
前
書
き

南
倉
宝
物
子
日
目
利
箒
（
挿
図
１
・
２
）
に
ま
つ
わ
る
話
と
し
て
、
そ
の
昔
、
音
を

出
し
た
と
す
る
考
え
が
洩
ら
さ
れ
、
且
つ
述
べ
伝
え
ら
れ
る
。
異
な
こ
と
を
耳
に
す
る

も
の
と
不
審
が
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
或
る
一
方
面
で
の
こ
と
に
限
れ
ば
、
今
に
始
ま
っ

た
話
で
は
な
い
。
か
な
り
以
前
か
ら
、
そ
の
方
面
の
解
説
書
中
で
述
べ
ら
れ
、
広
め
ら

れ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
私
自
身
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
を
甚
だ
異
な
こ
と
と
受
け
止

め
な
が
ら
、
考
え
の
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
は
以
前
か
ら
気
が
付
い
て
い
た
。
し
か
し

一
般
に
は
、
あ
の
目
利
箒
が
、
音
に
関
わ
り
を
持
つ
な
ど
と
は
、
思
い
も
寄
ら
ぬ
話
で
、

そ
の
よ
う
な
考
え
が
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
、
殆
ど
気
付
か
れ
て
さ
え
い
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
一
体
、
古
く
か
ら
玉
箒
と
も
呼
ば
れ
注
目
さ
れ
て
来
た
こ
の
品
が
、
そ

の
特
異
な
作
り
と
貴
重
な
由
来
の
故
に
、
と
り
わ
け
好
奇
の
眼
差
し
を
も
っ
て
注
目
さ

れ
た
の
は
、
数
多
の
正
倉
院
宝
物
中
、
例
外
と
さ
え
言
え
る
早
い
時
期
の
こ
と
で
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
追
っ
て
、
当
論
考
末
尾
近
く
で
少
し
く
立
ち
入

り
触
れ
る
こ
と
に
す
る
が
、
以
来
今
日
に
至
る
長
年
月
、
出
陳
を
も
含
む
さ
ま
ざ
ま
な

機
会
に
、
幾
度
繰
り
返
し
取
り
上
げ
説
明
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
。
そ
の
間
、
時
に
は
そ

の
「
音
説
」
に
一
瞥
の
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
も
と
も
と
目

利
箒
に
ま
つ
わ
る
話
と
し
て
、
音
発
生
の
考
え
の
述
べ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
無
か
っ
た
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
目
利
箒
に
関
心
を
寄
せ
る
或
る
研
究
分
野
の
中
に
、
目
利
箒
が

音
を
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
到
底
あ
り
得
な
い
と
す
る
全
く
別
様
の
考
え
方
が
あ

り
、
そ
れ
が
次
第
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
現
状
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
立
場
の
違

い
と
は
い
え
、
現
に
今
日
に
伝
え
ら
れ
、
誰
も
が
等
し
く
眼
に
す
る
機
会
を
持
ち
得
る

宝
物
に
対
し
て
の
、
何
た
る
隔
た
り
様
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
の
方
面
に
限
っ
て

は
、
そ
の
着
想
は
誠
に
尤
も
、
至
極
当
然
、
敬
聴
に
値
す
る
結
構
な
見
解
と
し
て
好
感

を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
、
今
で
は
そ
れ
を
言
わ
ば
奇
貨
と
し
て
、
独
り
歩
き
を
始
め
た
か

に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
か
今
に
な
っ
て
異
論
を
持
ち
出
さ
れ
、
反
対
意
見

を
突
き
付
け
ら
れ
よ
う
な
ど
と
は
、
思
っ
て
も
見
な
い
こ
と
と
受
け
止
め
ら
れ
る
に
違

い
な
い
。

　

宝
物
随
想玉
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揺
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子
日
目
利
箒
を
巡
る
こ
の
よ
う
な
正
反
対
の
見
解
の
無
言
裡
の
併
存
状
態
は
、
こ
の

ま
ま
放
置
さ
れ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
受
け
入
れ
難
い
状
態
が
既
に
か
な
り
の
年
数

に
亘
っ
て
続
い
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
こ
れ
以
上
の
定
着
化
が
進
む
ま

で
に
、
認
識
に
誤
り
あ
れ
ば
、
糺
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
見
解
の
違
い
に
よ
る

も
の
と
し
て
、
併
記
な
ど
し
て
事
を
済
ま
せ
た
場
合
、
将
来
の
成
り
行
き
を
誰
が
保
障

し
得
る
だ
ろ
う
か
。
一
見
通
り
の
良
い
考
え
が
、
公
正
な
判
断
を
排
除
し
た
例
が
過
去

に
無
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
と
正
倉
院
に
関
わ
る
話
題
の
根
強
い
浸
透
性
を
、
決
し
て

忘
れ
る
訳
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。

歌
に
詠
ま
れ
た
玉
箒

そ
も
そ
も
、
子
日
目
利
箒
な
る
名
称
そ
の
も
の
を
始
め
、
年
紀
「
天
平
寳
字
二
年
正

月
」
を
も
墨
書
す
る
元
の
覆
い
裂
な
ど
、
そ
の
由
来
を
伝
え
、
当
時
の
使
用
の
様
を
も

彷
彿
さ
せ
る
付
属
の
品
々
（
１
）（
挿
図
３
・
４
）
を
併
せ
伝
え
る
こ
の
目
利
箒
に
は
、
同
年

同
月
三
日
の
初
子
の
儀
式
に
お
け
る
一
状
景
を
詠
じ
た
和
歌
ま
で
が
、
い
わ
ば
関
連
史

料
と
な
っ
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
る
。
萬
葉
集
巻
二
十
に
収
め
ら
れ
る
大
伴
家
持
作
の
次

の
一
首
で
あ
る
。

初
春
の
初
子
の
今
日
の
玉
箒
手
に
取
る
か
ら
に
ゆ
ら
く
玉
の
緒�

（
四
四
九
三
番
）

そ
の
題
詞
に
よ
れ
ば
、
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
正
月
三
日
、
侍
従
、
竪
子
、
王

臣
た
ち
を
召
し
て
、
内
裏
の
東
屋
の
垣
の
下
に
伺
候
さ
せ
、
そ
こ
で
玉
箒
を
下
賜
さ
れ
、

宴
を
催
さ
れ
た
。
そ
の
時
、
内
相
藤
原
朝
臣
（
仲
麻
呂
）
が
勅
を
承
り
、
そ
の
旨
を
伝

え
た
。
す
な
わ
ち
「
諸
王
卿
ら
よ
、
自
ら
の
能
力
に
応
じ
て
思
い
の
ま
ま
歌
を
作
り
詩

を
賦
せ
よ
」
と
。
そ
こ
で
詔
旨
に
応
え
、
各
人
思
い
を
述
べ
、
歌
を
詠
み
詩
を
作
っ
た

と
い
う
（
２
）。

初
子
の
儀
式
と
は
、
古
く
中
国
に
お
い
て
、
年
の
初
め
に
天
子
が
自
ら
田
を
耕
し
て

豊
穣
を
祈
り
、
皇
后
は
蚕
室
を
掃
い
て
養
蚕
の
神
を
祀
る
儀
式
で
、
奈
良
時
代
に
一
時

取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
目
利
箒
は
「
天
平
寳
字
二
年
正
月
」
の
年
紀
を
、
そ

れ
自
体
に
墨
書
す
る
子
日
手
辛
鋤
（
挿
図
５
・
６
）
と
と
も
に
、
同
月
三
日
の
初
子
の

儀
式
に
用
い
ら
れ
た
品
な
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
子
日
目
利
箒
が
音
を
出
し
た
に
相
違
な
い
と
決
め
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
推

理
の
発
端
は
、
こ
の
歌
の
中
の
一
語
「
ゆ
ら
く
」
を
、
た
だ
揺
れ
動
い
た
と
す
る
か
、

或
い
は
、
併
せ
て
音
を
も
出
し
た
と
見
る
か
、
こ
れ
ら
二
様
の
何
れ
を
こ
の
一
首
に
お

け
る
至
当
な
解
釈
と
す
る
か
、
そ
の
吟
味
判
別
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
現
今
の
帰
結
は
、

例
え
ば
、
既
に
早
く
、
あ
る
解
説
書
に
お
い
て
、
こ
の
一
首
が
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

た
例
の
あ
っ
た
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ
よ
う
（
３
）。

宴
会
ヲ
ナ
サ
ル
初
春
ノ
初
子
ノ
日
ノ
今
日
頂
戴
致
シ
タ
玉
箒
ヲ
、
手
ニ
取
リ
持
ツ

ト
、
ソ
ノ
箒
ニ
飾
ツ
テ
ア
ル
玉
ノ
緒
ガ
揺
レ
テ
、
音
ヲ
立
テ
マ
ス
。
マ
コ
ト
ニ
コ

ノ
玉
箒
ハ
オ
メ
デ
タ
イ
結
構
ナ
モ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
。

こ
の
よ
う
に
、「
ゆ
ら
く
」
の
一
語
は
、
揺
れ
動
き
、
そ
の
上
さ
ら
に
音
を
出
し
た

と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
玉
箒
は
音
を
発
し
た
と
考
え
ら
れ
、
以
来
、
そ
の
考
え
が
今

日
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
要
す
る
に
、
玉
箒
す
な
わ
ち
子
日
目
利
箒
に
、
玉

の
付
け
ら
れ
て
い
る
事
実
そ
の
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
当
然
の
成
り
行
き
と
い
う
べ
き
で
も
あ
ろ
う

が
、
そ
の
音
と
い
う
の
が
、
何
気
無
い
音
響
な
ど
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

（
三
）
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そ
う
で
は
な
い
と
暗
々
裏
に
決
め
付
け
、
そ
の
上
に
、
快
い
気
分
に
誘
う
音
色
の
音
で

あ
っ
た
と
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
音
が
技
巧
を
凝
ら

し
た
上
で
得
ら
れ
た
結
果
な
の
で
は
な
く
、
操
作
と
し
て
取
り
立
て
て
言
う
程
の
こ
と

は
何
一
つ
加
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
た
だ
、
横
た
え
置
か
れ
た
玉
箒
の
把
手
に
手
を
差

し
伸
べ
、
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
持
ち
上
げ
ら
れ
よ
う
と
し
た
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と

で
、
明
瞭
に
心
地
よ
く
そ
れ
と
聞
き
分
け
ら
れ
る
音
を
発
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
大
意
と
し
て
次
の
よ
う
に
示
す
例
も
見
ら
れ
る
（
４
）。

初
春
の
初
子
の
日
の
今
日
の
玉
箒
は
、
ち
ょ
っ
と
手
に
と
っ
た
だ
け
で
玉
の
緒
が

鳴
っ
て
す
が
す
が
し
く
楽
し
い
。

正
倉
院
の
あ
の
玉
箒
は
、
そ
れ
程
に
も
敏
感
に
、
繊
細
な
効
果
を
生
み
出
す
品
で

あ
っ
た
の
か
。
打
て
ば
響
く
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
今
更
な
が
ら
の
感
服
の
思
い
に
、

も
は
や
疑
念
を
差
し
挟
む
余
地
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

い
き
お
い
、
次
の
よ
う
な
事
態
に
進
み
、
拡
散
を
繰
り
返
す
に
至
っ
た
の
も
自
然
の

成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
私
が
注
意
を
促
し
た
く
思
う
の
は
、
各
種
の
国
語
辞
典
中
の
一

語
「
ゆ
ら
く
」
の
解
説
の
項
に
お
い
て
、
解
説
に
続
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
用
例
に
つ

い
て
で
あ
る
。

数
多
あ
る
う
ち
の
一
例
の
み
挙
げ
れ
ば
、『
時
代
別　

国
語
大
辞
典　

上
代
編
』
で

は
次
の
よ
う
に
解
い
た
上
で
、
用
例
の
一
つ
と
し
て
、
萬
葉
集
の
そ
の
家
持
の
玉
箒
の

歌
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
５
）。

ゆ
ら
ゆ
ら
と
鳴
る
。
玉
や
鈴
な
ど
が
揺
れ
、
触
れ
合
っ
て
清
ら
か
な
音
を
立
て
る
。

こ
の
一
語
「
ゆ
ら
く
」
の
、
こ
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
の
實
例
と
し
て
そ
の
歌
が
選

ば
れ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
無
く
、
そ
の
一
首
の
解
釈
が
下
敷
き
に
さ

れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
裏
付
け
と
し
て
、
正
倉
院
伝
世
の

品
が
い
わ
ば
証
拠
物
件
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
品
に
は
、
ガ
ラ
ス
製
の
玉
の
幾
つ
か
が
今
も
か
つ
て
の
名
残
を
留
め
て
お
り
、
そ

れ
を
ば
間
違
い
な
し
に
音
の
出
所
と
決
め
付
け
得
る
こ
と
が
、
選
者
の
意
に
も
適
っ
た

為
で
あ
ろ
う
。「
ゆ
ら
く
」
と
は
、
物
体
が
た
だ
揺
れ
動
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
音
を

出
し
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
と
解
釈
さ
せ
る
に
、
ま
さ
に
打
っ
て
つ
け
の
根
拠
を
備
え

た
用
例
と
見
做
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
、
批
判
或
い
は
反
対
の
声
は
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な

い
の
か
と
、
諸
々
の
萬
葉
集
解
説
を
見
渡
す
に
、
大
勢
は
、
こ
の
「
音
説
」
に
靡
き
は

す
れ
、
批
判
論
は
絶
え
て
聞
こ
え
ず
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
が
今
日
の
実
状
の
よ
う
で

あ
る
。

も
っ
と
も
、
か
つ
て
は
そ
の
一
語
「
ゆ
ら
く
」
に
つ
い
て
、
音
の
出
た
こ
と
と
は
受

け
止
め
ず
、
た
だ
揺
れ
動
い
た
と
す
る
考
え
の
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
い
や
寧

ろ
、
そ
の
考
え
こ
そ
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
遅
れ
て
音
の
こ
と
、
と
す
る
考
え
が
出

さ
れ
、
大
勢
は
そ
れ
に
従
う
よ
う
に
変
わ
っ
て
今
日
に
至
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
６
）。

解
釈
の
そ
の
よ
う
な
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
正
倉
院
の
当
の
玉
箒
、
目
利
箒
が
玉
を

伴
っ
て
現
存
す
る
事
実
は
、
ま
さ
に
音
の
発
生
源
を
備
え
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
、

疑
問
の
余
地
な
ど
完
全
に
封
じ
込
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

目
利
箒
は
、
子
日
の
儀
式
の
場
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
を
し
た
か
、

そ
の
し
つ
ら
え
の
様
を
彷
彿
さ
せ
る
付
属
の
品
を
伴
い
納
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

花
柄
文
様
入
り
の
褥
を
敷
き
延
べ
た
机
に
、
緑
の
紗
を
掛
け
横
た
え
置
か
れ
た
玉
箒
は
、

そ
の
薄
絹
を
通
し
て
奥
床
し
く
透
か
し
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
透
視
の
効
果
に
よ
る

（
四
）
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微
妙
な
色
の
交
錯
を
喜
び
、
薄
物
を
愛
用
し
た
当
時
の
人
達
の
嗜
好
の
一
例
が
そ
こ
に

見
ら
れ
る
。

や
が
て
そ
の
覆
い
は
取
り
払
わ
れ
、
目
利
箒
に
手
が
差
し
伸
べ
ら
れ
、
握
り
を
把
持

さ
れ
持
ち
上
げ
ら
れ
た
。「
手
に
と
る
か
ら
に
」
つ
ま
り
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
た
目
利

箒
は
、
握
り
を
把
持
さ
れ
た
ま
ま
、
少
し
ば
か
り
持
ち
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
力

を
加
え
て
の
所
作
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
ご
く
自
然
な
動
き
に
よ
っ
て
静
か
に
持
ち
上

げ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
玉
箒
は

揺
ら
い
だ
と
歌
で
は
詠
ま
れ
る
。
そ
し
て
或
る
一
方
面
で
は
、
そ
の
一
語「
ゆ
ら
く
」に
、

揺
れ
動
き
と
と
も
に
、
音
の
出
た
こ
と
を
も
併
せ
味
読
す
る
の
を
適
切
と
す
る
。

今
後
、
将
来
に
向
け
て
は
、
子
日
目
利
箒
の
解
説
に
あ
た
っ
て
、
音
が
し
た
、
と
い

う
こ
の
考
え
が
参
考
に
さ
れ
、
取
り
入
れ
る
よ
う
迫
ら
れ
る
こ
と
に
で
も
な
る
の
だ
ろ

う
か
。
私
に
は
、
検
討
を
要
す
る
事
柄
が
幾
つ
か
思
い
浮
か
ぶ
の
で
あ
り
、
以
下
そ
れ

ら
を
順
次
吟
味
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

玉
の
実
態

先
ず
は
、
玉
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を
的
確
に
把
握
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

玉
の
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
音
発
生
の
根
拠
と
見
做
さ
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
。目

利
箒
の
、
把
手
を
除
く
箒
部
分
に
付
け
ら
れ
て
い
た
玉
は
、
紫
染
革
巻
き
把
手
に

金
糸
飾
り
の
一
号
、
同
様
把
手
に
玉
飾
り
の
二
号
そ
れ
ぞ
れ
の
先
端
に
近
く
、
僅
か
に

残
る
現
存
の
も
の
に
よ
っ
て
、
直
径
数
ミ
リ
ば
か
り
の
黄
、
緑
、
褐
等
の
色
ガ
ラ
ス
製

で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
ガ
ラ
ス
玉
飾
り
の
目
利
箒
が
、
元
は
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
形
状
の
も
の

で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
思
い
浮
か
べ
る
に
つ
い
て
は
、
掲
示
の
穂
井
田
忠
友
（
一
七
九

一
―
一
八
四
七
）
著
『
觀
古
雜
帖
』
に
添
え
ら
れ
た
絵
図
（
挿
図
７
（
７
））
が
参
考
に
な
る

だ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
は
全
体
の
形
状
表
現
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
写
生
に
よ
る

図
で
は
な
く
、
概
念
図
に
当
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
目
利
箒
の
元
の
姿
を
思
い
浮
か

べ
る
に
は
助
け
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
ガ
ラ
ス
玉
が
把
手
近
く
か
ら
先
端
に
か
け
て
数

多
く
付
け
ら
れ
、
箒
は
幾
分
膨
ら
み
を
帯
び
た
形
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ

が
、
中
途
で
分
岐
し
た
幾
本
も
の
枝
に
よ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が

出
来
れ
ば
、
今
の
場
合
充
分
で
あ
る
。

挿図７　玉箒絵図　穂井田忠友『觀古雜帖』別刷（関西大学�
図書館所蔵本による）
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さ
て
、
一
般
に
ガ
ラ
ス
製
器
具
が
、
或
る
硬
さ
を
持
つ
別
の
物
体
と
の
接
触
に
よ
っ

て
、
音
、
そ
れ
も
ガ
ラ
ス
特
有
の
音
色
の
音
を
発
す
る
現
象
は
誰
も
が
日
常
経
験
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
目
利
箒
の
ガ
ラ
ス
玉
が
音
を
出
し
た
と
さ
れ
た
の
は
、
一
体
、
何
と
接

触
し
た
結
果
と
考
え
、
推
測
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の

問
い
に
戸
惑
う
こ
と
な
ど
一
切
な
か
ろ
う
。
ガ
ラ
ス
玉
の
す
ぐ
近
く
に
は
別
の
ガ
ラ
ス

玉
の
幾
つ
か
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
目
利
箒
に
加
え
ら
れ
た
動
き
は
、
枝

一
本
毎
に
先
端
ま
で
伝
わ
り
、
そ
れ
が
玉
の
一
つ
一
つ
を
揺
り
動
か
し
、
近
接
す
る
玉

同
士
を
接
触
さ
せ
て
音
を
出
し
た
に
違
い
な
か
ろ
う
、
逆
に
音
を
出
さ
な
か
っ
た
な
ど

と
は
、
ど
う
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
、
と
幾
分
か
の
期
待
を
も
込
め
、
現
実
に
目
に
し
得

る
あ
の
目
利
箒
の
、
そ
の
時
の
状
景
を
も
瞼
に
描
き
つ
つ
考
え
付
か
れ
た
の
で
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

目
利
箒
が
そ
の
昔
、
音
を
出
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
ガ
ラ

ス
玉
同
士
の
接
触
を
、
こ
の
よ
う
に
理
に
適
っ
た
こ
と
と
思
い
込
み
、
ガ
ラ
ス
玉
、
そ

し
て
箒
材
料
の
実
態
、
つ
ま
り
現
実
に
存
在
す
る
子
日
目
利
箒
そ
の
も
の
の
実
態
を
充

分
考
慮
す
べ
き
こ
と
に
ま
で
は
思
い
及
ば
ず
、
曖
昧
点
を
残
し
た
ま
ま
進
め
ら
れ
た
、

想
像
と
思
い
込
み
の
結
果
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
今
、
試
み
に
、
比
較
対
照
の
為
の
参
考
例
と
し
て
、
実
際
に
音
を
出
す
品
一

種
を
宝
物
中
か
ら
選
び
、
そ
こ
で
の
音
発
生
の
仕
組
み
と
実
態
に
注
目
し
て
み
て
は
如

何
か
と
思
う
。
そ
れ
は
鈴
で
あ
る
（
挿
図
８
・
９
）。

音
を
出
す
品
と
し
て
は
例
に
事
欠
か
ぬ
正
倉
院
の
楽
器
楽
具
の
中
か
ら
、
と
く
に
鈴

を
取
り
上
げ
る
の
は
他
で
も
な
い
、
音
は
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
に
よ
っ
て
出
る
の
か
、

そ
れ
を
会
得
す
る
に
至
極
簡
便
な
一
例
で
あ
り
、
目
利
箒
の
音
云
々
の
説
の
適
否
を
判

別
す
る
に
当
た
っ
て
、
幾
分
な
り
と
も
参
考
に
な
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お

ま
た
そ
の
音
が
、
私
に
と
っ
て
は
直
接
耳
に
し
得
た
宝
物
楽
器
の
生
の
音
と
し
て
唯
一

の
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
そ
の
音
色
が
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
と
し
て
今
な
お
耳
底
に

残
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
鈴
を
幾
つ
も
取
り
付
け
た
金
銅
幡
を
移
動
さ
せ
る
作
業
に
従
事
中
の
、
宝
庫

内
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
全
長
百
七
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
金
銅
幡
は
、
細
長
い
敷
板
に
延

べ
ら
れ
た
状
態
の
ま
ま
、
幾
人
も
の
手
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
の
が
作
業
の
常
道
で
あ
っ

た
。
そ
の
折
の
注
意
点
は
勿
論
、
敷
板
を
水
平
に
保
ち
、
宝
物
の
動
き
を
抑
え
る
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
手
当
を
施
し
、
慎
重
を
期
し
て
な
お
止
め
き
れ
な
か
っ
た
の

挿図８　中倉195　鈴鐸類　�
第１号

挿図９　南倉156　金銅幡　第１号
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が
四
坪
か
ら
な
る
幡
の
所
々
に
つ
け
ら
れ
た
鈴
で
、
只
一
個
所
を
鈕
で
止
め
ら
れ
た
だ

け
の
球
形
の
鈴
の
安
定
度
は
、
偏
に
敷
板
平
面
の
水
平
保
持
と
、
動
き
の
緩
や
か
さ
如

何
に
か
か
っ
て
い
た
。

金
銅
幡
一
条
に
つ
き
四
十
個
程
を
数
え
る
鈴
の
大
半
を
占
め
る
球
形
の
も
の
に
つ
い

て
見
れ
ば
、
銅
板
製
の
半
球
形
二
個
を
接
合
し
た
内
部
に
、
舌
と
し
て
、
大
ま
か
に
裁

断
さ
れ
た
鉄
片
も
し
く
は
石
礫
が
一
乃
至
二
個
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
鈴
内
部
に
込
め
ら

れ
、
只
で
さ
え
動
き
易
い
そ
れ
ら
の
舌
は
、
鈴
の
僅
か
な
傾
き
に
も
転
げ
、
鈴
の
内
壁

に
接
触
し
、
音
を
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
作
業
の
従
事
者
達
に
し
て
み
れ
ば
、
手
に
す

る
か
ら
に
、
す
な
わ
ち
一
同
、
息
を
合
わ
せ
静
か
に
持
ち
上
げ
た
だ
け
で
鈴
は
揺
ら
ぎ
、

併
せ
て
正
に
音
を
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
音
量
こ
そ
ご
く
小
さ
い
が
、
聞
き
惚
れ
る
ば

か
り
の
円
や
か
な
音
、
玲
瓏
と
い
う
他
な
い
音
を
。

さ
て
そ
れ
で
は
目
利
箒
の
玉
に
注
目
す
る
に
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
置
か

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
繰
り
返
し
申
す
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
箒
の
材
料
で
あ
る
植
物

の
細
い
枝
先
に
刺
し
通
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
枝
は
極
め
て
細
く
、
し
か
し
細

い
な
が
ら
も
、
あ
る
程
度
の
剛
性
を
備
え
て
曲
げ
の
力
に
抵
抗
は
す
る
が
、
そ
の
度
が

過
ぎ
れ
ば
忽
ち
折
れ
損
じ
る
。
枝
は
玉
を
貫
き
、
且
つ
、
湾
曲
す
る
こ
と
な
く
、
玉
を

支
え
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
玉
は
、
枝
に
通
さ
れ
た
状
態
の
ま
ま
上
下
に
ず
れ

動
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
玉
に
す
れ
ば
、
支
え
ら
れ
つ
つ

動
き
を
止
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
あ
の
鈴
の
中
の
舌
の
よ
う
に
動
き
廻
る
こ

と
な
ど
あ
り
え
な
か
っ
た
。
玉
同
士
の
接
触
は
、
あ
の
幾
本
も
の
細
い
枝
の
、
多
少
の

傷
み
に
な
ど
一
切
構
う
こ
と
な
く
、
余
程
の
力
で
も
加
え
、
激
し
く
揺
さ
ぶ
り
で
も
せ

ぬ
限
り
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

加
え
て
も
う
一
度
、
よ
く
よ
く
思
い
返
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
伴
家
持

の
歌
の
中
の
言
葉
、「
手
に
と
る
か
ら
に
ゆ
ら
く
」
で
あ
る
。
把
手
に
手
が
差
し
伸
べ

ら
れ
、
力
を
込
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
静
か
に
少
し
ば
か
り
持
ち
上
げ
ら
れ
た
。

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
確
か
に
、
間
違
い
な
く
揺
れ
動
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
枝
に
伝
わ
っ
た
動
き
に
よ
っ
て
先
端
が
僅
か
ば
か
り
、
主
に
上
下
に
動
い
た

の
だ
ろ
う
。
当
然
玉
も
枝
に
伴
わ
れ
て
動
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

玉
同
士
が
接
触
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
勿
論
音
は
出
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
状
景
、
た
だ
そ
れ
ば
か
り
の
ご
く
些
細
な
静
か
な
無
音
の
光
景
、
そ
れ
を
、
家
持

は
歌
に
詠
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
一
体
、
何
が
家
持
の
心
を
捉
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
続
い

て
問
い
質
す
べ
き
は
、
枝
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
確
か
め
ず
し
て
、

家
持
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。

箒
の
実
態

子
日
目
利
箒
の
箒
本
体
は
、
も
っ
ぱ
ら
あ
る
単
一
種
の
植
物
を
材
料
と
し
て
作
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
山
林
中
に
自
生
す
る
コ
ウ
ヤ
ボ
ウ
キ
で
、
根
元
か
ら
採
取
し
た
も
の

を
数
十
本
束
ね
、
本
体
と
し
て
い
る
（
８
）。
根
方
に
紫
染
革
を
巻
い
て
把
手
と
し
、
ガ
ラ
ス

玉
が
枝
先
に
刺
し
通
さ
れ
て
い
る
。
把
手
の
飾
り
は
、
二
本
か
ら
な
る
内
の
片
方
が
金

糸
を
巻
く
の
に
対
し
て
、
他
方
は
繧
繝
に
配
し
た
小
さ
な
色
ガ
ラ
ス
玉
を
通
し
た
糸
を

巻
き
付
け
て
い
る
。
今
は
そ
の
一
部
を
残
す
。
現
今
の
大
き
さ
に
は
次
の
通
り
、
殆
ど

変
り
は
な
い
。

第
一
号　

金
糸
巻
き
把
手　

長
さ
約
六
十
五
セ
ン
チ　

把
手
の
径
三
・
九
セ
ン
チ

（
七
）

（184）



第
二
号　

玉
飾
り
把
手　
　

長
さ
約
六
十
五
セ
ン
チ　

把
手
の
径
三
・
九
セ
ン
チ

と
こ
ろ
で
私
達
は
、
そ
の
本
体
の
材
料
が
コ
ウ
ヤ
ボ
ウ
キ
で
あ
る
こ
と
を
、
諸
先
学

か
ら
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
一
体
、
ど
れ
ほ
ど
の
認
識

を
身
に
付
け
得
た
だ
ろ
う
か
。
せ
い
ぜ
い
、
キ
ク
科
、
草
本
状
、
落
葉
小
低
木
で
あ
る

こ
と
な
ど
、
そ
の
方
面
の
解
説
書
か
ら
知
り
得
た
程
度
に
止
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
生
育
時
の
特
徴
に
立
ち
入
る
こ
と
な
ど
、
無
意
味
の
所
業
と
し
て
退
け
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
実
は
コ
ウ
ヤ
ボ
ウ
キ
そ
の
も
の
が
、
今
日
で
は

顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
極
め
て
少
な
い
植
物
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
、
目
利
箒
の
材
料
と
し
て
そ
の
名
を
教
え
ら
れ
る
ま
で
、
そ
の
存
在
す
ら
全
く
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
。
山
林
中
の
、
そ
れ
も
決
し
て
遠
隔
の
深
山
な
ど
で
は
な
い
、
人

里
に
さ
え
近
い
樹
林
中
に
あ
っ
て
、
自
ら
視
野
に
入
れ
な
が
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
も
う
一
度
目
利
箒
に
立
ち
返
っ
て
、
そ
の
枝
先
に
刺
し
通
さ
れ
た
ガ
ラ
ス

玉
が
、
ほ
ん
の
僅
か
な
動
き
を
加
え
ら
れ
た
だ
け
で
、
何
故
揺
ら
ぐ
よ
う
な
動
き
を
起

こ
し
た
の
か
、
そ
の
原
因
を
察
知
す
る
に
は
、
植
物
そ
の
も
の
の
実
態
に
注
目
し
て
お

く
こ
と
も
、
決
し
て
無
駄
と
は
思
え
ず
、
寧
ろ
そ
の
こ
と
こ
そ
が
箒
の
実
態
の
理
解
に

役
立
つ
に
違
い
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

山
林
に
分
け
入
っ
て
、
コ
ウ
ヤ
ボ
ウ
キ
を
見
付
け
る
に
は
、
勿
論
そ
の
お
よ
そ
の
特

徴
な
ど
、
最
低
限
の
知
識
は
必
要
で
あ
る
が
、
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
木
漏
れ
日
の

射
す
、丘
陵
の
斜
面
な
ど
に
、他
の
幾
つ
も
の
植
物
に
混
じ
り
合
っ
て
生
え
て
い
る（
挿

図
10
）。
入
り
混
じ
っ
た
中
か
ら
見
分
け
る
に
は
、
や
は
り
葉
の
特
徴
、
そ
し
て
特
に

葉
の
落
ち
尽
し
た
時
季
で
は
枝
に
つ
い
て
の
知
識
が
求
め
ら
れ
る
。
と
に
か
く
目
立
つ

こ
と
の
甚
だ
少
な
い
、
木
と
は
思
い
に
く
い
草
の
よ
う
な
木
な
の
で
あ
る
。
樹
形
全
体

の
特
徴
と
し
て
は
、
先
ず
、
直
立
し
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
地

面
か
ら
垂
直
に
立
ち
上
が
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
、
斜
め
に
成
長
す
る
。
そ
し
て
根
方
で

は
幾
分
太
さ
を
増
す
が
、
そ
の
先
は
細
い
ま
ま
、
年
ご
と
に
数
セ
ン
チ
を
お
い
て
枝
を

出
し
つ
つ
、
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
程
に
は
成
長
す
る
。
し
か
し
、
枝
先
の
部
分
は
地

面
を
這
う
が
如
く
で
あ
る
。
な
お
、
秋
に
は
、
そ
の
年
に
伸
び
た
枝
の
先
端
に
、
花
を

つ
け
る
。
花
は
小
さ
な
白
色
の
、
一
見
、
薊
あ
ざ
みに
似
た
も
の
た
だ
一
個
。
要
す
る
に
、
清

楚
と
表
現
す
る
ほ
か
な
い
地
味
な
姿
の
植
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
年
を
経
て
も
幹
は
細

い
ま
ま
、
更
に
細
い
枝
を
伴
っ
て
、
靡
く
よ
う
な
形
状
の
ま
ま
生
育
す
る
。
こ
の
よ
う

な
特
徴
は
、
目
利
箒
を
巡
る
当
面
の
問
題
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
考
慮
に
加
え
て

お
く
の
も
無
駄
で
は
な
か
ろ
う
。
目
利
箒
に
は
、
か
な
り
の
年
数
を
経
て
成
長
し
た
そ

れ
を
、
根
元
か
ら
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ガ
ラ
ス
玉
は
そ
の
細
い
枝
先
に
刺
し
通
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

挿図10　コウヤボウキ（著者撮影）

（
八
）
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と
こ
ろ
で
、
私
な
り
に
考
え
を
廻
ら
し
つ
つ
こ
こ
に
至
っ
た
玉
箒
の
問
題
、
そ
の
実

態
を
熟
知
す
る
人
と
し
て
、
是
非
と
も
尋
ね
問
う
べ
き
は
、
先
に
も
挙
げ
た
穂
井
田
忠

友
そ
の
人
で
あ
ろ
う
。
正
倉
院
と
の
関
わ
り
で
は
、
天
保
四
年
か
ら
七
年
（
一
八
三
三

―
一
八
三
六
）
に
わ
た
る
御
開
封
の
間
、
同
七
年
、
正
倉
院
古
文
書
正
集
四
十
五
巻
を

整
理
装
潢
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
人
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
宝
物
中
の
数
多
く
の
器
物

類
に
つ
い
て
も
、
直
接
手
に
取
り
、
篤
と
観
察
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
程
に
、
稀
有
と
も
い
え
る
貴
重
な
体
験
を
持
ち
得
た
忠
友
の
著
作
中
か
ら
、
早
速

な
が
ら
、
当
面
の
問
題
に
関
わ
る
部
分
を
こ
こ
に
転
記
し
、
そ
の
言
に
注
目
し
た
い
と

思
う
。
そ
れ
は
忠
友
の
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
刊
行
の
著
作
『
觀
古
雜
帖
』
に

残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
本
稿
の
冒
頭
、
目
利
箒
に
対
す
る
例
外
的
に
早
い
時
期
の
注
目

と
し
て
触
れ
た
の
が
、
忠
友
の
こ
の
考
証
、
著
述
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
帖
全
十
項
目

中
の
第
一
番
目
が
「
玉
箒
野
生
」
で
、
そ
の
冒
頭
部
分
に
は
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。

玉
箒　

俗
称
ネ
ン
ド
草
、
亦
コ
ウ
ヤ
箒
、
或
云
茶
セ
ン
柴
、
野
生
宿
根
、
高
二
三

尺
、
靡
状
、
長
キ
ハ
四
尺
ニ
及
ヘ
リ
、
八
九
月
小
白
花
開
ク
、
一
萼
十
二
花
、
其

状
白
求
花
ニ
似
テ
小
様
ナ
ル
モ
ノ
也
、

こ
こ
で
言
う
玉
箒
と
は
勿
論
、
一
植
物
と
し
て
の
呼
び
名
で
あ
る
が
、
長
さ
四
尺
に

及
ぶ
も
の
の
高
さ
が
二
三
尺
と
は
、
垂
直
に
成
長
し
続
け
る
樹
木
な
ど
で
は
あ
り
え
な

い
こ
と
で
、
そ
れ
す
な
わ
ち
、
先
に
見
た
通
り
、
地
面
よ
り
斜
行
、
つ
ま
り
斜
め
に
成

長
す
る
そ
の
特
徴
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
年
ご
と
に
新
た
に
伸
び
る
枝
は
、
や
が
て
地

面
に
這
う
よ
う
な
姿
と
な
る
の
で
あ
る
。
文
中
の
「
靡
状
」
の
一
語
は
そ
れ
を
言
う
の

で
あ
ろ
う
。
コ
ウ
ヤ
ボ
ウ
キ
は
、
上
へ
上
へ
と
生
長
す
る
樹
木
の
根
方
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
植
物
と
混
じ
り
あ
っ
て
生
育
し
、
風
に
吹
か
れ
も
せ
ぬ
穏
や
か
な
茂
み
の
中
で
、
あ

た
か
も
風
に
靡
く
よ
う
に
細
い
枝
を
伸
ば
し
、
地
面
に
這
う
よ
う
な
姿
で
生
育
し
て
い

る
。
ま
た
序
で
な
が
ら
、
そ
の
花
は
鑑
賞
用
と
す
る
に
も
余
り
に
も
可
憐
に
過
ぎ
、
結

局
、
採
集
容
易
に
し
て
、
束
ね
る
だ
け
の
操
作
に
よ
っ
て
実
用
に
供
し
う
る
こ
と
か
ら
、

箒
や
垣
根
の
材
料
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

忠
友
の
コ
ウ
ヤ
ボ
ウ
キ
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
勿
論
、
彼
自
身
の
観
察
に
裏
付
け
さ

れ
て
い
る
。
彼
は
、
自
ら
栽
培
し
、
そ
の
生
態
を
細
か
く
調
べ
、
絵
図
を
図
版
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。
物
事
を
調
べ
る
に
当
た
っ
て
の
、
彼
の
念
の
入
れ
よ
う
、
そ
の
一
端
が

窺
え
る
（
挿
図
11
）。

そ
れ
で
は
、
そ
の
忠
友
が
子
日
目
利
箒
に
つ
い
て
観
察
し
た
結
果
は
如
何
様
で
あ
っ

た
ろ
う
か
。
本
稿
で
究
め
た
く
問
い
続
け
て
来
た
、
そ
の
揺
ら
ぎ
の
問
題
、
そ
れ
に
関

挿図11　コウヤボウキ絵図　穂井田忠友『觀古雜帖』（関西
大学図書館所蔵本による）

（
九
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し
て
耳
を
傾
け
る
に
足
る
何
か
一
言
で
も
残
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
本
稿

を
終
え
る
に
当
た
っ
て
、
該
当
箇
所
を
引
用
、
注
目
す
る
こ
と
に
い
た
し
た
く
思
う
。

東
大
寺
ノ
寳
蔵
ナ
ル
玉
箒
ハ
長
二
尺
許
、
箒
鬚
ノ
杪
毎
ニ
紺
色
ノ
細
珠
ヲ
帽
ラ
シ

メ
、
把
ハ
紫
革
ニ
テ
包
タ
ル
上
ヲ
金
ノ
糸
ガ
ネ
ニ
五
色
ノ
細
珠
ヲ
貫
タ
ル
モ
テ
マ

キ
シ
メ
タ
ル
ガ
、
年
ヲ
ヘ
テ
糸
ガ
ネ
ノ
絶キ
レ
損ソコ
ネ
タ
リ
ト
見
ユ
ル
モ
ノ
二
柄
ア
リ
、

紺
珠
揺
々
ト
シ
テ
塵
ヲ
驅
ル
ノ
具
ニ
非
ス
、
一
時
ノ
儀
箒
ノ
ミ
、
彼
ノ
萬
葉
集
ナ

ル
天
平
寳
字
二
年
正
月
三
日
ノ
初
子
ノ
玉
箒
即
是
ナ
ル
ヘ
キ
事
ハ
、
同
寳
蔵
ニ
鐵

鑱
金
嵌
ノ
儀
鋤
ア
リ
テ
、
其
柄
ニ
子
日
辛
鋤
天
平
寳
字
二
年
正
月
ト
銘
セ
ル
同
時

ノ
用
相
證
ス
ヘ
キ
也

結　

び

私
が
予
て
抱
き
続
け
て
来
た
疑
念
、
そ
し
て
今
は
論
壇
の
一
隅
に
根
を
下
ろ
し
つ
つ

あ
る
か
に
見
え
る
考
え
方
に
対
し
て
は
、
遥
か
早
い
時
期
に
、
傾
聴
に
値
す
る
言
葉
が

遺
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
私
に
は
思
え
る
。
穂
井
田
忠
友
が
、
宝
物
に

手
を
差
し
伸
べ
る
に
際
し
て
、
或
い
は
一
抹
の
た
め
ら
い
を
覚
え
た
の
で
は
、
と
彼
の

心
中
を
慮
る
必
要
な
ど
、
全
く
な
か
ろ
う
。
彼
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
目
利
箒
を
手
に

取
り
、
思
う
様
そ
の
状
態
を
観
察
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
形
状
と
し
て
は
柔
ら
か
な
膨

ら
み
を
見
せ
る
目
利
箒
の
、
な
お
幾
分
か
残
る
枝
先
が
、
刺
し
通
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
玉
を

伴
っ
て
、
揺
揺
と
ゆ
ら
め
く
さ
ま
を
見
た
に
違
い
な
い
。

今
、
私
達
が
自
然
の
樹
林
中
に
あ
っ
て
目
に
す
る
あ
の
靡
く
が
如
き
植
物
の
、
か
細

い
枝
先
に
通
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
玉
の
、
枝
そ
の
も
の
の
小
刻
み
な
動
き
と
と
も
に
、
細
か

く
震
え
動
く
さ
ま
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が「
揺
ら
ぎ
」の
実
態
で
は
な
か
っ

た
か
。
そ
れ
に
、
微
か
な
程
度
で
も
、
音
の
伴
う
こ
と
な
ど
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

大
伴
家
持
が
あ
の
一
首
に
詠
じ
た
の
は
、
玉
箒
の
そ
の
よ
う
な
「
揺
ら
ぎ
」
で
は
な

か
っ
た
の
か
、
私
に
は
そ
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

�

（
あ
べ　

ひ
ろ
む　

元
正
倉
院
事
務
所
長
）

註

（
１
）�

子
日
目
利
箒
に
関
わ
る
宝
物
と
そ
の
銘
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

緑
紗
几
覆
（
南
倉
七
七
）
墨
書
「
子
日
目
利
箒
机
覆�

天
平
寳
字
二
年
正
月
」

�

紺
地
浅
緑
目
交
纐
纈
絁
間
縫
帯
（
南
倉
七
八
）

�

　
　

第
一
号
墨
書
「
子
日
目
利
箒
机
覆
帯�

天
平
寳
字
二
年
正
月
」

�

　
　

第
二
号
墨
書
「
手
辛
鋤
机
覆
帯�

天
平
寳
字
二
年
正
月

�

　
　
　
　
　
　
　
　

子
日
目
利
箒　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

�

緑
地
夾
纈
絁
褥
（
中
倉
二
〇
二
第
七
二
号
櫃
函
装
第
三
四
号
の
う
ち
）

�

　
　

墨
書
「
子
日
目
利
箒
机
褥�

天
平
寳
字
二
年
正
月
」

�

緑
絁
帯
（
南
倉
一
八
五
第
一
二
七
号
櫃
雑
四
九
号
の
う
ち
二
条
）

�

　
　

墨
書
「
子
日
目
利
箒
机
褥�

天
平
寳
字
二
年
正
月
」

�

　
　

墨
書
「
子
日
目
利
箒
机
褥
帯�

天
平
寳
字
二
年
正
月
」

（
２
）�
当
該
個
所
に
は
、
題
詞
と
と
も
に
次
の
通
り
記
さ
れ
る
。

�
二
年
春
正
月
三
日
、
召
二
侍
従
竪
子
王
臣
等
一
、
令
レ
侍
二
於
内
裏
之
東
屋
垣
下
一
、　

即
賜
二
玉
箒
一
肆
宴
。
于
レ
時
、
内
相
藤
原
朝
臣
奉
レ
勅
宣
、
諸
王
卿
等
随
レ
堪
任
レ

（
一
〇
）
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意
作
レ
歌
并
賦
レ
詩
。
仍
応
二
詔
旨
一
、
各
陳
二
心
緒
一
、
作
レ
歌
賦
レ
詩
。
未
レ
得
二

諸
人
之
賦
詩
并
作
歌
一
也
。

�

　

��
始
春
乃　

波
都
祢
乃
家
布
能　

多
麻
婆
波
伎　

手
尓
等
流
可
良
尓　

由
良
久
多

麻
能
乎

�

右
一
首
、
右
中
弁
大
伴
宿
祢
家
持
作
。
但
依
二
大
蔵
政
一
、
不
レ
堪
レ
奏
レ
之
。

�

『
萬
葉
集　

四
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
四
七
〇
頁
。

（
３
）�

鴻
巣
盛
廣
著
『
萬
葉
集
全
釋
』（
広
文
堂
、
一
九
三
五
年
、
第
六
刷
）
二
〇
八
頁
に

よ
る
。

（
４
）�『
萬
葉
集　

四
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
四
七
一
頁
。

（
５
）�『
時
代
別　

国
語
大
辞
典　

上
代
編
』（
三
省
堂
、
一
九
六
七
年
）。

（
６
）�

井
上
薫
著「
子
日
目
利
箒
小
考
」（『
龍
谷
史
壇
』第
七
三
・
七
四
号
、
一
九
七
八
年
）。

本
論
文
中
の
三
『「
ゆ
ら
く
玉
の
緒
」「
玉
箒
」
を
め
ぐ
る
諸
説
』
が
注
目
さ
れ
る
。

（
７
）�『
觀
古
雜
帖
』
に
は
、
別
に
宝
物
目
利
箒
と
辛
鋤
の
図
を
添
え
る
も
の
の
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
が
諸
方
で
閲
覧
し
た
も
の
の
中
で
は
、
関
西
大
学
図
書

館
所
蔵
本
が
そ
の
唯
一
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
図
中
に
「
東
大
寺
寳
物
圖
中
所
載
」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
出
所
は
他
の
何
れ
か
の
宝
物
絵
図
に
あ
っ
た
も
の
と
察
せ

ら
れ
る
。
な
お
本
図
に
示
さ
れ
る
枝
先
の
ガ
ラ
ス
玉
の
色
、
そ
し
て
最
後
の
引
用

文
中
で
の
「
紺
色
の
細
珠
」「
紺
珠
」
の
説
明
は
、
現
存
の
ガ
ラ
ス
玉
の
実
態
と
照

ら
し
合
わ
せ
て
、
不
審
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
当
否
は
、
別
途
、
検
討
す
る
他
な
い
。

今
は
そ
の
点
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

（
８
）�

か
つ
て
、
目
利
箒
の
材
料
は
メ
ド
ハ
ギ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
名

称
の
出
所
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
昭
和
二
十
八
年

よ
り
三
十
年
に
か
け
て
の
正
倉
院
御
物
材
質
調
査
の
結
果
、
コ
ウ
ヤ
ボ
ウ
キ
と
判

定
、
改
め
ら
れ
た
（
大
賀
一
郎
ほ
か
「
昭
和
二
八
・
二
九
・
三
〇
年
正
倉
院
御
物

材
質
調
査
」『
書
陵
部
紀
要
』
第
八
号
、
一
九
五
七
年
）。
穂
井
田
忠
友
の
、
そ
の

材
料
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
そ
れ
に
遥
か
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。（

一
一
）
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