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二
位
殿
よ
り
御
引
出
物
広
蓋
に
衣
給
ひ
け
り
。
鎌
倉
殿
よ
り
貝
摺
り
た
る
長
持
三
枝
給
は
る
。
宇
都
宮
三
枝
、
小
山
左
衛
門
三
枝
、
楽
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ハ
1
v

静
は
鶴
岡
社
頭
の
舞
で
好
評
を
博
し
た
。
『
義
経
記
』
巻
六
は
い
う
。

党
三
人
し
て
九
枝
、
そ
の
他
一
枝
二
校
：
：
：

引
出
物
（
禄
）
は
「
長
持
六
十
四
校
」
に
お
よ
び
、
「
小
袖
の
山
、
直
垂
の
山
を
ぞ
つ
い
た
り
け
る
」
と
い
う
程
で
あ
っ
た
。

（

2
）
 

こ
こ
に
ほ
、
津
田
左
右
吉
の
指
摘
し
た
室
町
文
芸
の
「
悉
く
ょ
せ
集
め
る
：
：
：
特
質
」
が
如
実
で
も
あ
る
が
、
今
は
二
点
に
注
目
し
て
論

ひ
と
つ
は
引
出
物
の
行
方
で
あ
り
、
も
ひ
と
つ
は
引
出
物
を
か
た
る
意
味
で
あ
る
。

を
お
こ
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

引
出
物
の
行
方
に
つ
い
て
は
、
前
引
に
つ
づ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

静
こ
れ
を
見
て
、
「
我
禄
を
取
ら
ん
為
に
も
舞
ひ
た
ら
ば
こ
そ
。
判
官
殿
の
御
祈
り
の
為
に
こ
そ
舞
ひ
た
れ
」
。
長
持
を
ば
一
枝
も
残
さ

ず
若
宮
の
修
理
の
為
に
参
ら
せ
げ
り
。
小
袖
・
直
垂
も
一
つ
も
散
ら
さ
．
す
、
皆
我
が
君
の
孝
養
の
為
に
大
御
堂
へ
参
ら
す
る
。



若
宮
（
鶴
岡
八
幡
）
と
大
御
堂
（
勝
長
寿
院
〉
に
お
さ
め
た
の
で
あ
る
。
し
ら
れ
る
と
お
り
、
若
宮
八
幡
は
義
経
を
ふ
く
む
清
和
源
氏
の
神

で
あ
り
、
勝
長
寿
院
ま
た
義
経
の
父
義
朝
の
た
め
の
寺
院
で
あ
る
か
ら
、

「
我
が
君
の
為
」

と
し
て
、

一
往
筋
は
と
お
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る。
し
か
し
、

『
義
経
記
』

で
の
静
に
即
し
て
か
ん
守
か
え
る
と
、
事
柄
は
か
な
ら
ず
し
も
簡
単
で
は
な
い
。
義
経
・
静
の
聞
の
男
児
は
頼
朝
の

命
で
こ
ろ
さ
れ
、

「
勝
長
寺
院
の
後
に
埋
」

め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
な
げ
い
て
「
か
か
る
心
憂
き
鎌
倉
に
一
日
に
で
も
あ
る
べ
き

や
う
な
し
」
と
い
っ
た
静
の
帰
京
が
延
引
し
た
の
は
、
母
磯
禅
師
が
、

御
身
安
穏
な
ら
ば
、
若
宮
へ
参
ら
ん
と
、
予
て
の
宿
願
な
れ
ば
、
争
で
か
只
は
上
り
給
ふ
べ
き
。
八
幡
は
あ
ら
血
を
五
十
一
日
忌
ま
せ

給
ふ
な
れ
ば
精
進
潔
斎
し
て
こ
そ
参
り
給
は
め
。
そ
の
程
は
こ
れ
に
て
日
数
を
こ
そ

と
説
得
し
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
キ
ス
ト
の
文
脈
に
は
、
頼
朝
の
主
宰
す
る
鎌
倉
（
と
そ
の
聖
な
る
寺
社
）

へ
の
静
の
呉
和
も
ま

- 37ー

た
、
み
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

く
わ
え
て
注
意
し
て
よ
い
部
分
が
あ
る
。
静
が
禄
を
奉
納
し
、
帰
京
し
よ
う
と
す
る
条
で
あ
る
。

鎌
倉
殿
の
暇
を
申
し
け
れ
ば
、
心
あ
る
侍
共
：
：
：
様
々
に
慰
め
け
り
。
鎌
倉
殿
よ
り
、
百
物
百
を
ぞ
給
は
り
け
る
。

帰
京
へ
の
は
な
む
け
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
鎌
倉
殿
（
頼
朝
〉
の
寺
社
へ
の
寄
進
者
（
静
）
に
対
す
る
「
百
物
百
」
と
と
ら
え
る
な
ら
、
こ

（

3
）
 

こ
に
は
、
頼
朝
と
静
と
の
聞
の
相
互
贈
与
の
関
係
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
る
か
っ
こ
に
対
す
る
後
の
等
号
に
つ
い
て
な
り
た
た
ぬ
面
も
あ
ろ
う
、
と
い
い
、

「
（
静
日
義
経
〉
H
鎌
倉
」
の
式
が
、

一
方
で
、
静
H

鎌
倉
（
頼
朝
〉
の
関
係
式
が
か
ん
が
え
ら
れ
る
、
と
提
起
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
以
下
は
、

静
H
義
経
の
部
分
を
『
義
経
記
』
巻
六
で
は

ハ
簡
単
に
い
っ
て
〉
消
去
で
き
る
、
と
し
な
が
ら
、
静
と
頼
朝
、
『
義
経
記
』
と
鎌
倉
と
の
間
柄
を
か
ん
が
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。



2 

引
出
物
を
か
た
る
意
味
に
つ
い
て
は
、
幸
若
舞
曲
『
八
嶋
』
が
よ
い
例
と
な
る
。

義
経
の
一
行
が
奥
州
の
佐
藤
圧
司
の
後
室
の
尼
公
の
も
と
に
さ
す
ら
い
つ
く
。
ゆ
く
た
て
が
あ
っ
て
山
伏
姿
の
彼
ら
は
招
じ
い
れ
ら
れ
、

屋
島
合
戦
で
の
佐
藤
兄
弟
の
い
く
さ
ぶ
り
を
弁
慶
が
尼
公
の
た
め
に
か
た
り
は
じ
め
る
。
か
た
り
は
じ
め
よ
う
と
す
る
部
分
に
、
次
の
条
が

あ
る
。

語
て
き
か
せ
申
さ
ん
と
い
ふ
。
尼
公
開
し
め
さ
れ
て
、
あ
ら
う
れ
し
ゃ
侍
ふ
、

か
れ
ら
が
行
衛
を
き
か
ん
に
は
、
十
物
十
百
物
百
を
な

「
百
物
百
」
式
の
引
出
物
（
禄
〉
が
、

り
と
も
つ
ん
で
こ
そ
御
目
に
か
斗
る
ベ
け
れ
と
て
、
ま
き
ぎ
ぬ
三
十
ぴ
き
武
蔵
が
前
に
つ
ま
せ
ら
る
ふ
。

か
た
る
以
前
に
つ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

弁
慶
を
ふ
く
め
、

一
行
は
こ
の
条
ま
で
に
は
正
体
を
あ
か
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
か
た
り
手
は
「
山
伏
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
山

Q
U
 

qo 

伏
は
芸
能
的
な
者
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

屋
嶋
の
磯
を
と
を
り
し
時
、
源
平
の
合
戦
ま
つ
最
中
と
見
ゆ
る
。
其
時
山
伏
六
人
さ
ふ
し
が
：
：
：
中
に
も
此
法
師
、
か
様
の
事
を
見
を

き
て
こ
そ
：
：
：
人
に
も
語
る
所
と
お
も
ひ

と
か
た
っ
て
い
て
、
こ
と
に
そ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
、

さ
す
ら
い
つ
い
た
芸
能
の
徒
が
、
そ
れ
こ
そ
幸
先
よ
く
、
芸
能
の
前
に
ま
ず
禄
に

あ
ず
か
る
形
の
一
節
で
あ
る
。

無
論
こ
こ
は
、
か
た
ら
れ
た
形
の
テ
キ
ス
ト
の
上
で
は
、
尼
公
の
よ
ろ
こ
び
と
期
待
の
お
お
き
さ
を
し
め
す
段
取
で
あ
る
だ
け
だ
。
が
、

幸
若
舞
曲
を
か
た
る
側
か
ら
い
え
ば
、
い
わ
ば
彼
ら
の
「
夢
」
の
投
影
と
い
う
べ
き
、
芸
能
者
の
め
ず
ら
か
な
幸
運
の
場
面
な
の
で
あ
る
。



し
ば
し
ば
か
た
ら
れ
る
人
物
と
自
己
を
同
一
化
し
た
こ
と
は
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
。
『
八
嶋
』

に
、
か
た
り
手
が
か
た
ら
れ
る
人
物
の
芸
能
上
の
幸
運
の
場
面
を
幻
想
と
し
て
つ
く
り
だ
し
て
い
る
、
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

「
彼
ら
」
芸
能
の
徒
が
、

の
場
合
は
さ
ら

傍
例
と
し
て
『
義
経
記
』
に
た
ち
か
え
る
と
、
巻
二
の
義
経
・
伊
勢
三
郎
主
従
契
約
へ
の
導
入
が
想
起
さ
れ
る
。
角
川
源
義
が
、
上
州
板

鼻
の
時
衆
の
管
理
し
た
説
話
だ
か
ら
、
義
経
が
奥
州
下
向
の
道
筋
を
お
お
き
く
そ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
、
と
指
摘
し
た
部
分
の
最
初
で
あ

る
。
ー
ー
す
ぐ
後
で
伊
勢
三
郎
の
住
居
と
判
明
す
る
家
へ
、
義
経
は
「
日
は
暮
れ
ぬ
。

一
夜
の
宿
を
貸
さ
せ
給
へ
」
と
さ
す
ら
い
つ
く
。
吉

次
と
わ
か
れ
た
義
経
は
、
こ
こ
で
は
ひ
と
り
で
あ
る
。
身
分
を
あ
か
さ
ぬ
彼
を
、
そ
の
家
の
女
房
が
こ
ば
む
の
は
当
然
だ
が
、

「
今
宵
一
夜
は
た
だ
貸
さ
せ
給
へ
。
色
を
も
呑
を
も
知
る
人
ぞ
知
る
」
と
て
、
侍
に
す
る
り
と
入
り
て
ぞ
お
は
し
ま
す
。

と
義
経
は
は
い
り
こ
み
、
「
女
房
力
な
く
」
宿
を
か
す
こ
と
に
な
る
。

夜
半
に
帰
宅
し
た
夫
伊
勢
一
二
郎
の
不
審
に
、
女
房
が
「
叶
は
じ
と
申
し
つ
れ
共
、

『
色
を
も
呑
を
も
知
る
人
ぞ
知
る
』

と
仰
せ
ら
れ
つ
る
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言
葉
に
化
か
さ
れ
て
」
と
弁
明
す
る
こ
と
が
し
め
す
ご
と
く
、
こ
の
条
の
鍵
は
古
歌
の
一
句
「
色
を
も
香
を
も
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ

（7
）

、

、

、

（

8
）

に
「
化
か
さ
れ
て
」
と
い
い
、
古
活
字
本
『
義
経
記
』
で
は
こ
の
「
御
言
葉
に
恥
ぢ
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
い
わ
れ
あ
る
言
辞
を
駆
使
し

つ
つ
身
許
不
明
で
推
参
す
る
独
行
者
と
し
て
の
義
経
は
、
簡
単
に
い
っ
て
芸
能
の
徒
の
よ
う
に
こ
こ
で
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

だ
と
す
れ
ば
、
彼
が
「
色
を
も
香
を
も
」
と
い
い
な
が
ら
「
す
る
り
と
入
」
る
の
は
、
芸
能
に
よ
る
幸
運
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
、

か
た
り
手
の
自
己
投
影
、
が
場
面
を
構
成
し
て
い
る
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
わ
け
で
、
時
衆
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し

て
も
、
推
参
・
宿
泊
の
「
す
る
り
」
と
し
た
実
現
の
背
後
に
、
書
記
テ
キ
ス
ト
以
前
の
、
何
が
し
か
芸
能
性
を
お
び
た
か
た
り
を
想
定
し
て

．．
 
、、

－

C

、しu

・

と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
は
ま
た
、
『
義
経
記
』
の
他
の
部
分
へ
の
同
様
な
視
点
が
み
ち
び
け
る
筈
で
も
あ
る
。

（

9
）
 

こ
う
し
て
、
静
へ
の
引
出
物
・
禄
を
こ
と
ご
と
し
く
か
た
る
意
味
を
、

『
義
経
記
』

本
文
に
先
行
し
た
書
記
ま
た
は
口
頭
テ
キ
ス
ト
の
位



相
か
ら
と
ら
え
て
ゆ
く
と
、
静
の
物
語
は
ど
の
よ
う
に
よ
む
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
か
。
巻
六
の
末
段
に
注
意
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め

”目、、￥、

，4
h
A
μ
 

さ
か
の
ぼ
っ
て
か
ん
が
え
て
ゆ
く
。

3 

末
段
で
禄
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

『
義
経
記
』
巻
六
の
静
の
物
語
が
、
若
宮
社
頭
の
舞
で
む
ば
す
れ
る
構
成
で
あ
る
こ
と

を
し
め
し
て
い
る
。
古
活
字
本
の
章
段
は
、
話
を
単
純
に
二
分
し
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
。
す
な
わ
ち
「
静
鎌
倉
へ
下
る
事
」
お
よ
び
「
静

若
宮
八
幡
宮
へ
参
詣
の
事
」
。
前
者
は
、
白
川
に
か
く
れ
て
い
た
静
が
「
尋
ね
出
だ
」
さ
れ
て
鎌
倉
に
く
だ
り
、
出
産
し
た
男
児
が
（
は
じ
め

に
ふ
れ
た
よ
う
に
〉
こ
ろ
さ
れ
る
迄
で
あ
り
、
後
者
は
（
お
な
じ
く
前
に
ふ
れ
た
事
情
で
〉
鎌
倉
に
滞
留
す
る
静
が
、

め
さ
れ
て
舞
を
演
ず

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
を
の
べ
た
の
は
、
こ
こ
で
も
二
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
か
ら
だ
。
ひ
と
つ
は
、

『
義
経
記
』

の
話
の
構
成
が
、

- 40ー

る
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
要
約
し
て
、
前
段
が
子
の
話
、
後
段
が
舞
の
話
で
あ
る
。

京
で
の
静
探
索
に
つ
い
て
、

「
法
勝
寺
な
る
所
に
隠
し
置
き
た
り
。

世
に
隠
れ
な
か
り
け
れ
ば
尋
ね
出
だ
し
」
て
、
と
い
う
だ
け
で
、
き
わ

た
と
え
ば
幸
若
舞
曲
『
し
っ
か
物
語
』
で
は
、
「
召
使
し
あ
こ
や
と
申
〔
す
〕
女
」

め
て
簡
略
で
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
詳
細
は
略
す
が
、

の
密
告
か
ら
は
じ
ま
る
一
連
の
話
題
が
、
京
を
舞
台
に
か
た
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
く
ら
べ
れ
ば
、

『
義
経
記
』
巻
六
の
静
物

語
は
も
っ
ぱ
ら
鎌
倉
に
集
中
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
節
で
あ
ら
た
め
て
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
は
、
「
子
の
話
l
舞
の
話
」
が
、
『
吾
妻
鏡
』
の
静
関
係
記
事
と
逆
の
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
、
文
治
二
年
三
月
一
日
に
鎌
倉
に
下
着
し
た
静
は
、
同
六
日
・
二
二
日
と
「
尋
問
」
さ
れ
、
懐
妊
の
子
を
「
産
生

之
後
可
ν
被
ニ
返
遺
－
由
」
の
沙
汰
と
な
っ
た
が
、
「
御
台
所
」
（
政
子
〉
の
「
彼
〔
静
〕
既
天
下
名
仁
也
。
適
参
向
。
帰
洛
在
v
近
。
不
v
見
ニ
其
芸
－



者
無
念
」
の
意
向
が
あ
っ
て
、

四
月
八
日
に
舞
の
こ
と
と
な
る
。

二
品
井
御
台
所
御
副
参
鶴
岳
宮
↓
以
v
次
被
v
召
コ
出
静
女
於
廻
廊
↓
是
依
v
可
v
令
v
施
ニ
舞
曲
一
也
。

「
其
芸
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
節
で
検
討
す
る
が
、
前
に
の
ぺ
た
よ
う
に
「
上
下
皆
催
二
興
感
こ
と
好
評
を
お
さ
め
た
静
は
、
こ
の
後
も

五
月
二
七
日
「
依
ニ
大
姫
君
仰
ベ
参
ニ
南
御
堂
↓
施
v
芸
給
v
禄
」
と
芸
を
み
せ
た
後
、
閏
七
月
二
九
日
の
男
児
出
産
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

『
吾
妻
鏡
』
は
し
る
す
。

静
産
斗
生
男
子
ベ
是
予
州
〔
義
経
〕
息
男
也
。
：
：
：
而
其
父
奉
v
背
二
関
東
↓
企
ニ
謀
逆
一
逐
電
。
其
子
若
為
一
一
女
子
一
者
。
早
可
v
給
v
母
。
於
v

為
一
一
男
子
一
者
。
今
難
v
在
ニ
栂
梅
内
↓
争
不
v
怖
司
畏
将
来
－
哉
。
未
熟
時
断
v
命
条
可
v
宜
之
由
治
定
。
何
今
日
仰
ニ
安
達
新
三
郎
↓
令
v
棄一一

由
比
浦
ベ
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こ
れ
か
ら
約
ひ
と
月
半
を
へ
て
、
九
月
一
六
日
「
静
母
子
給
v
暇
帰
洛
。
御
台
所
井
姫
君
依
二
憐
慾
御
↓
多
賜
二
重
宝
一
」
と
あ
り
、
静
記
事
が

お
わ
る
。

『
吾
妻
鏡
』
の
こ
れ
ら
の
文
言
が
「
史
実
」
か
否
か
は
、
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。
要
は
、
同
書
が
ま
と
め
ら
れ
た
一
一
二
世
紀
末
ま
で

に
は
、
右
の
よ
う
な
静
伝
承
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
舞
リ
四
月
↓
出
産
H
閏
七
月
↓
帰
洛
日
九
月
と
の
日
な
み
が

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

『
義
経
記
』
巻
六
は
一
部
分
を
の
ぞ
き
、
全
体
的
に
日
時
を
し
め
さ
な
い
。
そ
れ
は
巻
六
の
性
質
に
か
か
わ
る
特
徴
で

も
あ
っ
て
、
芸
能
伝
承
ら
し
さ
の
反
映
だ
ろ
う
が
、
今
は
ま
ず
静
物
語
の
時
間
構
成
を
『
義
経
記
』
の
か
た
る
形
か
ら
し
ら
べ
て
み
る
。

お
お
よ
そ
の
枠
は
、
巻
五
の
文
治
元
年
二
一
月
に
つ
づ
く
巻
と
し
て
、
文
治
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
そ
れ
以
上
は
直
接
の
日
時

記
載
は
い
っ
さ
い
な
い
。
無
理
に
構
成
を
た
ど
る
と
し
て
、



⑦
静
が
吉
野
蔵
壬
堂
で
と
ら
え
ら
れ
た
の
は
、

一
二
月
一
七
日
（
巻
五
三

⑦
北
白
川
の
母
の
許
に
い
る
静
の
懐
妊
が

「
六
波
羅
に
・
・
・
・
・
・
聞
え
て
」
、

京
よ
り
鎌
倉
へ

「
早
馬
を
以
て
申
」
す
。
頼
朝
・
梶
原
の
協
議
で

召
喚
と
決
し
、
「
堀
藤
次
を
御
使
ひ
に
て
、
都
へ
上
せ
ら
れ
け
り
」
。
こ
の
間
、
文
言
か
ら
み
れ
ば
す
く
な
く
と
も
二
旬
ち
か
く
は
経
過
し

て
い
よ
う
。

③
前
引
の
と
お
り
「
一
旦
の
思
ひ
の
悲
し
さ
に
、
法
勝
寺
な
る
所
に
隠
し
置
き
た
り
：
：
：
尋
ね
出
だ
し
て
」
、

出
京
の
後
「
十
三
日
に
鎌
倉

に
着
き
た
り
け
り
」
。
こ
こ
で
半
月
余
程
度
が
た
つ
。

②
下
着
、
頼
朝
の
前
で
の
問
答
の
後
、
「
か
く
て
月
日
重
な
れ
ば
、
そ
の
月
に
も
な
り
に
け
り
」
。
暖
味
に
の
べ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
た
と
え

ば
ひ
と
月
と
い
う
程
度
の
み
じ
か
さ
で
は
あ
る
ま
い
と
よ
め
る
。

⑤
や
は
り
前
引
の
、
産
後
「
五
十
一
日
」
の
こ
と
が
あ
っ
て
「
日
数
を
待
つ
」
。

そ
の
聞
に
、

舞
に
め
す
議
が
お
こ
っ
て
鶴
岡
社
頭
へ
、
と
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の
次
第
と
な
る
。

と
い
っ
た
経
過
を
勘
案
す
れ
ば
、
最
小
限
ま
る
四
ヶ
月
ち
か
く
が
①
か
ら
③
ま
で
に
す
ぎ
て
い
る
、
と
テ
キ
ス
ト
は
い
っ
て
い
る
。
社
頭
の

舞
は
、
文
治
二
年
四
月
頃
以
降
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
『
吾
妻
鏡
』
記
事
の
日
付
と
あ
う
よ
う
で
も
あ
り
、
あ
わ
ぬ
よ
う
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
『
義
経
記
』
に
は
、

い
よ
い
よ
舞
を
演
ず
る
と
こ
ろ
、
次
の
一
節
が
あ
る
。

舞
の
装
束
を
、
そ
し
た
り
け
る
。
松
に
懸
か
れ
る
藤
の
花
、
池
の
、
汀
に
咲
き
乱
れ
、
う
ら
吹
く
風
に
う
ち
薫
り
、

つ
ね
に
ゆ
か
し
き
時
鳥

の
一
声
も
、
折
知
り
顔
に
ぞ
覚
え
げ
る
。

類
型
的
な
表
現
と
は
い
え
、
と
も
か
く
も

一
藤
二
時
鳥
」

に
よ
っ
て
、

四
月
頃
で
あ
る
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
は
い
る
、
と
い
え
る
。
さ
ら

に
、
こ
れ
よ
り
前
、
舞
の
召
に
応
ず
る
よ
う
、

丁
一
藤
祐
経
の
妻
女
か
ら
す
す
め
ら
れ
る
場
面
に
は
（
宴
で
の
歌
の
一
節
と
も
と
れ
る
が
）



「
春
の
聴
の
空
に
雨
降
り
て
、
殊
更
世
間
関
な
り
」
と
あ
る

D

暮
春
か
ら
初
夏
へ
の
時
間
の
進
行
が
、
わ
ず
か
に
で
は
あ
る
が
し
め
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
、
右
の
時
間
構
成
と
あ
わ
せ
る
な
ら
、

『
義
経
記
』
の
静
の
舞
ぽ
、

『
吾
妻
鏡
』
記
事
そ
の
も
の
か
否
か
は
し
ら
ず
、
『
吾
妻
鏡
』

型
の
「
四
月
の
舞
」
話
を
前
型
と
し
て
か
た
ら
れ
て
い
る
、

と
推
定
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
型
の
伝
承
で
の
「
舞
の
話
！
子
の
話
」
の

順
に
対
し
、
先
後
を
い
れ
か
え
た
形
が
『
義
経
記
』
巻
六
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
操
作
を
く
わ
え
た
段
階
を
、

も
の
に
比
定
で
き
る
か
否
か
は
、
こ
れ
も
不
明
だ
、
が
、
あ
え
て
い
れ
か
え
た
結
果
は
、

『
義
経
記
』

そ
の

『
義
経
記
』

で
の
時
間
構
成
が
右
の
よ
う
に
唆
味
、

か
つ
、

い
わ
ば
窮
屈
に
な
っ
て
い
る
点
に
も
反
映
し
て
い
る
、

と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
い
れ
か
え
は
、
梶
原
正
昭
が
、

『
義
経
記
』
は
こ
の
史
実
〔
『
吾
妻
鏡
』
記
事
〕
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
故
意
に
そ
の
順
序
を
入
れ
か
え
、
こ
れ
〔
舞
〕
を
静
を
め
ぐ
る
悲
話
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の
最
後
を
飾
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
文
学
的
に
潤
色
し
構
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

（は）

と
い
っ
て
い
る
形
で
か
ん
が
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
が
、
こ
こ
で
は
、
前
節
で
の
ベ
た
「
禄
」
の
件
と
あ
わ
せ
て
、
『
義
経
記
』
巻
六
の
静
物

語
が
、
『
吾
妻
鏡
』
型
の
伝
承
｜
｜
い
う
ま
で
も
な
く
、
『
吾
妻
鏡
』
で
は
、
禄
に
つ
い
て
「
押
斗
出
訓
花
於
簾
外
ベ
被
一
一
纏
頭
一
」
と
簡
単
に
し

る
す
だ
け
だ
ー
ー
を
く
み
か
え
な
が
ら
、
要
す
る
に
芸
能
成
功
詰
と
し
て
の
構
成
に
ま
と
め
ら
れ
た
、
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

4 

芸
能
成
功
諒
の
直
接
の
発
端
は
、

い
れ
こ
に
な
っ
た
芸
能
成
功
語
で
あ
っ
た
。

頼
朝
の
許
で
「
人
々
様
々
の
物
語
」
の
つ
い
で
に
静
の
舞
が
話
題
と
な
り
、
梶
原
景
時
が
「
舞
に
於
い
て
は
日
本
一
の
舞
に
て
候
」
と
い



っ
て
、
そ
の
故
を
次
の
よ
う
に
か
た
り
、
頼
朝
が
「
さ
て
は
一
番
見
た
し
」
と
い
い
だ
す
部
分
で
あ
る
。

ひ
と
と
せ

一
年
百
日
の
早
の
侯
ひ
け
る
に
：
：
：
し
ん
む
じ
ゃ
う
の
曲
と
い
ふ
白
拍
子
を
〔
静
が
〕
半
ら
ば
か
り
舞
ひ
た
り
し
に
：
：
：
八
大
龍
神
鳴
り

渡
り
て
、
稲
妻
ひ
る
め
き
、
諸
人
の
限
を
驚
か
し
、
三
日
の
洪
水
を
出
だ
し
、
国
土
安
穏
な
り
し
か
ば

静
は
、
そ
の
芸
能
の
徳
に
よ
っ
て
雨
を
ふ
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
全
体
と
し
て
は
類
型
的
な
祈
雨
説
話
だ
が
、
や
や
特
徴
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
次
の
条
だ
ろ
う
。

〔
院
が
〕
百
人
の
白
拍
子
を
召
し
て
舞
は
せ
ら
れ
し
に
、
九
十
九
人
舞
ひ
た
り
し
に
、
そ
の
験
も
な
か
り
し
程
に
、
磯
禅
師
申
し
け
る

t土

「
九
十
九
人
が
舞
ひ
た
る
に
、
そ
の
験
侯
は
ざ
ら
ん
に
、
静
一
人
舞
ひ
た
り
と
て
も
、
龍
神
知
見
あ
る
べ
き
か
：
：
：
」
と
申
し
た

り
け
れ
ど
も
、
「
と
て
も
人
数
な
れ
ば
唯
舞
は
せ
よ
」
と
仰
せ
下
さ
れ
け
れ
ば
、
静
舞
ひ
た
り
け
る
に

母
が
娘
へ
の
芸
の
召
を
い
っ
た
ん
拒
否
し
、

し
か
し
結
局
は
「
仰
せ
」
を
、
母
か
娘
か
〈
あ
る
い
は
両
者
〉
が
承
諾
す
る
、
と
い
う
段
取
が
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さ
し
は
さ
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
景
時
が
紹
介
し
た
こ
の
話
で
の
頼
朝
か
ら
の
召
に
対
し
、
静
は
「
『
あ
な
心
憂
や
』
と
ば
か
り
に
て
：
：
：
返
事
に
も
及
ば
ず
」

と
、
や
は
り
い
っ
た
ん
拒
否
す
る
。

説
得
の
役
を
次
に
命
じ
ら
れ
た
工
藤
祐
経
は
「
思
ひ
煩
ひ
て
」
妻
に
相
談
す
る
。

妻
女
は

す
か

「
『
：
：
：
訪
ひ
奉
る
様
に
て
、
内
々
持
へ
賎
し

奉
ら
ん
に
、
な
ど
か
叶
は
ざ
る
べ
き
』
と
、
世
に
易
、
げ
に
ぞ
言
ひ
」
、
磯
禅
師
・
静
母
子
の
宿
所
に
お
も
む
い
て
、
芸
能
づ
く
し
の
「
酒
盛
」

を
は
じ
め
る
事
に
な
る
。
前
引
「
春
の
躍
の
空
に
」
の
場
面
で
あ
る
。

女
の
芸
づ
く
し
の
宴
に
つ
い
て
は
、
幸
若
舞
曲
『
伏
見
常
盤
』
の
同
趣
の
場
と
の
関
連
で
、

い
う
べ
き
こ
と
も
あ
る
が
、
今
は
お
く
。
ま

た
、
工
藤
妻
女
に
つ
い
て
の
こ
こ
で
の
説
明
が
、

『
曽
我
物
語
』

の
ま
ん
ご
う
話
と
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
点
も
省
略
す
る
。
要
は
、
興
宴
の
中



で
工
藤
妻
女
が
説
得
の
「
物
語
」
を
棲
緩
く
り
ひ
ろ
げ
、
こ
れ
に
対
し
て
母
子
が
、

静
こ
れ
を
聞
き
て
、
実
に
も
と
や
思
ひ
け
む
、
磯
禅
師
を
呼
び
て
、

「
如
何
あ
る
べ
き
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、
禅
師
も
、
あ
は
れ
き
も
あ

ら
ま
ほ
し
く
思
ひ
け
れ
ば
、
「
：
：
：
疾
く
疾
く
参
ら
せ
給
ヘ
」
と
ぞ
申
し
け
る
。
〔
静
は
〕
「
さ
ら
ば
：
：
：
形
の
如
く
舞
ひ
て
帰
ら
ば
や
」

と
ぞ
申
し
け
る

と
い
う
対
応
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
能
の
要
請
へ
の
拒
否
に
つ
な
つ
い
て
、
き
っ
か
け
が
女
性
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
上
で
、
母

の
説
得
・
判
断
を
通
じ
て
の
承
諾
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

す
ぐ
に
想
起
で
き
る
も
の
は
、
『
平
家
物
語
』
の
祇
王
説
話
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
も
、
清
盛
か
ら
の
芸
能
の
要
請
〈
も
し
く
は
強
制
）
、
娘

〈
祇
王
）
の
拒
否
、
母
（
と
ぢ
〉
の
説
得
（
教
訓
）
に
よ
る
承
諾
、
と
い
う
話
型
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
今
す
こ
し
変
形
す

れ
ば
、
『
義
経
記
』
巻
一
や
古
活
字
本
『
平
治
物
語
』
下
ド
幸
若
舞
曲
『
鹿
常
盤
町
等
に
あ
ら
わ
れ
る
、
常
盤
六
波
羅
出
頭
需
の
話
型
に
も

共
通
性
を
み
い
だ
せ
る
。
常
盤
の
場
合
は
、
芸
能
で
は
な
く
「
三
人
の
子
ど
も
」
故
の
召
（
追
及
〉
だ
が
、
出
頭
の
拒
否
〈
逃
亡
・
流
浪
〉

組

ιτ

の
後
、
母
（
関
屋
〉
の
捕
縛
・
糾
問
を
理
由
と
し
て
、

「母」

の
故
に
出
頭
を
承
諾
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
「
容
顔
美
麗
」
を
も
っ
て

ゆ
る
さ
れ
る
、
｜
｜
い
わ
ば
「
開
運
」
を
ふ
く
め
て
、
話
型
は
相
同
で
あ
る
。

右
に
「
開
運
」
と
い
っ
た
。
静
は
「
雨
の
祈
り
の
舞
の
時
、
判
官
に
見
え
初
め
ら
れ
参
ら
せ
て
、
堀
川
の
御
所
に
召
さ
れ
参
ら
せ
侯
ひ

し
」
で
あ
り
、

ま
た
鶴
岡
社
頭
の
舞
が
お
お
く
の
称
讃
と
禄
に
む
く
わ
れ
た
こ
と
、
前
述
し
た
。
祇
玉
の
場
合
は
す
こ
し
複
雑
で
、

ん
死
を
決
意
し
、
母
の
教
訓
で
と
り
や
め
て
、
結
局
は
発
心
・
往
生
へ
と
、

、
っ
こ

B
V

争
i

つ
ま
り
は
、
浄
土
系
唱
導
説
話
と
し
て
の
意
味
で
の
「
開
運
」

に
む
か
う
の
で
あ
る
D

と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
話
に
つ
い
て
、
次
の
構
成
を
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。



ハ
芸
能
者
へ
の
）
芸
の
要
請
↓
拒
否
↓
母
（
の
存
在
ま
た
は
説
得
）
↓
承
諾
↓
芸
の
披
露
↓
開
運

こ
れ
は
、
芸
能
説
話
と
し
て
は
当
然
の
型
だ
と
も
い
え
る
。
い
っ
た
ん
は
「
み
せ
ま
い
」
と
す
る
こ
と
（
拒
否
〉
で
、
当
該
芸
能
（
者
）
の

価
値
（
期
待
〉
は
た
か
め
ら
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
拒
否
と
承
諾
の
間
で
の
「
母
」
の
介
在
で
あ
る
。
祈
雨
露

で
は
拒
否
の
側
に
、
社
頭
芸
能
諒
全
体
で
は
承
諾
の
側
に
、
と
い
う
ち
が
い
は
あ
っ
て
も
、
ー
ー
さ
ら
に
、
後
者
で
は
工
藤
妻
女
が
か
さ
な

る
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
芸
能
語
で
は
「
母
」
が
展
開
の
軸
の
位
置
を
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
口

『
義
経
記
』
巻
六
の
静
の
物
語
は
そ
も
そ
も
、
静
を
「
北
白
川
の
磯
禅
師
が
娘
」
と
し
て
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
形
で
は
じ
ま
っ
て
い

た
。
吉
野
か
ら
都
に
も
ど
っ
た
静
は
「
母
の
禅
師
が
許
に
ぞ
俣
ひ
け
る
」
。

か
ち
は
だ
し

し
さ
よ
」
と
「
徒
院
に
て
ぞ
下
り
け
る
」
。
随
従
し
て
ゆ
き
、
静
が
頼
朝
の
前
に
ひ
き
だ
さ
れ
る
場
面
で
は

鎌
倉
へ
護
送
さ
れ
る
際
も
、

母
は
「
た
だ
一
人
下
さ
ん
事
の
悲

「
門
前
に
泣
き
居
」
て
、

ゆ
る
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さ
れ
て
同
席
し
、
「
た
だ
泣
く
よ
り
ほ
か
の
事
、
そ
な
き
」
静
に
か
わ
っ
て
、
頼
朝
と
問
答
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
下
、
と
も
に
帰
京
し
、

さ
ら
に
「
天
王
寺
の
麓
に
草
の
庵
を
結
び
、
禅
師
共
に
行
な
ひ
澄
ま
し
」
て
、
静
は
「
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
に

け
り
。
禅
師
も
程
な
く
共
に
往
生
し
げ
る
と
か
や
」
と
の
巻
六
末
文
に
い
た
る
ま
で
、
母
子
は
終
始
は
な
れ
な
い
わ
け
で
、
静
の
物
語
は
、

」
う
し
て
み
る
な
ら
、
禅
師
・
静
の
「
母
子
の
物
語
」
で
あ
る

D

こ
の
占
川
は
、

し
か
し
『
吾
妻
鏡
』
記
事
に
も
、
ゴ
一
月
一
日
（
鎌
倉
下
着
）
に
「
母
磯
禅
師
伴
v
之
」
と
あ
り
、

九
月
一
六
日
に
は
、

前
引

の
と
お
り
「
母
子
」
の
帰
洛
が
し
る
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

『
義
経
記
』

だ
け
の
特
徴
と
は
い
え
な
い
。
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
母
の
方
の
役

割
が
『
義
経
記
』
に
あ
っ
て
は
な
は
だ
お
お
き
い
点
で
、
男
児
の
致
死
の
条
は
こ
れ
を
よ
く
し
め
し
て
い
る
。

『
吾
妻
鏡
』
間
七
月
二
九
日
記
事
は
、
前
節
で
ひ
い
た
部
分
に
つ
づ
き
、
次
の
形
で
あ
る
。

先
v
之
〔
日
男
児
を
浜
に
す
て
る
こ
と
〕
。
〔
安
達
〕
新
三
郎
御
使
欲
v
請
斗
取
彼
赤
子
↓
静
敢
不
ν
出
v
之。

纏
v
衣
抱
臥
。

叫
喚
及
二
数
刻
一



之
問
。
安
達
頻
謹
責
。
磯
禅
師
殊
恐
申
。
押
斗
取
赤
子
一
与
ニ
御
使
↓

静
は
な
き
さ
け
ん
で
子
を
わ
た
そ
う
と
し
な
い
。

「
子
の
話
」

の
悲
劇
の
主
役
は
、
子
の
母
で
あ
る
静
で
あ
り
、
祖
母
は
娘
か
ら
孫
を
と
り

あ
げ
て
、
使
者
に
ひ
き
わ
た
し
て
い
る
。

「
し
っ
か
物
語
」
も
参
照
す
る
と
、
こ
れ
で
は
梶
原
源
太
が
使
者
と
し
て
若
君
を
つ
れ
さ
る
。

ひ
っ
つ
、
な
く
な
く
」
う
っ
た
え
た
静
は
、
禅
師
と
浜
に
は
し
り
、

「
産
所
よ
り
た
ち
出
、

源
太
に
う
ち
む
か

し
が
い
を
取
あ
つ
め
：
：
：
し
づ
か
思
ひ
に
た
え
か
ね
て
身
を
な
げ
ん
と
せ
し
時
に
、
母
の
ぜ
ん
し
是
を
見
て
：
：
：
わ
れ
も
つ
れ
て
行

〔
け
〕
や
と
て
、
二
人
手
に
手
を
取
く
ん
で
身
を
な
げ
ん
と

す
る
の
で
あ
っ
て
、
場
面
の
主
役
は
静
お
よ
び
禅
師
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、

『
義
経
記
』

の
お
な
じ
場
は
、
ず
っ
と
く
わ
し
い
以
上
に
、

ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
禅
師
を
中
心
と
し
て
か
た
ら
れ
て
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ゆ
く
こ
と
が
自
に
た
っ
。
使
者
は
禅
師
と
問
答
し
、

せ
て
ゆ
く
。
は
だ
し
で
お
う
の
も
禅
師
で
あ
っ
て
、
静
は
、

「
産
所
に
走
り
入
り
て
、
禅
師
が
抱
き
た
り
け
る
を
奪
ひ
取
り
て
」
浜
へ
馬
を
は
し
ら

諸
共
に
と
慕
ひ
け
れ
ど
も
、
堀
藤
次
の
妻
女
、

「
産
の
則
ち
な
り
」

と
て
、
ゃ
う
や
う
に
諌
め
取
止
め
け
れ
ば
、
出
で
つ
る
妻
戸
の
口

に
倒
れ
臥
し
て
ぞ
悲
し
み
け
る
。

と
だ
け
し
か
か
た
ら
れ
な
い
。

浜
に
で
て
た
ず
ね
あ
る
き
、
発
見
し
た
遺
体
を
砂
の
上
に
安
置
し
、

砂
を
ほ
っ
て
う
め
よ
う
か
、

「
此
処
も
浅
ま
し
き
牛
馬
の
蹄
の
通
ふ

所
と
て
、

い
た
は
し
け
れ
ば
」
と
お
も
い
ま
ど
う
、
ー
ー
子
を
う
し
な
う
悲
劇
と
し
て
、
充
分
哀
切
に
か
た
ら
れ
て
ゆ
く
場
面
の
人
物
も
ま

た
、
静
で
は
な
く
禅
師
で
あ
る
。



こ
う
し
て
、
静
の
物
語
は
、
『
義
経
記
』
巻
六
の
形
で
よ
む
か
ぎ
り
、
「
母
」
が
主
導
し
つ
つ
、
そ
の
「
娘
」
の
芸
能
成
功
語
へ
と
収
束
し

て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
女
系
の
芸
能
の
か
た
り
を
基
盤
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、

と
の
い
れ
か
え
の
連
接
部
を
検
討
し
て
、
さ
ら
に
こ
れ
を
た
し
か
め
て
ゆ
こ
う
。

「
子
の
話
」

と
「
舞
の
話
」

5 

男
児
が
こ
ろ
さ
れ
た
後
、
静
が
な
げ
い
て
「
か
か
る
心
憂
き
鎌
倉
に
一
日
に
で
も
あ
る
べ
き
や
う
な
し
」
と
い
い
、
禅
師
が
鎌
倉
滞
留
を

説
得
し
た
、

と
の
点
は
第
一
節
で
ひ
い
た
。
禅
師
の
「
御
身
安
穏
な
ら
ば
」
云
々
に
は
、

し
か
し
前
お
き
が
あ
っ
て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

磯
禅
師
申
し
け
る
は
、
「
幼
き
人
の
事
は
思
ひ
設
け
た
る
事
な
れ
ば
、

さ
て
お
き
ぬ
。
御
身
安
穏
な
ら
ば
：
：
：
」

り
が
た
い
転
心
の
印
象
が
あ
る
だ
ろ
う
。
が
、
禅
師
や
静
の
「
個
人
」
を
で
な
く
、

「
役
割
」

と
し
て
の
彼
ら
を
め
ぐ
る
「
物
語
」
を
よ
む
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由
比
の
浜
辺
で
の
愁
嘆
か
ら
、

わ
ず
か
数
行
を
へ
だ
て
て
こ
れ
に
接
す
る
時
、
た
と
え
ば
今
日
の
読
者
に
は
、
同
一
人
物
の
言
と
も
う
け
と

と
す
れ
ば
、
こ
の
ま
ま
に
う
け
と
る
他
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
、
こ
こ
で
「
さ
て
お
き
ぬ
」
と
禅
師
が
い
う
こ
と
で
、
物
語
の
軸
に
「
母
」
が
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
点
が
重
要

で
あ
る
。
静
か
ら
み
て
、
子
を
「
さ
て
お
」
い
た
母
、
そ
の
母
と
と
も
に

（
ま
た
母
の
説
得
に
し
た
が
っ
て
〉
、

（
幻
）

に
転
じ
て
ゆ
く
。
女
系
の
芸
能
説
話
に
み
ら
れ
る
「
母
の
優
越
（
な
い
し
専
権
と
が
こ
こ
に
も
し
め
さ
れ
、
こ
う
し
て

静
は
芸
能
を
演
じ
る
役
割

『
義
経
記
』
巻
六

の
静
物
語
の
骨
格
も
開
示
さ
れ
る
。
｜
｜
巻
四
・
五
か
ら
の
「
義
経
日
静
」
話
の
後
日
談
を
か
た
り
お
え
て
、
鎌
倉
で
の
静
芸
能
語
が
以
後

も
っ
ぱ
ら
と
な
る
、

と
い
う
形
で
あ
る
。
前
節
末
で
「
収
束
」
と
し
た
の
は
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、
第
一
節
で
提
起
し
た
よ
う

に
、
「
義
経
H
静
」
の
要
素
が
そ
こ
で
は
消
去
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。



そ
こ
で
、
鶴
岡
社
頭
の
舞
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
に
の
べ
た
引
出
物
・
禄
に
か
．
き
ら
ず
、
芸
能
と
し
て
の
盛
儀
ぶ
り
を
、
い
な
ら
ぷ
頼
朝

・
政
子
以
下
、
鎌
倉
御
家
人
ぞ
ろ
え
の
ご
と
き
列
挙
や
「
谷
々
小
路
々
々
静
が
舞
ふ
な
る
と
て
、
若
宮
に
は
門
前
市
を
な
す
」
等
々
の
い
い

た
て
で
説
明
し
、

さ
ら
に
舞
台
・
楽
党
の
お
お
が
か
り
な
準
備
を
も
詳
述
し
て
い
っ
そ
う
強
調
し
て
い
る
条
々
は
、
第
二
節
で
の
ベ
た
芸
能

誇
ら
し
き
を
し
め
し
て
お
り
、
注
意
し
て
よ
い
部
分
だ
が
今
は
検
討
を
省
略
す
る
。
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
静
が
演
じ
た
芸
能
そ
の
も

の
に
つ
い
て
で
あ
る
。

よ
く
し
ら
れ
て
い
る
形
と
し
て
、
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
ま
ず
確
認
し
て
お
く
。

静
先
吟
コ
出
歌
一
云
口

よ
し
野
山
み
ね
の
し
ら
雪
ふ
み
分
て
い
り
に
し
人
の
あ
と
そ
こ
ひ
し
き
。

次
歌
二
別
物
曲
－
之
後
。

又
吟
ユ
和
歌
－

云
。
し
つ
や
し
つ
／
＼
の
を
た
ま
き
く
り
返
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
か
な
。
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こ
れ
を
「
上
下
皆
催
一
一
興
感
乙
で
あ
っ
た
の
に
反
し
、
頼
朝
は
、

於
ニ
八
幡
宮
宝
前
↓
施
v
芸
之
時
。
尤
可
v
祝
二
関
東
万
歳
一
之
処
。
不
v
悼
v
所
ニ
間
食
↓
慕
一
一
反
逆
義
経
↓
歌
ニ
別
曲
歌
↓
奇
怪
云
々
。

と
怒
気
を
発
し
た
が
、
政
子
の
昔
が
た
り
に
よ
る
と
り
な
し
で
「
休
日
一
御
憤
一
」
、
禄
を
あ
た
え
た
、
と
い
う
経
過
で
あ
っ
た
。
島
津
久
基
が
、

ふ
る
い
例
を
あ
げ
つ
つ
「
婦
人
の
鑑
と
し
て
長
く
後
昆
に
崇
ば
れ
て
ゐ
る
」
と
い
い
、
今
も
普
通
に
静
の
人
物
像
と
し
て
「
義
経
H
静
」
の

形
で
う
け
と
ら
れ
て
い
る
典
拠
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

『
吾
妻
鏡
』
記
事
が
史
実
か
否
か
は
、
く
り
か
え
す
が
、
こ
こ
の
問
題
の
外
に
あ
る
。
芸
能
伝
承
と
し
て
そ
れ
を
よ
む
わ
け
だ
が
、
し
か

し
そ
の
場
合
、
や
は
り
不
審
が
あ
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
っ
て
、
頼
朝
の
言
は
、
芸
能
者
の
か
か
る
異
例
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
、
ま
こ
と

に
も
っ
と
も
で
あ
る
。
よ
り
芸
能
ら
し
い
形
は
、
た
と
え
ば
『
し
っ
か
物
語
』
の
こ
の
段
で
あ
る
。

静
は
、
そ
こ
で
は
ま
ず
「
時
の
祝
言
成
け
れ
ば
」
と
「
君
を
は
じ
め
て
お
が
む
に
は
千
代
も
経
ぬ
ベ
し
姫
小
松
と

う
た
ひ
す
ま
し
た



り」。

そ
の
後
、
「
し
つ
や
し
つ
：
・
：
・
と
う
た
ひ
す
ま
し
た
り
け
れ
ば
：
：
：
頼
朝
み
す
を
お
ろ
さ
る
斗
」
。

で
は
「
ち
ふ
ぶ
ど
の
」
す
な
わ
ち
畠
山
重
忠
だ
が
、
彼
の
と
り
な
し
で
「
み
す
を
さ
ら
り
と
あ
げ
給
ふ
」
と
、

か
ん
し
ゅ
ま
ん
し
ゅ

可
士
是
を
、
極
楽
浄
土
の
玉
す
だ
れ
干
珠
満
珠
の
た
ま
の
は
に
あ
く
れ
ば
い
よ
／
＼
ひ
か
り
ま
す
玉
体
つ
つ
が
な
ふ
し
て

い
か
り
を
な
だ
め
る
者
は
、
こ
こあ

め
が
し
た
こ
そ
の
ど
か
な
れ

と
三
返
ふ
ん
で
ま
は
れ
ば

頼
朝
「
か
ん
に
た
え
か
ね
給
ひ
て
」
の
め
で
た
い
首
尾
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
祝
言
性
・
即
興
性
こ
そ
が
芸
能
の
本
態
だ
と
す
れ
ば
、

『
義
経
記
』

は
そ
れ
を
よ
り
整
理
し
た
形
で
し
め
し

て
い
る
。
次
第
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

静
は
「
し
ん
む
じ
ゃ
う
の
曲
と
い
ふ
白
拍
子
の
上
手
な
り
け
れ
ば
」
、

こ
れ
を
う
た
い
は
じ
め
る
。

ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
た
め
、
鼓
を
う
つ
工
藤
祐
経
は
、
途
中
で
「
心
な

」
の
曲
不
詳
で
あ
る
が
、
岡
見
正
雄
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説
で
は
「
新
無
常
」
で
「
将
軍
の
前
で
数
え
謡
う
に
折
に
合
わ
ず
、

し
と
や
思
ひ
け
ん
・
・
・
・
・
・
せ
め
を
ぞ
打
ち
た
り
け
る
」
。

静
は
こ
れ
に
応
じ
て
「
『
君
が
代
の
』
と
上
げ
た
り
け
れ
ば
」
、
｜
｜
結
局
、

即
興
的

に
祝
言
と
し
て
う
た
い
お
さ
め
る
の
で
あ
る
。

人
々
は
感
じ
い
っ
て
、
「
今
一
折
舞
は
せ
よ
か
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

か
た
き

詮
ず
る
所
敵
の
前
の
舞
ぞ
か
し
。
思
ふ
事
を
歌
は
ば
や
と
思
ひ
て

静
が
う
た
う
も
の
が
、

「
し
づ
や
し
づ
」

と
「
吉
野
山
」
で
あ
る
。
芸
を
披
露
し
、
祝
寸
一
口
の
役
目
を
は
た
し
た
上
で
、
趣
を
か
え
て
芸
を
ふ

（

μ）
 

つ
ま
り
は
「
も
ど
き
」
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
段
階
だ
か
ら
こ
そ
、

「
思
ふ
事
」
が
う
た
え
る
の
で
あ
り
、

た
た
び
だ
す
段
取
で
あ
っ
て
、

『
吾
妻
鏡
』
式
に
「
先
吟
コ
出
歌
こ
と
の
場
面
で
の
歌
と
し
て
は
、
両
首
は
芸
能
的
に
不
自
然
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
も
ど
き
は
失
敗
で
あ
っ
た
。
「
御
簾
を
さ
っ
と
下
し
」
て
頼
朝
は
、



「
賎
の
を
だ
ま
き
繰
り
返
し
」
と
は
、
頼
朝
が
世
尽
き
て
、
九
郎
が
世
に
な
れ
と
や
。
：
：
：
「
吉
野
山
：
：
：
」
と
は
、

た
と
へ
ば
頼
朝

九
郎
を
攻
め
落
と
す
と
雄
も
、
未
だ
あ
り
と
ご
さ
ん
な
れ
。

と
、
詞
章
に
即
し
て
い
き
ど
お
る
。
事
柄
は
言
葉
に
か
か
わ
る
か
ら
、
政
子
が
「
女
は
は
か
な
き
者
な
れ
ば
、
思
召
し
許
し
侯
へ
」
と
と
り

な
し
て
も
、
機
嫌
は
な
お
り
か
け
る
だ
け
で
「
御
簾
の
方
々
を
少
し
上
げ
」
る
程
度
で
あ
る
。

静
悪
し
き
御
気
色
と
思
ひ
て
、

ま
た
立
帰
り
、
吉
野
山
嶺
の
白
雪
踏
み
分
け
て
入
り
に
し
人
の
跡
絶
え
に
け
り

と
歌
ひ
た
り
け
れ

ば
、
御
簾
を
高
ら
か
に
上
げ
さ
せ
給
ひ

｜
｜
ふ
た
た
び
即
興
的
に
、
今
度
は
み
ず
か
ら
の
歌
の
一
言
葉
を
さ
ら
に
「
も
ど
い
て
」
、

頼
朝
に
追
従
し
た
わ
け
で
あ
る
。

静
の
芸
能
成

功
は
、

「
入
り
に
し
人
の
跡
ぞ
恋
し
き
」
を
「
跡
絶
え
に
け
り
」
と
う
た
い
か
え
る
こ
と
で
よ
う
や
く
、
そ
し
て
ま
た
完
全
に
は
た
さ
れ
た

言
葉
の
こ
の
い
れ
か
え
は
、
頼
朝
へ
の
一
種
の
予
祝
で
あ
る
一
方
、
無
論
義
経
に
対
し
て
は
、

い
わ
ば
呪
旺
と
い
え
る
態
の
も
の
だ
。
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の
で
あ
っ
た
。

「
義
経
リ
静
」
の
式
は
、
静
芸
能
語
の
完
結
と
と
も
に
ま
っ
た
く
消
去
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
禄
の
寄
進
に
際
し
て
、
前
引
「
判
官
殿
の

御
祈
り
の
為
」
と
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
『
義
経
記
』
の
枠
組
に
の
み
か
か
わ
り
、
巻
六
の
静
物
語
の
構
造
に
は
あ
い
わ
た
ら
な
い
。
は
じ
め

に
指
摘
し
た
「
異
和
」
は
、
そ
の
表
現
だ
っ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

6 

島
津
は
、
静
に
つ
い
て

頼
朝
の
勢
威
を
前
に
し
て
、

「
吉
野
山
峯
の
白
雪
踏
み
分
け
て
入
り
に
し
人
」

を
慕
ふ
思
を
二
首
の
歌
に
寄
せ
た
彼
女
の
心
情
は
、
そ



の
時
間
す
舞
の
袖
の
神
技
と
共
に
、
独
り
満
堂
の
大
小
名
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
後
人
を
し
て
且
酔
ひ
且
泣
か
し
め
る
の
で
あ
る
。

と
評
し
、
「
白
拍
子
に
似
げ
な
い
貞
烈
」

（お）

情
が
あ
っ
た
の
だ
が
、

と
た
た
え
て
い
る
。
も
っ
ぱ
ら
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
っ
て
の
言
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
や
む
を
え
ぬ
事

『
義
経
記
』
巻
六
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
静
は
反
対
に
ま
こ
と
に
白
拍
子
H
芸
能
者
ら
し
い
か
た
ら
れ
方
で
あ
ら
わ
れ

て
い
る
、
と
今
は
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
巻
六
の
静
は
、
ま
た
他
方
で
、
巻
四
・
五
の
静
に
く
ら
べ
て
も
、
や
や
異
質
で
も
あ
る

ょ
う
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
堀
川
夜
討
の
場
に
「
賢
々
し
き
者
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
古
活
字
十
二
行
本
を
は
じ
め
と
す
る
近
世
の
諸
本

の
挿
絵
で
、
女
武
者
姿
の
静
が
え
り
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
う
る
義
経
の
た
め
の
活
躍
を
、
わ
ず
か
な

巻
四
の
静
は
、

行
文
で
は
あ
る
が
し
め
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
巻
五
で
は
、
吉
野
で
の
別
離
に
あ
た
っ
て
、
静
は
、
鏡
・
枕
・
鼓
と
呪
性
を
お
び
た

形
見
を
あ
た
え
ら
れ
、
義
径
の
「
分
身
」
化
し
て
い
る
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
M
W
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
巻
六
の
静
が
、
義
経
と
の
か
か
わ

り
を
け
し
つ
つ
芸
能
者
に
純
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
は
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。

1

1
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
、
『
義
経
記
』
巻
六
の
、
『
義
経

内
F
臼

記
』
な
い
し
義
経
伝
承
の
中
で
の
位
置
と
意
味
に
も
か
か
わ
る
。
こ
こ
で
は
、
静
に
即
し
た
視
点
か
ら
か
ん
が
え
る
に
と
ど
ま
る
が
、
ニ
・

一
の
点
を
論
じ
て
お
く
。

第
三
節
で
指
摘
し
た
が
、

た
と
え
ば
『
し
っ
か
物
語
』
に
対
し
て
、
巻
六
の
静
の
物
語
は
、

ほ
と
ん
ど
鎌
倉
で
の
話
に
集
中
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
鎌
倉
で
の
静
の
行
蔵
を
『
吾
妻
鏡
』
記
事
と
対
照
す
る
な
ら
、
頼
朝
と
の
か
か
わ
り
が
お
お
く
か
た
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
で
き

る
の
で
あ
る
。

文
治
二
年
三
月
の
鎌
倉
下
着
後
の
尋
問
は
、

お
そ
ら
く
「
召
ニ
静
女
↓
以
一
一
俊
兼
盛
時
等
↓
被
v
尋
ニ
問
予
州
事
乙
〈
一
二
月
六
日
〉
と
『
吾
妻

鏡
』
が
し
る
す
よ
う
な
形
が
歴
史
的
に
み
て
も
妥
当
な
の
だ
ろ
う
が
、
巻
六
で
は
、
第
四
節
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
頼
朝
の
前
で
「
尋
ね
開
」



か
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
社
頭
の
舞
に
関
し
て
は
、
や
は
り
す
で
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
わ
か
る
筈
だ
が
、
召
を
提
案
す
る
に
つ
い
て

も
、
静
の
両
首
の
歌
の
と
り
あ
し
ら
い
に
つ
い
て
も
、

『
吾
妻
鏡
』

の
政
子
主
体
の
し
る
し
方
に
対
し
、
巻
六
は
、
頼
朝
と
静
の
直
接
の
か

か
わ
り
で
話
を
す
す
め
て
お
り
、
こ
の
対
照
は
、
帰
洛
に
際
し
て
の
禄
が
「
御
台
所
井
姫
君
」
か
ら
か
、

「
鎌
倉
殿
よ
り
百
物
百
」

か
の
ち

が
い
に
も
お
よ
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
跡
絶
え
に
け
り
」
へ
の
う
た
い
か
え
を
、
こ
れ
ら
の
中
で
か
ん
が
え
る
な
ら
、

『
義
経
記
』
巻
六
の
静
物
語
は
、
頼
朝
の
前
に
参
上
し

た
芸
能
者
が
、
頼
朝
ハ
と
鎌
倉
）
の
た
め
の
祝
福
芸
能
を
演
じ
、
成
功
・
開
運
を
手
に
す
る
、
と
の
筋
道
で
把
握
で
き
る
。
第
一
節
で
し
め

し
た
頼
朝
日
静
な
る
関
係
式
の
内
容
は
、
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

巻
六
の
静
物
語
を
頼
朝
祝
福
芸
能
曹
と
と
ら
え
る
見
地
か
ら
は
、
同
様
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
幸
芳
舞
曲
『
浜
出
』
、
御
伽
草
子
『
唐
糸
』

p
h
u
 

等
を
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
が
、
今
は
用
意
が
な
い
。
他
方
、
巻
六
の
他
の
ふ
た
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
忠
信
の
物

語
な
ら
び
に
勧
修
坊
の
物
語
と
の
関
係
も
か
ん
が
え
る
べ
き
で
あ
る
。

別
に
そ
れ
ぞ
れ
論
ず
る
予
定
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
勧
修
坊
話
が
、

〔
勧
修
坊
を
〕
勝
長
寿
院
の
後
に
、
槽
皮
の
御
山
荘
を
造
り
て
入
れ
奉
る
。
：
：
：
鎌
倉
は
こ
れ
ぞ
仏
法
の
始
め
な
る
。

と
む
す
ば
れ
て
ゆ
く
点
、
ま
た
忠
信
の
さ
ら
さ
れ
た
首
に
つ
い
て
、
頼
朝
が

剛
な
る
者
の
首
を
所
に
久
し
く
晒
し
て
、
そ
の
所
の
悪
魔
と
な
る
こ
と
あ
り
。
首
を
召
返
せ

と
い
っ
て
、
勝
長
寿
院
の
後
に
う
め
た
、
と
忠
信
話
が
お
わ
る
点
を
、
鎌
倉
の
「
聖
別
」
と
し
て
注
意
し
て
お
く
。
芸
能
者
と
し
て
の
静
、

司
祭
者
と
し
て
の
勧
修
坊
、
御
霊
的
存
在
と
な
る
忠
信
ハ
の
首
〉
｜
｜
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
お
い
て
、
頼
朝
と
鎌
倉
を
祝
福
・
教
化
・
鎮
護

す
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
角
川
源
義
が
「
勝
長
寿
院
縁
起
」
に
由
来
す
る
、
と
か
ん
が
え
た
三
話
の
結
合
、
す
な
わ
ち
『
義
経
記
』
巻
六
の
祖



型
へ
の
み
わ
た
し
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
お
も
う
。

冒
頭
に
津
田
左
右
吉
の
「
ょ
せ
集
め
」
と
の
指
摘
を
ひ
い
た
。

（
刊
日
》

柳
田
国
男
の
よ
く
し
ら
れ
る
論
以
来
、
「
持
寄
世

『
義
経
記
』
も
ま
た
、

帯
」
の
性
質
が
こ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
い
か
に
も
室
町
文
芸
ら
し
い
、

し
か
け
を
追
究
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
一
歩
す
す
ん
で
、

「
ょ
せ
集
め
」
の

（
一
九
九

0
・
一
〉

注（

1
）
 

以
下
、
特
に
こ
と
わ
ら
ぬ
か
ぎ
り
引
用
は
梶
原
正
昭
校
注
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
版
・
田
中
本
『
義
経
記
』
に
よ
る
。
な
お
、
他
の
引
用
テ
キ

ス
ト
に
つ
い
て
も
同
様
だ
が
、
句
読
・
清
濁
・
ふ
り
仮
名
・
あ
て
漢
字
・
傍
点
を
私
に
付
す
場
合
が
あ
り
、
〔
〕
で
語
句
を
お
ぎ
な
う
こ
と
が

あ
る
。

『
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
思
想
の
研
究
』
第
二
巻
・
第
二
篇
第
一
章
。

静
の
芸
能
は
若
宮
へ
の
「
法
楽
」
の
形
で
お
こ
な
わ
れ
る
。

A
静
と
B
頼
朝
（
と
鎌
倉
の
寺
社
）
と
の
間
で
は
、

A
↓
（
法
楽
）
↓
B
↓
（
株
）

↓
A
↓
（
寄
進
〉
↓
B
が
あ
り
、
そ
の
後
帰
京
時
に
B
↓
（
株
）
↓
A
と
な
っ
て
い
て
、
通
常
の
、
芸
能
と
椋
の
交
換
と
は
こ
と
な
る
相
互
贈
与

が
あ
る
。

『
舞
の
本
』
（
古
典
文
庫
三
八
四
）
所
収
・
内
閣
文
庫
本
に
よ
る
。

『
曽
我
物
語
』
の
虎
・
満
江
、
『
平
家
物
語
』
の
巴
等
々
。
徳
江
元
正
「
静
御
前
の
廻
国
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
六
一
巻
一
号
）
、
水
原
一
「
巴
の
伝

説
・
説
話
」
（
『
平
家
物
語
の
形
成
』
所
収
）
等
参
照
。

「
『
義
経
記
』
の
成
立
」
（
角
川
源
義
・
村
上
学
編
『
赤
木
文
庫
本
義
経
物
語
』
所
収
）
。

以
下
、
古
活
字
本
は
岡
見
正
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
版
・
古
活
字
十
二
行
本
『
義
経
記
』
に
よ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
巻
一
の
紀
友
則
の
歌
の
下
旬
に
よ
っ
て
い
る
。

社
頭
の
舞
の
準
備
と
人
々
群
集
の
大
仰
さ
も
同
様
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
第
五
節
参
照
。

8
せ

匹

h
u

（

2
）
 

（

3
〉

（

4
〉

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 



（

m）
 

（日）
〈ロ〉

（臼）

『
舞
の
本
』
下
（
古
典
文
庫
三
八
九
）
所
収
・
内
閣
文
庫
本
に
よ
る
。

以
下
、
引
用
は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
三
二
巻
に
よ
る
。

五
味
文
彦
『
吾
妻
鏡
の
方
法
｜
l
事
実
と
紳
話
に
み
る
中
世
』
第
一
部
の
一
。

巻
四
に
も
、
テ
キ
ス
ト
前
型
の
痕
跡
と
み
ら
れ
る
孤
立
し
た
季
節
語
が
あ
る
。
冬
一

O
月
の
所
謂
「
堀
川
夜
討
」
の
部
分
で
の
「
卯
の
花
垣
」
で

あ
る
。

注
1
前
掲
書
の
注
。

『
幸
若
舞
曲
研
究
』
一
・
所
収
。

こ
こ
で
は
覚
一
本
等
の
所
謂
語
り
本
系
の
形
を
も
と
に
し
て
い
う
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
版
・
書
陵
部
蔵
古
活
字
本
に
よ
る
。

注
目
に
お
な
じ
。

岩
松
「
母
と
子
の
間
｜
｜
『
義
経
記
』
ノ

I
ト
・

1
」
（
『
三
田
国
文
』
七
号
）
参
照
。

原
態
「
し
っ
か
」
ま
た
は
「
司
士
」
で
あ
る
が
、
便
宜
の
た
め
「
静
」
で
し
め
す
。

注
目
に
お
な
じ
。

島
津
久
基
『
義
経
伝
説
と
文
学
』
本
篇
第
一
部
。

注
7
前
掲
書
の
注
。

折
口
信
夫
「
翁
の
発
生
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻
所
収
）
等
参
照
。

『
義
経
記
』
巻
六
の
頼
朝
の
い
か
り
、
静
の
対
応
の
部
分
は
、
古
活
字
本
等
の
流
布
本
文
に
お
お
き
な
み
だ
れ
が
あ
り
、
田
中
本
や
赤
木
文
庫
本

で
な
い
と
よ
み
に
く
い
（
注
7
前
掲
書
補
注
参
照
）
。
島
津
の
時
代
に
は
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
他
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

注
1
注
7
そ
れ
ぞ
れ
所
掲
の
『
義
経
記
』
の
挿
絵
参
照
。

こ
の
点
は
別
稿
で
論
ず
る
。

注
6
に
お
な
じ
。

『
東
北
文
学
の
研
究
』
（
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
七
巻
所
収
）
参
照
。

（

U
〉

（日）
（日）

（口〉
（
時
）

（
叩
）

（初）
（幻）

（
辺
）

（お）
（包）

（お）
〈お）

（幻）
（お）

（

mm）
 


