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【
論
文
】

中
世
・
近
世
に
お
け
る
牛
追
物
の
言
説
に
つ
い
て

二
本
松
泰
子

は
じ
め
に

　
馬
上
で
弓
を
引
い
て
的
に
矢
を
当
て
る
、
い
わ
ゆ
る
騎
射
は
わ
が
国
に
お
い
て

古
く
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
九
年
（
六
八

二
）
九
月
九
日
条
に
よ
る
と
、
天
武
天
皇
が
「
長
柄
杜
」
で
「
馬
的
射
」
を
観
覧

し
た
由
を
伝
え
て
い
る
。
平
安
時
代
に
な
る
と
、
公
事
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
洛
中

で
も
頻
繁
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
朝
廷
の
恒
例
行
事
と
し
て
、
左
右
の
近

衛
府
に
よ
る
騎
射
が
五
月
の
節
会
に
関
連
す
る
行
事
や
春
日
大
社
若
宮
社
の
祭
礼

と
し
て
流
鏑
馬
が
実
施
さ
れ
て
い
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、
こ
う
い
っ
た
騎
射
の
諸
芸
は
武
術
を
鍛
錬
す
る
「
武

芸
」
と
し
て
の
様
相
が
強
く
な
る
。
そ
の
中
で
、
源
頼
朝
が
好
ん
で
実
施
し
た
「
牛

追
物
」
は
、
小
牛
を
追
っ
て
馬
上
か
ら
矢
を
射
る
武
芸
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
の

後
期
に
は
早
々
と
廃
れ
て
一
切
実
演
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
瞬
で
廃

れ
て
実
演
の
記
録
が
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
な
い
牛
追
物
は
、
近
代
以
降
の
歴
史

学
分
野
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
牛
追
物
は
一
瞬
で
実
演
さ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
鎌
倉
時

代
の
説
話
や
室
町
時
代
の
故
実
書
に
は
た
び
た
び
言
及
さ
れ
、
近
世
中
期
に
流
布

し
た
馬
術
書
に
も
牛
追
物
の
伝
書
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
（
注
１
）。
こ
の
よ
う

に
実
演
を
伴
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
物
の
中
で
の
み
、
そ
の
存
在
が

継
続
し
続
け
る
と
い
う
現
象
は
、
わ
が
国
の
騎
射
の
諸
芸
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
事
例
で
あ
る
（
注
２
）。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
牛

追
物
を
め
ぐ
る
言
説
の
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
騎
射
文
化
に
お
け

る
未
知
の
部
分
を
解
明
す
る
一
助
と
な
り
得
よ
う
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
世
・
近
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
に
見
え
る
牛
追
物
の
言

説
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
表
象
す
る
当
該
武
芸
の
具
体
相
に
つ
い
て
考
察
を
試

み
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
騎
射
文
化
に
お
け
る
“
書
物
を
介
し
て
構
築

さ
れ
た
側
面
”
に
つ
い
て
、
そ
の
実
相
解
明
の
端
緒
と
し
た
い
。
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一
　
『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
牛
追
物

　
ま
ず
は
、
牛
追
物
に
関
す
る
史
実
と
さ
れ
る
記
録
類
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
こ

の
騎
射
の
技
芸
が
わ
が
国
に
お
い
て
い
つ
頃
始
ま
っ
た
の
か
、
正
確
な
と
こ
ろ
は

不
明
で
あ
る
が
、
文
献
上
の
初
見
は
『
吾
妻
鏡
』
で
あ
る
。
し
か
も
同
書
に
は
牛

追
物
に
関
す
る
記
事
が
三
か
所
に
わ
た
っ
て
確
認
で
き
る
。
い
ず
れ
の
記
事
に
お

い
て
も
当
該
武
芸
の
由
来
や
発
祥
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
鎌

倉
時
代
に
牛
追
物
が
ど
の
よ
う
に
“
史
実
と
し
て
認
識
”
さ
れ
て
い
た
の
か
を
伝

え
る
情
報
と
し
て
は
重
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
吾
妻
鏡
』
の
他
に
牛
追
物
に
つ

い
て
記
録
し
た
一
次
的
な
記
録
は
存
在
せ
ず
、『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
記
事
が
唯

一
に
し
て
最
古
の
そ
れ
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
本
節
で
は
、『
吾

妻
鏡
』
に
見
え
る
牛
追
物
の
記
事
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
し
な
が
ら

“
史
実
と
し
て
認
識
”
さ
れ
た
牛
追
物
の
実
相
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、『
吾
妻
鏡
』
で
牛
追
物
に
関
す
る
最
初
の
記
録
が
見
え
る
の
は
、
寿
永

元
年
（
養
和
二
年
（
一
一
八
二
））
四
月
五
日
条
で
あ
る
。
該
当
記
事
を
以
下
に

挙
げ
る
。

五
日
、
乙
巳
、
武
衛
、
腰
越
辺
江
島
に
出
で
令
め
給
ふ
。

足
利
冠
者
・
北
条
殿
・
新
田
冠
者
・
畠
山
次
郎
・
下
河
辺
庄
司
・
同
四
郎
・

結
城
七
郎
・
上
総
権
介
・
足
立
右
馬
允
・
土
肥
次
郎
・
宇
佐
美
平
次
・
佐
々

木
太
郎
・
同
三
郎
・
和
田
小
太
郎
・
三
浦
十
郎
・
佐
野
太
郎
等
御
共
に
候
う
。

是
、
高
尾
文
学
上
人
、
武
衛
の
御
願
を
祈
ら
ん
為
、
大
弁
才
天
於
此
の
島
に

勧
請
し
奉
り
、
供
養
法
を
始
め
行
う
之
間
、
故
に
以
て
監
臨
令
め
給
ふ
。
密

議
な
り
。
此
の
事
、
鎮
守
府
将
軍
藤
原
秀
衡
を
調
伏
を
為
す
也
と
云
々
。
今

日
、
即
ち
鳥
居
を
立
て
ら
る
る
。
其
の
後
、
還
ら
令
め
給
ふ
。
金
洗
沢
辺
に

於
て
牛
追
物
有
り
。
下
河
辺
庄
司
・
和
田
小
太
郎
・
小
山
田
三
郎
・
愛
甲
三

郎
等
、
箭
員
有
る
に
依
て
、
各
色
皮
・
紺
絹
等
を
賜
る
。

　
右
に
よ
る
と
、
養
和
二
年
（
寿
永
元
年
）
四
月
五
日
乙
巳
、
源
頼
朝
が
腰
越
あ

た
り
の
江
ノ
島
（
現
・
神
奈
川
県
藤
沢
市
）
に
出
か
け
た
際
、
足
利
義
兼
・
北
条

時
政
・
新
田
義
成
・
畠
山
重
忠
・
下
河
辺
行
平
・
同
政
義
・
結
城
朝
光
・
上
総
広

常
・
足
立
遠
元
・
土
肥
実
平
・
宇
佐
美
実
政
・
佐
々
木
定
綱
・
同
盛
綱
・
和
田
義

盛
・
三
浦
義
連
・
佐
野
基
綱
等
が
随
従
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
文
覚
上
人
が
頼

朝
の
祈
願
の
た
め
に
、
弁
財
天
を
こ
の
江
ノ
島
に
勧
請
し
、
そ
の
供
養
を
始
め
る

の
に
際
し
て
頼
朝
が
臨
席
し
た
場
面
で
あ
る
。
そ
の
祈
願
と
は
藤
原
秀
衡
の
調
伏

で
、
そ
の
場
で
鳥
居
を
建
て
た
と
い
う
。
そ
の
帰
途
に
あ
る
金
洗
沢
の
辺
り
（
現

在
の
神
奈
川
県
鎌
倉
市
七
里
ガ
浜
）
で
牛
追
物
を
実
施
し
た
。
下
河
辺
行
平
・
和

田
義
盛
・
小
山
田
重
成
・
愛
甲
季
隆
な
ど
の
当
て
た
矢
の
数
が
多
か
っ
た
こ
と
に

対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
色
染
め
の
皮
や
藍
染
の
絹
が
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
。

　
こ
の
記
事
に
お
い
て
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
牛
追
物
の
開
催
に
際
し
て
源
頼

朝
が
参
加
（
主
催
）
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
吾
妻
鏡
』
に
見
え

る
他
の
牛
追
物
関
連
の
記
事
で
も
、す
べ
て
頼
朝
が
参
加
し
て
い
る
。い
わ
ば
、『
吾

妻
鏡
』
に
お
い
て
牛
追
物
と
最
も
密
接
な
関
係
を
持
つ
武
将
は
頼
朝
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
ま
た
、
右
掲
の
記
事
に
よ
る
と
、
藤
原
秀
衡
調
伏
の
祈
願
を
し
た
帰

途
に
牛
追
物
を
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
祈
願
を
し
た
場
所
で
は
な
い
と
こ
ろ
に

移
動
し
て
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
の
牛
追
物
に
つ
い
て
は

神
仏
へ
の
奉
納
と
い
っ
た
宗
教
的
な
意
味
は
薄
い
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
は
、

そ
の
牛
追
物
で
秀
逸
な
技
を
披
歴
し
た
武
将
に
頼
朝
か
ら
褒
賞
が
与
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
記
事
に
見
え
る
牛
追
物
は
武
芸
鍛
錬
を
主
な
目
的
と
し
て
と
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し
て
実
施
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
次
に
『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
牛
追
物
実
施
の
二
つ
目
の
記
事
と
し
て
『
吾
妻
鏡
』

寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
六
月
七
日
条
を
挙
げ
る
。

七
日
、
丙
午
、
武
衛
由
井
浦
に
出
で
令
め
給
ふ
。
壮
士
等
、
各
、
弓
馬
之
芸

を
施
す
。
先
ず
牛
追
物
等
有
り
。
下
河
辺
庄
司
御
合
手

と
爲
す

・
榛
谷
四
郎
・
和
田
太

郎
・
同
次
郎
・
三
浦
十
郎
・
愛
甲
三
郎
射
手
と
為
す
。

次
で
股
解
沓
を
以
て
、
長
八
尺
の
串
を
差
し
、
愛
甲
三
郎
を
召
し
、
射
令
め

給
ふ
。
五
度
之
を
射
る
。
皆
不
中
は
莫
し
。
而
し
て
武
衛
彼
の
馬
跡
と
的
下

与
を
打
た
令
め
給
ふ
之
所
、
其
の
中
間
を
八
杖
と
為
す
也
。
仍
て
此
の
杖
数

を
積
み
、
相
広
之
馬
場
を
定
め
る
べ
き
之
由
、
仰
せ
出
で
ら
る
る
。
其
の
後
、

盃
酌
之
儀
有
り
。
興
宴
剋
を
移
す
。
晩
に
及
び
加
藤
次
景
廉
座
席
に
て
絶
へ

入
る
。
諸
人
騒
集
す
。

佐
々
木
三
郎
盛
綱
大
幕
を
持
ち
来
り
、
景
廉
を
纏
い
懐
持
し
退
去
す
。
則
ち

宿
所
に
帰
り
療
養
を
加
へ
る
。
此
の
事
に
依
て
、
御
酒
宴
を
止
め
、
帰
ら
令

め
給
ふ
と
云
々
。

　
右
に
よ
る
と
、
寿
永
元
年
六
月
七
日
丙
午
、
頼
朝
が
由
比
ガ
浜
に
出
向
い
た
際

に
、
武
士
た
ち
に
よ
る
弓
馬
の
技
の
披
歴
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
最
初
に
牛

追
物
が
実
施
さ
れ
た
。
下
河
行
平
は
頼
朝
の
相
手
を
務
め
、
榛
谷
重
朝
、
和
田
義

盛
、
和
田
義
茂
、
三
浦
義
連
、
愛
甲
季
隆
が
射
手
を
し
た
。
次
に
股
解
沓
（
革
製

の
乗
馬
用
の
履
物
）
を
八
尺
（
約
2.4
ｍ
）
の
長
さ
の
串
に
差
し
、
愛
甲
季
隆
に
射

ら
せ
た
と
こ
ろ
、
五
度
こ
れ
を
射
て
、
外
れ
は
無
か
っ
た
と
い
う
。
頼
朝
は
馬
と

的
と
の
間
を
測
ら
せ
る
と
、
八
丈
（
約
24
ｍ
）
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
長
さ
を
真

四
角
の
馬
場
と
し
、
弓
の
距
離
の
規
定
に
決
め
た
。
そ
の
後
開
か
れ
た
宴
会
で
加

藤
景
廉
の
具
合
が
悪
く
な
り
、
皆
が
騒
ぎ
出
し
た
。
佐
々
木
盛
綱
が
大
幕
を
持
っ

て
来
て
、
景
廉
を
包
ん
で
住
居
へ
持
ち
帰
っ
て
療
養
さ
せ
た
。
こ
の
騒
ぎ
の
せ
い

で
頼
朝
は
宴
会
を
止
め
て
御
所
へ
帰
っ
た
と
い
う
。

　
先
述
の
通
り
、
こ
の
記
事
に
見
え
る
牛
追
物
に
も
頼
朝
が
参
加
し
て
い
る
。
さ

ら
に
右
掲
の
記
事
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
壮
士
等
」
が
「
弓
馬
之
芸
」
の
ひ
と

つ
と
し
て
牛
追
物
を
実
施
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
場
所
が
由
比
ガ
浜
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
由
比
ガ
浜
で
は
こ
の
後
も
た
び
た

び
（
鶴
岡
八
幡
宮
の
神
事
と
は
別
に
）
技
の
競
合
を
目
的
と
し
た
騎
射
が
実
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
右
掲
の
記
事
に
見
え
る
牛
追
物
も
ま
た
武
芸
を

修
練
す
る
た
め
の
催
事
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
牛
追
物
の
あ
と
に
弓
矢
の
名

手
で
あ
る
愛
甲
季
隆
に
命
じ
て
股
解
沓
を
的
に
し
た
騎
射
を
さ
せ
、
馬
場
の
規
格

サ
イ
ズ
を
決
め
た
経
緯
も
、
由
比
ガ
浜
で
の
こ
の
催
し
（
牛
追
物
含
む
）
が
武
芸

の
鍛
錬
を
第
一
の
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、『
吾
妻
鏡
』に
見
え
る
最
後
の
牛
追
物
関
連
の
記
事
は
、文
治
三
年（
一

一
八
七
）
十
月
二
日
条
で
あ
る
。
該
当
記
事
を
以
下
に
挙
げ
る
。

二
日
、
己
巳
、
二
品
、
由
比
浦
へ
出
令
め
給
ふ
。
牛
追
物
有
り
。
重
朝
・
義

盛
・
義
連
・
清
重
等
射
手
為
す
。
還
御
之
次
に
、
岡
崎
四
郎
の
宅
へ
入
御
す
。

盃
酒
を
献
ず
。
此
の
間
に
故
余
一
義
忠
が
子
息
の
小
童
を
召
出
し
見
参
に
入

る
。
義
忠
、
命
を
於
石
橋
の
戦
場
に
棄
て
、
勳
功
他
と
異
な
る
之
間
、
殊
に

憐
愍
し
給
ふ
と
云
々
。

に
よ
る
と
、
文
治
三
年
十
月
二
日
己
巳
、
頼
朝
が
由
比
の
浦
へ
出
か
け
た
際
に
牛

追
物
を
実
施
し
、
榛
谷
重
朝
・
和
田
義
盛
・
三
浦
義
連
・
葛
西
清
重
等
が
射
手
を

勤
め
た
。
そ
の
帰
途
に
お
い
て
、
岡
崎
義
実
の
屋
敷
へ
立
ち
寄
る
と
酒
宴
が
献
じ
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ら
れ
、
故
佐
那
田
義
忠
の
子
供
達
が
呼
ば
れ
て
頼
朝
と
対
面
し
た
。
佐
那
田
義
忠

は
、
頼
朝
初
戦
の
石
橋
山
の
戦
い
で
命
を
落
と
し
た
の
で
、
そ
の
手
柄
の
大
き
さ

に
よ
り
、
特
に
哀
れ
み
を
か
け
た
と
い
う
。

　
こ
の
記
事
に
見
え
る
牛
追
物
の
情
報
は
、
前
掲
の
寿
永
元
年
六
月
七
日
条
の
記

事
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
頼
朝
が
参
加
し
て
い
る
以
外
に
も
、
実

施
し
た
場
所
が
同
じ
由
比
ガ
浜
（
由
比
の
裏
）
で
あ
る
こ
と
や
射
手
を
務
め
た
武

将
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
榛
谷
重
朝
・
和
田
義
盛
・
三
浦
義
連
が
同
じ
で
あ
る
こ
と

も
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
牛
追
物
を
実
施
し
た
後
に
酒
宴
が

催
さ
れ
た
こ
と
も
近
似
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
掲
の
寿
永
元
年
六
月
七

日
条
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
右
掲
の
記
事
も
ま
た
、
武
芸
の
修
練
を
目
的
と
し

て
牛
追
物
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
か
ら
判
明
し
た
“
史
実
と
し
て
認
識
”
さ

れ
た
牛
追
物
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、
次
の
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
　
頼
朝
が
す
べ
て
参
加
し
て
い
る

②
　
目
的
は
武
芸
の
鍛
錬

　
右
掲
の
②
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
同
じ
騎
射
で
も
流
鏑
馬
は
鶴
岡
八
幡
宮
や

諏
訪
社
に
お
い
て
奉
射
さ
れ
る
等
、
神
事
と
親
和
性
を
有
し
な
が
ら
展
開
し
た
の

に
対
し
て
、
牛
追
物
は
あ
く
ま
で
武
芸
と
し
て
の
み
認
識
さ
れ
て
い
た
。
端
的
に

い
う
と
“
頼
朝
所
縁
の
武
芸
（
騎
射
）”
と
い
う
の
が
『
吾
妻
鏡
』
で
史
実
と
み

な
さ
れ
た
牛
追
物
の
実
相
で
あ
る
。
い
か
に
も
後
世
の
武
士
が
権
威
あ
る
武
芸
と

し
て
賞
揚
し
そ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
言
え
よ
う
。

二
　
中
世
に
お
け
る
牛
追
物
の
言
説
と
犬
追
物
の
故
実
伝
承

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
牛
追
物
に
つ
い
て
は
『
吾
妻
鏡
』
の
他
に
一
次
的
な
記
録

が
現
存
し
な
い
。
し
か
し
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
説
話
集
で
あ
る
『
古
今
著
聞

集
』
巻
第
九
「
武
勇
十
二
」「
源
頼
光
、
鬼
同
丸
を
誅
す
る
事
」（
注
３
）
に
は
牛

追
物
を
実
施
す
る
場
面
が
見
え
る
。
以
下
に
同
章
段
の
全
文
を
掲
出
す
る
。

頼
光
朝
臣
、
寒
夜
に
物
へ
あ
り
き
て
帰
り
け
る
に
、
頼
信
の
家
近
く
よ
り
た

れ
ば
、
公
時
を
使
に
て
、「
只
今
こ
そ
罷
り
過
ぎ
侍
れ
。
こ
の
寒
さ
こ
そ
は

し
た
な
け
れ
。
美
酒
侍
り
や
」
と
い
ひ
や
り
た
り
け
れ
ば
、
頼
信
朝
臣
、
折

ふ
し
酒
飲
み
て
ゐ
た
り
け
る
時
な
り
け
れ
ば
、
興
に
入
り
て
、「
只
今
見
む

様
に
申
し
給
べ
し
。
こ
の
仰
せ
殊
に
悦
び
思
ひ
給
ひ
候
ふ
。
御
渡
り
あ
る
べ

し
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
頼
光
則
ち
入
り
に
け
り
。
盃
酌
の
間
、
頼
光
厩
の
方

を
見
や
り
た
り
け
れ
ば
、
童
を
一
人
い
ま
し
め
て
置
き
た
り
け
り
。
あ
や
し

と
見
て
、
頼
信
に
「
あ
れ
に
い
ま
し
め
て
お
き
た
る
も
の
は
た
そ
」
と
問
ひ

け
れ
ば
、「
鬼
同
丸
な
り
」
と
こ
た
ふ
。
頼
光
驚
き
て
、「
い
か
に
鬼
同
丸
な

ど
を
、
あ
れ
て
い
に
は
い
ま
し
め
置
き
給
ひ
た
る
ぞ
。
を
か
し
あ
る
も
の
な

ら
ば
、
か
く
ほ
ど
あ
だ
に
は
あ
る
ま
じ
き
も
の
を
」
と
い
は
れ
け
れ
は
、
頼

信
、「
実
に
さ
る
事
に
候
」
と
て
、
郎
等
を
呼
び
て
、
な
ほ
し
た
た
か
に
い

ま
し
め
さ
せ
け
れ
ば
、
金
鏁
を
取
り
出
し
て
、
よ
く
逃
げ
ぬ
様
に
し
た
た
め

て
け
り
。
鬼
同
丸
、
頼
光
の
の
た
ま
ふ
事
を
聞
く
よ
り
、「
口
惜
し
き
も
の

か
な
。
何
と
も
あ
れ
、
今
夜
の
う
ち
に
、
こ
の
恨
を
ば
む
く
は
ん
ず
る
も
の

を
」
と
思
ひ
ゐ
た
り
け
り
。
盃
酌
数
献
に
な
り
て
、
頼
光
も
酔
ひ
て
臥
し
ぬ
。

頼
信
も
入
り
に
け
り
。
夜
の
中
し
づ
ま
る
ほ
ど
に
、
鬼
同
丸
、
究
竟
の
も
の

に
て
、
い
ま
し
め
た
る
縄
・
金
鏁
ふ
み
切
り
て
の
が
れ
出
で
ぬ
。
狐
戸
よ
り
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入
り
て
、
頼
光
の
寝
た
る
う
へ
の
天
井
に
あ
り
。
こ
の
天
井
ひ
き
は
な
ち
て

落
ち
か
か
り
な
ば
、
勝
負
す
べ
き
事
、
異
義
あ
ら
じ
と
思
ひ
た
め
ら
ふ
ほ
ど

に
、
頼
光
も
直
人
に
あ
ら
ね
ば
、
早
く
さ
と
り
に
け
り
。
落
ち
か
か
り
な
ば

大
事
な
り
と
思
ひ
て
、「
天
井
に
、
い
た
ち
よ
り
も
大
き
に
、
貂
よ
り
も
小

さ
き
も
の
の
音
こ
そ
す
れ
」
と
い
ひ
て
、「
誰
か
候
」
と
呼
び
け
れ
ば
、
綱
、

な
の
り
て
参
り
た
り
け
り
。「
明
日
は
鞍
馬
へ
参
る
べ
し
。
い
ま
だ
夜
を
籠

め
て
、
こ
れ
よ
り
や
が
て
参
ら
ん
ず
る
ぞ
。
某
々
供
す
べ
し
」
と
い
は
れ
け

れ
ば
、
綱
奉
り
て
、「
皆
こ
れ
に
候
」
と
申
し
て
ゐ
た
り
。
鬼
同
丸
こ
の
事

を
聞
き
て
、
こ
こ
に
て
は
今
は
叶
ふ
ま
じ
、
酔
ひ
臥
し
た
ら
ば
と
こ
そ
思
ひ

つ
れ
、
な
ま
さ
か
し
き
事
し
い
で
て
は
あ
し
か
り
な
ん
、
と
思
ひ
て
、
明
日

の
鞍
馬
の
道
に
て
こ
そ
、
と
思
ひ
か
へ
し
て
、
天
井
を
の
が
れ
出
で
て
、
鞍

馬
の
か
た
へ
向
き
て
、
市
原
野
の
辺
に
て
、
便
宜
の
処
を
求
む
る
に
、
立
ち

隠
る
べ
き
所
な
し
。
野
飼
ひ
の
牛
の
あ
ま
た
あ
り
け
る
中
に
、
こ
と
に
大
き

な
る
を
殺
し
て
路
頭
に
引
き
伏
せ
て
、
牛
の
腹
を
か
き
や
ぶ
り
て
、
そ
の
中

に
入
り
て
、
目
ば
か
り
見
出
し
て
侍
り
け
り
。

頼
光
あ
ん
の
ご
と
く
に
来
た
り
け
り
。
浄
衣
に
太
刀
を
ぞ
は
き
た
り
け
る
。

綱
・
公
時
・
定
道
・
季
武
等
、
皆
供
に
あ
り
け
り
。
頼
光
、
馬
を
ひ
か
へ
て
、

「
野
の
け
し
き
興
あ
り
。
牛
そ
の
数
あ
り
。
お
の
お
の
牛
お
ふ
も
の
あ
ら
ば

や
」
と
い
は
れ
け
れ
ば
、
四
天
王
の
輩
、
我
も
我
も
と
懸
け
て
射
け
り
。
実

に
興
あ
り
て
ぞ
見
え
け
る
。
そ
の
中
に
、
綱
い
か
が
思
ひ
け
ん
、
と
が
り
箭

を
ぬ
き
て
死
に
た
る
牛
に
向
ひ
て
弓
を
引
き
け
り
。
人
あ
や
し
と
見
る
所
に
、

牛
の
腹
の
ほ
ど
を
さ
し
て
矢
を
は
な
ち
た
る
に
、
死
に
た
る
牛
ゆ
す
ゆ
す
と

は
た
ら
き
て
腹
の
内
よ
り
大
の
童
、
打
刀
を
ぬ
き
て
走
り
出
で
て
、
頼
光
に

か
か
り
け
り
。
見
れ
ば
鬼
同
丸
な
り
け
り
。
矢
を
射
た
て
ら
れ
な
が
ら
、
な

ほ
事
と
も
せ
ず
敵
に
向
ひ
け
り
。
頼
光
も
す
こ
し
も
さ
は
が
で
太
刀
を
ぬ
き

て
、
鬼
同
丸
が
頸
を
打
ち
落
し
て
け
り
。
や
が
て
も
た
ふ
れ
ず
、
打
刀
を
ぬ

き
て
鞍
の
ま
へ
つ
わ
を
突
き
た
り
。
さ
て
頸
は
、
む
な
が
い
に
食
ひ
つ
き
た

り
け
る
と
な
ん
。
死
ぬ
る
ま
で
武
く
い
か
め
し
う
侍
り
け
る
よ
し
、
語
り
つ

た
へ
た
り
。
実
な
り
け
る
事
に
や
。
さ
て
頼
光
は
、
そ
れ
よ
り
帰
に
け
る
。

　
こ
れ
は
、
源
頼
光
に
よ
る
鬼
同
丸
退
治
譚
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
説
話
で
あ
る
。

そ
の
内
容
を
確
認
す
る
と
、
頼
光
が
寒
い
夜
に
外
出
し
た
帰
途
、
弟
で
あ
る
源
頼

信
の
家
の
近
く
に
寄
っ
た
の
で
酒
の
提
供
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
頼

信
は
喜
ん
で
頼
光
を
招
き
入
れ
た
と
い
う
。
酒
盛
り
を
し
て
い
る
間
、
頼
光
が
厩

を
見
る
と
ひ
と
り
の
童
髪
の
者
が
繋
が
れ
て
い
る
の
で
不
思
議
に
思
い
、
頼
信
に

問
い
か
け
る
と
「
鬼
同
丸
」
と
答
え
た
。
頼
光
は
縛
り
方
が
緩
い
と
指
摘
し
た
の

で
、
頼
信
は
金
鎖
を
取
り
出
し
て
し
っ
か
り
と
鬼
同
丸
を
縛
り
な
お
し
た
。
そ
の

た
め
、
鬼
同
丸
は
恨
み
を
募
ら
せ
、
今
夜
の
う
ち
に
頼
光
に
報
復
す
る
こ
と
を
思

い
至
る
。
や
が
て
、
頼
光
公
は
酔
い
臥
し
、
頼
信
も
寝
所
に
入
っ
て
皆
寝
静
ま
っ

た
。
鬼
同
丸
は
剛
力
を
以
て
鎖
綱
を
踏
み
切
り
、
狐
戸
（
＝
破
風
の
下
に
取
り
付

け
ら
れ
た
格
子
戸
）
か
ら
頼
光
の
寝
て
い
る
部
屋
の
天
井
に
忍
び
入
る
と
、
頼
光

は
そ
れ
を
察
知
し
て
、「
天
井
に
鼬
よ
り
大
き
く
貂
よ
り
小
さ
い
も
の
の
音
が
す

る
」
と
言
い
、
渡
邊
綱
を
呼
ん
で
明
日
、
鞍
馬
に
行
く
こ
と
を
告
げ
る
。
頼
光
が

酔
っ
た
寝
込
み
を
襲
お
う
と
考
え
て
い
た
鬼
同
丸
は
、
彼
が
意
外
に
酔
覚
め
し
て

い
る
様
子
な
の
で
断
念
し
、
翌
日
、
鞍
馬
に
行
く
途
中
を
襲
撃
し
よ
う
と
し
た
。

鬼
同
丸
が
鞍
馬
山
の
麓
に
あ
る
市
原
野
（
＝
現
・
左
京
区
静
市
市
原
町
）
に
行
く

と
、
そ
こ
に
は
隠
れ
る
場
所
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
野
飼
い
の
牛
の
群
れ
の
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中
か
ら
特
に
大
き
な
牛
を
殺
し
て
道
端
に
引
き
倒
し
て
そ
の
腹
を
か
き
破
っ
て
中

に
入
り
、
目
だ
け
出
し
て
頼
光
が
来
る
の
を
待
っ
た
。
頼
光
は
浄
衣
を
着
用
し
て

太
刀
を
携
え
、
渡
邊
綱
、
坂
田
金
時
、
碓
井
定
通
（
貞
光
）、
卜
部
季
武
等
を
供

に
し
て
現
れ
た
。
頼
光
が
「
こ
の
野
の
景
色
は
面
白
く
、
牛
も
十
分
な
数
が
揃
っ

て
い
る
の
で
、
牛
追
物
を
し
よ
う
」
と
呼
び
か
け
た
の
で
、
皆
、
牛
追
物
に
興
じ

た
。
そ
の
う
ち
何
を
思
っ
た
の
か
、
綱
が
死
ん
だ
牛
に
矢
を
放
つ
と
、
死
ん
だ
は

ず
の
牛
が
ゆ
さ
ゆ
さ
と
体
を
動
か
し
、
そ
の
腹
の
中
か
ら
鬼
同
丸
が
打
刀
を
抜
い

て
頼
光
に
飛
び
掛
か
っ
て
来
た
。
頼
光
は
少
し
も
騒
が
ず
に
太
刀
を
抜
い
て
鬼
同

丸
の
首
を
打
ち
落
と
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
首
は
頼
光
の
馬
具
に
食
い
つ
き
、
死
ぬ

間
際
ま
で
激
し
い
様
子
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
頼
光
は
帰
途
に
着
い
た
と
い
う
。

　
こ
の
説
話
は
後
世
に
お
い
て
も
広
く
知
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
作
品
に
享
受

さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
年
頃
の
刊
行
と
さ
れ
る
（
注
４
）

『
前
太
平
記
』や
曲
亭
馬
琴
の
著
作
で
あ
る『
四
天
王
剿
盗
異
録
』な
ど
に
は
、『
古

今
著
聞
集
』
の
説
話
と
は
少
し
設
定
を
変
え
た
鬼
同
丸
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

右
掲
の
説
話
に
登
場
す
る
源
頼
光
は
、
古
浄
瑠
璃
の
諸
作
品
を
は
じ
め
と
す
る
近

世
に
流
布
し
た
清
和
源
氏
の
由
緒
を
伝
え
る
物
語
に
お
い
て
、
武
人
と
し
て
仰
が

れ
る
存
在
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（
注
５
）。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
モ
チ
ー
フ
を

孕
む
『
古
今
著
聞
集
』
の
説
話
に
お
い
て
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
、
頼
光
が
行
っ

た
騎
射
を
「
牛
追
物
」
と
す
る
設
定
で
あ
る
（
注
６
）。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、

牛
追
物
は
“
頼
朝
所
縁
の
武
芸
（
騎
射
）”
と
『
吾
妻
鏡
』
で
認
識
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
清
和
源
氏
に
お
け
る
英
雄
の
象
徴
的
存
在
で
あ
る
頼
光
と
牛
追
物
の

繋
が
り
は
脈
絡
の
あ
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
納
得
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
室
町
時
代
の
故
実
書
に
な
る
と
、
頼
光
は
牛
追
物
と
は
別
の

追
物
射
と
繋
が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
奥
書
に
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
の
年

紀
と
室
町
幕
府
の
有
力
守
護
大
名
の
山
名
是
豊
の
名
前
が
見
え
る
『
篠
葉
集
』（
注

７
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
叙
述
が
見
え
る
。

或
る
宿
儒ノ

云
。
犬
追
物
者
日
本
書
紀
第
八
ニ
見
ヘ
タ
リ
。
仲
哀
天
皇
熊
襲
ヲ

討
玉
フ
ニ
始
ル
。
熊
襲
ハ
隼
人
ノ
集
ル
國
ニ
テ
ア
レ
ハ
。
隼
人
□
□
□
□
タ

ケ
キ
モ
。
王
化
ニ
從
ヘ
テ
見
セ
シ
メ
玉
ウ
。
御
□
□
□
イ
ヌ
人
ノ
故
實
ニ
テ
。

隼
人
參
勤
ノ
時
。
犬
追
物
ア
リ
ト
ソ
。
但
仲
哀
ノ
天
子
ハ
不
吉
ノ
御
例
ナ
レ

ト
モ
。
其
御
仇
ヲ
報
ヒ
玉
フ
。
世
々
ノ
御
掟
ナ
ル
ヘ
シ
ト
ソ
。
昔
一
條
院
ノ

御
宇
。
於
京
洛
狗
追
物
ア
リ
。
頼
光
朝
臣
ノ
御
一
族
是
ヲ
申
行
ル
。
是
全
源

家
ヨ
リ
申
行
始
ト
聞
ヘ
シ
ナ
リ
。
上
総
三
浦
ノ
兩
介
。
其
子
孫
モ
ア
リ
テ
。

玉
藻
ノ
事
正
ニ
家
ニ
傳
ル
ト
ナ
レ
ハ
。
所
詮
批
判
モ
如
何
ナ
ル
ヘ
シ
。

　
右
掲
の
記
事
で
は
、「
或
る
宿
儒ノ

（
＝
年
功
の
あ
る
学
者
）」
の
発
言
と
し
て
犬

追
物
に
関
す
る
故
実
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
犬
追
物
は
『
日
本
書
紀
』

第
八
巻
に
見
ら
れ
、
仲
哀
天
皇
が
熊
襲
を
討
伐
し
た
こ
と
が
そ
の
始
ま
り
と
い
う
。

熊
襲
は
隼
人
が
住
む
国
で
あ
り
、
そ
の
隼
人
は
仲
哀
天
皇
に
服
従
す
る
と
、
天
皇

の
前
に
参
上
し
て
犬
追
物
を
行
っ
た
。
仲
哀
天
皇
は
そ
れ
を
不
吉
な
例
で
は
あ
る

も
の
の
、
犬
追
物
を
隼
人
た
ち
の
幾
世
代
に
渡
る
武
芸
と
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。

ま
た
、
昔
、
一
条
院
の
時
代
に
は
、
京
都
で
頼
光
朝
臣
の
一
族
が
犬
追
物
を
実
施

し
、
こ
れ
が
源
氏
に
お
い
て
当
該
武
芸
が
行
わ
れ
た
始
ま
り
と
さ
れ
る
。
上
総
介

（
上
総
広
常
）
三
浦
介
（
三
浦
義
明
）
も
犬
追
物
を
す
る
一
族
の
子
孫
で
あ
り
、

玉
藻
の
こ
と
は
家
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
右
掲
の
『
篠
葉
集
』
に
見
え
る
故
実
伝
承
は
、
犬
追
物
の
由
来

と
そ
の
伝
来
を
説
明
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
言
説
の
中
で
、
頼
光
が
犬
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追
物
を
実
施
し
た
の
が
源
氏
に
お
け
る
犬
追
物
の
始
ま
り
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、そ
れ
を
跡
付
け
る
記
録
類
は
管
見
に
お
い
て
確
認
で
き
な
い
。そ
も
そ
も『
篠

葉
集
』
以
前
の
文
献
に
お
い
て
、
頼
光
が
実
施
し
た
と
さ
れ
る
追
物
射
は
『
古
今

著
聞
集
』
の
牛
追
物
以
外
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、『
篠
葉
集
』
に
見
え

る
犬
追
物
の
故
実
伝
承
は
、『
古
今
著
聞
集
』
の
説
話
を
踏
ま
え
て
、
本
来
牛
追

物
だ
っ
た
伝
承
上
の
モ
チ
ー
フ
を
犬
追
物
に
す
り
替
え
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
（
注
８
）。

　
実
は
、
右
掲
の
『
篠
葉
集
』
の
言
説
は
、『
山
名
家
犬
追
物
記
』
と
い
う
山
名

家
に
伝
来
し
た
犬
追
物
の
伝
書
の
冒
頭
に
転
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（『
山
名
家

犬
追
物
記
』
の
具
体
的
な
成
立
年
代
は
未
詳
）。
そ
の
『
山
名
家
犬
追
物
記
』
の

後
半
部
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
犬
追
物
の
故
実
伝
承
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
注
９
）。

犬
追
物
之
始
リ
ノ
事

篠
葉
集
ニ
云
。
先
祖
ノ
遺
命
ニ
云
。
犬
追
物
ハ
仲
哀
天
皇
御
宇
。
熊
襲
御
退

治
ヨ
リ
事
起
ル
ト
ナ
リ
。
源
家
ニ
申
承
ル
事
ハ
。
一
條
院
御
宇
。
頼
光
朝
臣

ノ
御
一
族
申
行
ル
。
是
始
ナ
ル
ヘ
シ
ト
ソ
。
今
按
ス
ル
ニ
。
此
犬
追
物
仲
哀

天
皇
ノ
御
宇
ニ
事
起
リ
。
八
幡
太
神
宮
ノ
御
時
。
全
ク
興
行
ヲ
ナ
ス
事
ナ
レ

ハ
。
源
家
ノ
氏
神
ノ
始
玉
フ
御
事
ナ
リ
。
源
家
ノ
弓
馬
ハ
全
ク
此
犬
追
物
ニ

止
ル
ナ
ル
ヘ
シ
。
依
之
鎌
倉
右
大
臣
家
御
時
。
始
テ
武
家
ニ
行
ハ
ル
ゝ
ナ
リ
。

平
家
治
世
ノ
時
。
犬
追
物
ア
ル
事
ヲ
聞
ス
。

　
右
掲
の
記
事
に
よ
る
と
、
犬
追
物
の
由
来
に
つ
い
て
、
先
祖
の
「
遺
命
」
と
さ

れ
る
「
篠
葉
集
」
か
ら
の
前
掲
の
記
事
を
一
部
引
用
し
た
説
明
が
見
え
る
。
引
用

さ
れ
て
い
る
の
は
、
仲
哀
天
皇
の
熊
襲
退
治
と
頼
光
に
関
す
る
言
説
で
、
そ
の
引

用
文
に
続
い
て
、
仲
哀
天
皇
の
時
代
に
犬
追
物
が
始
ま
っ
た
こ
と
や
鶴
岡
八
幡
宮

で
犬
追
物
が
興
行
さ
れ
た
こ
と
が
叙
述
さ
れ
、
そ
の
興
行
は
同
宮
が
源
氏
の
氏
神

で
あ
っ
た
た
め
に
開
催
さ
れ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
源
氏
所
縁
の
弓
馬
の

技
は
犬
追
物
で
あ
る
と
い
う
主
張
や
、
源
実
朝
の
時
代
に
初
め
て
犬
追
物
が
武
家

で
実
施
さ
れ
た
こ
と
、
平
家
の
時
代
ま
で
は
そ
れ
は
な
か
っ
た
と
す
る
解
説
が
続

く
。

　
こ
の
よ
う
な
『
山
名
家
犬
追
物
記
』
の
叙
述
の
う
ち
、
鶴
岡
八
幡
宮
で
犬
追
物

を
実
施
し
た
こ
と
や
実
朝
の
時
代
に
初
め
て
武
家
で
犬
追
物
が
行
わ
れ
た
と
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
と
齟
齬
が
あ
る
（
後
述
）。
こ
れ
は
む
し

ろ
、『
山
名
家
犬
追
物
記
』
が
、
犬
追
物
と
源
氏
と
の
所
縁
を
説
く
た
め
に
創
作

し
た
伝
承
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
『
篠
葉
集
』
に
本
来
牛
追
物
だ
っ

た
モ
チ
ー
フ
を
犬
追
物
に
す
り
替
え
た
故
実
伝
承
が
見
え
る
こ
と
と
併
せ
て
、
牛

追
物
が
“
頼
朝
所
縁
の
武
芸
（
騎
射
）”
と
さ
れ
た
認
識
と
近
似
す
る
発
想
か
ら

展
開
し
た
伝
承
で
あ
る
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
犬
追
物
に
つ
い
て
の
文
献
上
の
初
見
は
『
吾
妻
鏡
』
の
承
久

四
年
（
一
二
二
二
）
二
月
六
日
条
で
あ
る
。
以
下
に
同
日
条
の
記
事
を
挙
げ
る
。

小
六
日
乙
酉
。
南
庭
に
於
て
犬
追
物
有
り
。
若
君
興
に
入
り
御
う
。
此
の
事

又
、
讃
岐
羽
林
殊
に
庶
幾
を
申
し
行
被
る
。
奥
州
、
足
利
前
武
州
已
下
群
参

し
見
物
す
。
犬
は
二
十
疋
。
射
手
は
四
騎
也
。
相
搆
へ
勝
負
を
決
す
可
し
之

由
、
別
し
て
仰
せ
出
で
被
る
之
間
、
各
箭
員
を
争
う
之
處
、
面
々
五
疋
之
を

射
る
。
始
め
十
疋
の
内
、
一
疋
毎
に
今
度
の
犬
者
某
射
る
可
し
之
由
、
次
第

に
付
け
て
は
主
が
仰
せ
出
で
被
る
。
其
の
人
の
箭
必
ず
之
に
中
る
。
後
の
十

疋
之
時
者
、
射
手
の
次
第
は
、
此
の
犬
者
領
令
む
之
由
自
ら
称
う
。
仰
せ
に

依
て
也
。
又
相
違
無
し
。
等
巡
の
射
手
之
を
中
る
。
旁
、
希
代
の
珎
事
為
之
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由
、
人
々
美
談
す
。
駿
河
前
司
義
村
檢
見
を
加
へ
、
嶋
津
三
郎
兵
衛
尉
忠
義

之
を
申
し
次
ぐ
。

小
山
新
左
衛
門
尉
朝
長
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
家
太
郎

駿
河
二
郎
泰
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
溝
六
郎

　
右
の
記
事
に
よ
る
と
、
承
久
四
年
二
月
小
六
日
、（
大
倉
御
所
の
）
南
庭
で
犬

追
物
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
若
君
（
後
の
鎌
倉
幕
府
第
四
代
将
軍
九
条
頼
経
）
が

興
味
を
持
っ
た
と
い
う
。
こ
の
犬
追
物
は
、
一
条
実
雅
が
強
く
望
ん
で
実
現
し
た

催
事
で
、
北
条
義
時
・
足
利
義
兼
を
は
じ
め
と
す
る
群
衆
が
集
ま
っ
て
見
物
し
た
。

犬
は
二
十
匹
、
射
手
は
四
騎
で
あ
る
。
心
し
て
勝
負
す
る
よ
う
に
仰
せ
が
あ
っ
た

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
弓
の
腕
を
競
い
、
五
匹
の
犬
を
狙
い
撃
ち
し
た
。
初
め
は
十
匹

の
う
ち
一
匹
ご
と
に
誰
が
射
る
か
の
順
番
を
つ
け
、
そ
れ
を
命
じ
ら
れ
た
人
は
必

ず
当
て
て
い
た
。
後
の
十
匹
の
時
は
、
討
つ
順
番
を
射
手
み
ず
か
ら
申
告
し
、
ま

た
も
や
間
違
い
な
く
犬
を
射
た
。
そ
れ
を
見
た
人
々
は
珍
し
い
こ
と
だ
と
褒
め
讃

え
た
と
い
う
。
な
お
、
検
分
役
は
三
浦
義
村
、
申
し
次
ぎ
役
は
島
津
忠
義
、
射
手

は
小
山
朝
長
・
氏
家
公
信
・
三
浦
泰
村
・
横
溝
義
行
で
あ
っ
た
。

　
右
掲
の
記
事
の
年
（
承
久
四
年
）
は
頼
朝
が
主
催
し
た
最
後
の
牛
追
物
の
記
事

か
ら
三
十
五
年
後
に
当
た
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
、
そ
の
間
に
お
け
る
鎌
倉

幕
府
関
係
者
主
催
の
騎
射
は
、
も
っ
ぱ
ら
流
鏑
馬
や
笠
懸
が
実
施
さ
れ
て
い
た
ら

し
い
（
注
10
）。
さ
ら
に
は
、
同
じ
く
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
、
承
久
四
年
二
月

六
日
以
降
は
由
比
ガ
浜
を
中
心
に
頻
繁
に
犬
追
物
が
実
演
さ
れ
、
そ
の
ほ
ぼ
す
べ

て
に
頼
経
が
臨
席
し
て
い
る
（
注
11
）。
先
に
挙
げ
た
『
山
名
家
犬
追
物
記
』
に

見
え
る
よ
う
な
、
鶴
岡
八
幡
宮
で
実
朝
が
観
覧
し
た
と
い
う
犬
追
物
の
実
演
を
伝

え
る
記
事
が
見
当
た
ら
な
い
の
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
犬
追
物
は
武
家
の
間
で
盛
ん
に
実
施
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
『
太
平
記
』

巻
第
十
二
「
千
種
殿
並
文
観
僧
正
奢
侈
事
付
解
脱
上
人
事
」（
注
12
）
で
は
、
後

醍
醐
天
皇
の
近
臣
で
あ
っ
た
千
種
忠
顕
に
つ
い
て
「
文
字
の
道
を
こ
そ
、
家
業
と

も
嗜
ま
る
べ
か
り
し
に
、
弱
冠
の
比
よ
り
我
道
に
も
あ
ら
ぬ
笠
懸
・
犬
追
物
を
好

み
、
博
奕
・
婬
乱
を
事
と
せ
ら
れ
け
る
」
と
そ
の
人
柄
を
批
判
す
る
。
忠
顕
は
学

問
を
す
べ
き
家
業
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
笠
懸
・
犬
追
物
を
好
ん
で
博
打
や
淫

蕩
に
ふ
け
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
放
蕩
な
人
物
が
好
む
遊
興
の
ひ

と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
く
ら
い
な
の
で
、
当
時
の
犬
追
物
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に

実
演
さ
れ
た
と
い
う
共
通
認
識
が
巷
間
で
持
た
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
戦
国
時
代

に
な
る
と
、
島
津
氏
・
小
笠
原
氏
・
細
川
氏
と
い
う
大
名
家
が
犬
追
物
の
礼
法
を

継
承
し
、
特
に
島
津
氏
は
生
類
憐
み
の
令
が
発
さ
れ
た
時
期
を
除
い
て
熱
心
に
犬

追
物
を
実
演
し
続
け
た
。
す
な
わ
ち
、
完
全
に
廃
絶
し
て
し
ま
っ
た
牛
追
物
と
は

異
な
り
、
犬
追
物
は
ほ
ぼ
絶
え
間
な
く
実
演
が
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。『
篠

葉
集
』
や
『
山
名
家
犬
追
物
記
』
は
、
当
時
す
で
に
廃
絶
し
て
い
た
牛
追
物
よ
り

も
実
演
さ
れ
続
け
た
犬
追
物
の
方
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
本

来
は
牛
追
物
に
関
す
る
言
説
で
あ
っ
た
も
の
を
犬
追
物
の
故
実
伝
承
に
す
り
替
え

て
叙
述
さ
れ
た
と
推
察
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
故
実
書
の
言
説
で
は
、

牛
追
物
が
犬
追
物
と
極
め
て
近
い
武
芸
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で

き
る
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、
両
者
が
同
じ
追
物
射
と
い
う
共
通
し
た

形
態
の
武
芸
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
は
挙
げ
ら
れ
よ
う
。た
だ
し
、『
篠
葉
集
』や『
山

名
家
犬
追
物
記
』
で
は
、
両
者
の
武
芸
と
し
て
の
形
態
に
言
及
し
た
文
言
は
見
え

ず
、
由
来
伝
承
と
関
わ
る
言
説
に
お
い
て
、
牛
追
物
に
犬
追
物
を
重
ね
て
叙
述
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
篠
葉
集
』
や
『
山
名
家
犬
追
物
記
』
か
ら
窺
え
る
犬
追
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物
と
牛
追
物
の
伝
承
上
類
似
性
は
、
あ
く
ま
で
「
同
質
の
伝
統
（
あ
る
い
は
来
歴
）

を
持
つ
武
芸
」
と
し
て
の
認
識
に
基
づ
く
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

三
　
犬
追
物
の
故
実
伝
承
と
近
世
馬
術
書
に
見
え
る
牛
追
物

の
言
説

　
し
か
し
な
が
ら
、
室
町
時
代
の
故
実
書
に
お
い
て
、
牛
追
物
の
故
実
に
関
す
る

す
べ
て
の
言
説
が
犬
追
物
に
す
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
時

の
故
実
書
の
中
に
も
牛
追
物
に
関
す
る
独
自
の
言
説
が
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
、

奥
書
に
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
の
年
紀
が
見
え
る
『
就
弓
馬
儀
大
概
聞
書
（
高

忠
聞
書
）』
に
は
（
注
13
）、
牛
追
物
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
叙
述
が
見
え
る
。

一�

　
こ
う
し
を
可
レ
射
様
の
事
。
さ
く
り
に
の
り
て
を
ふ
也
。
か
な
ら
ず
を

は
れ
て
立
む
か
ふ
な
り
。
其
時
手
綱
を
つ
が
ひ
て
。
弓
手
に
て
も
馬
手
に

て
も
。
こ
う

（
ふ
カ
）
し
の
な
げ
返
す
や
う
に
よ
り
て
可
レ
射
也
。
時
宜
に
よ
り
て
。

す
が
い
弓
手
に
も
可
レ
射
也
。
矢
所
は
く
び
と
又
は
ひ
ら
も
ゝ
を
可
レ
射
。

矢
所
は
二
所
な
ら
で
は
有
べ
か
ら
ず
。
引
目
又
は
矢
頭
に
て
可
レ
射
な
り
。

は
だ
ぬ
が
で
い
る
也
。
昔
は
犬
追
物
已
前
に
は
。
小
牛
を
射
た
る
な
り
。

　
右
の
記
事
は
、
牛
追
物
の
礼
法
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体

的
な
内
容
を
確
認
す
る
と
、
ま
ず
、
子
牛
を
射
る
時
は
「
さ
く
り
（
＝
決
り
。
抉

り
と
も
。
馬
を
走
ら
せ
る
道
と
し
て
馬
場
に
掘
ら
れ
た
浅
い
溝
）」
に
乗
っ
て
追

う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
子
牛
は
必
ず
立
ち
向
か
っ
て
く
る
が
、
そ

の
際
、
手
綱
を
し
っ
か
り
引
い
て
、
左
手
で
も
右
手
で
も
、
拳
を
投
げ
返
す
よ
う

に
し
て
子
牛
を
射
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、「
縋
弓
手
（
＝
す
が
い
ゆ
ん
で
。
右

手
前
方
か
ら
左
手
へ
斜
め
に
走
る
的
の
左
側
を
射
る
こ
と
）」
で
も
射
る
べ
き
で

あ
る
。
矢
を
当
て
る
場
所
は
子
牛
の
首
も
し
く
は
も
も
を
射
る
べ
き
で
、
こ
の
二

か
所
以
外
は
禁
止
で
あ
る
。
引
き
目
ま
た
は
矢
頭
（
ど
ち
ら
も
鏃
の
種
類
名
）
で

射
る
べ
き
で
、
さ
ら
に
は
「
は
だ
ぬ
が
（
未
詳
）」
で
も
射
る
も
の
で
あ
る
。
昔
、

犬
追
物
以
前
は
こ
の
よ
う
に
子
牛
を
的
に
し
て
射
た
と
い
う
。

　
こ
の
『
就
弓
馬
儀
大
概
聞
書
（
高
忠
聞
書
）』
は
、
近
江
京
極
氏
の
重
臣
で
あ

る
多
賀
高
忠
が
著
し
た
弓
馬
の
故
実
書
で
あ
る
。
高
忠
は
小
笠
原
持
長
か
ら
弓
術

を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
右
掲
の
叙
述
は
室
町
時
代
に
お
け
る
小
笠
原
流

の
弓
馬
故
実
を
汲
ん
だ
言
説
で
あ
ろ
う
。
な
お
、『
就
狩
詞
少
々
覚
悟
之
事
』
と

い
う
成
立
年
代
不
詳
の
書
物
に
も
、
こ
の
よ
う
な
『
就
弓
馬
儀
大
概
聞
書
（
高
忠

聞
書
）』
と
ほ
ぼ
同
じ
本
文
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
巷
間
に
お
い
て
相
応
に
流
布

し
た
故
実
伝
承
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　
他
に
も
、
同
じ
く
成
立
年
代
不
詳
の
『
犬
追
物
明
鏡
之
記
』
第
一
（
注
14
）
に

お
い
て
以
下
の
よ
う
な
牛
追
物
に
関
す
る
叙
述
が
見
え
る
。

一�

　
犬
追
物
は
笠
懸
よ
り
後
に
初
り
た
る
物
也
。
然
共
牛
追
物
は
前
に
初
り

た
る
物
也
。
初
は
笠
懸
引
目
に
て
射
た
る
間
、
赤
漆
に
塗
也
。
扨
か
ら
は

節
ぬ
り
た
る
様
に
こ
か
し
た
る
也
。
當
世
も
用
ゆ
へ
き
な
れ
共
、
當
代
は

毎
度
興
行
し
け
く
か
ら
も
損
す
る
故
、
白
篦
に
定
た
る
也
。
又
古
射
手
な

と
こ
か
し
た
る
か
ら
に
す
り
た
る
鶴
の
羽
な
と
付
る
事
面
白
也
。
余
は
斟

酌
た
る
へ
し
。

　
右
掲
の
記
事
に
よ
る
と
、
犬
追
物
は
笠
懸
よ
り
後
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ

る
。
し
か
し
、
牛
追
物
は
そ
れ
よ
り
も
前
に
は
じ
め
ら
れ
た
と
言
う
。
さ
ら
に
続

け
て
騎
射
の
鏃
と
矢
柄
に
つ
い
て
の
説
明
が
見
え
る
。す
な
わ
ち
、笠
懸
引
目（
＝

大
型
の
鏑
を
つ
け
た
矢
の
一
種
）
で
射
る
時
は
、
は
じ
め
は
鏃
を
赤
漆
に
塗
り
、
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次
に
矢
柄
に
節
を
塗
る
よ
う
に
焦
が
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
現
在
も
用

い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
が
、
今
は
毎
回
笠
懸
を
興
行
す
る
た
び
に
欠
損
が
出
る

た
め
、
白
篦
（
＝
篠
竹
を
焦
が
し
た
り
漆
を
塗
っ
た
り
し
な
い
矢
柄
）
に
変
更
し

て
定
め
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
古
い
射
手
が
焦
が
し
た
矢
柄
に
鶴
の
羽
を
付
け
る

の
な
ど
は
面
白
い
の
で
考
え
る
価
値
が
あ
る
と
い
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
事
例
の
中
か
ら
『
就
弓
馬
儀
大
概
聞
書
（
高
忠
聞

書
）』
に
見
え
る
奥
書
の
年
紀
を
踏
ま
え
る
と
、
牛
追
物
が
犬
追
物
に
先
駆
け
て

実
施
さ
れ
て
い
た
と
い
う
認
識
が
少
な
く
と
も
室
町
時
代
後
期
に
は
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
事
例
の
言
説
か
ら
は
あ
た
か
も
犬
追
物
が

牛
追
物
を
継
承
し
た
、
も
し
く
は
と
っ
て
か
わ
っ
た
追
物
射
で
あ
る
よ
う
な
印
象

を
受
け
る
が
、
そ
の
よ
う
な
経
緯
を
裏
付
け
る
一
次
的
な
記
録
類
は
存
在
し
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
う
い
っ
た
言
説
は
、
先
述
の
牛
追
物
と
犬
追
物
を
近
い
武
芸
と
す
る

『
篠
葉
集
』
や
『
山
名
家
犬
追
物
記
』
の
認
識
と
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
が
推
測

さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
先
述
し
た
よ
う
に
、『
篠
葉
集
』
や
『
山
名
家
犬
追
物
』

に
見
え
る
故
実
伝
承
は
、
犬
追
物
と
牛
追
物
の
類
似
性
に
つ
い
て
「
同
質
の
伝
統

（
あ
る
い
は
来
歴
）
を
持
つ
武
芸
」
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
認
識
と
『
就

弓
馬
儀
大
概
聞
書
（
高
忠
聞
書
）』
を
は
じ
め
と
す
る
前
掲
の
テ
キ
ス
ト
類
が
“
犬

追
物
は
牛
追
物
の
後
を
引
き
継
い
だ
騎
射
”
と
位
置
付
け
る
言
説
は
、
同
時
代
の

武
家
の
故
実
書
を
介
し
て
連
動
す
る
伝
承
で
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
近
世
中
期
に
な
る
と
、
徳
川
幕
府
第
八
代
将
軍
の
吉
宗
が
武
芸
奨

励
を
推
進
し
、
流
鏑
馬
や
笠
懸
等
の
諸
儀
式
の
復
興
を
目
指
し
た
（
注
15
）
こ
と

に
よ
り
、
武
家
の
間
で
騎
射
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
。
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ

う
に
、
騎
射
に
お
け
る
馬
術
の
礼
法
や
故
実
を
記
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
流
派
の
馬
術

書
が
展
開
し
、
そ
の
中
に
牛
追
物
に
関
す
る
伝
書
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
所
以
と
し
て
は
、
第
一
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
牛
追

物
が
、
武
士
に
と
っ
て
権
威
あ
る
騎
射
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
う
い
っ
た
権
威
あ
る
武
芸
と
し
て
、
吉
宗
に
よ
る
騎
射
復
興
の
機
運
の
中
で
改

め
て
書
物
（
馬
術
書
）
の
中
で
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な

ら
ば
、
当
時
の
牛
追
物
を
表
象
す
る
言
説
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の

よ
う
な
時
流
に
乗
っ
て
成
立
し
た
馬
術
書
は
有
用
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
当
時
成
立
・
流
布
し
た
馬
術
書
の
中
か
ら
、
も
っ
と
も

大
量
の
伝
本
が
現
存
す
る
「
大
坪
本
流
」
と
称
す
る
流
派
の
テ
キ
ス
ト
を
取
り
上

げ
（
注
16
）、
そ
れ
に
見
え
る
牛
追
物
の
言
説
の
読
解
を
試
み
る
。
ち
な
み
に
、

犬
追
物
に
つ
い
て
は
吉
宗
が
実
演
の
復
興
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
が
（
注
17
）、
牛

追
物
は
吉
宗
が
奨
励
し
た
武
芸
の
対
象
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
実
演
さ

れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
大
坪
本
流
と
は
、
小
笠
原
流
の
馬
術
の
流
れ
を
汲
む
「
大
坪
流
」
か
ら
分

か
れ
た
流
派
で
、
斉
藤
定
易
（
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
～
延
享
元
年
（
一
七
四

四
））
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
坪
本
流
の
馬
術
書
は
す
べ
て
流

祖
で
あ
る
定
易
が
執
筆
し
た
と
さ
れ
、
三
物
を
は
じ
め
と
す
る
騎
射
の
諸
芸
に
関

す
る
故
実
や
馬
の
医
療
な
ど
、
幅
広
い
分
野
を
網
羅
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
テ
キ
ス
ト

が
含
ま
れ
て
い
て
、
全
巻
五
十
冊
を
超
え
る
シ
リ
ー
ズ
の
写
本
が
多
数
現
存
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
定
易
の
著
作
を
伝
え
る
写
本
間
で
は
叙
述
の
異
同

は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
う
い
っ
た
写
本
群
の
中
か
ら
、
管
見
に
お
い
て
相
対
的
に
シ
リ
ー
ズ
に
含
ま

れ
る
冊
数
が
多
く
確
認
で
き
る
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
斉
藤
定
易
著
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の
大
坪
本
流
の
馬
術
書
を
考
察
対
象
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
早
稲
田
大
学
図
書

館
所
蔵
『
禮
術
両
翼
之
卷
　
牛
追
物
』（
ケ05�00044�0043

）
に
見
え
る
本
文
に

つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
同
書
は
一
冊
す
べ
て
が
牛
追
物
の
故
実
に
関
す
る
内
容
で
、

ま
ず
冒
頭
に
序
文
的
な
叙
述
と
し
て
神
功
皇
后
の
牛
窓
伝
説
を
部
分
的
に
作
り
変

え
た
説
話
が
牛
追
物
の
由
来
譚
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
（
注
18
）。
続
い
て
「
牛

追
物
馬
場
形
」「
牛
追
物
御
床
之
餝
」「
射
人
出
立
」「
一
騎
牛
追
物
日
記
」「
四
騎

牛
追
物
日
記
」「
六
騎
牛
追
物
日
記
」
と
章
立
て
さ
れ
た
本
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
三
番
目
の
章
段
「
射
人
出
立
」
に
お
い
て
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な

犬
追
物
の
故
実
伝
承
と
連
動
す
る
言
説
が
確
認
で
き
る
。
以
下
に
そ
の
章
段
の
全

文
を
挙
げ
る
（
句
読
点
は
私
意
に
付
し
た
。
朱
文
字
は
頭
に
（
朱
）
で
示
し
た
。

以
下
同
）。

射
人
出
立

金
ノ
畫
ル
甲

（
朱
）ヨ
ロ
ヒ
カ
ブ
ト
カ
タ
サ
シ

冑
形
差
小
手
决
拾
行
（
朱
）ム
カ
ハ
キ縢
麻
沓
（
ク
ツ
）
ナ
リ
。
鞭
ヲ
腰
ニ
納
メ

重
藤
弓
垂
根
征
矢
ヲ
羽
林
シ
テ

甲
（
朱
）ヨ
ロ
ヒ

負
（
朱
）ヲ
フ
セ

タ
ル
馬
ニ
乗
也
。

馬
ヲ
二
叚
ニ
乗
馳
テ
、
早
矢
三
十
三
筋
ハ
、
馬
ヲ
居
止
テ
、
矢
ヲ
放
ス
。
其

物
逢

（
朱
）ア
イ

百
二
十
間
、
乙
（
朱
）ヲ
ト

矢
三
十
三
筋
ハ
、
馬
ヲ
走
セ
、
往
還
シ
テ
矢
ヲ
放

ス
。
其
物
逢
六
十
六
間
也
。
是
ヲ
古
來
遠
矢
牛
追
物
ノ
量

（
朱
）ノ
リ

ト
ス
。
鎌
倉
右

大
將
家
ニ
至
テ
、
早
矢
六
十
六
間
、
乙
矢
ハ
其
矢
頃
ニ
順
シ
テ
放
ト
云
ヘ
リ
。

弓
手

番
（
朱
）ツ
カ
ヒ

向
（
朱
）ウ

直
（
朱
）ス
カ
イ違

直
（
朱
）ス
カ
ウ違

弓
手
押
戻モ
シ
リ子

ノ
射
方
タ
ル
ヘ
シ
。
畢
竟
牛
追
物

ヲ
以
テ
遠
矢
ヲ
射
習
テ
、
大
物
見
ノ
内
ノ
將
ヲ
毛
附
テ
、
射

（
朱
）イ
ト
ラ取

ラ
ン
ト
思

フ
騎
射
ノ
捄ナ

ラ

ン
ナ
ル
ヘ
シ
。

牛
追
物
ハ
剛
弓
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
ハ
成
カ
タ
キ
業
也
。
一
手
ニ
其
矢
数
七
百
九

拾
二
筋
也
。
一
度
矢
ヲ
負
事
、
六
拾
六
筋
拾
二
度
ニ
馬
ヲ
馳
、
或
ハ
止
テ
矢

ヲ
放
ス
。
鎌
倉
右
大
將
家
ニ
テ
ハ
、
矢
数
七
百
九
拾
二
筋
ヲ
二
ツ
ニ
分
テ
初

三
百
九
十
六
筋
也
。
六
度
ニ
射
テ
押
矢
ト
テ
雁

（
朱
）カ
リ

股
ヲ
射
也
。
再
馬
ヲ
出
シ

テ
後
三
百
九
十
六
筋
ヲ
六
度
ニ
射
テ
納
矢
ト
テ

尖
（
朱
）ト
カ
リ

矢
ヲ
射
ル
也
。
押
矢

納
矢
共
ニ
右
之
矢
数
ノ
内
也
。
抑
牛
追
物
ニ
根
矢
ヲ
以
テ
押
矢
納
矢
ト
ス
ル

コ
ト
ハ
、
渡
邊
綱
カ
市
原
野
ニ
テ
根
矢
ヲ
以
テ
牛
ヲ
射
テ
怨

（
朱
）ヲ
ン

敵
ノ
鬼
（
朱
）キ
ト
フ同

丸
ニ
矢
射
付
タ
ル
ヲ
称
美
シ
テ
古
實
ト
ハ
ス
ル
者
也
。
頼
光
公
王
城
守
護
ノ

タ
メ
ニ
夜
乗
ケ
ル
折
節

（
朱
）フ
シ

、
寒
夜
ナ
リ
ケ
ル
カ
御
舎
弟
頼
信
朝
臣
ノ
家
近
ク

在
ケ
レ
ハ
、
公

（
朱
）キ
ン
ト
キ時
ヲ
使
ト
シ
テ
、
唯
今
近
（
朱
）キ

程
罷
（
朱
）リ

過
（
朱
）キ

ス
。
此
寒
コ
ソ
タ

エ
カ
タ
ク
覚
侍
ル
。
美
酒
ア
リ
ヤ
ト
云

（
朱
）イ
ヒ

遣
（
朱
）ツ
カ
ハ
シ

ケ
レ
ハ
、
頼
信
モ
其
折

柄
（
朱
）カ
ラ

、
酒
呑
テ
イ
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
悦
思
（
朱
）ヒ
ハ
ン
ヘ
リ
侍
。
御
渡
（
朱
）リ

ト
云
ケ
レ
ハ
頼
光
公

入
給
ヒ
、
盃

杓
（
朱
）シ
ヤ
ク

ノ
間
、
厩
ノ
方
ヲ
見
給
へ
ハ
、
一
人
ノ
童
ヲ
禁
乄
置
タ
リ
。

ア
ヤ
シ
ト
思
ヒ
、
頼
信
ニ
向
。
鬼
同
丸
ナ
リ
ト
答
。
頼
光
公
ノ
仰
ニ
曲
者
ヲ

軽
々
敷
モ
セ
ラ
レ
ケ
ル
ヤ
ト
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
頼
信
實
モ
ト
思
ヒ
郎
等
ヲ
呼
、

猶
強
ク
鉄
ノ
鎖

（
朱
）ク
サ
リ
ツ
ナ
綱
ヲ
以
テ
禁
テ
ケ
リ
。
鬼
同
丸
、
今
夜
頼
信
公
ヲ
討
ン

ト
思
フ
ニ
、
頼
光
公
此

（
朱
）コ
ノ
ノ
タ
マ
ウ
ウ
エ

曰
上
ハ
、
今
夜
ノ
内
ニ
此
恨
ヲ
頼
光
公
ヘ
報
ハ

ン
ス
ル
モ
ノ
ト
思
ヒ
イ
タ
リ
、
盃
酒
数
献
ニ
成
テ
頼
光
公
モ
酔
臥
ス
。
頼
信

朝
臣
モ
奥
ニ
入
ヌ
。
夜
更
人
静
ル
ホ
ト
ニ
、
鬼
同
丸
、
勇
カ
者
ナ
リ
ケ
レ
ハ
、

鎖
綱
ヲ
フ
ツ
〳
〵
ト
踏
切
テ
遁
出
。
夫
ヨ
リ

狐
（
朱
）キ
ツ
ネ

戸
ヨ
リ
忍
入
テ
頼
光
公

ノ
寝
タ
ル
上
ノ
天
井
ニ
来
リ
、
天
井
ヲ
引
放
シ
落
懸
リ
、
勝
負
ヲ
決
セ
ン
ト

タ
メ
ロ
フ
所
ニ
、
頼
光
公
モ
其
事
ヲ
サ
ト
リ
テ
、
天
井
ニ

鼬
（
朱
）イ
タ
チ

ヨ
リ
モ
大

キ
ニ
貂

（
朱
）テ
ン

ヨ
リ
モ
少
キ
者
ノ
音
コ
ソ
ス
レ
、
弓
矢
持
来
ル
ヘ
シ
ト
ア
リ
ケ
レ

ハ
、
綱
コ
ソ
御
伽

（
朱
）ト
ノ
イ居

ニ
侍
ル
ト
云
。
頼
光
公
、
明
日
、
従
是
鞍
馬
ヘ
参
詣

ス
ヘ
シ
。
夫
々
供
奉
ス
ヘ
シ
ト
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
鬼
同
丸
聞
テ
今
ハ
叶
ハ
シ
。
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鞍
馬
ノ
道
ニ
テ
恨
ハ
報
ス
ヘ
シ
ト
テ
、
天
井
ヲ
出
テ
市
原
野
ニ
至
リ
、
忍
ヘ

キ
所
ヲ
求
ム
ル
ニ
便
ナ
シ
。
野
飼
ノ
牛
ノ
多
有
ケ
ル
中
ニ
大
成
ヲ
殺
シ
テ
路

次
ニ
引
臥
、
其
腹
ヲ
切
破
リ
テ
其
腹
ニ
入
テ
眼
ノ
ミ
見
出
シ
、
頼
光
公
ノ
來

ル
ヲ
待
ケ
リ
。
頼
光
公
ハ
浄
衣
ニ
太
刀
帯
テ
星
芦
毛
ナ
ル
馬
ニ
乗
テ
来
。
綱
、

公
時
、
定
通

（
朱
）ミ
チ

、
季
武
等
、
皆
馬
ニ
乗
連
テ
前
後
ヲ
供
奉
ス
。
頼
光
公
、
駒

ヲ
扣
ヘ
テ
野
原
ノ
氣
色
最
面
白
シ
。
猶
更
牛
其
数
ア
リ
。
各
々
牛
追
物
ア
ラ

ン
ヤ
ト
ア
リ
ケ
レ
ハ
四
天
王
ノ
輩
我
モ
〳
〵
ト
駈
テ
射
ル
。
誠
ニ
奥
ア
リ
テ

ソ
見
ヘ
ケ
ル
。
其
中
ニ
綱
、
如
何
思
ケ
ン
、
尖
矢
ヲ
以
テ
死
タ
ル
牛
、
俄
ニ

ユ
ス
〳
〵
ト
動
テ
腹
ノ
内
ヨ
リ
大
童
打
刀
ヲ
抜
持
テ
矢
ヲ
射
立
テ
ラ
レ
ナ
カ

ラ
、
ナ
ヲ
事
ト
モ
セ
ス
。
頼
光
公
ヘ
走
懸
見
レ
ハ
、
鬼
同
丸
也
。
頼
光
公
太

刀
ヲ
抜
テ
待
請
、
鬼
同
丸
カ
頭
ヲ
打
落
ス
。
其
侭
倒
モ
セ
ス
持
タ
ル
刀
ニ
テ

鞍
ノ
前
輪
ヲ
突
キ
首
ハ
躍
テ
胸
懸
ニ
喰
付
タ
リ
。
綱
カ
死
タ
ル
牛
ヲ
射
テ
怨

敵
ノ
鬼
同
丸
ニ
矢
付
ケ
ル
ヲ
頼
光
公
称
美
シ
テ
牛
追
物
押
矢
納
矢
ニ
根
矢
ヲ

用
ラ
レ
タ
ル
ト
ナ
ン
従
夫
以
来
如
此
ハ
ア
ル
者
也
。

四
騎
牛
追
物
六
騎
牛
追
物
ト
云
事
ア
リ
。
鏑
ヲ
以
テ
射
之
四
騎
牛
追
物
ハ
頼

光
公
四
天
王
ノ
輩
ニ
射
サ
シ
メ
タ
ル
ヲ
古
實
ト
シ
テ
鎌
倉
右
大
將
頼
朝
公
モ

壽
永
元
年
四
月
金

洗
（
朱
）ア
ラ
ヒ

澤
（
朱
）ハ

ノ
邊
（
朱
）ト
リ

ニ
テ
牛
追
物
ヲ
御
覧
セ
ラ
ル
。
其
時
ノ

射
手
四
騎
也
。
下
河
邊
庄

（
朱
）シ
ヤ
ウ
チ司
行
平
、
和
田
小
太
郎
義
盛
、
小
山
田
三
郎
、

愛
（
朱
）ア
イ
カ
フ
ノ
甲
三
郎
季
隆
也
。
矢
数
ア
リ
テ
各
色
皮
紺
ノ
絹
（
朱
）キ
ヌ

等
ヲ
給
ル
。
六
騎

牛
追
物
モ
頼
光
公
ヲ
古
實
ト
ス
ル
也
。
頼
光
公
、
保

（
朱
）ヤ
ス

正
等
ニ
綱
、
公
時
、

定
通
、
季
武
ノ
六
騎
ニ
テ
牛
追
物
ノ
勝
負
ア
リ
。
以
是
、
頼
朝
公
モ
、
壽
永

元
年
六
月
七
日
由
井
濱
ニ
於
テ
、
牛
追
物
ア
リ
。
頼
朝
公
、
下
河
邊
庄
司
行

平
、
楱

（
朱
）ハ
ン
カ
イ谷

四
郎
重
朝
、
和
田
太
郎
、
同
次
郎
、
三
浦
十
郎
、
愛
甲
三
郎
都

合
六
騎
也
。
其
中
ニ
モ
、
行
平
ハ
、
近
射
士
ニ
テ
御
合
手
タ
リ
。
然
ト
モ
略

儀
也
。
一
騎
ニ
テ
弓
杖
遠
ク
、
十
二
度
ニ
矢
数
ヲ
射
ル
ヲ
本
式
之
牛
追
物
ト

ハ
ス
ル
者
也
。

牛
追
物
弓
勢
ヲ
發
シ
テ
、
䟽
ヲ
射
越
タ
ル
ヲ
通

（
朱
）リ

矢
ト
シ
テ
、
其
数
百
ニ
及

フ
時
ハ
、
常
ノ
戈
ヲ
立
ル
。
矢
業
ア
リ
テ
土
牛
ニ
中
ル
。
其
矢
三
十
二
筋
ニ

及
フ
度
毎
ニ
銀
ノ
紙（

朱
）シ
デ手

戈
ヲ
立
ル
。
亦
九
十
六
ニ
中
ノ
矢
至
ル
時
ハ
、

金
（
朱
）キ
ン
シ
テ
ホ
コ

紙
手
戈
ヲ
立
ル
。
押
矢
、
牛
ニ
中
ル
時
ハ
、
矢
数
十
二
筋
ニ
順
ス
ル
也
。

納
矢
、
牛
ニ
中
ル
時
ハ
、
六
十
六
筋
ニ
順
ス
ル
也
。
戈
ヲ
立
テ
、
呼
鼓
合

鉦
（
朱
）カ
ネ

鼓
ヲ
拍
（
朱
）ウ
ツ

也
。
其
時
、
馬
ヲ
此
方
へ
馳
テ
矢
声
ヲ
上
向
ヘ
馳
テ
矢
声
ヲ

上
ル
也
。

　
右
掲
記
事
に
は
以
下
の
六
項
目
の
故
実
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

①
　
牛
追
物
を
す
る
際
の
騎
乗
時
の
装
束
に
つ
い
て

②
　
牛
追
物
を
す
る
際
に
矢
を
放
つ
距
離
に
つ
い
て

③
　
牛
追
物
で
射
る
矢
の
数
に
つ
い
て

④
　
根
矢
（
＝
実
戦
用
の
矢
）
を
押
矢
・
納
矢
に
す
る
由
来
譚
に
つ
い
て

⑤
　
四
騎
牛
追
物
及
び
六
騎
牛
追
物
の
先
例
に
つ
い
て

⑥
　
牛
追
物
で
使
用
す
る
弓
の
数
に
つ
い
て

　
こ
の
う
ち
、
④
⑤
に
お
い
て
、
室
町
時
代
の
故
実
書
で
牛
追
物
・
犬
追
物
の
両

方
と
関
わ
る
源
頼
光
が
こ
こ
で
も
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
こ
で

次
に
、
④
⑤
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
確
認
し
て
み
る
。

④
➡�
牛
追
物
に
お
い
て
根
矢
を
押
矢
納
矢
（
未
詳
）
と
す
る
由
来
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。
ま
ず
は
、
渡
邊
綱
が
市
原
野
で
根
矢
を
以
て
牛
を
射
て
怨
敵
の
鬼

同
丸
を
滅
ぼ
し
た
こ
と
が
故
実
に
な
っ
て
い
る
と
説
き
起
こ
し
、
続
い
て
前
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掲
の
『
古
今
著
聞
集
』
に
見
え
る
頼
光
の
鬼
同
丸
退
治
譚
と
ほ
ぼ
同
じ
本
文

を
引
用
す
る
。
こ
の
よ
う
な
頼
光
の
鬼
同
丸
退
治
譚
を
以
て
、
牛
追
物
の
押

矢
納
矢
に
根
矢
を
用
い
る
由
来
と
結
論
付
け
て
い
る
。

⑤
➡�

四
騎
牛
追
物
（
四
騎
で
牛
を
追
う
騎
射
）、
六
騎
牛
追
物
（
六
騎
で
牛
を

追
う
騎
射
）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
鏑
矢
で
射
る
四
騎
牛
追
物

は
、
頼
光
が
四
天
王
に
射
さ
せ
た
の
が
故
実
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
た

と
え
ば
、
頼
朝
が
観
覧
し
た
寿
永
元
年
四
月
に
金
洗
沢
で
実
施
さ
れ
た
牛

追
物
は
四
騎
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
矢
を
当
て
た
矢
数
の
多
い
人
に
対
し

て
色
染
め
の
皮
や
藍
染
の
絹
が
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
。
次
に
、
六
騎
牛
追

物
も
頼
光
の
事
例
を
故
実
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
頼
光
と
保
正
（
藤
原
保

昌
）
と
四
天
王
の
六
騎
で
牛
追
物
の
勝
負
を
し
た
こ
と
が
そ
れ
に
該
当
す

る
。
こ
れ
に
倣
っ
て
頼
朝
が
寿
永
元
年
六
月
七
日
に
由
比
ガ
浜
で
六
騎
牛

追
物
を
実
施
し
た
。
参
加
し
た
射
手
の
う
ち
下
河
辺
行
平
は
近
く
か
ら
射

た
が
そ
れ
は
略
儀
で
、
一
騎
で
遠
く
か
ら
十
二
度
、
矢
数
を
射
る
の
が
本

式
の
牛
追
物
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
④
⑤
の
内
容
に
お
い
て
、
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
以
下
の
三
点
で

あ
る
。

（
１�

）（『
古
今
著
聞
集
』
に
見
え
る
）
頼
光
の
鬼
同
丸
退
治
譚
を
踏
ま
え
て
牛
追

物
の
道
具
の
使
い
方
（
＝
根
矢
を
押
矢
納
矢
と
す
る
こ
と
）
に
関
す
る
由
来

を
述
べ
て
い
る
点
。

（
２�

）　
四
騎
牛
追
物
に
つ
い
て
、頼
光
四
天
王
に
よ
る
牛
追
物
を
由
来
と
し
、『
吾

妻
鏡
』
寿
永
元
年
四
月
五
日
条
に
見
え
る
頼
朝
の
牛
追
物
を
そ
の
故
実
に
基

づ
く
事
例
と
す
る
点
。

（
３�

）（『
酒
呑
童
子
絵
巻
』
な
ど
に
見
え
る
）
頼
光
の
酒
呑
童
子
退
治
譚
に
登
場

す
る
人
物
た
ち
を
挙
げ
、
彼
ら
の
実
施
し
た
牛
追
物
を
六
騎
牛
追
物
の
由
来

と
し
て
『
吾
妻
鏡
』
寿
永
元
年
六
月
七
日
条
に
見
え
る
頼
朝
の
牛
追
物
が
そ

の
故
実
に
基
づ
く
事
例
と
す
る
点
。

　
右
の
（
１
）
～
（
３
）
の
よ
う
に
牛
追
物
の
道
具
や
作
法
の
由
来
と
頼
光
を
結

び
つ
け
、
当
該
武
芸
と
源
氏
と
の
所
縁
を
主
張
す
る
の
は
、『
篠
葉
集
』
や
『
山

名
家
犬
追
物
記
』
に
見
え
る
犬
追
物
の
故
実
伝
承
と
類
似
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

『
禮
術
両
翼
之
卷
　
牛
追
物
』
に
見
え
る
右
掲
の
叙
述
も
ま
た
、
室
町
時
代
の
犬

追
物
の
故
実
伝
承
を
無
視
し
た
言
説
で
は
な
い
と
推
測
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
中
期
の
牛
追
物
の
言
説
は
、
室
町
時
代
に
お
け
る
犬
追

物
の
故
実
伝
承
の
系
譜
上
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
犬
追
物
と
繋
が

る
故
実
伝
承
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
演
の
実
態
を
持
た
な
い
牛
追
物
は
、

そ
の
架
空
の
伝
統
性
が
創
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
に
お
い
て
、
中
近
世
の
書
物
に
見
え
る
牛
追
物
の
言
説
に
つ
い
て
取
り
上

げ
、
そ
れ
ら
が
表
象
す
る
牛
追
物
像
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
ま
ず
は
鎌

倉
時
代
の
記
録
や
説
話
に
よ
る
と
、
当
時
の
牛
追
物
は
武
家
の
名
門
で
あ
る
清
和

源
氏
所
縁
の
武
芸
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
次
い
で
、
室
町
時

代
の
故
実
書
に
よ
る
と
、
そ
う
い
っ
た
鎌
倉
時
代
に
流
布
し
た
牛
追
物
の
言
説
が

犬
追
物
の
故
実
伝
承
に
す
り
替
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
牛
追
物
は
犬
追
物
の
前
身
的

な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
牛
追
物
と

犬
追
物
は
連
続
性
・
継
続
性
の
あ
る
武
芸
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
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さ
ら
に
は
、
近
世
中
期
の
馬
術
書
に
含
ま
れ
る
牛
追
物
の
伝
書
に
見
え
る
言
説
も

ま
た
、
室
町
時
代
の
故
実
書
に
記
載
さ
れ
る
犬
追
物
の
伝
承
と
脈
絡
を
通
じ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
室
町
時
代
以
降
の
牛
追
物
は
、
実
演
は
断
絶
し
て

も
、
伝
承
上
に
お
い
て
犬
追
物
と
繋
が
り
な
が
ら
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
（
注
19
）。

　
と
こ
ろ
で
、こ
う
い
っ
た
牛
追
物
と
犬
追
物
の
故
実
伝
承
の
発
端
と
な
っ
た『
古

今
著
聞
集
』
の
頼
光
説
話
に
つ
い
て
、
徳
田
和
夫
は
、
中
世
の
「
武
家
・
英
雄
物

語
」
の
代
表
的
な
話
型
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
20
）。
す
な
わ
ち
、

当
該
説
話
の
頼
光
像
が
『
土
蜘
蛛
草
紙
絵
巻
』
に
見
え
る
そ
れ
に
通
じ
る
こ
と
や
、

こ
の
説
話
の
根
幹
が
「
主
従
の
武
勲
物
語
」
の
系
譜
に
連
な
る
こ
と
（
こ
の
場
合

「
主
従
」
と
は
頼
光
と
綱
を
指
す
）
が
そ
の
所
以
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の
よ
う
に
物
語
要
素
が
強
い
故
実
伝
承
と
連
動
し
な
が
ら
牛
追
物
の
特
徴
が
表
象

さ
れ
て
い
る
事
例
は
、
わ
が
国
の
騎
射
文
化
と
文
芸
伝
承
と
の
親
密
な
関
係
性
を

窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
し
よ
う
。

【
注
】

（
１�

）
た
と
え
ば
、
大
坪
本
流
の
馬
術
書
で
は
基
本
的
に
牛
追
物
の
伝
書
が
含
ま

れ
る
（
後
述
）。

（
２�

）
似
た
よ
う
な
事
例
と
し
て
、
笠
懸
や
流
鏑
馬
が
江
戸
時
代
に
な
る
と
衰
退

し
た
事
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
流
鏑
馬
は
江
戸
時
代
中
期
に
復
活
す

る
。

（
３�

）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
著
聞
集
上
』（
西
尾
光
一
、
小
林
保
治
校
注
、

新
潮
社
、
一
九
八
三
年
）

（
４�

）『
前
太
平
記
（
上
）』（
叢
書
江
戸
文
庫
三
）（
板
垣
俊
一
校
訂
、
国
書
刊
行

会
、
一
九
八
八
年
）、『
前
太
平
記
（
下
）』（
叢
書
江
戸
文
庫
四
）（
板
垣
俊

一
校
訂
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
。

（
５�

）
橋
本
正
俊
「
源
氏
濫
觴
の
物
語
」（『
い
く
さ
と
物
語
の
中
世
』
所
収
、
日

下
力
監
修
、
鈴
木
彰
・
三
澤
裕
子
編
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
に
よ
る
。

（
６�

）
前
掲
注
（
３
）
に
挙
げ
た
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
古
今
著
聞
集
上
』

四
一
二
頁
の
頭
注
四
に
よ
る
と
、
当
該
部
分
の
本
文
に
つ
い
て
、
底
本
で
あ

る
広
島
大
学
附
属
図
書
館
蔵
の
『
古
今
著
聞
集
』
九
条
家
本
は
「
牛
お
も
の
」

と
い
う
表
記
が
さ
れ
て
い
る
が
、
岡
山
市
伊
木
家
旧
蔵
本
（
西
尾
光
一
藏
）

に
よ
り
「
牛
お
ふ
も
の
」
に
改
訂
し
た
と
い
う
。

（
７�

）
続
群
書
類
従
第
二
十
四
輯
上
『
山
名
家
犬
追
物
』
所
収
。

（
８�

）
伊
藤
慎
吾
「『
玉
藻
の
草
紙
』
と
犬
追
物
起
源
譚
」（「
日
本
文
学
論
究
」
第

七
十
九
冊
、
二
〇
二
〇
年
）
も
ま
た
、
該
当
本
文
に
つ
い
て
「
こ
の
由
来
は

『
古
今
著
聞
集
』
を
原
拠
と
す
る
よ
う
だ
」
と
推
測
し
て
い
る
。

（
９�

）
注
（
７
）
に
同
じ
。

（
10�

）
平
田
伸
夫
「
犬
追
物
の
始
り
に
つ
い
て
」（「
中
京
体
育
学
研
究
」
十
六
︱

一
、
一
九
七
五
年
）
等
参
照
。

（
11�

）
前
掲
（
10
）
に
同
じ
。

（
12�

）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
太
平
記
②
』（
長
谷
川
端
校
注
・
訳
、
小
学
館
、

一
九
九
六
年
）。

（
13�
）
群
書
類
従
第
二
十
三
輯
『
就
弓
馬
儀
大
概
聞
書
（
高
忠
聞
書
）』。

（
14�
）
続
群
書
類
従
第
二
十
四
輯
上
『
犬
追
物
明
鏡
之
記
』。

（
15�

）『
貞
丈
雑
記
』「
十
二
武
藝
」
に
「
有
徳
院
様
、
流
鏑
馬
御
再
興
有
べ
き
思

召
」
と
見
え
る
他
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』「
清
和
源
氏
（
義
光
流
）
小
笠
原
」
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の
「
常
春
」
の
注
記
に
は
、
吉
宗
が
小
笠
原
常
春
を
幕
府
の
騎
射
（
流
鏑
馬

笠
懸
）
師
範
役
に
任
命
し
た
由
が
見
え
る
。

（
16�

）
小
泉
栄
吉
編
『
大
坪
流
馬
術
書
下
』（
岩
田
書
院
二
〇
〇
八
年
）「
大
坪
流
・

大
坪
本
流
馬
術
書
一
覧
」
な
ど
参
照
。

（
17�

）
川
見
典
久
「「
享
保
名
物
帳
」
の
意
義
と
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
よ
る
刀

剣
調
査
」（「
古
文
化
研
究
　:

　
黒
川
古
文
化
研
究
所
紀
要
」
十
五
号
、
二

〇
一
六
年
）
参
照
。

（
18�

）
二
本
松
泰
子
「
中
近
世
に
お
け
る
武
芸
（
流
鏑
馬
・
牛
追
物
）
の
故
実
伝

承
と
諏
訪
信
仰
」（「
伝
承
文
学
研
究
」
第
七
十
二
号
、
二
〇
二
三
年
）
参
照
。

（
19�

）
近
世
に
成
立
し
た
と
お
ぼ
し
き
騎
射
の
伝
書
に
は
犬
追
物
と
牛
追
物
の
故

実
が
併
載
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
確
認
さ
れ
る
（『
犬
追
物
濫
觴
之
事
　
牛
追

物
起
源
　
犬
追
物
上
覧
記
』（
嘉
永
三
年
信
濃
松
代
藩
落
合
瀬
左
衛
門
写
。

架
蔵
本
）
な
ど
）。

（
20�

）
徳
田
和
夫
「『
土
蜘
蛛
草
紙
絵
巻
』
の
仕
掛
け
」（「
説
話
・
伝
承
学
」
第

三
十
号
、
二
〇
二
二
年
）。

※�

『
吾
妻
鏡
』
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
寿
永
元
年
四
月
五
日
条
と
寿
永
元
年
六
月

七
日
条
は
『
新
訂
吾
妻
鏡
一
』（
髙
橋
秀
樹
編
、
和
泉
書
院
、
二
〇
一
五
年
）、

文
治
三
年
十
月
二
日
条
は
『
新
訂
吾
妻
鏡
二
』（
髙
橋
秀
樹
編
、
和
泉
書
院
、

二
〇
一
七
年
）
に
よ
り
、
承
久
四
年
二
月
六
日
条
は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
　

吾
妻
鏡
第
二
』
の
該
当
記
事
を
私
意
に
読
み
下
し
、
句
読
点
を
付
し
た
。

【
付
記
】
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