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は
じ
め

に

近
世
節
用
集
の
記
述
的
研
究
の

一
環
と
し
て
、

最
初
期
で
あ
る
慶
長
年
間
刊
行
の
諸
本
を
検
討
中
で
あ
る
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
疑
問

点
や
注
意
点
が
出
て
く
る
の
で
筆
者
な
り
に
整
理
し
よ
う
と
思
う
。

筆
者
だ
け
の
問
題
意
識
か
も
し
れ
ず
、

か
な
ら
ず
し
も
仮
説
を

論
証
す
る
形
式
も
と
ら
ず
、

視
点
も
定
ま
ら
な
い
。

思
い
つ
き
を
紹
介
し
た
り
、

他
人
の
説
を
難
じ
た
り
も
し
て
い
る
。

そ
う
し
た

雑
多
さ
か
ら

「
覚
書
」
と
し
た
が
、

実
際
は
、

識
者

へ
の
質
問
状
の
よ
う
に
な

っ
た
。

御
批
正

・
御
教
導
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

一　

原
刻
本

の
性
格

原
刻
本
に
お
け
る
偏
向
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、

近
世
節
用
集
の
祖
と
な
っ
た
本
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、

逆
に
、

近
世
節
用
集
が
引
き
つ
い
だ
も
の
が
何
者
で
あ
っ
た
の
か
を
確
か
め
た
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、

原
刻
本
に
お
い
て
誰
し
も
怪
訪
に
お
も
う
の
は
部
門
名
の
陽
刻
で
あ
ろ
う
。
ヨ
部
ま
で
は
部
名
表
示
に

一
行
用
い
、
レ
部

ま
で
は
門
名
が
原
則
と
し
て
行
頭
に
く
る
か
ら
ま
だ
よ
い
。

が
、

そ
れ
以
降
で
は
そ
う
し
た
余
裕
あ
る
掲
出
法
は
と
ら
ず
、

力
部
以
　
３

降
で
は
、

頭
字
を
同
じ
く
す
る
熟
字
見
出
し
を
割
行
表
示
す
る
こ
と
も
急
増
す
る

（菊
田
紀
郎
一
九
七
一こ
。

外
見
上
も
狭
陰
感
が
高



ま
る
わ
け
で
、

そ
う
な
れ
ば
部
門
名
が
見
出
し
や
注
に
紛
れ
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。
さ
す
が
に
、

現
存
す
る
原
刻
本
で
は
朱
で
目

立
た
せ
な
ど
す
る
が

（安
田
章

一
九
七
四
）、
標
示
に
の
み
再
度
手
を
か
け
る
の
は
印
刷
物
と
し
て
は
効
率
が
悪
か
ろ
う
。

た
だ
、

平
井
版
以
降
、

近
世
節
用
集
に
お
い
て
は
部
門
名
が
陰
刻
さ
れ
る
こ
と
を
思
え
ば
、

原
刻
本
の
陽
刻
と
は
、

出
版
に
付
す

こ
と
が
十
分
に
意
識
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
の
こ
と
と
了
解
さ
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

古
本
節
用
集
の
部
門
標
示
で
も
、

版
本
の
天
正

一
八
年
本
は
陰
刻
で
あ
り
、

写
本
の
広
本
節
用
集
で
も
門
名
標
示
に
陰
刻
印
を
用
い
る
の
で
、

易
林
本
原
刻
で
の
陽
刻
を
古
本
か
ら

近
世
節
用
集

へ
の
過
渡
的
現
象
と
は
位
置
づ
け
に
く
い
。

た
だ
、

易
林
本
の
関
係
者
が
仕
上
が
り
を
予
測
で
き
ず
、

陰
刻
に
も
思
い

い
た
ら
ず
に
開
版
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、

周
到
を
欠
く
で
あ
ろ
う
し
、

未
練
で
あ
る
と
評
す
る
し
か
な
か
ろ
う
。

こ
れ
に
付
随
す
る
類
例
を

一
つ
。

本
来
な
ら
行
頭
に
あ
る
は
ず
の
門
名
が
、

二
・
ホ
部
で
は

―芭
前
の
門
の
所
属
語
末
に
配
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。

当
該
門
の
所
属
語
は
次
行
行
頭
か
ら
配
さ
れ
る
の
で
門
名
行
頭
の
原
則
は
化
石
的
に
効
い
て
は
い
る
が
、

行
の
途
中

に
門
名
が
来
る
場
合
、

行
の
残
部
は
空
白
に
な
る
。
こ
の
信
じ
が
た
い
不
体
裁
は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

原
刻
本
で
は
ホ
部
気
形
門
の
門
名
は
刻
さ
れ
な
い
が
、

他
の
門
名
で
も
、

た
と
え
ば

二
人
倫

・
支
妹
は
右
上
が
り
に
、

二
器
財

・

言
辞
や
ホ
食
服

・
器
財
は
左
上
が
り
に
刻
さ
れ
る
な
ど
不
安
定
で
あ

っ
て
、

埋
め
木
に
よ
る
補
刻
を
思
わ
せ
る
。

つ
ま
り
、

二
・
ホ

部
に
お
い
て
は
、

試
し
刷
り
段
階
で
は
門
名
が
刻
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
ら
ば
、

補
刻
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、

各
門
所
属
語
の
直
上
す
な
わ
ち
行
頭
に
は
匡
郭
が
あ
る
た
め
門
名
を
補
刻
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
で
き
ず
、

次
善
の
処
置
と

し
て
前
門
末
に
配
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

ホ
気
形
で
は
、

直
前
行
も
草
木
門
所
属
語
に
よ
り
行
末
ま
で
埋
ま

っ
て
い
た
た

め
、

補
刻
す
ら
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、

原
刻
本
に
か
ぎ
ら
ず
易
林
本
諸
版
に
言
い
う
る
こ
と
だ
が
、

内
容

・
構
成
Ｌ
の
癖
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

上

（
注
４
）

田

・
橋
本

（
一
九

三
〇

よ
り
引
用
す
る
が
、

手
を
加
え
す
ぎ
る
、

あ
る
い
は
あ
る
種
の
冗
長

・
過
剰
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

易
林
本
は
、

之
を
他
の
諸
本
に
比
す
る
に
、

其
の
所
収
の
語
は
、

必
し
も
少
い
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

概
し
て
印
度
本
よ
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り
も
少
く
、

殊
に
、

詩
文
等
に
用
ゐ
る
語
が
比
較
的
多
く
し
て
通
俗
の
語
は
割
合
に
少
い
。

門
名
も
、

乾
坤
、

時
候
、

気
形
、

官
位
、

言
辞
、

器
財
な
ど
、

む

つ
か
し
い
名
目
を
用
ゐ
、

仮
名
遣
を
訂
し
た
の
も
、

正
し
き
に
過
ぎ
て
、　

一
般
世
俗
に
は
却

つ

て
不
便
で
あ

つ
て
、

此
の
本
は
、

通
俗
的
辞
書
と
し
て
は
、

必
し
も
他
の
諸
本
に
勝
れ
て
居
る
と
は
云
は
れ
な
い
。

や
は
り
易
林
の
編
し
た
夢
梅
本

『
倭
玉
篇
』
に
も
偏
向
が
あ
る
。

多
す
ぎ
る
部
首
を
整
理
す
る
た
め
か
、

あ
る
部
首
に
従
属
す
る

部
首

（附
部
）
を
配
し
て
二
重
構
造
と
す
る
が
、

そ
の
配
し
方
が
独
特
な
場
合
が
あ

っ
て
容
易
に
検
索
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、

夢
梅
本
で
は

「
乾
」
と
い
う
文
字
が

「甲
」
の
部
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

「
乾
」
字
と

「
甲
」
部
と
は
ど
の
よ
う

に
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
、

「
甲
」
部
の
附
に

「
乙
」
が
あ

っ
て
、

そ
の

「
乙
」
に

「
乾
」
が
所
属
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
夢
梅
本
は
、

甚
だ
非
実
用
的
で
あ
る
。

（中
田
・
北

一
九
七
工○

ま
た
、

中
国

・
北
は
、

易
林
本
と
夢
梅
本
と
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、

「
姫
」
に
ア
ヒ
ヤ
ヶ
、

「
姦
」
に
カ
タ
カ
マ
シ
の
訓
を
ほ

ど
こ
す
こ
と
や
、

片
仮
名
も
サ

・
セ

・
マ
に

「セ

・
せ

・
ア
」
を
あ
て
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

以
上
の
よ
う
な

一
般
か
ら
の
ず
れ
が

両
書
に
認
め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、

易
林
が
節
用
集
の
政
に
お
い
て
、

定
家
仮
名
遣
に
よ

っ
て
イ
キ
オ
ヲ
エ
ヱ
の
六
部
を
分
け
た
だ
け

（た

５
）

だ
と
言
う
の
は
信
じ
が
た
く
、

や
は
り
相
応
に
節
用
集
に
も
手
を
加
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、

歓
迎
さ
れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
偏
向
が
、

ど
の
よ
う
な
理
由

・
要
請
か
ら
な
さ
れ
た
の
か
知
り
た
く
思
う
。

近

世
節
用
集
で
は
版
権

（板
株
）
を
え
る
た
め
だ
け
の
、

有
用
性
の
乏
し
い
改
編
も
あ

っ
た
が

（佐
藤

一
九
九
二
）、
慶
長
年
間
で
は
そ

れ
は
ど
に
は
版
権
が
意
識
さ
れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、

別
の
観
点
か
ら
の
説
明
が
求
め
ら
れ
る
か
と
思
う
。

一
方
、

印
刷
文
化
の
役
割
に
、

漢
字
字
形
の
標
準
を
示
す
こ
と
を
認
め
る
立
場
か
ら
は
、

易
林
本
は
評
価
さ
れ
て
い
る
。

中
世
の
辞
書
と
い
い
ま
す
と
節
用
集
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
節
用
集
も
殆
ど
は
異
体
文
字
で
あ
り
ま
し
て
、

異

体
文
字
も
色
々
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

お
経
の
写
経
の
文
字
で
大
体
は
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
き
ち
ん
と
し
た
正
書
の
、

正
楷

と
い
い
ま
す
か
、

楷
書
の
字
体
で
節
用
集
が
出
来
上
が
る
の
は
慶
長
２
年
の

『
易
林
本
節
用
集
』
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
ま
で
の



節
用
集
は
そ
の
正
し
い
字
の
形
と
は
違
う
異
様
な
字
を
沢
山
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

展
示
さ
れ
て
お
り
ま
す

五
山
版
、
こ
れ
は
正
楷
の
字
体
で
殆
ど
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

我
々
の
文
字
に
対
す
る
文
化
に
風
穴
を
開
け
た
の
が
、

宋
か
ら
や
っ
て
来
た
宋
版
と
、

そ
れ
を
覆
刻
し
、

あ
る
い
は
模
刻
し
た
五
山
版
で
あ
り
ま
す
。

（濱
田
啓
介

一
九
九
四
）

こ
れ
に
関
連
し
て
。

易
林
本
は
規
範
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も

（上
回
，
橋
本

一
九

一
六
、

乾
善
彦

一
九
九
六

。
一
九
九
九
）、

示
し
方
な
い
し
実
践
に
つ
い
て
は
周
到
さ
を
欠
く
点
も
あ
る
ら
し
く

（白
井
純
二
〇
〇
四
）、　
一
方
で
は
、

今
西
浩
子

（
一
九
九
六
３

が

一
部
試
み
た
よ
う
に
、

易
林
本
の
漢
字
が
ど
の
よ
う
な
位
相
で
の
漢
字
使
用
を
反
映
す
る
の
か
も
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

規
範
を
示
す
試
み
と
、

組
織

・
体
裁
面
を
主
と
す
る
未
練
な
さ
ま
か
ら
は
、

不
体
裁
な
が
ら
も
新
し
さ
を
持

つ
存
在
と
し
て
易
林

本
が
捉
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

が
、

規
範
の
提
示
を
め
ぐ
る
準
備
不
足
を
電
視
す
れ
ば
、

組
織
面
の
不
体
裁
と
連
動
す
る
と
捉
え
て
、

総
じ
て
未
練
の
書
と
見
る
立
場
も
あ
り
え
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

近
世
最
初
期
の
節
用
集
と
し
て
あ
り
う
る
姿
で
は
あ
ろ
う
。

一
一　

平
井

版

に
お
け

る
改
刻

原
刻
本
の
う
ち
国
会
図
書
館
本

・
竜
門
文
庫
本
と
天
理
図
書
館
本
と
の
あ
い
だ
で
は
、

字
画
の
欠
損
な
ど
か
ら
先
後
の
差
が
あ
り

（川
瀬

一
馬

一
九
五
五

・
安
田

一
九
七
四
）、
具
体
例
の

一
部
も
報
告
さ
れ
て
い
る

（中
田

一
九
七
九
）。
同
じ
こ
と
は
平
井
版
で
も
中
国

公

九
七
九
）
が
指
摘
し
て
お
り
、

受
動
的

・
不
可
抗
力
的
な

「欠
け
て
い
く
変
化
」
だ
け
で
な
く
、

改
刻

・
補
刻
の
よ
う
な
意
志

的

・
人
為
的
な

「
加
え
ら
れ
る
変
化
」
に
も
言
及
す
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
さ
ら
に
川
嶋
秀
之

（二
〇
〇

こ

は
、

図
書
寮
本
平
井

版
の
上
巻

一
一
・
三

一
・
三
二
丁
に
お
け
る
丁
単
位
の
改
刻
を
想
定
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。

次
に
引
用
す
る
。

他
の
丁
で
は
濁
点
の
第
二
点
が
下
が
り
目
に
打
た
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
丁
で
は

「方
角
」
（
ホ
ウ
ガ
ク
）
。
「判

断
」
（
ハ
ン
ダ
ン
）
ｏ
「半
分
」
（
ハ
ン
ブ
ン
）
な
ど
の
濁
点
の
第
二
点
が
、

第

一
点
よ
り
上
が
り
気
味
か
並
び
の
高
さ
に
打
た
れ

て
い
る
。
ま
た
、

「
シ
」
の
仮
名
は
原
刻
本

・
他
の
平
井
板
と
も
第
二
画
と
第
二
画
が
連
続
し
て
付
い
て
い
る
の
に
対
し
、

上
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記
の
丁
で
は
連
続
せ
ず
離
れ
て
書
か
れ
て
い
る
。

「
拝
読
」
（上
十

一
ウ
２
）
の
仮
名
を

「
ハ
イ
ド
ケ
」
と
誤
り
、

「博
聞
」
（上

十

一
ウ
４
）
の

「
聞
」
の
門
構
え
の
中
を

「
目
」
に
誤
る
な
ど
は
、

改
刻
に
際
し
て
の
誤
刻
で
あ
ろ
う
。

実
は
内
閣
文
庫
本
に
も
丁
単
位
の
異
同
が
あ
る
。

中
国

（
一
九
七
九
）
で
示
さ
れ
た
国
会
図
書
館
本
と
の
異
同
の
う
ち
、

四
件
ま

で
が
図
版
１１

・
１２

（上
巻
第
六
丁
）
に
集
中
す
る
。

内
閣
本
で
確
認
す
る
と
、

口
草
木

「
産
葦
」
の

「
葦
」
が
下
部
の
構
成
要
素
ほ

ど
右
に
ず
れ
た
り
、

訓
の

「
井
」
が
縦
画

・
横
回
と
も
明
瞭
で
、

横
画
の
薄
い
原
刻
本

，
平
井
版
と
は
異
な
る
。

ま
た
、

口
官
位

「
漏
刻
博
士
」
の
注

「
陰
陽
寮
」
の
訓
ヲ
ン
ヤ
ウ
シ
ウ
は
ヲ
ン
ヤ
ウ
レ
ウ
に
、

口
数
量

「
六
通
」
の
注

「神
境
―
」
の
第

一
字
は
木

偏
で
な
く
示
偏
に
正
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
平
井
別
版
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。

内
閣
本
は
、

下
巻
の
は
じ
め
五
丁
が
欠

け
る
な
ど
の
問
題
が
あ
る
け
れ
ど
も

（中
田
一
九
六
八
）、
平
井
別
版
か
ら
の
混
入
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
、

落
丁
し

て
い
た
の
を
、

何
者
か
が
平
井
別
版
か
ら
補
入
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
改
刻
や
補
い
は
、

あ
る
程
度
以
上
、

想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

中
国

（
一
九
七
九
）
は
国
会
図
書
館
の
原
刻
本

・

平
井
版
と
も
に
補
筆
が
あ
る
と
い
い
、

筆
者
も
東
洋
文
庫
の
平
井
版

（伊
勢
貞
丈
旧
蔵
）
へ
の
補
筆
を
確
認
し
て
い
る
。

杉
本

つ
と

む

（
一
九
七

こ

は
早
稲
田
大
学
蔵
の
小
山
版
易
林
本
の
補
筆
と
と
も
に
、

切
り
取
ら
れ
た
最
終
丁
裏
に
平
井
別
版

（な
い
し
原
刻
）

の
刊
記
を
書
写
し
た
も
の
が
補
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

寿
閑
本

（慶
長

一
五
年
刊
）
の
例
に
な
る
が
、

高
木
文
庫
本
で
は

「巻
末
二

葉
を
失
せ
る
を
、

後
人
古
紙
を
以
て
易
林
本

〔休
与
開
版
／
有
木
記
本
〕
の
巻
末
二
葉
を
模
招
し
、

作
偽
を
行

へ
り
」
（川
瀬

一
九
二

三
）
と
い
う
。
こ
う
し
た
作
為
は
、

お
そ
ら
く
は
易
林
本
が
珍
重
さ
れ
た
が
故
の
こ
と
な
の
で
は
あ
ろ
う
。

や
や
負
の
こ
と
を
並
べ
す
ぎ
た
感
じ
も
す
る
が
、

現
存
す
る
平
井
版
の
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
成
り
立

っ
て
い
る
か
、
こ
と
に

（注

７
）

改
刻
を
め
ぐ

っ
て
の
具
体
相
を
―
十

一
巻
全
体
が
同
時
期
の
版
な
の
か
ど
う
か
、

新
旧
の
版
が
混
在

・
交
錯
す
る
の
か
ど
う
か
、

そ

れ
は
ま
た
別
々
の
版
本
か
ら
取
り
合
わ
せ
た
の
か
等
々
を
―
―
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
興
味
深
い
。

易
林
本
に
か
ぎ
ら
な
い
が
、

そ
こ

に
人
々
の
営
為
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、

記
述
的
研
究
の
対
象
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、

珍
重
さ
れ
た
易
林
本
で
あ



れ
ば
現
存
数
も
多
め
で
あ
り
、

保
存
状
態
も
好
ま
し
い
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

平
井
版
で
の
検
討
が
、

そ
う
し
た
研
究
の
雛
型
と
な

る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〓
一　

平
井
版
諸
本

の
序
列

改
刻
の
有
無
、

改
版
丁
の
混
入
な
ど
を
見
る
に
は
、　

一
丁
ご
と
の
特
徴
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

た
だ
、

前
節
で
み
た
の
は

イ
レ
ギ

ュ
ラ
ー
で
、

稀
な
も
の
で
も
あ
ろ
う
か
ら
、

通
常
の
調
査
で
は
、
ま
た
別
の
オ
ー
ツ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

版
木
の
経
時
変
化
は
欠
損
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、

（部
分
的
）
改
刻
と
い
う
意
図
的
な
行
為
が
加
わ
る
こ
と
も
あ
る
。

意
図
的
で
あ

れ
ば
事
例
も
少
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

版
木
の
変
化
を
画
期
し
て
み
る
際
の
目
印
に
な
り
、

版
木
の
先
後
を
効
率
的
に
把
握
す
る
の

に
役
立
ち
そ
う
で
あ
る
。

実
際
、

平
井
版
諸
本
を
み
る
と
、

単
な
る
改
刻
や
欠
損
の
上
位
に
く
る
別
種
の
改
刻
が
認
め
ら
れ
る
。

普

通
、

改
刻
は
欠
損
や
誤
刻
の
補
修
な
ど
の
必
要
か
ら
な
さ
れ
る
が
、

平
井
版
の
上
巻
で
は
、

美
観
Ｌ
削
除
す
べ
き
な
の
を
残
し
た
り
、

必
要
も
な
い
の
に
補
刻
す
る
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

必
要
性
と
改
刻
の
実
施
が
ね
じ
れ
た
関
係
に
あ
る
わ
け
だ
が
、

そ
う
し
た

箇
所
に
こ
そ
、

版
木
に
か
か
わ
る
人
の
意
図
が
、

そ
の
中
身
は
に
わ
か
に
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

強
く
反
映
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
例
に
注
目
し
て
諸
本
の
版
の
状
況
を
画
期
し
て
み
よ
う
と
お
も
う
。

具
体
的
に
指
摘
す
れ
ば
、

ま
ず
、

縦
棒
状
の
彫
残
し
が
四
点
あ
る
。

原
刻
本
か
ら
見
え
る
も
の
で
、

美
観
上
、

削
除
さ
れ
る
べ
き

だ
が
、

後
の
版
ま
で
残
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

通
常
の
字
画
同
様
、

後
刷
の
も
の
ほ
ど
薄
れ
が
ち
に
な
る
。

Ａ
　
口
部
支
体
門

金
（
オ
四
）
下
部
。

約
四
字
分
　
　
　
　
　
　
Ｂ
　
ホ
部
言
語
門

（
一
七
ウ
七
）
下
部
。

約
八
字
分

Ｃ
　
へ
部
官
位
門

（
一
八
オ
七
）
下
部
。

約
四
字
分
　
　
　
　
　
Ｄ
　
へ
部
言
語
門

合
一〇
オ
こ

下
部
。

約
四
字
分

つ
い
で
、

部
や
門
の
標
目
の
陰
刻
部
分
に
、

特
に
必
要
と
も
思
え
な
い
模
様
が
追
加
さ
れ
る
例
が
六
例
あ
る
。

故
意
に
な
さ
れ
た

も
の
だ
ろ
う
が
、

何
か
の
目
印
と
し
て
の
も
の
か
、

単
な
る
手
す
さ
び
の
類
な
の
か
、

理
解
に
苦
し
む
。

Ｅ
　
二
部
標
示

（
〓
一一オ
じ

上
辺
中
央
に
三
角
形
飾
り
　
　
　

Ｆ
　
・一
部
気
形
門
標
示

（
〓
一一２

じ
中
央
に
縦
影

Ｇ
　
一一部
器
財
門
標
示

（
〓
一丁
六
）
中
央
に
縦
棒
　
　
　
　
　
Ｈ
　
卜
部
標
示

（二
〇
オ
一
し

上
辺
中
央
に
ス
字
様
模
様

Ｉ
　
チ
部
標
示

合
一四
オ
五
）
「
知
」
字
右
下
に
点
模
様
　
　
　
　
Ｊ
　
力
部
標
示

公
一西

ウ
五
）
上
辺
に
横
棒

調
査
結
果
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

旧
態
を
と
ど
め
る
も
の
に
○
、

改
め
た
も
の
に
×
を
与
え
た
。

諸
本
は
国
会
本
に
近
い
も
の
か

ら
配
し
、

調
査
項
目
は
後
ま
で
残
る
も
の
か
ら
掲
げ
た
。

な
お
、

内
閣
本
の
Ａ
に
あ
た
る
部
分
は
別
版
に
よ
る
の
で

（前
述
）
検
討

し
な
い
。
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（注
９
）

ネ
京
都
府
立
総
合
資
料
館
本

・
国
文
学
研
究
資
料
館
本

・
伊
勢
貞
丈
旧
蔵
本

（東
洋
文
庫
）
・
東
洋
文
庫
本

・
写
字
台
文
庫
本

（龍
谷
大
学
）
・

国
会
図
書
館
本

（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
・
利
谷
市
立
図
書
館
本

（田
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
）
・
大
和
文
準
館
本

（同
）
・
山
尾
市
立
図

書
館
本

（同
）
・
学
習
院
大
学
本

（同
）
・
静
嘉
堂
文
席
本

（雄
松
堂
マ
イ
ク
ロ
）
・
内
閣
文
庫
本

（中
回
一
九
六
八
）
・
菅
文
庫
本

（茨
城
大

学
。
軍
８
”ヽ
ぉ
●
Ｆ
】一げ
一げ
営
い
下
ま
ユ
Ｒ
京
ｐ
ｐ
ュ
市】①六
】句
田
の
Ｆ
ヨ
じ
・
宮
内
庁
図
書
寮
本

（日
本
古
典
全
集
）

彫
り
残
し
の
Ａ
～
Ｄ

で
は
改
刻
時
期
が
ば
ら

つ
く
が
、

補
刻

の
群

で
は
内
閣
本
を

の
ぞ
け
ば
Ｅ
Ｆ
Ｇ
と
Ｈ
Ｉ
Ｊ
の
二
段
階
に
お
さ

ま

っ
て
い
る
。

ま
た
、

国
会
本

の
よ
う
に
Ｂ
Ｃ
が
旧
態
な
ら
他

の
特
徴
も
旧
態

で
あ
る
と
い

っ
た

一
種

の
階
層
性
も
構
成
さ
れ
て
お

り
、

こ
の
調
査

に
有
効
性
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

諸
本
を
分
類
し
て
み
よ
う
。

○

の
数

の
差
が
二
以
上
あ
る
部
分

で
区
切
る
と

「
国
会

・
刈
谷
／
京
都

。
大
和

・
静
嘉

・
国
文

，
伊

勢
／
内
閣

・
菅

・
東
洋

・
写
字
／
西
尾

，
学
習

・
図
書
」

の
四
段
階
と
な
り
、

こ
れ
が
平
井
版
諸
本

の
こ
の
表

で
の
序
列
と
な
る
。

個
別

に
み
れ
ば
、

や
は
り
内
閣
本
が
気

に
な
る
。

Ａ
は
平
井
別
版

の
混
入
し
た
丁
の
も

の
だ
が
、

混
入
が
な
け
れ
ば
旧
態

の
ま
ま
で

あ

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

ま
た
、

Ｈ
Ｉ
Ｊ
が
同
期
せ
ず
に
Ｈ
だ
け
旧
態
な
の
も
不
審

で
あ
る
。

調
査
対
象
を
増
や
せ
ば
同
趣

の
本
が

出

て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
。

ま
た
、

図
書
寮
本
は
、

右

に
挙
げ
な
か

っ
た
欠
刻

の
状
況
を
勘
案
す
る
と
、

西
尾
市
立
図

書
館
本

。
学
習
院
本
よ
り
も
格
段

に
劣
る
も
の
で
あ
る
。

右

の

一
〇
項
目
調
査

で
は
そ
う
し
た
差
が
す
く
え
な
か

っ
た
わ
け
だ
が
、

い
わ
ば
測
定
限
界
下

で
の
並
み
は
ず
れ
た
数
値
を
示
す
個
体
な
の
で
あ

っ
て
、　

一
〇
項
目
調
査
が
た
だ
ち
に
無
効
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。

と
も
あ
れ
、
さ
ら
に
指
標
を
設
定
し
、
よ
り
多
く
の
諸
本
を
見
る
こ
と
で
き
め
細
か
い
把
握
を
心
が
け
た
い
。

四
　
版
木

の
損
傷
と
平
井
別
版

・
小
山
版

川
嶋

合
一〇
〇
じ

は
、

原
刻

・
平
井
版
で
の
版
木
の
故
障
が
、

改
版
し
た
は
ず
の
別
版
に
も
影
響
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

/
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三
本

（図
書
寮
本

・
内
閣
文
庫
本

・
菅
文
庫
本
―
―
佐
藤
注
）
を
比
較
す
る
と
、

上
巻
三
四
丁
中
央
の
オ

一
行
か
ら
三
御
に
至
る

欠
け
、

三
六
丁
オ
中
央
を

一
行
か
ら
七
行
ま
で
横
断
す
る
欠
け
、

三
六
丁
ウ
三
行
日
の
訓
に
至
る
欠
け
が
あ
る
こ
と
が
共
通
す

る
。
こ
の
欠
け
は
ニ
ミ
リ
幅

の
欠
け
で
、

原
刻
本

で
は

「
鰐
」
舎
一四
オ
ー
）
、

「
往
」
舎
一四
オ
３
）
、

「
寧
」
舎
一六
オ
４
）
、

客
巴

（三
六
オ
７
）
、

「顔
」
舎
一六
ウ
３
）
の
諸
字
に
少
し
の
幅
で
あ
る
が
確
認
で
き
る
。

平
井
板
に
至

っ
て
そ
れ
が
拡
大
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

文
字
自
体
に
は
そ
れ
に
よ

っ
て
欠
落
し
た
部
分
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、

欠
け
と
い
う
よ
り
裂
け
と
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

版
木
に
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、

平
井
板
別
板
で
は
こ
の
幅
の
開
い
た

も
の
を
も
と
に
改
刻
し
た
の
で
あ
ろ
う
、

「往
」
の
字
な
ど
縦
に
長
く
間
延
び
し
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
指
摘
に
触
発
さ
れ
て
、

や
は
り
版
を
改
め
た
小
山
版

（杉
本

一
九
七

じ

で
確
認
す
る
と
、

何
が
し
か
の
、

字
に
よ

っ
て
は

決
定
的
な
影
響
を
受
け
る
も
の
が
あ

っ
た
。

ま
ず
三
六
丁
の
諸
字
の
う
ち
、

「
看

（オ
こ

・
咳

（二
こ

・
学

（オ
四
）
・
傘

（オ
五
）
。

高

（オ
七
と

な
ど
は

一
見
異
常
は
な
さ
そ
う
だ
が
、

字
丈
は
高
め
で
あ
る
か
ら
、

裂
け
に
よ
る
影
響
を
隠
そ
う
と
し
た
よ
う
で
あ

る
。

さ
ら
に

「顔
」
で
は
頁
部
内
の
横
画
が
三
本
に
な
る
と
い
う
字
形
レ
ベ
ル
で
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
四
丁
で
は

「往
」
字
の
丈
が
や
や
高
く
な
る
だ
け
だ
が
、

画
数
が
少
な
く
て
認
識
し
や
す
く
、

前
後
に
も
同

一
字
を
用
い
る
熟
字
が
連
続
す
る

の
で
変
調
に
気
づ
き
や
す
い
た
め
、

容
易
に
修
正
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
鰐
」
字
で
は
、

魚
偏
の
田
部
は
横
画
が
増
え

（注

１１
）

て
三
段
に
な
り
、

芳
の
横
画
も

一
本
増
え
る
な
ど
、

字
形

レ
ベ
ル
で
の
影
響
が
み
ら
れ
た
。

「
往
」
字
の
よ
う
に
は
好
条
件
が
な
い

の
で
訂
正
さ
れ
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。

小
山
版
の
改
修
能
力
に
段
階
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
例
と
な

っ
て
い
る
。

他
に
も
同
趣
の
裂
け
が
あ
れ
ば
注
目
す
べ
き
だ
が
、

下
巻
四

一
・
四
七
Ｔ
に
も
見
ら
れ
た
の
で
報
告
し
た
い
。

四

一
丁
に
ほ
ぼ
中
央
を
横
断
す
る
裂
け
が
あ
る
。

関
わ
る
字
は

「
―

（査

じ
・
近

（■
３

・
進

（オ
四
▼

深

（オ
五
▼

脚

（ウ

一〇

・
執

（訓
シ
フ
。
オ
七
▼

主
Ｆ

老

（
ウ
じ

・
食

（２

じ
・
准

（ユ
●

・
騒

（ウ
四
▼

酌

（ウ
五
▼

不

・
党

（
ウ
七
こ

な
ど
で
あ

る
。

原
刻
本
で
は
か
す
か
に
、

内
閣
文
庫
本
で
も
ま
だ
細
い
が
、

図
書
寮
本
な
ら
確
実
に
認
め
う
る
。

別
版
で
は
、

「却
」
字
の
芳



の
分
断
さ
れ
た
縦
棒
が
直
下
の

「七
宝
」
の
訓
の
よ
う
に
刻
ま
れ
た
り
、

「老
」
字
の
短
い
横
画
が
二
本
に
な
る
な
ど
の
影
響
が
見

ら
れ
た
。

小
山
版
で
は
こ
の
裂
け
に
よ
る
影
響
は
な
い
。

四
七
丁
で
も
ほ
ぼ
中
央
を
裂
け
が
横
断
す
る
。

関
わ
る
字
は

「沖

（オ
こ

・
疼

（訓
。
二
３

・
漬

（オ
五
）
・
涵

（オ
一〇

・
身

（オ

七
）
・
離

（
ウ
こ

・
三

（ウ
一
●
・
門

（ユ
ラ

・
狂

（
ウ
四
▼

軍

（ウ
五
）
・
鳥

（ウ
エ○

・
樅

（
ウ
七
と

な
ど
で
あ
る
。

や
は
り
原
刻

本
で
は
か
す
か
に
、

内
閣
本
で
は
わ
ず
か
に
、

図
書
寮
本
で
は
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。

別
版
で
は

「
漬
」
の
貝
部
内
の
横
画
が
三
本

で
あ
る
ほ
か
、

「離

・
三
」
が
ゆ
が
む
な
ど
の
影
響
が
あ

っ
た
。

小
山
版
で
は
影
響
は
な
い
。

程
度
の
差
は
あ
る
が
、

下
巻
で
も
、

平
井
別
版
は
原
刻

。
平
井
版
版
木
の
故
障
を
引
き

つ
ぐ
、

無
批
判
な
改
版
が
見
て
と
れ
た
。

小
山
版
で
は
上
巻
の
よ
う
な
影
響
は
な
く
、

評
価
す
べ
き
結
果
と
な

っ
て
い
る
。

亀
井
孝

（
一
九
四
九
）
は
、

小
山
版
の
国
語
資
料

と
し
て
の
価
値
を
平
井
別
版
よ
り
上
と
さ
れ
た
が
、

そ
れ
と
歩
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
結
果
と
い
え
よ
う
か
。

た
だ
、

小
山
版
で
は
、

上
巻
で
の
処
理
の
よ
う
に
改
修
態
度
に
段
階
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
が
、

亀
井
の
指
摘
も
合
わ
せ
れ
ば
、

訓

全
証
み
が
な
）
や
判
別
し
や
す
い
字
形
は
修
正
す
る
が
、

や
や
複
雑
な
字
形
に
な
る
と
修
正
の
手
が
お
よ
ば
な
く
な
る
、
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
平
井
別
版
の
無
批
判
な
さ
ま
も
合
わ
せ
考
え
る
と
、

慶
長
刊
行
節
用
集
の
限
界
を
垣
間
見
た
よ
う
な
気
も

す
る
。

が
、
こ
れ
は
易
林
本
諸
版
に
か
ぎ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

コ
ス
ト
削
減
の
た
め
に
覆
刻
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

刊
行
態

度
と
し
て
は
安
易
で
あ

っ
て
、

改
修
の
程
度
も
そ
れ
に
見
合

っ
た
も
の
に
な
り
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。　

一
方
、

草
書
本

・
寿
閑
本
で

は
行
草
書
表
記
に
改
め
る
の
で
コ
ス
ト
も
か
け
た
開
版
で
あ
り
、

見
方
を
変
え
れ
ば
易
林
本
の

「
楷
書
に
よ
る
表
記
」
の
範
か
ら
は

ず
れ
る
も
の
で
あ
る
。

で
あ
れ
ば
、

そ
の
効
用
に
つ
い
て
、

佐
藤

（二
〇
〇
八
）
で

一
部
試
み
た
よ
う
に
、

別
途
考
察
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

五
　
小
山
版
の
刊
行
者

易林本節用集研究覚書六題

＼

川
瀬

一
馬

（
一
九
八
〇
）
は
、

小
山
版
の
刊
行
者

・
小
山
仁
右
衛
門
永
次
に
つ
い
て
、

の
ち
に
回
原
仁
左
衛
門
と
改
名
し
て
禅
籍

ヽ
を
多
く
開
版
し
、

江
戸
中
期
ま
で
活
動
し
た
と
い
う
。

が
、
こ
の
説
に
は
し
た
が
い
が
た
い
。

こ
の
回
原
仁
左
衛
門
な
る
者
は
、

元
和
頃
に

「
伊
勢
物
語
閥
疑
抄
」
と

「
平
家
物
語
」
公

方
流
本
」
」
と
を
同
種
の
平
仮

名
活
字
で
印
行
し
て
い
る
の
が
初
見
で
、

伊
勢
物
語
閥
疑
抄
に
は
、

「御
幸
町
通
二
条
　
仁
右
衛
門
活
板
之
」
、

ま
た
平
家
物
語

に
は

「
河
原
町
　
仁
衛
門
」
と
の
刊
記
が
あ
り
、
こ
れ
は
同
趣
の
活
字
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

同
人
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
さ
す
れ
ば
、

慶
長
十
五
年
に
節
用
集

（整
版
）
を
刊
行
し
て
い
る
小
山
仁
右
衛
門
永
次
も
同
人
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、

そ
し
て
、

仁
右
衛
門
は
寛
永
後
半
か
ら
正
保
に
か
け
て
殊
に
禅
籍
を
多
く
整
版
で
出
版
し
て
い
る
。

ズ
寛
永
十
六
年
）
禅

苑
蒙
求
、

（同
十
七
年
）
景
徳
伝
統
録

（同
十
八
年
）
尚
直
編

・
尚
理
編
、

（正
保
三
年
）
大
慧
普
覚
禅
師
普
説

（等
こ

（植
工

「常
信
」
活
字
印
行
の
禅
籍
）

活
字
様
式
の

一
致
が
あ
る
と
い
う
仁
右
衛
門

（閥
疑
抄
）
と
仁
衛
門
は
同

一
人
の
可
能
性
が
高
い
が
、

他
の
小
山
永
次
や
田
原
仁

左
衛
門
と
結
び

つ
け
る
根
拠
は
、

名
前
の
類
似
以
外
に
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

川
瀬

（
一
九
二
五
）
か
ら
見
え
る
所
説
だ
が
、

そ
れ

に
さ
か
の
ば

っ
て
も

「
さ
す
れ
ば
～
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
と
言
え
る
よ
う
な
明
確
な
根
拠
は
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
ろ
み
に
住
所
か
ら
整
理
し
て
み
よ
う
。

仁
衛
門
の
は

「
河
原
町
」
と
あ
る
の
で
河
原
町
通
よ
り
も
、

通
常

「
川
原
町
」
と
記

さ
れ
る
現

・
東
川
原
町

（五
条
大
橋
の
北
東
二
〇
Ｏ

ｍ
強
）
で
あ
ろ
う
。

江
戸
期
に
は
建
仁
寺
領
で
あ

っ
た
と
い
う
。

仁
右
衛
門

（閥

疑
抄
）
の
御
幸
町
通
二
条
は

「御
幸
町
通
に
面
す
る
町
で
、

二
条
通
の
北
か
南
」
な
の
で
達
磨
町
か
鶴
屋
町

（現

・
山
本
町
。

京
都
市

役
所
の
北
西

一
五
〇

母

に
な
る
。

田
原
仁
左
衛
門
は
後
述
の
よ
う
に
二
条
通
鶴
庭
町
だ
が
、
こ
れ
は

「
二
条
通
り
に
面
す
る
鶴
屋

町
」
な
の
で
現

・
晴
明
町
に
な
る
。

仁
右
衛
門

（関
疑
抄
）
の
鶴
屋
町
と
は
別
だ
が
、　

一
〇
Ｏ

ｍ
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
。

以
上

三
者
に
つ
い
て
は
、

決
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、

住
所
の
近
さ
か
ら
仁
右
衛
門

（閑
疑
抄
）
と
田
原
仁
左
衛
門
が
縁
者

か
と
疑
わ
れ
、

宗
旨
か
ら
建
仁
寺
領
住
み
の
仁
衛
門
と
禅
籍
刊
行
の
回
原
仁
左
衛
門
と
が

つ
な
が
り
そ
う
で
は
あ
る
。



と
こ
ろ
が
、

小
山
永
次
は
こ
の
中
に
入
り
込
め
な
い
。

ま
ず
、

住
所
は

「
釜
座
衝
貫
二
条
松
屋
町
」
（小
山
版
刊
記
）
な
の
で
、

「
二
条
松
屋
町
」
の
字
面
か
ら
二
条

・
御
幸
町
か
ら
西

へ
三
〇
Ｏ

ｍ
強
の
松
屋
町
と
紛
れ
そ
う
だ
が
、

「
釜
座
通
に
面
し
た
松
屋
町
で
、

２５

二
条
通
り
の
近
辺
」
な
の
だ
か
ら
現

・
上
松
屋
町
に
な
る
。

二
条

・
御
幸
町
か
ら
は
西
に
八
〇
Ｏ

ｍ
強
離
れ
た
町
で
あ
る
。

残
る
は
禅
籍
で
の
つ
な
が
り
だ
が
、

引
用
箇
所
に
み
え
る

『
禅
苑
蒙
求
』
以
下
四
書
の
刊
記
に
は
田
原
仁
左
衛
門
の
氏
名
し
か
な
　
　
　
　
　

」

い
。

田
原
の
刊
行
書
は
さ
ら
に

『
歴
代
名
医
伝
略
』
（寛
永
九
）
を
初
め

『
難
教
本
義
』
（寛
永

一
〇
▼

『
医
学
正
伝
或
問
抄
』
（同

一

一
●
・
『便
蒙
類
篇
』
（同

〓
●

・
『
続
錦
編
段
』
（同

一
四
▼

『
桐
火
桶
』
『
乗
分
韻
略
』
『蒙
求
抄
』
（同

一
五
）
に
遡
り
う
る
か
ら
、

寛

永
後
半
か
ら
の
活
動
が
認
め
ら
れ
る
の
は
正
確
に
は
田
原
仁
左
衛
門
と
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、

川
瀬

（
一
九
六
七
）
で
は
、

寛
永

年
間
の
付
訓
本
禅
籍
開
版
者
の
第

一
に

「
田
原
仁
右
衛
門
」
と
掲
げ
る
が
、
こ
れ
も
田
原
仁
左
衛
門
と
小
山
仁
右
衛
門
が
混
交
し
た

も
の
で
あ
り
、

右
掲
の
開
版
書
刊
記
を
踏
ま
え
れ
ば

「
田
原
仁
左
衛
門
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

川
瀬
は
、

先
の
引
用
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
も
い
う
。

然
る
に
、
こ
の
仁
右
衛
門
は
、

正
保
頃
か
ら
、

二
条
通
鶴
屋
町
回
原
仁
左
衛
門
と
名
乗
り
、

正
保
四
年

（祖
庭
事
苑
、

大
慧

普
覚
禅
師
年
譜
等
の
整
版
出
版
）
以
下
多
数
の
出
版
を
行
な

っ
て
お
り
、

ま
た
、

活
字
印
行
で
も
、

正
保
三
年
に
新
編
晦
庵
先

生
語
録
等
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
整
版
印
刷
を
盛
ん
に
や

っ
て
い
る
中
に
、

活
字
印
行
を
も
併
せ
て
い
る
と
い
う
点
を
特
に
注

意
し
た
い
の
で
あ
る
が
、

要
す
る
に
仁
右
衛
門
か
ら
仁
左
衛
門
と
改
ま

っ
た
の
は
、

恐
ら
く
代
が
わ
り
と
い
う
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

田
原
仁
左
衛
門
の
名
が
寛
永
九
年
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
は
右
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、

近
世
に
お
い
て
代
が
わ
り
に

よ

っ
て
名
が
小
異
す
る
こ
と
は
あ
ろ
う
が
、

姓
ま
で
変
わ
る
事
態
は
そ
う
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

入
り
婿
な
ど
す
れ
ば

別
だ
ろ
う
が
、

川
瀬
の
書
き
方
か
ら
す
る
と
そ
こ
ま
で
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
も
な
い
。

結
局
、

右
の
よ
う
な
事
情
を
総
合
す
れ
ば
、

川
瀬
は
、

何
か
を
き

っ
か
け
と
し
て
誤
認
に
誤
認
を
重
ね
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

雄
盗

距

距

距

ＩＥ
雄

距

斑

ＩＥ

踏

に
ｌＥ

推

に

１置

に

ｌＥ
ＩＥ

距

ほ

距

旺

ぱ
―

に

轄

下

―

そ
の
き

っ
か
け
に
田
原
仁
左
衛
門
の
刊
記
の
記
し
方
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

寛
永
年
間
の
も
の
で
は
、

住
所
を
記
さ
な
か

っ

た
り
、

住
所
氏
名
と
も

「
二
条
　
仁
左
衛
門
」
と
略
記
し
た
り
、

さ
ら
に
は
別
人
か
も
し
れ
な
い
が

「
二
左
衛
門
」
と
の
み
記
し
た

も
の
も
あ
る
。

そ
れ
ら
が
、

先
の
引
用
に
あ
る

「
仁
衛
門

・
仁
右
衛
門
」
の
簡
略
表
記
と
混
同
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、

寿
閑
本
節
用
集
も
か
か
わ
ろ
う
か
。

そ
の
刊
記
に
は

「洛
ド
桑
門
寿
閑

〔開
板
こ

と
あ
り
、

寿
閑
が
京
都
住
ま
い
の
僧

か
僧
籍
を
持

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
宗
旨
に
つ
い
て
は
次
の

一
節
が
糸
口
に
な
ろ
う
。

寿
閑
は
後
に
慶
長
二
十
年
か
ら
徳
川
家
康
の
駿
河
版
印
工
の
工
匠
と
し
て
京
都
か
ら
駿
府

へ
下

つ
て
仕
事
に
従
ひ
、

後
又
帰

洛
し
て
元
和
三
年
に
元
亨
釈
書
の
活
字
版
等
を
印
行
し
た
者
と
同
人
で
あ
ら
う

（川
瀬

一
九
四
一こ

駿
河
版
の
実
質
的
推
進
者

・
金
地
院
以
心
崇
伝
も
、

『
元
亨
釈
書
』
の
虎
関
師
錬
も
臨
済
宗
で
あ
る
か
ら
、

寿
閑
も
禅
宗
お
そ
ら

く
は
臨
済
宗
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
寿
閑
版

『
元
亨
釈
書
』
の
刊
記
に
は
、

田
原
仁
左
衛
門
と
お
な
じ
住
所

「
洛
陽
二
条
通
鶴
屋

町
」
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、

寿
閑
の
方
が
田
原
仁
左
衛
門
と
結
び

つ
き
や
す
い
ほ
ど
だ
が
、

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
川

瀬
の
誤
認
の
き

っ
か
け
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

関
係
者
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
。

Ａ
　
小
山
仁
右
衛
門
永
次
　
釜
座
衝
貫
二
条
松
屋
町
　
　
　
　
　
　
　
慶
長

一
五
年
に
節
用
集
を
刊
行

Ｂ
　
寿
閑
　
　
　
　
　
　
　
一
一条
鶴
屋
町
　
　
禅
僧

（臨
済
宗
）
か
　
慶
長

一
五
年
に
節
用
集
を
刊
行
。

古
活
字
版
も
刊
行

Ｃ
　
田
原
仁
左
衛
門
　
　
　
一
一条
鶴
屋
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
籍
な
ど
を
刊
行
。

正
保
年
間
に
古
活
字
版
も
刊
行

こ
う
し
た
三
者
間
の
共
通
事
項
が
混
同
を
呼
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
Ｂ
を
介
し
て
Ａ
と
Ｃ
が
結
び

つ
い
た
り
、

節
用
集
を
介
し

て
Ａ
と
Ｂ
の
住
所

・
宗
旨
の
印
象
が
重
な

っ
て
Ｃ
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
り
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
。

結
局
、

小
山
版
の
開
版
者

・
小
山
永
次
に
つ
い
て
は
、

い
ま
の
と
こ
ろ
、

他
の
だ
れ
か
に
結
び

つ
け
う
る
確
か
な
材
料
は
な
い
。
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一ハ
　
刊
記
を
め
ぐ

っ
て

刊
記
に
は
開
版
者

・
編
者
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
で
き
る
か
ぎ
り
引
き
だ
し
て
研
究
に
役
立

て
た
い
と
思
う
。

た
と
え
ば
、

安
田

（
一
九
七
四
）
で
は
、

平
井
版
の
開
版
時
期
に
も
か
か
わ
る
興
味
深
い
推
論
を
示
し
て
い
る
。

易
林
が
、

「客
」
と
し
た
の
は
、

川
瀬
博
士
も
説
か
れ
る
よ
う
に

（
一
七
三

一
頁
）
、

平
井
休
興
を
さ
す
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
場
合
、

改
修
本
に
至

っ
て
初
め
て
表
面
に
名
を
出
し
た
理
由
は
解
し
難
い
。

つ
ま
り
平
井
休
興
が
易
林

本
印
行
の
或
る
時
期
、

改
修
本
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

原
刻
本
に
お
け
る
位
置
如
何
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、

そ
の
ま
ま
問
題
を
残
さ
ぎ
る
を
得
な
い
。

或
る
時
期
が
、

「休
興
開
板
」
と
明
示
し
て
大
学

・
中
庸
章
句
を
刊
行
し
た

慶
長
九
年
、

あ
る
い
は
夢
梅
本
玉
篇
の
同
十
年
と
関
わ
る
と
す
れ
ば
、

ま
さ
に
牽
強
付
会
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
。

安
回
は
決
し
て
強
調
し
な
い
し
、

む
し
ろ
否
定
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
の

一
節
か
ら
平
井
版
が
慶
長

一
〇
年
頃

に
開
版
さ
れ
た
と
は
誰
も
と
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

魅
力
的
な
推
定
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
平
井
休
与
の
陰
刻
刊
記
は
別
版
で
は
削
除
さ
れ
る
の
で
、

権
利

・
責
任
上
、

彼
が
関
与
し
な
く
な

っ
た
こ
と
を
示
す
の
だ
ろ

う
が
、

詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

さ
ら
に
小
山
版
で
は
易
林
の
政
す
ら
削
除
さ
れ
て
、

小
山
仁
右
衛
門
永
次
の
刊
記
が
刻
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

易
林

・
平
井
休
与
と
い
う
本
願
寺
関
係
者
の
名
が
消
え
る
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
、

前
節
で
の
川
瀬
の
推
測
も
興
味
深
い

も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

小
山
永
次
と
禅
籍
書
騨

‘
田
原
仁
左
衛
門
と
の
関
係
は
立
証
で
き
な
い
が
、
も
し
小
山

永
次
が
禅
宗
関
係
者
な
ら
、

節
用
集
の
刊
記
か
ら
本
願
寺
関
係
者
の
氏
名
を
消
し
去
る
こ
と
は
考
え
や
す
そ
う
で
あ
る
。

つ
い
で
参
考
ま
で
に
、

易
林
本
か
ら
派
生
し
た
草
書
本

・
寿
閑
本
、

寿
閑
本
か
ら
派
生
し
た
慶
長

一
六
年
本
に
も
触
れ
て
み
る
。

草
書
本
で
は
刊
記
の
な
い
も
の
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
が
不
審
で
あ
る
。

覆
刻
再
版
本
ま
で
あ
る
の
だ
か
ら

（川
瀬

一
九
五
五
・
山

田
忠
雄

一
九
六
四
）、
相
応
に
流
布
し
た
は
ず
で
あ

っ
て
、

権
利
を
主
張
す
る
た
め
に
も
刊
記
を
も
う
け
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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寿
閑
本
で
は
二
種
類
の
刊
記
が
知
ら
れ
て
い
る
。　

一
つ
は

「
慶
見
上
章
閣
茂
仲
春
上
滞
洛
下
桑
門
寿
閑

〔開
板
ご

で
、
も
う

一

つ
は

「桑
門
」
以
下
が
削
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

前
者
に
は
日
本
大
学

。
東
洋
文
庫

・
京
都
大
学
な
ど
の
蔵
本
が
あ
り
、

後
者
に

は
米
谷
隆
史
と
筆
者
の
共
有
す
る
も
の
が
あ
る
。

両
者
は
同
版
と
見
ら
れ
る
の
で
、

単
に
権
利
関
係
上
、

寿
閑
の
手
を
離
れ
た
と
い

う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。　

一
方
、

寿
閑
本
の
開
版
さ
れ
た
翌
年
に
慶
長

一
六
年
本
が
派
生

・
改
作
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、

わ
ず
か
に

一
年

の
差
し
か
な
い
の
に
、

刊
記
に
寿
閑
の
名
が
存
し
な
い
の
は
気
に
な
る
。

慶
長

一
六
年
本
の
派
生
を
め
ぐ
る
何
事
か
が
、

寿
閃
本
の

二
様
の
刊
記
の
存
在
に
関
わ
り
そ
う
な
気
も
す
る
が
、

や
は
り
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

慶
長

一
六
年
本
の
刊
記
で
は

「
洛
下
烏
丸
通
二
条
二
町
上
之
町
刊
之
」
と
住
所
だ
け
が
あ

っ
て
開
版
者
名
が
な
い
。
こ
れ
も
事
情

は
不
明
だ
が
、

あ
る
い
は
住
所
の
み
示
せ
ば
事
足
り
る
よ
う
な
、

た
と
え
ば
そ
こ
の
町
衆
が
出
資
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

な

お
、

本
書
を

「
上
之
町
本
」
と
略
称
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の

「
上
之
町
」
は
固
有
名
で
は
な
く
北
方
の
町
の
意
で
あ
ろ

う
。

「
烏
丸
通
に
面
し
た
、

二
条
通
よ
り
ニ
ブ

ロ
ッ
ク
北
の
町
」
を
表
す
わ
け
で
、

常
せ
い
町

（常
け
い
町
と
も
。

現

。
少
将
井
町
）
か
、

北
隣

の
大
炊
町

（現

・
大
倉
町
）
が
相
当
し
よ
う
。

当
時
の
書
癖
で
大
炊
町
の
住
所
を
刊
記
に
記
す
も
の
に
、

『
列
子
膚
斎
田
義
』

（寛
永
四
）
・
『
五
経
』
（寛
永
五
）
を
刊
行
し
た
安
田
安
昌
と
、

『
義
貞
軍
記
』
『
弓
書
』
『十
二
月
往
来

（菅
丞
相
往
来
こ

（寛
杢ヽ
Ｏ

を

刊
行
し
た
安
田
弥
吉
が
あ
る
が
、

慶
長

一
六
年
本
節
用
集
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

お

わ
り

に

思
い
浮
か
ぶ
問
題
点
を
整
理
し
て
き
て
、

あ
ら
た
め
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
は
い
く

つ
か
あ
る
が
、

今
印
象
に
残

っ
て
い
る
の
は
宗

教
な
い
し
教
団
と
い
う
も
の
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
節
用
集
祖
本
は
臨
済
宗

・
建
仁
寺
の
僧
が
編
纂
し
た
か
と
言
わ
れ
て

お
り

（上
回
・
橋
本

一
九

一
一〇
、

本
稿
で
あ

つ
か

っ
た
易
林
本
も
本
願
寺
の
俗
臣
ら
が
改
訂

・
開
版
し

（森
末
義
彰

一
九
一二
〇
、
さ
ら

に
臨
済
宗
の
僧
か
と
疑
わ
れ
た
寿
閃
が
行
草
書
版

へ
と
大
改
編
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
営
為
の
背
景
に
、

教
団
や
教
団
の
社



会
的
位
置
な
ど
が
影
響
す
る
こ
と
は
な
い
か
と
、

漠
然
と
で
は
あ
る
が
考
え
つ
つ
あ
る
。

後
の
時
代
に
も
参
照
す
べ
き
例
は
あ
る
。

文
政
年
間
に
、

西
本
願
寺
が

『
倭
節
用
集
悉
改
憂
』
『
都
会
節
用
百
家
通
』
等
の
版
元

に
対
し
、

公
家
鑑
中
の
序
列
を
東
本
願
寺
の
前
に
す
る
よ
う
働
き
か
け
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

版
元
ら
が
正
式
な
手
続
き
を
と
ら
ず
に

応
じ
た
た
め
出
版
管
理
上
の
問
題
と
な
り
、

公
家
鑑
を
他
の
付
録
に
差
し
か
え
る
節
用
集
も
あ

っ
た

（佐
藤

一
九
九
七
）。
構
成
に
影

響
を
与
え
た
わ
け
だ
が
、

慶
長
期
の
方
が
出
版
と
宗
教
と
の
関
わ
り
は
深
い
か
ら
十
分
に
注
意
し
て
よ
い
視
点
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

易
林
本
に
特
徴
的
な
片
仮
名
の
う
ち

「ア
」
に
つ
い
て
も
教
田
か
ら
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
字
は
、

当
時
の

辞
書
類
で
の
使
用
例
が
著
し
く
少
な
い
と
さ
れ
る
が

（今
西

一
九
九
六
ｂ
）、
浄
土
真
宗
資
料
に
は
比
較
的
見
い
だ
し
や
す
い
。

手
軽

に
は

『
真
宗
史
料
集
成
』
（同
朋
△
じ

各
巻
の
巻
頭
図
版
を
見
る
の
で
も
よ
い
。

古
い
資
料
だ
け
で
な
く
易
林
本
に
近
い
時
期
の

『御

伝
抄
聞
書
』
（室
町
末
期
写
。

龍
谷
大
学
蔵
）
や
、

さ
ら
に
下

っ
て
宗
誓

（
王
（
四
五
年
生
）
編

『
遺
徳
法
輪
集
』
（宝
永
八

〈
一
七

一
じ

刊
）
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

教
団
を

一
つ
の
言
語
位
相
と
見
て
も
よ
い
し
、

真
宗
和
讃
で
古
音
が
伝
承
さ
れ
た
の
は
信
仰
心
に

よ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら

（福
永
静
哉

一
九
一舎
し
、

片
仮
名
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
も
覚
書
の

一
部
と
は
な
る
が
、

右
六
題
に
く
ら
べ
て
筆
者
の
踏
み
こ
み
が
浅
い
こ
と
も
あ
り
、

付
言
す
る
に
と
ど

め
る
。

そ
れ
に
し
て
も
刊
記

一
つ
と

っ
て
も
未
解
明
の
こ
と
が
多
い
。

大
方
の
御
教
示
を
あ
お
ぐ
次
第
で
あ
る
。

注（１
）

易
林
本
の
当
初
に
は
、
こ
の
よ
う
な
表
記
原
則
が
あ
っ
た
か
ら
、

部
門
表
示
を
陽
刻
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、

後
述
の
よ
う
に

二
，
ホ
部
に
つ
い
て
は
例
外
的
な
表
記
が
な
さ
れ
る
が
、

実
質
的
に
は
こ
の
原
則
は
成
立
し
て
い
る
と
見
る
。

（２
）

亨こ
れ
に
誘
発
さ
れ
た
の
か
、

安
田

（
一
九
Ｌ
四
》
は
門
名
標
ホ
を

「
ハ
部
ま
で
は
門
毎
に
改
行
す
る
が
、
二
部
で
行
頭
に
来
る
の
は

「乾

坤
」
だ
け
で
あ
り
、

そ
れ
以
降
必
ず
し
も
改
行
し
な
い
」
と
さ
れ
た
が
、

門
名
行
頭
の
原
則
は
レ
部
ま
で
有
効
と
見
た
い
。

（３
）

力
乾
坤
の
門
名
も
表
記
さ
れ
な
い
が

（安
田
一
九
Ｌ
四
）、
こ
れ
も
同
趣
の
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。

乾
坤
の
直
前
行
は
部
名

（加
字
）
の
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表
示
に
用
い
ら
れ
る
の
で
、

次
善
の
対
応
で
あ

っ
て
も
さ
す
が
に
こ
の
直
下
に
は
補
刻
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

安
田

（
一
九
八
三
）
を
貫
く

「韻
事
の
書
」
と
し
て
み
る
と
き
、

必
ず
し
も
冗
長

・
過
剰
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

安
田

（
一
九
七
四
）
も
、

易
林
の
学
殖
か
ら
し
て
節
用
集
を
深
い
レ
ベ
ル
で
改
訂
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

東
洋
文
庫
本

・
京
都
大
学
本

・
静
嘉
堂
文
序
本

（雄
松
堂

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
等
に
よ
る
。

な
お
、

京
大
本
は
京
都
大
学
電
子
図
書
館

貴
重
資
料
画
像

（Ｆ
３
¨ヽ
お
０
げ
京
ユ
一０
オ
ヽ
ｏ
Ｓ
と
い
ユ
Ｒ
畏
丁
３
，一＼
≡
α
Ｏ
ｘ
Ｆ
ヨ
し

か
ら
も
閲
覧
で
き
る
。

一
九
世
紀
の
滑
稽
本
の
例
に
な
る
が
、

佐
藤

（
一
九
八
七
）
・
鈴
木
圭

一

（
二
〇
〇

一
）
を
参
照
。

ほ
か
に
チ
部
標
日
ｉ
部
の
横
棒
の
太
さ
も
指
標
に
な
る
が
、

細

・
太
の
差
が
明
瞭
で
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
は
ず
し
た
。

字
画
の
切
れ
や
か
す
れ
を
補
筆
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、

当
該

一
〇
項
目
の
調
査
に
は
た
え
う
る
。

杉
本

（
一
九
七

一
）
で
、　

戸
行
日
に
縦
に
線
が
入

っ
た
よ
う
に
み
え
る
の
は
、

原
本
紙
面
の
敏
で
あ
ろ
う
。

平
井
別
版
で
は
魚
偏
の
田
部
が

「串
」
字
様
な
の
で
、

小
山
版
の
二
段
型
の
原
型
か
と
疑
わ
れ
、

ひ
い
て
は
平
井
別
版
か
ら
小
山
版
を
覆

刻
し
た
か
と
も
思
わ
せ
る
。

平
井
版
か
ら
小
山
版
が
出
た
こ
と
は
金
沢
庄
三
郎

（
一
九
二
三
）
・
亀
井
孝

（
一
九
四
九
）
に
よ
り
通
説
化
し

て
い
る
が
、

川
瀬

（
一
九
二
五
）
は
別
版
か
ら
、

杉
本

（
一
九
七

一
）
は
平
井
版

・
別
版
双
方
か
ら
と
考
え
て
い
る
ら
し
い
。

両
者
と
も
論

拠
を
明
示
し
な
い
が
、

あ
る
い
は
こ
の

「
鰐
」
字
の
変
形
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
か
。

た
だ
、

平
井
版
か
ら
で
も
、

裂
け
に
よ
る
空
白
の
分
、

機
械
的
に
縦
画
を
延
長
す
れ
ば
三
段
型
は
構
成
で
き
そ
う
で
あ
る
。

慶
長

一
六
年
本
を
挙
げ
て
も
よ
い
の
だ
が
、

大
幅
に
寿
閑
本
に
依
拠
す
る
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
は
掲
げ
な
い
。

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
　
一
エ
ハ
　
京
都
府

（上
と

に
よ
れ
ば

「寛
永
年
中
の
開
町
」
と
い
う
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、

仁
衛
門
の

『
平

家
物
語
』
は
寛
永
年
間

（
一
六
二
四
～
四
三
）
の
開
版
と
な
る
か
。

あ
る
い
は
仁
衛
門
の

『
平
家
物
語
』
が
開
版
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
元

和
年
間

（
一
六

一
五
～
二
三
）
ご
ろ
に
は
実
質
的
に

「
川

（河
）
原
町
」
と
称
さ
れ
て
い
た
か
。

（‐４
）

以
下
、

旧
町
名
の
同
定
に
は

『都
記
』
（寛
永
初
年
ご
ろ
開
版
。

京
都
大
学
電
子
図
書
館
貴
重
資
料
画
像
）
・
「平
安
城
東
西
南
北
町
井
之

図
』
（慶
安
頃
刊
。

日
慶
長
昭
和
〕
京
都
地
図
集
成
』
〈柏
書
房
、　

一
九
九
四
〉
所
収
）
を
参
照
し
た
。

（‐５
）

太
田
正
弘

『寛
永
版
日
録
』
合
一〇
〇
工
）
・
後
藤
憲
二

『寛
永
版
言
Ｈ
舛
図
版
』
盆
再
裳
堂
書
店
、

二
〇
〇
三
）
を
中
心
に
、

必
要
な
場

合
は
他
書

・
画
像
な
ど
で
確
認
し
た
。

（
‐６
）

刊
記
の

「子
時
慶
長
十
五
年
庚
成
仲
春
如
意
苦
辰
」
の

「十
」
字
は
、

「長

・
五
」
間
に
無
理
に
刻
し
た
よ
う
な
不
自
然
さ
が
あ
る
。
こ

う
し
た
こ
と
も
何
事
か
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
慶
長
ｒｔ
年
の
千
支
は

「庚
子
」
で
あ
る
。

（
‐７
）

類
例
を
示
す
。

松
江
重
頼
編

『太
子
集
』
の
刊
記
に

「寺
町
ｉ
条
二
町
上
／
大
炊
道
場
／
存
故
開
板
」
と
あ
る
が
、

や
は
り
寺
町

・
二
条



の
ニ
ブ
ロ
ッ
ク
北
、

竹
屋
町
通
交
差
点
東
側
に
大
炊
道
場
が
あ
る
。

た
だ
し

『都
記
』
で
は
南
寄
り
に
記
さ
れ
る
。

（‐８
）

寛
永
五
年
の
は
園
祭
の
際
、

安
田
安
島
は
儒
学
の
師

・
菅
玄
同
を
拭
し
て
捕
え
ら
れ
る
の
で
、

翌
年
二
書
を
刊
行
し
た
弥
吉
は
安
昌
本
人

で
は
な
く
、

子
息

・
縁
者
で
で
も
あ
ろ
う
か
。

（‐９
）

寿
閑
本
は
、

漢
字
表
記
を
行
書

・
草
書
に
改
め
た
が
、

仮
名
は
易
林
本
を
踏
襲
し
て
片
仮
名
付
訓
と
し
、
さ
ら
に
サ

・
マ
の
具
体
も
お
お

む
ね
受
け
入
れ
て
い
る
。　

一
方
で
は
そ
の
初
害
を
左
下
へ
払
う
字
画
を
採
る
の
も
注
意
さ
れ
る
。

（２０
）

龍
谷
大
学
電
子
図
書
館

（吾
８
”ミ
電
電
Ｆ
Ｌ
ｏ
増
宮
斥
ｏ
京
Ｆ
・出

３
済
“ｏ
Ｊ
Ｑ
Ｓ
ｏ
Ｆ
日
じ

か
ら
も
閲
覧
で
き
る
。
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『
国
語
語
彙
史

の
研
究
』
発
刊
に
際
し
て

戦
後
、

国
語
史
の
研
究
は
各
分
野
に
わ
た
っ
て
著
し
く
進
ん
で
き
た
。

次
々
と
新
し
い
文
献

・
資
料
の
紹
介
も
行
わ
れ
、
そ
れ
ら

に
つ
い
て
の
研
究
も
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

国
語
語
畏
史
の
研
究
は
、

音
韻
史
や
文
法
史
の
研
究
に
比
し
て
、

や
や

立
ち
遅
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
国
語
語
彙
史
に
か
か
わ
る
研
究
論
文
の
数
は
必
ず
し
も
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
そ
れ
ら
を
国
語
語
長
史
と
し
て
ど
の
よ
う
に
体
系
的
に
ま
と
め
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

な
お
考
え
る
べ
き
点
が
多

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
最
近
に
な
っ
て
い
く
ら
か
様
相
が
変
わ
っ
て
き
た
。

国
語
語
彙
史
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
を
目
標
と
し

て
い
る
よ
う
な
著
書

・
論
文
も
出
て
き
て
い
る
。

国
語
語
震
史
の
研
究
は
、

新
た
な
進
展
の
時
を
迎
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ

で
、

私
ど
も
国
語
語
彙
史
の
研
究
に
関
心
を
持

つ
者
が
柴
ま
っ
て
、

昭
和
五
卜
四
年
春
、

国
語
語
彙
史
研
究
会
を
始
め
る
こ
と
に
し

た
。

幸
い
、

心
あ
る
方
々
の
力
添
え
を
い
た
だ
き
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
関
西
を
中
心
と
し
て
研
究
会
を
開
い
て
き
た
。

そ
し
て
そ
の

よ
う
な
研
究
会
の
活
動
の
中
で
、

論
文
集
を
出
そ
う
と
い
う
気
運
が
も
り
あ
が
っ
て
き
た
。

研
究
会
に
参
加
し
て
い
る
も
の
を
中
心

に
、

各
地
の
国
語
語
実
史
の
研
究
に
関
心
を
持

っ
て
お
ら
れ
る
方
々
の
参
加
を
え
て
、
こ
こ
に

『国
語
語
彙
史
の
研
究
』
の
発
刊
を

見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
）

国
語
語
彙
史
の
研
究
会
自
体
が
、

会
則
な
ど
の
な
い
、

開
か
れ
た
、
自
由
な
会
で
あ
る
。

参
加
し
て
い
る
人
の
考
え
方
も
、

国
語

語
彙
史
に
関
心
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
共
通
と
し
て
も
、

様
々
で
あ
る
。

本
論
文
集
も
研
究
会
と
同
様
に
、

い
ろ
い
ろ
な
考

え
方
の
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
研
究
の
発
表
の
場
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

研
究
会
と
も
ど
も
時
に
は
厳
し
く
、

時
に
は
暖

か
く
見
守

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
念
願
す
る
。

昭
和
五
十
五
年
二
月

国
語
語
彙
史
研
究
会
幹
事

（注
）
そ
の
後
、

平
成
八
年
十

一
月
に
会
則
を
、

平
成
十
年
十
二
月
に
投
稿

・
編
集
規
程
を
制
定
す
る
に
至

っ
た
。
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