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要
旨『

徒
然
草
』
に
は
「
か
い
も
ち
ひ
」
と
い
う
食
べ
物
が
見
ら
れ
、
先
行
研
究

で
は
現
在
の
「
ぼ
た
も
ち
」
と
す
る
説
や
「
そ
ば
が
き
」
と
す
る
説
が
唱
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
現
状
に
お
い
て
そ
の
根
拠
は
両
説
と
も
明
示
さ
れ
て
お
ら

ず
、
ま
た
い
つ
頃
か
ら
両
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。

本
論
文
の
第
一
章
で
は
近
世
と
近
現
代
の
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
に
お
け
る
、

「
か
い
も
ち
ひ
」
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
の
考
察
を
行
っ
た
。
第
二
章
で
は

「
か
い
も
ち
ひ
」
の
「
ぼ
た
餅
」
説
と
「
そ
ば
が
き
」
説
の
妥
当
性
を
検
討
し

た
。
第
三
章
で
は
「
か
い
も
ち
ひ
」
に
つ
い
て
、
亥
の
子
、
持
戒
、
酒
宴
と
い

う
三
つ
の
新
た
な
視
点
か
ら
検
討
を
行
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

か
い
も
ち
ひ　

徒
然
草　

ぼ
た
も
ち　

そ
ば
が
き　

亥
の
子

は
じ
め
に

『
徒
然
草
』
に
は
「
か
い
も
ち
ひ
」
と
い
う
食
べ
物
が
見
ら
れ
、
先
行
研
究

で
は
現
在
の
「
ぼ
た
も
ち
」
と
す
る
説
や
「
そ
ば
が
き
」
と
す
る
説
が
先
行
研

究
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
と
昨
年
の
紀
要
論
文
で
記
し
た
。　

当
然
で
は
あ
る
が
、
ぼ
た
餅
と
そ
ば
が
き
は
現
在
で
は
全
く
別
の
食
べ
物
で

あ
る
。
は
た
し
て
何
故
こ
の
二
つ
の
食
べ
物
が
、
共
に
「
か
い
も
ち
ひ
」
と
し

て
説
明
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
先
行
研
究
で
は
触
れ
ら
れ
て
お

ら
ず
、
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
て
本
論
文
で
は

「
か
い
も
ち
ひ
」
の
通
説
で
あ
る
ぼ
た
餅
説
と
そ
ば
が
き
説
の
妥
当
性
に
つ
い

て
検
討
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
食
べ
物
で
あ
っ
た
の
か
考
察
を
行
う
。

第
一
章
で
は
近
世
と
近
現
代
の
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
に
お
い
て
、「
か
い

も
ち
ひ
」
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
述
べ
る
。
第
二
章
で
は
「
か
い

も
ち
ひ
」
の
説
と
し
て
言
及
さ
れ
る
ぼ
た
餅
説
と
そ
ば
が
き
説
の
妥
当
性
に
つ

い
て
、
食
文
化
の
視
点
か
ら
検
討
を
行
う
。
第
三
章
で
は
「
か
い
も
ち
ひ
」
に

1
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つ
い
て
亥
の
子
、
仏
教
の
持
戒
、
酒
宴
で
出
さ
れ
る
食
べ
物
と
い
う
三
つ
の
視

点
か
ら
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
く
。

第
一
章 『
徒
然
草
』
の
注
釈
で
見
る
「
か
い
も
ち
ひ
」

第
一
節　

近
世
の
『
徒
然
草
』
注
釈
書

近
世
に
は
数
多
く
の
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
注

釈
書
の
二
一
六
段
と
二
三
六
段
の
「
か
い
も
ち
ひ
」
に
は
ど
の
よ
う
な
注
釈
が

付
け
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
慶
長
九
年

（
一
六
〇
四
）
刊
で
あ
る
秦
宗
巴
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
か
ら
、
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
刊
の
厭
求
『
徒
然
要
草
』
ま
で
二
六
冊
の
注
釈
書
に
お
け
る
、

二
一
六
段
と
二
三
六
段
の
「
か
い
も
ち
ひ
」
の
注
釈
の
項
目
を
調
査
し
た
結
果

の
考
察
を
行
う
。　

二
一
六
段
の
「
か
い
も
ち
ひ
」
の
注
釈
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
、
大
き
く
分

け
て
二
つ
と
な
る
。
一
つ
は
注
釈
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
（
１
）『
徒
然
草
寿

命
院
抄
』
か
ら
、（
７
）『
徒
然
草
抄
』
ま
で
の
注
釈
書
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

段
階
か
ら
変
化
が
生
じ
た
の
は
（
８
）『
徒
然
草
句
解
』
で
「
俗
に
萩
ノ
花
ト

云
物
也
」
と
、
初
め
て
「
か
い
も
ち
ひ
」
を
萩
の
花
と
す
る
注
釈
が
付
け
ら
れ

て
以
降
の
こ
と
だ
。（
10
）『
徒
然
草
文
段
抄
』、（
11
）『
徒
然
草
抄
増
補
』、

（
12
）『
徒
然
草
諺
解
』、（
13
）『
徒
然
草
大
全
』、（
14
）『
徒
然
草
参
考
』、

（
15
）『
徒
然
草
直
解
』、（
18
）『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』、（
19
）『
首
書
註
釈
徒
然

草
』、（
23
）『
徒
然
草
拾
穂
抄
』
の
合
計
一
〇
冊
の
注
釈
書
で
「
萩
の
花
」
と

す
る
解
釈
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
以
外
の
注
釈
の
内
容
と
し
て
は
、

（
16
）『
徒
然
草
拾
遺
抄
』
で
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
用
例
が
引
用
さ
れ
て
い
る

例
や
、（
25
）『
つ
れ
づ
れ
し
の
の
め
』
の
「
か
い
と
い
ふ
こ
と
ば
手
間
入
ら
ぬ

に
つ
か
ふ
痒
所
を
ち
ら
と
か
く
間
と
い
ふ
略
し
也
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
説

明
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
他
の
注
釈
書
に
影
響
を
与
え
る
ほ

ど
で
は
な
か
っ
た
。

二
三
六
段
の
「
か
い
も
ち
ひ
」
の
注
釈
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
、
こ
ち
ら
も

大
き
く
分
け
て
二
つ
と
な
る
。
一
つ
は
（
２
）『
野
槌
』
の
注
釈
で
示
さ
れ
た

「
撹
餅
」
と
い
う
、「
か
い
も
ち
ひ
」
の
漢
字
を
示
す
注
釈
だ
。　

以
下
（
５
）

『
徒
然
草
金
槌
』、（
６
）『
徒
然
草
古
今
抄
』、（
８
）『
徒
然
草
句
解
』
の
三
冊

の
注
釈
書
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
か
い
も
ち
ひ
」
に
「
撹
餅
」
と
い

う
漢
字
を
あ
て
る
例
は
、
文
明
一
六
年
（
一
四
八
四
）
に
成
立
し
た
大
伴
広
公

の
著
で
あ
る
『
温
故
知
新
書
』
に
も
見
ら
れ
る
。　
『
野
槌
』
は
『
温
故
知
新
書
』

な
ど
の
古
辞
書
類
か
ら
引
用
し
、「
か
い
も
ち
ひ
」
に
「
撹
餅
」
と
い
う
漢
字

を
あ
て
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
（
10
）『
徒
然
草
文
段
抄
』
で
「
田
舎
な
れ
ば
結
構
な
る
馳
走

は
え
す
ま
じ
き
な
ど
ゝ
卑
下
し
て
い
へ
る
挨
拶
の
詞
也
」
と
あ
り
、
田
舎
に
誘

う
際
に
大
し
た
物
は
ご
馳
走
で
き
な
い
と
い
う
挨
拶
の
言
葉
と
す
る
注
釈
で
あ

る
。（
12
）『
徒
然
草
諺
解
』
で
は
「
田
舎
の
挨
拶
ナ
リ
」、（
14
）『
徒
然
草
参

考
』
で
も
「
田
舎
へ
つ
れ
ゆ
く
挨
拶
」
と
し
（
18
）『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』
に

お
い
て
も
『
徒
然
草
文
段
抄
』
の
説
が
引
用
さ
れ
、
田
舎
と
関
連
す
る
挨
拶
の

2
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4
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言
葉
と
い
う
解
釈
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。
ま
た
『
徒
然
草
文
段
抄
』

で
「
田
舎
な
れ
ば
結
構
な
る
馳
走
は
え
す
ま
じ
き
な
ど
ゝ
卑
下
し
て
い
へ
る
」

と
、
田
舎
で
ご
馳
走
す
る
も
の
が
な
い
と
い
う
決
ま
り
文
句
と
す
る
解
釈
が
、

（
13
）『
徒
然
草
大
全
』、（
19
）『
首
書
註
釈
徒
然
草
』、（
23
）『
徒
然
草
拾
穂

抄
』
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
近
世
に
刊
行
さ
れ
た
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
に
お
け
る
「
か
い
も

ち
ひ
」
の
項
目
を
調
査
し
た
結
果
に
つ
い
て
述
べ
た
。
主
に
二
一
六
段
で
は

「
か
い
も
ち
ひ
」
を
「
萩
の
花
」
と
す
る
注
釈
が
見
ら
れ
、
現
在
の
ぼ
た
餅
説

へ
と
繋
が
る
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。
二
三
六
段
で
は
撹
餅
と
「
か
い
も
ち
ひ
」

の
漢
字
を
記
す
注
釈
や
、
田
舎
に
誘
う
際
の
挨
拶
や
決
ま
り
文
句
と
す
る
注
釈

が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
近
世
に
刊
行
さ
れ
た
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
で
両
段

と
も
同
じ
内
容
で
あ
る
の
は
（
15
）『
徒
然
草
直
解
』
以
外
に
は
見
ら
れ
ず
、

段
に
即
し
て
異
な
る
注
釈
と
な
っ
て
い
た
。

一
方
、
こ
れ
ら
の
注
釈
書
で
は
そ
ば
が
き
説
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
特
徴
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
近
世
の
『
徒
然
草
』
注
釈
書
に
お
い
て
は
、

「
か
い
も
ち
ひ
」
を
そ
ば
が
き
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
現
在
多
く
の
注
釈
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
そ
ば
が
き
説
は
、
い
つ
頃
か
ら

『
徒
然
草
』
の
注
釈
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
次
節
で
は
明
治
以
降

に
刊
行
さ
れ
た
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
で
、「
か
い
も
ち
ひ
」
が
ど
の
よ
う
に

解
釈
さ
れ
て
い
っ
た
か
見
て
い
く
。

第
二
節　

近
現
代
の
『
徒
然
草
』
注
釈
書

近
世
に
は
数
多
く
の
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
明
治
以
降

は
そ
れ
以
上
に
多
く
の
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
が
刊
行
さ
れ
て
き
た
。
本
節
で

は
明
治
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
一
二
七
冊
の
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
に
つ
い
て
調

査
し
た
結
果
の
考
察
を
行
う
。

一
八
九
〇
年
か
ら
一
八
九
九
年
の
間
に
出
版
さ
れ
た
一
二
冊
の
注
釈
書
を
見

る
と
、（
１
）『
纂
註
徒
然
草
校
本
巻
の
下
』
の
二
一
六
段
の
注
釈
に
「
蕎
麥
ガ

キ
の
類
ひ
を
云
ふ
」
と
あ
り
、
初
め
て
そ
ば
が
き
説
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ

の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
他
の
注
釈
書
で
は
（
３
）『
増
註
徒
然
草
』
が
「
今
俗

に
萩
の
餅
と
云
物
な
り
」、（
４
）『
文
章
解
剖
標
註
徒
然
草
』
が
「
今
萩
の
花

と
い
ふ
物
也
」
な
ど
、
概
ね
近
世
の
注
釈
書
と
同
様
に
「
か
い
も
ち
ひ
」
を

「
萩
の
花
」
と
す
る
解
釈
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
二
三
六
段
を
見
る
と

（
３
）『
増
註
徒
然
草
』
で
は
「
田
舎
の
挨
拶
な
り
」、（
４
）『
文
章
解
剖
標
註

徒
然
草
』
が
「
田
舎
な
れ
ば
結
構
な
る
馳
走
は
え
せ
ね
ど
な
ど
卑
下
し
て
い
へ

る
也
」
と
あ
り
、
こ
ち
ら
も
同
様
に
近
世
に
刊
行
さ
れ
た
『
徒
然
草
文
段
抄
』

の
注
釈
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。

以
降
（
13
）『
徒
然
草
読
本
』
か
ら
（
40
）『
最
新
研
究
徒
然
草
詳
解
』
ま
で

二
八
冊
の
注
釈
書
で
は
、「
萩
の
餅
」
あ
る
い
は
「
掻
練
の
餅
」
と
す
る
解
釈

が
主
流
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
特
筆
す
べ
き
注
釈
書
と
し
て
は
、
一
九
一

六
年
に
出
版
さ
れ
た
（
27
）
秋
梧
生
『
徒
然
草
新
訳
註
解
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
注
釈
書
で
は
「
飯
に
て
造
り
た
る
ぼ
た
餅
。
又
、
そ
ば
が
き
を
も
云
ふ
」
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と
あ
り
、
現
在
と
同
様
に
ぼ
た
餅
説
と
そ
ば
が
き
説
を
併
記
す
る
注
釈
と
な
っ

て
い
る
。『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
の
中
で
「
か
い
も
ち
ひ
」
の
両
論
を
併
記
す

る
嚆
矢
と
い
え
る
一
冊
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
一
九
三
〇
年
代
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
注
釈
書
で
は
「
萩
の
餅
」

等
の
ぼ
た
も
ち
説
が
主
流
で
あ
り
、
そ
ば
が
き
説
は
散
見
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ

た
。
し
か
し
橘
純
一
氏
が
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
で
そ
ば
が
き
説
を
記
し
た
こ

と
に
よ
り
、
広
く
そ
ば
が
き
説
が
浸
透
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
一
九
三
八
年

に
刊
行
さ
れ
た
（
41
）『
新
註
つ
れ
づ
れ
草
対
照
用
』
の
二
一
六
段
の
注
釈
で

は
「
牡
丹
餅
の
事
と
も
、
蕎
麦
掻
の
事
だ
と
も
い
ふ
。
今
、
仮
に
後
説
を
と
つ

た
（
中
略
）
酒
後
の
食
事
代
り
の
も
の
と
し
て
は
ま
だ
し
も
そ
ば
掻
の
方
が
よ

く
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
」
と
し
、（
47
）『
徒
然
草
』
で
「
牡
丹
餅
だ
と
も

蕎
麦
掻
だ
と
も
い
ふ
。
後
説
が
よ
い
で
あ
ろ
う
」、（
52
）『
昭
和
校
註
徒
然
草
』

で
は
「
今
の
牡
丹
餅
と
も
、
蕎
麦
掻
と
も
两
説
あ
る
」
と
両
説
を
併
記
す
る
内

容
と
な
る
が
、（
62
）『
徒
然
草 

（
日
本
古
典
全
書
）』
で
は
「
蕎
麦
粉
を
ね
っ

て
味
を
つ
け
た
も
の
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
橘
氏
は
一
貫

し
て
そ
ば
が
き
説
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
橘
氏
の
一
連
の
注
釈
書
に
お

け
る
そ
ば
が
き
説
の
主
張
が
、
他
の
注
釈
書
に
影
響
を
与
え
た
。（
90
）
松
尾

聡
『
新
纂
徒
然
草
全
釈
』
で
は
「
諸
注
で
は
「
ぼ
た
餅
」
説
が
有
力
で
あ
る
が
、

橘
氏
は
酒
後
の
食
事
代
わ
り
の
も
の
と
し
て
は
そ
ば
が
き
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考

え
て
お
ら
れ
る
」
と
あ
り
、
橘
氏
の
唱
え
る
そ
ば
が
き
説
を
踏
ま
え
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
今
回
調
査
し
た
結
果
（
41
）『
新
註
つ
れ
づ
れ
草
対
照

用
』
以
前
に
出
版
さ
れ
た
四
〇
冊
の
『
徒
然
草
』
注
釈
書
の
内
、
そ
ば
が
き
説

が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
二
冊
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
新
註
つ
れ
づ
れ
草
対

照
用
』
以
降
に
出
版
さ
れ
た
八
六
冊
の
注
釈
書
の
内
五
三
冊
で
そ
ば
が
き
説
が

採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
以
上
の
二
点
か
ら
橘
氏
の
一
連
の
注
釈

書
に
お
け
る
そ
ば
が
き
説
の
主
張
が
一
つ
の
契
機
と
な
り
、「
か
い
も
ち
ひ
」

を
そ
ば
が
き
と
す
る
説
が
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
そ
ば
が
き
説
を
主
張
す
る
注
釈
書
の
中
に
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
方
言

を
挙
げ
る
注
釈
が
見
ら
れ
る
。
一
例
と
し
て
（
71
）『
新
纂
徒
然
草
全
釈
』
の

二
一
六
段
の
注
釈
を
挙
げ
る
。

宇
治
拾
遺
物
語
・
古
今
著
聞
集
な
ど
に
も
見
え
る
が
、
ど
ん
な
も
の
か

明
ら
か
で
な
い
。
近
世
以
降
ぼ
た
餅
（
お
は
ぎ
）
の
こ
と
を
関
西
お
よ
び

加
賀
（
物
類
称
呼
）・
会
津
・
新
潟
・
富
山
・
岐
阜
で
は
「
か
い
も
ち
」

と
い
い
、
そ
ば
粉
を
こ
ね
た
一
種
の
食
物
（
そ
ば
が
き
？
）
の
こ
と
を
盛

岡
（
御
国
通
辞
）・
出
羽
最
上
（
物
類
称
呼
）・
秋
田
・
岩
手
・
福
井
・
福

岡
で
は
同
じ
く
「
か
い
も
ち
」
と
い
い
、
干
鮑
を
粉
に
し
て
餅
に
し
た
も

の
を
仙
台
（
物
類
称
呼
）
で
は
ま
た
「
か
い
も
ち
」
と
い
う
由
（
東
峯
操

氏
「
方
言
辞
典
」）
で
あ
る
〈『
新
纂
徒
然
草
全
釈
』〉　

「
か
い
も
ち
ひ
」
を
ぼ
た
餅
の
意
で
呼
ぶ
地
方
と
、
そ
ば
粉
を
こ
ね
た
一
種

の
食
物
と
い
う
そ
ば
が
き
に
近
い
意
で
呼
ぶ
地
方
、
ま
た
干
鮑
を
粉
に
し
て
餅

に
し
た
も
の
を
指
す
地
方
が
あ
る
と
い
う
三
つ
の
説
が
、
方
言
を
根
拠
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
る
。　

こ
う
し
た
そ
ば
が
き
説
の
根
拠
と
し
て
方
言
を
挙
げ
る

5
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注
釈
書
は
（
74
）『
改
稿
徒
然
草
詳
解
』、（
76
）『
新
講
徒
然
草
』、（
83
）『
徒

然
草
全
講
』、（
１
２
７
）『
し
っ
か
り
と
古
典
を
読
む
た
め
の
徒
然
草
全
釈
』

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

本
章
で
は
近
世
と
近
現
代
の
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
を
調
査
し
、「
か
い
も

ち
ひ
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
述
べ
た
。
そ
の
結
果
と
し

て
二
つ
の
こ
と
が
判
明
し
た
。
一
つ
は
近
世
に
お
い
て
は
「
か
い
も
ち
ひ
」
を

萩
の
花
と
す
る
注
釈
が
多
く
見
ら
れ
、
現
在
の
ぼ
た
餅
説
へ
と
繋
が
る
解
釈
が

さ
れ
て
い
た
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
そ
ば
が
き
説
が
明
治
以
降
に
刊
行
さ
れ
た

注
釈
書
か
ら
見
ら
れ
る
説
で
あ
る
こ
と
だ
。
次
章
で
は
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書

に
お
い
て
近
世
以
来
主
張
さ
れ
て
い
る
ぼ
た
餅
説
、
そ
し
て
明
治
以
降
に
主
張

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
ば
が
き
説
の
両
説
を
、
食
文
化
の
視
点
か
ら
「
か
い

も
ち
ひ
」
と
し
て
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
。

第
二
章 「
か
い
も
ち
ひ
」
の
諸
説
検
討

第
一
節　

ぼ
た
餅
説
に
つ
い
て

ぼ
た
餅
と
い
う
名
称
の
初
見
は
西
武
の
編
で
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
に

成
立
し
、
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
俳
諧
撰
集
の
『
鷹
筑
波

集
』
に
収
め
ら
れ
た
「
萩
の
花
ぼ
た
餅
の
名
の
み
ぐ
る
し
野マ

マ

」　

の
句
と
さ
れ

て
い
る
。
萩
の
花
と
い
う
食
べ
物
の
別
名
で
ぼ
た
餅
と
い
う
名
称
は
見
苦
し
い
、

と
い
う
句
意
だ
。
文
化
末
年
（
一
八
一
八
）
頃
か
ら
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

頃
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
小
山
田
与
清
の
随
筆
『
松
屋
筆
記
』
で
は
、
こ
の
ぼ

た
餅
と
い
う
名
称
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ボ
ツ
テ
リ
と
云
詞
ボ
タ
〳
〵
ボ
タ
餅
ボ
タ
足　

俗
に
人
の
肥
た
る
を
ボ

ツ
テ
リ
と
太
ツ
タ
な
ど
い
ひ
ボ
タ
〳
〵
な
ど
い
へ
る
皆
同
語
也
ボ
タ
餅
も

牡
丹
餅
な
ど
書
く
は
好
事
の
附
会
に
て
実
は
ボ
タ
〳
〵
と
し
た
る
餅
な
れ

ば
也
〈『
松
屋
筆
記
』〉　

ぼ
た
餅
と
い
う
名
称
は
見
た
目
が
ぼ
た
ぼ
た
と
し
て
い
る
の
が
由
来
で
あ
り
、

牡
丹
の
餅
と
は
こ
じ
つ
け
だ
と
い
う
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
こ
う
し
た
語
源
が
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ぼ
た
餅
と
い
う
名
称
が
見
苦
し

い
と
い
う
『
鷹
筑
波
集
』
の
句
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
こ
の
ぼ
た
餅
の
別
称
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
萩
の
花
と
は
、
ど
の
よ

う
な
食
べ
物
で
あ
っ
た
か
。
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
編
で
慶
長
八
年
（
一
六
〇

三
）
頃
に
成
立
し
た
『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
ハ
ギ
ノ
ハ
ナ
」
の
項
に
「
中
に
碾

き
つ
ぶ
し
た
豆
の
入
っ
て
い
る
一
種
の
小
さ
な
米
の
餅
。
こ
れ
は
婦
人
語
で
あ

る
」　

と
あ
り
、
餅
の
な
か
に
小
豆
餡
が
入
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

で
は
現
在
ぼ
た
餅
に
使
用
さ
れ
る
小
豆
餡
や
き
な
こ
は
、
い
つ
頃
か
ら
存
在

し
た
の
だ
ろ
う
か
。　

小
豆
は
延
喜
一
八
年
（
九
一
八
）
の
成
立
と
さ
れ
る
深

根
輔
仁
の
本
草
書
『
本
草
和
名
』
に
、「
赤
小
豆  

和
名
阿
加
阿
都
岐
」　

と
あ

る
の
が
初
見
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
和
名
阿
加
阿
都
岐
」
と
あ
り
、
小
豆
は

「
あ
か
あ
つ
き
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
承
平
四
年
（
九
三
四
）

7
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頃
の
成
立
で
あ
る
源
順
編
の
漢
和
辞
書
『
和
名
類
聚
抄
』
に
は
「
小
豆
腐
婢
附

本
草
云
赤
小
豆
和
名
阿
加
安
豆
木
崔
禹
錫
食
経
云
黒
小
豆
紫
小
豆
黄
小
豆
緑
小

豆
皆
同
類
也
蘇
敬
本
草
注
云
腐
婢
和
名
阿
豆
岐
乃
皮
奈
小
豆
花
名
也
」　

と
あ

り
、『
本
草
和
名
』
の
小
豆
の
説
明
を
引
用
し
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
小
豆
は
上
代
か
ら
存
在
し
た
が
、
小
豆
餡
と
し
て
の
用
例
は
中

世
以
降
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
に
成
立
し
た
『
湯
山

聯
句
鈔
』
と
い
う
連
句
集
に
収
録
さ
れ
た
寒
韻
の
部
の
聯
句
に
「
敦
軽
絲
与

鼎
／
易
飽
土
耶
饅
」
と
あ
り
、
こ
の
「
饅
」
の
注
と
し
て
「
饅
頭
ノ
ヤ
ウ
ニ
丸

イ
ホ
ド
ニ
、
饅
ノ
餡
ニ
ハ
小
豆
カ
砂
糖
カ
ナ
ル
ガ
土
饅
ノ
餡
ニ
ハ
人
ガ
ナ
ル
」　

と
あ
る
。
饅
頭
の
中
に
入
れ
る
餡
は
小
豆
や
砂
糖
だ
が
、
土
饅
頭
は
墓
だ
か
ら

中
に
は
死
人
が
入
る
と
い
う
内
容
だ
。
ま
た
『
日
葡
辞
書
』
の
「
ア
ン
」
の
項

で
は
「
餅
や
饅
頭
の
中
の
詰
め
物
」　

と
説
明
が
あ
り
、
饅
頭
だ
け
で
な
く
餅

と
共
に
餡
は
食
さ
れ
て
い
た
。
同
じ
く
『
日
葡
辞
書
』
の
「
ア
ン
モ
チ
」
の
項

目
で
は
「
豆
を
つ
ぶ
し
た
も
の
に
粗
糖
を
加
え
て
、
あ
る
い
は
、
粗
糖
な
し
で

中
に
入
れ
た
米
の
小
餅
」　

と
説
明
が
あ
る
。
精
製
さ
れ
て
い
な
い
砂
糖
を
使

用
し
た
現
在
の
小
豆
餡
に
近
い
も
の
を
餅
の
中
に
入
れ
た
食
べ
物
が
、
中
世
の

末
頃
に
は
食
さ
れ
て
い
た
。

次
に
き
な
こ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
大
豆
の
初
見
は
小
豆
と
同
じ
く
『
本
草
和

名
』
に
「
生
大
豆 

和
名
於
保
末
女
」　

と
あ
り
、「
お
ほ
ま
め
」
と
い
う
名
称
で

呼
ば
れ
て
い
た
。
な
お
上
代
に
は
既
に
大
豆
は
粉
状
に
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、

『
和
名
類
聚
抄
』
に
は
大
豆
を
引
い
て
粉
に
し
た
も
の
で
あ
る
「
大
豆
麩
」
に

和
名
と
し
て
「
未
女
豆
岐
」　

と
あ
る
。「
ま
め
つ
き
」
と
い
う
名
称
は
、
豆
を

搗
い
て
作
る
と
い
う
行
為
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。

現
在
用
い
ら
れ
る
き
な
こ
と
い
う
名
称
は
、
室
町
時
代
末
の
成
立
と
さ
れ
る

作
者
未
詳
の
礼
儀
作
法
の
書
『
女
房
躾
書
』
に
「
ま
め
の
こ
を
ば
き
な
こ
と
も

う
す
い
ろ
の
こ
共
云
」　

と
あ
る
の
が
初
見
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
き
な
こ
」
は
、

「
ま
め
の
こ
」
や
「
う
す
い
ろ
の
こ
」
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

名
称
の
内
、『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
ま
め
の
こ
」
の
項
目
で
「
ほ
か
の
料
理
を

作
る
材
料
と
し
て
使
う
。
搗
い
て
碾
い
た
大
豆
、
あ
る
い
は
、
豆
」　

と
説
明

が
あ
る
。
き
な
こ
だ
け
を
食
べ
る
の
で
は
な
く
、
現
在
と
同
じ
く
他
の
物
と
一

緒
に
食
べ
る
物
で
あ
っ
た
。
順
興
寺
實
従
が
記
し
た
日
記
『
私
心
記
』
の
永
禄

四
年
（
一
五
六
一
）
一
二
月
二
一
日
の
記
録
に
は
「
夕
飯
如
昨
日
。
夜
、
祝
餅

小
キ
也
。
サ
キ
、
ア
ヅ
キ
・
キ
ナ
コ
也
」　

と
あ
り
、
夜
に
お
祝
い
の
小
さ
な

餅
と
小
豆
と
き
な
こ
が
出
さ
れ
て
餅
と
共
に
食
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
奈
良
興
福

寺
の
多
聞
院
の
院
主
の
日
記
『
多
聞
院
日
記
』
の
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）

正
月
九
日
の
記
録
に
は
「
マ
メ
ノ
コ
餅
并
餅
膳
伴
マ
テ
三
人
六
枚
ツ
ヽ
遣
之
」　

と
あ
り
、
ま
め
の
こ
を
使
用
し
た
餅
が
作
ら
れ
振
舞
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

古
記
録
の
用
例
は
、『
日
葡
辞
書
』
に
他
の
物
と
共
に
食
す
と
あ
る
記
述
を
裏

付
け
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
ぼ
た
餅
は
近
世
以
降
、
萩
の
花
は
中
世
末
頃
か
ら
見
ら
れ
る

名
称
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ぼ
た
餅
に
必
要
な
き
な
こ
は
上
代
か
ら
存
在
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
小
豆
餡
は
中
世
以
降
の
用
例
し
か
確
認
で
き
な
い
。
こ

の
こ
と
か
ら
『
徒
然
草
』
の
成
立
し
た
時
代
に
き
な
こ
を
付
け
た
餅
が
食
さ
れ

て
い
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
小
豆
餡
を
付
け
た
餅
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
ぼ
た
餅
は
後
代
に
生
じ
た
名
称
で
あ
る
た
め
、
そ
の
概
念
を
『
徒
然
草
』

の
「
か
い
も
ち
ひ
」
に
当
て
は
め
る
の
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
な
ぜ

「
か
い
も
ち
ひ
」
を
ぼ
た
餅
と
す
る
説
が
生
ま
れ
た
の
か
。

天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
頃
に
成
立
し
た
山
崎
宗
鑑
編
の
俳
諧
集
『
犬
筑
波

集
』
に
は
、
亥
の
子
の
題
で
三
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
一
句
目
に

「
か
い
も
ち
も
え
つ
か
ぬ
宿
は
へ
の
こ
か
な
」　

と
あ
り
、
亥
の
子
に
「
か
い
も

ち
ひ
」
が
出
な
い
宿
を
へ
の
こ
だ
と
馬
鹿
に
す
る
意
と
、「
か
い
も
ち
ひ
」
は

搗
い
て
つ
く
る
餅
で
は
な
い
と
い
う
意
が
掛
け
ら
れ
た
句
が
あ
る
。
二
句
目
は

「
山
寺
の
し
ん
ぽ
ち
か
い
も
ち
い
の
こ
か
な
」　

と
あ
り
、
山
寺
に
新
た
に
発
心

し
て
仏
道
に
入
っ
た
新
発
意
が
亥
の
子
の
日
に
「
か
い
も
ち
ひ
」
を
食
す
と
い

う
意
と
、
戒
律
を
保
つ
と
い
う
意
が
掛
け
ら
れ
た
句
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
句
も

「
か
い
も
ち
ひ
」
が
亥
の
子
餅
と
し
て
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で

創
作
さ
れ
た
句
で
あ
り
、「
か
い
も
ち
ひ
」
を
亥
の
子
の
日
に
食
す
餅
と
し
て

扱
う
地
域
や
時
代
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
亥
の
子
の
題
の
三
句
目

に
は
「
猪
の
子
と
は
白
き
を
や
後
あ
づ
き
餅
」　

と
い
う
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
亥
の
子
を
飯
の
粉
と
掛
け
て
、
初
め
の
亥
の
子
の
日
に
は
白
い
餅
で
あ

る
の
に
、
次
の
亥
の
子
に
は
小
豆
を
使
用
し
た
餅
を
出
す
こ
と
の
お
か
し
さ
を

詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
二
の
亥
の
子
の
際
に
小
豆
を
使
用
し
た
餅
が
出
さ
れ
て
い

た
時
代
や
地
域
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
現
在
の
亥
の
子
に
つ
い
て
文
化
庁
の
編
で
あ
る
『
日
本
民
俗
地
図　

Ⅰ
（
年
中
行
事
１
）』
で
は
、
日
本
各
地
の
亥
の
子
の
際
に
食
す
食
べ
物
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
北
は
山
形
県
の
鼠
ガ
関
か
ら
、
南
は
佐
賀
県
竹
崎

の
全
国
一
〇
九
の
地
域
で
亥
の
子
の
際
に
ぼ
た
餅
を
食
す
と
の
記
録
が
あ
る
。　

『
犬
筑
波
集
』
の
三
句
目
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
か
い
も
ち
ひ
」
の
小
豆
餅
が

ぼ
た
餅
と
混
合
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
か
い
も
ち
ひ
」
を
ぼ
た
餅
と
す
る

説
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
亥
の
子
の
際
に
ぼ
た
餅
を
食
す

地
方
が
日
本
各
地
に
存
在
す
る
の
は
、「
か
い
も
ち
ひ
」
の
小
豆
餅
が
亥
の
子

餅
と
し
て
食
さ
れ
て
い
た
名
残
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節　
「
そ
ば
が
き
」
説

蕎
麦
は
延
暦
一
六
年
（
七
九
七
）
に
奏
上
さ
れ
た
平
安
初
期
の
官
撰
国
史

『
続
日
本
紀
』
の
用
例
が
初
見
と
さ
れ
る
。『
続
日
本
紀
』
巻
九
の
養
老
六
年

（
七
二
二
）
七
月
十
九
日
の
元
正
天
皇
の
詔
に
「
天
下
の
国
司
を
し
て
百
姓
に

勧
め
課
し
て
、
晩
禾
・
喬
麦
と
大
小
麦
と
を
種
樹
ゑ
て
蔵
め
置
き
、
儲
け
積
み

て
年
荒
に
備
へ
し
む
べ
し
」　

と
あ
り
、
百
姓
が
救
荒
に
備
え
て
栽
培
す
る
穀

物
の
一
つ
に
蕎
麦
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
養
老
六
年
に
出
さ
れ
た

詔
以
降
、
蕎
麦
に
関
連
す
る
布
告
は
百
年
以
上
見
ら
れ
ず
、
次
の
用
例
は
任
明

天
皇
の
時
代
に
下
る
。『
続
日
本
後
紀
』
の
承
和
六
年
（
八
三
九
）
七
月
二
十

一
日
の
記
録
に
「
令
畿
内
国
司
勧
種
蕎
麦
、
以
其
所
生
土
地
不
論
沃
瘠
、
播
種

収
穫
共
在
秋
中
、
稲
梁
之
外
足
為
人
天
也
」　

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
養
老
六
年

の
詔
と
同
様
に
、
痩
せ
た
土
地
で
も
栽
培
可
能
な
穀
物
と
し
て
蕎
麦
が
奨
励
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
痩
せ
た
土
地
で
も
蕎
麦
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
の
を
示
す

説
話
が
『
古
今
著
聞
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

222324
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道
命
阿
闍
梨
、
修
行
し
あ
り
き
け
る
に
、
山
人
の
物
を
く
は
せ
た
り
け

る
を
、「
こ
れ
は
な
に
も
の
ぞ
」
と
問
ひ
け
れ
ば
「
か
し
こ
に
ひ
た
は
へ

て
侍
る
そ
ま
麦
な
む
こ
れ
な
り
」
と
い
ふ
を
聞
き
て
、
よ
み
侍
り
け
る
、

ひ
た
は
へ
て
鳥
だ
に
す
ゑ
ぬ
そ
ま
麦
に
し
し
つ
き
ぬ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ

〈『
古
今
著
聞
集
』〉　

『
古
今
著
聞
集
』
巻
二
八
飲
食
の
部
に
あ
る
「
道
命
阿
闍
梨
そ
ま
む
ぎ
の
歌

を
詠
む
事
」
と
い
う
説
話
で
、
道
命
阿
闍
梨
は
「
ひ
た
は
へ
て
鳥
だ
に
す
ゑ
ぬ

そ
ま
麦
に
し
し
つ
き
ぬ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ
」
と
い
う
歌
を
詠
む
。
こ
の
歌
で

は
猪
と
肉
（
し
し
）
と
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
前
者
で
は
一
面
に
生
え
て
鳥
で

さ
え
食
べ
な
い
蕎
麦
も
猪
は
食
い
荒
ら
す
と
い
う
意
、
後
者
で
は
蕎
麦
を
食
べ

て
人
間
は
肉
が
付
き
滋
養
に
な
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
意
に
な
る
。
こ
う

し
た
『
古
今
著
聞
集
』
の
説
話
か
ら
も
痩
せ
た
土
地
で
あ
っ
て
も
栽
培
が
可
能

な
穀
物
で
あ
る
蕎
麦
は
、
身
近
な
穀
物
と
し
て
人
々
に
浸
透
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

穀
物
と
し
て
は
上
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
蕎
麦
で
あ
る
が
、
そ
の
調
理
方
法

に
つ
い
て
の
記
録
は
室
町
時
代
に
よ
う
や
く
見
ら
れ
る
。
山
科
家
の
雑
掌
で
あ

っ
た
大
沢
氏
の
日
記
『
山
科
家
礼
記
』
の
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
四
月
二
十

八
日
の
記
録
に
「
さ
い
り
ん
あ
ん
よ
り
そ
は
の
こ
一
袋
」　

が
届
き
、
そ
の
翌

日
の
記
録
に
「
一
、
壽
福
寺
出
來
候
、
加
持
候
也
、
そ
は
の
子
ね
り
候
て
ま
い

ら
せ
候
也
」　

と
あ
り
、
届
い
た
蕎
麦
粉
を
練
っ
て
食
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
同
時
代
の
用
例
に
京
都
相
国
寺
鹿
苑
院
内
の
蔭
涼
軒
主
の
記
し
た

日
記
『
蔭
涼
軒
日
録
』
の
延
德
元
年
（
一
四
八
九
）
十
二
月
二
日
の
記
録
に

「
蕎
餅
」　

と
い
う
語
が
見
ら
れ
、
蕎
麦
を
使
用
し
た
餅
が
作
ら
れ
て
い
た
。

「
か
い
も
ち
ひ
」
の
説
明
で
用
い
ら
れ
る
そ
ば
が
き
と
い
う
名
称
は
、
慶
長

末
か
ら
元
和
末
年
（
一
六
一
四
〜
二
四
）
頃
に
成
立
し
た
仮
名
草
子
の
『
き
の

ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
に
あ
る
、
豊
臣
秀
吉
が
そ
ば
が
き
を
好
ん
だ
話
が
初
見
と

さ
れ
る
。有

夜
、
ひ
て
よ
し
こ
う
、
夜
し
よ
く
に
そ
は
か
き
を
御
こ
の
み
な
さ
れ
、

御
し
や
う
は
ん
し
ゆ
う
へ
も
く
た
さ
れ
け
る
。
お
り
ふ
し
、
な
か
お
か
け

ん
し
、
御
と
ふ
し
や
う
な
さ
る
ゝ
。
す
な
は
ち
、
そ
は
か
き
を
す
は
り
、

ふ
た
を
明
、
と
り
あ
へ
す
、
う
す
ゝ
み
に
つ
く
り
し
ま
ゆ
の
そ
は
か
ほ
を

よ
く
く
み
れ
は
み
か
と
な
り
け
り
〈『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』〉　

秀
吉
か
ら
夜
食
に
そ
ば
か
き
を
出
さ
れ
た
際
に
、
長
岡
玄
旨
（
細
川
幽
斎
）

が
「
う
す
ゝ
み
に
つ
く
り
し
ま
ゆ
の
そ
は
か
ほ
を
よ
く
く
み
れ
は
み
か
と
な
り

け
り
」
と
い
う
歌
を
詠
む
。「
う
す
ず
み
に
つ
く
り
し
ま
ゆ
」
は
薄
墨
で
描
い

た
眉
と
そ
ば
が
き　

、「
そ
ば
」
は
顔
の
そ
ば
と
蕎
麦
、「
み
か
と
」
は
帝
と
三

日
が
そ
れ
ぞ
れ
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
意
で
は
薄
墨
で
描
い
た
眉
の
顔
を

そ
ば
で
よ
く
見
れ
ば
帝
で
あ
る
秀
吉
で
あ
っ
た
と
い
う
意
で
あ
り
、
後
者
の
意

で
は
三
日
連
続
で
そ
ば
が
き
を
出
さ
れ
た
と
い
う
歌
と
な
る
。
こ
の
『
き
の
ふ

は
け
ふ
の
物
語
』
に
収
め
ら
れ
た
秀
吉
が
そ
ば
が
き
を
好
ん
だ
話
と
同
様
の
話

が
、『
多
聞
院
日
記
』
の
文
祿
四
年
（
一
五
九
五
）
十
二
月
四
日
の
記
録
に
あ
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る
。

ソ
ハ
カ
ヰ
モ
チ
ニ
テ
酒
進
了
、
ア
ラ
レ
一
升
蓮
ゟ
給
了
、
太
閤
ソ
ハ
カ

イ
モ
チ
好
也
シ
、
細
川
兵
部
大
夫
歌
ニ
、
ウ
ス
ス
ミ
ニ
ツ
ク
レ
ル
マ
ユ
ノ

ソ
ハ
カ
ホ
ヲ
よ
く
く
見
レ
ハ
ミ
カ
と
な
り
け
り
〈『
多
聞
院
日
記
』〉　

そ
ば
か
い
も
ち
で
酒
を
飲
ん
だ
後
に
関
連
し
た
話
題
と
し
て
思
い
出
し
た
の

か
、
秀
吉
と
長
岡
玄
旨
の
や
り
取
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
き
の
ふ
は
け
ふ
の

物
語
』
と
『
多
聞
院
日
記
』
で
異
な
る
点
は
、
前
者
で
は
秀
吉
が
好
ん
だ
食
べ

物
が
そ
ば
が
き
だ
っ
た
が
、
後
者
で
は
そ
ば
か
い
も
ち
と
変
化
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
の
そ
ば
か
い
も
ち
に
つ
い
て
『
松
屋
筆
記
』
に
は
「
畿
内
の
人
ソ
バ

ガ
キ
を
ソ
バ
カ
イ
モ
チ
と
云
」　

と
あ
り
、
江
戸
時
代
の
後
期
に
は
畿
内
の
人

の
方
言
と
し
て
そ
ば
が
き
の
こ
と
を
そ
ば
か
い
も
ち
と
呼
ん
で
い
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。「
か
い
も
ち
ひ
」
を
そ
ば
が
き
と
す
る
説
が
生
ま
れ
た
の
は
、
こ
の

そ
ば
か
い
も
ち
と
「
か
い
も
ち
ひ
」
の
製
法
が
近
似
し
て
い
た
た
め
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

で
は
何
故
中
世
の
末
頃
に
か
け
て
、
そ
ば
が
き
や
そ
ば
か
い
も
ち
と
い
う
名

称
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
蕎
麦
を

そ
ば
き
り
と
し
て
食
べ
る
文
化
が
発
生
し
た
こ
と
が
一
つ
の
要
因
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
ば
き
り
と
は
そ
ば
粉
を
水
で
こ
ね
て
薄
く
延
ば
し
た
も
の
を
細
く

切
っ
て
茹
で
て
、
つ
ゆ
を
付
け
た
り
煮
た
り
し
て
食
べ
る
麺
の
こ
と
で
あ
る
。

現
在
そ
ば
と
し
て
一
般
的
に
食
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
そ
ば
き
り
を
指
し
て

い
る
。

そ
ば
き
り
は
信
濃
国
定
勝
寺
の
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
の
三
月
二
十
六
日

の
文
書
に
「
振
舞
ソ
ハ
キ
リ　

金
永
」　

と
あ
る
の
が
初
見
と
さ
れ
る
。
こ
れ

は
寺
の
修
復
工
事
の
竣
工
祝
い
の
品
物
と
し
て
、
そ
ば
き
り
が
檀
家
の
金
永
に

よ
っ
て
振
舞
わ
れ
た
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
こ
の
そ
ば
き
り
が
新
し
い
蕎
麦
の

食
べ
方
と
し
て
近
世
以
降
に
広
く
流
布
し
て
い
っ
た
。
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四

三
）
刊
の
著
者
未
詳
で
あ
る
日
本
初
の
料
理
本
『
料
理
物
語
』
に
は
、「
蕎
麦

き
り
」
の
項
目
で
作
り
方
や
美
味
し
く
食
べ
る
た
め
の
方
法
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。

め
し
の
と
り
ゆ
に
て
こ
ね
候
て
吉　

又
は
ぬ
る
湯
に
て
も
又
と
う
ふ
を

す
り
水
に
て
こ
ね
申
事
も
あ
り　

玉
を
ち
い
さ
う
し
て
よ
し　

ゆ
で
ゝ
湯

す
く
な
き
は
あ
し
く
候　

に
へ
候
て
か
ら
い
か
き
に
て
す
く
ひ
ぬ
る
ゆ
の

中
へ
い
れ
さ
ら
り
と
あ
ら
ひ　

さ
て
い
か
き
に
入
に
へ
ゆ
を
か
け
ふ
た
を

し
て
さ
め
ぬ
よ
う
に
又
水
け
の
な
き
や
う
に
し
て
出
し
て
よ
し　

汁
は
う

ど
ん
同
前　

其
上
大
こ
ん
の
汁
く
は
へ
吉　

は
な
が
つ
ほ　

お
ろ
し　

あ

さ
つ
き
の
類
又
か
ら
し　

わ
さ
び
も
く
は
へ
よ
し
〈『
料
理
物
語
』〉　

湯
を
使
用
し
て
捏
ね
て
小
さ
い
玉
を
作
り
、
た
っ
ぷ
り
の
湯
で
茹
で
上
が
っ

た
蕎
麦
を
温
い
湯
で
洗
い
、
水
気
を
切
っ
て
出
す
と
い
う
作
り
方
が
紹
介
さ
れ

る
。
ま
た
薬
味
に
大
根
お
ろ
し
や
花
鰹
、
あ
さ
つ
き
や
わ
さ
び
を
加
え
る
の
も

良
い
と
あ
り
、
美
味
し
く
食
す
た
め
の
方
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
享
保
一
八
年
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（
一
七
三
三
）
に
成
立
し
、
同
十
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
菊
岡
沾
凉
の
随
筆
『
本

朝
世
事
談
綺
』
に
は
、
そ
ば
き
り
の
始
ま
り
と
江
戸
で
流
行
し
た
こ
と
が
以
下

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

中
古
二
百
年
以
前
の
書
、
も
ろ
〳
〵
の
食
物
を
詳
に
記
せ
る
に
も
、
そ

ば
切
の
事
見
え
す
、
こ
ヽ
を
以
見
れ
は
、
近
世
起
る
事
也
、
も
ろ
こ
し
河

漏
津
と
云
、
船
着
の
湊
の
名
物
、
茶
店
に
多
こ
れ
を
造
る
、
よ
つ
て
河
漏

と
云
、
是
日
本
の
そ
ば
切
の
事
也
、
江
府
の
そ
は
切
の
盛
美
に
は
、
諸
国

と
も
に
及
が
た
し
〈『
本
朝
世
事
談
綺
』〉　

古
い
書
物
に
は
見
ら
れ
な
い
た
め
そ
ば
き
り
は
最
近
生
ま
れ
た
食
べ
物
で
あ

り
、
特
に
江
戸
で
は
そ
ば
き
り
が
諸
国
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
非
常
に
流
行
し
て

い
る
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
蕎
麦
を
そ
ば
き
り
と
し
て
食
べ
る
方
法
が
普
及
し

て
い
く
過
程
で
、
蕎
麦
と
い
う
言
葉
は
現
在
の
よ
う
に
そ
ば
き
り
を
指
す
言
葉

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
そ
ば
が
き
や
そ
ば
か
い
も
ち
と
い
う
名
称
は
、
そ
ば
き
り

と
い
う
蕎
麦
の
新
し
い
食
べ
方
と
の
差
異
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
名
称
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
ば
き
り
が
作
ら
れ
る
以
前
、
蕎
麦
は
現
在
の
そ
ば
が
き
の
よ
う
に

し
て
食
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ば
が
き
と
い
う
名
称
が
そ
ば

き
り
と
の
差
異
に
よ
っ
て
発
生
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、『
徒
然
草
』
な
ど
が
成

立
し
た
時
代
に
「
か
い
も
ち
ひ
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
主
張

は
誤
り
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

第
三
章 「
か
い
も
ち
ひ
」
考

第
一
節　

亥
の
子
と
「
か
い
も
ち
ひ
」

亥
の
子
の
初
見
は
『
宇
多
天
皇
御
記
』
の
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
二
月
三
十

日
の
条
の
記
録
で
あ
る
。「
卅
日
、
丙
戌
。
仰
善
曰
。
正
月
十
五
日
七
種
粥
。

三
月
三
日
桃
花
餅
。
五
月
五
日
五
色
粽
。
七
月
七
日
索
麪
。
十
月
初
亥
餅
等
」　

と
あ
り
、
年
中
行
事
と
し
て
一
月
一
五
日
の
七
草
粥
、
三
月
三
日
の
桃
花
餅
、

五
月
五
日
の
粽
、
七
月
七
日
の
索
麪
に
並
ん
で
、
十
月
の
亥
の
日
に
亥
の
子
餅

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

亥
の
子
と
い
う
行
事
の
意
味
に
つ
い
て
、
鎌
倉
時
代
初
期
頃
の
成
立
と
さ
れ

る
公
事
の
儀
式
の
内
容
を
記
し
た
『
年
中
行
事
秘
抄
』
に
は
、「
群
忌
隆
集
云
。

十
月
亥
日
食
餅
。
除
萬
病
」　

と
あ
り
、
万
病
を
避
け
る
た
め
と
さ
れ
る
。
ま

た
『
下
学
集
』
に
は
「
雑
五
行
書
云
十
月
豕
日
食
餅
令
人
無
病
又
一
説
云
豕
能

生
多
子
故
女
人
羨
之
至
十
月
豕
日
献
祝
之
也
」　

と
あ
り
、
万
病
を
避
け
る
だ

け
で
な
く
猪
が
多
産
で
あ
る
こ
と
に
あ
や
か
り
、
女
性
が
子
宝
に
恵
ま
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
催
さ
れ
る
行
事
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
亥
の
子
と
い
う
行
事
に
つ
い
て
『
年
中
行
事
秘
抄
』
に
は
、
そ
の
作
法

が
記
さ
れ
て
い
る
。

亥
子
餅
事
。
或
記
云
。
盛
朱
漆
盤
立
紙
四
枚
。
居
御
臺
一
本
上
。
女
房

取
之
供
朝
餉
。
次
召
蔵
人
所
。
鐡
臼
入
其
上
分
擣
。
令
為
猪
子
形
。
以
錦
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嚢
之
。
挿
於
夜
御
殿
帳
畳
四
角　

朱
塗
り
の
盤
四
枚
に
紙
を
立
て
て
台
の
上
に
据
え
、
女
房
が
こ
れ
を
取
っ
て

朝
餉
へ
と
置
く
。
次
に
蔵
人
所
の
鉄
臼
に
餅
を
入
れ
て
搗
き
、
猪
子
形
に
し
て

寝
所
の
四
隅
に
挿
す
の
だ
と
い
う
。
ま
た
建
武
年
間
（
一
三
三
四
〜
三
八
）
頃

の
成
立
と
さ
れ
る
後
醍
醐
天
皇
の
著
し
た
『
建
武
年
中
行
事
』
に
は
「
ゐ
の
こ

は
く
ら
れ
う
よ
り
ま
ゐ
る
□
、
朝
が
れ
ひ
に
て
ま
ゐ
ら
す
」　

と
あ
り
、
内
蔵

寮
よ
り
届
け
ら
れ
た
亥
の
子
餅
は
朝
餉
の
間
で
供
じ
ら
れ
る
と
い
う
形
式
が
記

さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
亥
の
子
の
際
に
出
さ
れ
る
亥
の
子
餅
の
素
材
や
作
法
に
つ
い
て
は
、

時
代
や
地
方
に
よ
り
様
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
先
行
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
主
に
平
安
時
代
の
亥
の
子
に
つ
い
て
菅
原
壽
孝
氏
は
論
文
「
十
月
亥

子
餅
に
つ
い
て
」
で
、
亥
の
子
餅
の
形
式
や
変
遷
を
『
源
氏
物
語
』
等
の
文
学

作
品
や
『
小
右
記
』
等
の
公
家
の
日
記
を
引
用
し
、
当
時
も
て
囃
さ
れ
た
儀
式

で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。　

ま
た
中
世
の
亥
の
子
に
つ
い
て
は
盛
本
昌

広
氏
が
、
室
町
時
代
に
行
事
の
習
慣
が
広
が
り
幕
府
の
行
事
と
し
て
儀
礼
化
し
、

黒
赤
白
黄
青
の
五
色
の
亥
の
子
餅
が
将
軍
か
ら
武
士
や
公
家
に
下
賜
さ
れ
て
い

た
こ
と
や
、
亥
の
子
餅
の
呼
称
が
厳
重
、
亥
猪
、
御
成
切
と
多
様
化
し
詳
細
な

故
実
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
亥
の
子
と
い
う
行
事
の

変
遷
の
中
に
第
三
章
で
取
り
上
げ
た
『
犬
筑
波
集
』
の
用
例
以
外
に
も
「
か
い

も
ち
ひ
」
が
亥
の
子
餅
と
し
て
出
さ
れ
て
い
た
用
例
が
複
数
見
ら
れ
る
。
天
文

十
九
年
（
一
五
五
〇
）
頃
の
成
立
で
伝
一
条
兼
良
の
筆
と
さ
れ
る
『
酒
飯
論
絵

巻
』
に
は
、
季
節
の
行
事
に
出
さ
れ
る
餅
を
列
挙
し
た
場
面
が
あ
る
。

や
よ
ひ
も
は
し
め
の
わ
か
草
は
ち
ゝ
こ
は
ゝ
こ
の
は
う
子
も
ち
手
つ
く

り
か
ら
に
い
た
ゐ
け
や
か
は
ら
ぬ
色
の
ま
つ
も
ち
ゐ
千
世
と
そ
君
を
い
の

り
け
る
ほ
ん
な
う
の
き
つ
な
き
り
も
ち
ゐ
菩
提
に
す
ゝ
む
た
よ
り
あ
り
命

は
水
の
あ
は
も
ち
ゐ
世
の
あ
た
な
る
も
し
ら
れ
け
り
五
月
五
日
の
ち
ま
き

に
は
屈
原
か
む
か
し
お
も
ひ
出
冬
の
は
し
め
の
い
は
ひ
に
は
ゐ
の
こ
と
な

つ
く
る
か
い
も
ち
ゐ
秋
の
鹿
に
は
あ
ら
ね
と
も
紅
葉
を
し
く
も
い
と
や
さ

し
青
陽
の
春
の
は
し
め
に
は
た
か
き
い
や
し
き
を
し
な
へ
て
こ
と
さ
ら
か

か
み
の
祝
に
そ
千
と
せ
の
か
け
を
は
う
つ
し
け
る
〈『
酒
飯
論
絵
巻
』〉　

三
月
の
初
旬
に
は
父
子
草
や
母
子
草
な
ど
を
使
用
し
て
作
る
草
餅
や
松
餅
、

笹
餅
、
煩
悩
を
断
ち
切
る
と
掛
け
て
切
り
餅
、
水
の
泡
の
よ
う
に
儚
い
粟
餅
、

五
月
の
節
句
に
は
屈
原
の
故
事
を
思
い
出
す
粽
、　

冬
の
始
め
で
あ
る
十
月
の

亥
の
日
に
は
亥
の
子
餅
と
も
呼
ば
れ
る
「
か
い
も
ち
ひ
」
を
出
す
が
紅
葉
を
敷

い
て
供
す
る
の
も
風
情
が
あ
り
、
正
月
の
初
め
に
は
鏡
餅
を
作
る
と
あ
る
。
こ

の
『
酒
飯
論
絵
巻
』
の
用
例
は
、『
犬
筑
波
集
』
の
用
例
と
同
様
に
「
か
い
も

ち
ひ
」
が
亥
の
子
餅
と
し
て
出
さ
れ
て
い
た
文
化
的
背
景
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い

る
。ま

た
中
世
の
日
記
類
に
も
亥
の
子
に
「
か
い
も
ち
ひ
」
が
出
さ
れ
た
記
録
が

残
さ
れ
て
い
る
。
山
科
家
の
雑
掌
を
勤
め
た
大
沢
氏
の
日
記
で
あ
る
『
山
科
家
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礼
記
』
の
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
一
〇
月
八
日
の
記
録
に
は
「
一
、
い
の
こ

に
本
所
ニ
御
出
仕
候
也
、
本
所
の
面
ゝ
こ
れ
へ
御
出
候
也
、
か
い
も
ち
い
進
候

也
」　

と
あ
り
、
亥
の
子
に
本
所
に
出
向
い
た
際
に
「
か
い
も
ち
ひ
」
が
出
さ

れ
て
い
る
。『
山
科
家
礼
記
』
で
は
こ
の
用
例
以
外
に
も
寛
正
四
年
（
一
四
六

三
）
一
〇
月
二
日
に
「
一
、
こ
れ
ニ
か
い
も
ち
い
あ
り
、
本
所
面
ゝ
出
來
候
也

（
中
略
）
一
、
室
町
殿
、
本
所
い
の
こ
に
は
し
め
て
御
參
候
」　

、
文
明
一
二
年

（
一
四
八
〇
）
十
月
一
七
日
に
「
こ
れ
ニ
て
か
い
も
ち
し
て
各
ゝ
ま
い
ら
せ

候
」　

、
文
明
一
三
年
（
一
四
八
一
）
十
月
十
日
に
「
一
、
か
い
も
ち
い
候
、
京

へ
も
酒
・
か
い
も
ち
い
上
候
」　

と
あ
る
。
こ
れ
ら
『
山
科
家
礼
記
』
に
見
ら

れ
る
長
禄
元
年
か
ら
文
明
一
三
年
に
か
け
て
の
四
例
の
「
か
い
も
ち
ひ
」
は
い

ず
れ
も
十
月
の
亥
の
日
に
出
さ
れ
て
お
り
、
用
例
の
偏
在
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
『
犬
筑
波
集
』『
酒
飯
論
絵
巻
』
と
い
う
文
学
作
品
や
、『
山
科
家
礼

記
』
と
い
う
古
記
録
の
用
例
か
ら
は
、「
か
い
も
ち
ひ
」
が
亥
の
子
餅
と
し
て

出
さ
れ
て
い
た
時
代
や
地
域
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節　

持
戒
と
「
か
い
も
ち
ひ
」

先
に
挙
げ
た
『
徒
然
草
』、『
宇
治
拾
遺
物
語
』、『
古
今
著
聞
集
』
の
用
例
は
、

い
ず
れ
も
仏
教
と
の
関
連
が
窺
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。『
徒
然
草
』
第
二

一
六
段
で
は
最
明
寺
入
道
と
足
利
左
馬
入
道
と
い
ず
れ
も
仏
道
に
入
っ
た
人
物

が
登
場
し
、
第
二
三
六
段
で
は
聖
海
上
人
と
い
う
高
僧
が
登
場
す
る
。『
宇
治

拾
遺
物
語
』
の
「
児
の
搔
餅
す
る
に
空
寝
し
た
る
事
」
は
比
叡
山
で
の
出
来
事

を
舞
台
と
し
た
説
話
で
あ
り
、『
古
今
著
聞
集
』
の
「
近
江
法
眼
寛
快
供
米
の

不
法
を
諷
す
る
事
並
び
に
文
覚
と
相
撲
の
事
」
に
は
寛
快
と
文
覚
と
い
う
僧
侶

二
人
が
登
場
す
る
説
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
仏
教
と
の
関
連
が
窺
え
る
話
に

「
か
い
も
ち
ひ
」
が
登
場
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
『
徒
然
草
』
の

注
釈
や
先
行
研
究
に
お
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
章
で
も
取
り
上
げ
た
が
『
犬
筑
波
集
』
の
「
山
寺
の
し
ん
ぽ
ち
か
ひ
も

ち
い
の
子
か
な
」　

と
い
う
句
が
あ
る
。
こ
れ
は
山
寺
に
新
た
に
発
心
し
て
仏

道
に
入
っ
た
新
発
意
が
亥
の
子
に
「
か
い
も
ち
ひ
」
を
食
す
と
い
う
意
と
、
仏

教
の
戒
律
を
保
つ
と
い
う
意
味
の
持
戒
を
「
も
ち
か
い
」
と
読
み
、
そ
れ
を
反

転
す
る
こ
と
で
「
か
い
も
ち
ひ
」
と
す
る
意
が
掛
け
ら
れ
た
表
現
で
あ
る
。
こ

の
『
犬
筑
波
集
』
の
用
例
以
外
に
も
「
か
い
も
ち
ひ
」
と
持
戒
を
掛
け
た
表
現

が
用
い
ら
れ
た
作
品
が
あ
る
。

室
町
時
代
中
期
の
成
立
で
伝
二
条
良
基
の
作
と
さ
れ
る
『
餅
酒
歌
合
』
は
、

時
宗
の
道
場
で
小
僧
と
老
僧
が
そ
れ
ぞ
れ
「
か
い
も
ち
ひ
」
と
酒
を
欲
し
た
の

を
契
機
と
し
て
狂
歌
合
わ
せ
を
行
う
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
こ
の
『
餅
酒
歌
合
』

の
三
番
左
の
歌
に
「
法
の
師
の
を
し
へ
の
ま
ゝ
に
を
の
づ
か
ら　

た
も
ち
や
す

き
は
か
ひ
も
ち
い
か
な
」　

と
い
う
餅
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
で
は

法
師
の
教
え
で
あ
る
持
戒
を
自
然
と
保
て
る
と
い
う
意
と
、
持
戒
と
「
か
い
も

ち
ひ
」
を
掛
け
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
用
例
に
つ
い
て
は
前
掲
の

福
田
氏
の
論
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、「
勿
論
『
持
戒
』
を
懸
け
て
い
る
」　

と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
鮭
の
大
介
鰭
長
を
大
将
と
す
る
魚
類
方
と
納
豆
の
太
郎
糸
重
を
大
将
と
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す
る
精
進
方
と
の
合
戦
を
記
し
た
物
語
で
、
室
町
時
代
中
期
の
成
立
で
伝
二
条

良
基
の
作
と
さ
れ
る
『
精
進
魚
類
物
語
』
に
も
「
か
い
も
ち
ひ
」
の
用
例
が
見

ら
れ
る
。「
さ
る
ほ
と
に
、
國
内
通
解
の
事
な
れ
は
、
精
進
の
か
た
へ
そ
、
聞

え
け
る
、
戒
餅
の
律
師
、
四
十
八
人
の
弟
子
を
召
具
し
て
、
あ
た
ゝ
け
の
御
所

へ
そ
、
参
ら
れ
け
る
」　

と
あ
り
、
魚
類
方
が
挙
兵
の
決
意
を
し
た
こ
と
が
知

れ
渡
り
、
そ
の
情
報
を
伝
え
る
役
割
と
し
て
戒
餅
の
律
師
が
登
場
し
丸
餅
の
御

所
へ
と
向
か
う
。『
精
進
魚
類
物
語
』
の
用
例
で
は
他
の
用
例
と
同
じ
く
「
か

い
も
ち
ひ
」
と
持
戒
を
掛
け
た
表
現
が
見
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
を
戒
律
に
通
じ
た

僧
で
あ
る
律
師
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
犬
筑
波
集
』、『
餅
酒
歌
合
』、『
精
進
魚
類
物
語
』
の
用
例

で
は
、
い
ず
れ
も
「
か
い
も
ち
ひ
」
と
仏
教
の
戒
律
を
保
つ
持
戒
を
掛
け
た
表

現
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
中
世
に
お
い
て
「
か
い
も
ち
ひ
」
は
持
戒

と
の
関
連
か
ら
、
特
別
な
食
べ
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
前
提
に
基
づ
け
ば
室
町
時
代
後
期
の
成
立
で
作
者
未
詳
の
御
伽

草
子
『
常
盤
嫗
物
語
』
に
見
ら
れ
る
「
か
い
も
ち
ひ
」
の
用
例
の
意
味
合
い
が

理
解
さ
れ
る
。「
さ
の
み
い
ふ
も
は
づ
か
し
や
。
か
い
も
ち
ひ
こ
そ
い
づ
れ
よ
り
。

片
時
へ
む
し
も
わ
す
ら
れ
ね
。
あ
ら
あ
ぢ
き
な
や
。
南
無
阿
弥
陀
仏
」　

と
あ
り
、

他
の
何
よ
り
も
「
か
い
も
ち
ひ
」
と
い
う
食
べ
物
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い

と
い
う
老
女
の
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
用
例
は
仏
教
の
戒
律
を
堅
く
守
る
持
戒
と

掛
け
て
、
特
別
な
食
べ
物
と
し
て
「
か
い
も
ち
ひ
」
が
扱
わ
れ
て
い
た
当
時
の

文
化
的
背
景
に
よ
っ
て
生
じ
た
老
女
の
言
葉
の
重
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
節　

宴
席
に
お
け
る
「
か
い
も
ち
ひ
」

『
徒
然
草
』
の
第
二
一
六
段
は
最
明
寺
入
道
こ
と
北
条
時
頼
が
鶴
岡
八
幡
宮

に
参
詣
し
た
帰
り
に
、
足
利
左
馬
入
道
こ
と
足
利
義
氏
の
屋
敷
へ
と
赴
き
歓
待

を
受
け
る
話
で
あ
る
。
そ
の
宴
席
で
出
さ
れ
た
食
べ
物
は
「
一
献
に
う
ち
あ
わ

び
、
二
献
に
え
び
、
三
献
に
か
い
も
ち
ひ
に
て
や
み
ぬ
」　

と
あ
り
、
は
じ
め

に
鮑
の
肉
を
薄
く
長
く
切
り
延
ば
し
て
干
し
た
も
の
で
あ
る
打
鮑
、
次
に
海
老
、

最
後
に
「
か
い
も
ち
ひ
」
が
出
さ
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
こ

の
三
献
と
い
う
形
式
の
歴
史
の
中
で
「
か
い
も
ち
ひ
」
が
見
ら
れ
る
か
検
討
し

て
い
く
。

酒
宴
で
三
献
が
出
さ
れ
る
と
い
う
形
式
は
、
中
世
に
お
い
て
広
く
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
末
期
の
成
立
と
さ
れ
る
食
膳
や
食
事
作
法
の
有
職
故
実

を
記
し
た
正
玄
の
『
世
俗
立
要
集
』
に
は
、
宮
中
の
警
衛
や
雑
役
に
つ
く
滝
口

の
武
士
の
待
肴
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。　

一
蔵
人
所
瀧
口
ノ
マ
チ
ザ
カ
ナ
。

マ
チ
ザ
カ
ナ
ト
イ
フ
ハ
。
事
ヲ
ス
ル
日
イ
マ
ダ
ヨ
ラ
ヌ
サ
キ
ニ
。
ザ
セ

キ
ニ
ス
ヘ
マ
ウ
ク
ル
ナ
リ
。
高
ツ
キ
廿
前
ヲ
中
ヲ
人
ト
ヲ
ラ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
。

タ
カ
ツ
キ
ノ
ツ
メ
ヲ
ア
ハ
セ
タ
ル
ガ
ゴ
ト
ク
。
カ
タ
〳
〵
十
前
ニ
テ
。

二
行
ニ
ス
フ
ベ
シ
。
人
一
人
マ
ヘ
ニ
一
本
ナ
レ
バ
。
ア
ヒ
ヲ
ヒ
ロ
ク
ス

フ
ベ
シ
。

ヲ
ヒ
ザ
カ
ナ
三
獻
内
。
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ハ
ジ
メ
ノ
一
獻
。
ク
ラ
ゲ
ウ
チ
ア
ハ
ビ
。
ニ
テ
。

次
。
ウ
チ
ミ
。
ツ
キ
。
時
ノ
美
物
。

サ
テ
三
獻
ヲ
ハ
リ
テ
。
ト
リ
ア
ゲ
テ
饗
ヲ
ス
ウ
。　

滝
口
の
武
士
は
待
肴
と
し
て
高
杯
を
二
列
に
十
膳
並
べ
追
肴
と
し
て
持
っ
て

出
て
、
一
献
は
海
月
と
打
鮑
、
二
献
に
は
生
魚
の
打
身
、
三
献
に
は
美
物
と
し

て
季
節
の
ご
馳
走
を
出
し
、
三
献
が
終
わ
っ
た
後
に
新
た
に
宴
席
を
設
け
る
た

め
に
饗
を
据
え
る
と
あ
る
。『
徒
然
草
』
の
第
二
一
六
段
で
「
三
献
に
か
い
も

ち
ひ
に
て
や
み
ぬ
」
と
こ
れ
で
終
わ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
饗
宴
が
後

に
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
二
一
五
段
、
第
二
一
六
段
は

い
ず
れ
も
北
条
時
頼
が
質
素
倹
約
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
後
に
饗
宴
が
行
わ
れ
な
い
簡
素
な
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

ま
た
『
世
俗
立
要
集
』
で
は
、
武
家
の
三
献
の
内
容
に
つ
い
て
解
説
が
な
さ

れ
て
い
る
。

一
武
家
ノ
サ
カ
ナ
ノ
ス
エ
ヨ
ウ

承
久
以
降
武
家
ノ
肴
ノ
様
ヲ
ミ
ル
ニ
如
此
。
梅
干
ハ
僧
家
ノ
肴
也
。
而

ヲ
俗
家
ニ
用
ラ
ル
ヽ
事
如
何
。
若
漢
土
ノ
作
法
歟
。
漢
土
ニ
鴆
ト
云
鳥

ア
リ
。
其
鳥
ノ
羽
ノ
拘
入
ツ
ル
酒
ヲ
鴆
酒
ト
云
。
此
酒
ヲ
飲
ツ
レ
バ
必

死
ス
ト
云
々
。
其
薬
ニ
梅
干
ヲ
用
ル
。
而
ヲ
若
敵
ア
リ
テ
鴆
酒
モ
ヤ

ス
ヽ
ム
ル
ト
。
ハ
シ
ノ
臺
ニ
梅
干
ヲ
一
置
ト
云
々
。
而
ニ
日
本
ニ
ハ
鴆

酒
ナ
シ
。
彼
梅
干
ヲ
肴
ニ
ス
フ
ベ
キ
ナ
リ
ト
モ
。
上
ニ
ス
フ
ル
事
如
何
。

式
ノ
サ
カ
ナ
ニ
精
進
ヲ
モ
チ
イ
ル
事
。
イ
リ
豆
ノ
例
歟
。
縦
梅
干
ヲ
ス

フ
ベ
キ
ナ
リ
ト
モ
。
ク
ラ
ゲ
ラ
ス
ヘ
ラ
レ
タ
ル
所
脇
ニ
ス
フ
ベ
キ
カ
。

予
元
日
ノ
ワ
ウ
バ
ン
ツ
ト
メ
タ
リ
シ
ハ
サ
ゾ
ス
ヘ
タ
リ
シ
。
ム
メ
ボ
シ

ノ
所
ニ
。
ク
ラ
ゲ
ヲ
ト
リ
カ
ヘ
タ
リ
。　

滝
口
の
武
士
の
待
肴
と
武
家
の
肴
の
据
え
方
は
概
ね
同
じ
で
あ
る
が
、
梅
干

を
入
れ
る
と
い
う
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
『
世
俗
立
要
集
』

は
中
国
の
文
献
に
見
ら
れ
る
毒
を
持
っ
た
鳥
で
あ
る
鴆
の
毒
消
し
と
し
て
、
梅

干
を
用
い
た
の
が
始
ま
り
だ
と
し
て
い
る
。
滝
口
の
武
士
の
待
肴
や
武
家
の
肴

の
形
式
は
『
徒
然
草
』
に
あ
る
「
一
献
に
う
ち
あ
わ
び
、
二
献
に
え
び
、
三
献

に
か
い
も
ち
ひ
」
と
あ
る
内
、
最
初
に
打
鮑
を
出
す
と
い
う
形
式
が
共
通
し
て

い
る
。
一
方
、
二
献
に
生
魚
の
打
身
や
三
献
に
季
節
の
ご
馳
走
を
出
す
と
い
う

形
式
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
『
世
俗
立
要
集
』
に
記
さ
れ
た
三
献
の
形
式
は
後
代
に
も
継
承
さ

れ
て
い
る
。
永
正
元
年
（
一
五
〇
五
）
に
小
笠
原
備
前
守
政
清
が
記
し
た
秘
伝

書
の
『
食
物
服
用
之
巻
』
に
は
、
式
三
献
の
内
容
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

一 　

心
の
し
き
三
こ
ん
と
て
口
傳
あ
る
よ
し
候
。
梅
干
す
え
候
事
は
。
人

の
ま
へ
に
て
物
に
む
せ
じ
た
め
ぞ
と
。
梅
干
は
口
に
酢
た
ま
る
ゆ
へ
也
。

又
く
ら
げ
を
す
え
候
事
は
。
ほ
ね
あ
る
も
の
も
ち
ひ
が
た
き
人
の
た
め
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に
や
。（
中
略
）
二
献
目
男
は
さ
し
み
。
女
は
う
ち
み
。（
中
略
）
三
こ

ん
目
こ
の
わ
た
い
り
。　

一
献
に
梅
干
を
出
す
の
は
食
べ
物
で
む
せ
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
あ
り
、
海
月

を
出
す
の
は
骨
の
あ
る
も
の
を
食
べ
る
こ
と
が
出
来
な
い
人
の
た
め
、
二
献
に

は
男
性
は
刺
身
で
女
性
は
打
身
、
三
献
に
は
魚
介
類
の
腸
を
煎
り
煮
に
し
た
腸

煎
を
出
す
と
あ
る
。
意
味
合
い
の
解
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
一
献
の
海
月
や

二
献
の
打
身
に
つ
い
て
は
滝
口
の
武
士
に
よ
る
待
肴
の
内
容
と
共
通
し
て
お
り
、

三
献
の
形
式
が
継
承
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、『
徒
然
草
』
に
あ
る
「
二

献
に
え
び
、
三
献
に
か
い
も
ち
ひ
」
を
出
す
と
い
う
三
献
の
形
式
は
こ
れ
ら
の

資
料
で
は
見
ら
れ
な
い
。
三
献
と
い
う
酒
宴
の
文
化
の
形
式
が
変
遷
す
る
過
程

の
一
例
と
し
て
、『
徒
然
草
』
第
二
一
六
段
に
記
さ
れ
た
内
容
を
検
討
す
る
必

要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
論
文
で
は
「
か
い
も
ち
ひ
」
に
つ
い
て
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
で
ど
の
よ

う
な
説
が
考
え
ら
れ
て
き
た
の
か
調
査
し
、
通
説
で
あ
る
ぼ
た
餅
説
と
そ
ば
が

き
説
の
妥
当
性
を
検
討
し
、
ど
の
よ
う
な
食
べ
物
と
し
て
考
え
る
べ
き
か
三
つ

の
視
点
か
ら
述
べ
て
き
た
。

最
後
に
「
か
い
も
ち
ひ
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
の
考
察
を
述
べ
る
。
第
三

章
第
一
節
で
触
れ
た
『
犬
筑
波
集
』
の
句
で
「
か
い
も
ち
も
え
つ
か
ぬ
宿
は
へ

の
こ
か
な
」　

と
あ
る
よ
う
に
、「
か
い
も
ち
ひ
」
は
搗
い
て
作
る
餅
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
か
い
も
ち
ひ
」
は
作
ら
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
小
川
直
之
氏
は
「
餅
の
い
ろ
い
ろ
―
多
様
な
材
料
と
そ
の

製
法
―
」
に
お
い
て
、
日
本
各
地
で
作
ら
れ
て
い
る
餅
の
製
法
を
五
つ
に
分
類

し
て
い
る
。

粉
を
水
や
湯
で
こ
ね
て
か
ら
、
握
っ
て
蒸
し
た
餅
（
粉
蒸
し
餅
）、
蒸

し
て
か
ら
搗
い
た
餅
（
粉
搗
き
餅
）、
茹
で
て
握
っ
た
餅
（
粉
茹
で
餅
）、

焼
い
た
餅
（
粉
焼
き
餅
）
と
、
ソ
バ
ガ
キ
の
よ
う
に
粉
を
熱
湯
で
掻
い
た

餅
（
粉
掻
き
餅
）
と
が
あ
る　

小
川
氏
の
分
類
の
中
で
そ
ば
が
き
は
熱
湯
で
掻
い
た
餅
（
粉
掻
き
餅
）
と
い

う
製
法
の
分
類
に
当
て
は
ま
る
。
第
三
章
第
二
節
で
触
れ
た
そ
ば
か
い
も
ち
と

い
う
名
称
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
蕎
麦
粉
を
掻
い
て
作
っ
た
餅
と
い
う
製
法
に

由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
掻
い
て
作
る
と
い
う
動
作
に
由
来
し
て
、

あ
め
ん
ぼ
を
カ
イ
モ
チ
カ
キ
と
い
う
名
称
で
呼
ぶ
地
方
が
あ
る
。
民
俗
学
研
究

所
編
の
『
総
合
日
本
民
俗
語
彙
』
で
は
「
カ
イ
モ
チ
カ
キ
」
の
項
目
で
「
大

阪
・
中
国
地
方
の
一
部
で
み
ず
す
ま
し
の
こ
と
。
ミ
コ
ノ
マ
イ
な
ど
と
も
い
い
、

こ
の
虫
に
は
異
名
が
多
い
。
水
面
に
浮
か
ん
で
旋
回
し
、
渦
を
巻
く
よ
う
な
動

作
を
見
て
命
名
し
た
も
の
」　

と
あ
る
。
大
阪
や
中
国
地
方
の
一
部
で
は
あ
め

ん
ぼ
が
手
足
を
動
か
す
様
子
と
「
か
い
も
ち
ひ
」
を
作
る
際
の
様
子
が
似
て
い

る
こ
と
に
由
来
し
、「
カ
イ
モ
チ
カ
キ
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
と
あ
る
。
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こ
う
し
た
そ
ば
か
い
も
ち
や
方
言
か
ら
「
か
い
も
ち
ひ
」
と
い
う
食
べ
物
は
搗

い
て
作
る
餅
で
は
な
く
、
そ
ば
が
き
の
よ
う
に
掻
い
て
作
る
餅
で
あ
る
こ
と
に

由
来
し
て
生
じ
た
名
称
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
文
に
お
い
て
「
か
い
も
ち
ひ
」
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
た
点

は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
先
行
研
究
に
つ
い
て
整
理
を
行
い
、
問
題
点
を

明
ら
か
に
し
て
き
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
広
く
餅
類
の
歴
史
の
な
か
で

「
か
い
も
ち
ひ
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
、
ま
た
酒
宴
の
形
式
の

中
で
「
か
い
も
ち
ひ
」
が
見
ら
れ
る
の
か
、
よ
り
調
査
検
討
し
て
い
き
た
い
。

注
記

　
　

本
論
文
は
昨
年
発
表
し
た
、
久
保
田
一
弘
「『
か
い
も
ち
ひ
』
考　

―
『
徒

然
草
』
注
釈
書
を
中
心
に
―
」（『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
五
四
巻
・
二
〇
一

七
年
）
を
踏
ま
え
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

本
章
で
扱
う
注
釈
書
は
前
掲
の
「『
か
い
も
ち
ひ
』
考　

―
『
徒
然
草
』
注

釈
書
を
中
心
に
―
」
で
調
査
し
た
内
容
の
考
察
で
あ
る
。

　
　

貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
に
完
成
し
た
辞
書
『
鸚
鵡
抄
』
に
は
「
か
い
も

ち
ひ
」
の
項
目
に
「
野
云
撹
餅
」
と
あ
り
、『
野
槌
』
で
「
撹
餅
」
と
記
述
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。（
荒
木
田
盛
徴 

ほ
か
『
鸚
鵡
抄
』
雄
松

堂
書
店
・
一
九
八
〇
年
・
一
〇
七
二
頁
）

　
　

中
田
祝
夫
『
中
世
古
辞
書
四
種
研
究
並
び
に
総
合
索
引
』（
風
間
書
房
・
一

九
七
一
年
）
三
八
五
頁

　
　

松
尾
聡
『
新
纂
徒
然
草
全
釈
』（
清
水
書
院
・
一
九
五
三
年
）
三
三
二
頁

　
　

『
新
纂
徒
然
草
全
釈
』
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
方
言
辞
典
と
は
、
一
九
五
一
年

に
東
京
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
東
條
操
編
の
『
全
国
方
言
辞
典
』
の
こ
と
を
指
す
。

　
　

神
田
豊
穐
『
日
本
俳
書
大
系
６　

貞
文
俳
諧
集
』（
日
本
俳
書
大
系
刊
行

会
・
一
九
二
六
年
）
二
五
七
頁

　
　

国
書
刊
行
会
編
輯
『
松
屋
筆
記　

第
一
』（
国
書
刊
行
会
・
一
九
〇
八
年
）

一
七
二
頁

　
　

土
井
忠
生
ほ
か
編
訳
『
日
葡
辞
書　

邦
訳
』（
岩
波
書
店
・
一
九
八
〇
年
）

一
九
七
頁

　
　

小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版　

第
十
二
巻
』

（
小
学
館
・
二
〇
〇
一
年
・
一
二
〇
頁
）
の
「
ぼ
た
も
ち
」
の
項
目
で
は
「
糯

米
と
粳
米
と
を
ま
ぜ
て
た
き
、
軽
く
つ
い
た
も
の
を
、
ち
ぎ
っ
て
丸
め
、
あ
ず

き
餡
、
き
な
こ
な
ど
を
ま
ぶ
し
た
も
の
」
と
あ
る
。
こ
の
定
義
に
基
づ
き
、
本

節
で
は
小
豆
餡
と
き
な
こ
が
い
つ
頃
か
ら
見
ら
れ
る
の
か
と
い
う
食
文
化
の
視

点
か
ら
、
ぼ
た
餅
説
の
考
察
を
行
っ
た
。

　
　

塙
保
己
一
ほ
か
編
『
続
群
書
類
従
・
第
三
十
輯
下
雑
部
』（
続
群
書
類
従
完

成
会
・
一
九
二
八
年
）
四
二
七
頁

　
　

京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄
』

（
臨
川
書
店
・
一
九
六
八
年
）
七
四
二
頁　

　
　

大
塚
光
信
ほ
か
校
注
『
中
華
若
木
詩
抄　

湯
山
聯
句
鈔
』
新
日
本
古
典
文

学
大
系
53
（
岩
波
書
店
・
一
九
九
五
年
）
三
二
一
頁

　
　

土
井
忠
生
ほ
か
編
訳
『
日
葡
辞
書　

邦
訳
』（
岩
波
書
店
・
一
九
八
〇
年
）

1234

567891011121314
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二
四
頁

　
　

土
井
忠
生
ほ
か
編
訳
『
日
葡
辞
書　

邦
訳
』（
岩
波
書
店
・
一
九
八
〇
年
）

二
十
六
〜
二
十
七
頁

　
　

塙
保
己
一
ほ
か
編
『
続
群
書
類
従
・
第
三
十
輯
下
雑
部
』（
続
群
書
類
従
完

成
会
・
一
九
二
八
年
）
四
二
七
頁

　
　

京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄
』

（
臨
川
書
店
・
一
九
六
八
年
）
七
四
二
頁

　
　

国
田
百
合
子
『
女
房
詞
の
研
究
』
所
収
『
女
房
躾
書
』（
風
間
書
房
・
一
九

六
四
年
）
四
五
八
頁

　
　

土
井
忠
生
ほ
か
編
訳
『
日
葡
辞
書　

邦
訳
』（
岩
波
書
店
・
一
九
八
〇
年
）

三
八
二
頁

　
　

上
松
寅
三
校
訂
編
『
石
山
本
願
寺
日
記　

下
巻
』
所
収
『
私
心
記
』（
清
文

堂
出
版
・
一
九
三
〇
年
）
四
九
〇
頁

　
　

辻
善
之
助
編
『
多
聞
院
日
記　

第
三
巻
』（
角
川
書
店
・
一
九
六
七
年
）
三

九
七
頁

　
　

木
村
三
四
吾
ほ
か
校
注
『
竹
馬
狂
吟
集　

新
撰
犬
筑
波
集
』
新
潮
日
本
古

典
集
成
第
七
七
回
（
新
潮
社
・
一
九
八
八
年
）
二
二
五
頁

　
　

木
村
三
四
吾
ほ
か
校
注
『
竹
馬
狂
吟
集　

新
撰
犬
筑
波
集
』
新
潮
日
本
古

典
集
成
第
七
七
回
（
新
潮
社
・
一
九
八
八
年
）
二
二
五
頁

　
　

木
村
三
四
吾
ほ
か
校
注
『
竹
馬
狂
吟
集　

新
撰
犬
筑
波
集
』
新
潮
日
本
古

典
集
成
第
七
七
回
（
新
潮
社
・
一
九
八
八
年
）
二
二
五
頁

　
　

文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図　

Ⅰ
（
年
中
行
事
１
）』（
国
土
地
理
協
会
・

一
九
六
九
年
）
五
一
一
〜
五
四
四
頁

　
　

青
木
和
夫
ほ
か
校
注
『
続
日
本
紀
二
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
13
（
岩
波

書
店
・
一
九
九
〇
年
）
一
二
三
頁

　
　

森
田
悌
『
続
日
本
後
紀
（
上
）』（
講
談
社
・
二
〇
一
〇
年
）
三
〇
六
頁

　
　

永
積
安
明
ほ
か
校
注
『
古
今
著
聞
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
84
（
岩
波
書

店
・
一
九
六
六
年
）
三
〇
六
頁

　
　

豊
田
武
ほ
か
校
訂
『
山
科
家
礼
記　

第
二
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
一
九

六
八
年
）
二
二
七
頁

　
　

豊
田
武
ほ
か
校
訂
『
山
科
家
礼
記　

第
二
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
一

九
六
八
年
）
二
二
八
頁

　
　

玉
村
竹
二
ほ
か
校
訂
編
『
蔭
涼
軒
日
録　

巻
三
』（
史
籍
刊
行
会
・
一
九
五

四
年
）
五
三
四
頁

　
　

北
原
保
雄
編
『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語　

研
究
及
び
総
索
引
』（
笠
間
書
院
・

一
九
七
三
年
）
一
四
頁

　
　

女
房
言
葉
に
つ
い
て
記
し
た
『
女
重
宝
記
』
に
は
「
そ
ば
か
い
も
ち
は　

う
す
ず
み
」
と
あ
る
。
国
田
百
合
子
『
女
房
詞
の
研
究　

続
編
』（
風
間
書
房
・

一
九
七
七
年
）
六
一
五
頁

　
　

辻
善
之
助
編
『
多
聞
院
日
記　

巻
五
』（
角
川
書
店
・
一
九
七
八
年
）
二
二

頁
　
　

国
書
刊
行
会
編
輯
『
松
屋
筆
記　

第
一
』（
国
書
刊
行
会
・
一
九
〇
八
年
）

一
〇
四
頁

　
　

信
濃
史
料
刊
行
会
編
『
信
濃
史
料　

第
十
四
巻
』（
信
濃
史
料
刊
行
会
・
一

1516171819202122232425

2627282930313233343536
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九
五
九
年
）
一
二
頁

　
　

吉
井
始
子
『
翻
刻
江
戸
時
代
料
理
本
集
成　

第
一
巻
』（
臨
川
書
店
・
一
九

七
八
年
）
三
〇
〜
三
一
頁

　
　

岸
上
操
編
『
近
古
文
藝
温
知
叢
書　

第
三
編
』（
東
京
博
文
舘
・
一
八
九
一

年
）
四
〇
頁

　
　

増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
歴
代
宸
記
』（
臨
川
書
店
・
一
九
六
五
年
）
一

六
頁

　
　

塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従　

第
六
輯　

律
令
部
公
事
部
』（
続
群
書
類
従
完

成
會
・
一
九
三
二
年
）
五
三
九
頁

　
　

中
田
祝
夫
ほ
か
『
古
本
下
學
集
七
種
研
究
並
び
に
總
合
索
引
』（
風
間
書

房
・
一
九
七
一
年
）
四
九
頁

　
　

中
田
祝
夫
ほ
か
『
古
本
下
學
集
七
種
研
究
並
び
に
總
合
索
引
』（
風
間
書

房
・
一
九
七
一
年
）
五
三
九
頁

　
　

和
田
英
松
註
解
・
所
功
校
訂
『
建
武
年
中
行
事
註
解
』
講
談
社
学
術
文
庫

（
講
談
社
・
一
九
八
九
年
）
三
一
九
頁

　
　

菅
原
壽
孝
「
十
月
亥
子
餅
に
つ
い
て
」
日
本
風
俗
史
学
会
編
『
風
俗
史
学
』

二
一
号
（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
・
つ
く
ば
ね
舎
）

　
　

盛
本
昌
広
『
贈
答
と
宴
会
の
中
世
』（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
〇
八
年
）
や

「
織
豊
期
に
お
け
る
能
勢
餅
の
贈
答
」『
和
菓
子
』
二
一
号
（
虎
屋
文
庫
・
二
〇

一
四
年
三
月
）
で
、
中
世
の
亥
の
子
行
事
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

伊
藤
信
博
ほ
か
編
『「
酒
飯
論
絵
巻
」
影
印
と
研
究　

文
化
庁
本
・
フ
ラ

ン
ス
国
立
図
書
館
本
と
そ
の
周
辺
』（
臨
川
書
店
・
二
〇
一
五
年
）
三
二
頁

　
　

中
国
楚
の
政
治
家
で
あ
っ
た
屈
原
の
故
事
。
中
傷
に
あ
っ
て
江
南
に
追
放

さ
れ
、
汨
羅
の
淵
に
身
を
投
じ
た
。
そ
の
後
、
楚
の
国
の
人
々
に
よ
っ
て
、
屈

原
が
身
を
投
げ
た
汨
羅
で
太
鼓
を
打
っ
て
、
そ
の
音
で
魚
を
脅
し
、
粽
を
投
げ

て
、
屈
原
の
死
体
を
魚
が
た
べ
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
に
よ
る
。
伊
藤
信
博
ほ

か
編
『「
酒
飯
論
絵
巻
」
影
印
と
研
究　

文
化
庁
本
・
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館

本
と
そ
の
周
辺
』（
臨
川
書
店
・
二
〇
一
五
年
）
三
六
頁

　
　

豊
田
武
ほ
か
校
訂
『
山
科
家
礼
記　

第
一
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
一
九

六
七
年
）
六
五
頁

　
　

豊
田
武
ほ
か
校
訂
『
山
科
家
礼
記　

第
一
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
一

九
六
七
年
）
一
九
三
頁

　
　

豊
田
武
ほ
か
校
訂
『
山
科
家
礼
記　

第
三
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
一

九
七
〇
年
）
二
五
二
頁

　
　

豊
田
武
ほ
か
校
訂
『
山
科
家
礼
記　

第
四
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
一
九

七
二
年
）
五
八
頁

　
　

木
村
三
四
吾
ほ
か
校
注
『
竹
馬
狂
吟
集　

新
撰
犬
筑
波
集
』
新
潮
日
本
古

典
集
成
第
七
七
回
（
新
潮
社
・
一
九
八
八
年
）
二
二
五
頁

　
　

宮
内
庁
書
陵
部
編
『
桂
宮
本
叢
書　

第
十
七
巻
』
所
収
『
餅
酒
歌
合
』（
養

徳
社
・
一
九
五
六
年
）
三
七
四
頁

　
　

福
田
秀
一
「「
か
い
も
ち
ひ
」
考
」（『
解
釈
』
一
〇
巻
六
号
・
教
育
出
版
セ

ン
タ
ー
・
一
九
六
四
年
）
八
頁

　
　

横
山
重
ほ
か
編
『
室
町
時
代
物
語
大
成　

第
七
』（
角
川
書
店
・
一
九
七
九

年
）
二
八
三
頁

37383940414243444546

474849505152535455
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塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従　

第
二
十
八
輯　

雑
部
』
所
収
『
常
盤
嫗
物
語
』

（
続
群
書
類
従
完
成
會
・
一
九
三
二
年
）
六
二
二
頁

　
　

『
徒
然
草　

烏
丸
本
下
』
勉
誠
社
文
庫
39
（
勉
誠
社
・
一
九
七
八
年
）
三
〇

九
頁
。

　
　

塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従
・
第
十
九
輯　

管
弦
・
蹴
鞠
・
鷹
・
遊
戯
・
飲

食
部
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
一
九
三
二
年
）
七
六
一
〜
七
六
二
頁

　
　

塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従
・
第
十
九
輯　

管
弦
・
蹴
鞠
・
鷹
・
遊
戯
・
飲

食
部
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
一
九
三
二
年
）
七
六
二
頁

　
　

塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従
・
第
十
九
輯
下　

遊
戯
・
飲
食
部
』（
続
群
書
類

従
完
成
会
・
一
九
二
五
年
）
三
〇
九
〜
三
一
一
頁

　
　

木
村
三
四
吾
ほ
か
校
注
『
竹
馬
狂
吟
集　

新
撰
犬
筑
波
集
』
新
潮
日
本
古

典
集
成
第
七
七
回
（
新
潮
社
・
一
九
八
八
年
）
二
二
五
頁

　
　

大
島
建
彦
編
『
餅　

双
書
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
視
点
10
』
所
収
、
小
川
直
之

「
餅
の
い
ろ
い
ろ
―
多
様
な
材
料
と
そ
の
製
法
―
」（
岩
崎
美
術
社
・
一
九
八
九

年
）

　
　

民
俗
学
研
究
所
編
『
総
合
日
本
民
俗
語
彙
』（
平
凡
社
・
一
九
五
五
年
）
三

一
八
頁

参
考
文
献

＊ 

参
考
文
献
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
で
引
用
文
献
に
あ
げ
て
い
な
い
書
籍
を

記
し
た
。

・
中
村
義
雄
『
王
朝
の
風
俗
と
文
学
』（
塙
書
房
・
一
九
六
二
年
）

・
古
川
瑞
昌
『
餅
の
博
物
誌
』（
東
京
書
房
社
・
一
九
七
二
年
）

・
山
中
裕
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』（
塙
書
房
・
一
九
七
二
年
）

・
阪
本
寧
男
『
モ
チ
の
文
化
誌　

日
本
人
の
ハ
レ
の
食
生
活
』（
中
央
公
論
社
・

一
九
八
九
年
）

・
渡
部
忠
世
ほ
か
『
も
ち
（
糯
・
餅
）』
も
の
と
人
間
の
文
化
史
89
（
法
政
大

学
出
版
局
・
一
九
九
八
年
）

・
安
室
知
『
餅
と
日
本
人
「
餅
正
月
」
と
「
餅
な
し
正
月
」
の
民
俗
文
化
論
』

（
雄
山
閣
出
版
・
一
九
九
九
年
）

・
青
木
直
己
『
図
説
和
菓
子
の
今
昔
』（
淡
交
社
・
二
〇
〇
〇
年
）

・
赤
井
達
郎
『
菓
子
の
文
化
誌
』（
河
原
書
店
・
二
〇
〇
五
年
）

・
野
本
寛
一
『
栃
と
餅
』（
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
五
年
）

・
服
藤
早
苗
編
『
女
と
子
ど
も
の
王
朝
史
―
後
宮
・
儀
礼
・
縁
』（
森
話
社
・

二
〇
〇
七
年
）

・
鈴
木
健
一
『
風
流
江
戸
の
蕎
麦　

食
う
、
描
く
、
詠
む
』（
中
央
公
論
新
社
・

二
〇
一
〇
年
）

・
服
藤
早
苗
編
『
平
安
朝
の
女
性
と
政
治
文
化 

: 

宮
廷
・
生
活
・
ジ
ェ
ン
ダ

ー
』（
明
石
書
店
・
二
〇
一
七
年
）

・
古
川
瑞
昌
「
餅
酒
論
の
系
譜
」（『
風
俗
』
第
一
〇
号
・
日
本
風
俗
史
学
会
・

一
九
七
一
年
八
月
）

・
北
畠
直
文
「
食
の
媒
介
機
能
―
餅
に
関
す
る
考
察
―
」（『
人
文
学
報
』
第
八

六
号
・
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
・
二
〇
〇
二
年
三
月
）

5657585960616263
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・
森
多
佳
江
「
紫
の
上
の
『
亥
の
子
餅
』
―
逸
脱
の
三
日
夜
儀
礼
―
」（『
國
學

院
大
學
大
学
院
文
学
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The study of Kaimochihi : Focusing on 
“Tsurezuregusa”

KUBOTA,	Kazuhiro

（Summary）

“Kaimochihi” food is seen on “Tsurezuregusa”. About Kaimochihi In previous studies 

“botamochi” theory and “sobagaki” theory have been advocated. But now the reason is 

unclear both theories.

In the first chapter of this paper shows the result of investigation on “Kaimochihi” in 

the commentary on “Tsurezuregusa” in modern and modern times. In Chapter II we 

examined the validity of the “Botamochi” theory of “Kaimochihi” and the “Sobagaki” 

theory. In the third chapter about “Kaimochihi”, I studied from three new viewpoints, 

“Inoko” “Zikai” and “Banquet”.

Key words：“Kaimochihi”，“Tsurezuregusa”；“Botamochi"；“Sobagaki"；“Inoko"


