く
の
如
き
主
張
の
生
れ
て
来
た
と
い
ふ
Ｚ
と
は
、
保
守
的
な

歌
人
の
世
界
に
も
新
時
代
の
波
が
眠
く
押
し
寄
せ
て
来
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
和
歌
の
世
界
も
新
時
代
に
は

無
關
心
で
ゐ
ら
れ
な
く
な
っ
て
来
た
前
兆
と
老
へ
ら
肌
る
。
命
鵬
蝿
郷
嗣
池
獅
錐
池
誰
趣
非
α

果
し
て
、
時
代
は
動
い
て
来
た
。
明
治
十
五
年
七
月
に
、
井
上
巽
軒
、
外
山
児
山
、
矢
田
部
尚
今
の
新
禮
蒋
抄
が
あ

ら
は
れ
た
。
新
禮
詩
抄
は
從
來
の
和
歌
を
否
定
し
て
新
瞭
の
詩
形
を
起
さ
む
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
之
れ
は
、

川
か
に
和
歌
へ
の
挑
戦
で
あ
っ
た
。
新
慨
詩
抄
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
新
禮
詩
抄
は
二
つ
の
鮎
か
ら
和
歌
を
非
難
し
て
ゐ

る
。
即
ち
．
第
一
は
從
來
の
短
歌
は
雄
大
に
し
て
複
雑
な
新
日
本
の
思
想
威
惰
を
朧
る
に
適
せ
ず
と
い
ふ
乙
と
、
第
二

I
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は
短
歌
は
日
常
口
語
を
俗
な
り
と
し
て
排
斥
し
専
ら
古
語
を
な
ぶ
が
故
に
思
想
戚
情
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
表
現
が
不
可
能

で
あ
る
と
い
ふ
乙
と
、
此
の
二
つ
の
故
に
、
短
歌
の
詩
形
を
す
て
て
西
洋
の
苛
衣
ど
の
や
う
友
自
由
次
、
字
数
に
拘
泥

せ
阻
新
形
式
を
と
り
、
平
常
語
を
自
由
に
駆
使
し
た
詩
を
つ
く
ら
う
で
は
厳
い
か
と
主
張
す
る
。
そ
の
説
は
甚
だ
雑
駁

で
は
あ
る
が
當
代
和
歌
に
對
す
る
反
抗
の
第
一
雛
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
之
れ
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
和
歌
に
對
す
る
批
判
が
各
方
面
に
起
っ
た
。
お
も
ふ
に
、
新
し
い
時
代
に
目
覺
め
新

し
い
思
想
戚
情
に
生
き
る
新
人
た
ち
の
好
尚
は
、
も
っ
と
新
し
い
時
代
の
筌
氣
を
博
へ
た
歌
、
新
し
い
時
代
の
情
緒
を

歌
っ
た
歌
を
望
ん
で
ゐ
る
。
然
る
に
、
當
代
の
和
歌
は
少
し
も
新
時
代
の
思
想
戚
惰
に
鯛
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
從
っ

て
、
當
代
の
和
歌
に
は
不
満
足
で
あ
る
。
當
代
の
和
歌
を
攻
埜
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
Ｚ
ろ
で
、
此
の
當
時
の
和
歌
に

不
浦
足
の
意
を
示
し
、
こ
れ
を
攻
盤
す
る
も
の
に
二
種
類
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
和
歌
の
形
式
が
新
し
い
時
代
の
複
雑

な
思
想
戚
怖
を
盛
る
に
全
然
適
し
な
い
と
考
へ
る
人
々
で
あ
っ
た
。
さ
う
い
ふ
人
々
は
和
歌
の
形
式
を
す
て
Ｌ
新
し
い

誹
形
を
樹
立
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
他
の
一
つ
は
、
和
歌
の
形
式
に
衣
ぼ
愛
着
を
感
ず
る
閲
粋
主
義
者
で
あ
る
。
此
の

人
や
は
、
和
歌
を
改
革
し
て
新
し
い
時
代
に
適
す
る
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
志
し
た
。
明
治
十
八
九
年
頃
か
ら
二
十
五

六
年
頃
に
わ
た
っ
て
ば
、
こ
れ
ら
の
談
論
が
交
々
歌
埴
を
賑
は
し
た
の
で
あ
る
。

先
づ
、
和
歌
輕
蔑
論
者
か
ら
述
べ
て
み
る
と
、
明
治
十
八
年
十
月
に
出
版
せ
ら
れ
た
湯
淺
吉
郎
の
「
十
二
の
石
塚
」

の
序
文
に
、
杣
村
正
久
が
、
そ
の
遁
義
的
立
場
か
ら
和
歌
の
花
鳥
風
月
的
趣
味
を
難
じ
、
そ
の
縦
弱
な
る
歌
訓
を
斥

肌
治
初
．
期
の
湫
諭
二
四
一
三
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丈
學
〃
研
究
雄
一
岬
一
画
一
て

け
、
和
歌
改
良
の
如
き
姑
息
な
手
段
を
棄
て
て
和
漢
泰
西
の
詩
の
長
所
を
と
っ
て
一
家
新
創
の
詩
悩
を
成
す
べ
き
こ
と

を
説
い
て
ゐ
る
。
尤
も
へ
花
鳥
風
月
の
歌
や
懸
愛
の
歌
や
哀
傷
の
歌
な
ど
を
以
て
「
肚
會
の
困
厄
を
う
れ
へ
、
人
類
の

苦
澗
を
哀
し
み
、
私
を
排
し
公
を
蕊
韮
し
て
人
心
を
救
ふ
」
を
歌
っ
た
詩
よ
り
も
下
等
の
も
の
で
あ
る
と
な
す
鮎
に
於

て
、
大
き
な
謬
り
に
陥
っ
て
ゐ
る
や
う
だ
が
、
和
歌
が
単
に
風
人
騒
客
の
玩
具
と
な
り
、
妄
少
に
古
雅
を
蛍
ぴ
民
俗
を

蔑
覗
し
詩
歌
と
し
て
特
に
肚
命
の
一
小
局
部
に
行
は
し
め
た
る
の
弊
を
つ
い
て
ゐ
る
鮎
、
並
に
和
歌
は
兎
角
氣
塊
の
足

ら
ざ
る
う
ら
み
あ
る
を
指
摘
し
て
ゐ
る
黙
は
、
注
目
せ
ら
れ
次
け
れ
ば
友
ら
な
い
。

次
い
で
明
治
二
十
一
年
八
月
國
民
の
友
館
二
十
八
號
巻
瓢
論
説
「
新
日
本
の
詩
人
」
に
於
て
、
徳
樹
蘇
峯
は
「
詩
人

の
職
分
は
上
帝
と
人
と
蔑
有
と
を
一
貫
し
た
る
宇
宙
の
美
妙
を
探
り
、
此
の
美
妙
を
吸
收
し
て
こ
れ
を
人
類
に
分
配
す

る
に
あ
る
。
然
る
に
、
和
歌
の
美
は
小
さ
く
薄
く
輕
く
、
未
だ
之
れ
を
以
て
宇
宙
の
美
を
示
現
す
る
に
足
ら
ぬ
。
從
っ

て
宇
宙
の
美
妙
を
啓
示
し
、
人
生
の
批
評
を
職
分
と
す
る
詩
人
が
、
そ
の
思
想
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
時
、
短
歌
は
そ

れ
に
適
す
る
も
の
で
な
い
」
と
い
ふ
意
味
の
事
を
論
じ
た
。
か
ｋ
る
思
想
傾
向
は
常
時
の
識
若
の
間
に
可
成
り
多
く
の

支
持
希
を
も
っ
て
ゐ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
明
治
二
十
三
年
剛
民
の
友
第
九
十
六
號
よ
り
百
七
號
に
わ
た
っ
て
述
載

せ
ら
れ
た
山
田
美
妙
齋
の
日
本
韻
文
論
に
も
、
短
小
の
詩
形
た
る
が
故
に
和
歌
を
侮
蔑
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
そ
の
餘

惰
主
義
に
た
た
ら
れ
て
宇
宙
の
哲
理
を
開
明
し
壯
大
の
思
想
を
歌
ふ
事
の
出
来
次
か
つ
た
こ
と
は
、
詩
と
し
て
の
憤
値

す
ぐ
な
き
魁
の
で
あ
る
と
説
い
て
ゐ
る
。
但
し
、
し
が
ら
み
草
紙
第
二
十
五
號
に
森
鴎
外
は
、
美
妙
齋
の
此
の
蹴
丈
論

１
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を
評
し
て
、
杼
情
荷
の
本
性
を
肌
快
に
碗
明
し
、
大
恐
恕
を
脆
く
の
が
必
ず
し
も
そ
の
本
分
で
な
い
所
以
を
論
じ
た
。

此
の
外
、
此
の
前
後
に
は
、
明
治
二
十
一
年
國
民
の
友
第
三
十
號
、
、
三
十
一
號
、
三
十
五
雛
に
わ
た
っ
て
、
森
川
思

軒
の
「
和
歌
を
論
ず
」
の
文
出
で
、
二
十
三
年
し
が
ら
み
草
紙
錨
一
巻
第
六
雛
に
太
田
好
則
の
「
日
本
詩
人
の
二
大
弊
」

市
村
磯
次
郎
の
「
今
世
の
詩
人
に
望
む
」
同
じ
く
二
十
三
年
國
民
の
友
第
七
十
二
號
に
高
橋
五
郎
の
「
千
代
田
歌
集
の

批
評
」
等
、
専
門
外
の
人
で
常
昨
の
和
歌
を
批
判
し
た
文
が
盛
ん
に
あ
ら
は
れ
た
。
之
れ
等
の
論
は
一
つ
に
は
從
來
存

在
す
る
和
歌
へ
の
厳
正
批
判
を
行
込
そ
の
得
失
を
剛
明
す
る
に
効
果
の
あ
っ
た
鮎
に
於
て
、
二
つ
に
は
和
歌
改
革
運

動
を
興
起
）
合
せ
る
重
大
な
契
機
を
つ
く
っ
た
鮎
に
於
て
、
短
歌
史
的
に
充
分
意
義
あ
る
を
恩
ふ
の
で
あ
る
。
だ
が
、
上

述
の
諸
論
に
、
新
し
い
和
歌
の
建
設
を
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
友
い
。
革
新
迩
動
に
直
接
寄
典
す
る
も
の
は
、
和
歌
に

愛
着
す
る
改
良
論
考
の
所
論
で
あ
る
。

改
良
論
の
代
表
的
な
も
の
は
萩
野
山
之
の
論
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
三
月
東
洋
學
會
雑
誌
第
四
號
に
「
小
言
」
と
越

し
て
そ
の
改
良
術
が
掲
載
せ
ら
れ
た
。
こ
の
論
文
は
少
し
修
正
せ
ら
れ
て
、
そ
の
年
の
七
月
、
小
中
村
義
象
の
古
典
學

革
弊
術
と
一
緒
に
國
學
和
歌
改
良
論
友
る
名
で
出
版
せ
ら
れ
た
。
諭
旨
に
大
差
は
次
い
。
巾
之
の
談
論
は
古
典
學
希
と

し
て
の
立
場
か
ら
兄
た
る
砧
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
論
の
根
本
に
、
和
歌
は
世
道
人
心
を
袖
盆
し
誘
導
し
、
且
つ
歴
代
の

塒
代
糀
祁
を
知
ら
し
む
る
よ
す
が
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
思
想
が
盤
踞
し
て
居
る
。
即
ち
、
そ
の
仔

頭
に
歌
の
流
弊
を
論
じ
て
、
歌
は
政
治
上
に
Ⅵ
學
問
上
に
も
大
厄
を
咄
た
ら
す
も
の
な
る
こ
と
を
主
張
し
、
延
喜
以
来

明
治
初
期
の
舩
諭
二
四
三

5－－
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凹

修
史
の
熟
滅
ん
で
和
歌
勅
撰
の
事
起
り
、
政
淌
は
た
め
に
素
れ
た
る
こ
と
を
紬
き
、
ま
た
似
學
者
が
そ
の
古
典
柵
究
の

方
便
た
る
詠
欺
に
の
み
等
心
し
て
そ
の
本
を
忘
肌
た
る
が
故
に
古
典
學
の
進
歩
が
阻
害
せ
ら
奴
だ
と
歎
い
た
。
だ
が
、

か
う
い
ふ
流
弊
が
あ
る
に
拘
ら
ず
、
歌
は
よ
く
そ
の
時
代
時
代
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
排
經
を
誼
ん
で
多
く

ホ
ー
マ
ー

烏
欺
草
木
の
名
を
知
り
、
法
賜
の
緋
を
讃
め
ぱ
古
代
の
歴
史
を
知
る
と
い
ふ
や
う
に
我
々
を
盆
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ

れ
は
、
心
の
戚
動
を
起
さ
し
む
る
事
物
と
戚
じ
て
外
に
發
す
る
詞
と
は
時
世
に
連
れ
Ｔ
異
友
る
故
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

今
の
事
物
に
よ
っ
て
戚
動
し
た
情
は
今
の
詞
で
述
ぷ
べ
さ
遊
即
で
あ
り
、
此
の
道
理
を
推
考
へ
て
肥
習
を
破
り
新
面
目

を
開
く
こ
と
に
勤
迩
へ
倉
で
、
さ
す
れ
ば
職
蝋
有
川
の
も
の
と
燕
る
ｌ
ぞ
こ
で
彼
は
、
和
職
は
古
人
の
糟
粕
を
す
て

て
改
良
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ど
う
い
ふ
風
に
改
良
せ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
か
。
彼
は
、
こ
れ
を
五
つ
の
項
目
に
分
っ
て
碗
い
た
。

鋪
一
に
歌
遜
で
あ
る
。
歌
は
題
詠
に
な
っ
て
か
ら
下
落
し
た
。
歌
は
旅
則
上
愛
塊
に
對
し
て
實
情
を
詠
む
べ
き
も
の

で
あ
る
。
然
し
蔵
が
ら
初
め
は
題
詠
か
ら
入
る
の
も
一
の
方
便
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
題
は
出
水
る
だ
け
現
賃
に
耳
目

に
ふ
る
Ｌ
事
物
か
ら
探
る
や
う
に
し
た
い
も
の
だ
。
轡
へ
ぱ
、
上
野
公
園
の
遊
覚
、
不
忍
池
の
競
馬
、
隅
田
川
の
競
漕

會
の
類
の
や
う
次
も
の
を
い
ふ
の
で
あ
る
。

第
二
は
歌
格
で
あ
る
。
歌
格
は
自
巾
で
あ
る
べ
き
筈
だ
。
．
即
ち
闘
葉
以
上
に
は
長
歌
多
き
に
古
今
以
下
は
短
歌
の
十

が
一
に
咄
足
ら
函
。
し
か
じ
、
人
の
心
の
は
た
ら
き
は
千
鍵
繭
化
す
る
も
の
だ
か
ら
、
い
つ
も
三
十
一
字
に
て
賄
は
る

I

－6－－

｡



べ
き
で
な
い
、
其
の
意
境
に
唯
じ
て
長
鍬
と
咄
短
歌
と
も
な
す
べ
き
で
あ
る
。
戎
た
句
は
必
ず
し
も
五
七
五
七
に
限
る

べ
き
で
な
い
。
上
古
の
歌
に
長
短
等
し
く
友
い
句
あ
る
は
却
て
天
兵
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
歌
格
の
事
は
最
も
思
應
す

べ
き
で
あ
る
。

第
三
に
は
歌
訓
で
あ
る
。
歌
訓
は
快
活
亜
壯
友
も
の
で
攻
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
物
の
あ
は
れ
を
詠
歌
の
主
僻
に
す
る
こ

と
は
歌
訓
を
弱
々
し
く
し
、
惹
い
て
は
日
本
叫
民
が
古
來
尚
武
の
氣
象
１
次
鋪
に
消
滅
し
て
所
謂
東
海
姫
氏
閲
手
弱
き

女
子
の
殖
民
地
と
な
ら
う
と
す
る
だ
ら
う
。

第
四
は
歌
材
で
あ
る
。
愛
情
を
離
れ
た
虚
僑
の
歌
材
は
こ
れ
を
排
斥
す
る
。
蓋
し
、
歌
の
、
王
と
す
る
威
怖
は
誠
な
ら

で
は
起
る
べ
き
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
且
つ
、
誠
に
情
景
を
寓
す
と
き
ば
歴
史
の
緯
と
咄
友
り
て
、
と
り
ど
り
に
妙
で

あ
る
。第

五
は
用
語
で
あ
る
。
用
語
は
自
由
な
る
べ
し
。
物
の
名
は
電
循
に
咄
あ
れ
、
漁
船
に
も
あ
れ
、
字
音
で
呼
ん
で
ゐ

る
も
の
は
其
儘
に
詠
み
入
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
洋
語
な
る
も
亦
然
６
。
用
語
に
雅
俗
は
な
い
、
た
だ
運
用
の
巧
拙
に

よ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
改
良
論
の
骨
子
で
あ
る
。
此
の
改
良
論
に
對
し
て
、
東
洋
學
命
郡
雑
誌
鋪
二
編
笙
一
歴
に
服
部
元
彦
の
「
和
歌

改
良
術
を
読
む
」
が
出
で
、
綾
い
て
大
阪
の
武
津
八
千
穂
と
い
ふ
人
が
和
峨
改
良
不
可
論
（
二
十
年
十
二
月
）
と
い
ふ
の

を
草
し
た
。
明
治
二
十
二
年
十
二
凡
の
東
洋
學
會
雑
誌
に
於
て
、
萩
野
由
之
は
、
此
の
改
良
不
可
論
に
答
へ
て
、
更
に

明
治
初
期
の
舩
術
二
川
五
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I

文
學
碑
究
飾
一
艸
二
四
六

和
歌
及
び
新
腿
祢
と
術
じ
た
。
巾
之
が
鍵
に
改
良
術
を
草
し
て
か
ら
二
年
の
歳
月
が
流
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
間
に
、
束
洋

學
會
雑
誌
に
は
、
三
上
参
次
の
「
歌
の
論
」
が
出
で
、
高
津
鍬
三
郎
の
「
祢
歌
ヲ
論
ズ
」
の
文
が
あ
ら
は
れ
た
。
共
に

西
欧
の
形
式
瀞
學
か
ら
得
た
智
識
を
も
と
と
し
て
一
般
祢
歌
の
本
質
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
就
中
、
三
上
参
次
の

「
歌
の
論
」
に
は
「
我
叫
に
は
叙
史
の
歌
な
く
叙
事
の
歌
な
く
寓
意
の
歌
友
く
又
戯
曲
の
歌
も
淡
い
。
こ
れ
か
ら
は
大

い
に
か
う
い
ふ
歌
を
起
さ
ね
ば
次
ら
楓
が
、
そ
れ
に
は
、
先
づ
共
歌
の
材
料
と
用
語
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
歌
の

形
式
た
る
歌
格
は
、
由
で
あ
り
材
料
は
所
は
天
地
四
方
に
求
め
時
は
三
世
に
捗
る
べ
く
從
っ
て
ま
た
饒
多
で
あ
る
。
用

語
は
今
人
今
日
の
言
語
即
現
代
語
を
用
ゐ
て
雅
趣
が
な
け
れ
ば
友
ら
友
い
。
雅
趣
は
雅
語
を
必
要
と
す
る
。
雅
語
と
は

王
朝
の
頃
の
言
語
で
は
な
い
。
今
日
の
雅
語
で
あ
る
。
主
と
し
て
今
日
の
言
諦
を
用
ゐ
術
往
古
の
長
所
を
擁
ん
で
こ
そ

卓
識
あ
る
歌
人
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
一
と
い
ふ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

萩
野
由
之
の
「
和
歌
及
び
新
騰
詩
を
論
ず
」
に
は
、
之
れ
等
の
人
々
の
碗
が
大
き
な
影
響
を
典
へ
て
ゐ
る
。
讐
へ

ば
、
狂
痴
の
論
友
ど
は
一
全
く
三
上
参
次
の
所
論
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。

「
和
歌
及
び
新
艘
詩
を
論
ず
」
は
、
和
歌
の
弊
五
つ
、
新
禮
詩
の
弊
七
つ
を
翠
げ
、
共
に
改
良
せ
ら
る
べ
き
必
要
〃
｜
力

説
し
、
新
耀
詩
家
は
新
禮
創
始
の
卓
見
と
洋
詩
の
僻
を
抜
く
力
量
と
を
有
し
て
を
り
、
和
歌
者
流
は
語
法
に
熟
し
字
句

を
ね
り
品
格
を
重
ん
じ
狂
痴
を
す
て
な
い
俄
習
を
も
っ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
將
來
の
國
歌
は
此
の
雨
者
が
互
に
そ
の
長

を
長
と
し
短
を
す
て
も
一
緒
に
な
っ
て
進
ん
で
行
く
べ
き
で
あ
ら
う
と
結
ん
で
ゐ
る
。
詩
歌
改
良
に
對
す
る
彼
の
意
志

’
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が
那
邊
に
あ
っ
た
か
を
知
る
一
つ
の
雌
と
し
て
、
彼
の
い
ふ
和
歌
新
慨
詩
の
朧
な
る
も
の
を
躯
げ
て
み
る
と
、
次
の
や

う
蔵
も
の
で
あ
る
。
和
歌
の
鋏
鮎
は
、
一
、
意
匠
が
狭
小
で
あ
る
こ
と
。
意
匠
と
は
今
日
い
ふ
と
こ
ろ
の
樵
想
の
こ
と

で
も
あ
ら
う
か
。
二
、
材
料
を
局
限
し
て
ゐ
る
こ
と
。
材
料
と
は
詠
歌
の
對
象
で
あ
る
。
材
料
を
限
る
と
は
、
花
鳥
風

月
を
の
み
歌
っ
て
ゐ
る
の
を
指
し
た
の
で
あ
る
。
三
、
言
語
を
古
く
し
て
ゐ
る
乙
と
。
こ
れ
は
用
語
に
制
限
あ
，
，
、
益

だ
不
自
由
な
の
を
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
四
、
氣
力
に
乏
し
い
こ
と
。
こ
れ
は
、
猶
ぼ
歌
に
氣
塊
と
生
氣
と
の
峡
け
て

ゐ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
Ｌ
や
う
で
あ
る
。
五
、
隙
裁
の
錘
化
に
乏
し
い
。
慨
裁
と
は
、
詩
歌
の
外
形
、
た
と
へ
ば
長

歌
形
式
と
か
今
様
形
式
と
か
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
諭
我
は
此
の
緋
の
外
形
は
そ
の
内
容
に
伴
っ
て
大
小
様
々
が
あ
っ
て

い
い
と
い
ふ
意
見
で
あ
る
。
更
に
、
新
禮
〃
瀞
の
短
所
は
と
い
ふ
と
、
一
、
澁
歌
は
高
尚
な
る
べ
き
に
新
燈
苛
は
詞
を
樺

ぱ
ず
、
蕪
微
讃
む
に
堪
へ
ぬ
。
二
、
語
法
を
正
さ
ぬ
故
、
意
味
の
ち
ぽ
っ
か
友
当
と
こ
ろ
が
あ
る
。
三
、
句
法
を
濫
ｊ

四
、
鍛
錬
を
峡
き
五
、
精
釆
あ
る
と
こ
ろ
次
ぐ
六
、
孫
痴
の
庭
が
な
く
七
、
品
格
が
低
隠
但
し
、
狂
痴
と
は

没
我
的
感
情
で
あ
る
。
狂
騰
し
た
戚
怖
の
リ
ズ
ム
が
作
品
巾
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
べ
き
を
い
ふ
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
此
の
萩
野
巾
之
の
改
良
論
の
前
後
よ
り
和
歌
の
論
い
よ
い
よ
盛
ん
に
、
中
に
は
過
去
の
歌
人
の
再
嶮
討
を

行
び
、
弐
た
自
ら
そ
の
作
品
に
新
様
を
示
さ
ん
と
試
み
る
恥
の
が
出
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
特
に
著
し
い

も
の
は
、
池
袋
清
風
、
井
上
通
黍
、
中
邨
秋
香
、
大
和
田
建
樹
、
藩
合
直
文
な
ど
で
あ
る
。
勿
術
、
み
友
改
良
論
者
で

あ
る
。

明
治
初
期
の
舩
諭

’
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I

文
學
州
研
究
第
望
獅
二
四
八

落
合
直
文
に
は
、
別
に
ま
と
戎
っ
た
歌
論
書
が
な
い
が
、
彼
の
思
想
は
、
肌
治
二
十
四
年
十
一
月
に
出
版
せ
ら
れ
た

新
撰
歌
典
、
明
治
三
十
七
年
に
出
た
萩
の
家
迩
稲
等
か
ら
断
片
的
に
拾
ふ
乙
と
が
出
水
る
。
肌
治
三
十
二
年
十
一
月
の

國
風
家
懇
親
命
席
上
で
の
減
説
（
心
の
華
明
治
三
十
三
年
一
月
號
所
猫
）
三
十
三
年
七
月
大
阪
毎
日
新
聞
紙
上
の
談
話

筆
記
、
及
び
三
十
四
年
三
月
出
版
の
名
家
苦
心
談
等
も
亦
彼
の
歌
談
と
し
て
は
纒
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
渚
と
も
、

彼
の
常
時
の
歌
埴
に
對
す
る
見
解
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
奮
派
和
歌
と
新
派
和
歌
と
の
調
和
を
計
っ
て
和
歌
の
進

歩
に
貢
献
し
た
い
と
云
ふ
な
志
を
洩
し
て
を
ｊ
、
凡
そ
わ
た
く
し
の
今
、
総
か
む
と
欲
し
て
ゐ
る
も
の
と
は
縁
遠
い
議

論
な
の
で
あ
る
・
・
直
文
恥
亦
和
歌
改
良
に
志
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
見
は
、
萩
野
由
之
の
改
良
意
兄
を
大
慨

に
於
て
肯
定
し
、
更
に
一
層
文
學
的
立
場
か
ら
こ
れ
を
純
化
し
て
自
ら
そ
れ
を
作
品
の
上
に
慨
現
せ
む
と
し
た
も
の
の

如
く
で
あ
る
。
曲
之
の
意
見
は
、
和
欣
は
短
歌
の
一
魁
に
限
る
べ
か
ら
ず
と
し
、
逆
詠
は
弊
害
あ
れ
ば
原
則
と
し
て
不

可
蔵
ろ
も
初
學
者
に
は
迦
詠
よ
り
入
ろ
を
可
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
新
撰
歌
典
に
は
、
弐
た
同
様
の
意
見
が
語
ら

れ
て
ゐ
る
。
遺
稿
中
の
萩
の
家
没
鋒
に
、

某
、
い
づ
こ
よ
り
寄
せ
く
る
歌
も
、
大
概
、
古
人
の
口
ま
ね
に
て
更
に
お
も
し
ろ
か
ら
ず
。
こ
は
、
魑
と
出
し
て
、

ょ
弐
し
む
る
が
た
め
友
ら
む
と
い
ふ
。
余
、
蛮
乙
と
に
然
，
。
さ
れ
ど
、
初
學
の
表
に
對
し
て
は
、
題
を
設
け
て
、

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
範
圃
を
定
む
る
も
、
或
た
、
必
要
友
ら
む
。
た
だ
古
き
題
に
て
は
、
類
題
の
歌
集
を
よ
み
、
そ

の
意
を
と
り
、
そ
の
詞
を
ぬ
す
み
て
、
わ
れ
と
い
ふ
乙
と
を
、
忘
る
Ｌ
お
そ
れ
あ
り
。
故
に
、
余
は
、
題
は
い
だ
せ

Ｌ
Ｉ
Ｈ
■
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ど
も
、
新
し
き
鼬
の
み
に
て
、
古
き
趣
を
い
だ
さ
ず
。
そ
の
新
し
き
迦
も
、
た
だ
、
そ
の
大
概
の
目
的
を
、
示
す
の

み
に
て
、
そ
の
精
し
き
方
而
の
こ
と
を
ば
、
勝
手
氣
儘
に
え
ら
ぱ
し
む
る
在
り
。

と
言
っ
て
、
彼
の
新
し
き
題
友
る
も
の
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
た
と
へ
ぼ
「
車
の
上
に
調
子
飛
ぶ
」
「
庭
の
苛
藥
赤
き
芽

を
い
だ
す
」
な
ど
、
由
之
の
あ
げ
た
「
隅
田
川
の
競
漕
含
」
な
ど
い
ふ
題
よ
り
も
一
段
の
進
歩
で
あ
る
。
同
じ
く
遺
稲

中
、
「
學
弟
典
謝
野
鐡
幹
に
典
ふ
る
文
」
に
は
、
彼
は
雄
壯
の
歌
を
礎
勵
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
も
亦
巾
之
が
改
良
論
に
力

批
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
友
が
ら
、
直
文
の
此
の
文
中
に
は
雄
壯
と
共
に
優
美
を
も
尊
ん
で
ゐ
る
。
雄
壯
に

し
て
優
美
、
こ
れ
が
直
文
の
癖
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ら
う
か
。
直
文
の
歌
論
て
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、

前
掲
「
萩
の
家
漫
鋒
」
の
文
中
に
も
兇
え
る
遡
り
、
「
お
の
れ
を
忘
る
る
次
」
と
い
ふ
言
葉
で
あ
る
。
「
お
の
れ
を
忘
る

ろ
な
」
と
い
ふ
乙
と
は
換
言
す
れ
ば
、
我
の
主
張
で
あ
り
、
佃
性
の
奪
軍
で
あ
る
。
直
文
の
門
下
生
で
あ
っ
た
典
謝
野

鐡
幹
も
金
子
薫
園
も
、
そ
の
歌
話
の
中
に
、
師
の
言
葉
と
し
て
煙
此
の
事
を
語
っ
て
ゐ
る
。
此
の
思
想
は
未
だ
由
之
も

誰
れ
も
明
確
に
語
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
し
て
、
此
の
鋤
を
力
説
し
た
と
い
ふ
Ｚ
と
が
、
直
文
を
し
て
卓
抜

友
歌
人
た
ら
し
め
、
同
時
に
和
歌
革
新
運
動
の
木
鐸
た
る
地
位
に
と
ら
し
め
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
考
へ
ら
れ
る
。

直
文
の
他
に
、
中
邨
秋
香
、
大
和
田
建
樹
な
ど
も
曲
之
と
同
類
の
改
良
論
考
に
入
る
べ
き
で
あ
る
。
秋
香
に
は
新
説

歌
が
た
り
、
建
樹
に
は
作
歌
自
在
の
薪
が
あ
る
。
佐
冷
木
信
綱
に
は
、
明
治
二
十
一
年
二
月
女
學
雑
誌
に
詠
歌
論
を
發

表
し
て
其
の
和
歌
に
對
す
る
新
見
解
を
Ⅱ
示
し
た
山
で
あ
る
が
、
不
幸
に
し
て
わ
た
く
し
は
未
だ
そ
れ
を
兄
て
ゐ
な
い

．
明
端
初
期
の
歌
論
二
四
九

｜

■
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ー
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、
文
學
研
究
錐
一
岬
二
五
○

の
で
、
常
時
の
彼
の
意
兄
を
紹
介
し
得
ぬ
。
け
れ
ど
も
、
彼
が
後
年
そ
の
作
品
の
上
で
示
し
た
態
度
か
ら
老
へ
る
に
彼

も
大
慨
は
曲
之
の
改
良
論
の
支
持
表
で
あ
っ
た
と
想
像
し
て
大
過
な
い
だ
ら
う
。

さ
て
、
常
時
、
改
良
諭
表
の
う
ち
、
異
色
の
あ
っ
た
の
は
、
池
袋
清
風
で
あ
っ
た
。
清
風
は
明
治
二
十
一
年
の
初
め

に
東
京
日
日
新
聞
に
和
歌
概
論
を
譜
き
、
綾
い
て
郵
便
報
知
新
聞
に
和
歌
沿
菰
．
略
史
を
番
い
だ
。
和
歌
概
論
の
方
は
大

慨
和
歌
の
本
硬
論
と
和
歌
振
興
策
と
を
述
べ
た
も
の
で
、
和
歌
略
史
の
方
は
歴
史
的
考
察
に
、
よ
っ
て
概
論
に
の
べ
た
、

純
を
更
に
政
術
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
於
け
る
彼
の
歌
論
の
根
本
は
、
詩
歌
は
幽
妙
高
雅
の
戚
怖
を
含

む
べ
き
で
あ
り
、
鄙
裕
な
ら
ざ
る
用
請
と
宜
し
き
句
訓
と
は
そ
の
怖
を
助
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
乙
と
に
あ
る
。
而

し
て
、
さ
う
い
ふ
高
雅
の
戚
惰
を
専
ら
と
す
る
が
故
に
、
和
峨
は
肉
慾
銭
儲
の
傭
を
斥
け
天
然
の
風
景
清
雅
の
情
を
旨

と
し
て
詠
ず
る
も
の
で
あ
り
、
和
歌
の
功
徳
は
學
課
多
忙
の
書
生
と
雌
、
天
然
の
雅
味
を
識
っ
て
之
れ
を
喜
ぶ
に
至
る

に
あ
る
。
且
つ
、
和
歌
は
戚
惰
を
旨
と
す
る
が
故
に
那
諭
を
嫌
ふ
、
戎
た
人
の
戚
情
は
闘
人
の
起
す
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
か
ら
、
從
っ
て
詠
歌
は
分
業
的
專
門
的
性
質
の
も
の
で
は
次
い
と
述
べ
、
更
に
當
今
の
和
歌
の
振
は
ざ
る
所
以
に

言
及
し
て
、
五
つ
の
理
由
を
あ
げ
た
。
第
一
に
文
章
と
歌
と
そ
の
用
語
を
異
に
す
る
こ
と
、
第
二
は
和
歌
は
隙
居
老
人
若

く
は
世
に
不
用
な
人
の
翫
弄
物
で
あ
る
と
世
間
一
般
が
思
倣
し
て
ゐ
る
乙
と
、
第
三
は
、
和
歌
は
困
難
な
も
の
、
古
代
語

に
習
熟
し
友
け
れ
ば
詠
め
ま
い
咽
の
と
の
老
へ
が
世
間
に
庇
裂
っ
て
ゐ
る
乙
と
、
第
四
は
、
歌
を
つ
く
る
の
に
は
何
か
特

殊
な
技
巧
が
要
る
も
の
で
あ
っ
て
、
平
生
の
談
話
と
異
な
る
發
恕
を
し
次
け
れ
ば
友
ら
友
い
も
の
の
如
く
世
人
に
考
へ

I
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