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本
書
は
総
ペ
ー
ジ
数
六
五
〇
ペ
ー
ジ
超
の
大
部
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
一
部

の
記
述
で
説
明
不
足
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
部
分
が
あ
り
、
こ
こ
で
補
足
す
る
。
な
お
、

本
補
足
は
、
随
時
更
新
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
定
期
的
に
参
照
す
る
の
が
好
ま
し

い
。 

 

総
論
補
足 

「
植
物
漢
名
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
」（
九
ペ
ー
ジ
） 

【
補
足
】
各
植
物
に
は
種
ご
と
に
固
有
の
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
類
が

自
ら
の
便
宜
の
た
め
に
勝
手
に
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が

あ
る
の
と
基
本
的
に
大
差
は
な
い
。
日
本
で
は
、
和
名
（
土
着
名
・
方
言
名
を
含
む
）
の

ほ
か
、
漢
名
と
い
う
中
国
か
ら
借
用
し
た
漢
字
を
用
い
て
付
け
ら
れ
た
名
が
あ
る
。

以
上
の
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
、
中
国
だ
け
で
通
用
す
る
名
前
で
あ
っ
て
、
当
然
な

が
ら
異
な
る
言
語
圏
、
文
化
圏
で
は
通
用
し
な
い
。
今
日
の
よ
う
に
世
界
各
国
の
相

互
交
流
が
活
発
に
な
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
狭
い
地
域
に
し
か
通
用
し
な
い
名
前

で
は
ま
こ
と
に
都
合
が
悪
い
の
で
あ
る
が
、
国
際
的
に
通
用
す
る
名
と
し
て
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
の
植
物
学
者
リ
ン
ネ
の
提
唱
し
た
学
名
が
そ
の
役
割
を
な
し
て
い
る
。
リ
ン

ネ
の
学
名
は
、
大
航
海
時
代
以
降
、
欧
州
列
強
の
世
界
進
出
に
伴
っ
て
世
界
中
の
植

物
を
効
率
的
に
管
理
す
る
た
め
、
統
一
名
と
し
て
科
学
的
観
点
か
ら
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
ラ
テ
ン
語
を
基
本
と
し
た
も
の
な
の
で
ラ
テ
ン
名
と
も
い
う
。
今
日
で
は

こ
れ
が
世
界
標
準
の
植
物
命
名
法
と
な
っ
た
が
、
人
類
の
長
い
歴
史
の
中
で
は
三
百

年
に
満
た
な
い
。 

中
国
は
独
立
し
た
巨
大
な
文
化
圏
を
構
築
し
、
西
洋
と
は
異
質
の
文
化
を
継
承
し

て
き
た
の
で
あ
る
が
、
植
物
学
の
世
界
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
本
草
学
と
い
う
天
然

薬
物
（
昔
は
薬
と
い
え
ば
全
て
生
薬
で
あ
っ
た
）
を
系
統
的
に
集
成
し
た
独
自
の
学
問
が
そ

れ
に
相
当
す
る
。
各
生
薬
に
漢
字
で
名
前
を
付
け
、
中
国
本
草
独
自
の
視
点
で
も
っ

て
整
然
と
分
類
・
配
列
さ
れ
、
実
用
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
同
時
代
の
西
洋
本
草
を

凌
駕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
近
世
ま
で
は
、
こ
の
漢
名
こ
そ
現
代
の
学
名
に
相
当
す

る
機
能
を
果
た
し
、
日
本
は
飛
鳥
時
代
の
昔
か
ら
中
国
本
草
を
採
用
し
、
中
国
医
学

を
始
め
と
す
る
実
用
分
野
で
利
用
し
て
き
た
。
し
か
し
、
邦
産
植
物
に
も
独
自
の
和

名
が
あ
る
の
で
、
中
国
本
草
と
対
照
さ
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
の
が
、
実
質
的
な
意

味
で
日
本
最
初
の
本
草
書
『
本
草
和
名
』
で
あ
っ
た
。
生
薬
の
配
列
や
分
類
な
ど
、

す
べ
て
唐
皇
帝
勅
撰
の
『
新
修
本
草
』
に
準
拠
し
、
各
条
に
学
名
た
る
漢
名
（
正
名
）

の
ほ
か
、
異
名
が
あ
れ
ば
そ
の
出
典
と
と
も
に
列
挙
し
、
和
産
が
あ
れ
ば
和
名
（
万

葉
仮
名
表
記
）
を
充
て
た
。
今
日
の
分
類
学
で
も
植
物
学
者
に
よ
っ
て
見
解
の
異
な
る

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
学
名
に
異
名
が
存
在
す
る
の
と
基
本
的
に
変
わ
ら

な
い
。
中
国
本
草
の
影
響
は
十
九
世
紀
前
半
ま
で
強
く
残
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は

漢
名
を
各
植
物
の
事
実
上
の
正
名
と
し
て
用
い
た
。
朝
鮮
で
も
同
様
で
あ
っ
た
か
ら
、

植
物
漢
名
は
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
の
標
準
名
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
状
況
の
中
で
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は
、
各
時
代
の
日
本
の
本
草
家
は
和
名
と
漢
名
の
整
合
性
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
て

き
た
は
ず
で
、
万
葉
集
に
あ
る
植
物
和
名
の
考
証
に
中
国
本
草
の
精
査
が
必
須
と
考

え
た
の
は
以
上
述
べ
た
理
由
に
よ
る
。
中
国
本
草
は
難
解
な
語
句
で
記
述
さ
れ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
を
解
読
す
る
能
力
と
と
も
に
、
そ
の
解
釈
に
必
要
な
植
物
学
的
知
識

も
必
要
と
し
た
か
ら
、
近
代
の
万
葉
植
物
考
証
学
で
は
あ
ま
り
深
く
検
討
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
松
田
修
や
若
浜
汐
子
は
ほ
と
ん
ど
本
草
の
記
述
を
引

用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
日
で
は
外
国
産
植
物
に
は
ラ
テ
ン
語
の
属
名
あ
る
い

は
種
小
名
を
カ
タ
カ
ナ
で
記
す
の
が
普
通
と
な
り
、
ま
ず
漢
名
を
用
い
る
こ
と
は
な

い
か
ら
、
こ
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
古
代
か
ら
近
世

ま
で
は
漢
名
が
標
準
名
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
重
み
を
現
代
の
感
覚
で
無
視
し
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 各
論
補
足 

■
イ
ネ
に
つ
い
て
（
八
四
～
八
八
ペ
ー
ジ
） 

【
補
足
】
本
条
で
は
一
部
に
訂
正
が
あ
り
、
ま
た
誤
解
を
招
く
と
思
わ
れ
る
記
述
も

あ
る
の
で
、
こ
こ
で
補
足
し
て
お
く
。
本
文
中
で
も
指
摘
し
た
が
、
イ
ネ
は
育
種
学

の
観
点
か
ら
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
と
イ
ン
デ
ィ
カ
種
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
項

目
に
お
い
て
対
照
的
な
形
質
を
示
し
、
そ
の
差
は
見
た
目
以
上
に
大
き
い
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
中
で
、
種
子
す
な
わ
ち
米
の
粘
り
具
合
は
、
食
感
に
大
き
く
影
響
す
る

こ
と
も
あ
っ
て
、
古
く
か
ら
そ
れ
を
指
標
と
し
た
区
別
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
も
っ

と
も
顕
著
に
実
感
で
き
る
の
は
粳

う
る
ち

種
と
糯も

ち

種
の
区
別
で
あ
る
。
粳
・
糯
の
区
別
は
、

含
ま
れ
る
デ
ン
プ
ン
質
の
組
成
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
ワ
・
キ
ビ
な

ど
ほ
か
の
雑
穀
に
も
あ
り
、
イ
ネ
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
米
の
粘
り
具

合
は
イ
ネ
の
品
種
に
よ
っ
て
も
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。
一
般
に
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
は

粘
り
が
あ
る
が
、
イ
ン
デ
ィ
カ
種
は
粘
り
が
少
な
い
。
そ
れ
故
、
食
材
と
し
て
の
利

用
形
態
も
大
き
く
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
ピ
ラ
フ
は
粘
り
の
あ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
で

は
う
ま
く
調
理
で
き
ず
、
逆
に
寿
司
は
イ
ン
デ
ィ
カ
種
で
は
全
く
体
を
な
さ
な
い
。

厳
密
に
い
え
ば
、
寿
司
を
つ
く
る
の
に
適
し
て
い
る
の
は
温
帯
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
す
な

わ
ち
日
本
米
の
み
で
あ
る
。
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
に
は
も
う
一
つ
熱
帯
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
と

い
う
の
が
あ
り
、
主
と
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼

部
で
栽
培
さ
れ
る
も
の
で
、
粘
り
の
程
度
は
日
本
米
と
イ
ン
デ
ィ
カ
種
の
中
間
に
位

置
す
る
。
タ
イ
で
は
伝
統
的
に
モ
チ
米
を
多
食
す
る
が
、
こ
れ
は
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
で

は
な
く
イ
ン
デ
ィ
カ
種
の
糯
型
で
あ
る
。
無
論
、
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
に
も
糯
型
が
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
に
粘
り
だ
け
を
指
標
と
す
る
と
、
一
般
通
念
と
か
け
離
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
中
国
で
イ
ネ
を
表
す
多
く
の
用
字
が
あ
る
の
は
、
温
帯
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
・
熱
帯

ジ
ャ
ポ
ニ
カ
の
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
と
イ
ン
デ
ィ
カ
種
と
い
う
育
種
学
上
の

区
別
の
ほ
か
に
、
粳
・
糯
と
い
う
品
種
上
の
区
別
が
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
っ
た
た
め

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
は
広
大
な
国
土
を
擁
し
、
気
候
的
に
も
冷
涼
で
や
や

乾
燥
し
た
北
部
温
帯
か
ら
南
部
は
熱
帯
に
境
界
を
接
し
て
温
暖
多
湿
と
い
う
よ
う

に
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
各
地
域
に
適
し
た
品
種
を
栽
培
し
て
お

り
、
そ
の
た
め
イ
ネ
を
表
す
多
く
の
漢
名
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
各

漢
名
を
現
今
の
品
種
に
厳
密
に
対
照
さ
せ
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
こ
と
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を
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。 

 

■
中
国
で
は
梅
に
二
種
あ
っ
た
こ
と
（
一
一
五
～
一
二
三
ペ
ー
ジ
） 

【
補
足
】
中
国
で
梅
に
二
種
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
清
の
考
証
家
段
玉
裁
で
あ

る
。
梅
が
今
日
の
バ
ラ
科
ウ
メ
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
本

文
に
記
し
た
よ
う
に
、
許
愼
『
爾
雅
』
釋
木
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
る
か
は
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
。
段
玉
裁
は
『
詩
經
』
国
風
・
秦
風
「
終

南
」
お
よ
び
同
陳
風
「
墓
門
」
に
あ
る
梅
（『
説
文
解
字
』
段
玉
裁
注
で
「
秦
・
陳
の
梅
」
と
称

す
る
も
の
）
を
楠
樹
と
し
た
。
楠
樹
と
は
、
本
書
「
ツ
マ
マ
の
条
」（
三
九
六
ペ
ー
ジ
）
で

述
べ
た
よ
う
に
、
李
時
珍
（『
本
草
綱
目
』）
に
よ
れ
ば
ク
ス
ノ
キ
科
ナ
ン
タ
ブ
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
ウ
メ
と
は
ま
っ
た
く
分
類
学
的
類
縁
は
な
い
。 

 

秦
風
「
終
南
」
第
一
ス
タ
ン
ザ 

終
南
何
か
有
る 

 

條
あ
り
梅
あ
り 

 

君
子
至
る 

 
 
 

錦
衣
狐
裘

こ

き

う

し
て 

顏
は
渥
丹

あ
く
た
ん

の
如
し 

其
れ
君
た
ら
ん
か
な 

 

陳
風
「
墓
門
」
第
二
ス
タ
ン
ザ 

墓
門
に
梅
有
り 

 
 
 
 
 

鴞
き
や
う

有
り
萃あ

つ

ま
る 

夫
や
良
か
ら
ず 

 
 
 
 
 

歌
っ
て
以
て
之
に
訊つ

ぐ 

訊
ぐ
れ
ど
も
予
を
顧
り
み
ず 

顚
倒
し
て
予
を
思
ひ
し
な
ら
ん 

段
玉
裁
は
、『
詩
經
』
国
風
・
召
南
「
摽
有
梅
」
に
あ
る
梅
を
酸
果
と
し
て
い
る
か

ら
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ウ
メ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
詩

經
』
の
い
ず
れ
の
詩
も
梅
の
基
原
を
示
唆
す
る
よ
う
な
具
体
的
な
記
述
は
な
く
、
ウ

メ
と
し
て
も
意
味
は
通
じ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
国
の
「
梅
」
は
古
く
か
ら
一
貫

し
て
バ
ラ
科
ウ
メ
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
だ
。 

 

■
カ
キ
ツ
バ
タ
・
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
・
ア
ヤ
メ
に
つ
い
て
（
一
四
四
～
一
四
八
ペ
ー
ジ
） 

【
補
足
】
幕
末
に
日
本
を
訪
れ
た
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
Ｒ
・
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
は
、
江

戸
近
傍
の
と
あ
る
農
家
の
萱
葺
屋
根
の
上
に
生
え
て
い
る
植
物
を
ス
ケ
ッ
チ
し
（
四

ペ
ー
ジ
上
段
）、
そ
れ
をSho-bu

と
記
述
し
て
い
る
。
花
の
無
い
時
期
で
あ
る
が
、

葉
の
形
態
か
ら
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
はIris

属
と
直
感
し
、
日
本
人
の
案
内
人
に
問
い

合
わ
せ
て
と
こ
ろ
、
シ
ョ
ウ
ブ
と
い
う
返
答
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
抽
水
植
物
で

あ
る
シ
ョ
ウ
ブ
が
萱
葺
屋
根
の
上
に
生
育
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
随
行

の
案
内
人
の
脳
裏
に
あ
っ
た
の
は
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

当
時
の
日
本
で
は
シ
ョ
ウ
ブ
（
シ
ョ
ウ
ブ
科
）
と
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
（
ア
ヤ
メ
科
）
は
同
名
で

呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
江
戸
時
代
で
は
、
形
態
の
酷
似
し
た
カ
キ
ツ
バ

タ
・
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
・
ア
ヤ
メ
を
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
生
態
型
の
違
い
で
か
ろ
う
じ
て
区
別
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
萱
葺
の
屋
根
の

水
分
条
件
は
過
酷
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
抽
水
植
物
で
あ
る
カ
キ
ツ
バ
タ
が
除
外
さ
れ
、

や
や
乾
燥
に
強
い
（
ハ
ナ
）
シ
ョ
ウ
ブ
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ハ
ナ
シ

ョ
ウ
ブ
で
も
萱
葺
の
屋
根
の
上
で
の
生
育
は
困
難
で
、
類
似
種
三
種
の
う
ち
で
は
ア
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ヤ
メ
の
可
能
性
が
も
っ
と
も
高
い
と
考
え
る
。 

 

■
カ
ニ
ハ
に
つ
い
て
（
一
六
八
～
一
七
一
ペ
ー
ジ
） 

【
補
足
】
本
文
一
六
九
ペ
ー
ジ
下
段
で
、『
延
喜
式
』
巻
第
二
十
三
「
民
部
下
」
年

料
別
貢
雜
物
に
樺
皮
の
名
は
あ
っ
て
も
櫻
皮
は
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
現
存
す

る
正
倉
院
御
物
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
カ
バ
ノ
キ
で
は
な
く
サ
ク
ラ
の
皮
で
あ

り
、『
延
喜
式
』
同
条
に
は
「
紙
麻
」
の
よ
う
に
紙
の
材
料
が
収
載
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
当
初
は
こ
れ
を
も
っ
て
樺
皮
と
櫻
皮
は
用
途
を
異
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
推
定
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
結
果
的
に
誤
り
で
あ
り
、
縄
文
時
代
の
遺
物
に
も

櫻
皮
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
櫻
皮
と
樺
皮
は
同
物
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
櫻
皮
の
方
が
古
い
名
で
あ
っ
て
、
後
に
樺
皮
に

統
合
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
カ
ニ
ハ
が
訛
っ
て
カ
ン
バ
あ
る
い
は
カ
ム
バ
に
転
訛
し

た
と
考
え
れ
ば
音
韻
的
に
無
理
は
な
く
、
さ
ら
に
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
方
言
名
と
し
て
、

カ
バ
・
カ
ン
バ
・
カ
ワ
の
名
が
広
域
に
見
ら
れ
る
（『
日
本
植
物
方
言
名
集
成
』）
こ
と
も

こ
の
説
に
は
有
利
と
な
る
。
以
下
、
本
文
中
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。 

 

■
コ
モ
に
つ
い
て
（
二
三
四
～
二
三
七
ペ
ー
ジ
） 

【
補
足
】
マ
コ
モ
の
根
を
基
原
と
す
る
菰
根
の
初
見
を
『
本
草
經
集
注
』
と
し
た
が
、

正
確
を
期
せ
ば
、『
名
醫
別
録
』
で
あ
る
。『
本
草
經
集
注
』
は
、『
神
農
本
草
經
』

と
『
名
醫
別
録
』
を
統
合
し
、
陶
弘
景
が
註
釈
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し

て
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
応
、
こ
の
よ
う
に
訂
正
し
て
お
く
。 

 

■
小
竹
・
細
竹
の
訓
に
つ
い
て
（
二
五
四
ペ
ー
ジ
「
サ
サ
」・
二
六
九
ペ
ー
ジ
「
シ
ノ
」） 

【
補
足
】
万
葉
集
で
「
小
竹
」
は
十
首
に
出
て
く
る
が
、
う
ち
三
首
を
「
サ
サ
」、

残
り
の
七
首
を
「
シ
ノ
」
と
訓
ず
る
。
一
般
に
、
サ
サ
は
丈
が
低
く
て
茎
が
細
く
相

対
的
に
葉
が
大
き
い
も
の
、
シ
ノ
は
茎
が
太
く
丈
が
高
く
相
対
的
に
葉
が
あ
ま
り
目

立
た
な
い
も
の
を
い
う
が
、
い
わ
ゆ
る
シ
ノ
で
あ
っ
て
も
サ
サ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も

し
ば
し
ば
あ
る
の
で
、
そ
の
区
別
は
か
な
り
曖
昧
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
文
中

（
二
七
〇
ペ
ー
ジ
）
で
も
述
べ
た
が
、『
倭
名
類
聚
鈔
』
に
「
蒋
魴
切
韵
云 

篠 

先
鳥
反

和
名
之
乃
一
云
佐
々
俗
用
小
竹
二
字
謂
之
佐
々 

細
細
竹
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
小
竹
」
は

サ
サ
と
読
む
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
万
葉
学
で
は
葉
を
強
調
し
て
詠
う
場
合
は
サ

サ
、
そ
れ
以
外
は
シ
ノ
と
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
万
葉
集
で
は
後
者
の
訓
の
方
が
多
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く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
訓
の
区
別
は
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
実
生
活
に
お
け
る
サ

サ
・
シ
ノ
の
区
別
の
基
準
も
必
ず
し
も
厳
密
で
は
な
い
が
、
古
く
か
ら
便
宜
的
に
区

別
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
シ
ノ
の
茎
は
垣
根
や
簾
あ
る
い
は
支
柱
な
ど
と
し
て

一
定
の
用
途
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
サ
サ
の
茎
は
細
す
ぎ
て
強
度
不
足
で
特
殊
な
用

途
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
使
い
物
に
な
ら
ず
、
用
途
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
き
た
と
考

え
て
よ
い
。
一
方
、『
倭
名
類
聚
鈔
』
に
よ
れ
ば
、「
細
竹
」
も
シ
ノ
、
サ
サ
と
も
読

め
る
と
す
る
が
、
歌
の
情
景
分
析
の
結
果
で
は
、
少
な
く
と
も
万
葉
に
あ
る
細
竹
は

い
ず
れ
も
シ
ノ
で
あ
っ
て
、
サ
サ
に
相
当
す
る
も
の
は
な
い
。 

 

■
シ
リ
ク
サ
に
つ
い
て
（
二
八
〇
～
二
八
二
ペ
ー
ジ
） 

【
補
足
】
中
国
本
草
に
お
け
る
三
稜
の
基
原
は
、
実
に
混
沌
と
し
て
お
り
、
生
薬
学

の
専
門
家
す
ら
そ
の
全
貌
を
把
握
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。『
圖
經
本
草
』
の
記

述
を
基
に
す
れ
ば
、
こ
れ
に
も
っ
と
も
該
当
す
る
の
は
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
ウ
キ
ヤ
ガ

ラ
属
の
類
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
今
の
中
国
生
薬
市
場
に
あ
る
三
稜
は
ミ
ク
リ
属
を

基
原
と
す
る
荊
三
稜
と
ウ
キ
ヤ
ガ
ラ
属
由
来
の
黒
三
稜
の
二
種
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

古
く
は
こ
れ
ら
二
つ
を
区
別
で
き
ず
、
い
ず
れ
も
三
稜
と
称
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

信
じ
が
た
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
在
の
中
国
で
は
、
荊
三
稜
の

基
原
植
物
を
黒
三
稜
と
称
し
、
一
方
、
黒
三
稜
の
場
合
は
荊
三
稜
と
、
生
薬
と
そ
の

基
原
植
物
で
は
漢
名
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
今
の
生
薬
市
場

の
現
状
を
表
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
古
く
か
ら
両
名
が
混
同
さ
れ
て
き
た
名
残
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ウ
キ
ヤ
ガ
ラ
属
は
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
、
ミ
ク
リ
属
は
ミ
ク
リ
科

と
科
名
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
古
い
時
代
に
は
そ
れ
ら
の
区
別
は
容
易
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。『
本
草
和
名
』
は
三
稜
を
ミ
ク
リ
と
し
な
が
ら
、
本
来
は
カ
ヤ

ツ
リ
グ
サ
科
ノ
ハ
マ
ス
ゲ
を
基
原
と
す
る
は
ず
の
莎
草
（
生
薬
名
香
附
子
）
に
同
じ
和

名
を
付
け
て
い
る
。
ミ
ク
リ
は
抽
水
植
物
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ハ
マ
ス
ゲ
は
海
岸

の
砂
浜
や
道
ば
た
な
ど
の
乾
燥
し
た
地
に
生
え
、
生
態
的
に
ま
っ
た
く
異
な
る
植
物

種
で
あ
る
。
当
時
で
は
こ
れ
す
ら
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

■
ツ
チ
ハ
リ
に
つ
い
て
（
三
六
七
～
三
七
〇
ペ
ー
ジ
） 

【
補
足
】
万
葉
集
に
一
首
だ
け
に
出
現
す
る
ツ
チ
ハ
リ
の
名
は
、『
本
草
和
名
』
と

『
和
名
抄
』
に
も
あ
り
、
い
ず
れ
も
漢
名
を
王
孫

お
う
そ
ん

と
す
る
。
す
な
わ
ち
古
代
の
ツ
チ

ハ
リ
の
学
名
は
王
孫
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
を
基
に
し
て
歴
代
本
草
の
王
孫

に
関
す
る
記
述
を
み
る
と
、『
本
草
衍
義
』
は
一
茎
直
立
し
て
そ
の
先
端
に
葉
が
四

五
枚
輪
生
（
あ
る
い
は
束
生
）
し
、
さ
ら
に
そ
の
中
心
か
ら
茎
を
出
す
と
し
て
い
る
。『
本

草
綱
目
』
は
も
う
少
し
詳
し
く
そ
の
形
態
の
特
徴
を
記
述
し
、
輪
生
（
あ
る
い
は
束
生
）

す
る
葉
が
二
三
層
、
中
に
は
五
七
層
あ
る
と
も
い
い
、
茎
頭
に
花
を
付
け
る
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
に
適
合
す
る
植
物
は
思
い
当
た
る
も
の
が
な
く
、
中
国

本
草
に
し
ば
し
ば
共
通
す
る
観
念
的
誇
張
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。『
本
草
綱
目
』
に

は
、
李
時
珍
の
子
息
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
各
基
原
植
物
の
薬
図
が
附
属
し
、
こ
れ
に

よ
っ
て
当
時
の
中
国
の
本
草
家
が
各
基
原
種
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
い
た
の
か
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
薬
図
の
中
に
王
孫
の
名
が
あ
る
が
、

残
念
な
が
ら
か
な
り
描
写
が
稚
雑
で
あ
っ
て
写
実
性
に
乏
し
く
、
こ
れ
だ
け
で
基
原 
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を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ

こ
で
視
点
を
変
え
て
、『
蜀
本
草
』・『
證

類
本
草
』
が
そ
れ
ぞ
れ
王
孫
に
類
似
す

る
と
す
る

図
に
あ
る

の
で
、
こ
れ
ら
の
図
を
包
括
的
に
検
討
し
、
王
孫
の
基
原
を
追
求
し
て
み
た
い
。『
本

草
綱
目
』
附
図
で
も
っ
と
も
古
い
金
陵
本
の
及
已
・
蚤
休
の
図
は
、
王
孫
と
比
較
的

似
て
お
り
、
い
ず
れ
も
ユ
リ
科
ツ
ク
バ
ネ
ソ
ウ
と
し
て
も
不
自
然
さ
は
少
な
い
。
と

り
わ
け
蚤
休
の
図
は
七
枚
の
葉
が
輪
生
し
て
一
層
だ
け
か
ら
な
り
、
そ
こ
か
ら
一
茎

を
立
ち
、
頂
端
に
花
ら
し
き
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
ツ
ク

バ
ネ
ソ
ウ
に
近
い
と
い
え
る
。
歴
代
本
草
は
、
王
孫
の
葉
を
数
層
あ
る
と
記
述
す
る

が
、『
本
草
綱
目
』
附
図
に
は
そ
れ
が
描
写
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
実
在
の
植
物
の

現
実
的
対
応
に
よ
っ
て
描
画
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
以
上
か
ら
、
王
孫
は
ユ
リ
科
ツ

ク
バ
ネ
ソ
ウ
の
同
類
と
し
て
矛
盾
は
な
く
、
各
本
草
書
の
記
述
も
不
完
全
と
は
い
え

そ
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
薬
用
と
す

る
部
位
は
根
で
あ
る
が
、
王
孫
の
根
の
形
態
を
、『
本
草
綱
目
』
は
蒼
朮
状
と
し
て

い
る
よ
う
に
、
肥
大
し
た
根
茎
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
ツ
ク
バ
ネ
ソ
ウ
に
似
る
。
以
上

、

と
な
っ
て
お
り
、
借
訓
仮
名
に
よ
る
名
で

あ
る
が

つ
ち
は
り

に

に

は

り

し
ん
し
ん

及
已

き
ゅ
う
い

・
蚤
休

そ
う
き
ゅ
う

も
附

を
以
っ
て
、
ツ
チ
ハ
リ
に
ツ
ク
バ
ネ
ソ
ウ
を
充
て
る
の
は
決
し
て
不
自
然
で
は
な
く

松
田
修
が
主
張
す
る
二
年
草
の
メ
ハ
ジ
キ
で
は
お
よ
そ
適
合
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
及
已
の
基
原
は
セ
ン
リ
ョ
ウ
科
ヒ
ト
リ
シ
ズ
カ
の
類
、
蚤
休
は
ユ
リ
科

ツ
ク
バ
ネ
ソ
ウ
属
の
一
種
に
考
定
さ
れ
て
い
る
（『
國
訳
本
草
綱
目
』
牧
野
富
太
郎
注
）
。 

 

『
本
草
和
名
』
は
王
孫
の
和
名
と
し
て
、
ツ
チ
フ
リ
・
ツ
チ
ウ
リ
の
ほ
か
に
、
ヌ

ハ
リ
グ
サ
・
ノ
ハ
リ
を
挙
げ
て
い
る
。
実
は
こ
れ
に
酷
似
し
た
ノ
ノ
ハ
リ
・
ノ
ノ
ハ

リ
グ
サ
が
メ
ハ
ジ
キ
の
方
言
名
と
し
て
信
州
佐
久
地
方
に
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
ツ
チ

ハ
ネ
ソ
ウ
・
ツ
チ
バ
ネ
ソ
ウ
と
い
う
ツ
ク
バ
ネ
ソ
ウ
に
似
た
名
も
松
田
修
編
『
日
本

植
物
方
言
集
草
本
類
篇
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
以
上
の
方
言

名
の
い
ず
れ
も
、
日
本
各
地
の
植
物
方
言
名
を
広
く
収
録
し
た
『
日
本
植
物
方
言
集

成
』
に
は
な
い
。
松
田
の
挙
げ
た
方
言
名
は
い
ず
れ
も
冷
涼
地
帯
か
ら
収
録
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
本
当
に
メ
ハ
ジ
キ
を
指
す
の
か
、
ツ
ク
バ
ネ
ソ
ウ
と
の
誤
認
の
可
能

性
は
な
い
の
か
疑
問
が
残
る
。 

ツ
チ
ハ
リ
は
万
葉
歌
の
原
典
で
は
土
針

、
土
榛
と
し
こ
れ
を
正
訓
名
と
す
れ
ば
、
別
和
名
の
ヌ
ハ
リ
グ
サ
・
ノ
ハ
リ

の
語
源
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
土
は
土
で
あ
る
か
ら
、
土
榛
を
経
て
ヌ
ハ

リ
・
ノ
ハ
リ
へ
の
転
訛
は
音
韻
的
に
無
理
が
な
い
。
ま
た
、
ニ
ハ
リ
す
な
わ
ち
ネ
ハ

リ
は
根
が
榛
榛
と
生
え
て
い
る
す
な
わ
ち
根
深
く
旺
盛
に
生
え
て
群
生
す
る
と
い

う
意
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
野
蘭
山
ほ
か
江
戸
時
代
後
期
の
本
草
家
は
い
ず
れ

も
「
ツ
チ
ハ
リ
＝
ツ
ク
バ
ネ
ソ
ウ
」
説
を
支
持
す
る
。 

■
ヒ
シ
の
用
字
に
つ
い
て
（
四
八
五
～
四
八
六
ペ
ー
ジ
） 
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【
補
足
】
ヒ
シ
に
は
大
き
く
分
け
て
「
蔆
（
＝
菱
）」
と
「
芰
」
の
二
つ
が
あ
る
。

 

ジ
に
つ
い
て
（
四
九
一
～
四
九
六
ペ
ー
ジ
） 

の
藤
娘
に
つ
い
て
も
紹
介
す

清
集
） 

右
の
歌
は
平
安
後
期
の
歌
人
藤
原
良
経
の
和
歌
で
あ
る
が
、
当
時

て
け
り 

藤
浪
を
か
ざ
す
、
あ
る
い
は
藤
の
花
を
か
ざ
す
と

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
は
、
芰
を
三
角
状
に
分
か
れ
る
葉
、
蔆
を
角
立
つ
果
実

に
由
来
す
る
と
し
て
い
る
が
、『
本
草
綱
目
』
の
当
該
条
の
釋
名
の
記
述
（
四
八
五
ペ

ー
ジ
上
段
）
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
陸
佃
の
『
埤
雅
』
に
「
四
角

三
角
を
芰
と
曰
ひ
、
兩
角
を
蔆
と
曰
ふ
」（
四
八
六
ペ
ー
ジ
上
段
）
と
あ
る
よ
う
に
、
果

実
の
形
態
に
基
づ
く
と
す
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
本
文
中
で
も
述
べ
た
が
、

分
類
学
的
に
ヒ
シ
は
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
区
別
さ
れ
る
が
、
果
実
の
形
態
を
除
け

ば
ほ
と
ん
ど
差
は
な
い
。
葉
は
円
く
て
そ
の
形
態
差
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
『
大

漢
和
辞
典
』
の
い
う
よ
う
な
三
角
状
と
は
い
い
難
い
（『
本
草
綱
目
』
は
支
散
す
る
と
し
て
い

る
）
。
ま
た
、
各
本
草
書
の
中
で
ヒ
シ
の
葉
の
形
態
を
三
角
状
と
記
述
す
る
も
の
は
見

当
た
ら
な
い
。
現
在
で
は
、
蔆
と
芰
の
い
ず
れ
も
ヒ
シ
を
表
す
漢
名
に
用
い
る
こ
と

は
な
い
が
、『
大
漢
和
辞
典
』
の
よ
う
な
権
威
あ
る
大
辞
典
が
か
か
る
誤
り
を
犯
す

と
は
、
植
物
漢
名
の
起
源
の
考
証
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。 

■
フ

【
補
足
】
本
条
で
は
、
当
初
、
日
本
人
形
で
お
馴
染
み

る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
紙
面
の
都
合
で
最
後
の
一
文
で
触
れ
る
に
留
ま
っ
て
し
ま

っ
た
。
フ
ジ
づ
く
し
の
衣
装
に
フ
ジ
の
花
枝
を
手
に
も
つ
藤
娘
は
、
大
津
絵
（
滋
賀

県
大
津
に
江
戸
時
代
の
初
め
こ
ろ
か
ら
伝
わ
る
民
俗
画
）
に
戯
画
と
し
て
描
か
れ
た
の
が
最
初

と
さ
れ
る
が
、
後
に
歌
舞
伎
舞
踊
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
な
ど
広
く
支
持
さ
れ
、
日
本

を
代
表
す
る
伝
統
的
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
。
本
文
で
も
述
べ
た
が
、
フ
ジ
は
日

本
で
古
く
か
ら
な
ん
ら
か
の
霊
力
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
、『
古
事
記
』
に
あ
る
伊
豆

志
袁
登
売
や
奥
州
の
蛇
藤
の
よ
う
に
、
中
国
に
類
例
を
求
め
ら
れ
な
い
日
本
独
自
の

説
話
を
生
み
出
し
た
。
で
は
、
フ
ジ
の
花
房
を
挿
頭
し
あ
る
い
は
手
持
ち
で
装
飾
と

す
る
の
も
、
フ
ジ
の
霊
力
信
仰
と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

春
を
へ
て 

盛
り
ひ
さ
し
き 

藤
の
花 

大
宮
人
の 

か
ざ
し
な
り （

秋
篠
月

の
京
師
で
は
フ
ジ

の
花
を
か
ざ
す
の
が
流
行
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
弘
長
三
（
一
二
六
三
）
年
の
『
住

吉･

歌
合
』
に
あ
る
「
藤
浪
を
か
ざ
し
に
さ
し
て
住
の
江
に
春
く
れ
か
か
る
色
ぞ
見

え
け
る
」
で
い
う
藤
浪
と
は
フ
ジ
の
花
序
で
あ
り
、
当
時
、
そ
れ
を
頭
に
か
ざ
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。
フ
ジ
の
花
房
は
数
十
㌢
の
長
さ
が
あ
り
、
頭
に
か
ざ
す
に
は
大
き

す
ぎ
る
の
で
、
袖
や
肩
に
か
ざ
し
持
っ
た
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
次
の
源
氏
物
語
「
宿
木
」
に
あ
る
歌
で
わ
か
る
だ
ろ
う
。 

す
べ
ら
ぎ
の 

か
ざ
し
に
折
る
と 

藤
の
花 

お
よ
ば
ぬ
枝
に 

袖
か
け

（
源
氏
物
語
「
宿
木
」
今
上
帝
） 

あ
る
歌
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
角

川
書
店
）
に
よ
れ
ば
三
十
数
首
あ
る
が
、
以
上
の
歌
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
フ
ジ
の

霊
力
を
詠
っ
て
い
る
と
は
到
底
思
え
ず
、
ま
た
そ
の
片
鱗
す
ら
感
じ
ら
れ
な
い
。
後

世
の
藤
娘
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
に
装
飾
の
目
的
で
美
し
い
フ
ジ
の
花
序
を
か
ざ

し
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
本
条
の
第
二
の
例
歌
（
久
米
廣
縄
）
の

前
に
あ
る
内
蔵
縄
麻
呂
の
歌
も
、
平
安
の
和
歌
と
同
じ
く
藤
浪
を
か
ざ
す
と
あ
る
の
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で
、
藤
娘
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
起
源
は
遠
く
万
葉
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な

る
。 

多
祜
の
浦
の 

底
さ
へ
に
ほ
ふ 

藤
浪
を 

か
ざ
し
て
行
か
む 

見
ぬ
人
の
た
め 

万
葉
に
歌
わ
れ
る
二
十
六
首
の
フ
ジ
の
歌

う

ら

は

 

に
つ
い
て
（
六
一
五
～
六
二
一
ペ
ー
ジ
） 

か
ら
、
蕨
は
イ
ノ
モ
ト
ソ

の

え

ん

ど

う

夷
と
叔
斉
の
「
采

（
巻
十
九 

四
二
〇
〇 

内
蔵
縄
麻
呂
） 

の
う
ち
、
二
十
三
首
は
花
を
詠
っ
て
お
り
、

フ
ジ
の
花
の
美
し
さ
は
万
葉
人
に
も
深
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
に

は
東
歌
の
「
春
へ
咲
く
藤
の
末
葉
の
う
ら
安
に
さ
寝
る
夜
そ
な
き
児
ろ
を
し
思
へ

ば
」（
巻
十
四 

三
五
〇
四
）
の
「
藤
の
末
葉
」
の
よ
う
に
、
葉
を
詠
っ
た
も
の
も
あ
る
。

ク
ズ
の
条
で
も
述
べ
た
が
、
平
安
時
代
の
和
歌
に
「
葛
の
裏
葉
」
を
詠
っ
た
も
の
が

多
く
あ
り
、
葛
衣
を
藤
衣
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
フ
ジ
で
は
な
く
ク
ズ
で
は

な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
フ
ジ
の
葉
は
奇
数
羽
状
複
葉
で
あ
っ
て
小
葉
は
小
さ

く
、
古
い
時
代
で
は
こ
の
小
葉
を
葉
と
認
識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
か
ら
、
う
ら

（
裏
）
葉
と
い
う
歌
の
情
感
は
伝
わ
り
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
春
へ
咲
く
藤
の
〜
」
か
ら
秋
に
花
を
咲
か
せ
る
ク
ズ
で
は
無
理
が
あ
り
、
本
歌
の

藤
は
フ
ジ
で
よ
い
。
末
葉
を
「
う
れ
は
」
と
訓
ず
る
こ
と
も
で
き
、
抹
消
の
小
葉
の

意
と
な
っ
て
こ
れ
で
も
意
味
が
通
じ
る
が
、「
う
ら
安
の
」
の
序
と
し
て
韻
が
合
わ

な
い
。 

■
ワ
ラ
ビ

【
補
足
】
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
本
草
の
記
述

ウ
科
（
ま
た
は
コ
バ
ノ
イ
シ
カ
グ
マ
科
と
い
う
）
ワ
ラ
ビ
と
し
て
矛
盾
は
な
い
が
、
薇
の
起

源
は
相
当
な
混
乱
状
態
に
あ
り
、
記
述
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に

補
足
す
る
。
今
日
で
は
薇
は
ゼ
ン
マ
イ
科
ゼ
ン
マ
イ
を
指
す
が
、『
爾
雅
』
釋
草
お

よ
び
同
注
に
「
薇
は
垂
水
な
り
。
水
邊
に
生
ず
」
と
あ
っ
て
、
渓
流
の
水
し
ぶ
き
を

か
ぶ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
生
え
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
、
ゼ
ン
マ
イ
の
同
属

種
ヤ
シ
ャ
ゼ
ン
マ
イ
が
も
っ
と
も
適
合
す
る
。
し
か
し
、『
爾
雅
』
の
こ
の
記
述
は
、

『
海
藥
本
草
』
な
ど
を
し
て
薇
を
水
菜
と
誤
解
せ
し
め
る
も
と
と
な
っ
た
。
ち
な
み

に
小
野
蘭
山
を
始
め
日
本
の
本
草
家
は
、
一
致
し
て
薇
に
類
縁
種
の
ゼ
ン
マ
イ
を
充

て
て
い
る
が
、
こ
れ
も
や
や
湿
り
気
の
あ
る
地
や
渓
流
沿
い
に
生
え
る
か
ら
、
や
は

り
適
合
す
る
。
し
か
し
な
ら
が
、
後
世
の
漢
籍
古
典
は
必
ず
し
も
こ
れ
に
同
意
し
な

か
っ
た
。
陸
佃
『
埤
雅
』
は
、
藿
す
な
わ
ち
豆
菜
に
似
た
も
の
と
し
、
李
時
珍
『
本

草
綱
目
』
は
野
豌
豆
と
断
言
し
て
い
る
。
現
在
の
日
本
の
一
部
の
学
者
（
ほ
と
ん
ど
は

文
系
で
あ
る
が
）
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
、
薇
を
ゼ
ン
マ
イ
と
す
る
の
を
誤
り
と
す
る
が
、

以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
正
し
い
認
識
と
は
言
い
が
た
い
。 

 

本
書
ワ
ラ
ビ
の
条
の
末
尾
に
、『
史
記
』
伯
夷
列
傳
に
あ
る
伯

薇
歌
」
を
紹
介
し
、
こ
こ
に
出
て
く
る
薇
の
基
原
が
何
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ

た
。
ま
ず
、
各
古
典
の
註
釈
を
み
る
と
、
唐
・
司
馬
貞
の
『
史
記
索
隱
』
は
「
薇
は

蕨
な
り
」
と
し
て
お
り
、
あ
た
か
も
蕨
と
薇
と
が
同
物
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

蕨
の
基
原
は
、『
埤
雅
』
や
『
本
草
綱
目
』
の
記
述
か
ら
、
少
な
く
と
も
今
日
い
う

ワ
ラ
ビ
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
か
ら
、
薇
は
ワ
ラ
ビ
に
似
た

も
の
と
司
馬
貞
は
考
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、『
陸
璣
詩
疏
』
は
「
薇
は
山

菜
な
り
。
莖
葉
、
皆
小
豆
に
似
て
蔓
生
し
、
其
の
味
、
亦
た
小
豆
藿
の
如
く
、
羮
に
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あ
る
蕨
と
薇
の
図
を
比
べ
る
と
、
い
ず
れ
も
よ
く
似
て
い
る
こ

あ
る
。
こ

作
る
べ
し
。
亦
た
生
食
す
べ
き
な
り
」（『
史
記
』
注
よ
り
）
と
い
い
、
薇
を
豆
の
類
と
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
李
時
珍
が
薇
を
野
豌
豆
と
し
た
の
は
独
自
の
見
解
で
は
な
く
、

『
陸
璣
詩
疏
』
や
『
埤
雅
』
の
記
述
を
受
け
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ゼ

ン
マ
イ
と
ワ
ラ
ビ
は
典
型
的
な
シ
ダ
植
物
で
あ
り
、
今
日
で
も
一
定
の
知
識
が
な
け

れ
ば
こ
の
両
種
の
区
別
は
難
し
く
、
司
馬
貞
の
註
釈
の
方
が
も
っ
と
も
の
よ
う
に
み

え
る
。
一
方
、
野
豌
豆
の
よ
う
な
豆
類
は
顕
花
植
物
で
あ
る
か
ら
、
今
日
で
は
小
学

生
す
ら
シ
ダ
類
と
混
同
す
る
こ
と
は
な
い
の
に
、
な
ぜ
古
典
籍
が
こ
ん
な
初
歩
的
な

誤
認
を
す
る
の
か
疑
問
に
思
う
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
草
家
に
と
っ
て

古
典
の
記
述
だ
け
か
ら
両
種
を
区
別
す
る
の
は
意
外
と
厄
介
で
あ
る
こ
と
を
、『
本

草
綱
目
』
に
あ
る
附
図
を
例
に
挙
げ
て
以
下
に
説
明
し
よ
う
。 

 

ま
ず
、
金
陵
本
に

と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
図
は
稚
雑
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
描
い
た
本
草
家
が
そ
れ
ぞ

れ
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
表
し
た
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
現
物
を
写

生
し
た
の
で
は
な
く
、
古
典
籍
の
記
述
を
基
に
描
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
司
馬
貞
の
「
薇
は
蕨
な
り
」
と
い
う
注
を
忠
実
に
表
し
た
よ
う
に
み
え
る

が
、『
本
草
綱
目
』
は
薇
を
野
豌
豆
と
し
て
い
る
か
ら
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な

い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
歴
代
古
典
籍
の
薇
の
形
態
の
記
述
が
不
完
全
で
あ
っ
た
結
果

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
金
陵
本
の
蕨
と
薇
の
図
の
葉
の
描
写
が
よ
く
似
て
い
る
の
は
、

ノ
エ
ン
ド
ウ
と
ゼ
ン
マ
イ
の
葉
を
観
念
的
に
見
た
結
果
と
考
え
ら
れ
、
中
国
本
草
で

は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
陸
佃
『
埤
雅
』
が
「
藿
（『
廣
雅
』・『
説
文
解
字
』
に

よ
れ
ば
マ
メ
類
の
若
葉
）
に
似
て
菜
の
微
な
る
者
な
り
」
と
記
述
し
、
李
時
珍
も
薇
は
野

豌
豆
な
り
と
断
言
し
た
の
で
あ
る
が
、
司
馬
貞
注
を
誤
り
と
し
て
一
蹴
し
た
形
跡
は

な
い
。
む
し
ろ
、
司
馬
貞
の
見
解
を
支
持
し
、
薇
と
蕨
は
形
態
的
に
似
た
と
こ
ろ
が

あ
る
と
解
釈
し
た
と
す
ら
考
え
ら
れ
る
。
李
時
珍
は
ワ
ラ
ビ
を
「
二
三
月
芽
を
生
じ
、

拳
曲
し
て
状
は
小
児
の
如
し
。
長
ず
れ
ば
則
ち
展
開
し
て
鳳
尾
の
如
く
云
々
」
と
記

述
し
て
い
る
が
、
野
豌
豆
に
は
蔓
茎
の
先
端
に
巻
き
ひ
げ
が
あ
る
の
で
、こ
れ
を
「
拳

曲
」
と
考
え
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。
つ
ま
り
、
司
馬
貞
の
い
う
「
薇
は
蕨
な
り
」

は
野
豌
豆
の
巻
き
ひ
げ
と
蕨
の
初
生
芽
の
形
が
似
て
い
る
と
す
れ
ば
説
明
で
き
る

と
李
時
珍
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
中
国
本
草
は
か
な
ら
ず
し
も
実
証
主
義
的
に
記
述

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
観
念
的
記
述
の
方
が
多
い
と
い
う
事
実
を
知

ら
な
い
と
、
以
上
述
べ
た
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。 

【
追
補
】
万
葉
集
で
「
わ
ら
び
」
を
詠
う
歌
は
志
貴
皇
子
の
一
首
の
み
で

れ
ま
で
の
議
論
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
わ
が
国
の
古
典
籍
で
は
、『
本
草
和
名
』
と

『
新
撰
字
鏡
』
草
部
第
七
十
一
は
蕨
を
「
わ
ら
び
」
の
漢
名
と
す
る
が
、『
和
名
抄
』

お
よ
び
『
新
撰
字
鏡
』
小
学
篇
字
及
本
草
異
名
第
七
十
一
で
は
薇
蕨
、
蕨
薇
な
ど
と
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あ
っ
て
（『
新
撰
字
鏡
』
で
は
ほ
か
に
三
つ
の
国
字
が
充
て
ら
れ
て
い
る
）
、
薇
も
「
わ
ら
び
」
の

意
で
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
っ
て
今
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
一
方
、
中
国
で

は
、
陸
佃
『
埤
雅
』
や
李
時
珍
『
本
草
綱
目
』
の
記
述
か
ら
、
蕨
は
イ
ノ
モ
ト
ソ
ウ

科
ワ
ラ
ビ
以
外
に
あ
り
得
な
い
が
、
薇
の
方
は
歴
代
本
草
書
の
記
述
が
ま
ち
ま
ち
で
、

マ
メ
科
ノ
エ
ン
ド
ウ
（
カ
ラ
ス
ノ
エ
ン
ド
ウ
・
ス
ズ
メ
ノ
エ
ン
ド
ウ
な
ど
）
と
す
る
『
本
草
綱

目
』
の
記
述
は
明
ら
か
に
誤
り
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
前
の
補
足
で
附
図
を
挙
げ
て
詳
細

に
説
明
し
た
）
。
薇
は
『
史
記
伯
夷
傳
』
の
「
采
薇
歌
」
に
も
出
て
い
て
、
唐
・
司
馬

貞
の
『
史
記
索
穩
』
は
薇
と
蕨
を
同
じ
と
註
釈
す
る
一
方
、『
本
草
拾
遺
』
は
蕨
と

薇
を
別
条
に
区
別
し
て
い
る
。『
和
名
抄
』
お
よ
び
『
新
撰
字
鏡
』
に
お
け
る
「
わ

ら
び
」
の
漢
名
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
は
中
国
に
お
い
て
薇
の
意
が
不
明
瞭
だ
か
ら

で
あ
り
、
薇
は
蕨
（
ワ
ラ
ビ
）
と
同
類
す
な
わ
ち
シ
ダ
植
物
と
し
て
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。『
本
草
拾
遺
』
に
「
伯
夷
叔
斉
、
薇
を
採
り
食
す
。
恐
ろ
し
き
は
蕨
に
し
て
薇

に
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
伯
夷
・
叔
斉
の
故
事
に
因
む
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。

日
本
で
は
食
用
シ
ダ
類
と
し
て
ワ
ラ
ビ
の
ほ
か
は
ゼ
ン
マ
イ
ぐ
ら
い
し
か
な
い
の

で
、
薇
は
ゼ
ン
マ
イ
の
類
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
蕨
を
恐
ろ
し
い
と
い
う
の
は
、
ワ

ラ
ビ
の
生
品
は
ア
ク
が
強
く
中
毒
を
起
こ
す
（
人
見
必
大
『
本
朝
食
鑑
』
に
は
こ
う
記
載
さ
れ

て
い
る
）
か
ら
で
あ
り
、
中
国
で
も
古
い
時
代
に
は
食
用
と
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示

唆
す
る
。
正
倉
院
文
書
「
錢
用
帳
」（
正
倉
院
文
書
Ｄ
Ｂ
、
正
倉
院
文
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
委

員
会
）
に
「
蕨
一
斗
二
升
」
と
海
藻
・
糯
米
・
小
豆
な
ど
と
と
も
に
蕨
の
名
が
出
て

く
る
が
、
麻
笥
（
木
製
桶
の
こ
と
）
の
名
も
あ
る
か
ら
漬
け
物
に
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
平
安
中
期
に
成
立
し
た
三
代
格
式
の
一
つ
『
延
喜
式
』
で
は
、
巻
第
三
十

九
「
内
膳
司
」
に
蕨
の
塩
漬
け
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
ワ
ラ
ビ
・
ゼ
ン
マ
イ

を
食
用
と
す
る
の
は
ず
っ
と
後
世
に
な
っ
て
か
ら
ら
し
い
。
ワ
ラ
ビ
の
根
に
は
良
質

の
デ
ン
プ
ン
を
含
み
、
江
戸
時
代
に
は
救
荒
用
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
『
大
和
本
草
』

な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
『
延
喜
式
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
、

繊
維
原
料
な
ど
の
利
用
の
方
が
は
る
か
に
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
正
倉
院
文
書
に
は

随
所
に
出
て
く
る
。 

万
葉
の
「
わ
ら
び
」
は
、
歌
に
詠
ま
れ
た
生
態
環
境
か
ら
判
断
し
て
、
渓
流
植
物

と
し

 

て
知
ら
れ
る
ヤ
シ
ャ
ゼ
ン
マ
イ
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
音
同
名
に
も
か
か
わ

ら
ず
今
日
の
ワ
ラ
ビ
と
は
別
種
で
あ
る
。
万
葉
集
で
現
在
名
と
古
名
が
同
音
同
名
で

あ
っ
て
も
基
原
種
が
異
な
る
例
は
、「
あ
や
め
」
や
「
あ
さ
が
ほ
」
な
ど
が
あ
り
、

決
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
文
中
で
は
名
前
の
す
り
替
わ
り
に

つ
い
て
は
全
く
言
及
し
な
か
っ
た
の
で
こ
こ
で
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
万
葉
集
で

は
わ
ず
か
一
首
し
か
な
い
「
わ
ら
び
」
で
あ
る
が
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
れ
ば
、

平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
の
和
歌
で
「
わ
ら
び
」を
詠
う
歌
は
百
数
十
首
も
あ
る
。
実
は
、

そ
の
中
に
「
わ
ら
び
」
の
生
態
環
境
を
示
唆
す
る
内
容
を
含
む
も
の
が
相
当
数
あ
り
、

以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
現
今
の
ワ
ラ
ビ
で
は
な
く
ゼ
ン
マ
イ
と
解
釈
す
る
方
が
自

然
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
そ
の
中
の
四
例
を
挙
げ
て
説
明
し
よ
う
。 

風
わ
た
る 

春
の
野
沢
の 

さ
わ
ら
び
は 

波
に
ま
か
せ
て 

折
る
に
ぞ
有
り
け

る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
夫
木
和
歌
抄
、
九
条
行
家
） 

折
る
人
の 
袖
ふ
る
山
は 

雪
消
え
て 

わ
ら
び
に
そ
そ
く 

春
の
み
ず
が
き 

（
夫
木
和
歌
抄
、
藤
原
定
家
）
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あ
さ
み
ど
り 

苔
の
上
な
る 

さ
わ
ら
び
の 

も
ゆ
る
春

春
の
野
に 

さ
わ
ら
び
折
る
と 

旅
人
の 

ゆ
き
も
や
ら
れ
ぬ

 

ま
ず
、
第
一
の
歌
に
あ
る
「
春
の
野
沢
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
湿
り
気
の
あ

日
を 

野
べ
に
暮
し
つ 

（
土
御
門
院
百
首
） 

 

荻
の
焼
け
原 

（
教
長
集
）

る
野

原
の
こ
と
を
い
う
。
第
二
の
歌
の
「
わ
ら
び
に
そ
そ
く
春
の
み
ず
が
き
」
は
、「
わ

ら
び
」
に
水
し
ぶ
き
が
か
か
る
よ
う
な
情
景
を
想
像
さ
せ
、
雪
解
け
水
で
水
量
を
増

し
た
渓
流
を
思
い
浮
か
ば
せ
る
。
第
三
の
歌
の
「
苔
の
上
な
る
さ
わ
ら
び
」
は
明
ら

か
に
苔
が
生
え
る
と
こ
ろ
に
わ
ら
び
が
あ
る
こ
と
を
い
う
か
ら
、
こ
れ
も
林
内
の
湿

り
気
の
あ
る
環
境
を
示
唆
し
て
い
る
。
第
四
の
歌
の
「
荻
の
焼
け
原
」
は
オ
ギ
の
生

え
る
草
原
を
火
入
れ
し
た
野
原
を
い
う
が
、
そ
も
そ
も
オ
ギ
は
湿
り
気
の
あ
る
環
境

を
好
ん
で
生
え
る
植
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、い
ず
れ
の
歌
も
湿
っ
た
環
境
と
「
わ

ら
び
」
と
を
取
り
合
わ
せ
て
詠
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
今
日
い
う
ワ
ラ
ビ
は
、

乾
燥
し
た
草
原
に
生
え
る
が
、
ゼ
ン
マ
イ
は
対
照
的
に
雑
木
林
の
林
内
の
湿
り
気
の

あ
る
と
こ
ろ
を
好
む
。
た
だ
し
、
ゼ
ン
マ
イ
に
よ
く
似
た
種
と
し
て
ヤ
マ
ド
リ
ゼ
ン

マ
イ
、
ヤ
シ
ャ
ゼ
ン
マ
イ
が
あ
り
、
前
者
は
山
地
の
湿
原
に
、
後
者
は
渓
流
沿
い
の

水
を
か
ぶ
る
よ
う
な
岩
の
上
に
生
え
、
こ
れ
ら
の
三
種
は
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
環
境
に

よ
っ
て
棲
み
分
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ゼ
ン
マ
イ
と
そ
の
近
縁
種
が
湿
り
気
の
あ

る
環
境
を
好
む
こ
と
は
『
本
草
拾
遺
』
が
薇
を
「
水
傍
に
生
じ
云
々
」
と
記
述
す
る

こ
と
と
合
致
す
る
。
志
貴
皇
子
の
「
石
走
る
垂
水
の
上
の
さ
わ
ら
び
」
は
ヤ
シ
ャ
ゼ

ン
マ
イ
に
も
っ
と
も
よ
く
適
合
す
る
の
で
あ
り
、
前
述
の
四
首
に
あ
る
「
わ
ら
び
」

も
い
ず
れ
も
ゼ
ン
マ
イ
の
類
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
情
景
に
よ
く
合
う
こ
と
が
わ
か
る
。 

花
を
だ
に 

折
り
て
か
へ
ら
ん 

さ
わ
ら
び
は 

荻
の
焼
け
野
に 

今
ぞ
生
ひ
出

づ
る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
弘
徽
殿
女
御
歌
合
） 

右
の
歌
で
も
「
荻
の
焼
け
野
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
「
さ
わ
ら
び
」
も
や
は
り
ゼ
ン

マ
イ
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
議
論
の
対
象
と
す
る
の
は
そ
れ
で
は
な

い
。
ま
ず
、
こ
の
歌
の
背
景
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
長
久
二
（
一
〇
四
一
）

年
の
弘
徽
殿
女
御
歌
合
で
第
五
番
「
さ
わ
ら
び
」
の
右
方
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
歌

で
あ
る
。
こ
の
歌
合
の
判
者
・
藤
原
義
忠
の
判
詞
に
「
花
を
だ
に
折
り
て
か
へ
ら
ん

と
は
、
げ
に
い
と
を
か
し
く
思
ひ
よ
り
て
侍
る
を
、
萌
え
出
づ
る
を
見
る
ば
か
り
な

ら
ば
、
他
々
も
な
ど
か
求
め
て
、
な
ど
か
か
へ
ら
ざ
り
け
む
」
と
あ
り
、「
さ
わ
ら

び
」
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
つ
い
で
に
花
た
と
え
ば
サ
ク
ラ
で
も
折
り
取
っ
て
帰
ろ

う
か
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
。
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
文
学
で
は
「
花
＝
サ
ク

ラ
」
と
い
う
定
式
が
成
立
し
て
い
た
し
、
ま
た
こ
の
歌
合
で
も
第
三
番
に
「
櫻
」
の

歌
が
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
こ
の
解
釈
は
妥
当
の
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
左
方
の

歌
で
は
「
狩
人
の 

外
山
を
こ
め
て 

焼
き
し
よ
り 

し
た
萌
え
出
づ
る 

野
辺
の

さ
わ
ら
び
」
と
あ
っ
て
、「
萌
え
出
づ
る

．
．
．
．
．
さ
わ
ら
び
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

同
じ
「
さ
わ
ら
び
」
な
が
ら
「
今
ぞ
生
ひ
出
づ
る

．
．
．
．
．
．
．
」
と
は
何
某
か
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の

違
い
を
感
じ
さ
せ
る
。
今
と
い
う
時
節
に
た
ま
た
ま
生
え
て
い
る
「
わ
ら
び
」
の
花

の
意
も
併
せ
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
ゼ
ン

マ
イ
と
ワ
ラ
ビ
の
生
態
に
決
定
的
と
も
い
え
る
違
い
が
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
を
代
表

す
る
本
草
学
の
巨
頭
で
あ
る
貝
原
益
軒
・
小
野
蘭
山
の
い
ず
れ
も
ゼ
ン
マ
イ
は
花
を
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つ
け
る
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（『
大
和
本
草
』・『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
に
そ
れ
ぞ
れ
「
ゼ
ン

マ
ヒ
ニ
花
ア
リ
」、「
花
穗
ヲ
出
ス
」
と
明
瞭
に
記
載
さ
れ
て
い
る
）
。
ゼ
ン
マ
イ
は
顕
花
植
物
で
は

な
い
か
ら
、
厳
密
に
言
え
ば
蘭
山
・
益
軒
の
見
解
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
今
日
で
は
小

中
学
生
で
す
ら
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ゼ
ン
マ
イ
の
生
態
を
つ
ぶ
さ

に
観
察
す
る
と
蘭
山
・
益
軒
が
そ
う
考
え
た
の
も
頷
け
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ゼ
ン
マ

イ
に
は
胞
子
葉
・
栄
養
葉
と
い
う
二
つ
の
葉
形
が
あ
る
。
前
者
は
胞
子
嚢
を
房
な
り

に
つ
け
熟
す
る
と
赤
褐
色
に
変
色
す
る
。
一
方
、
後
者
は
青
々
と
し
た
普
通
の
葉
に

見
え
る
。
し
た
が
っ
て
蘭
山
・
益
軒
が
成
熟
し
た
胞
子
葉
を
つ
け
た
ゼ
ン
マ
イ
を
花

と
考
え
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
再
び
前
述
の
和
歌
に
戻
る
が
、
平
安

時
代
の
サ
ク
ラ
は
も
っ
と
も
普
通
に
分
布
す
る
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
で
あ
り
、
今
日
の
ソ
メ

イ
ヨ
シ
ノ
よ
り
花
の
時
期
は
遅
く
、
関
東
地
方
か
ら
近
畿
地
方
の
本
州
中
央
部
で
は

四
月
上
旬
か
ら
中
旬
頃
ま
で
花
見
を
楽
し
め
る
。
こ
の
こ
ろ
の
ゼ
ン
マ
イ
は
胞
子
葉

が
展
開
し
て
栄
養
葉
も
つ
け
て
い
る
か
ら
、
平
安
の
歌
人
も
サ
ク
ラ
と
ゼ
ン
マ
イ
の

花
を
重
ね
合
わ
せ
て
詠
っ
た
こ
と
は
決
し
て
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。
平
安
・

鎌
倉
時
代
の
和
歌
に
は
「（
さ
）
わ
ら
び
折
る
」
と
い
う
句
を
含
む
も
の
が
結
構
出

て
く
る
。
現
在
で
は
こ
れ
を
ワ
ラ
ビ
折
り
と
称
し
て
山
菜
摘
み
と
解
釈
す
る
が
、
前

述
し
た
よ
う
に
、
当
時
は
食
用
に
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
ゼ
ン
マ
イ

の
花
を
風
流
目
的
で
折
り
取
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

以
上
、
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
和
歌
に
出
て
く
る
「（
さ
）
わ
ら
び
」
は
、
そ
の
全

 

て
と
は
い
わ
な
い
が
、
今
日
い
う
ゼ
ン
マ
イ
の
類
と
考
え
る
方
が
理
解
し
や
す
い
。

す
な
わ
ち
、
万
葉
の
「
わ
ら
び
」
だ
け
に
限
っ
た
わ
け
で
な
く
、
古
い
時
代
か
ら
ゼ

ン
マ
イ
を
「
わ
ら
び
」
と
称
し
て
き
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
古
名
の

「
わ
ら
び
」
を
現
今
の
ゼ
ン
マ
イ
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
難
解
と
さ
れ
た
「
わ
ら

び
」
の
語
源
が
一
気
に
氷
解
す
る
。「
わ
ら
び
」
の
語
源
と
し
て
、「
散
実
（
ワ
ラ

ミ
）」
の
転
訛
説
、
拳
状
に
な
っ
た
葉
を
子
供
の
拳
に
見
立
て
て
「
童
拳
（
ワ
ラ

ハ
コ
ブ
シ
）」
の
略
と
す
る
説
、「
童
手
振
（
ワ
ラ
ハ
テ
フ
リ
）」
の
略
と
す
る
説
、

全
体
の
形
が「
藁
火（
ワ
ラ
ヒ
）」に
似
て
い
る
か
ら
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
こ
の
中
で
「
藁
火
」
説
は
、

ワ
ラ
ビ
の
い
ず
れ
の
時
期
の
形
態
に
も
似
て
い
る
と
は
想
像
す
る
こ
と
す
ら
困

難
で
あ
る
が
、
ゼ
ン
マ
イ
の
熟
し
た
胞
子
葉
を
「
藁
火
」
に
見
立
て
た
と
す
れ
ば
、

十
分
に
説
得
力
が
あ
る
。「
み
吉
野
の 

山
の
霞
を 

今
朝
み
れ
ば 

わ
ら
び
の
燃

ゆ
る 

煙
な
り
け
り
」（
夫
木
和
歌
抄
巻
第
三
）
で
も
、
歌
集
で
は
「
さ
わ
ら
び
」
を
詠

っ
た
歌
と
さ
れ
る
が
、「
藁
火
」
と
「
わ
ら
び
」
を
掛
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
散
実
」
の
転
訛
と
す
る
説
も
ワ
ラ
ビ
よ
り
房
な
り
の
胞
子
嚢
を
つ
け
る
ゼ
ン

マ
イ
の
方
が
ず
っ
と
よ
く
合
う
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
つ
の
語

源
説
は
「
わ
ら
び
」
を
ワ
ラ
ビ
で
は
な
く
ゼ
ン
マ
イ
と
し
た
方
が
ず
っ
と
理
解

し
や
す
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
別
の
視
点
か
ら
の
傍

証
も
あ
る
「
藁
火
」
説
を
支
持
す
る
が
、
こ
の
説
に
弱
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

万
葉
集
の
原
文
で
は
和
良
妣
と
あ
り
、
妣
は
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
甲
種
の
音
韻
で
あ

っ
て
、
乙
種
の
火
と
は
合
わ
な
い
。「
わ
ら
び
」
は
古
く
か
ら
古
代
布
あ
る
い
は
縄

材
と
し
て
用
い
ら
れ
、
ま
た
藁
火
も
生
活
の
必
需
品
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
り
わ
け
文

字
の
な
い
時
代
に
あ
っ
て
は
同
音
同
名
で
は
都
合
が
悪
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
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か
ほ
ど
ろ
と 

な
ら
む
と
す

お
ど
ろ

に
は
び

も
ゼ
ン
マ

（
〒656-2306 

兵
庫
県
淡
路
市
夢
舞
台

が
っ
て
、
両
者
を
区
別
す
る
た
め
、
乙
種
か
ら
甲
種
に
音
韻
転
訛
し
た
と
す
れ
ば
、

音
韻
の
違
い
は
こ
の
語
源
説
に
と
っ
て
大
し
た
弱
点
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

傍
証
と
し
て
別
の
事
例
も
挙
げ
て
お
こ
う
。
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
和
歌
に
「
わ
ら
び

の
ほ
ど
ろ

．
．
．
」
を
詠
っ
た
歌
が
い
く
つ
か
あ
る
。 

春
く
れ
ど 
折
る
人
も
な
き 

さ
わ
ら
び
は 

い
つ

ら
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
後
葉
和
歌
集
巻
第
一
春
上
、
源
俊
頼
） 

な
ほ
ざ
り
に 

や
き
捨
て
し
野
の 

さ
わ
ら
び
は 

折
る
人
な
く
て 

ほ
ど
ろ
と

や
な
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
山
家
集
、
西
行
） 

古
語
辞
典
に
よ
れ
ば
、「
ほ
ど
ろ
」
と
は
「
わ
ら
び
」
の
穂
が
伸
び
す
ぎ
て
ほ
お
け

た
も
の
と
説
明
さ
れ
、「
お
ど
ろ
」
す
な
わ
ち
荊
棘
と
同
義
と
考
え
て
い
る
よ
う
で

あ
る
（『
言
海
』
に
よ
る
）
が
、
ワ
ラ
ビ
で
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
像
す
る
の
は
難
し
い
。

む
し
ろ
、「
ほ
ど
ろ
」
を
「
火
處
」
の
訛
り
と
し
て
、
か
が
り
火
・
庭
燎
の
意
と
し

た
方
が
し
っ
く
り
く
る
だ
ろ
う
（『
角
川
古
語
大
辭
典
』）
。
す
な
わ
ち
、
ゼ
ン
マ
イ
の
胞

子
葉
が
完
熟
し
た
状
態
と
解
釈
す
べ
き
で
、
群
生
す
る
ゼ
ン
マ
イ
を
か
が
り
火
に
見

立
て
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
今
日
の
ゼ
ン
マ
イ
を
古
く
は
「
わ
ら
び
」

と
称
し
た
証
左
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

万
葉
集
の
み
な
ら
ず
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
和
歌
集
に
あ
る
「
わ
ら
び
」

イ
あ
る
い
は
そ
の
近
縁
種
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
説
明
し
て
き
た
。
実
を
い
う
と
、

志
貴
皇
子
の
「
さ
わ
ら
び
」
を
今
日
の
ワ
ラ
ビ
で
は
な
い
と
す
る
意
見
も
皆
無
で
は

な
か
っ
た
。
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釈
』
に
「
長
岡
市
の
小
林
安
治
氏
（
民
間
人
ら
し

く
出
自
不
詳
）
よ
り
の
私
信
に
、
こ
の
わ
ら
び
は
ぜ
ん
ま
い
で
な
い
か
と
い
ふ
説
を
申

越
さ
れ
た
」（
括
弧
内
を
除
い
て
原
文
の
ま
ま
）
と
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
は
季
節
が
合
わ
な

い
と
し
て
ワ
ラ
ビ
よ
り
先
に
芽
葉
が
出
る
ゼ
ン
マ
イ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
筆
者
が
調
べ
た
限
り
で
は
こ
れ
が
唯
一
の
異
説
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

問
題
に
し
て
い
る
の
は
ワ
ラ
ビ
の
季
節
だ
け
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ワ
ラ
ビ
採
り
の
最

盛
期
は
晩
春
か
ら
初
夏
で
あ
る
の
で
、
確
か
に
旬
の
季
節
（
新
緑
の
こ
ろ
）
と
は
合
わ

な
い
よ
う
に
見
え
る
。
澤
瀉
博
士
を
含
め
て
国
文
学
研
究
者
は
季
節
に
こ
だ
わ
る
傾

向
が
顕
著
の
よ
う
で
あ
る
が
、ワ
ラ
ビ
は
早
春
で
も
芽
を
出
す
の
は
珍
し
く
な
く（
実

際
の
ワ
ラ
ビ
狩
り
は
早
春
か
ら
夏
ま
で
期
間
が
長
い
）
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
わ
ら
び
」
の
基
原
を

考
証
す
る
の
は
適
当
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
よ
り
「
石
走
る
垂
水
の
上
の
」
と
い
う

「
わ
ら
び
」
の
生
え
る
生
態
環
境
が
明
確
に
詠
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
牧

野
富
太
郎
・
白
井
光
太
郎
ほ
か
万
葉
植
物
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
植
物

学
者
の
目
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
の
が
何
と
も
不
思
議
で
あ
る
。 

以
上
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
日
、
淡
路
夢
舞
台
国
際
会
議
場

４
番
地
）
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
四
十
五
回
日
本
植
物
園
協
会

総
会
研
究
発
表
に
お
い
て
、
筆
者
が
発
表
し
た
内
容
を
基
に
し
た
追
補
で
あ
る
。
同

要
旨
集
（
問
い
合
わ
せ
先
は
兵
庫
県
立
淡
路
夢
舞
台
温
室
「
奇
跡
の
星
の
植
物
館
」）
参
照
。 


