
平
安
時
代
の
前
の
時
代
で
あ
る
奈
良
時
代
は
中
国
か
ら
の
文
化
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
中
国
模
倣
時
代

と
い
い
ま
し
て
、
か
な
り
中
国
の
文
化
が
高
く
そ
の
模
倣
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
日
本
の
文
化
に
影
響
を
あ
た
え
て
い
ま
す
。
剛

年
に
都
は
平
安
京
に
遷
都
し
ま
す
。
環
境
が
変
わ
り
ま
す
貴
族
は
ま
だ
ま
だ
中
国
の
模
倣
を
す
る
こ
と
で
貴
族
の
地
位
を
高
め
る
手
段
と

し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
例
と
し
て
食
事
の
様
式
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
、
食
事
と
い
う
の
は
か
な
り
本
能
的
な
こ
と
で
す
の

で
、
食
べ
物
が
あ
れ
ば
食
ら
い
つ
い
て
い
て
よ
ろ
し
い
の
で
す
が
、
人
間
は
美
意
識
が
働
き
、
汚
れ
る
不
快
感
を
で
き
る
だ
け
取
り
除
く

工
夫
に
加
え
て
美
し
く
見
え
る
行
動
様
式
や
環
境
設
定
を
プ
ラ
ス
し
て
い
き
ま
す
。
従
っ
て
文
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
様
式
化
が
進
み
、

こ
だ
わ
り
が
大
き
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
様
式
に
こ
だ
わ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
こ
に
は
食
べ
物
の
み
で
な
く
そ
れ
を
盛
り
付
け
る

器
、
い
わ
ゆ
る
し
つ
ら
え
が
か
か
わ
っ
て
き
ま
す
。

Ｉ
は
じ
め
に

平
安
期
の
食
文
化
を
見
る

ｌ
平
安
貴
族
の
饗
応
食
の
食
材
と
調
理
に
つ
い
て
Ｉ

大
久
保
洋
子
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奈
良
時
代
か
ら
、
中
国
の
影
響
を
受
け
つ
つ
平
安
時
代
は
伽
年
く
ら
い
続
き
ま
す
が
そ
の
間
に
変
化
を
お
こ
し
て
日
本
文
化
と
し
て
独

自
の
形
を
創
出
し
、
鎌
倉
時
代
の
武
士
の
質
実
剛
健
と
い
う
余
分
な
も
の
は
そ
ぎ
落
と
す
形
に
整
理
さ
れ
、
室
町
時
代
の
安
定
期
に
ま
た

少
し
贄
沢
な
か
た
ち
に
な
り
、
こ
の
時
代
に
日
本
料
理
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
入
り
ま
す
と
、
そ
の
基
礎
を
も
と
に
完
成
期
を
迎
え
、
や
が
て
燗
熟
期
に
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
明
治
時
代
の
西
洋
化
旋
風
に

巻
き
込
ま
れ
、
西
洋
化
を
あ
ま
り
に
も
重
視
し
た
た
め
に
、
せ
っ
か
く
江
戸
時
代
ま
で
に
確
立
し
て
き
た
日
本
の
文
化
を
否
定
的
に
と
ら

え
る
風
潮
が
き
ま
す
。
そ
し
て
現
在
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
西
洋
と
日
本
の
文
化
が
混
在
し
、
融
合
し
て
い
る
事
に
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
食
の
世
界
は
保
守
的
な
傾
向
が
あ
り
、
生
活
に
根
ざ
し
た
日
本
の
料
理
と
い
う
も
の
は
継
続
し
、
伝
承
さ
れ
て
日
本
的
な
も
の
は
残

っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
日
本
料
理
や
食
事
様
式
が
い
つ
ご
ろ
ど
う
や
っ
て
出
来
上
が
っ
た
か
な
ど
を
研
究
す
る
分
野
が
食
文
化
研
究
で
あ

り
、
例
え
ば
配
膳
の
際
に
飯
茶
碗
は
左
、
汁
椀
が
右
で
箸
は
横
に
置
く
と
い
う
こ
と
は
現
在
で
も
常
識
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
決
ま
り
の

ル
ー
ツ
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
勿
論
貴
族
の
上
層
文
化
で
あ
っ
た
も
の
が
長
い
時
間
を
か

け
て
庶
民
層
に
ま
で
伝
播
し
て
い
く
の
で
す
が
千
年
以
上
も
の
伝
承
が
な
さ
れ
た
文
化
は
な
か
な
か
捨
て
が
た
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
す
べ
て
が
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
て
い
く
の
は
当
然
で
す
。
江
戸
時
代
ま
で
の
膳
形
式
は
明
治
以

降
徐
々
に
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
現
在
で
は
特
殊
な
機
会
に
使
用
さ
れ
、
日
常
の
庶
民
の
生
活
で
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
テ
ー

ブ
ル
や
チ
ャ
ブ
ダ
ィ
は
明
治
以
降
で
す
か
ら
ま
だ
川
年
に
満
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
着
物
は
洋
服
に
シ
フ
ト
し
て
、
現
在
着

物
を
着
る
ほ
う
が
特
別
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
食
の
分
野
で
は
「
飯
」
中
心
で
パ
ン
や
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
ー
な
ど
と
多
様
化
し
て
い
る

食
材
と
し
て
加
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
概
し
て
食
べ
物
は
保
守
的
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
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饗
応
の
食
膳
と
し
て
は
第
一
に
神
様
へ
供
物
を
さ
さ
げ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
収
穫
物
を
神
に
さ
さ
げ
る
こ
と
は
次
の
年
に
ま
た

収
穫
物
が
無
事
に
と
れ
る
こ
と
を
神
に
祈
願
を
す
る
た
め
の
儀
式
で
す
。
従
っ
て
そ
の
供
物
は
適
当
な
も
の
で
は
な
く
、
最
高
の
も
の
を

さ
さ
げ
よ
う
と
す
る
た
め
、
そ
れ
に
み
あ
っ
た
し
つ
ら
え
が
必
要
に
な
り
、
様
式
が
誕
生
し
ま
す
。
そ
の
様
式
も
古
来
日
本
人
が
創
案
し

た
様
式
に
、
中
国
か
ら
の
様
式
が
伝
来
す
る
と
優
勢
の
様
式
が
採
用
さ
れ
、
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
日
本
の
饗
応
の
様
式
と
い
う
の
は
異

文
化
を
移
入
し
な
が
ら
出
来
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
最
初
は
神
に
、
次
に
国
賓
の
接
待
が
行
わ
れ
ま
す
。
中
国
の
交
流
に
よ
り

国
賓
を
接
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
当
時
の
貴
族
層
は
接
待
を
す
る
た
め
に
中
国
式
で
接
待
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
日
本
で
は
初

期
の
段
階
で
は
、
中
国
の
人
を
饗
応
す
る
場
合
日
本
式
で
は
な
く
中
国
式
で
応
対
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
の
人
が
日
本

を
訪
れ
た
と
き
に
中
国
で
接
待
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
設
定
し
て
安
心
し
て
も
ら
う
、
そ
う
い
う
接
待
を
し
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
貴
族

間
で
の
諸
々
の
儀
式
饗
応
は
中
国
様
式
が
ラ
ン
ク
の
高
い
様
式
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
中
国
と
の
国
交
を
断
絶
す
る
時
期
が
来
ま
す
。
す

る
と
中
国
様
式
の
変
容
が
行
わ
れ
て
、
日
本
様
式
を
作
り
出
し
て
い
き
ま
す
。
儀
式
に
は
様
式
の
確
立
が
必
要
で
目
的
に
応
じ
て
さ
ま
ざ

ま
な
儀
式
が
考
え
出
さ
れ
、
洗
練
さ
れ
い
く
つ
か
の
も
の
に
集
約
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
武
士
の
世
界
で

戦
う
と
い
う
こ
と
が
中
心
に
な
り
、
平
安
時
代
の
華
美
な
、
贄
沢
な
、
ゆ
と
り
の
あ
る
時
間
を
か
け
た
饗
応
を
否
定
し
て
余
分
な
も
の
は

そ
ぎ
落
と
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
当
然
な
こ
と
で
す
が
、
社
会
環
境
に
対
応
し
て
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
一
方
、
忘
れ
て
な
ら
な

い
の
が
寺
院
の
饗
応
で
す
。
日
本
の
食
文
化
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
に
奈
良
時
代
の
仏
教
導
入
が
あ
り
ま
す
。
寺
院
の
料
理
は
宗

教
と
い
う
特
殊
な
世
界
で
考
え
ら
れ
、
現
在
の
日
本
料
理
の
食
材
の
利
用
や
料
理
技
術
、
料
理
の
思
想
な
ど
に
継
続
さ
れ
て
い
る
も
の
が

Ⅱ
饗
応
食
に
つ
い
て
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次
に
年
中
行
事
で
す
。

宴
会
と
い
う
の
は
お
酒
を
媒
体
に
し
て
集
う
こ
と
で
す
。
目
的
に
応
じ
て
宴
会
が
行
わ
れ
ま
す
。
一
番
は
神
を
向
か
え
も
て
な
す
こ
と

で
す
。
お
酒
の
効
用
は
酩
酊
す
る
点
に
あ
り
ま
す
。
酩
酊
す
る
こ
と
で
普
段
の
状
態
か
ら
離
れ
、
神
に
近
づ
く
こ
と
に
な
り
、
集
っ
た

人
々
と
交
流
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
国
家
間
の
儀
式
に
も
お
酒
が
登
用
さ
れ
、
権
力
者
が
権
力
を
誇
示

す
る
た
め
に
も
宴
会
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
宴
会
に
は
料
理
が
工
夫
さ
れ
、
そ
の
技
術
を
発
達
さ
せ
る
要
因
の
一
つ
に
な
り
ま
す
。

年
中
行
事
は
奈
良
平
安
期
に
唐
の
文
化
で
あ
る
中
国
の
年
中
行
事
を
貴
族
が
移
入
し
、
そ
れ
ら
が
庶
民
に
ま
で
浸
透
し
た
時
点
で
、
古

来
か
ら
の
農
耕
儀
礼
と
し
て
の
土
着
の
行
事
が
融
合
し
て
、
現
在
に
続
い
て
お
り
ま
す
。
主
な
年
中
行
事
と
い
い
ま
す
と
五
節
供
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。
一
月
七
日
の
人
日
の
節
供
、
三
月
三
日
の
上
巳
の
節
供
、
五
月
五
日
は
端
午
の
節
句
、
七
月
七
日
の
七
夕
の
節
供
、
九
月
九

あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
高
野
豆
腐
や
胡
麻
豆
腐
な
ど
は
寺
院
で
工
夫
さ
れ
た
食
物
で
あ
る
こ
と
は
多
く
の
人
が
ご
存
知
で
す
。
そ
し
て

日
本
料
理
様
式
に
は
神
饅
料
理
、
本
膳
料
理
、
会
席
料
理
、
懐
石
料
理
、
精
進
料
理
、
卓
維
料
理
、
普
茶
料
理
な
ど
が
確
立
さ
れ
、
伝
承

で
す
。

日
の
重
陽
の
節
仕
吟
で
｛
，
。

さ
れ
て
い
ま
す
。
次
に
宴
会
で
す
。

こ
の
節
供
に
は
由
来
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
食
物
や
花
が
か
か
わ
り
現
在
に
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
と
い
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
歴
史
の
流
れ
の
中
で
確
立
し
て
い
る
料
理
様
式
を
ど
の
よ
う
に
調
理
し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

料
理
様
式
や
料
理
技
術
、
食
材
な
ど
具
体
的
に
記
録
さ
れ
た
文
献
で
知
る
に
は
、
奈
良
時
代
か
ら
と
い
え
ま
す
。
『
正
倉
院
文
聿
呈
や

『
延
喜
式
」
な
ど
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
『
古
事
記
」
「
日
本
書
紀
』
や
『
万
葉
集
』
な
ど
も
資
料
と
し
て
価
値
が
高
い
も
の
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２
平
安
時
代
の
食

剛
年
に
平
安
京
に
都
を
移
し
、
平
安
時
代
に
は
い
り
ま
す
。
奈
良
時
代
か
ら
の
大
陸
文
化
に
対
す
る
畏
敬
の
念
は
貴
族
社
会
に
は
定
着

し
模
倣
時
代
は
続
き
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
日
本
の
風
土
に
あ
わ
せ
る
変
化
が
徐
々
に
み
え
、
仏
教
も
山
岳
仏
教
が
盛
ん
に
な
り
、
芸

術
の
世
界
で
は
密
教
芸
術
が
さ
か
え
ま
す
。
９
世
紀
終
わ
り
に
な
る
と
中
国
と
は
国
交
を
断
絶
し
、
摂
関
政
治
が
隆
盛
を
き
わ
め
、
貴
族

階
層
の
形
式
主
義
が
食
事
の
面
に
も
反
映
し
、
見
せ
る
食
卓
を
演
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
中
国
か
ら
の
移
入
し
た
行
事
も
日
本

奈
良
時
代
の
食
に
つ
い
て
す
こ
し
触
れ
る
と
、
陥
年
大
化
の
改
新
が
お
こ
り
、
仏
教
を
国
の
宗
教
と
し
て
移
入
し
ま
す
。
そ
し
て
中
国

文
化
を
貴
族
層
は
積
極
的
に
模
倣
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
饗
応
も
行
事
も
従
来
の
も
の
と
あ
わ
せ
て
い
き
ま
す
。
８
世
紀
の
平
城
京
に

都
が
出
来
、
都
を
中
心
に
人
も
物
資
も
一
極
集
中
し
、
貴
族
階
層
の
著
侈
的
な
生
活
様
式
が
成
立
し
ま
す
。

貴
族
層
は
米
を
常
食
と
し
、
漆
器
・
青
銅
器
・
ガ
ラ
ス
器
な
ど
を
使
用
し
て
い
る
の
に
対
し
、
農
民
は
貢
租
・
労
役
・
兵
役
と
課
さ

れ
、
貧
窮
化
し
、
食
事
も
雑
穀
食
を
強
い
ら
れ
、
食
器
類
も
土
師
器
・
須
恵
器
・
木
製
品
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
の
特
徴
は
仏

教
伝
来
に
よ
り
徐
々
に
で
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
肉
食
禁
忌
へ
の
政
策
が
と
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
僧
侶
階
層
は
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
き
ま
す
。
農
民
に
ま
で
浸
透
す
る
の
に
は
か
な
り
長
い
期
間
か
か
り
ま
す
の
で
奈
良
時
代
に
は
そ
の
浸
透
度
は
微
々
た
る
物
で
、

そ
う
い
う
面
で
は
上
層
階
級
よ
り
お
お
ら
か
な
食
生
活
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
え
ま
す
。
当
時
の
調
味
料
は
塩
・
醤
・
未
醤
・
酒
・
糖
・
甘

葛
煎
・
胡
麻
油
・
蘇
・
酪
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
塩
以
下
は
ぜ
い
た
く
品
で
す
の
で
貴
族
層
が
使
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
農
民
層
は
主

と
し
て
塩
で
加
工
に
携
わ
っ
た
産
地
に
よ
り
使
用
さ
れ
た
調
味
料
は
こ
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
特
筆
す
べ
き
は
「
正
倉
院
文
書
』
に

ま
め
も
ち
あ
か
あ
ず
き
も
ち
い
り
も
ち
ま
が
り
も
ち
お
こ
し
ご
め
む
ぎ
か
た
お
こ
し
こ
め
む
ぎ
な
わ

「
大
豆
餅
・
小
豆
餅
・
煎
餅
・
環
餅
・
實
糧
・
棯
餅
・
浮
鰡
餅
・
索
餅
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
は
中
国
の
輸
入
加
工
菓
子
と
さ
れ
て
い
ま

_」

ヲ

１
奈
良
時
代

奈
良
時
代
の
食
に
つ
い
て
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『
延
喜
式
」
に
あ
る
、
正
月
元
旦
の
節
会
に
は

あ
っ
も
の

て
ん
せ
い
ひ
ら
か
っ
こ
け
い
し
ん
こ
ん
と
ん
さ
く
く
い

三
献
の
儀
や
食
べ
物
の
な
か
に
「
葵
・
飯
・
鮎
膳
・
鐸
饒
・
謁
醐
・
桂
心
・
鰻
鈍
・
索
餅
」
が
み
え
ま
す
。
こ
の
三
献
の
形
式
は
現

ご
う
け
し
だ
い

在
の
神
前
結
婚
式
に
固
め
の
盃
と
し
て
三
々
九
度
と
い
う
形
に
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
「
江
家
次
第
」
に
歯
固
の
儀
を
「
歯
は

よ
わ
い

人
の
年
齢
を
い
う
な
り
、
歯
固
は
年
を
の
ば
し
齢
を
か
た
め
る
義
な
り
」
と
あ
り
、
大
根
一
杯
、
菰
の
串
刺
し
二
杯
、
押
鮎
一
杯
、
煮
塩

鮎
一
杯
、
猪
宍
一
杯
、
鹿
宍
一
杯
と
食
品
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
後
世
に
鏡
餅
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
屠
蘇
も
す
で
に
飲
ま
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
行
事
と
食
べ
物
を
平
安
期
の
も
の
の
一
例
を
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

正
月
子
の
日
の
宴
↓
七
草
粥
（
鎌
倉
時
代
初
期
か
ら
）

正
月
十
五
日
七
草
粥
献
上
米
・
麦
・
黍
・
稗
・
篁
・
胡
麻
‐
小
豆

こ
の
七
草
粥
は
現
在
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
代
か
ら
続
い
て
い
る
食
べ
方
で
す
、
は
じ
め
は
中
国
の
雑
穀
を
入
れ
て
食
べ
る

方
法
の
も
の
が
、
日
本
の
若
菜
摘
み
と
重
な
っ
て
日
本
で
は
七
草
（
な
ず
な
・
ゴ
ギ
ョ
ウ
，
は
こ
べ
ら
・
ほ
と
け
の
ざ
・
す
す
な
・
す
ず

し
ろ
）
粥
に
し
て
食
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

風
に
変
化
を
み
せ
ま
す
。

し
ろ
）①

の
が
，
あ
、
り
ま
す
。

貴
族
の
饗
応
食
を
大
響
料
理
と
い
い
、
宮
中
も
し
く
は
大
臣
家
で
行
わ
れ
た
饗
宴
を
い
い
ま
す
。
こ
の
大
饗
料
理
に
は
次
の
よ
う
な
も

二
宮
大
饗
（
親
王
や
公
卿
な
ど
が
正
月
二
日
に
中
宮
・
東
宮
を
拝
賀
し
て
饗
応
に
預
か
る
）

大
臣
大
饗
（
大
臣
に
な
っ
た
と
き
の
任
大
臣
大
響
と
正
月
に
左
大
臣
・
右
大
臣
が
行
う
正
月
大
饗
が
あ
る
）

図
１
に
示
し
た
も
の
は
『
類
聚
雑
要
抄
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
、
平
安
時
代
の
貴
族
の
永
久
４
年
（
二
一
六
）
の
藤
原
忠
通
の
任
大

貴
族
の
饗
応
食
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図
１
大
臣
大
饗

内
火
蕊
灘
灘
瀧
懇
鞠
鋳
大
義
大
蕎
鈴
織
蹴
《
鶏
灘
繍
渡
騨
欝
殉
鴬
翰
磁
鈴
愈
魁

臣
大
饗
と
い
う
儀
式
の
食
卓
の
図
で
す
。
赤
木
の
台
盤
を
用
い
食
器
は
す
べ
て
銀
製
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
臣
が
昇
格
し
た
と
き
任
大
臣
昇
格
祝
い
と
い
う
形
で
皇
族
を
招
く
饗
応
で
す
。
こ
の
よ
う
に
献
立
が
書
か
れ
、
食
品
が
明
記
さ
れ
て
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図
２
台
盤
「
旧
儀
式
画
帖
』
よ
り

》
蕊
認
轌
轌
》
榊
癖
鐸
罐
鍵
『
容
識
恥
恥
辨
恥
無
恥
》
津
『
一
弥
曄
》
》
癖

蕊J蕊 い
ま
す
。
こ
の
時
代
に
ど
ん
な
食
べ
物
が
食
べ
ら
れ
て
い
た
か
を
知
る
手
が
か
り
に

な
り
ま
す
。
貴
族
層
は
自
分
の
配
下
に
あ
る
豪
族
か
ら
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
、
貢

物
を
い
わ
ば
税
金
と
し
て
集
め
て
い
ま
す
。
従
っ
て
都
に
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
集
ま

蕊
口

進

認
…

従
っ
て
都
に
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
集
ま

っ
て
き
ま
す
。
こ
の
献
立
に
は
二
八

種
類
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
招
い
た

人
の
主
客
す
な
わ
ち
尊
者
に
対
す
る

最
初
の
膳
で
す
。
こ
の
膳
は
四
角
で

ち
ょ
っ
と
わ
か
り
ず
ら
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
こ
の
四
角
が
一
つ
の
縁

の
つ
い
た
机
状
の
膳
で
す
。
こ
れ
を

四
つ
組
み
合
わ
せ
て
ひ
と
つ
に
し
て

い
ま
す
。
こ
の
膳
を
台
盤
と
い
い
ま

す
（
図
２
）
。
中
国
の
形
式
で
す
が
、

中
国
の
も
の
は
椅
子
と
セ
ッ
ト
に
な

っ
た
テ
ー
ブ
ル
式
の
も
の
と
し
て
入

っ
て
き
ま
す
が
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
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７
世
紀
以
降
、
中
国
と
の
交
流
で
塩
蔵
食
品
の
高
度
な
技
術
が
入
っ
て
き
ま
す
。
料
理
に
調
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
当
た
り
前
で
、
煮

た
り
焼
い
た
り
し
て
調
味
を
し
て
作
り
手
が
食
べ
て
お
い
し
い
料
理
を
食
卓
に
も
っ
て
い
く
こ
と
は
常
識
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時

代
は
味
を
つ
け
る
調
味
料
が
ま
だ
ま
だ
発
達
し
て
い
ま
せ
ん
。
調
味
料
の
基
本
は
塩
で
し
た
。
そ
の
塩
を
つ
く
る
の
に
日
本
で
は
中
国
の

岩
塩
の
よ
う
に
掘
れ
ば
よ
い
と
い
う
簡
単
な
入
手
で
は
な
く
、
海
水
を
煮
詰
め
て
塩
を
つ
く
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
以
前
、
獣
肉
食

で
狩
を
し
て
い
る
時
代
で
は
、
動
物
の
持
つ
ミ
ネ
ラ
ル
で
事
足
り
る
の
で
食
塩
は
実
は
あ
ま
り
欲
求
し
な
い
の
で
す
。
野
菜
類
が
多
く
な

っ
て
く
る
と
生
理
的
に
人
は
塩
を
求
め
る
わ
け
で
す
。
海
辺
の
人
た
ち
は
海
藻
類
を
天
日
に
干
し
て
析
出
し
て
く
る
白
い
も
の
が
塩
で
あ

る
事
か
ら
塩
を
取
り
出
す
こ
と
を
考
え
つ
き
ま
す
。
焼
け
ば
も
っ
と
早
く
効
率
的
に
収
穫
で
き
る
と
い
う
藻
塩
焼
を
行
い
、
直
接
海
水
を

煮
詰
め
て
塩
を
作
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
塩
は
物
を
保
存
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
と
、
高
温
多
湿
の
国
で
は
発
酵
食
品
の
開
発
に
つ
な
が

り
、
調
味
料
や
加
工
食
品
が
出
来
て
き
ま
す
。
収
穫
食
物
を
保
存
す
る
工
夫
は
ま
ず
腐
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。
一
番
よ
い
の
は

乾
燥
で
す
。
水
分
が
非
常
に
少
な
い
と
細
菌
が
繁
殖
し
な
い
の
で
乾
す
の
が
い
ち
ば
ん
い
い
わ
け
で
す
、
が
干
物
は
堅
く
な
り
も
ど
す
の

ひ
し
お

が
大
変
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
次
に
塩
の
出
現
で
塩
漬
け
が
出
来
る
わ
け
で
す
。
い
わ
ゆ
る
醤
類
で
す
。
魚
の
塩
漬
け
は
魚
醤
、
穀

類
は
穀
醤
、
豆
類
は
豆
醤
、
野
菜
類
は
草
醤
、
肉
の
事
を
宍
と
い
い
肉
類
は
宍
醤
と
い
い
ま
す
。
南
ア
ジ
ア
の
魚
醤
に
ナ
ン
プ
ラ
ー
や
ヌ

ク
マ
ム
な
ど
、
日
本
で
は
い
し
る
、
し
ょ
っ
つ
る
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
味
噌
は
豆
醤
で
す
。
大
豆
を
蒸
し
て
塩
漬
け
に
し
て
お
き
ま
す
。

味
噌
の
原
型
で
す
。
空
気
中
の
発
酵
菌
が
付
着
し
て
大
豆
は
発
酵
し
ペ
ー
ス
ト
状
に
な
り
ま
す
。
大
豆
中
の
た
ん
ぱ
く
が
分
解
し
、
ア
ミ

と
日
本
で
の
台
盤
は
脚
が
短
く
な
っ
て
椅
子
は
な
く
な
り
、
座
る
形
式
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
二
八
種
の
料
理
を
並
べ
、
手
前
に
ス

プ
ー
ン
と
箸
を
横
に
添
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
飯
は
左
に
置
き
高
盛
り
で
す
。
そ
の
脇
に
四
つ
の
小
さ
い
皿
が
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
塩
、
酢
、

ひ
し
お

酒
、
醤
と
調
味
料
が
置
か
れ
ま
す
。
こ
の
四
つ
の
皿
を
四
種
器
と
い
い
ま
す
。

②
調
味
料
に
つ
い
て
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図
１
に
は
木
菓
子
と
し
て
右
側
か
ら
や
ぶ
な
し
・
こ
う
じ
・
な
つ
め
・
な
し
の
四
種
類
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
『
延
喜
式
」
に
よ
る

と
果
実
と
し
て
二
○
種
類
以
上
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
唐
菓
子
と
し
て
ひ
ち
ら
・
て
ん
せ
い
・
け
い
し
ん
・
か
っ
こ
の
四
種
が
出
て
い

ま
す
。
次
の
位
の
人
の
膳
に
は
ひ
ち
ら
と
さ
る
な
し
が
消
え
、
次
の
位
の
人
の
膳
に
は
て
ん
せ
い
と
柑
子
が
消
え
、
食
べ
物
を
身
分
に
応

じ
て
差
を
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
唐
菓
子
と
果
実
は
嗜
好
品
と
し
て
の
位
置
付
け
で
あ
り
、
木
の
実
も
果
実
も
菓
子
も
分
類
さ
れ
ず
に

扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
果
物
は
わ
か
り
ま
す
が
唐
菓
子
は
か
ら
く
だ
も
の
と
よ
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
の
菓
子
の
こ
と
で
当
時
日
本
で

は
揚
物
と
い
う
調
理
技
術
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
へ
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
、
小
麦
粉
製
品
で
す
。
こ
れ
ら
は
神
饅
や
寺
院
の
供
物
に
、
室
町

時
代
の
僧
侶
の
点
心
な
ど
と
影
響
し
あ
っ
て
、
素
麺
や
だ
ん
ご
な
ど
日
本
の
加
工
食
品
を
培
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
ど
ん
な

ノ
酸
に
な
り
、
旨
味
が
熟
成
し
て
塩
と
マ
ッ
チ
し
て
調
味
料
と
し
て
の
製
品
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
ま
た
う
ま
み
の
も
と
に
な
り
、
日
本
人
の
舌
に
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
ま
す
。
納
豆
の
出
現
は
時
代
が
も
っ
と
後
に
な

り
ま
す
が
、
浜
松
の
浜
納
豆
と
か
大
徳
寺
納
豆
の
よ
う
な
納
豆
が
古
く
、
後
に
粘
る
納
豆
が
で
き
ま
す
。
中
国
で
は
豆
鼓
と
い
う
調
味
料

が
あ
り
ま
す
が
発
酵
大
豆
で
浜
納
豆
な
ど
と
同
様
な
も
の
で
す
。
醤
油
は
味
噌
を
さ
ら
に
発
酵
さ
せ
て
い
き
ま
す
と
茶
色
い
汁
が
た
ま
っ

て
き
ま
す
。
そ
れ
を
取
り
出
し
た
も
の
で
す
。
現
在
味
噌
と
醤
油
の
製
法
は
こ
と
な
り
ま
す
が
、
味
噌
か
ら
醤
油
が
発
展
し
た
と
考
え
て

よ
い
と
思
い
ま
す
。
と
く
に
鎌
倉
時
代
に
中
国
か
ら
径
山
寺
味
噌
と
い
う
嘗
め
味
噌
を
檀
家
に
教
え
て
広
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
樽
の
底
に

残
っ
た
汁
を
料
理
に
使
っ
た
と
こ
ろ
お
い
し
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
汁
を
つ
く
る
方
法
で
醤
油
が
開
発
さ
れ
た
と
い
う
い
わ
れ
が
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
平
安
時
代
に
は
い
わ
ゆ
る
醤
油
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
に
な
り
ま
す
。
四
種
器
の
酢
、
酒
、
醤
い
づ
れ
も
発
酵
品

で
す
。
醤
と
い
う
の
は
醤
油
の
醤
で
す
が
、
醤
油
の
前
に
味
噌
が
作
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
醤
は
味
噌
の
よ
う
に
ペ
ー
ス
ト
状
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
酒
も
現
在
の
よ
う
に
透
明
で
は
な
く
に
ご
り
酒
で
す
。

③

わ
れ
ま
す
。
酒
も
現
在
の

果
実
・
唐
菓
子
に
つ
い
て
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図
３
唐
菓
子
『
春
日
大
社
」
｜
よ
り

鏑
匂
”

》》》
一
誇

郵
神

果
物
の
下
に
は
鯛
・
鱒
・
鯉
・
錐
と
海
の
魚
と
川
の
魚
と
鳥
と
並
び
、
こ
れ
ら
は
一
口
大
に
切
り
、
高
く
盛
ら
れ
て
い
ま
す
。
鯉
は
な

ま
す
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ほ
か
の
も
の
に
は
味
が
つ
い
て
い
な
い
状
態
で
す
。
蟹
、
う
に
や
貝
類
な
ど
が
一
二
種
類
、
モ
ム
キ
コ
ミ
と
い

う
の
は
雄
の
内
臓
の
塩
辛
で
す
。
そ
の
ほ
か
も
し
お
か
ら
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
石
華
と
い
う
も
の
に
は
と
こ
ろ
て
ん
説
、
カ

メ
ノ
テ
説
が
あ
り
ま
す
。
私
は
カ
メ
ノ
テ
説
で
す
。
ま
わ
り
の
食
品
に
く
ら
べ
て
と
こ
ろ
て
ん
と
い
う
の
は
調
和
が
と
れ
な
い
こ
と
と
、

よ
っ
て
細
く
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
小
麦
粉
の
練
り
粉
を
ね
じ
っ
て
揚
げ
た
も
の
が
約
千
年
を
経
て
素
麺
に
な
っ
た
と
い
う

わ
け
で
す
。
麺
状
に
す
る
方
法
に
は
も
う
一
つ
押
し
出
し
麺
が
あ
り
ま
す
が
日
本
で
は
切
り
麺
が
主
流
で
そ
ば
も
切
り
麺
で
す
。

④
干
物
・
生
物
に
つ
い
て

図
４
大
饗
陪
席
の
公
卿
の
膳
「
類
聚
雑
要
抄
」

絵
巻
よ
り

録…~

…

蕪胃f

』

熱．．…

穂，､瀞

鴬迩:驚一簿.息

甥
諏
寓

蕊

“
Ｉ
Ｉ
ｉ

蕊
詮

ｈ
ｆ詮

詠

曜
戸
々

緯
謹

で
謬
繰
《
》
‐

為
蕊
《農

議鎮
1

一
粂
埴
子

琴

一
‐
則
地

も
の
で
、
ど
う
造
ら
れ
た
の

か
は
神
撰
を
作
り
続
け
て
い

る
寺
社
の
供
物
に
み
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
図
３
は
春
日

大
社
の
神
饒
の
一
部
で
す
。

素
麺
は
手
述
べ
麺
で
す
が
、

唐
菓
子
の
索
餅
が
麦
形
や
素

麺
に
変
化
し
、
最
終
的
に
素

麺
に
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。
う
ど
ん
は
切
り
麺

で
す
が
素
麺
は
延
ば
す
事
に

Oのd~）
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平安期の食文化を見る－平安貴族の饗応食の食材と調理について－

酔
騨
識
鐸
錨
錘
》
》
津
癖
蝿
辨
癖
密
以
上
の
食
品
の
食
べ
方
は
ま
ず
、
味
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
四
種
器
の
調
味
料
を
適
当
に
好
み

に
合
わ
せ
て
つ
け
な
が
ら
食
べ
た
の
で
す
。
そ
の
調
味
料
も
四
種
つ
く
の
は
尊
者
の
み
、
次
席
は

三
種
で
あ
と
は
塩
と
酢
の
み
に
な
る
。
そ
し
て
汁
や
焼
き
物
が
運
ば
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
野
菜
類
の
な
い
た
ん
ぱ
く
質
性
の

食
品
ば
か
り
で
す
。
ま
た
単
品
で
食
材
を
複
数
組
み
合
わ
せ
る
事
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
箸
と
ス
プ
ー
ン
は
食
事
の
途
中
で
は
飯
に
刺
し
て

お
く
の
が
マ
ナ
ー
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
の
食
事
の
料
理
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
情
景
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

大
饗
料
理
の
一
例
を
み
て
き
ま
し
た
が
、
次
に
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
の
食
生
活
を
ま
と
め
て
み
ま
す
。

図
５
カ
メ
ノ
テ

加
工
品
と
し
て
も
塩
辛
の
類
と
と
こ
ろ
て
ん
で
は
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。
天
草
を
石
花
菜
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
類
推
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
カ
メ
ノ
テ
と
い
う
の
は
海
岸
の
岩
場
に
藤
壺
の
よ
う
に

生
息
し
て
い
る
生
物
で
、
図
５
の
よ
う
に
亀
の
手
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
も
の
で
す
。
爪
状
の

と
こ
ろ
は
硬
く
そ
の
続
き
の
部
分
の
な
か
に
茄
で
る
と
、
か
に
と
海
老
を
あ
わ
せ
た
よ
う
な
味
の

す
る
身
が
は
い
っ
て
い
ま
す
。
現
在
で
も
広
範
囲
に
渡
る
地
方
で
食
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
こ
の
カ
メ
ノ
テ
は
尊
者
の
食
卓
だ
け
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
献
立
に
も
出
て
こ
な
い

食
品
で
す
。
干
物
に
は
蛸
、
鮒
、
烏
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
割
楚
と
い
う
の
は
す
わ
や
り
と

読
み
、
細
く
裂
い
た
も
の
で
す
。

⑤
食
べ
方
に
つ
い
て

－223－



食
材
は
か
な
り
豊
富
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
調
理
法
は
非
常
に
単
純
な
も
の
で
切
る
、
茄
で
る
、
漬
け
る
な
ど
が
中
心
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
保
存
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
加
工
食
品
と
味
付
け
を
し
な
い
で
調
理
を
し
た
食
材
に
調
味
を
し
な
が
ら
食
べ
る
食

事
は
食
べ
る
こ
と
が
喜
び
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
従
っ
て
見
た
目
に
た
く
さ
ん
並
べ
る
こ
と
で
威
厳
を
保
っ
事
が
出

来
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
紫
式
部
が
読
ん
だ
歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

日
の
本
に
は
や
ら
せ
給
ふ
い
わ
し
み
ず

ま
い
ら
ぬ
人
は
あ
ら
じ
と
思
ふ
（
紫
式
部
）

こ
れ
は
い
わ
し
の
焼
き
魚
を
食
べ
て
い
い
わ
け
を
し
て
い
る
歌
で
、
鰯
が
貴
族
の
あ
い
だ
で
い
や
し
い
食
品
に
な
っ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
食
べ
て
し
ま
っ
た
歌
で
す
。
次
に

に
な
Ⅲ
ソ
ま
す
。

「
延
喜
式
』
に
よ
る
食
品
材
料
の
種
類
を
あ
げ
て
み
ま
す
と

大
麦
・
小
麦
・
大
豆
・
小
豆
・
大
角
豆
・
蔓
菩
・
蒜
・
韮
・
葱
・
薑
・
蕗
・
薊
・
早
瓜
・
晩
瓜

幕
箙
・
萬
苣
・
葵
・
胡
要
・
油
菜
・
菫
荷
・
芋
・
水
葱
・
芹
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

「
和
名
類
聚
抄
」
は
承
平
５
年
（
九
三
五
）
に
現
さ
れ
た
辞
書
で
す
。
そ
れ
に
は

平
安
時
代
は
文
学
作
品
も
多
く
書
か
れ
ま
し
た
が
、
仏
教
思
想
の
影
響
下
に
「
欲
」
と
い
う
も
の
に
対
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
す
る

こ
と
を
よ
し
と
し
な
い
風
潮
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
結
果
、
平
安
期
の
文
学
作
品
に
食
の
情
景
を
も
と
め
て
も
な
か
な
か
難
し
い
こ
と

Ⅲ
平
安
期
の
貴
族
社
会
の
食
生
活

茄
子

－”4－



平安期の食文化を見る一平安貴族の饗応食の食材と調理について－

海
守嘉
1本

蔬
菜
類

穀
類
・
豆
類

禽
獣

果
実

色
小
貝 杭

米
・
糯
・
大
麦
・
小
麦
・
篁
子
・
擴
麦
・
蕎
麦
・
粟
・
軸
粟
・
黍
・
丹
黍
・
秬
黍
・
穆
米
・
大
豆

烏
豆
・
大
角
豆
・
小
豆
・
野
豆
・
胡
麻
・
祷
豆

石
榴
・
梨
子
・
檎
子
・
彌
猴
桃
・
柑
子
・
栗
・
椎
子
・
榧
子
・
胡
頽
子
・
杏
子
・
捺
子
・
林
檎
子

楊
梅
・
桃
子
・
冬
桃
・
李
子
・
麦
李
・
李
桃
・
棗
・
橘
・
梅
・
柿
・
鹿
心
柿
・
枇
杷
・
杼
な
ど

蔓
菩
・
辛
芥
・
富
・
襄
荷
・
薑
・
蒟
蒻
・
高
苣
・
薊
・
蕗
・
首
禧
・
蜀
椒

大
蒜
・
小
蒜
・
沢
蒜
・
韮
・
冬
葱
・
茄
子
・
青
瓜
・
斑
瓜
・
白
瓜
・
熟
瓜

葡
子
‐
菱
子
・
蓮
子
・
覆
盆
子
・
薯
預
・
零
余
子
・
烏
芋
・
砿
・
人
参

鯰
・
鯉
魚
・
鮒
・
鮎
・
鱸

昆
布
・
和
布
・
滑
海
藻
・
海
松
・
捗
厘
・
神
立
菜
・
紫
苔
・
海
薙
・
於
期
菜
・
大
凝
菜
・
莫
鳴
菜

鹿
角
菜
・
鹿
尾
菜
・
水
雲
な
ど

鰹
魚
・
鮫
・
鯛
・
鮪
・
鮭

錐

鳩
・
鶉
・
鴨

雁

鴎
・
猪
・
鹿
・
兎
・
豚
な
ど

鯉彪
魚 魚

鰐 睨

蟹 王
．全

ノJ，

海 魚
鼠．
・蝉
海 魚
月・
・鰕
烏・
賊 鯖

蛸 鰯
魚・
・鰡
蝮．
・鮭
蠣・
・鱒
栄・
螺鱈
子・

鯨

薇
蕨
・
菌
・
蕊
・
菫
菜

寒
瓜
・
胡
瓜
・
更

－225－



畔
蛤
・
蜆
・
貼
貝
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
主
食
の
米
に
つ
い
て
貴
族
層
は
こ
の
時
代
か
ら
白
い
ご
飯
を
食
べ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
飯
の
種
類
は
い
ろ
い

二
わ
い
い

ひ
め
い
い

ろ
あ
り
、
高
盛
り
に
す
る
強
飯
、
そ
れ
に
対
し
て
、
姫
飯
と
い
う
や
わ
ら
か
い
飯
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
日
常
の
食
卓
に
は
お
か
ゆ
も
多
か

っ
た
よ
う
で
す
。
夏
に
は
水
を
か
け
て
、
冬
に
は
お
湯
を
か
け
て
食
べ
る
こ
と
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
副
菜
と
し
て
し
お
か
ら
な
ど
塩
分
の

多
い
も
の
が
多
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
酒
の
肴
に
も
飯
の
お
か
ず
と
し
て
も
よ
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
飯
粒
を
ほ
し
て
糒
（
ほ
し
い

い
）
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
兵
食
や
携
帯
食
に
し
て
い
ま
す
。
糒
を
袖
や
袋
に
い
れ
て
持
ち
歩
き
、
途
中
で
お
な
か
が
す
ぐ
と
口
の
な
か
に

い
れ
て
、
唾
液
で
ふ
く
ら
ま
せ
て
小
腹
を
少
し
満
た
す
と
い
う
使
い
方
を
し
ま
す
。
兵
食
で
は
雑
兵
が
鉄
の
か
ぶ
と
を
反
対
に
し
て
、
水

と
ん
じ
き

を
入
れ
て
火
に
か
け
、
湯
が
沸
い
た
と
こ
ろ
に
糒
を
い
れ
て
飯
に
も
ど
し
て
食
べ
ま
す
。
次
に
屯
食
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

身
分
の
高
い
貴
族
の
家
で
は
い
ろ
い
ろ
な
階
層
の
使
用
人
が
い
ま
す
が
、
使
用
人
の
中
で
位
の
低
い
人
た
ち
は
主
人
の
お
供
に
つ
い
て
い

っ
て
も
、
訪
問
先
の
屋
敷
で
飲
食
な
し
で
、
主
人
の
饗
応
が
終
る
ま
で
待
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
気
の
毒
に
思
う
招
待
側
の
家
で
は
手
の

ひ
ら
や
身
近
に
あ
る
葉
な
ど
に
飯
を
ち
ょ
っ
と
ま
る
め
て
の
せ
た
も
の
を
振
舞
い

図
６
高
盛
り
飯
「
春
日
大
社
」
よ
り
ま
す
。
そ
の
ま
る
め
た
飯
の
こ
と
を
屯
食
と
い
い
、
兵
食
に
も
用
い
ら
れ
、
お
に

ぎ
り
の
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
お
に
ぎ
り
も
竹
の
皮
に
つ
つ

ん
で
携
帯
食
に
な
り
ま
す
。

３
貴
族
と
高
盛
り
飯
そ
し
て
日
本
料
理

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
貴
族
文
化
が
築
い
た
こ
れ
ら
の
食
事
様
式
は
、
ご

く
一
部
の
特
権
階
級
の
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
室
町
時
代
の
日
本
料
理
成
立
の

基
と
な
り
ま
す
。
朝
鮮
経
由
で
移
入
し
た
も
の
も
多
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
現
在

一”6－



F安期の食文化を見る－平安貴族の饗応食の食材と調理について一

は
神
撰
や
饗
応
に
通
じ
る
盛
り
方
で
す
。
副
菜
が
い
く
つ
か
並
ん
で
い
ま
す
。
そ

し
て
食
事
の
途
中
で
箸
を
飯
に
刺
し
て
い
ま
す
。
飯
は
高
盛
り
で
す
か
ら
盛
り
き
り
で
お
か
わ
り
の
習
慣
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

汁
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
ス
プ
ー
ン
は
す
で
に
見
え
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
貴
族
の
饗
応
に
庖
丁
捌
き
を
見
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
人
前
で
魚
や
獣
を
ま
な
箸
と
庖
丁
で
見
事
に
捌
い
て
み
せ

る
こ
と
に
価
値
を
お
く
と
い
う
方
法
は
日
本
料
理
の
切
る
こ
と
を
重
要
視
す
る
料
理
文
化
を
予
見
さ
せ
ま
す
（
図
８
）
・

そ
し
て
料
理
の
調
味
を
料
理
人
が
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、
グ
レ
ー
ド
の
高
い
料
理
が
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
公
家
は
四

図
７
『
病
草
紙
」
よ
り
の
朝
鮮
と
日
本
の
類
似
性
が
個
々
か
し
こ
に
み
ら
れ
ま
寸

笈
灘
塾
譜
簿
脅
溌
鷲
薮
懲
謹
電
甚
．
簿
零
譲
懲
驚
搾

脅
脅
鶯
蕊
驚
驚
脅
脅
§
誉
蒼
驚
欝
§
蕊
§
§
§
…
驚
溌
§
蕊
こ
ま
坂
寵
｛
蛆
こ
ぎ
可
ノ
、
淀
１
つ
‐
孔
て
Ａ
主
す
。
彗
司
旋
皿
り
坂
ら
畠

の
朝
鮮
と
日
本
の
類
似
性
が
個
々
か
し
こ
に
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時
代
の
饗
応
食

に
は
飯
が
椀
に
高
く
盛
ら
れ
て
い
ま
す
。
高
盛
り
飯
あ
る
い
は
鼻
つ
き
飯
と
い
わ

れ
る
盛
り
方
を
し
て
い
ま
す
（
図
５
，
６
）
。
す
で
に
飯
が
食
事
の
中
心
で
あ
り
、

接
待
す
る
に
あ
た
っ
て
た
く
さ
ん
の
飯
を
提
供
す
る
こ
と
は
歓
待
を
あ
ら
わ
す
こ

と
に
つ
な
が
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
副
食
も
高
く
盛
上
げ
て

供
し
、
神
仏
へ
の
供
物
も
同
様
に
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
現
象
は
朝
鮮
半
島
や
日

本
の
寺
院
の
供
物
に
現
在
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
図
７
は
平
安
時
代
に
言

か
れ
た
『
病
草
紙
」
か
ら
の
も
の
で
す
。
歯
槽
膿
漏
の
男
性
が
食
事
の
途
中
で
歯

が
痛
く
な
る
と
い
う
図
で
す
。
食
事
の
様
子
を
見
る
と
ま
ず
膳
は
脚
の
な
い
折
敷

が
も
ち
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
飯
は
右
側
に
汁
は
左
側
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
配
膳
は
す
で
に
こ
の
時
代
に
は
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

小
さ
な
皿
は
調
味
料
で
し
ょ
う
。
お
か
ず
が
高
く
盛
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
形
式
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図
８
『
聖
徳
太
子
絵
伝
」
よ
り

４
紫
式
部
の
食
卓
に
つ
い
て

図
９
は
あ
る
本
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
紫
式
部
の
食
事
で
す
。
高
杯
の
上
に
ご
は
ん
が
あ
り
、
四
種
器
が
そ
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
、
お
い

し
そ
う
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
メ
イ
ン
の
魚
は
い
わ
し
で
す
。
先
ほ
ど
鰯
が
歌
に
よ
ま
れ
て
い
る
の
で
つ
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。
奥
の
膳

に
茶
色
の
お
だ
ん
ご
状
の
も
の
は
、
「
蘇
」
と
い
う
チ
ー
ズ
に
あ
た
る
も
の
で
す
。
牛
乳
は
智
聡
が
中
国
か
ら
乳
牛
を
連
れ
て
き
て
牛
乳

条
流
、
武
家
は
進
士
流
や
大
草
流
な
ど
と
い
う
料
理
人
が
活
躍
し
ま
す
。
中
国
の
影

響
は
影
を
ひ
そ
め
、
わ
が
国
独
自
の
膳
形
式
、
汁
と
飯
と
香
の
物
に
副
菜
と
い
う
献

立
の
基
本
形
が
定
着
し
、
箸
の
み
で
食
す
る
形
態
が
確
立
し
ま
す
。
高
盛
り
飯
は
図

の
よ
う
に
饗
応
に
は
踏
襲
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
飯
の
量
は
少
な
く
な
る
傾
向
に
な
り

ま
す
。
本
膳
料
理
の
基
礎
が
成
立
し
、
江
戸
時
代
に
は
庶
民
の
間
に
も
浸
透
し
、
冠

婚
葬
祭
の
ハ
レ
の
饗
応
食
に
用
い
ら
れ
、
近
年
ま
で
続
い
て
い
ま
し
た
。
茶
の
湯
の

懐
石
料
理
や
宴
席
料
理
の
会
席
料
理
は
本
膳
形
式
を
基
と
し
て
、
時
系
列
に
改
良
し

て
成
立
し
て
い
き
ま
す
。

余
談
で
す
が
、
お
箸
は
現
在
の
日
本
の
配
膳
で
は
横
に
お
き
ま
す
が
、
唐
の
文
化

が
入
っ
て
き
た
と
き
に
は
横
置
き
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
中
国
と
の
交
流
を
貴
族
層
が

行
わ
な
か
っ
た
鎌
倉
時
代
に
中
国
は
縦
置
き
に
変
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
す
で
に
日
本

で
は
独
自
の
膳
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
作
り
出
し
て
箸
は
横
置
き
で
汁
も
椀
を
持
ち
上

げ
て
飲
め
る
よ
う
に
、
椀
の
形
が
で
き
あ
が
っ
て
お
り
、
日
本
式
の
食
べ
る
様
式
が

確
立
し
ま
す
。
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食
ふ
」
（
常
夏
）

図
９
紫
式
部
の
食
卓
再
現
「
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
」

忘
田
］
．
訪
食
の
ち
８
年
よ
り

夏
の
氷
に
関
し
て
は
『
枕
草
子
』
の
ほ
う
が
有
名
で
、
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
貴
族
た
ち
が
削
氷
に
甘
葛
煎
（
ア
マ
ズ
ラ
）
を
か
け
て
真

夏
に
食
べ
て
い
た
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
源
氏
物
語
に
も
氷
水
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
夏
の
氷
は
氷
室
に
貯
蔵
し
て
お
い
た
も

①
夏
の
氷

「
い
と
あ
つ
き
、
東
の
釣
殿
の
出
て
給
て
涼
み
給
ふ
…
。
：
お
ほ
み
き
ま
い
り
、
氷
水
召
し
て
水
飯
な
ど
、
と
り
ど
り
に
さ
う
ど
き
つ
つ

を
天
皇
に
献
上
し
、
天
皇
が
気
に
入
っ
て
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
。
皇

子
た
ち
に
１
日
３
合
飲
ま
せ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
や
が
て
智
聡

の
子
孫
で
あ
る
善
那
の
代
に
牛
乳
を
皇
室
に
毎
朝
献
上
す
る
習
慣
に
な
り
ま
す
。
牛

乳
の
保
存
加
工
品
と
し
て
酪
・
蘇
・
醍
醐
が
あ
り
ま
す
。
Ⅲ
升
の
牛
乳
を
ｎ
分
の
１

ま
で
に
煮
詰
め
て
濃
縮
し
た
も
の
が
蘇
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
牛
乳
も

武
士
の
時
代
に
な
る
と
姿
を
消
し
ま
す
。
そ
し
て
明
治
時
代
に
な
る
ま
で
牛
乳
は
飲

ま
れ
な
く
な
り
ま
す
。
先
述
し
た
よ
う
に
貴
族
の
食
事
は
た
ん
ぱ
く
質
が
多
い
傾
向

に
あ
る
こ
と
か
ら
糖
尿
病
や
脚
気
、
結
核
な
ど
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

５
源
氏
物
語
と
食
に
つ
い
て

源
氏
物
語
に
は
食
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
部
分
が
非
常
に
少
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ

と
は
、
当
時
は
食
の
事
を
話
題
に
す
る
事
が
あ
ま
り
好
ま
し
く
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も
食
事
を
と
る
場
面
は
あ
り
ま
せ
ん
が
食
材
と
し

て
は
幾
つ
か
登
場
す
る
の
で
二
つ
だ
け
ご
紹
介
し
ま
す
。
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の
を
担
当
地
域
か
ら
運
ば
せ
て
お
り
ま
す
。
な
ん
と
も
贄
沢
な
も
の
で
す
。
そ
し
て
夏
は
飯
に
水
を
か
け
た
水
飯
、
冬
は
お
湯
を
か
け
て

湯
漬
け
が
食
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

栄
華
を
極
め
た
貴
族
社
会
の
儀
式
料
理
は
権
力
誇
示
の
た
め
、
全
国
の
特
産
物
を
中
央
に
集
め
贄
沢
な
食
文
化
を
培
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
形
骸
化
し
た
「
見
せ
る
」
た
め
の
料
理
形
態
は
、
様
々
な
環
境
の
場
で
改
良
を
加
え
ら
れ
て
洗
練
さ
れ
、
独
自
の
日
本
料
理
を
完
熟

さ
せ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
変
化
に
は
長
い
年
数
が
か
か
り
、
先
人
た
ち
の
叡
智
が
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
本
の
食
文
化
を
大
切
に

し
つ
つ
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
明
治
以
降
、
日
本
は
そ
れ
ま
で
の
こ
と
を
否
定
す
る
事
で
発
展
し
て
、

現
在
切
り
捨
て
た
事
の
大
き
さ
を
反
省
す
る
時
期
に
き
た
と
い
え
ま
す
。
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
い
か
し
て
、
日
本
的
な
文
化
の
基
礎
は
こ
の

時
代
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
歴
史
の
深
さ
に
思
い
を
馳
せ
て
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
を
し
っ
か
り
と
見
極

「
御
粥
、
強
飯
召
し
て
、
客
人
に
も
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
・
…
．
．
」
末
摘
花

「
御
粥
、
強
飯
な
ど
ま
ゐ
り
て
ぞ
、
．
：
・
・
・
」
東
屋

「
御
粥
な
ど
ま
ゐ
る
方
に
目
も
や
ら
ず
、
」
若
菜
下

こ
わ
い
い

当
時
の
飯
に
つ
い
て
み
ま
す
と
、
お
粥
、
強
飯
が
し
き
り
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
高
盛
り
に
す
る
に
は
現
在
の
オ
コ
ワ
（
も
ち
米
）
ま

ひ
め
い
い

た
は
う
る
ち
米
を
固
め
に
炊
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
お
粥
と
強
飯
の
間
に
姫
飯
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
後
世
に
な
っ
て
か
ら
姫

飯
が
現
在
の
飯
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

②
飯
の
種
類

Ⅲ
終
わ
り
に
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め
る
力
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
女
子
大
で
学
ぶ
意
義
を
こ
の
あ
た
り
か
ら
ひ
も
解
い
て
み
る
の

も
い
い
か
な
、
と
思
う
こ
の
頃
で
す
。
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