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「
か
す
み
」
と
「
き
り
」
と
は
実
体
は
同
じ
で
あ
り
、
平
安
時
代
に
な

っ
て
「
春
は
霞
・
秋
は
》
壁
と
季
節
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
説
明
を
よ
く
目
に
す
る
。
ま
た
、
「
霞
」
は
中
国
古
典
語

で
は
「
朝
焼
け
・
夕
焼
け
」
の
意
で
あ
り
、
和
語
の
「
か
す
み
」
と
は
異

な
る
と
い
う
こ
と
も
、
和
漢
比
較
文
学
へ
の
関
心
の
広
が
り
と
共
に
常
識

と
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
講
義
の
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

し
て
取
り
上
げ
た
際
に
気
づ
い
た
こ
と
だ
が
、
和
語
「
か
す
み
」
が
扇
屋

の
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
点
、
ひ

い
て
は
中
国
古
典
語
に
お
け
る
「
霞
」
「
霧
」
そ
の
他
の
語
彙
と
、
上
代

日
本
語
に
お
け
る
「
か
す
み
」
「
き
り
」
そ
の
他
の
語
彙
と
の
間
に
、
ど

の
よ
う
な
対
応
と
不
対
応
が
あ
る
の
か
と
い
２
尺
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り

多
く
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
と
よ
り
中
国
古
典
文
章
語

と
上
代
日
本
語
と
は
、
い
ず
れ
も
高
度
に
専
門
的
な
習
熟
を
要
す
る
研
究

分
野
で
あ
り
、
そ
の
両
分
野
に
ま
た
が
る
右
の
よ
う
な
課
題
が
、
私
の
手

霞
と
か
す
み
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
覚
え
書
き

①
扇
屋
に
対
応
す
る
べ
き
和
語
は
何
か
？
力
か
す
み

小
島
憲
之
「
上
代
に
於
け
る
詩
と
歌
ｌ
「
霞
」
と
「
》
屋
‐
」
（
「
松
田

好
夫
先
生
追
悼
論
文
集
・
万
葉
学
論
集
」
続
群
書
類
従
完
成
会
］
Ｂ
Ｐ
ｅ

は
、
「
霞
（
力
）
」
と
「
霞
（
か
す
み
と
の
違
い
は
す
で
に
近
世
の
詩
人

が
指
摘
し
て
い
る
と
し
て
、
一
一
一
浦
梅
園
の
「
詩
轍
」
（
天
明
四
年
。
と
、

六
如
『
葛
原
詩
話
」
（
天
明
七
年
）
を
引
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
詩
轍
」

を
示
す
（
巻
之
六
・
雑
記
・
三
十
八
丁
オ
、
中
文
出
版
社
刊
複
製
五
三
七

頁
、
表
記
を
一
部
改
め
る
）
。

烟
ノ
字
、
火
ノ
気
ナ
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
。
其
他
ノ
烟
ト
云
ハ
、
露
ノ
字

に
お
え
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
本
稿
は
あ
く
ま
で
、
講
義
中
に
生
じ
た
素

朴
な
疑
問
を
、
い
さ
さ
か
整
理
し
て
示
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
専
門
家
の

目
か
ら
は
無
用
不
当
の
言
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
ご
批
正
と
ご

教
示
の
労
を
お
取
り
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 山
本
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ヲ
用
ユ
ベ
キ
処
二
用
ヒ
テ
、
烟
波
・
烟
花
等
ノ
如
キ
、
皆
気
気
冥
濠

ノ
状
也
。
霞
ノ
字
ハ
、
ホ
デ
リ
、
一
名
ヤ
ヶ
、
朝
ヤ
ヶ
タ
ャ
ヶ
ノ
ャ

ケ
也
。

右
の
内
、
前
半
に
つ
い
て
は
本
稿
①
で
触
れ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は

後
半
に
注
意
す
る
。
江
戸
中
期
の
時
点
で
は
、
漢
語
惠
屋
の
意
味
に
ほ

ぼ
正
確
に
対
応
す
る
和
語
と
し
て
、
「
ほ
で
り
（
火
照
り
）
」
「
や
け
（
夕

焼
け
・
朝
焼
け
）
」
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
、

そ
の
使
用
を
ど
こ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
あ
さ
や
け
」
の
項
は
、
「
文
化
句
帳
」
二

年
五
月
「
朝
や
け
が
よ
ろ
こ
ば
し
い
か
蝸
牛
」
ほ
か
近
世
の
用
例
を
挙
げ

る
が
、
そ
の
中
に
、
北
静
臓
の
考
証
随
筆
「
梅
園
日
記
」
（
弘
化
二
年

屋
こ
の
用
例
が
あ
る
。
当
該
箇
所
を
、
「
日
本
随
筆
大
成
」
第
三
期
、

に
よ
り
、
適
宜
表
記
を
補
っ
て
示
す
。

「
七
玉
集
」
に
、
家
良
、
「
山
の
は
も
か
す
む
と
見
ゆ
る
朝
あ
け
に

や
が
て
ふ
り
ぬ
る
春
雨
の
空
」
。
按
ず
る
に
、
「
朝
あ
け
」
の
「
あ
け
」

は
あ
か
き
を
い
ふ
。
「
あ
」
の
声
の
「
や
」
の
ご
と
く
聞
こ
ゆ
る
は
、

歌
合
、
根
合
な
ど
の
た
ぐ
ひ
也
。
又
「
新
撰
六
帖
」
に
、
衣
笠
内
大

臣
、
「
山
の
は
に
ほ
て
り
せ
る
夜
は
む
ろ
の
浦
に
あ
す
は
日
よ
り
と

出
る
船
人
」
と
よ
み
給
へ
る
は
夕
あ
け
に
や
。
さ
れ
ば
朝
あ
け
は
雨
、

夕
あ
け
は
日
よ
り
と
ふ
る
く
よ
り
い
へ
る
諺
な
る
べ
し
。

以
下
、
「
唐
国
に
て
も
」
と
し
て
「
朝
霞
門
を
出
ず
、
暮
霞
千
里
を
行
く
」

と
い
う
「
呉
の
諺
」
他
の
用
例
、
同
じ
問
題
を
扱
う
「
友
人
西
島
蘭
渓
が

坤
斎
日
抄
」
（
後
述
）
の
記
事
等
を
引
い
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら

れ
た
「
七
玉
集
」
は
「
弘
長
百
首
」
（
弘
長
元
年
］
獣
］
）
の
別
名
、
こ
の

歌
は
「
春
雨
」
の
題
に
見
え
る
。
「
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
「
朝
焼
け
」

の
意
の
「
あ
さ
あ
け
」
を
立
項
し
て
、
用
例
と
し
て
こ
の
歌
と
右
の
「
梅

園
日
記
」
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、
静
盧
が
引
く
も
う
一
首
の
歌
は
、
寛

元
二
年
］
呈
竺
頃
成
立
の
「
新
撰
和
歌
六
帖
」
の
「
浦
」
題
に
見
え
る
の
も

の
で
、
作
者
の
「
衣
笠
内
大
臣
」
は
、
（
静
盧
が
気
が
つ
い
て
い
た
か
ど

う
か
判
ら
な
い
が
）
先
の
歌
の
作
者
と
同
じ
藤
原
家
良
で
、
こ
の
歌
は

「
日
本
国
語
大
辞
典
」
の
「
ほ
て
り
」
の
項
の
「
朝
焼
け
・
夕
焼
け
」
の

意
味
項
目
の
用
例
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
偶
然
に
も
と
言

う
べ
き
か
、
「
梅
園
日
記
」
の
同
じ
箇
所
が
引
く
同
一
作
者
の
歌
が
、
漢

語
扇
屋
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
一
一
つ
の
和
語
の
十
三
世
紀
に
遡
る
用

例
と
し
て
問
題
に
な
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
う
ち
、
「
弘
長
百
首
」
の
歌
の
「
あ
さ
あ
け
」
を
「
朝
焼
け
」
の

意
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
あ
」
が
「
や
」

と
な
る
と
い
う
説
明
も
疑
わ
し
い
が
、
む
し
ろ
、
歌
意
か
ら
見
て
、
「
朝
、

夜
が
明
け
る
頃
に
」
の
意
の
「
あ
さ
あ
け
」
ｓ
日
本
国
語
大
辞
典
」
で
は

別
壷
窄
」
し
て
立
項
）
と
解
し
て
支
障
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
顕
昭
「
拾
遺

抄
注
」
が
、
「
万
葉
集
」
に
も
見
え
る
「
秋
立
ち
て
い
く
か
も
あ
ら
ね
ど

こ
の
寝
ぬ
る
あ
さ
け
の
風
は
快
寒
し
も
」
に
つ
い
て
「
あ
き
け
は
朝
な
り
。

あ
さ
あ
け
と
も
い
ふ
。
朝
明
な
り
。
（
以
下
略
と
と
注
す
る
よ
う
に
、
万

葉
で
「
朝
（
且
）
開
・
朝
（
且
）
明
」
と
表
記
さ
れ
る
「
あ
さ
け
」
は
、
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「
あ
ざ
あ
け
」
と
訓
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
（
西
本
願
寺
本
訓
に
も
散
見
）
、

定
家
『
僻
案
抄
」
は
こ
の
形
を
後
世
の
も
の
と
見
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
鎌
倉
期
の
歌
人
は
同
語
と
見
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
家
良
歌
の
「
朝

あ
け
」
も
、
万
葉
語
「
あ
さ
け
」
と
同
義
の
つ
も
り
で
用
い
ら
れ
た
と
見

て
よ
か
ろ
う
。
ｉ

こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
首
の
「
ほ
て
り
」
の
方
は
「
朝
焼
け
・
夕
焼

け
」
の
意
と
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
静
盧
は
版
本
の
本
文

に
拠
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
「
新
編
国
歌
大
観
」
（
底
本
は
日
本
大
学
総

合
図
書
館
蔵
室
町
末
期
写
本
）
で
は
、

や
ま
の
は
に
ほ
て
り
せ
ぬ
よ
は
む
ろ
の
浦
に
あ
す
は
日
よ
り
と
い
づ

る
ふ
な
人

と
第
二
句
が
一
字
違
い
で
意
味
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
穂
久
邇
文

庫
蔵
室
町
初
期
写
本
ｓ
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
」
西
所
収
）
、
『
夫
木

和
歌
集
」
（
「
新
編
国
歌
大
観
」
本
文
の
ほ
か
、
寛
文
版
本
も
）
も
同
様
の

本
文
で
あ
る
。
「
朝
焼
け
は
雨
」
の
諺
に
よ
っ
て
解
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は

未
明
に
現
れ
る
東
の
空
の
赤
光
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
右
記
の
影
印

本
の
解
説
（
久
保
田
淳
）
が
、
「
だ
い
た
い
に
お
い
て
誹
譜
的
傾
向
が
強

く
、
正
雅
・
典
雅
な
い
し
は
優
艶
さ
か
ら
は
遠
い
作
品
が
少
な
く
な
い
。

中
世
国
語
資
料
と
し
て
貴
重
な
用
例
も
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
」
と
述
べ
る

よ
う
な
「
新
撰
和
歌
六
帖
」
の
性
格
の
一
端
を
示
す
、
通
常
の
歌
語
以
外

の
語
を
使
用
し
た
例
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
見
て
、
朝
焼
け
や
夕
焼
け
を
意

味
す
る
「
ほ
て
り
」
の
語
が
鎌
倉
期
に
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
口
語
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
も
う
少
し
古
く
か
ら
使
用
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
前
述
の
『
梅
園
日
記
」
が
引
く
『
坤
斎
日
抄
」
（
文
政
十
一
年

扇
邑
上
巻
の
箇
所
に
は
「
原
希
翔
曰
、
邦
俗
以
霞
為
霧
誤
芙
、
霞
者
所

謂
日
焼
也
」
（
続
日
本
儒
林
叢
書
に
よ
る
）
云
々
と
あ
り
、
西
島
蘭
渓
は

さ
ら
に
榊
原
篁
洲
（
字
は
希
栩
、
〕
田
中
貝
ど
の
「
榊
巷
談
←
空
を
見
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
『
榊
巷
談
苑
」
に
は
、
「
霞
の
字
を
い
に
し
へ
よ

り
か
す
み
と
よ
め
ど
も
あ
や
ま
り
な
り
。
霞
は
俗
に
い
ふ
日
や
け
の
こ
と

な
り
。
朝
や
け
を
朝
霞
と
い
ひ
、
夕
や
け
を
暮
霞
と
い
ふ
。
…
」
（
日
本

随
筆
大
成
３
期
４
）
と
あ
っ
て
、
一
七
世
紀
に
は
朝
夕
の
反
照
現
象
を
日

常
語
で
「
ひ
や
け
」
と
も
言
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
「
日
本
国
語
大
辞

典
」
で
は
「
ひ
や
け
」
の
こ
の
意
味
を
立
項
し
な
い
が
、
「
日
本
十
二
舌
大

辞
典
」
（
小
学
館
己
＄
・
］
に
は
、
「
好
天
の
前
触
れ
の
夕
焼
け
」
を
指
す

例
が
掲
げ
ら
れ
（
鹿
児
島
県
肝
属
郡
）
、
ま
た
朝
焼
け
を
指
す
「
あ
さ
ひ

や
け
」
も
掲
出
さ
れ
て
い
る
（
栃
木
県
、
群
馬
県
山
田
郡
、
千
葉
県
印
旛

郡
）
。し
か
し
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
文
学
作
品
な
ど
の
一
般
的
な
文
献
資
料
に

お
い
て
は
、
「
ほ
て
り
」
系
統
に
せ
よ
「
や
け
」
系
統
に
せ
よ
、
朝
夕
の

反
照
現
象
を
指
す
と
明
か
な
語
で
、
平
安
期
以
前
の
用
例
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
後
世
に
夕
暮
れ
の
残
照
を
指
す
「
ゆ
う

ば
え
」
は
、
「
日
葡
辞
》
富
に
「
夕
方
の
こ
ろ
に
、
花
な
ど
が
一
段
と
見

事
に
美
し
く
み
え
る
こ
と
」
と
解
説
さ
れ
、
平
安
時
代
の
文
学
作
品
の
用
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例
も
こ
の
よ
う
な
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
畠
朝
夕
の
反
照

現
象
を
指
す
た
め
の
固
有
の
壼
盟
案
は
、
平
安
時
代
以
前
の
文
章
語
に
は
存

在
し
な
か
っ
た
か
、
少
な
く
と
も
あ
ま
り
一
般
的
に
使
用
さ
れ
な
か
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。
あ
の
「
枕
草
子
」
の
「
春
は
曙
」
「
秋
は
ク
ニ
暮
」
の
文

章
も
、
そ
の
よ
う
な
語
彙
を
用
い
る
こ
と
な
し
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。よ
り
精
繊
な
調
査
な
し
に
は
意
味
の
あ
る
結
論
は
出
せ
な
い
が
、
も
し

天
象
に
関
す
る
上
代
語
の
語
竺
蟇
挫
糸
の
中
で
、
漢
語
「
》
屋
の
中
心
的
意

味
に
対
応
す
る
箇
所
が
、
い
わ
ば
空
席
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
悪
屋

は
特
定
の
和
語
に
制
約
き
れ
な
い
い
わ
ば
自
由
状
態
の
字
と
な
り
、
や
や

異
な
る
意
味
の
和
語
の
訳
に
転
用
す
る
こ
と
も
、
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た

ろ
う
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
漢
字
の
意
味
に
対
応

す
る
多
く
の
和
語
を
列
季
す
る
「
類
聚
泉
墨
議
些
な
ど
の
古
辞
書
類
に
あ

っ
て
、
な
お
「
霞
」
の
訓
に
は
「
カ
ス
ミ
」
の
み
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
和
語
「
か
す
み
」
が
、
い
わ
ば
空
席
代
理
出
席
の
形
で
反
照
專
家

を
も
意
味
す
る
こ
と
が
有
り
得
た
こ
と
を
示
す
の
か
も
知
れ
な
い
。
後
者

の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
杢
侭
③
で
言
及
す
る
。

②
和
語
「
か
す
み
」
に
対
応
す
る
べ
き
漢
語
（
漢
字
）
は
何
か
？

前
掲
「
詩
轍
」
の
記
事
は
、
通
常
「
か
す
み
」
の
語
が
一
恵
味
す
る
視
界

不
良
を
も
た
ら
す
現
象
に
該
当
す
る
漢
語
と
し
て
は
、
「
竈
選
再
煙
（
烟
）
」

な
ど
が
（
「
霧
」
以
外
に
）
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
ら
の
字
は
、

平
守
囲
偲
以
前
に
ど
の
よ
う
な
和
訓
在
う
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
類
聚
名
義
抄
」
は
、
「
霧
」
に
つ
い
て
は
「
キ
リ
・
ク
モ
ル
・
タ
ナ

ヒ
ク
・
ア
ダ
、
ム
・
ア
カ
ル
」
、
「
烟
」
「
煙
」
に
つ
い
て
は
「
ケ
ブ
リ
」

「
モ
ユ
」
を
一
不
す
。
「
白
河
本
堂
具
鏡
集
」
は
「
露
」
に
「
ア
ダ
、
ム
・
カ
ス

カ
ナ
リ
・
ツ
ク
ス
・
ア
ダ
ク
モ
・
タ
ナ
ヒ
ク
」
、
「
煙
Ｅ
に
「
ケ
フ
リ
・
モ

ユ
・
カ
マ
ト
」
。
な
お
憂
堅
に
は
「
カ
ス
ミ
」
と
と
も
に
「
タ
ナ
ヒ
ク
」

を
示
す
。
「
寛
元
本
主
・
鏡
集
』
で
は
「
霧
」
に
「
ク
モ
ル
・
カ
タ
ム
・
ア

カ
ル
」
が
加
わ
る
ほ
か
は
「
白
河
本
」
に
同
じ
。
な
お
、
「
タ
ナ
ヒ
ク
」

の
訓
は
、
三
本
と
も
「
率
堅
「
鍵
」
に
自
早
え
る
。

こ
の
程
度
の
調
査
で
は
ほ
と
ん
ど
意
味
の
あ
る
こ
と
は
一
一
一
軍
え
な
い
の
で

あ
る
が
、
気
づ
か
れ
る
点
の
一
つ
は
、
「
露
」
の
字
に
つ
い
て
２
握
行
の

訓
「
モ
ヤ
」
の
不
在
で
あ
る
。
「
も
や
」
は
、
百
葡
撤
婁
亘
に
「
湿
気
を

含
み
、
雨
を
催
す
一
種
の
霧
」
と
説
明
さ
れ
「
三
＆
僧
四
蔓
冒
（
も
や
が

降
り
た
と
の
用
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
こ
れ

が
初
出
用
例
で
、
平
客
寒
駆
夏
期
以
前
の
一
般
的
な
工
字
作
品
に
は
見
ら
れ

な
い
語
の
よ
う
で
あ
る
。
現
代
の
「
も
や
」
は
、
」
急
家
用
語
で
は
「
霧
」

ま
た
は
「
煙
露
堕
と
同
じ
浮
遊
》
微
粒
子
に
よ
る
宙
醒
家
で
、
よ
り
帽
蜑
正
小
良

の
庶
答
い
の
軽
い
も
の
（
１
言
以
上
）
を
指
す
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、

日
常
語
と
し
て
の
「
き
り
」
と
の
使
い
分
け
は
、
地
方
や
個
人
に
よ
っ
て

も
差
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
も
や
」
の
語
誌
や
竈
こ
の
字
の
訓
と
し

て
｛
巫
看
し
た
経
緯
は
興
味
を
引
く
が
、
今
は
立
ち
入
る
準
備
が
な
い
（
ち

な
み
に
、
山
や
海
の
霧
を
さ
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ガ
ス
」
系
の
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語
は
外
来
語
と
解
き
れ
て
い
る
が
、
英
語
窪
に
は
通
常
の
用
法
で
は
こ

の
よ
う
な
意
味
の
も
の
は
な
く
、
成
立
の
経
緯
に
興
味
が
持
た
れ
る
）
。

扇
璽
「
煙
（
烟
）
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
意
味
的
に
は
「
霞
」
よ

り
も
「
か
す
み
」
の
和
訓
を
宛
て
ら
れ
得
る
字
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
煙
」
の

場
合
は
、
「
け
ぶ
り
」
と
の
結
び
つ
き
が
優
勢
で
あ
っ
た
た
め
、
他
の
訓

が
あ
て
ら
れ
に
く
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
（
た
だ
し
、

あ
ま
り
説
得
的
な
説
明
で
は
な
ど
。
「
霧
」
の
場
合
は
、
「
も
や
」
と
い

う
語
と
の
結
び
つ
き
は
上
代
に
は
一
仔
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の

た
め
に
「
か
す
み
」
の
訓
が
排
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
。

こ
の
こ
と
は
逆
に
一
一
一
一
口
う
と
、
「
霞
」
と
「
か
す
み
」
の
間
に
、
「
竈
」
や

「
煙
」
と
「
か
す
み
」
の
間
に
あ
る
よ
り
も
優
勢
な
結
合
臺
囚
が
存
在
し

た
可
能
性
を
示
唆
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

③
「
か
す
み
」
の
範
囲
と
「
霞
」
と
の
接
点

『
万
葉
集
」
を
中
心
と
し
た
上
代
文
学
の
「
か
す
み
」
（
お
よ
び
そ
の

「
き
り
」
と
の
関
係
）
に
つ
い
て
は
、
井
上
富
蔵
「
万
葉
集
に
お
け
る
用

語
の
一
考
察
ｌ
霞
と
霧
に
つ
い
て
１
」
（
岡
山
大
学
法
文
学
部
「
学
術
紀

要
」
］
凶
已
Ｓ
Ｕ
、
戸
谷
高
明
「
古
代
文
学
の
研
究
」
（
桜
楓
社
ご
田
・
］
、

同
「
万
葉
の
》
塁
（
「
万
葉
集
を
学
ぶ
」
第
五
集
、
有
斐
閣
】
巴
ｇ
、
政
所

賢
二
「
「
霞
た
つ
」
「
霞
た
な
び
く
」
の
表
現
に
つ
い
て
Ｉ
万
葉
集
を
中
心

に
ｌ
Ｌ
（
「
解
釈
」
ご
雷
。
Ｕ
な
ど
の
研
究
が
あ
り
、
秋
の
「
か
す
み
」
の

用
例
も
あ
る
と
は
い
え
、
既
に
『
万
葉
集
」
で
主
に
春
の
事
診
象
と
す
る
見

方
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
た
な
び
く
」
の
語
と
親
近
性
が
あ
る

こ
と
な
ど
が
注
意
き
れ
て
い
る
。
本
稿
の
観
点
か
ら
注
意
さ
れ
る
の
は
、

「
か
す
み
」
は
「
山
や
野
に
関
係
し
て
多
く
詠
ま
れ
て
」
お
り
、
「
遠
望
の

も
と
に
、
把
握
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
」
の
に
対
し
て
、
「
霧
は
必
し

も
距
離
的
な
認
識
を
伴
わ
な
い
」
と
い
う
井
上
富
蔵
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。

「
か
す
み
」
は
、
優
越
的
に
は
空
に
現
れ
る
不
定
形
の
広
が
り
と
し
て
観

望
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
形
態
の
点
で
は
（
色
彩
は
と
も
か
く
）

扇
屋
と
共
通
す
る
と
考
え
得
る
。

件
辱
滕
武
義
「
翻
訳
語
と
し
て
の
万
葉
語
ｌ
玉
巨
の
栴
鍾
口
語
を
中
心
に

ｌ
」
（
「
佐
藤
喜
佇
仏
恒
教
授
退
官
記
念
国
語
学
論
集
』
桜
楓
杜
】
召
ａ
は
、

『
万
葉
集
』
に
頻
出
す
る
「
は
る
が
す
み
」
の
語
が
「
春
霞
」
の
翻
訳
語

で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

『
侃
文
韻
府
」
は
「
春
》
屋
の
他
に
「
秋
霞
」
瓦
「
霞
」
も
立
項
し
て
い
る

し
、
『
文
選
』
二
十
七
の
「
望
荊
山
」
（
江
掩
）
の
「
雲
霞
は
川
脹
に
粛

含
む
）
し
」
の
よ
う
に
秋
冷
と
結
び
つ
い
て
も
使
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
春
」
と
の
関
係
の
深
さ
が
「
か
す
み
」
と
「
霞
」
の
共
通
項
で
あ

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
「
万
葉
集
』
に
「
あ
さ
か
す
み
」
が

八
例
、
そ
の
ほ
か
に
堂
朝
夕
に
関
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

「
あ
さ
き
り
」
も
か
な
り
あ
る
が
、
上
述
の
距
離
感
の
問
題
と
複
合
さ
せ

る
と
、
「
霞
」
と
「
か
す
み
」
の
梓
苫
（
が
已
早
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
朝
焼
け
・
夕
焼
け
を
専
ら
に
指
す
語
を
持
っ
て
い
る
我
々
は
、
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「
か
す
み
」
と
「
あ
さ
や
け
・
ゆ
う
や
け
」
を
画
然
と
別
の
現
象
と
認
識

し
て
い
る
が
、
上
代
人
も
我
々
と
同
じ
よ
う
に
見
て
い
た
と
決
め
て
か
か

る
こ
と
は
危
旙
（
で
あ
る
。
認
識
の
分
節
化
は
か
な
り
の
程
度
言
語
に
依
存

し
、
か
つ
①
で
見
た
よ
う
に
、
朝
焼
け
・
夕
焼
け
専
用
の
上
代
語
の
存

在
は
知
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
和
語
「
か
す
み
」
が
指
す
現
象
の
主
要

な
も
の
が
、
現
在
の
我
々
の
理
解
と
同
じ
「
浮
遊
微
粒
子
に
よ
る
視
界
不

良
」
で
あ
る
こ
と
は
、
動
詞
「
か
す
む
」
の
意
味
か
ら
見
て
も
ま
ず
動
か

な
い
。
し
か
し
、
実
際
の
用
法
に
お
い
て
、
朝
焼
け
・
夕
焼
け
に
似
た
現

象
を
指
す
場
谷
が
な
い
と
は
一
一
一
一
口
い
切
れ
な
い
。
『
万
葉
集
」
巻
十
「
春
雑

歌
」
に
は
、

ひ
さ
か
た
の
あ
め
の
か
ぐ
山
一
」
の
夕
べ
震
た
な
び
く
春
立
つ
ら
し
も
｛
一
八
一
二
）

た
ま
か
ぎ
る
夕
き
り
く
れ
ば
ざ
つ
人
の
ゆ
つ
き
が
岳
に
霞
た
な
び
く
Ｃ
八
一
六
）

冬
渦
雪
て
春
き
た
る
ら
し
朝
日
さ
す
春
日
の
山
に
霞
た
な
び
く
二
八
四
四
）

な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
朝
夕
の
実
景
を
叙
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、

「
か
す
み
」
が
朝
日
や
夕
日
を
反
映
し
て
赤
み
が
か
っ
た
色
彩
を
呈
し
て

い
る
と
の
理
解
は
、
必
ず
し
も
排
除
さ
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、

鴬
の
春
に
な
る
ら
し
春
日
山
霞
た
な
び
く
夜
目
に
見
れ
ど
も
二
八
四
五
）

は
夜
間
の
霞
で
、
平
客
囲
函
以
降
は
ほ
と
ん
ど
（
詠
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
残
照
と
関
わ
る
可
能
性
が
（
①
に
示
し
た
「
ほ
て
り
」
の
歌
か

ら
類
推
す
れ
ば
）
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
朝
夕
以
外
で
も
、

「
か
す
み
」
は
多
く
の
場
合
、
色
相
は
と
も
か
く
あ
る
明
る
さ
を
帯
び
て

広
が
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
点
に
も

「
霞
」
と
の
重
な
り
な
い
し
は
接
点
が
見
い
出
せ
上
Ｚ

な
お
、
「
か
す
み
」
と
「
き
り
」
と
が
、
言
葉
と
し
て
指
す
も
の
の
次

元
は
か
な
り
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
上
記
井
上
論
文
も
指
摘
す
る
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、
自
然
科
学
的
把
握
と
関
連
づ
け
る
場
合
に
も
、
単
純

に
同
一
対
象
に
対
応
す
る
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
『
角
川
古
語
大
辞
血
」

は
「
細
か
い
水
滴
が
空
中
に
浮
遊
す
る
た
め
に
、
空
が
ぼ
ん
や
り
す
る
現

象
」
と
説
明
し
、
こ
れ
な
ら
ば
現
在
の
気
象
用
語
で
忌
迩
と
さ
れ
る
も

の
（
及
び
薄
い
霧
が
「
も
や
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
）
と
同
一
の
現
象
と
な

る
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
朝
焼
け
・
夕
焼
け
ま
で
を
範
囲
に
含
む
か

ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
平
凡
社
版
「
気
象
の
事
典
』
（
】
ｃ
訳
・
己

山
な
ど
遠
く
の
景
色
が
か
す
ん
で
見
え
る
現
象
で
、
気
象
学
の
用
語

で
は
な
い
。
薄
い
層
雲
、
霧
、
も
や
、
煙
霧
な
ど
を
通
し
て
見
る
場

合
お
こ
る
。

と
す
る
定
義
が
、
「
か
す
み
」
の
語
の
説
明
と
し
て
は
よ
り
妥
当
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
場
合
、
「
き
り
」
の
よ
う
に
眼
前
の
視
野
を
遮

る
こ
と
は
な
く
、
遠
く
で
柔
ら
か
く
光
を
反
射
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
形
成
し
て
い
る
浮
遊
微
粒
子
の
実
体
の
区
別
は
、
中
世
以
前

の
人
々
に
と
っ
て
は
関
心
外
の
事
柄
で
あ
る
。
証
明
は
困
難
な
こ
と
な
が

ら
、
凝
結
水
滴
以
外
の
気
象
学
上
「
煙
霧
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
の
う
ち
、

工
業
化
・
都
市
化
以
降
の
い
わ
ゆ
る
ス
モ
ッ
グ
以
外
の
も
の
、
特
に
春
先

の
強
風
に
よ
る
塵
挨
の
浮
遊
や
、
同
じ
く
春
に
よ
く
観
察
さ
れ
る
黄
砂
現

象
が
、
「
か
す
み
」
と
し
て
認
識
き
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
彗
亨
え
ら
れ
、
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④
惠
屋
の
範
囲
と
「
か
す
み
」
と
の
接
点

「
漢
語
扇
屋
は
、
和
語
の
「
か
す
み
」
と
は
明
ら
か
に
違
い
、
朝
焼

け
夕
焼
け
の
雲
を
い
う
」
（
柳
沢
良
一
「
和
漢
朗
詠
集
を
読
む
Ｉ
「
霞
」

と
「
か
す
み
」
」
、
「
国
文
学
」
ご
宅
乙
も
の
で
あ
り
、
「
紅
」
「
赤
」
「
丹
」

な
ど
と
優
越
的
に
結
び
つ
く
こ
と
は
、
用
例
的
に
も
語
源
的
に
も
動
か
な

い
。
た
だ
し
、
川
村
晃
生
「
詩
語
と
歌
語
の
あ
い
だ
ｌ
〈
霞
の
色
〉
を
め

ぐ
っ
て
－
Ｊ
（
「
國
學
院
雑
誌
」
』
Ｂ
全
］
）
、
田
中
幹
子
「
浅
緑
の
霞
つ
い

て
ｌ
和
漢
朗
詠
集
「
碧
羅
」
と
千
載
佳
句
「
碧
煙
」
ｌ
」
（
札
幌
大
学

「
史
料
と
研
究
」
異
〕
Ｂ
ｍ
・
巴
も
注
意
す
る
よ
う
に
、
「
霞
」
と
色
彩
と

の
結
び
つ
き
に
は
幅
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
》
塵
自
体
に
、
す
べ
て

和
語
「
朝
焼
け
・
夕
焼
け
」
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
意
味
の
幅
が
あ
る
こ

と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

白
雲
随
玉
趾
青
霞
雑
桂
旗
（
文
選
二
十
二
・
鐘
山
詩
応
西
陽
王

教
・
沈
約
）

鯵
青
霞
之
奇
異
、
入
脩
夜
之
不
易
（
同
十
六
・
恨
賦
・
江
滝
）

は
、
（
後
者
は
比
楡
的
用
法
で
あ
る
が
）
空
の
青
ざ
の
広
が
り
を
指
す
よ

う
で
あ
る
。

撫
凌
波
鳧
躍
、
吸
翠
霞
天
矯
（
文
選
十
二
・
江
賦
・
郭
嘆
）

そ
れ
に
よ
っ
て
春
の
垂
二
節
と
の
結
び
つ
き
が
理
解
さ
れ
得
る
か
も
知
れ
な

い
。
語
に
よ
る
分
節
と
、
自
然
計
字
的
な
坦
家
の
区
分
と
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
の
で
あ
る
。

煙
水
面
上
の
《
務
様
の
広
が
り
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
侃
文
韻

府
」
は
「
貝
屋
の
用
例
も
あ
げ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
「
霞
」
は
、
広
義

に
用
い
ら
れ
れ
ば
、
あ
る
色
や
光
の
領
域
と
し
て
空
中
に
広
が
っ
て
い
る

も
の
を
指
す
こ
と
の
で
き
る
語
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
光

（
明
る
さ
）
と
の
結
び
つ
き
は
、
「
運
気
累
霧
、
掩
日
轄
雷
昼
（
文
選
・
雪

賦
・
謝
恵
連
）
な
ど
か
ら
窺
わ
れ
る
（
こ
の
例
で
は
、
「
気
」
「
露
」
が

「
霞
」
の
光
を
覆
い
隠
す
の
で
あ
る
）
。
「
広
が
り
」
と
い
う
要
素
と
の
結

び
つ
き
は
、

集
若
霞
布
、
散
如
雲
諮
（
一
則
褐
、
江
賦
）

蘂
馨
驫
摩
布
（
文
選
十
四
・
緒
白
馬
賦
上
塵
匙
之
）

な
ど
、
「
霞
布
」
の
形
の
存
在
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
「
雲
」

の
立
体
性
に
対
し
て
、
よ
り
面
的
な
現
象
と
見
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
、
前
項
で
見
た
和
語
「
か
す
み
」

の
範
囲
と
の
、
接
触
ま
た
は
重
な
り
の
可
能
性
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

半
澤
幹
一
・
津
田
潔
ヨ
新
撰
万
葉
集
」
注
釈
稿
（
上
巻
・
春
部
・
一

～
七
）
」
（
「
共
立
女
子
大
草
十
雲
学
部
紀
茜
ど
ち
、
］
Ｅ
迄
は
、
第
３
首

壺
患
い
の
「
雲
霞
」
の
項
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
前
塩
洵
川
村
論
文

に
も
引
用
）
。

（
「
霞
」
は
）
「
か
す
み
」
と
大
き
く
意
味
・
対
象
に
ズ
レ
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
ズ
レ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
れ
を
見
る
人
間

の
仏
屋
愛
勝
筧
や
丞
爆
盟
悠
の
方
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
類
書

で
「
烟
」
や
墨
堕
等
と
一
緒
に
分
類
さ
れ
る
わ
け
が
な
い
…
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「
か
す
み
」
と
「
霞
」
を
分
け
る
通
説
の
反
復
に
終
始
し
な
い
点
で
は
、

傾
聴
さ
れ
る
発
一
一
一
一
口
で
あ
る
。
た
だ
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
一
一
一
一
口
葉
の
意
味
は

「
そ
れ
を
見
る
人
間
」
と
切
り
離
せ
な
い
。
そ
し
て
、
「
そ
れ
を
見
る
人
間
」

の
見
方
は
、
彼
が
所
属
す
る
一
一
一
一
口
語
共
同
体
の
壼
盟
某
体
系
に
依
存
し
て
い
る
。

中
国
の
類
書
の
体
系
も
、
現
代
の
気
象
学
用
語
の
体
系
も
、
上
代
人
の
語

彙
体
系
も
近
世
人
の
語
彙
体
系
も
、
天
空
の
諸
現
象
を
「
見
る
人
間
」
の
、

そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
異
な
っ
た
見
方
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
現
象

と
語
と
の
関
わ
り
方
も
様
々
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
生
じ
る
「
ズ
レ
」
や
一
方
で
の
重
な
り
を
、
で
き
る
だ
け
こ
ま
や
か
に

把
握
す
る
こ
と
は
、
言
葉
の
専
門
家
で
あ
る
我
々
の
仕
事
で
あ
ろ
う
。
も

と
よ
り
こ
の
覚
え
書
き
は
右
の
課
題
に
確
実
に
答
え
て
は
い
な
い
が
、
答

に
近
づ
く
た
め
の
論
点
の
い
く
つ
か
を
示
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
恩

更
し
た
。

符
埠
記
）

近
藤
明
、

』「ノ。

（
補
注
）
「
文
選
』
は
「
全
釈
漢
文
大
系
』
に
よ
り
、
訓
読
に
つ
い
て
は

「
新
釈
漢
文
大
系
』
も
参
照
し
た
。
引
用
に
際
し
て
、
｜
部
の
字
体
を
変

加
藤
和
夫
の
各
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

文
献
の
探
索
な
ど
に
関
し
て
ご
教
示
を
得
た
、
北
山
円
正
、

（
本
学
教
官
）
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