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十
月
の
比
の
菊

―
― 

『
古
今
著
聞
集
』「
草
木
」
部
第
六
六
三
話
試
論

舘
　
野
　
文
　
昭

要　

旨

　

『
古
今
著
聞
集
』
は
、
建
長
六
年
、
橘
成
季
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
説
話
集
で
あ
り
、
七
〇
〇
を
超
え
る
説
話
が
三
十
の
編
目
に
部

類
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
同
集
に
は
多
岐
に
わ
た
る
主
題
の
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
詩
歌
管
絃
の
説
話
の
収
集
が
発
端
で
あ
っ
た
こ

と
が
跋
文
に
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
詩
歌
管
絃
に
関
す
る
説
話
の
集
め
る
過
程
で
、
そ
れ
以
外
の
分
野
の
話
題
の
説
話
も
自
ず
か
ら
蒐
集
さ
れ
、

最
終
的
に
集
ま
っ
た
説
話
を
三
十
の
分
野
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
実
際
『
古
今
著
聞
集
』
を
紐
解
け
ば
、
「
和
歌
」
部
以
外
の
編
目

に
も
和
歌
・
歌
人
に
関
す
る
説
話
が
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
他
出
の
見
え
な
い
説
話
も
多
く
、
そ
の
一
部
は
、
し
か
る
べ

き
記
録
に
基
づ
く
、
史
実
に
基
づ
く
逸
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
そ
う
し
た
史
実
に
基
づ
く
と
思
し
き
歌
人
説
話
の
一
つ
で
あ
る
、
「
草
木
」
部
第
六
六
三
話
「
順
徳
院
御
時
侍
従
宰
相
定
家
大
蔵
卿

為
長
を
し
て
菊
花
を
詠
ぜ
し
め
給
ふ
事
」
を
取
り
上
げ
、
説
話
の
背
景
に
あ
る
歌
学
知
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
説
話
の
具
体
的
読
解

を
行
う
。
さ
ら
に
同
説
話
を
順
徳
天
皇
内
裏
の
詩
歌
壇
の
一
面
を
示
す
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
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は
じ
め
に

　

『
古
今
著
聞
集
』
と
い
う
説
話
集
が
あ
る
。
鎌
倉
時
代
中
期
・
建
長
六
（
一
二
五
四
）
年
、
橘
成
季
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た

説
話
集
で
あ
り
、
七
〇
〇
を
超
え
る
説
話
が
、
神
祇
・
釈
教
か
ら
草
木
・
魚
虫
禽
獣
に
至
る
三
十
の
編
目
に
部
類
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
い

る( (

(

。

　

そ
の
各
説
話
の
採
取
方
法
・
編
纂
事
情
に
つ
い
て
は
、
跋
文
に
記
述
が
あ
る( (

(

。

こ
の
集
の
を
こ
り
は
、
予
そ
の
か
み
、
詩
歌
管
絃
の
み
ち
〳
〵
に
、
時
に
と
り
て
す
ぐ
れ
た
る
も
の
が
た
り
を
あ
つ
め
て
、
絵
に
か

き
と
ゞ
め
む
が
た
め
に
と
、
い
そ
の
か
み
ふ
る
き
む
か
し
の
あ
と
よ
り
、
あ
さ
ぢ
が
す
ゑ
の
世
の
な
さ
け
に
い
た
る
ま
で
、
ひ
ろ
く

勘
へ
あ
ま
ね
く
し
る
す
あ
ま
り
、
他
の
も
の
が
た
り
に
も
を
よ
び
て
、
か
れ
こ
れ
き
ゝ
す
て
ず
あ
つ
む
る
程
に
、
夏
野
の
草
こ
と
し

げ
く
、
も
り
の
お
ち
ば
か
ず
そ
ひ
侍
に
け
り
。
こ
れ
、
そ
こ
は
か
と
な
き
す
ゞ
ろ
ご
と
な
れ
ど
も
、
い
に
し
へ
よ
り
、
よ
き
こ
と
も

あ
し
き
こ
と
も
、
し
る
し
を
き
侍
ら
ず
は
、
た
れ
か
ふ
る
き
を
し
た
ふ
な
さ
け
を
の
こ
し
侍
べ
き
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
或
は
家
々
の

記
録
を
う
か
が
い
、
或
は
処
々
の
勝
絶
を
た
づ
ね
、
し
か
の
み
な
ら
ず
、
た
ま
ぼ
こ
の
み
ち
ゆ
き
ず
り
の
か
た
ら
ひ
、
あ
ま
さ
か
る

ひ
な
の
て
ぶ
り
の
な
ら
ひ
に
つ
け
て
、
た
ゞ
に
き
ゝ
つ
て
に
き
く
事
を
も
し
る
せ
れ
ば
、
さ
だ
め
て
う
け
る
事
も
、
又
た
し
か
な
る

こ
と
も
ま
じ
り
侍
ら
ん
か
し
。
つ
ゐ
に
部
を
わ
か
ち
巻
を
さ
だ
め
て
、
卅
篇
廿
巻
と
す
。

　

即
ち
、
集
を
編
む
に
当
た
っ
て
の
依
拠
資
料
に
は
、
口
承
に
よ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
し
か
る
べ
き
記
録
と
い
っ
た
文
字
資
料
に
基
づ

く
比
較
的
史
料
と
し
て
信
用
で
き
る
も
の
（
「
た
し
か
な
る
こ
と
」
）
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
『
古
今
著
聞
集
』
は
、
そ
の
史

実
性
に
つ
い
て
は
個
々
の
説
話
ご
と
に
考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
一
定
の
留
保
を
付
け
た
上
で
史
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料
と
し
て
も
活
用
可
能
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
る
。
同
集
に
他
出
の
確
認
で
き
な
い
説
話
が
数
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
編
目
の
多
種
多
様
さ
か
ら
分
か
る
と
お
り
、
同
集
に
は
多
岐
に
わ
た
る
主
題
の
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
詩
歌

管
絃
の
説
話
の
収
集
が
発
端
で
あ
っ
た
こ
と
も
跋
文
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
詩
歌
管
絃
に
関
す
る
説
話
の
集
め
る
過
程
で
、
そ
れ

以
外
の
分
野
の
話
題
の
説
話
も
自
ず
か
ら
蒐
集
さ
れ
、
最
終
的
に
集
ま
っ
た
説
話
を
三
十
の
分
野
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
序

文
に
お
い
て
は
こ
の
跋
文
と
は
若
干
異
な
る
成
立
事
情
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
真
実
は
定
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
詩
歌
管
絃
に
関
す
る

部
立
で
あ
る
「
文
学
」
「
和
歌
」
「
管
絃
歌
舞
」
の
三
編
以
外
に
お
い
て
も
、
儒
者
や
歌
人
あ
る
い
は
楽
人
が
話
題
の
中
心
と
な
る
説
話
が

多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
古
今
著
聞
集
』
は
詩
歌
管
絃
の
史
的
断
面
を
窺
う
た
め
の
史
料
と
し
て
有
益
で

あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
和
歌
・
歌
人
に
関
す
る
史
料
と
し
て
の
側
面
に
光
を
当
て
て
み
た
い
。
『
古
今
著
聞
集
』
の
「
和
歌
」
部
に
関
し
て
は
、

既
に
和
歌
文
学
研
究
者
を
中
心
と
し
た
注
釈
も
存
す
る
一
方
で( 3

(

、
そ
れ
以
外
の
和
歌
・
歌
人
説
話
に
関
し
て
は
、
和
歌
文
学
研
究
の
視
座

で
の
分
析
が
聊
か
手
薄
な
感
が
あ
る( (

(

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
和
歌
」
部
以
外
の
箇
所
に
見
え
る
歌
人
説
話
を
一
話
取
り
上
げ
、
と
り
わ

け
和
歌
文
学
の
視
座
か
ら
考
察
を
加
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
当
時
の
歌
壇
の
一
面
を
窺
っ
て
み
た
い
。

一
、
『
古
今
著
聞
集
』
「
草
木
」
部
の
定
家
説
話

　

藤
原
定
家
（
一
一
六
二
～
一
二
四
一
）
と
い
え
ば
、
和
歌
史
に
燦
然
と
そ
の
名
を
輝
か
す
歌
人
で
あ
る
が
、
『
古
今
著
聞
集
』
「
草
木
」

部
に
そ
の
定
家
が
話
題
の
中
心
と
な
る
説
話
が
二
つ
並
ん
で
い
る
箇
所
あ
る
。
両
説
話
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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◆
六
六
二
「
冷
泉
中
将
定
家
南
庭
の
八
重
桜
の
枝
を
折
取
る
事
」

承
元
四
年
正
月
の
比
、
内
裏
大
炊
殿

に
て
日
給
は
て
ゝ
、
源
仲
朝
已
下
、
蔵
人
町
へ
ま
か
り
け
る
に
、
大
炊
御
門
お
も
て
の
唐
門
よ
り
、

な
へ
〳
〵
と
あ
る
衣
冠
の
人
ま
い
り
け
り
。
主
殿
官
人
が
朝
ぎ
よ
め
に
ま
い
る
に
や
と
見
侍
け
れ
ば
、
し
り
さ
へ
よ
ら
れ
た
る
う
す

あ
を
の
ひ
と
へ
狩
衣
き
た
る
侍
を
一
人
ぐ
し
た
り
。
誰
や
ら
ん
と
み
け
れ
ば
、
冷
泉
中
将
定
家
朝
臣
な
り
け
り
。
只
今
な
に
し
に
ま

い
る
や
ら
ん
と
あ
や
し
く
み
る
に
、
南
庭
へ
む
か
ひ
て
、
わ
た
ど
の
ゝ
前
な
る
八
重
桜
の
も
と
に
い
た
り
て
立
た
り
。
花
の
比
に
も

あ
ら
ぬ
に
梢
を
み
あ
げ
て
、
や
ゝ
久
し
く
程
へ
て
、
侍
を
木
に
の
ぼ
せ
て
、
枝
一
を
き
ら
せ
て
を
ろ
さ
る
。
そ
の
枝
を
袍
の
袖
ぐ
ゝ

み
に
と
り
て
出
に
け
り
。
こ
と
の
様
何
と
は
し
ら
ね
ど
優
に
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
内
々
そ
の
や
う
を
披
露
し
て
け
り
。
「
花
を
賞
し
て

つ
ぎ
木
に
せ
む
と
て
と
ら
せ
け
る
に
こ
そ
」
と
御
沙
汰
あ
り
て
、
「
そ
の
し
る
し
い
ひ
や
る
べ
し
」
と
、
み
こ
と
の
り
あ
り
け
れ
ば
、

女
房
伯
耆
、
く
れ
な
ゐ
の
う
す
様
に
書
て
つ
か
は
し
け
る

　
　

な
き
名
ぞ
と
後
に
と
が
む
な
八
重
桜
う
つ
さ
む
や
ど
は
か
く
れ
し
も
せ
じ

返
し
、

　
　

暮
る
と
明
く
と
君
に
つ
か
ふ
る
九
重
の
や
へ
さ
く
花
の
陰
を
し
ぞ
思
ふ

◆
六
六
三
「
順
徳
院
御
時
侍
従
宰
相
定
家
大
蔵
卿
為
長
を
し
て
菊
花
を
詠
ぜ
し
め
給
ふ
事
」

順
徳
院
御
時
、
十
月
の
比
、
侍
従
宰
相
定
家
卿
・
大
蔵
卿
為
長
卿
参
内
し
て
、
各
鬼
間
に
て
や
ま
と
・
か
ら
の
物
語
し
て
候
け
る
所

へ
、
御
前
よ
り
、
蒔
た
る
硯
の
ふ
た
に
菊
し
た
絵
に
し
た
る
檀
紙
を
し
き
て
、
菊
花
を
一
枝
入
て
、「
両
人
見
て
ま
い
ら
せ
よ
」
と
て
、

兵
衛
内
侍
に
も
た
せ
て
出
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
定
家
卿
は
、
は
し
り
た
ち
て
に
げ
に
け
り
。
為
長
卿
は
、
詩
を
作
て
奉
り
け
る
と
な

ん
。
い
と
興
あ
る
事
也
。
件
詩
た
づ
ね
て
し
る
す
べ
し
。
定
家
卿
に
げ
ら
れ
け
る
も
、
さ
だ
め
て
や
う
あ
る
ら
ん
。
ゆ
か
し
く
こ
そ
。
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と
も
に
他
書
に
見
え
な
い
説
話
で
は
あ
る
が
、
前
者
の
説
話
は
和
歌
の
贈
答
を
含
ん
で
お
り
、
後
者
の
説
話
は
和
歌
・
漢
詩
に
関
わ
る

説
話
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
和
歌
や
漢
詩
に
対
す
る
関
心
か
ら
収
集
さ
れ
た
説
話
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
問
題
に
し
た
い
の
は
後
者
の
第
六
六
三
話
で
あ
る
―
―
順
徳
天
皇
の
在
位
中
の
十
月
の
こ
ろ
、
藤
原
定
家
と
菅
原
為
長

が
参
内
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
鬼
間
で
和
漢
の
談
話
を
し
て
祗
候
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
天
皇
の
御
前
か
ら
、
蒔
絵
を
施
し
た
硯
箱
の
蓋
に

菊
を
下
絵
に
描
い
た
檀
紙
を
敷
い
て
、
菊
花
を
一
枝
入
れ
て
、
「
両
人
（
こ
れ
を
）
見
て
（
詩
歌
を
）
進
上
せ
よ
」
と
い
う
企
図
で
、
（
順

徳
天
皇
女
房
）
兵
衛
内
侍
に
（
菊
花
を
入
れ
た
硯
箱
の
蓋
を
）
を
持
た
せ
て
（
鬼
間
に
）
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
定
家
卿
は
走
り
去
っ
て
逃

げ
て
し
ま
っ
た
。
（
一
方
で
）
為
長
卿
は
詩
を
作
っ
て
進
上
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
い
へ
ん
趣
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詩
に

つ
い
て
は
探
し
て
書
き
記
そ
う
。
定
家
卿
が
お
逃
げ
に
な
っ
た
の
も
、
き
っ
と
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
知
り
た
い
こ
と
だ
―
―
と
い

う
内
容
の
短
い
説
話
で
あ
る
。

　

一
応
は
和
歌
（
及
び
漢
詩
）
に
関
わ
る
説
話
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
和
歌
」
部
（
あ
る
い
は
漢
詩
に
関
わ
る
「
文
学
」
部
）
で
は
な

く
「
草
木
」
部
の
説
話
で
あ
り
、
詩
歌
関
連
の
説
話
と
し
て
は
一
見
し
て
特
筆
す
べ
き
内
容
は
な
い
（
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
草
木
」
で
あ

る
「
菊
」
が
話
題
に
上
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
草
木
説
話
と
し
て
も
ど
こ
ま
で
特
筆
す
べ
き
も
の
な
の
か
も
疑
問
で
あ
る
）
。
そ
の
た
め
、

こ
の
説
話
は
和
歌
文
学
研
究
の
視
座
か
ら
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
。
む
し
ろ
話
題
の
中
心
は
定
家
で
は
な
く
、
み
ご
と
に
漢
詩
を

詠
み
お
お
せ
た
菅
原
為
長
に
方
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
事
情
も
あ
っ
て
か
、
当
該
説
話
は
為
長
の
能
力
の
高
さ
を
示
す
逸

話
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
く( 5

(

、
定
家
側
か
ら
言
え
ば
、
和
歌
を
詠
め
ず
に
逃
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
不
名
誉
な
逸
話
と
し
て
捉
え

ら
れ
が
ち
な
説
話
な
の
で
あ
る( 6

(

。

　

確
か
に
「
和
歌
を
詠
ま
ず
逐
電
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
結
果
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
定
家
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
内
容
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
説
話
の
語
り
口
が
和
歌
を
詠
め
な
か
っ
た
定
家
を
貶
め
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
点
に
は
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留
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
何
よ
り
も
定
家
が
和
歌
を
詠
ま
ず
に
逃
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
説
話
の
語
り
手
が
「
さ
だ
め
て
や
う
あ
る
ら
ん
、

ゆ
か
し
く
こ
そ
」
と
評
し
て
い
る
こ
と
は
等
閑
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
評
語
は
、
編
者
が
お
そ
ら
く
は
和
歌
的
興
味
で
こ
の

説
話
を
採
集
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
和
歌
を
詠
ま
ず
に
逃
げ
た
こ
と
の
背
景
に
、
定
家
の
和
歌
に
関
す
る
見
識
（
い
わ
ば

「
歌
学
知
」
）
が
あ
る
と
編
者
は
想
定
し
、
そ
の
「
歌
学
知
」
を
知
り
た
い
と
考
え
て
い
る
も
の
と
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
。
勿
論
、
仮
に

そ
の
よ
う
な
読
み
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
編
者
が
知
り
た
い
と
す
る
「
歌
学
知
」
は
説
話
に
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
他
出
資
料
も
な

く
、
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
「
歌
学
知
」
が
本
当
に
存
在
す
る
の
か
も
定
か
で
は
な
い
）
。
た
だ
し
、
そ
れ

を
検
討
す
る
こ
と
が
全
く
不
可
能
な
訳
で
は
な
い
。
説
話
に
記
さ
れ
た
状
況
を
手
掛
か
り
と
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
推
測
を
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
以
下
、
説
話
内
容
の
具
体
的
考
察
を
行
う
こ
と
で
、
説
話
の
背
景
に
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
「
歌
学
知
」
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

二
、
当
該
説
話
の
具
体
的
状
況

　

説
話
の
具
体
的
な
考
察
を
始
め
る
前
に
、
ま
ず
こ
の
説
話
で
語
ら
れ
て
い
る
出
来
事
が
実
際
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
考
え
る
べ
き
は
、
こ
の
説
話
を
著
述
す
る
に
当
た
っ
て
依
拠
し
た
資
料
が
ど
う
い
っ
た
性
格
の
も
の
な
の
か
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
両
説
話
に
お
い
て
定
家
が
ど
の
よ
う
な
呼
称
で
表
示
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
が
手
掛
か
り
と
な

り
そ
う
で
あ
る
。

　

第
六
六
二
話
は
「
冷
泉
中
将
定
家
朝
臣
」
、
第
六
六
三
話
は
「
侍
従
宰
相
定
家
」
と
な
っ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
定
家
の
極
位
官
は
正

二
位
・
権
中
納
言
で
あ
る
。
『
古
今
著
聞
集
』
は
定
家
没
後
の
成
立
で
あ
る
の
で
、
定
家
に
つ
い
て
は
そ
の
極
官
に
よ
る
呼
称
、
例
え
ば
「
京
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極
黄
門
」
や
「
前
権
中
納
言
」
と
い
っ
た
呼
称
で
表
記
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
自
然
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
両
説
話
と
も
極
官
で
は
な
く
説
話
年
代
当
時
の
官
職
に
基
づ
く
呼
称
で
表
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る( 7

(

。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
、
こ
の
両
説
話
が
同
時
代
に
書
か
れ
た
文
献
資
料
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
た
説
話
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
実
際
の
出
来
事
を
記
し
て
い
る
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
類
話
も
な
く
、
他
資
料

に
は
見
え
な
い
逸
話
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
話
は
広
く
流
布
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
よ
う
な
逸
話
が
文
字
資
料
と
し

て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
書
き
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
伝
承
の
類
で
は
な
く
、
事
実
に
基
づ
く
記
録
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
第
六
六
二
・
六
六
三
話
は
本
稿
の
冒
頭
で
引
い
た
跋
文
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
た
し
か
な
る
こ
と
」
に

相
当
す
る
説
話
で
あ
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
定
家
の
呼
称
が
説
話
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
時
の
そ
れ
を
反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
第
六
六
三
話
の
出
来
事
の
年
代
は

特
定
可
能
で
あ
る
。
「
順
徳
院
」
こ
そ
さ
す
が
に
後
の
諡
号
で
呼
ば
れ
て
は
い
る
が
、
為
長
に
関
し
て
は
定
家
同
様
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
官

職
で
呼
ば
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
定
家
が
侍
従
宰
相
か
つ
為
長
が
大
蔵
卿
で
あ
っ
た
時
期
の
説
話
に
な
る
。
定
家

が
侍
従
宰
相
で
あ
っ
た
の
は
、
建
保
二
（
一
二
一
四
）
年
二
月
一
一
日
か
ら
建
保
四
（
一
二
一
六
）
年
三
月
二
八
日
の
間
で
、
為
長
の
任

大
蔵
卿
が
建
保
三
（
一
二
一
五
）
年
四
月
一
一
日
な
の
で
、
建
保
三
（
一
二
一
五
）
年
の
十
月
の
頃
の
出
来
事
と
推
定
で
き
る( 8

(

。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
説
話
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
の
は
順
徳
天
皇
在
位
期
間
中
で
あ
る
こ
と
は
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
順
徳
天

皇
が
和
歌
活
動
を
積
極
的
に
行
い
、
内
裏
歌
壇
が
形
成
さ
れ
、
活
発
に
和
歌
関
連
の
催
し
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
和
歌
史
上
周
知
の

こ
と
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
説
話
が
建
保
三
年
十
月
の
出
来
事
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
、
具
体
的
な
催
し
を
挙
げ
る
な
ら
ば
『
内
裏
名

所
百
首
』
の
成
立
と
ほ
ぼ
同
時
期
と
な
る( 9

(

。
こ
の
時
期
、
定
家
は
順
徳
天
皇
歌
壇
で
指
導
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
も
有
名
で
あ
る
。

　

一
方
で
順
徳
天
皇
は
漢
詩
文
も
愛
好
し
て
い
た
。
唐
沢
正
実
氏
は
順
徳
天
皇
内
裏
で
の
詩
文
関
係
の
催
し
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る((0

(

。
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そ
れ
に
よ
れ
ば
、
知
ら
れ
る
だ
け
で
も
二
二
件
の
催
し
が
確
認
で
き
る
と
い
う
。
そ
の
二
二
件
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
通
り
。

　
　

①
建
暦
二
年
三
月
十
三
日
庚
申
詩
歌
会
・
当
座
歌
会

　
　

②
建
暦
二
年
五
月
十
一
日
内
裏
詩
歌
合

　
　

③
建
暦
二
年
六
月
頃
内
裏
当
座
詩
歌
合

　
　

④
建
暦
二
年
八
月
頃
内
裏
当
座
詩
歌
合

　
　

⑤
建
暦
二
年
九
月
十
三
日
内
裏
詩
歌
合

　
　

⑥
建
暦
二
年
十
一
月
頃
内
裏
当
座
詩
歌
合

　
　

⑦
建
暦
二
年
十
二
月
二
十
六
日
御
書
所
作
文

　
　

⑧
建
保
元
年
正
月
十
日
内
裏
作
文
・
和
歌
会

　
　

⑨
建
保
元
年
二
月
二
十
六
日
内
裏
詩
歌
合

　
　

⑩
建
保
二
年
二
月
三
日
内
裏
詩
歌
合

　
　

⑪
建
保
三
年
正
月
六
日
殿
上
作
文
・
和
歌
合

　
　

⑫
建
保
四
年
正
月
十
九
日
内
裏
詩
歌
会

　
　

⑬
建
保
四
年
三
月
十
五
日
内
裏
北
野
宮
詩
歌
合

　
　

⑭
建
保
四
年
十
月
三
十
日
内
裏
作
文
会

　
　

⑮
建
保
四
年
十
二
月
八
日
中
殿
作
文
御
会

　
　

⑯
建
保
五
年
十
月
十
日
内
裏
作
文
会

　
　

⑰
建
保
六
年
七
月
以
前
内
裏
作
文
会
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⑱
建
保
六
年
九
月
二
十
五
日
内
裏
当
座
詩
歌
合

　
　

⑲
承
久
二
年
七
月
七
日
内
裏
七
夕
詩
歌
管
絃
御
会

　
　

⑳
承
久
二
年
七
月
三
十
日
御
書
所
作
文

　
　

㉑
承
久
二
年
八
月
二
日
御
書
所
作
文

　
　

㉒
承
久
二
年
八
月
十
五
日
大
炊
殿
詩
歌
会

　
　
　
　
　
　
　

＊
為
長
参
加
（
判
明
分
）
…
⑨
⑩
⑫
⑭
⑮
⑯
⑰
㉒　
　

定
家
参
加
（
判
明
分
）
…
②
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩

　

唐
沢
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
催
し
の
開
催
は
建
暦
二
年
か
ら
建
保
元
年
と
建
保
四
年
以
降
に
集
中
し
て
お
り
、
順
徳
天
皇
の
漢
詩
に
対

す
る
関
心
の
高
さ
は
時
期
に
よ
り
差
が
あ
る
よ
う
で
は
あ
る
も
の
の
、
大
き
な
目
で
見
れ
ば
、
「
順
徳
天
皇
は
漢
詩
に
つ
い
て
高
い
関
心

が
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
出
来
よ
う
。
そ
し
て
当
代
を
代
表
す
る
儒
者
で
あ
る
菅
原
為
長
は
順
徳
天
皇
の
侍
読
で
あ
り
、
そ
の
漢
詩
面

で
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

先
に
掲
げ
た
一
覧
を
み
れ
ば
詩
歌
会
・
詩
歌
合
と
い
う
和
歌
・
漢
詩
文
の
両
面
に
関
わ
る
イ
ベ
ン
ト
の
催
行
も
目
立
ち
、
定
家
・
為
長

は
そ
れ
ら
の
会
に
関
与
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
指
導
的
立
場
で
の
参
与
で
あ
ろ
う
。

　

ま
と
め
る
と
、
順
徳
天
皇
は
和
歌
・
漢
詩
の
両
面
に
高
い
関
心
を
有
し
て
お
り
、
定
家
・
為
長
は
和
歌
・
漢
詩
の
そ
れ
ぞ
れ
指
導
的
立

場
に
あ
っ
た
人
物
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
両
名
が
、
順
徳
天
皇
内
裏
の
鬼
間
で
「
や
ま
と
・
か
ら
の
物
語
」
を
し
て
い
た
、
と
い
う
の
は
、

単
な
る
雑
談
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

鬼
間
と
は
清
涼
殿
の
西
庇
南
端
二
間
で
、
東
に
母
屋
（
身
舎
）
、
北
に
台
盤
所
の
接
す
る
部
屋
で
あ
る
（
図
参
照
、
図
は
『
角
川
古
語

大
辞
典
』
よ
り
転
載
、
『
禁
秘
抄
』
に
「
二
間
格
子
也
。
南
間
常
不
上
。
有
覆
簾
。
巻
之
。
其
内
南
北
行
立
御
厨
子
。
置
御
膳
具
。
南
壁

白
沢
王
切
鬼
絵
。
櫛
形
者
北
障
子
際
柱
夾
有
二
」
と
あ
る
）
。
『
国
史
大
事
典
』
「
鬼
間
」
項
に
も
言
及
が
あ
る
通
り
、
こ
の
説
話
と
同
じ
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〈図〉

閑
院
内
裏
の
出
来
事
と
し
て
、
『
平
戸
記
』
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
二
月
十
日
条
に
、
鬼
間
で
公
卿
が
議
定
を
行
い
、
天
皇
は
台
盤
所

で
こ
れ
を
聞
い
て
い
た
と
い
う
記
事
が
あ
る(((

(

。
当
該
説
話
の
流
れ
を
考
え
る
と
、
天
皇
の
所
在
位
置
は
は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
て
は
い
な

い
が
、
定
家
と
為
長
に
よ
る
談
話
を
聞
い
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
形
式
的
に
は
、
天
皇
に
直
接
話
し
て
い
る
訳
で
は
な

く
、
例
え
ば
女
房
な
ど
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
体
裁
を
と
り
、
あ
く
ま
で
天
皇
は
聞
き
耳
を
立
て
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
順
徳
天
皇
の
詩
歌
愛
好
を
考
慮
す
れ
ば
、
天
皇
が
聞
い
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
両
人
は
「
や
ま
と
・
か
ら
の

物
語
」
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
の
説
話
は
、
天
皇
に
対
し
て
、
和
歌
に
対
す
る
知
識
を

定
家
が
、
漢
詩
に
関
す
る
知
識
を
為
長
が
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
い
た
場
面
で
起
こ
っ
た
出
来
事
と
み
る
の
が
、
適
当
な
の
で
は
な
い
か
。

　

と
な
る
と
、
定
家
・
為
長
の
両
名
は
、
ど
の
よ
う
な
歌
学
知
、
詩
学
知
に
つ
い
て
、
天
皇
に
講
義
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
説

話
の
関
連
資
料
が
な
い
た
め
そ
の
全
体
像
を
突
き
止
め
る
の
は
不
可
能
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
以
下
、
説
話
の
記
述
か
ら
、
可
能
な
限
り
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具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。

三
、
「
や
ま
と
・
か
ら
の
物
語
」
の
具
体
的
内
容
を
探
る

　

こ
の
説
話
に
お
い
て
、
「
や
ま
と
・
か
ら
の
物
語
」
を
聞
い
て
い
た
天
皇
は
、
女
房
に
菊
を
持
た
せ
て
、
和
歌
・
漢
詩
を
詠
ま
せ
よ
う

と
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
の
話
題
の
中
心
に
「
菊
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　

改
め
て
言
う
ま
で
も
無
く
、
菊
は
和
歌
・
漢
詩
双
方
に
お
い
て
詠
ま
れ
る
素
材
で
あ
る(((

(

。
そ
れ
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
レ
ク
チ
ャ
ー

す
る
、
と
い
う
の
は
い
か
に
も
あ
り
そ
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
説
話
は
「
順
徳
院
の
御
時
の
十
月
の
比
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
「
十
月
」
と
月
ま
で
記
し
て
あ
る
の
も
無
視
す
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
こ
の
説
話
の
も
と
に
な
っ
た
資
料
に
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
や
ま
と
・
か
ら
の
物
語
」

の
具
体
的
内
容
は
、
「
十
月
」
の
「
菊
」
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
通
り
「
菊
」
は
秋

の
花
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
「
十
月
」
は
秋
で
は
な
く
「
冬
」
に
当
た
る
。
「
冬
の
菊
」
が
ど
の
よ
う
な
詠
ま
れ
方
を
す
る
の
か
、
と
い

う
知
識
は
、
話
題
に
な
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
和
歌
に
お
い
て
菊
は
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
素
材
か
。
勅
撰
集
か
ら
数
例
の
和
歌
を
挙
げ
る
。

お
な
じ
御
時
せ
ら
れ
け
る
き
く
あ
は
せ
に
、
す
は
ま
を
つ
く
り
て
菊
の
花
う
ゑ
た
り
け
る
に
く
は
へ
た
り
け
る
う
た
、
ふ
き
あ

げ
の
は
ま
の
か
た
に
き
く
う
ゑ
た
り
け
る
に
よ
め
る　

す
が
は
ら
の
朝
臣

　
　

秋
風
の
吹
き
あ
げ
に
た
て
る
白
菊
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
浪
の
よ
す
る
か　
　

（
古
今
集
・
秋
下
・
二
七
二
）
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菊
の
花
の
も
と
に
て
人
の
人
ま
て
る
か
た
を
よ
め
る　

と
も
の
り

　
　

花
見
つ
つ
人
ま
つ
時
は
し
ろ
た
へ
の
袖
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る　

（
古
今
集
・
秋
下
・
二
七
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
義
忠
朝
臣

　
　

む
ら
さ
き
に
や
し
ほ
そ
め
た
る
き
く
の
は
な
う
つ
ろ
ふ
い
ろ
と
た
れ
か
い
ひ
け
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
後
拾
遺
集
・
秋
下
・
三
五
〇
）

　
　
　
　

永
承
四
年
内
裏
歌
合
に
残
菊
を
よ
め
る　
　
　
　
　
　

中
納
言
資
綱

　
　

む
ら
さ
き
に
う
つ
ろ
ひ
に
し
を
お
く
し
も
の
な
ほ
し
ら
ぎ
く
と
み
す
る
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
後
拾
遺
集
・
秋
下
三
五
八
）

　

そ
の
色
に
着
目
す
る
と
、
和
歌
に
詠
ま
れ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
白
菊
で
、
そ
れ
が
重
陽
を
過
ぎ
て
「
残
菊
」
に
な
る
と
、
霜
に
よ
っ
て
色

が
紫
に
移
ろ
う
（
「
移
菊
」
）
、
と
い
う
詠
ま
れ
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
端
的
に
窺
え
よ
う((3

(

。
菊
の
色
と
な
れ
ば
「
黄
色
」
も
想
定
さ
れ

る
け
れ
ど
も
、
和
歌
に
お
い
て
黄
色
の
菊
と
い
う
の
も
は
基
本
的
に
問
題
に
は
さ
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
「
黄
（
き
）
」
と
い
う
言
葉
は
「
和

語
」
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
和
歌
に
詠
ま
れ
る
「
雅
語
」
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
黄
色
の
菊
は
読
み
づ
ら
い
も
の
で
あ
っ
た
も
の

と
想
定
さ
れ
る
。
勿
論
、
色
を
明
示
せ
ず
に
和
歌
に
菊
が
詠
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
詠
ま
れ
て
い
る
菊
が
黄
菊
で
あ
る
と
い
う
可
能
性

は
否
定
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
和
歌
に
お
い
て
菊
の
「
黄
」
と
い
う
属
性
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
無
い
の
で
あ
る
。
た
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と
え
仮
に
眼
前
の
黄
な
る
菊
を
詠
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
の
「
黄
色
で
あ
る
こ
と
」
は
「
菊
」
の
和
歌
的
「
本
意
」
で
は
な
い
た
め
、
和
歌

で
そ
の
色
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
で
な
い
限
り
無
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

猶
、
黄
色
の
菊
の
別
称
と
さ
れ
る
「
そ
が
ぎ
く
」
と
い
う
語
は
和
歌
に
詠
ま
れ
は
す
る
も
の
の
、
実
は
俊
成
・
定
家
ら
の
御
子
左
家
の

歌
学
に
関
す
る
問
題
を
孕
ん
で
い
る(((

(

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
触
れ
る
。

　

こ
の
説
話
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
年
次
の
直
前
に
成
立
し
て
い
る
勅
撰
集
が
『
新
古
今
和
歌
集
』
で
あ
る
。
実
は
こ
の
『
新
古
今
和
歌

集
』
は
勅
撰
集
に
お
け
る
「
菊
」
と
い
う
素
材
の
扱
わ
れ
方
の
、
一
つ
の
画
期
と
な
っ
て
い
る
。
『
新
古
今
集
』
は
秋
部
に
三
首
、
冬
部

に
三
首
の
菊
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

五
十
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
、
菊
籬
月
と
い
へ
る
心
を　
　
　
　

宮
内
卿

　
　

し
も
を
待
つ
籬
の
菊
の
よ
ひ
の
ま
に
お
き
ま
よ
ふ
い
ろ
は
山
の
は
の
月
（
秋
下
・
五
〇
七
）

　
　
　
　

鳥
羽
院
御
時
、
内
裏
よ
り
き
く
を
め
し
け
る
に
、
た
て
ま
つ
る
と
て
、
む
す
び
つ
け
侍
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
園
左
大
臣
室

　
　

九
重
に
う
つ
ろ
ひ
ぬ
と
も
菊
の
花
も
と
の
ま
が
き
を
思
ひ
わ
す
る
な
（
秋
下
・
五
〇
八
）

　
　
　
　

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
中
納
言
定
頼

　
　

い
ま
よ
り
は
又
さ
く
花
も
な
き
も
の
を
い
た
く
な
お
き
そ
菊
の
上
の
露
（
秋
下
・
五
〇
九
）

　
　
　
　

う
へ
の
を
の
こ
ど
も
、
菊
あ
は
せ
し
侍
り
け
る
つ
い
で
に　
　
　

延
喜
御
歌

　
　

し
ぐ
れ
つ
つ
か
れ
行
く
野
辺
の
花
な
れ
ば
霜
の
ま
が
き
に
に
ほ
ふ
色
か
な
（
冬
・
六
二
一
）

　
　
　
　

延
喜
十
四
年
、
尚
侍
藤
原
満
子
に
菊
宴
た
ま
は
せ
け
る
時　
　
　

中
納
言
兼
輔

　
　

菊
の
花
手
を
り
て
は
見
じ
は
つ
霜
の
お
き
な
が
ら
こ
そ
色
ま
さ
り
け
れ
（
冬
・
六
二
二
）
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お
な
じ
御
時
、
大
井
河
に
行
幸
侍
り
け
る
日　
　
　
　
　
　
　
　

坂
上
是
則

　
　

か
げ
さ
へ
に
い
ま
は
と
菊
の
う
つ
ろ
ふ
は
浪
の
そ
こ
に
も
霜
や
お
く
ら
む
（
冬
・
六
二
三
）

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
徳
植
俊
之
氏
の
論
考
に
詳
し
い((5

(

。
『
新
古
今
集
』
に
お
い
て
秋
の
部
に
収
め
ら
れ
る
の
は
い
ず
れ
も
「
移
ろ
う
」
前

の
菊
、
即
ち
白
菊
で
あ
り
、
冬
の
部
に
入
集
す
る
の
は
い
ず
れ
も
、
「
移
ろ
っ
た
」
後
の
菊
、
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
新

古
今
集
』
か
ら
新
た
に
起
こ
っ
た
傾
向
で
あ
り
、
『
千
載
集
』
ま
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
傾
向
で
あ
る
。
『
千
載
集
』
ま
で
は
白
菊
も
紫
に

移
ろ
っ
た
菊
も
、
秋
の
部
に
入
集
し
て
い
た
。
対
し
て
、
『
新
古
今
集
』
で
は
、
「
秋
の
菊
＝
九
月
の
菊
」
と
、
「
冬
の
菊
＝
十
月
の
菊
」

と
の
違
い
は
、
そ
の
色
の
状
態
に
よ
る
の
で
あ
る
。
色
の
状
態
が
秋
と
冬
と
を
分
か
つ
と
い
う
分
類
方
法
は
、
『
新
古
今
集
』
時
代
に
成

立
し
た
ば
か
り
の
歌
学
知
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
十
月
の
菊
」
と
い
う
も
の
が
話
題
に
上
っ
た
と
き
に
、
『
新
古
今
集
』
の
撰

者
の
一
人
で
あ
っ
た
定
家
が
こ
の
知
識
を
意
識
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　

猶
、
和
歌
に
詠
ま
れ
る
菊
の
和
歌
的
本
意
に
つ
い
て
述
べ
る
歌
学
書
と
し
て
、
『
和
歌
無
底
抄
』
が
挙
げ
ら
れ
る((6

(

。

此
題
の
歌
は
つ
ね
に
は
籬
に
よ
め
り
。
「
そ
が
ぎ
く
」
と
も
あ
り
。
一
に
は
黄
な
る
草
を
い
ふ
べ
し
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
承
和
天
皇
な
に

事
も
み
な
黄
な
る
色
を
愛
し
給
へ
り
。
是
に
よ
り
て
承
和
の
菊
と
い
は
ん
と
に
や
侍
ら
ん
、
「
そ
が
菊
」
と
よ
め
り
。
一
は
山
家
、

若
は
山
路
の
そ
ば
な
ど
に
さ
け
る
を
ば
、
「
そ
ば
菊
」
と
は
申
す
な
り
。
「
白
菊
」
と
云
は
九
月
ば
か
り
の
詞
、
「
う
つ
ろ
ふ
」
と
い

ふ
は
十
月
に
黄
色
に
り
ん
に
い
る
名
也
。
紫
色
是
也
。
此
紅
は
あ
か
き
色
に
く
ろ
き
を
入
、
秋
の
色
は
赤
紅
、
冬
の
色
は
く
ろ
し
。

五
行
に
向
に
、
秋
の
冬
に
う
つ
る
色
を
紅
に
と
云
ふ
べ
し
。
戌
亥
の
角
の
色
也
。
尤
お
も
ひ
わ
か
つ
べ
し
。
し
か
る
に
顕
季
卿
歌
に
、

　
　
　
　

う
す
く
こ
く
う
つ
ろ
ふ
菊
も
お
く
つ
ゆ
も
ひ
と
い
ろ
な
ら
ぬ
た
ま
か
と
ぞ
み
る
（
堀
河
百
首
）

此
「
う
つ
ろ
ふ
」
い
か
が
。
答
云
、
白
菊
も
黄
菊
も
と
も
に
あ
か
く
色
づ
く
を
い
へ
り
。
正
説
に
は
あ
ら
ず
。
九
月
の
中
に
す
べ
き

題
也
。
う
つ
ろ
ふ
事
は
、
す
こ
し
さ
き
だ
ち
て
き
こ
ゆ
る
な
る
べ
し
。
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『
和
歌
無
底
抄
』
は
鎌
倉
時
代
後
期
頃
の
成
立
と
さ
れ
、『
古
今
著
聞
集
』
よ
り
も
少
し
後
の
成
立
の
歌
学
書
で
あ
り
、
傍
線
部
の
中
「
黄

色
に
り
ん
に
い
る
」
の
文
意
が
判
然
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
九
月
が
白
菊
、
十
月
が
移
ろ
う
た
色
の
菊
、
と
い
う
歌
学
知
が
成
立
し
、
歌

学
書
に
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
や
は
り
「
菊
」
の
詠
法
に
関
わ
る
歌
学
知
に
お
い
て
は
そ
の
「
色
」

が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
う
し
た
知
識
が
授
受
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
う
考
え
る
と
こ
の
説
話
で
定
家
が
順
徳
天
皇
に
講
じ
て
い
た
歌
学
知
と
い
う
の
は
、
和
歌
に
詠
ま
れ
る
菊
の
色
に
関
す
る
歌
学
知
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
九
月
の
菊
は
白
菊
で
あ
り
、
十
月
の
菊
は
紫
に
変
色
し
た
「
移
菊
」
が
詠
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
、

菊
を
め
ぐ
る
、
季
節
と
色
に
関
す
る
歌
学
知
が
、
定
家
・
為
長
に
よ
る
「
や
ま
と
・
か
ら
の
物
語
」
の
中
に
出
て
き
た
可
能
性
は
高
い
の

で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
同
席
し
て
い
た
為
長
も
菊
に
関
す
る
漢
詩
の
知
識
を
講
じ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
の
が
必
然
で
あ
る
。
漢
詩
に
お
け
る
菊
の
詠

ま
れ
方
に
関
し
て
、
「
色
」
に
着
目
す
る
と
、
明
ら
か
に
和
歌
と
は
異
な
る
傾
向
を
見
い
だ
せ
る
。
当
該
説
話
の
登
場
人
物
で
あ
る
為
長

撰
に
よ
る
詩
文
作
成
の
た
め
の
語
彙
集
で
あ
る
『
文
鳳
抄
』
（
草
樹
部
）
に
菊
の
項
目
が
存
す
る((7

(

。
以
下
に
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　

菊

　
　

芬
々
郁

　々
　

芬
芳　
　

郁
烈　
　

酷
烈

　
　

雪　
　

霜　
　

星　
　

金　
　

紫　
　

黄　
　

色　
　

艶　
　

粧　
　

籬　
　

岸　
　

潭　
　

芳

　
　

薫　
　

白　
　

気　
　

皆
以
一
字
、
有
菊
意
。　

似
星
似
雪　

似
霜

似
金　
　

　
　

黄
花
紫
艶　

粉
粧　

金
精　

玉
蘂　

玉
英

　
　
　

秋
西
方
、
金
位
。
菊
金
精
。
其
花
黄
。
故
九
月
九
日
花
開
泛
酒
。

　
　

（
後
略
）
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残
菊

　
　

寒
艶
晩
粧　

　

晩
艶
餘
芳　

　

秋
後
色
雪
中
粧　

　

一
叢
悴
餘
艶
芳　

　

重
陽
早
過
微
雪
猶
薫

　

こ
こ
に
は
「
紫
」
「
黄
」
「
白
」
の
一
字
で
菊
の
意
を
表
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
知
見
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
和
歌
の
よ
う
に
、

色
の
状
態
に
よ
っ
て
秋
と
冬
と
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
認
識
は
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
和
歌
と
の
大
き
な
違
い
と
し
て
は
、

「
黄
色
」
の
菊
も
普
通
に
詠
ま
れ
る
、
む
し
ろ
菊
の
最
も
一
般
的
な
色
が
黄
色
で
あ
る
と
い
っ
た
認
識
が
見
て
取
れ
る
。
「
残
菊
」
の
詠
ま

れ
方
も
、
紫
に
変
色
し
た
「
移
ろ
う
色
」
が
特
徴
的
に
問
題
に
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
時
の
定
家
・
為
長
の
談
義
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
、
和
歌
・
漢
詩
に
お
け
る
菊
の
詠
ま
れ
方
、
と
り

わ
け
「
十
月
の
菊
」
の
詠
ま
れ
方
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
く
な
る
。
と
な
れ
ば
当
然
そ
の
差
異
は
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま

い
。

　

つ
ま
り
、
結
論
と
し
て
、
こ
の
説
話
の
中
で
定
家
・
為
長
が
順
徳
天
皇
に
講
義
し
て
い
た
内
容
と
い
う
の
は
、
和
歌
・
漢
詩
に
お
け
る
、

菊
の
詠
ま
れ
方
、
特
に
冬
の
菊
の
詠
ま
れ
方
、
さ
ら
に
和
歌
と
漢
詩
と
で
の
詠
ま
れ
方
の
傾
向
の
違
い
、
と
い
っ
た
あ
た
り
に
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
詠
ま
れ
る
「
色
」
の
違
い
あ
た
り
が
話
題
の
中
心
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

勿
論
「
こ
の
仮
説
が
正
し
け
れ
ば
」
と
い
う
条
件
付
き
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
和
歌
・
漢
詩
の
両
面
に
高
い
関
心
を
有
し
て
い
た
順
徳

天
皇
の
時
代
、
そ
の
中
で
素
材
・
景
物
の
詠
ま
れ
方
の
和
歌
と
漢
詩
と
の
差
異
に
も
光
が
当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
説
話
は
示
唆

し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
。
歌
学
書
な
ど
を
見
る
に
、
和
歌
の
本
説
と
な
る
漢
詩
文
が
「
歌
学
知
」
と
し
て
記
述
さ
れ

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
詠
ま
れ
方
の
差
異
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
話
題
に
は
上
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
詩
歌
会
・
詩
歌
合
が

盛
行
し
た
こ
の
順
徳
期
に
は
、
そ
の
よ
う
な
歌
学
知
が
講
義
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
歌
学
書
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
歌
学
知
の
史
的
展
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開
の
一
面
を
示
す
説
話
と
し
て
、
こ
の
何
気
な
い
説
話
を
読
む
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

四
、
定
家
が
逃
げ
た
理
由

　

こ
こ
ま
で
考
察
を
行
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
実
証
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
推
測
」
及
び
「
仮
説
」
の
域
に
留
ま
る

も
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
記
述
が
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
記
手
自
体
も
説
話
の
も
と
に
な
っ
た
史
実
の
詳
細
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
わ
か
っ

て
い
た
訳
で
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
た
め
、
結
局
の
と
こ
ろ
今
ま
で
の
推
測
の
上
に
さ
ら
に
推
測
を
重
ね
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
説

話
の
編
者
が
知
り
た
が
っ
て
い
た
「
定
家
が
和
歌
を
詠
ま
ず
に
逃
げ
て
し
ま
っ
た
理
由
」
に
つ
い
て
も
仮
説
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
そ

も
そ
も
こ
の
説
話
は
、
「
定
家
ほ
ど
の
歌
人
が
詠
め
な
か
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
漢
詩
を
即
興
で
詠
み
得
た
為
長
の
優
れ
て
い
る
こ
と
」

を
強
調
す
る
説
話
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
は
あ
る
が
、
い
く
ら
な
ん
で
も
、
定
家
が
即
興
で
菊
の
歌
を
詠
め
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
十
月
の
菊
に
関
し
て
は
、
漢
詩
と
和
歌
と
で
詠
み
方
に
相
違
が
あ
っ
た
。
と
な
れ
ば
、
や
は
り
、
こ
こ
で

漢
詩
と
和
歌
と
で
要
求
さ
れ
る
ハ
ー
ド
ル
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
無
視
で
き
な
い
の
が
、
順
徳
天
皇
が
差
し
出
し
た
菊
の
色
は
何
色
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
仮
に
紫
色
の
菊
で
あ
っ
た
場
合
、
通
常
の
「
移
菊
」
を
詠
め
ば
良
い
訳
だ
か
ら
、
天
皇
が
寄
越
し
た
菊

は
紫
色
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
白
菊
で
あ
っ
た
場
合
は
、
「
十
月
に
な
っ
て
も
ま
だ
移
ろ
わ
な
い
菊
」
を
詠
め
ば
良
い

の
で
、
白
菊
で
も
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

そ
こ
で
そ
の
色
が
黄
色
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
和
歌
・
漢
詩
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う

か
。
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漢
詩
な
ら
ば
、
黄
色
の
菊
は
問
題
な
く
か
な
り
自
由
に
詠
む
こ
と
が
出
来
る
。
一
方
で
和
歌
の
場
合
、
「
十
月
に
は
白
菊
が
紫
色
に
移

ろ
う
」
と
い
う
冬
の
菊
の
和
歌
的
本
意
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
黄
色
の
菊
」
と
い
う
和
歌
で
は
本
来
な
ら
ば
問
題
に
な
ら
な
い
も
の
を
詠

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
二
重
の
ハ
ー
ド
ル
が
あ
り
、
明
ら
か
に
和
歌
と
漢
詩
と
で
難
易
度
に
差
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
先
ほ
ど
少
し
触
れ
た
が
、
菊
に
関
す
る
難
義
語
で
、
当
時
の
歌
学
で
問
題
に
な
っ
て
い
た
語
に
「
そ
が
ぎ
く
」
と
い
う
語
が

あ
る
。
次
の
『
拾
遺
集
』
所
収
歌
に
見
え
る
語
で
あ
る
。

　
　

か
の
見
ゆ
る
池
辺
に
た
て
る
そ
が
ぎ
く
の
し
げ
み
さ
え
だ
の
色
の
て
こ
ら
さ

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
雑
秋
・
一
一
二
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　

こ
の
「
そ
が
ぎ
く
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
院
政
期
の
歌
学
に
お
い
て
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
。
様
々
な
説
が
打
ち
出
さ
れ

た
が
、
そ
の
中
で
、
「
「
そ
が
ぎ
く
」
は
「
承
和(

ソ
ガ(

菊
」
で
あ
り((8

(

、
承
和
帝
即
ち
仁
明
天
皇
が
黄
色
を
好
ん
だ
こ
と
か
ら
、
黄
色
の

菊
の
こ
と
を
指
す
」
と
い
う
有
力
な
説
が
現
れ
た
。
六
条
藤
家
が
取
る
説
で
あ
る
。

「
そ
が
き
く
」
は
黄
菊
な
り
。
承
和
の
み
か
ど
は
よ
ろ
づ
の
物
き
な
る
色
を
め
で
た
ま
ひ
て
、
菊
も
黄
な
る
を
愛
し
た
ま
ひ
け
る
也
。

さ
れ
ば
承
和
菊
と
黄
な
る
を
い
ふ
也
。
（
奥
義
抄
）

　

こ
の
説
は
―
―
前
掲
の
『
和
歌
無
底
抄
』
で
も
そ
う
で
あ
る
が
―
―
後
の
非
六
条
藤
家
歌
学
書
に
も
見
え
る
説
で
あ
り
、
有
力
な
説
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
「
黄
菊
」
説
に
つ
い
て
は
現
在
の
辞
典
類
で
「
そ
が
ぎ
く
」
と
い
う
語
を
引
い
た
時
に
も
第

一
に
出
て
く
る
説
と
な
っ
て
い
る((9

(

。
そ
う
い
っ
た
事
情
も
あ
っ
て
、
我
々
は
こ
の
「
黄
菊
」
説
を
定
説
と
し
て
捉
え
が
ち
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
俊
成
・
定
家
ら
は
「
黄
菊
」
説
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
。

●
『
六
百
番
歌
合
』
（
判
者
：
藤
原
俊
成
）

　
　
　
　

十
三
番　

九
月
九
日　

左
持　
　
　
　
　
　
　
　
　

顕
昭
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わ
け
き
つ
る
な
さ
け
の
み
か
は
そ
が
ぎ
く
の
色
も
て
は
や
す
白
た
へ
の
そ
で
（
四
四
五
）

　
　
　
　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
宮
権
大
夫

　
　

な
が
月
の
け
ふ
こ
こ
ぬ
か
と
い
ひ
が
ほ
に
を
り
え
て
見
ゆ
る
し
ら
ぎ
く
の
花
（
四
四
六
）

右
方
申
云
、
そ
が
ぎ
く
其
儀
不
審
。
左
陳
云
、
承
和
菊
な
り
、
承
和
は
好
黄
色
仍
黄
菊
を
云
ふ
な
り
。
右
重
申
云
、
万
葉
集
に
、

「
そ
が
ひ
」
と
い
へ
る
は
お
ひ
す
が
ひ
の
心
な
り
、
さ
れ
ば
き
し
な
ど
に
お
ひ
す
が
ひ
に
さ
き
た
る
を
い
ふ
な
り
。
左
方
申
云
、

右
歌
無
為
無
事
。

判
云
、
左
歌
、
な
さ
け
の
み
か
は
な
ど
も
、
こ
の
歌
に
と
り
て
は
あ
し
か
ら
ざ
る
べ
し
。
そ
が
ぎ
く
、
承
和
の
菊
の
よ
し
は
近

古
よ
り
申
す
事
な
る
べ
し
。
俊
頼
朝
臣
も
、
「
黄
な
る
ひ
と
も
と
き
く
に
て
あ
る
べ
し
」
な
ど
申
し
て
侍
る
め
り
。
又
、
右
方

に
う
た
が
ひ
申
す
、
万
葉
集
に
「
そ
が
ひ
」
と
い
へ
る
事
に
や
と
申
す
も
、
そ
の
い
は
れ
な
き
に
あ
ら
ざ
る
か
。
右
歌
無
為
無

事
と
は
侍
る
を
、
い
ひ
が
ほ
に
な
ど
ぞ
不
可
庶
幾
詞
に
侍
る
べ
き
。
「
そ
が
菊
」
、
又
承
和
の
御
時
の
た
し
か
な
る
証
不
勘
之
間
、

可
難
一
決
け
れ
ば
、
持
な
ど
に
や
。

●
藤
原
俊
成
『
古
来
風
体
抄
』
（
中
世
の
文
学
）

　
　

筑
波
嶺
の
背
向(

そ
が
ひ(

に
見
ゆ
る
葦
穂
山
悪
し
か
る
咎
も
さ
ね
見
え
な
く
に

　
　
　
　

「
そ
が
ひ
」
と
は
、
「
追
ひ
す
が
ひ
」
な
ど
い
ふ
や
う
に
見
ゆ
る
な
り
。
さ
れ
ば
、
か
の
菊
の
歌
に
、

　
　

か
の
見
ゆ
る
岸
辺
に
立
て
る
そ
が
菊
の
し
が
み
小
枝
の
色
の
て
こ
ら
さ

と
い
へ
る
歌
も
、
向
ひ
の
岸
に
、
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
と
よ
め
る
に
や
。
「
承
和
の
帝
の
、
黄
な
る
色
を
好
み
給
ひ
け
れ
ば
、
黄

菊
を
「
承
和
菊
」
と
い
ふ
な
り
」
と
申
事
は
、
い
つ
よ
り
い
ふ
事
に
か
、
お
ぼ
つ
か
な
し
。

●
藤
原
定
家
『
僻
案
抄
』
拾
遺
一
一
二
〇
番
歌
注
（
東
山
御
文
庫
本
）
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此
哥
、
家
々
の
釈
お
な
じ
く
承
和
菊
、
黄
菊
、
ひ
と
も
と
き
く
な
ど
く
は
し
く
か
き
た
め
り
。
そ
も
〳
〵
大
宝
よ
り
こ
の
か
た
聖
代

治
世
に
こ
の
み
た
ま
へ
る
物
お
ほ
か
れ
ど
、
な
ど
天
平
・
延
暦
・
光
仁
と
い
ふ
物
は
な
く
て
、
く
だ
れ
る
世
の
承
和
し
も
菊
の
名
に

は
つ
き
け
る
に
か
。
不
審
あ
る
べ
く
や
。
万
葉
集
に
「
そ
か
」
と
つ
か
へ
る
詞
、
お
な
じ
心
お
ほ
く
み
ゆ
。
「
そ
か
の
む
ら
と
り
」「
そ

か
ひ
に
み
ゆ
る
」
「
竹
そ
か
」
な
ど
、
す
べ
て
お
ひ
す
が
ひ
な
る
こ
と
を
「
そ
か
」
と
い
へ
り
。

　

こ
れ
ら
『
六
百
番
歌
合
』
判
詞
や
『
古
来
風
体
抄
』
『
僻
案
抄
』
あ
た
り
を
見
る
と
、
俊
成
・
定
家
は
そ
の
説
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
確
な
結
論
は
得
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
「
お
ひ
す
が
ひ
」
説
（
岸
な
ど
に
順
々
に
連
な
っ
て
咲

い
て
い
る
菊
を
い
う
）
に
傾
い
て
い
る
と
思
し
い
。

　

「
菊
の
色
」
が
講
釈
の
俎
上
に
上
っ
て
い
た
と
な
る
と
、「
そ
が
ぎ
く
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
定
家
は
言
及
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

そ
う
な
る
と
定
家
は
黄
色
の
菊
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
「
そ
が
ぎ
く
」
と
い
う
詞
を
使
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
黄
色
の
菊
を
詠
む
の
は
い
よ

い
よ
困
難
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
も
し
順
徳
天
皇
が
詠
め
と
い
っ
て
出
し
て
き
た
菊
が
「
黄
色
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
定
家
を
困
ら
せ
る
た
め
に
意
図
的

に
や
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
が
、
定
家
が
逃
げ
た
理
由
も
理
解
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
、
説
話
の
編
者
が
知
り
た
か
っ
た
「
定
家
が
逃
げ
た
理
由
」
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
仮
説
を
提
示
し
て
み
た
次
第
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
説
話
の
記
述
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
説
話
の
背
景
に
存
在
し
て
い
た
歌
学
知
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
さ
ら
に
説
話
の
背
景
に
あ
っ

た
と
思
し
き
歌
学
知
を
糸
口
に
説
話
の
内
容
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
た
。
結
論
と
し
て
、
『
古
今
著
聞
集
』
「
草
木
」
部
第
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六
六
三
話
を
順
徳
天
皇
内
裏
詩
歌
壇
の
一
面
を
語
る
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
て
み
た
。

　

と
は
い
え
結
局
の
と
こ
ろ
、
資
料
が
限
定
的
で
あ
る
た
め
、
推
測
の
上
に
推
測
を
重
ね
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
は
否
め
な
い
。

結
果
と
し
て
恣
意
的
な
読
解
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
広
く
博
雅
の
示
教
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
『
古
今
著
聞
集
』
編
目
の
構
成
は
以
下
の
通
り
。

(
神
祇　

(
釈
教　

3
政
道
忠
臣　

(
公
事　

5
文
学　

6
和
歌　

7
管
絃
歌
舞　

8
能
書　

9
術
道　

(0
孝
行
恩
愛　

((
好
色　

((
武
勇　

(3
弓
矢　

((
馬
藝　

(5
相
撲
強
力　

(6
図
画　

(7
蹴
鞠　

(8
博
奕　

(9
偸
盗　

(0
祝
言　

((
哀
傷　

((
遊
覧　

(3
宿
執　

((
闘
諍　

(5
興
言
利
口　

(6
怪
異　

(7
変
化　

(9
飲
食　

(9
草
木　

30
魚
虫
禽
獣

（
２
）
引
用
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。

（
３
） 

谷
知
子
氏
ほ
か
「
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
「
和
歌
第
六
」
を
読
む
（
(
）
～
（
(
）
」
（
『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』

(7
～
50
、
二
〇
一
二
～
二
〇
一
五
）
な
ど
。

（
４
） 

近
年
で
は
櫻
井
利
佳
氏
「
『
古
今
著
聞
集
』
の
和
歌
説
話　

―
家
隆
・
定
家
説
話
に
み
る
説
話
採
択
の
方
法
―
」
（
『
東
洋
大
学
大
学

院
紀
要
』
((
、
二
〇
〇
五
）
ほ
か
、
櫻
井
利
佳
氏
の
諸
論
に
お
い
て
、
和
歌
説
話
の
分
析
が
行
わ
れ
て
は
い
る
が
、
あ
く
ま
で
説
話

文
学
研
究
（
『
古
今
著
聞
集
』
研
究
）
の
一
環
と
し
て
の
考
察
で
あ
る
。

（
５
） 

例
え
ば
、
志
村
有
弘
氏
「
「
十
訓
抄
」
の
編
者
に
つ
い
て
―
菅
原
為
長
説
再
考
」
（
『
国
文
学
研
究
』
9
、
一
九
七
三
）
は
当
該
説
話

を
以
下
の
如
く
評
価
す
る
。

「
順
徳
院
の
御
時
」
は
、
藤
原
定
家
が
四
十
九
歳
か
ら
五
十
八
歳
の
期
間
で
あ
り
、
も
は
や
若
輩
と
称
す
る
に
は
ほ
ど
遠
い
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時
期
で
あ
る
。
歌
道
に
お
け
る
第
一
人
者
が
そ
の
場
を
逃
げ
出
し
、
為
長
は
作
詩
を
し
た
。
漢
詩
文
に
お
け
る
為
長
の
自
信

と
そ
の
場
の
得
意
さ
が
彷
彿
と
す
る
説
話
で
あ
る
。

ま
た
、
山
崎
誠
氏
「
菅
大
府
卿
為
長
伝
小
考
」
（
『
中
世
学
問
史
の
基
底
と
展
開
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
三
）
に
は
以
下
の
如
き
言

及
が
あ
る
。

古
今
著
聞
集
に
載
せ
る
と
こ
ろ
の
侍
従
宰
相
定
家
と
大
蔵
卿
為
長
が
順
徳
院
に
詩
歌
を
召
さ
れ
、
定
家
が
逐
電
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
有
名
な
譚
は
、
少
し
後
の
事
件
で
あ
る
が
、
為
長
の
生
真
面
目
な
性
格
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
順
徳
帝
の
寵
を
擅

に
し
た
得
意
な
様
子
を
窺
う
に
足
る
逸
話
で
あ
る
。

（
６
）
注
（
３
）
所
掲
櫻
井
氏
論
に
両
説
話
は
以
下
の
ご
と
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

（
７
） 「
冷
泉
中
将
定
家
朝
臣
」
は
承
元
四
年
正
月
時
点
の
定
家
の
呼
称
と
し
て
相
応
し
い
も
の
で
あ
り
、
「
侍
従
宰
相
定
家
卿
」
は
順
徳

天
皇
在
位
中
の
呼
称
で
あ
り
得
る
（
『
公
卿
補
任
』
ほ
か
諸
記
録
参
照
）
。

（
８
） 

こ
の
考
証
は
注
（
3
）
櫻
井
氏
論
に
お
い
て
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。
『
明
月
記
』
建
保
三
年
十
月
一
日
条
に
「
雖
参
鬼
間
、
依
無
便
、

不
謁
女
房
即
退
出
」
と
あ
る
が
、
こ
の
折
の
も
の
か
は
不
明
。

（
９
）
建
保
三
年
九
月
十
一
日
下
命
、
同
年
十
月
二
十
四
日
完
成
。

（
(0
）
「
順
徳
天
皇
内
裏
に
お
け
る
詩
歌
合
の
盛
行
に
つ
い
て
」
（
『
語
文
』
65
、
一
九
八
六
）
。

（
((
） 『
平
戸
記
』
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
二
月
十
日
条
に
公
卿
が
鬼
間
で
議
定
を
行
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
そ
の
時
の
状
況
に
つ

い
て
「
此
間
主
上
於
南
障
子
内
々
聞
召
。
頗
令
開
障
子
口
給
。
頭
中
将
在
長
押
下
。
自
餘
輩
在
渡
殿
。
近
習
公
卿
侍
臣
等
於
鬼
間

東
障
子
外
聴
聞
。
頗
不
穏
事
歟
」
（
増
補
史
料
大
成
）
と
記
述
が
あ
る
。

（
((
）
参
考
ま
で
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
（
秋
・
上
・
菊
）
所
収
摘
句
・
和
歌
を
挙
げ
る
。
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菊

　
　

霜
蓬
老
鬢
三
分
白
、
露
菊
新
花
一
半
黄　

白　

（
二
六
六
）

　
　

不
是
花
中
偏
愛
菊
、
此
花
開
後
更
無
花　

元　

（
二
六
七
）

　
　

嵐
陰
欲
暮
、
契
松
柏
之
後
凋
、
秋
景
早
移
、
嘲
芝
蘭
之
先
敗　

残
菊　

紀　

（
二
六
八
）

　
　

酈
県
村
閭
皆
潤
屋
、
陶
家
児
子
不
垂
堂　

善
相
公　

（
二
六
九
）

　
　

蘭
苑
自
慙
為
俗
骨
、
槿
籬
不
信
有
長
生　

保
胤　

（
二
七
〇
）

　
　

蘭
蕙
苑
嵐
摧
紫
後
、
蓬
莱
洞
月
照
霜
中　

菅
三
品　

（
二
七
一
）

　
　

ひ
さ
か
た
の
く
も
の
う
へ
に
て
み
る
き
く
は
あ
ま
つ
ほ
し
と
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る　

敏
行　

（
二
七
二
）

　
　

こ
こ
ろ
あ
て
に
を
ら
ば
や
を
ら
む
は
つ
し
も
の
お
き
ま
ど
は
せ
る
し
ら
ぎ
く
の
は
な　

躬
恒　

（
二
七
三
）

（
(3
） 

和
歌
に
お
け
る
菊
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
は
徳
植
俊
之
氏
「
菊
歌
攷
―
冬
の
菊
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
和
歌
文
学
研
究
』
6(
、

一
九
九
〇
）
な
ど
参
照
。

（
((
） 「
そ
が
ぎ
く
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
扱
っ
た
論
考
と
し
て
、
東
野
泰
子
氏
「
『
奥
義
抄
』
か
ら
『
僻
案
抄
』
へ
―
「
そ
が
菊
」
注
に

み
る
院
政
期
歌
学
の
一
様
相
」
（
『
国
語
国
文
』
66-
(
、
一
九
九
七
）
が
あ
る
。

（
(5
）
注
（
(3
）
所
掲
徳
植
氏
論
考
参
照
。

（
(6
）
『
日
本
歌
学
大
系
』
に
よ
る
。

（
(7
） 

引
用
は
『
歌
論
歌
学
集
成
』
に
よ
る
。
猶
、
漢
詩
文
で
の
菊
の
詠
ま
れ
方
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
本
間
洋
一
氏
「
菊
の

賦
詩
歌
の
成
立
―
菊
花
詠
の
小
文
学
史
」
（
『
王
朝
漢
文
学
表
現
論
考
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
二
）
な
ど
が
あ
る
。

（
(8
） 

注
（
((
）
所
掲
東
野
氏
論
考
に
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
そ
が
菊
」
を
「
そ
わ
菊
」
と
す
る
『
拾
遺
集
』
テ
キ
ス
ト
も
当
時
存
在
し
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て
お
り
、
「
そ
が
ぎ
く
＝
承
和
菊
」
説
の
生
成
の
背
景
に
は
、
そ
う
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
影
響
も
あ
る
だ
ろ
う
（
あ
る
い
は
「
そ
が

ぎ
く
＝
承
和
菊
」
説
が
か
か
る
異
文
を
発
生
せ
し
め
た
か
。
正
確
な
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
）
。
猶
、
「
和
」
の
漢
音
は
「
カ
」
で

あ
る
の
で
、
「
ソ
ガ
」
に
対
し
て
「
承
和
」
と
い
う
漢
字
が
当
て
ら
れ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

（
(9
） 

例
え
ば
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
を
見
る
と
「
植
物
名
。
黄
色
の
菊
。
『
奥
義
抄
』
に
、「
そ
が
ぎ
く
は
黄
菊
な
り
。
承
和
の
み
か
ど
（
＝

仁
明
天
皇
）
は
、
よ
ろ
づ
の
物
、
き
な
る
色
を
め
で
た
ま
ひ
て
、
菊
も
き
な
る
を
愛
し
給
ひ
け
る
な
り
。
さ
れ
ば
承
和
の
黄
な
る

菊
を
い
ふ
な
り
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
よ
り
早
く
『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
承
和
の
帝
愛
好
の
一
本
菊
（
ひ
と
も
と
き
く
）
の
こ

と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
藤
原
俊
成
は
、
右
の
よ
う
な
、
承
和
の
帝
が
愛
し
た
菊
の
名
と
す
る
説
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、「
そ
が
ひ
」

の
菊
の
意
で
あ
る
と
す
る
（
古
来
風
体
・
上
）
。
他
に
も
『
正
徹
物
語
・
下
』
な
ど
に
異
説
は
あ
る
が
、
「
そ
が
い
ろ
」
と
の
関
係

か
ら
は
、
承
和
の
黄
菊
と
す
べ
き
か
。
『
増
山
井
』
に
は
『
袖
中
抄
』
の
説
を
引
い
て
承
和
菊
と
解
し
た
う
え
で
、
「
俳
諧
に
は
曾

我
に
そ
へ
て
も
ち
ゆ
」
と
す
る
。
季
語
、
秋
」
と
い
っ
た
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 
 　

猶
、
一
条
兼
良
は
文
安
三
（
一
四
四
六
）
年
『
詩
歌
合
』
判
詞
に
お
い
て
「
そ
が
菊
は
、
そ
が
ひ
に
は
ゆ
る
と
い
へ
る
説
に
と

り
お
か
れ
侍
る
に
や
」
と
述
べ
る
。

※
和
歌
関
連
の
本
文
引
用
は
原
則
と
し
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
猶
、
本
文
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
一
部
表
記
を
改
め
た
場
合
が

あ
る
。

〔
附
記
１
〕 

本
稿
は
二
〇
二
一
年
六
月
開
催
さ
れ
た
第
四
三
二
回
慶
應
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
（
於
オ
ン
ラ
イ
ン
）
に
お
い
て
行
っ
た

口
頭
発
表
の
内
容
に
基
づ
く
。
ま
た
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費J

P
(
8
K
(
(
3
0
5

の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
を
含
む
も
の
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で
あ
る
。

〔
附
記
２
〕 

口
頭
発
表
を
行
っ
た
際
に
次
の
よ
う
な
見
解
を
賜
っ
た
。
即
ち
、
六
六
二
・
六
六
三
話
は
「
順
徳
へ
の
忠
誠
を
誓
う
意
を
込
め

た
詩
歌
を
詠
め
た
／
詠
め
な
か
っ
た
」と
い
う
逸
話
と
し
て
セ
ッ
ト
で
詠
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
漢
詩
の
場
合
、

秋
で
あ
っ
て
も
冬
で
あ
っ
て
も
菊
の
詠
み
方
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
、
「
十
月
の
菊
」
で
あ
っ
て
も
天
皇
へ
の
忠
誠
の
心

を
詠
む
こ
と
は
容
易
に
出
来
る
。
一
方
和
歌
の
場
合
「
十
月
の
菊
」
は
「
移
ろ
う
菊
」
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
に
こ
と
寄
せ
て

天
皇
へ
の
忠
誠
心
を
詠
も
う
と
す
る
と
「
菊
が
移
ろ
う
」
に
「
忠
誠
の
気
持
ち
が
移
ろ
う
」
こ
と
が
掛
か
っ
て
し
ま
い
、
漢

詩
の
場
合
と
比
べ
て
詠
み
に
く
か
っ
た
た
め
、
為
長
は
漢
詩
を
詠
む
こ
と
が
出
来
、
定
家
は
出
来
な
か
っ
た
―
―
と
い
う
の

が
当
該
説
話
の
内
実
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
指
摘
で
あ
る
。
本
稿
の
立
場
と
は
異
な
る
が
、
定
家
の
逐
電
を
合
理
的
に

説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
一
考
す
べ
き
仮
説
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
こ
こ
に
附
記
し
て
お
く
（
た
だ
し
、
そ
う
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
編
者
は
正
解
に
辿
り
着
い
て
は
い
な
い
た
め
、
両
説
話
を
セ
ッ
ト
で
読
む
べ
き
と
い
う
見
解
に
は
従
え
な
い
）
。

〔
附
記
３
〕 

稿
者
が
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
在
籍
中
に
開
講
さ
れ
て
い
た
岩
松
研
吉
郎
先
生
担
当
の
『
古
今
著
聞
集
』
講
読

の
授
業
（
修
士
課
程
設
置
）
に
お
い
て
、
稿
者
が
当
該
説
話
を
担
当
し
た
こ
と
が
本
稿
の
始
発
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、

岩
松
先
生
か
ら
は
、
本
稿
執
筆
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
よ
う
な
ご
助
言
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。


