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こ
ん
に
ち
は
。
井
筒
與
兵
衛
で
す
。
お
坊
さ
ん
や
神
職
さ
ん
の

衣
裳
を
扱
う
商
売
を
し
て
い
る
こ
と
で
、
古
代
の
衣
裳
の
こ
と

は
、普
通
の
人
よ
り
勉
強
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
初
に
、

『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
時
代
の
こ
と
と
、
十

じ
ゅ
う

二に

単ひ
と
えと

は
何
か

と
い
う
事
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
『
源

氏
物
語
』
玉
鬘
巻
に
あ
る
歳
暮
の
衣
配
り
に
つ
い
て
、
玉
鬘
の
衣

裳
を
具
現
化
し
た
ら
こ
の
様
な
姿
に
な
る
か
と
い
う
も
の
を
ご

覧
い
た
だ
き
、
次
に
現
代
の
十
二
単
に
着
替
え
て
も
ら
っ
て
、

そ
の
違
い
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
一
）
西
暦
一
〇
〇
〇
年
頃
の
世
界

　
『
源
氏
物
語
』
は
西
暦
一
〇
〇
〇
年
頃
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る

小
説
で
す
。
平
安
時
代
は
七
九
四
年
に
始
ま
り
一
一
九
二
年
頃

に
終
わ
り
ま
し
た
か
ら
、
約
四
〇
〇
年
と
い
う
随
分
長
い
期
間

だ
と
い
う
事
を
今
か
ら
申
し
あ
げ
ま
す
。
今
は
二
〇
一
九
年
で

す
か
ら
四
〇
〇
年
前
と
い
う
と
一
六
一
九
年
、
ち
ょ
う
ど
江
戸

時
代
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
に
あ
た
り
ま
す
。「
花
下
遊
楽
図
」
で
見

ら
れ
る
よ
う
な
出
雲
阿
国
の
衣
裳
か
ら
慶
長
小
袖
、
宮
本
武
蔵

と
戦
っ
た
吉
岡
憲
法
の
黒
染
め
と
か
、
月
代
を
剃
り
、
髷
を
結
っ

て
裃
を
着
て
い
た
時
代
、
そ
ん
な
江
戸
時
代
は
二
五
〇
年
く
ら

二
〇
一
九
年
度
文
芸
資
料
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
源
氏
物
語
、
伝
統
と
未
来
」

源
氏
物
語
の
女
房
装
束 

　
　
　
―
十
二
単
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
―

井
筒
與
兵
衛
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い
続
き
ま
す
。
江
戸
時
代
で
も
黒
褐
色
染
め
が
広
が
っ
た
と
か
、

一
八
〇
〇
年
以
降
に
ベ
ル
リ
ン
藍
が
輸
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
北
斎
の
青
い
表
現
が
実
現
で
き
た
な
ど
、
色
を
自
由
に
使

う
の
が
困
難
な
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

　

葛
飾
北
斎
は
青
い
空
を
描
い
た
人
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま

で
青
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
と
い
っ

て
、
ベ
ル
リ
ン
で
発
見
さ
れ
た
藍
色
を
作
る
技
術
が
入
っ
て
き

て
、
ベ
ル
リ
ン
藍
、
な
ま
っ
て
ベ
ロ
藍
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
陶

器
が
好
き
な
方
は
ベ
ロ
藍
と
い
う
言
葉
を
お
聞
き
か
も
し
れ
ま

せ
ん
け
れ
ど
、
ベ
ロ
藍
を
使
っ
た
青
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
ブ
ル
ー
、
青
色
な
ん
て
簡
単
や
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
で
す
け
れ
ど
、
ベ
ロ
藍
が
発
明
さ
れ
る
前
は
例
え
ば
ラ

ピ
ス
ラ
ズ
リ
と
か
の
石
を
使
う
の
で
す
が
、
あ
れ
は
精
製
が
難

し
い
。
ブ
ル
ー
の
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
の
石
を
細
か
く
し
て
、
ブ
ル
ー

の
と
こ
ろ
だ
け
取
り
出
す
技
術
が
難
し
く
、
な
か
な
か
作
り
に

く
い
も
の
で
す
。
今
、ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
チ
リ
で
採
れ
ま
す
が
、

チ
リ
の
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
採
取
さ
れ
る
も

の
よ
り
色
が
美
し
く
な
い
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
は
綺
麗
で
す

け
ど
、
戦
争
地
帯
と
か
、
勝
手
に
入
れ
な
い
危
険
な
地
域
に
あ

る
の
で
、
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
私
の
会

社
で
念
珠
と
し
て
使
っ
て
い
ま
す
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
は
後
で
着
色

し
て
い
る
も
の
な
の
で
、
と
て
も
き
れ
い
な
の
で
す
が
、
僕
は

嫌
い
で
す
。
嫌
い
な
も
の
を
何
で
売
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
話

で
す
。
な
か
な
か
制
御
で
き
な
い
、
こ
ん
な
中
小
企
業
で
も
制

御
し
に
く
い
問
題
な
の
か
と
思
い
ま
す
が
、
本
物
の
ラ
ピ
ス
の

念
珠
も
い
つ
か
是
非
売
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
色
つ
け
し

た
も
の
は
色
つ
け
し
た
も
の
と
し
て
売
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

青
と
言
え
ば
さ
っ
き
申
し
上
げ
た
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
が
あ
る

じ
ゃ
な
い
か
、
藍
銅
鉱
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
、
藍
染
の
青
も
あ

る
し
、
そ
れ
を
使
え
ば
い
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
け

れ
ど
、
高
価
だ
っ
た
の
と
生
産
が
難
し
か
っ
た
た
め
に
、
普
段

に
使
用
す
る
の
は
困
難
で
し
た
。
そ
う
い
う
感
覚
は
、
今
を
生

き
て
い
る
私
た
ち
に
は
な
か
な
か
判
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

江
戸
期
の
話
。
例
え
ば
歌
舞
伎
の
基
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
ご
存
知
の
よ
う
に
、
出
雲
阿
国
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
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「
花
下
遊
楽
図
」を
見
は
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
話
が
飛
び
ま
す
が
今
、「
見
は
る
」
と
京
都
弁
を
使

い
ま
し
た
が
、
分
か
り
ま
す
か
？
敬
語
と
違
う
ん
で
す
よ
。
天

皇
陛
下
の
こ
と
を
京
都
弁
で
は
天
皇
さ
ん
と
言
う
ん
で
す
ね
。

う
ち
の
子
ど
も
の
こ
と
を
人
に
話
す
時
も
「
何
々
ち
ゃ
ん
」
と
か

「
何
々
さ
ん
」
と
も
言
う
し
、
何
に
で
も
「
さ
ん
」
を
つ
け
る
ん
で

す
。
飼
っ
て
い
る
犬
が「
ご
は
ん
食
べ
て
は
る
」と
か
言
う
ん
で
す

ね
、
自
分
の
子
供
の
こ
と
で
も
「
ま
た
ミ
ル
ク
欲
し
が
っ
て
は
る

ね
ん
」と
か
言
い
ま
す
。
天
皇
陛
下
に
対
し
て
も
天
皇
さ
ん
、「
天

皇
さ
ん
、
こ
ん
ど
京
都
に
来
は
る
ん
や
で
」
と
い
う
言
い
方
を
し

ま
す
。
敬
語
な
の
か
敬
語
で
な
い
の
か
分
か
ら
な
い
、
な
か
な

か
便
利
な
言
葉
な
の
で
、
私
は
使
い
ま
す
が
、
教
科
書
に
は
載
っ

て
い
ま
せ
ん
。

　

閑
話
休
題
。
あ
の
精
緻
な
染
色
技
術
も
江
戸
期
か
ら
進
展
し

て
、
や
が
て
明
治
が
始
ま
り
ま
す
。
明
治
維
新
は
今
か
ら
約

一
五
〇
年
前
に
始
ま
り
ま
し
た
。
当
時
、
ガ
ス
燈
が
用
い
ら
れ

た
ん
で
す
が
、
西
暦
一
九
〇
〇
年
前
後
に
電
気
に
よ
る
電
燈
が

普
及
し
て
き
ま
す
。
び
っ
く
り
す
る
で
し
ょ
う
。
電
気
が
普
及

し
始
め
た
の
は
、
た
っ
た
一
〇
〇
年
前
の
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。

当
時
は
電
気
を
昼
間
つ
け
る
な
ん
て
、
恐
れ
多
い
こ
と
甚
だ
し

か
っ
た
け
れ
ど
、
今
で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
つ
け
て
い
ま
す
。

そ
れ
も
こ
の
一
〇
〇
年
前
に
や
っ
と
広
が
っ
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
も
覚
え
て
い
た
だ
い
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

平
安
時
代
は
、
ロ
ー
ソ
ク
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
け
ど
、
ロ
ー
ソ
ク
は
上
等
で
高
い
も
の
な
の
で
、
ハ
レ

の
日
に
使
い
、
お
寺
さ
ん
で
は
御
本
尊
に
捧
げ
る
灯
り
と
し
て
、

ま
た
貴
族
の
家
の
一
部
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
貴
族
も
普
段

は
、
例
え
ば
菜
種
油
と
か
植
物
油
を
使
っ
て
明
か
り
と
し
て
い
ま

し
た
。
菜
種
油
と
か
ロ
ー
ソ
ク
、
お
仏
壇
が
家
に
あ
る
方
、
お

ら
れ
ま
す
？
一
〇
人
ぐ
ら
い
お
ら
れ
ま
す
か
。
そ
の
方
は
分
か
っ

て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
ロ
ー
ソ
ク
に
火
を
つ
け
た

ら
、煤
だ
ら
け
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
を
菜
種
油
に
換
え
る
と
、

も
っ
と
ひ
ど
い
ん
で
す
よ
。
煙
の
中
に
い
る
よ
う
な
感
じ
、
鼻

の
頭
な
ん
か
真
っ
黒
に
な
り
そ
う
な
、
そ
ん
な
も
の
を
ず
い
ぶ

ん
長
い
間
使
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
驚
き
で
す
。
今
と
大
き

な
違
い
な
の
で
、
そ
れ
も
頭
に
入
れ
て
ご
覧
い
た
だ
い
た
ら
い
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い
と
思
い
ま
す
。

　

明
治
維
新
か
ら
現
在
ま
で
一
五
〇
年
、
明
治
時
代
が
始
ま
る
と

ガ
ス
燈
が
使
わ
れ
だ
し
ま
す
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
〇
〇

年
）前
後
に
、
景
気
の
上
昇
で
電
灯
が
一
気
に
普
及
し
て
き
ま
す
。

そ
の
後
、
太
平
洋
戦
争
後
も
暫
く
は
着
物
が
普
段
着
と
し
て
着
用

さ
れ
て
い
ま
し
た
。今
、私
た
ち
は
洋
服
を
着
て
い
ま
す
。Ｔ
シ
ャ

ツ
を
上
着
と
し
て
も
着
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
変
化
を
す
る
期
間

が
四
〇
〇
年
と
い
う
年
月
だ
と
い
う
事
で
す
。
平
安
時
代
と
い

う
の
は
そ
の
様
に
長
い
期
間
だ
っ
た
と
い
う
事
を
感
じ
て
く
だ

さ
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
時
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
中
世
と
呼

ば
れ
る
時
代
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
支
配
下
に
い
ろ
い
ろ
な
地
域

が
あ
り
ま
し
た
。
国
家
と
い
う
概
念
が
出
て
く
る
の
は
一
六
世

紀
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ
以
前
は
、
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ア

と
し
て
、
こ
の
あ
た
り
の
地
域
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
、

こ
の
山
々
は
私
た
ち
の
も
の
だ
、
な
ど
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な

人
た
ち
の
時
代
で
し
た
。
お
坊
さ
ん
と
か
貴
族
、
地
主
と
か
は

い
ま
し
た
け
れ
ど
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
が
出
て
き
て
絶
対
王
政

み
た
い
な
の
が
で
き
る
ま
で
は
、
今
の
国
家
と
い
う
よ
う
な
概

念
の
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し

て
キ
リ
ス
ト
教
の
バ
チ
カ
ン
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
皇
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
全
体
を
支
配
し
て
い
て
、
例
え
ば
国
会
と
か
、
国
連
の
会
議

と
か
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
は
、
教
会
が
招
集
す
る
会
議
が

唯
一
あ
る
時
代
で
し
た
。
ニ
カ
イ
ア
公
会
議
と
か
聞
き
覚
え
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

一
〇
〇
〇
年
頃
の
東
ア
ジ
ア
は
、
北
宋
、
契
丹
、
吐
蕃
、
西

夏
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
お
り
、
既
に
唐
の
勢
力
は
無
く
な
っ

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
菅
原
道
真
が
遣
唐
使
廃
止
と
か
言
う
の
は

当
た
り
前
の
こ
と
で
し
た
。
北
宋
は
開
封
を
首
都
と
し
て
勃
興

し
て
い
ま
し
た
。
科
挙
制
度
で
選
ば
れ
た
官
僚
に
支
え
ら
れ
た
、

皇
帝
に
よ
る
国
家
で
す
。
漢
族
と
い
う
言
葉
も
と
て
も
概
念
的

な
も
の
で
、
人
類
学
的
に
「
こ
れ
が
漢
族
だ
」
と
い
え
る
基
準
な

ど
僕
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
民
族
学
や
文
化
人
類
学
な
ど

文
科
系
の
方
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
漢
族
が
規
定
さ
れ
る
と
、
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例
え
ば
言
語
や
思
想
で
そ
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
け
れ
ど
、
人
類
学
的
に
漢
族
、
漢
と
い
う
の
は
概
念
だ

と
思
い
ま
す
。
北
方
の
人
た
ち
が
黄
河
の
辺
り
を
中
原
と
し
て
、

中
華
思
想
と
い
う
の
が
で
き
た
の
が
中
国
と
い
う
の
だ
と
思
い

ま
す
け
れ
ど
、
北
宋
は
ち
ょ
っ
と
毛
色
が
変
わ
っ
て
い
る
国
で
、

長
江
以
南
の
文
化
を
多
く
取
り
入
れ
た
の
で
、
日
本
に
入
っ
て

き
た
禅
宗
や
浄
土
教
は
北
宋
の
南
エ
リ
ア
の
影
響
を
受
け
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
あ
と
北
部
で
は
契
丹
、
西
夏
、
吐
蕃
と
い
う

国
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
な
か
の
吐
蕃
、
つ
ま
り
チ
ベ
ッ
ト
に
関
し
て
で
す
が
、
唐

代
の
初
期
に
一
時
期
、
周
と
い
う
国
号
に
変
わ
り
ま
す
。
武
則

天
（
則
天
武
后
）
が
唐
に
代
わ
っ
て
周
と
い
う
国
を
つ
く
り
上
げ

て
、
彼
女
が
亡
く
な
る
と
同
時
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
国
で

す
。
そ
の
後
、
七
六
三
年
に
は
チ
ベ
ッ
ト
は
長
安
ま
で
侵
攻
し

ま
し
た
。
そ
の
く
ら
い
当
時
の
チ
ベ
ッ
ト
は
力
が
強
く
て
、
そ

の
後
の
元
や
清
な
ど
も
、
国
王
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
よ
る
名
前

も
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
で
あ
れ
ば
カ
ト

リ
ッ
ク
の
神
し
か
信
じ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
け
れ

ど
、
中
国
で
は
重
層
的
に
神
と
同
時
に
仏
を
信
じ
る
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
の
仏
さ
ん
を
信
じ
て
い

な
が
ら
、
儒
教
や
道
教
も
同
時
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
よ

く
日
本
人
は
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
を
一
緒
く
た
に
し
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
中
国
で
も
行
わ
れ
て

い
た
し
、
ま
た
、
西
洋
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
い
う
の

も
土
着
信
仰
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
い
ろ
ん
な
宗
教

の
重
層
的
な
信
心
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
と
思

い
ま
す
。
宗
派
に
属
す
る
人
た
ち
は
あ
ま
り
そ
う
い
う
こ
と
は

言
わ
な
い
で
す
け
れ
ど
。
そ
ん
な
時
代
背
景
が
一
〇
〇
〇
年
に

あ
り
ま
す
。

（
二
）
十
二
単
の
こ
と

　

ご
大
礼
の
儀
式
を
テ
レ
ビ
で
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
、
あ
の
時
に
皇
后
陛
下
が
お
召
し
に
な
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
衣
裳
の
こ
と
を
、「
御お

ん

五い
つ
つ

衣ぎ
ぬ

」「
御お

ん

唐か
ら

衣ぎ
ぬ

」「
御お

ん

裳も

」

等
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
僕
た
ち
は
多
分
「
十
二

単
を
着
て
は
る
」
と
思
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
で
も
「
十
二
単
」
と
い
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う
テ
ロ
ッ
プ
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
今
日
着
て
い
た
だ
く
衣
裳

も
、
十
二
単
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
衣
裳
で
す
。
で
も
、
今
日
、

着
付
け
を
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
女
性
は
、
今
か
ら
着
せ
る
も
の
を

十
二
単
と
は
認
識
し
て
い
ま
せ
ん
。
ど
う
見
て
も
十
二
単
で
す

が
、
彼
女
ら
に
言
わ
せ
る
と「
細
長
」と
言
う
も
の
だ
そ
う
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
ま
ず「
細
長
」と
言
わ
れ
る
衣
裳
を
着
て
い
た
だ
き
、

そ
の
あ
と
で
現
在
の
十
二
単
を
着
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
し

た
ら
、
細
長
が
御
五
衣
、
御
唐
衣
、
御
裳
に
な
る
か
と
い
う
点

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
こ
ち
ら
は
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
の

玉
鬘
が
着
て
い
た
で
あ
ろ
う
衣
裳
を
再
現
し
た
も
の
で
す
。
そ

し
て
、
最
後
に
も
う
一
度
、
細
長
に
着
替
え
て
も
ら
い
ま
す
。

そ
れ
は
明
石
の
姫
君
が
着
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
衣
裳
を
想
定

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
一
口
に
十
二
単
と
い
っ
て
も
、
実
は
こ

ん
な
変
遷
、
違
い
、
多
様
性
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
点
を
見
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
時
期
は
、
そ
れ
ま
で
、
奈
良
時
代

の
よ
う
な
衣
裳
が
日
本
的
な
も
の
に
変
わ
っ
て
き
た
時
代
で
す
。

モ
デ
ル
さ
ん
は
、
今
、
臙
脂
色
の
着
物
を
着
て
い
ま
す
け
れ
ど
、

皇族女子盛装（風俗博物館所蔵）公家女子細長（風俗博物館所蔵）
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本
当
は
こ
ん
な
の
は
着
な
い
ん
で
す
。
裸
の
上
に
次
に
着
て
も

ら
う
よ
う
な
も
の
を
直
に
着
た
、
と
い
う
時
代
で
す
。
平
安
の

末
ぐ
ら
い
に
や
っ
と「
小
袖
」と
い
う
の
が
で
き
あ
が
っ
て
い
て
、

中
に
は
白
で
な
く
て
色
付
き
だ
っ
た
り
派
手
な
小
袖
も
生
ま
れ

て
き
ま
し
た
。

　
「
五

い
つ
つ

衣ぎ
ぬ

」
も
何
枚
と
い
う
決
ま
り
も
な
く
て
、
中
に
は
二
十
枚

も
重
ね
て
着
た
人
が
い
て
、
贅
沢
に
な
っ
て
は
い
か
ん
ぞ
と
い

う
こ
と
を
藤
原
道
長
さ
ん
は
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
贅
沢
の
極

み
を
極
め
た
と
思
わ
れ
る
人
が
贅
沢
を
す
る
な
と
言
っ
た
そ
う

で
、
道
長
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
が
少
し
変
わ
り
ま
す
ね
。

（
三
）
お
服
あ
げ
実
演

　

そ
れ
で
は
着
付
け
を
お
願
い
し
ま
す
。
う
ち
の
ス
タ
ッ
フ
が

モ
デ
ル
さ
ん
の
前
と
後
ろ
に
つ
い
て
衣
裳
を
着
せ
ま
す
。
再
現

と
い
う
の
は
、
今
ど
ん
な
も
の
を
着
て
お
ら
れ
る
か
と
か
、
江

戸
期
は
ど
ん
な
も
の
を
着
て
お
ら
れ
た
か
、
鎌
倉
初
期
に
残
っ

て
い
る
衣
裳
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
か
い
う
数
点
の
現
物

資
料
と
文
献
に
よ
る
ヒ
ン
ト
や
一
〇
〇
年
後
に
描
か
れ
た
絵
巻

物
等
を
も
と
に
想
像
力
を
膨
ら
ま
せ
、
イ
メ
ー
ジ
し
て
具
現
化

し
て
い
き
ま
す
。

　

今
は
モ
デ
ル
さ
ん
に
立
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
、

平
安
時
代
は
基
本
、
座
っ
て
生
活
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
座
る
の

も
正
座
で
は
な
く
て
韓
国
の
人
の
座
り
方
、
つ
ま
り
片
足
を
立

て
た
座
り
方
な
の
で
、
当
時
の
座
り
方
で
き
れ
い
に
座
ろ
う
と

す
る
と
、
背
筋
、
背
中
の
筋
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
正
座
に

慣
れ
て
い
る
人
が
こ
の
座
り
方
を
す
る
と
背
中
が
猫
背
の
よ
う

に
曲
が
っ
て
し
ま
っ
て
、
な
ん
か
不
細
工
で
す
。
あ
の
座
り
方

を
し
て
背
筋
を
伸
ば
す
生
活
に
慣
れ
る
と
、
多
分
き
れ
い
な
姿

勢
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
本
職
の
モ
デ
ル
さ
ん

で
も
片
足
を
立
て
た
座
り
方
だ
と
、
割
と
不
細
工
に
座
っ
て
、

正
座
を
し
て
い
る
時
の
よ
う
に
き
れ
い
に
座
れ
な
い
。
だ
か
ら
、

お
行
儀
と
い
う
よ
り
も
生
活
習
慣
が
筋
力
を
つ
け
て
い
っ
て
、

そ
の
姿
に
ふ
さ
わ
し
い
格
好
良
い
、
い
い
座
り
方
を
す
る
よ
う

に
な
る
ん
だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。
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さ
て
、
袴
を
着
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
袴
の
紐
の
先
に
鼓
の

よ
う
に
見
え
る
糸
綴
じ
飾
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
時
代

に
は
着
て
い
な
い
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
が
、
井
筒
は
こ
の
立

鼓
か
ざ
り
の
な
い
長
袴
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
今
は
こ
れ

を
着
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
小
袖
を
着
て
お
ら
れ
ま
す
の

で
、
こ
れ
も
時
代
的
に
間
違
い
だ
と
覚
え
て
い
た
だ
い
た
ら
い

い
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
お
召
し
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
が
肌
着
に
な
り
ま
す
。

「
単ひ

と
え」と

い
い
ま
す
。

　

僕
は
六
六
歳
に
な
り
ま
す
が
、
私
の
小
さ
い
頃
は
、
母
親
世

代
が
電
車
の
中
で
赤
ち
ゃ
ん
に
母
乳
を
飲
ま
せ
る
光
景
は
当
た

り
前
の
こ
と
で
し

た
。
で
も
今
は
、

胸
を
隠
す
ケ
ー
プ

を
つ
け
て
赤
ち
ゃ

ん
に
ミ
ル
ク
を

あ
げ
て
い
ま
す
。

た
っ
た
三
〇
年
か
そ
こ
ら
で
人
々
の
意
識
が
変
わ
る
。
意
識
が

変
わ
る
の
は
早
い
で
す
ね
。
海
外
の
地
域
で
も
そ
う
な
の
で
し
ょ

う
か
？
み
ん
な
が
、「
恥
ず
か
し
い
」
と
言
う
と
、
恥
ず
か
し
く

な
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く

と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
を
見
て
も
ら
っ
た
ら
分
か
る
ん
で
す
け
ど
、
仕
立
て
と

言
っ
て
も
糸
は
使
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
糊
で
く
る
く
る
っ

と
捻
っ
て
仕
立
て
る
。
こ
れ
も
戦
後
ま
も
な
く
は
日
本
に
残
っ

て
い
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、「
捻
り
仕
立
て
」。
も
し
く
は

捻
り
を
し
た
後
に
縫
う
「
捻
り
ぐ
け
」
が
併
用
さ
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
今
で
も
奈
良
の
南
都
六
宗
と
云
わ
れ
る
よ
う
な
、
法

隆
寺
や
東
大
寺
と
か
の
お
坊
さ
ん
の
僧
服
は
ひ
ね
っ
て
く
け
る
、

捻
り
ぐ
け
で
仕
立
て
た
法
衣
を
着
て
お
ら
れ
ま
す
。
僕
も
注
文
が

欲
し
く
て
作
っ
て
み
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
高
く
つ
い
て
、
採

算
が
合
わ
ず
、
大
変
で
し
た
。
大
変
だ
け
ど
そ
れ
を
引
き
受
け

て
や
っ
て
は
る
法
衣
屋
さ
ん
が
い
る
ん
で
す
ね
。
で
も
、
継
続

さ
せ
て
い
く
に
は
値
段
が
安
す
ぎ
る
と
思
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
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く
続
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
普
通
の

仕
立
て
に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い

ま
す
。
と
も
あ
れ
、
一
〇
〇
〇
年
以

上
前
の
仕
立
て
が
今
の
お
坊
さ
ん
の

間
で
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

我
々
の
会
社
で
も
十
二
単
の
再
現
が

で
き
る
か
も
し
れ
ん
と
い
う
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
。

　

今
、
袿
を
五
枚
着
せ
て
い
る
途
中

で
す
。「
花
橘
の
襲か

さ
ね」と

い
う
色
目
で

着
せ
て
い
ま
す
。

　

皇
后
陛
下
が
ご
結
婚
さ
れ
た
時
、

雅
子
妃
殿
下
で
あ
っ
た
時
代
に
、「
花

橘
襲
」
と
い
わ
れ
る
こ
の
色
の
組
み

合
わ
せ
の
五
衣
を
お
召
し
に
な
っ
て

お
ら
れ
た
の
で
、
真
似
し
て
作
っ
た

も
の
で
す
。
花
橘
襲
っ
て
い
う
の
は
な
か
な
か
素
敵
で
、
三
月
の

終
わ
り
か
ら
四
月
に
か
け
て
葉
っ
ぱ
が
芽
吹
い
て
き
て
、
五
月

間
近
に
な
っ
た
ら
緑
が
こ
ん
な
に
濃
い
緑
色
に
な
っ
た
と
い
う

状
態
を
表
現
し
て
色
が
変
化
し
て
き
ま
す
。
こ
の
後
、
白
い
花

が
咲
く
の
で
白
が
次
に
出
て
き
ま
す
し
、
そ
の
次
に
は
蜜
柑
の

実
を
つ
け
ま
す
。
だ
か
ら
薄
い
緑
色
が
濃
い
緑
色
に
な
り
、
白

い
花
が
咲
い
て
オ
レ
ン
ジ
色
の
蜜
柑
の
実
が
な
り
ま
す
と
い
う
、

時
の
流
れ
を
襲
の
色
で
表
し
た
衣
裳
に
な
り
ま
す
。

花橘かさね
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今
ス
タ
ッ
フ
が
紐
を
使
っ
て
着
せ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
一
枚

着
せ
て
は
、
次
の
一
枚
を
着
せ
た
時
に
紐
を
抜
き
取
り
ま
す
の

で
見
て
く
だ
さ
い
。
紐
が
何
本
も
体
に
巻
き
つ
く
の
で
は
な
い

の
で
す
。

　

今
、
こ
れ
白
い
花
の
色
で
す
ね
、
白
い
花
が
咲
き
ま
し
た
。
白

い
花
の
袿
を
着
せ
た
後
、
ち
ゃ
ん
と
整
え
て
き
れ
い
に
の
ば
し
、

紐
を
取
る
。
こ
こ
で
紐
を
結
ん
で
留
め
ま
す
。
今
、
皆
さ
ん
に

は
衣
裳
の
前
を
見
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
後
ろ
で

ど
う
い
う
こ
と
が
さ
れ
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
の
よ
う

に
身
幅
に
綺
麗
に
合
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
僕
が
こ
の
人
の

代
わ
り
に
着
せ
て
も
ら
っ
た
ら
布
が
足
り
ま
せ
ん
け
ど
、
こ
の

人
は
細
い
の
で
布
が
余
り
ま
す
。
で
、こ
う
い
う
風
に
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
中
に
つ
け
て
る
紐
を
取
り
ま
す
。
丁
寧
に
取
り
丁
寧

に
た
た
む
の
で
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

　

以
前
、
こ
れ
を
三
分
で
着
せ
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。
三
分
で

着
せ
て
、一
〇
〇
人
の
女
性
に
、例
え
ば
一
〇
人
の
ス
タ
ッ
フ
で
、

三
〇
分
で
一
〇
〇
人
に
着
せ
て
、
そ
う
い
う
格
好
を
し
た
人
を

一
〇
〇
人
集
め
る
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
仁
和
寺
で
開
催
し
た
こ

と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
皆
さ
ん
、
着
て
い
く
過
程
を
楽
し
ま
は
る

ん
で
す
。
そ
う
い
う
女
心
が
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
三
分
で
さ
っ

さ
と
着
替
え
れ
ば
よ
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
女
の
人
は
違
う
ん

で
す
よ
ね
、
一
枚
ず
つ
着
て
い
く
過
程
を
楽
し
ま
れ
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
鏡
も
必
要
で
す
ね
。
一
枚
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く

と
こ
ろ
を
見
た
い
の
で
す
。
一
枚
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く
と
こ
ろ

を
見
な
が
ら
（
本
当
は
写
真
で
も
撮
り
な
が
ら
）
二
〇
分
か
け
て

着
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と
い
う
の
が
分
か
ら
ず
、
三
分
で
ど

ん
ど
ん
着
せ
て
…
と
思
っ
た
ら
大
幅
に
時
間
が
か
か
っ
て
大
変

で
し
た
。
時
間
調
整
は
間
違
え
ま
し
た
が
、
参
加
し
て
く
れ
は
っ

た
一
〇
〇
人
の
皆
さ
ん
に
は
喜
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
は
時
間
が
あ
る
の
で
、
ゆ
っ
く
り
ど
う
ぞ
。
変
わ
っ
て
い

く
姿
を
見
た
い
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
で
蜜
柑
が
出
て

き
ま
し
た
、
こ
れ
が
襲
の
色
で
す
ね
、
淡
い
葉
の
色
が
濃
く
な
っ

て
花
が
咲
い
て
蜜
柑
が
で
き
る
。

　

緑
と
い
う
の
も
、
本
当
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
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の
で
仮
説
で
す
が
、
日
本
語
で「
緑
の
黒
髪
」と
言
う
で
し
ょ
う
。

な
ん
で
髪
の
毛
が
緑
だ
と
思
い
ま
す
？　

僕
の
よ
う
な
胡
麻
塩

頭
を
、
英
語
で
は
ソ
ル
ト
ア
ン
ド
ペ
パ
ー
と
言
い
ま
す
が
、
な

か
な
か
お
洒
落
な
言
い
方
で
す
ね
。
な
ん
で
緑
の
黒
髪
と
い
う

の
か
不
思
議
や
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
緑
は
色
相
と
し
て
の
緑
色

で
は
な
く
て
、
何
も
な
か
っ
た
茶
色
い
木
の
幹
か
ら
淡
い
緑
色

の
何
か
が
出
て
き
て
そ
れ
が
葉
っ
ぱ
に
な
る
、
だ
ん
だ
ん
大
き

く
な
っ
て
緑
が
濃
く
な
る
。
生
き
て
い
く
感
じ
、
生
命
力
の
躍

動
み
た
い
な
も
の
を
緑
と
表
現
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と

い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
緑
の
黒
髪
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と

か
な
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
赤
子
の
髪
も
緑
の
黒
髪
な
ん
で
す
。

ま
だ
生
え
て
い
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
か
ら
イ
キ
イ
キ
と
生
え
て

い
こ
う
と
い
う
生
命
の
営
み
が
、
緑
と
い
う
色
で
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
人
は
玉
鬘
さ
ん
な
ん
で
す
け
ど
、
玉
鬘
さ
ん
は
光
源
氏

が
三
五
歳
に
、
二
一
歳
。
満
二
〇
歳
で
す
け
ど
数
え
で
二
一
歳
。

源
氏
が
三
五
歳
の
時
に
二
一
歳
や
っ
た
人
が
玉
鬘
で
、
モ
デ
ル

さ
ん
も
ち
ょ
う
ど
玉
鬘
の
年
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
裳
着
（
成
人
式
）
を
迎
え
た
時
の
玉
鬘

は
二
一
歳
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
僕
の
イ
メ
ー
ジ
で

す
と
成
人
式
は
も
っ
と
若
く
、
一
五
、六
歳
で
も
い
い
。
で
も
玉

鬘
を
二
一
歳
に
設
定
し
た
と
い
う
の
は
、
二
一
歳
で
も
十
二
分

に
若
い
と
い
う
感
覚
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ん
な
と
思
い
ま
し

た
。
一
三
、四
歳
は
や
っ
ぱ
り
子
ど
も
で
す
も
ん
ね
。
花
の
あ
る
、

盛
り
の
年
頃
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

玉
鬘
さ
ん
は
ど
こ
に
お
住
ま
い
で
す
か
と
言
い
ま
す
と
、
六

条
院
と
い
う
建
物
の
西
の
対
に
住
ん
で
い
ま
す
。
光
源
氏
の
館

（
六
条
院
）
は
二
五
二
m
四
方
の
土
地
に
建
っ
て
い
ま
す
。
面
積

に
す
る
と
六
万
三
五
〇
〇
㎡
、
坪
に
直
す
と
一
万
九
二
〇
〇
坪

で
す
。
五
〇
階
建
て
の
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
が
二
五
棟
、
一
棟

あ
た
り
八
百
戸
と
し
て
二
万
戸
が
建
つ
広
さ
で
す
。
大
き
い
で

す
が
、
そ
れ
で
も
今
の
京
都
御
苑
の
十
四
分
の
一
で
す
。
見
方

に
よ
れ
ば
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
で
す
ね
。

　

そ
ん
な
広
い
と
こ
ろ
を
四
区
画
に
分
け
ま
し
た
。
四
町
で
で

き
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
区
画
の
東
北
、
東
南
、
西
南
、
西
北
、

そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
、
夏
の
御
殿
、
春
の
御
殿
、
秋
の
御
殿
、
冬
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の
御
殿
と
名
前
を
付
け
は
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
建
物

の
構
成
は
異
な
り
ま
す
が
、
母
屋
が
あ
り
対
屋
が
あ
り
ま
す
。

東
の
対
、
西
の
対
、
北
の
対
と
そ
れ
を
繋
ぐ
廊
下
が
あ
り
ま
す
。

大
き
な
源
氏
の
屋
敷
の
そ
れ
ぞ
れ
の
御
殿
は
距
離
的
に
心
理
的

に
も
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
し
、
西
の
対
、
東
の
対
で

も
廊
下
が
あ
り
、
壺
と
呼
ば
れ
る
庭
も
あ
り
、
心
理
的
に
は
距

離
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
館
に
は
大
き
な
庭
が
あ
り
ま
す
。
源
氏
の
館
の

敷
地
の
ほ
と
ん
ど
は
庭
に
な
り
ま
す
。
お
住
い
さ
れ
る
と
こ
ろ

は
割
と
小
さ
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
場
所
の
夏
の
御
殿
に
は

花
散
里
、
推
定
年
齢
三
五
歳
。
光
源
氏
と
同
じ
位
の
年
だ
ろ
う

と
さ
れ
て
い
る
女
性
が
住
ん
で
お
ら
れ
て
、
玉
鬘
さ
ん
を
育
て

て
お
ら
れ
ま
す
。
一
緒
に
夏
の
御
殿
に
住
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

一
緒
に
住
ん
で
お
ら
れ
ま
す
け
ど
一
緒
に
住
ん
で
ま
せ
ん
。
文

章
の
中
で
は
西
の
対
に
住
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
夏
の
御
殿
の
中

の
西
の
対
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
春
の
御
殿

に
は
紫
の
上
が
、
秋
の
御
殿
に
は
秋
好
中
宮
が
、
冬
の
御
殿
に

は
明
石
の
御
方
が
住
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

年
末
に
光
源
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
住
ん
で
い
る
女
君
た
ち
に

衣
裳
を
配
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
配
っ
て
い
る
場
面
に
出
て
く

る
の
が
こ
う
い
う
衣
裳
で
す
。
こ
の
玉
鬘
さ
ん
が
着
て
い
る
衣

裳
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
』
に
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
、

知
っ
て
い
る
人
お
ら
れ
ま
す
？ 

僕
も
分
か
ら
ん
の
で
ち
ょ
っ
と

読
ん
で
み
ま
す
。
訳
し
た
文
章
を
読
ん
で
み
ま
す
の
で
聞
い
て

く
だ
さ
い
。

現
代
語
訳
の
一
例

　

年
の
暮
れ
に
な
っ
て
、
玉
鬘
の
調
度
や
女
房
た
ち
の
装
束
な

ど
、
高
貴
な
方
々
と
同
列
に
と
思
っ
て
、「
こ
ん
な
に
美
し
く
と

も
、
ど
こ
か
田
舎
び
た
と
こ
ろ
が
」
と
、
山
里
育
ち
を
懸
念
し
て

新
調
し
た
衣
装
を
さ
し
上
げ
た
つ
い
で
に
、
織
物
ど
も
の
、
わ

れ
も
わ
れ
も
と
人
び
と
が
工
夫
を
凝
ら
し
て
織
っ
た
細
長
や
小

袿
が
さ
ま
ざ
ま
に
た
く
さ
ん
な
の
を
ご
覧
に
な
っ
て
、 

「
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
あ
る
ね
。
そ
れ
ぞ
れ
に
恨
み
な
く
分
け
あ
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げ
て
く
だ
さ
い
」 

と
紫
の
上
に
仰
る
の
で
、
御み

匣く
し
げ

殿ど
の

で
調
達
し
た
も
の
も
、
こ
ち

ら
で
作
っ
た
の
も
、
皆
取
り
出
す
の
で
あ
っ
た
。 

　

紫
の
上
は
こ
の
面
の
技
量
は
、
た
い
へ
ん
勝
れ
て
い
て
、
色

合
や
艶
が
す
ば
ら
し
く
見
事
な
の
で
、
源
氏
は
あ
り
が
た
い
お

方
と
思
う
の
で
あ
っ
た
。 

　

あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
擣う

ち

殿ど
の

か
ら
集
ま
っ
た
絹
織
物
を
ご
覧
に

な
っ
て
、
濃
い
紫
色
な
ど
の
様
々
な
も
の
を
選
ん
で
、
御み

衣そ

櫃び
つ

、

衣こ
ろ
も

筥ば
こ

な
ど
を
用
意
し
、
年
輩
の
上
席
の
女
房
た
ち
が
御
前
で
「
こ

れ
は
か
れ
は
」と
取
り
揃
え
て
入
れ
る
。
紫
の
上
も
そ
れ
を
見
て
、 

「
ど
れ
も
優
劣
の
つ
け
が
た
い
も
の
だ
が
、
着
る
人
の
容
貌
を
思

い
浮
か
べ
て
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
着
て
い
る
も
の
が
似
合
わ
な

い
の
は
、
み
っ
と
も
な
い
も
の
で
す
」 

と
言
う
と
、
源
氏
も
笑
っ
て
、 

「
さ
り
げ
な
く
、
玉
鬘
の
容
貌
を
推
し
量
る
お
つ
も
り
か
。
さ
て
、

ど
れ
を
ご
自
分
に
と
お
思
い
か
」 

と
仰
せ
に
な
る
と
、 

「
そ
れ
も
鏡
だ
け
で
は
決
め
ら
れ
ま
せ
ん
」 

と
、
さ
す
が
に
恥
じ
ら
い
な
が
ら
言
う
。 

　

紅
梅
の
襲か

さ
ね

で
模
様
が
浮
い
た
薄
紫
の
小
袿
と
、
鮮
や
か
な
紅

梅
色
の
袿う

ち
きは

紫
の
上
の
御
料
。

　

桜
襲
の
細
長
に
、
艶
の
あ
る
ピ
ン
ク
の
袿う

ち
き

を
添
え
て
、
明
石

の
姫
君
の
御
料
で
あ
る
。

　

浅
い
縹
色
の
海
賦
の
織
物
は
、
美
し
い
織
り
だ
が
、
派
手
な

と
こ
ろ
は
な
く
、
濃
き
（
臙
脂
色
）
の
掻
練
の
袿う

ち
きを

添
え
て
、
夏

の
お
方
花
散
里
の
御
料
に
。

　

あ
ざ
や
か
な
赤
い
袿う

ち
き

と
、
山
吹
色
の
細
長
は
、
あ
の
西
の
対

の
玉
鬘
に
差
し
上
げ
る
の
を
、
紫
の
上
は
見
ぬ
よ
う
に
し
て
想

像
す
る
。

「
父
の
内
大
臣
は
華
や
か
で
美
し
い
方
な
の
だ
が
、
優
美
な
と
こ

ろ
が
欠
け
て
い
る
点
が
父
に
似
て
い
る
」
と
紫
の
上
が
想
像
し
て

い
る
の
を
、
顔
に
は
出
さ
な
い
が
、
源
氏
は
見
て
い
て
、
紫
の

上
の
た
だ
な
ら
ぬ
関
心
を
感
じ
た
。 

「
い
や
、
こ
の
容
貌
の
見
立
て
は
、
人
の
ご
機
嫌
を
損
ね
て
し
ま

う
。
良
し
と
し
て
も
、
衣
装
の
色
な
ど
限
り
が
あ
り
、
人
の
容

貌
は
美
人
で
な
く
て
も
、
格
別
の
深
み
が
あ
る
も
の
で
す
」 
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と
言
っ
て
、
あ
の
末
摘
花
の
御
料
に
、
柳
襲
で
由
緒
あ
る
唐
草

模
様
を
織
り
込
ん
で
、
た
い
へ
ん
優
美
な
の
を
選
び
、
人
知
れ

ず
ほ
ほ
笑
ん
だ
。 

　

梅
の
折
枝
に
蝶
、
鳥
が
飛
び
交
っ
て
い
る
唐
め
い
た
白
い
小

袿
に
、濃
紺
の
艶
の
あ
る
の
を
重
ね
て
、明
石
の
御
方
の
御
料
で
、

た
い
そ
う
気
品
の
あ
る
品
に
、
紫
の
上
は
憎
ら
し
い
と
ご
覧
に

な
る
。 

　

空
蝉
の
尼
君
の
御
料
に
は
、
青
い
鈍
色
の
織
物
で
と
て
も
気

の
利
い
た
の
を
見
つ
け
て
、
黄
色
い
梔
子
色
の
袿
を
添
え
て
、

御
料
と
し
、
同
じ
日
に
着
る
よ
う
文
を
つ
け
た
。
本
当
に
似
合
っ

た
と
こ
ろ
を
見
よ
う
と
の
心
づ
も
り
だ
っ
た
。

　

た
っ
た
こ
れ
だ
け
で
す
。
こ
こ
か
ら
玉
鬘
の
衣
裳
を
考
証
し

た
も
の
を
今
か
ら
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
鮮
や
か
な
赤
い
袿
の

山
吹
色
の
細
長
と
書
い
て
あ
る
だ
け
で
す
。

　

今
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
こ
れ
を
再
現
す
る
の
に
、
吉

岡
更
紗
さ
ん
が
植
物
染
料
で
染
め
て
お
ら
れ
て
い
る
の
で
、
黄
色

は
梔
子
か
な
と
か
と
相
談
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
こ
の
本
に
載
っ

て
い
る
よ
う
に
は
鮮
や
か
で
は
な
い
ん
で
す
よ
、
淡
い
ベ
ー
ジ
ュ

み
た
い
な
色
を
出
す
ん
で
す
。
ま
た
赤
で
す
と
、
茜
で
つ
く
る
赤

も
あ
る
し
、
紅
花
で
染
め
る
赤
も
あ
る
し
蘇
芳
で
染
め
る
赤
も

あ
る
し
。
源
高
明
（
九
八
三
年
没
）
の
『
西
宮
記
』
で
、
高
明
さ
ん

が
紅
花
を
使
っ
た
赤
は
ダ
メ
よ
、
禁
止
と
言
っ
て
い
ま
す
。
禁

止
さ
れ
て
か
ら
物
語
が
で
き
て
い
る
ら
し
い
の
で
、
紅
花
を
使
っ

た
ら
ダ
メ
な
の
か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
禁
止
は
さ
れ
て
も
人

が
死
ぬ
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
使
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ん
な
あ

と
は
思
い
ま
す
。
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
紅
花
と
い
う
の
が
タ
ブ
ー

視
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
覚
え
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ん
で
あ
か
ん
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

見
は
っ
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
？　

例
え
ば
江
戸
時
代
の
装
束

の
生
地
と
か
の
本
が
売
っ
て
い
た
り
す
る
ん
で
す
、
そ
う
い
う

の
も
見
ま
す
し
、
吉
岡
さ
ん
に
染
め
て
も
ら
っ
た
も
の
も
持
っ

て
い
る
し
、
銀
座
の
高
田
さ
ん
、
他
の
人
ら
が
染
め
た
生
地
も

あ
り
ま
す
。
色
が
全
部
違
う
ん
で
す
よ
。
誰
の
説
を
採
用
し
よ
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う
か
な
と
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

井
筒
の
仕
事
で
は
商
売
人
的
な
発
想
か
ら
、
今
一
番
売
れ
て

い
る
人
、
支
持
を
集
め
て
い
る
人
の
説
に
従
っ
て
お
こ
う
と
し

て
、
選
ん
だ
の
が
吉
岡
先
生
で
す
。
吉
岡
先
生
の
お
話
や
本
に

沿
っ
て
決
め
て
い
ま
す
。
株
式
会
社
井
筒
の
ト
ッ
プ
と
し
て
は
、

そ
う
い
う
こ
と
を
決
め
な
あ
か
ん
の
で
す
。
あ
っ
ち
の
色
に
し

た
り
こ
っ
ち
の
色
に
し
た
り
す
る
と
、
社
員
も
迷
い
ま
す
。
と

て
も
難
し
い
こ
と
を
簡
単
に
割
り
切
っ
て
し
ま
お
う
と
し
た
と

き
に
、
間
違
い
が
流
布
し
て
し
ま
い
ま
す
。
商
売
人
も
一
般
の

人
も
分
か
ら
な
い
事
で
も
、
権
威
を
持
っ
て
語
ら
れ
た
と
き
に
、

皆
が
信
じ
て
そ
れ
が
常
識
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
多
い
と
思

い
ま
す
。

　

こ
の
間
、
京
都
の
近
代
美
術
館
で
ペ
ル
シ
ャ
の
宝
物
展
を
見

に
行
っ
た
ら
、
イ
ン
ド
茜
、
蘇
芳
、
つ
い
で
に
紅
花
も
わ
か
り

ま
し
た
。
わ
か
っ
た
気
が
し
ま
し
た
。
で
も
そ
れ
は
吉
岡
更
紗

さ
ん
と
は
必
ず
し
も
意
見
の
一
致
を
見
な
い
ん
で
す
よ
。
吉
岡

さ
ん
が
昔
、
染
め
た
の
と
、
今
、
染
め
る
の
は
ま
た
違
う
か
も

し
れ
な
い
で
す
ね
。
イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ
ャ
で
染
め
た
の
や
、
江

戸
時
代
の
装
束
の
生
地
を
集
め
た
本
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

天
皇
さ
ん
が
着
て
お
ら
れ
る
紫
の
表
袴
の
生
地
も
残
っ
て
い
た

り
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
の
を
総
合
し
て
、
え
い
や
っ
と
私
が

勝
手
に
思
っ
て
い
る
の
は
、
紅
花
で
染
め
た
紅
花
色
と
い
う
の

は
ピ
ン
ク
な
ん
で
す
ね
。
ど
ん
な
ピ
ン
ク
か
と
い
う
と
こ
ん
な

感
じ
の
ピ
ン
ク
、
だ
か
ら
古
い
言
い
方
で
す
け
れ
ど
サ
イ
ケ
デ

リ
ッ
ク
な
色
な
ん
で
す
、
ハ
イ
カ
ラ
で
も
っ
と
ビ
ビ
ッ
ド
。
臙

脂
系
の
赤
を
も
っ
と
濃
く
し
て
少
し
ピ
ン
ク
系
の
赤
を
入
れ
た

よ
う
な
も
の
が
茜
。
蘇
芳
で
染
め
て
も
赤
い
緋
色
の
袴
で
、
言

葉
と
し
て
は
矛
盾
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
緋
色
は
茜
染
め
で
染

め
た
色
で
す
が
、
す
で
に
古
代
の
時
点
で
蘇
方
を
使
っ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
な
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。
紅
花
に
つ
い
て
は
源

高
明
が
禁
止
し
て
い
ま
す
。
紅
花
を
使
っ
た
ら
い
け
な
い
、
茜

を
使
う
。
緋
袴
と
い
う
の
は
茜
染
め
だ
と
い
う
話
が
原
則
論
と

し
て
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
茜
っ
て
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
か
っ

た
り
す
る
ん
で
す
ね
。
思
い
ど
お
り
の
色
が
染
め
ら
れ
な
い
の

で
、
茜
を
使
っ
た
体
で
、
お
そ
ら
く
蘇
芳
に
大
方
代
わ
っ
て
き

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
今
も
多
分
、
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植
物
染
め
と
言
っ
た
時
に
、
一
〇
分
の
一
と
か
ち
ょ
っ
と
だ
け

植
物
染
料
使
っ
て
、
他
は
化
学
染
め
す
る
み
た
い
な
と
こ
ろ
が

あ
る
よ
う
に
、
む
か
し
の
人
も
一
〇
分
の
一
だ
け
茜
を
使
っ
て
、

他
は
蘇
芳
で
染
め
る
こ
と
も
や
っ
た
か
な
と
、
勝
手
に
思
っ
て
い

ま
す
。
あ
と
、さ
っ
き
ペ
ル
シ
ャ
の
話
を
し
ま
し
た
が
、ペ
ル
シ
ャ

で
見
た
色
と
い
う
の
は
多
分
日
本
に
は
な
い
ん
で
す
。
あ
ん
な

色
は
着
な
い
。
僕
は
好
き
だ
か
ら
「
え
え
色
や
な
」
と
思
い
ま
す

け
れ
ど
、
一
般
の
人
の
好
み
で
言
う
と
、
あ
あ
い
う
ど
ぎ
つ
い

系
の
色
で
は
な
い
、
や
わ
ら
か
い
色
を
日
本
の
人
は
好
ん
だ
ん

で
は
な
い
か
と
。
優
し
い
赤
に
す
る
た
め
に
梔
子
の
黄
色
を
載

せ
て
か
ら
蘇
芳
な
り
茜
を
載
せ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま

す
。

　

い
ろ
ん
な
本
を
読
ま
れ
た
ら
い
ろ
ん
な
色
が
書
か
れ
て
、
紙

に
印
刷
さ
れ
た
も
の
を
見
る
の
は
勘
違
い
の
元
だ
と
思
い
ま
す
。

昔
に
染
め
ら
れ
た
衣
裳
を
実
際
に
見
に
行
く
の
が
一
番
い
い
と

思
い
ま
す
。
世
界
各
地
の
衣
裳
で
確
認
す
る
の
が
い
い
と
思
い

ま
す
。
そ
ん
な
展
覧
会
に
行
っ
て
、紅
花
っ
て
ど
ん
な
色
、茜
色
っ

て
ど
ん
な
色
、
蘇
芳
色
っ
て
ど
ん
な
色
と
思
い
な
が
ら
見
る
の

が
い
い
と
思
い
ま
す
。
な
ん
と
な
く
染
め
た
人
々
の
住
む
地
域

の
好
み
と
か
も
わ
か
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

ど
う
し
ま
し
ょ
う
、
モ
デ
ル
さ
ん
に
ち
ょ
っ
と
動
い
て
も
ら
っ

て
み
ま
し
ょ
う
か
。
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
ま
ず
座
っ
て
も

ら
い
ま
す
？
立
つ
の
は
珍
し
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
今
正
座
し
て
お

ら
れ
ま
す
。
大
抵
の
人
は
、
正
座
し
は
る
ん
で
す
よ
。
こ
の
時

に
こ
の
立
膝
の
格
好
を
し
て
ほ
し
い
ん
で
す
。
こ
う
い
う
格
好

を
し
た
時
に
背
中
が
丸
く
な
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
腹
筋

と
背
筋
を
使
っ
て
背
筋
を
伸
ば
し
て
く
だ
さ
い
。
足
を
一
回
伸

ば
し
ま
し
ょ
う
か
。
一
回
倒
れ
て
し
ま
う
と
裾
が
ゆ
っ
た
り
し

て
動
き
や
す
く
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
文
化
で
す
。
な

か
な
か
現
状
を
変
え
る
の
が
難
し
い
。
一
回
こ
う
だ
と
思
う
と

違
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
正
座
を
し
て
し
ま
う
心
の
慣
性
の
法

則
み
た
い
な
の
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
姿
の
ま
ま
立
た
な
く

て
も
い
い
、
ず
っ
と
こ
れ
で
二
四
時
間
過
ご
す
ん
で
す
ね
。
そ

の
よ
う
な
時
代
の
格
好
を
し
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
も
、
な
か



― 252 ―

な
か
心
理
的
に
も
肉
体
的
に
も
難
し
い
で
す
よ
ね
。

　

次
に
、
彼
女
に
裳
と
唐
衣
の
衣
裳
に
変
え
て
も
ら
い
ま
す
。

十
二
単
と
い
う
の
は
「
本
当
は
十
二
単
で
な
い
」
と
僕
は
思
い
ま

す
。
正
し
い
言
葉
と
言
う
の
は
一
般
の
人
に
必
要
な
の
だ
ろ
う
か

と
、
思
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
一
般
の
人
に
対
し
て
は
十
二
単

と
言
う
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
一

歩
踏
み
込
ん
だ
話
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
あ
え
て
「
十
二
単
と
は

言
い
ま
せ
ん
」
と
申
し
上
げ
ま
す
。
十
二
単
と
呼
ん
で
い
る
の
は

女
性
の
盛
儀
の
正
装
、
一
番
大
事
な
儀
式
に
お
け
る
姿
が
こ
れ
。

裳
と
唐
衣
を
つ
け
て
い
る
姿
を
言
い
ま
す
。
特
に
大
事
な
の
は

裳
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら「
イ
シ
ョ
ウ
」と
書
く
時
に
、
こ
の「
衣

裳
」
と
い
う
字
を
使
い
ま
す
け
れ
ど
、
裳
が
重
要
な
時
代
は
衣
と

裳
、
上
に
着
る
「
衣
」
と
下
に
着
る
「
裳
」
を
表
現
す
る
漢
字
で
書

く
べ
き
だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。
裳
の
概
念
が
な
く
な
っ
て
か
ら

は
衣
装
で
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
お
召
し
い
た
だ
い
て
い
ま
す
衣
裳
の
図
案
は
鶴
岡
八
幡
宮

の
御
神
宝
を
参
考
に
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
小
葵
文
様

の
地
紋
で
す
が
、
こ
れ
は
模
様
を
拙
く
織
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
実
物
が
今
の
生
地
か
ら
見
る
と
綺
麗
に
は
織
れ
て
い
な
い
、

幾
何
学
的
に
は
正
確
に
織
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
拙
く
織
っ

て
い
る
の
を
再
現
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
今
も
手
機
を
使
い

ま
す
し
、
モ
ー
タ
ー
の
力
を
借
り
る
織
機
も
あ
り
ま
す
。
い
ず

れ
に
し
て
も
明
治
以
降
、
西
陣
に
ジ
ャ
ガ
ー
ド
が
持
ち
込
ま
れ

て
か
ら
、
ジ
ャ
ガ
ー
ド
を
使
い
ま
す
。
ジ
ャ
ガ
ー
ド
で
使
う
と

い
う
こ
と
は
、
型
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
紙
で
型
を
作
っ

て
い
た
時
は
と
て
も
大
層
な
仕
事
に
な
り
ま
す
の
で
最
小
単
位

の
繰
り
返
し
を
考
え
て
作
り
ま
す
。
今
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で

作
り
ま
す
の
で
一
m
ぐ
ら
い
の
単
位
で
紋
型
を
作
り
、
全
部
地

模
様
の
変
化
も
描
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
し
ま
し
た
。

　

こ
の
衣
裳
は
織
り
間
違
い
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
間
違
え

て
間
違
い
な
く
織
っ
た
も
の
で
す
ね
。
ど
こ
を
間
違
え
て
い
た

の
か
と
言
う
と
、
本
当
は
違
う
色
な
の
に
、
同
じ
色
で
織
っ
て

る
ん
で
す
。
な
ん
で
そ
ん
な
間
違
い
を
し
た
の
か
な
あ
と
思
う
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け
れ
ど
、
自
分
が
織
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
考
え
る
と
、
一
生

懸
命
織
っ
て
い
た
ら
そ
う
い
う
間
違
い
も
す
る
よ
な
と
い
う
よ

う
な
、
間
違
い
を
し
て
る
と
思
い
ま
し
た
。
も
う
一
つ
思
っ
た

の
が
、
そ
う
い
う
間
違
い
を
し
た
も
の
が
神
に
捧
げ
る
衣
裳
と

し
て
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。
多
分
、
い
ま
私
の
持
つ

感
性
と
は
異
な
る
感
性
を
当
時
の
人
は
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は

織
物
の
模
様
に
関
し
て
何
と
い
う
大
ら
か
な
感
性
で
あ
る
こ
と

か
と
思
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
が「
唐
衣
」こ
れ
が「
裳
」。
こ
の
裳
が
と
て
も
大
事
で
す
。

裳
を
つ
け
て
い
る
か
い
な
い
か
で
、
そ
の
人
の
位
が
分
か
る
。

男
の
人
も
裳
を
着
て
い
ま
す
。
聖
徳
太
子
の
姿
に
も
裳
が
あ
り

ま
す
。
衣
偏
に
習
と
書
い
て「
褶ひ

ら
み」と

言
い
ま
す
。
こ
れ
も
プ
リ
ー

ツ
の
あ
る
裳
で
す
。
こ
こ
ら
辺
が
裳
で
す
。
お
坊
さ
ん
も
裾
が

ひ
ら
ひ
ら
し
て
い
ま
す
よ
ね
、
あ
れ
も
大
事
で
、
時
宗
の
お
坊

さ
ん
は
裳
な
し
の
衣
を
着
て
、
そ
れ
を
自
ら
阿
弥
衣
と
称
し
て

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
い
ま
し
た
。
裳
が
あ
る
か
な
い

か
と
い
う
の
は
、
と
て
も
重
要
な
ん
で
す
。
江
戸
末
の
お
寺
の

財
政
に
携
わ
る
教
団
で
、
高
い
地
位
の
お
坊
さ
ん
で
な
い
方
は

裳
を
つ
け
て
い
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
明
石
の
姫
君
。
こ
れ
は
正
装
、
唐
衣
、
裳
と
言
っ
て

い
る
装
束
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
ち
ょ
っ
と
カ
ジ
ュ
ア
ル
で
、

な
お
か
つ
若
い
人
用
の
細
長
で
す
。
こ
の
織
物
が
と
て
も
素
敵

な
の
で
見
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
白
の
織
物
で
、
と
て
も

薄
く
織
っ
て
い
ま
す
。
裏
の
赤
は
こ
ん
な
ん
で
す
、
触
っ
て
も

ら
う
の
が
一
番
い
い
理
解
の
方
法
な
ん
で
す
け
ど
、
残
念
な
が

ら
今
日
は
皆
さ
ん
全
員
に
は
触
っ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

　

十
二
単
が
重
い
と
思
わ
れ
て
い
る
の
は
、
勘
違
い
の
部
分
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
安
物
を
着
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う

ん
で
す
。
こ
の
様
に
薄
く
軽
く
織
っ
た
織
物
で
作
っ
た
十
二
単

を
着
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
平
安
時
代
の
様
に
軽
く
織
っ
て

み
た
い
な
と
思
い
、
そ
れ
が
実
践
女
子
大
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
実
現
す
る
こ
と
に
な
り
一
緒
に
や
ら
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
な

り
、
と
て
も
楽
し
み
で
嬉
し
い
こ
と
で
す
。
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今
回
最
初
に
玉
鬘
が
着
て
い
た
、
若
い
人
の
衣
裳
で
あ
る
細

長
を
着
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
の
赤
と
、
こ
ち
ら
の
赤
と
で
は

色
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
吉
岡
先
生
の
赤
は
ち
ょ
っ
と
黄
み
を

帯
び
て
い
る
。
こ
っ
ち
は
青
み
を
帯
び
て
い
る
。
本
当
は
ど
ち

ら
か
正
し
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
で
も
そ
う
い
う
違
い
を
み
つ

け
て
楽
し
ん
で
も
い
の
か
な
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。
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さ
っ
き
申
し
上
げ
た
、
時
間
の
経
過
を
色
で
表
す
花
橘
の
襲

み
た
い
な
襲
色
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
桜
襲
」
で
す
。
赤
い
桜

な
ん
か
無
い
で
す
よ
ね
。
花
び
ら
は
白
く
、
咲
い
た
花
の
根
っ

こ
の
と
こ
ろ
は
紫
色
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
裏
が
紫
で
も
い
い

な
と
僕
は
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
散
り
は
じ
め
る
頃
に
は
少
し

ピ
ン
ク
に
な
り
ま
す
の
で
、
赤
が
白
に
透
け
て
裏
が
赤
も
あ
り

ま
す
ね
。
あ
あ
い
う
感
じ
を
表
し
て
い
る
。
襲
の
色
目
自
体
が

表
現
さ
れ
る
時
に
、
一
つ
の
感
性
だ
け
で
は
な
い
感
性
で
も
表

現
さ
れ
る
の
は
面
白
い
。

　

こ
れ
が
「
几
帳
」
と
い
っ
て
い
る
も
の
で
す
。「
朽
木
文
様
」
と

い
っ
て
腐
っ
た
木
み
た
い
な
模
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
教

室
の
天
井
も
朽
木
模
様
の
ボ
ー
ド
が
貼
っ
て
あ
る
と
僕
は
思
い

ま
す
。
偶
然
似
て
い
る
の
か
必
然
な
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も

面
白
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
も
几
帳
で
す
。
例
え
ば
西
の
対
が
こ
う
あ
る
と
し
た
ら
、

こ
こ
に
庇
が
あ
っ
て
こ
こ
に
几
帳
を
置
い
て
仕
切
ら
れ
た
部
屋

に
な
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
部
屋
が
局
に
な
り
ま
す
。
ア
メ
リ

カ
の
テ
レ
ビ
と
か
映
画
の
中
に
出
て
く
る
オ
フ
ィ
ス
の
様
子
を

見
る
と
、
ブ
ラ
イ
ン
ド
の
あ
る
ガ
ラ
ス
の
窓
が
全
体
の
部
屋
に

向
か
っ
て
い
る
、
部
長
ク
ラ
ス
と
思
わ
れ
る
人
の
い
る
部
屋
が

あ
り
ま
す
。
あ
あ
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
局
に
な
り
ま
す
。
こ
の
源

氏
の
邸
と
謂
わ
れ
る
家
は
、
僕
ら
が
「
た
だ
い
ま
〜
」
と
帰
っ
て

く
る
家
と
は
異
な
る
、
働
く
場
所
で
あ
っ
て
、
オ
フ
ィ
ス
と
思
っ

て
い
た
だ
い
た
ら
結
構
で
す
。
僕
は
職
住
一
体
と
な
っ
た
商
家

で
育
ち
ま
し
た
の
で
、
よ
り
理
解
し
や
す
い
で
す
が
、
オ
フ
ィ

ス
を
取
り
仕
切
る
人
が
い
て
、
取
り
仕
切
る
人
の
も
と
に
局
、
食

事
の
担
当
、
衣
裳
の
担
当
と
か
、
そ
れ
は
こ
の
人
は
何
が
得
意

だ
と
言
う
こ
と
で
与
え
ら
れ
た
仕
事
を
す
る
場
所
と
し
て
、
こ

う
い
う
家
が
使
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
う
一
つ
豆
知
識
で
す
。
対
屋
と
母
屋
に
関
し
て
「
お
も
う
さ

ま
」「
お
た
あ
さ
ま
」
と
言
う
の
は
ご
存
知
で
す
か
？
お
た
あ
さ

ま
と
は
お
母
さ
ん
の
こ
と
、
あ
れ
は
対
の
家
に
住
ん
で
い
る
か

ら「
お
た
あ
さ
ま
」。
母
屋
に
住
ん
で
い
る
お
父
さ
ん
は「
お
も
う

さ
ま
」で
す
。
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話
が
飛
ん
だ
と
こ
ろ
で
以
上
で
す
。
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
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特集－４：十二単をお見せします

３２

５

１

花橘かさね

４
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花橘かさね（十二単）

細長

細長
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