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ー 1ー

は
じ
め
に
―
本
稿
の
目
的　

　
『
中
ち
ゅ
う
せ
ん
じ
つ
ゆ
う
き

撰
実
又
記
』（
以
下
『
実
又
記
』
と
略
称
）
上
下
二
巻
は
外
郎
右
近
政
光

著
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
橋
本
源
左
衛
門
（
不
明
）
宛
の
奥
書
を
持
つ
地

下
の
蹴
鞠
口
伝
書
で
あ
る
。
こ
の
書
の
概
要
等
に
つ
い
て
は
本
稿
末
尾
に
掲
げ

た
「『
中
撰
実
又
記
』
関
連
の
旧
稿
」
①
～
⑤
に
既
述
し
た
。
江
戸
時
代
の
地
下

鞠
の
実
態
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、こ
の
た
び『
実
又
記
』

大
津
平
野
神
社
蔵
難
波
家
旧
蔵
本
の
全
文
翻
刻
と
現
代
語
訳
を
報
告
す
る
機
会

を
得
た
（
旧
稿
⑤
）。
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
読

み
込
み
と
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

本
稿
は
旧
稿
①
に
引
き
続
く
も
の
で
蹴
鞠
技
術
の
考
究
で
あ
る
。
古
く
か
ら

の
蹴
鞠
は
「
公
家
鞠
」
と
呼
ば
れ
、
蹴
鞠
の
家
と
し
て
、
難
波
・
飛
鳥
井
・
御

子
左
と
い
っ
た
公
家
の
三
家
や
地
下
の
賀
茂
家
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸

時
代
初
期
に
政
光
の
完
成
さ
せ
た
蹴
鞠
は
画
期
的
な
も
の
で
、
家
元
制
度
の
も

と
流
派
と
し
て
の
公
認
は
あ
り
え
な
か
っ
た
も
の
の
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
影

響
を
与
え
た
。
今
こ
れ
を
「
外
郎
派
地
下
鞠
」
と
称
し
て
お
く
。

　
　

外
郎
派
地
下
鞠
の
蹴
鞠
技
術
「
一
足
三
段
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

―
外
郎
右
近
政
光
著
『
中
撰
実
又
記
』か
ら
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

村  

戸　

弥  

生

　

江
戸
時
代
中
期
の
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
奥
書
、
伝
・
喜
多
川
元
数
著
『
地

下
流
蹴
鞠
秘
伝
書
』「
蹴
鞠
右
近
地
下
風
之
事
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

地
下
風
と
い
ふ
事
は
、
右
近
よ
り
初
り
、
御
家
風
と
い
ふ
は
、
請
も
な
し
、

留
も
な
し
、
唯
鞠
丈
壱
丈
五
尺
（
約
四
・
五
メ
ー
ト
ル
―
村
戸
注
）
斗
に
、

す
ら
り

く
と
蹴
る
也
。
尤
、
沓
下
離
る
ゝ
事
な
し
。
地
下
風
に
は
請
け
、

留
と
い
ふ
事
を
は
じ
め
、
外
よ
り
来
る
鞠
を
和
ら
ぎ
に
請
け
、
さ
て
我
が

鞠
に
蹴
直
す
な
り
。

　

こ
こ
に
は
「
地
下
風
」（
外
郎
派
地
下
鞠
）
と
「
御
家
風
」（
堂
上
鞠
）
と
の

蹴
鞠
の
違
い
に
つ
い
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
外
郎
派
地
下
鞠
を
特
徴
付

け
る
の
は
「
請
け
、
留
と
い
ふ
事
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
「
一

足
三
段
」
と
呼
ば
れ
る
技
術
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
政
光
が
完
成
さ
せ

た
外
郎
家
独
自
技
術
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
『
実
又
記
』
の
記
事
を
起
点
と
し
、

そ
れ
以
前
の
蹴
鞠
書
に
あ
る
記
事
を
追
う
こ
と
で
「
一
足
三
段
」
と
は
ど
う
い

う
技
術
で
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
は

蹴
鞠
技
術
史
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
究
明
し
て
い
き
た
い
。

（
注
1
）



の
技
を
す
る
前
に
鞠
を
整
え
て
上
げ
や
す
く
す
る
た
め
に
出
す
足
技
で
あ
る
。

「
高
足
」
は
後
述
の
仮
名
草
子
『
竹
斎
』
で
の
振
仮
名
か
ら
判
断
し
て
「
こ
う
そ

く
」
と
読
む
。
鞠
を
た
い
へ
ん
高
く
蹴
り
上
げ
る
足
技
で
あ
る
。「
留
め
」
と
は
、

「
高
足
」
で
降
り
て
き
た
鞠
を
、
蹴
る
で
も
な
く
蹴
ら
な
い
の
で
も
な
い
足
遣
い

で
「
留
め
る
」
足
技
で
あ
る
。
こ
の
「
請
け
・
高
足
・
留
め
」
の
「
一
足
三
段
」

は
、「
高
足
」
を
成
就
さ
せ
る
た
め
の
一
連
の
足
技
で
あ
る
。

　

一
連
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
実
又
記
』各
所
に
言
及
が
あ
る
。（
下

９
）「
請
足
の
習
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

我
家
に
古
来
よ
り
、
定
め
置
け
る
一
足
三
段
、
皆
請
よ
り
発
れ
り
。『
古
今

中
撰
』
に
云
、「
留
は
寄
り
に
有
、
寄
り
は
高
足
に
有
、
高
足
は
請
に
有
」

と
教
し
は
、
誠
に
有
難
き
金
言
也
。
…

　
「
一
足
三
段
」は
外
郎
家
古
来
の
技
術
で「
請
け
」か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
引
用
さ
れ
る『
古
今
中
撰
記
』の
記
述
に
よ
る
と
、そ
の
成
就
に
は「
寄
り
」

（
鞠
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
）
も
関
連
し
、「
請
け
・
高
足
・｛
寄
り
｝・
留
め
」
と
い

う
ふ
う
に
一
連
化
さ
れ
る
。

　

ま
た
、（
下
12
）「
打
緒
の
秘
伝
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
高
足
は
請
に
有
、
打
緒
は
高
足
の
善
悪
に
有
、
打
緒
の
善
悪
に
て
留
、
又

異
な
り
」
と
、「
古
今
の
詞
」
を
能
覚
ゆ
べ
し
。
云
心
は
、
請
時
、
上
様
を

失
念
す
べ
か
ら
ず
。
能
上
り
し
時
、
打
緒
に
入
事
を
思
ふ
、
打
緒
入
時
、

留
足
に
能
々
知
ら
す
べ
き
也
。
請
、
高
足
、
留
足
、
一
足

く
を
失
念
せ

ず
し
て
、
三
段
に
分
、
是
を
以
て
、
家
伝
一
足
三
段
と
云
事
明
ら
か
也
。

此
三
段
に
寄
と
打
緒
を
云
は
ざ
る
は
、
寄
、
打
緒
は
身
分
、
足
の
役
に
有

ら
ざ
る
故
也
。
…

　

こ
こ
で
引
用
さ
れ
る
「
古
今
の
詞
」
に
よ
る
と
、「
一
足
三
段
」
に
「
打
緒
」

ー 3ー ー 2ー

1　

政
光
が
完
成
さ
せ
た
蹴
鞠
技
術
―
「
一
足
三
段
」

　
『
実
又
記
』
下
巻
12
条
（
以
下
（
下
12
）
の
よ
う
に
示
す
）「
打
緒
の
秘
伝
」

冒
頭
部
分
に
あ
る
次
の
記
事
は
、
政
光
が
完
成
さ
せ
た
蹴
鞠
技
術
を
端
的
に
伝

え
て
い
る
。（
鍵
括
弧
、
傍
線
等
は
村
戸
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

打
緒
と
云
事
、
古
は
稀
の
秘
曲
に
て
、「
人
及
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
、『
古

今
中
撰
』
第
一
の
詞
也
。
予
が
先
代
、
今
の
兄
弟
迄
も
、
足
低
に
沓
下
を

全
て
用
い
ん
と
、
身
遠
く
蹴
し
也
。
然
る
故
、
世
間
一
同
に
其
の
蹴
方
な

る
を
、
我
が
代
に
至
て
、
身
近
く
、
請
、
高
足
、
留
の
三
段
に
も
と
付
し
故
、

今
の
世
、
又
み
ま
ね
て
、
三
段
に
蹴
な
せ
し
は
、
予
も
浅
か
ら
ず
満
足
の

心
也
。
我
家
に
云
る
は
、
拍
子
の
一
足
三
段
は
序
破
急
也
。
蹴
様
の
一
足

三
段
を
、
請
、
高
足
、
留
と
せ
し
也
。
此
外
に
打
緒
は
別
曲
と
す
。
地
下

一
流
の
鞠
曲
の
司
也
。
…

　

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
「
先
代
」
や
「
兄
弟
」、す
な
わ
ち
政
光
の
父
・
教
林
も
、

家
督
を
継
い
で
い
た
亡
き
長
兄
も
、〈
足
取
り
を
低
く
し
て
沓
裏
全
面
を
地
に
擦

る
よ
う
に
と
、身
体
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
で
鞠
を
蹴
〉っ
て
い
た
。
そ
れ
を
政
光
は
、

〈
身
体
に
近
い
と
こ
ろ
で
、「
請
け
・
高こ

う
そ
く足

・
留
め
」
の
三
段
に
も
な
る
よ
う
に

と
引
き
付
け
て
蹴
〉
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
外
郎
家
で
は
、「
蹴
様
の
一
足
三

段
」
と
言
っ
た
。
政
光
は
こ
の
「
蹴
様
の
一
足
三
段
」（
以
下
「
一
足
三
段
」
と

略
称
）
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
出
る
技
術
名
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。「
打
緒
」
と
は
降
り
て
き
た

鞠
を
上
半
身
か
ら
足
元
へ
と
摺
り
下
ろ
す
技
で
あ
る
。「
請
け
」
と
は
、「
高
足
」

ゆ
ふ
な
き
に
よ
り
、
身
堅
く
し
て
、
寄
り
あ
し
。
寄
り
あ
し
け
れ
ば
留
ま

ら
ず
、
皆
上
、
身
分
に
け
か
ぶ
る
に
よ
り
、
打
緒
の
味
悪
敷
。
足
高
に
し

て
左
右
能
つ
り
合
、
柔
に
ふ
ら
り
と
出
た
る
高
足
は
、
静
に
上
り
、
静
に

お
る
ゝ
也
。
高
足
を
向
へ
く
ら
せ
て
と
思
ふ
時
は
、
尚
足
高
に
し
て
鞠
の

前
方
を
け
る
也
。
足
高
に
と
云
時
、
心
得
悪
敷
け
れ
ば
、
ひ
ざ
か
ゞ
ま
ざ

れ
ば
、
足
高
に
は
出
し
難
し
。
…

【
訳
】「
高
足
」
の
技
を
す
る
と
き
に
沓
裏
を
地
に
擦
り
つ
け
る
こ
と
が
あ
っ

て
は
よ
く
な
い
。
足
高
に
し
て
鞠
を
蹴
る
こ
と
に
よ
り
、
沓
裏
を
擦
る
こ

と
は
避
け
ら
れ
る
。
足
取
り
が
低
い
の
は
失
敗
が
多
い
。
蹴
り
上
げ
る
鞠

の
高
低
が
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
ず
、
身
体
に
近
く
上
が
る
た
め
に
上
半
身

に
余
裕
が
な
い
。
余
裕
が
な
い
こ
と
で
身
体
が
硬
く
な
っ
て
、鞠
へ
の
「
寄

り
」
が
う
ま
く
い
か
な
い
。「
寄
り
」
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
鞠
を
「
留
め
」

ら
れ
ず
皆
上
が
っ
て
し
ま
い
、身
体
に
対
し
鞠
を
蹴
り
か
ぶ
る
た
め
に
、「
打

緒
」
の
技
の
切
れ
味
が
悪
く
な
る
。
足
高
に
し
て
、
左
右
の
体
勢
を
う
ま

く
釣
り
合
わ
せ
、
柔
ら
か
に
ふ
ら
り
と
蹴
り
出
し
た
「
高
足
」
は
、
鞠
が

静
か
に
上
り
静
か
に
下
り
る
の
で
あ
る
。「
高
足
」
の
技
で
下
り
て
き
た
鞠

を
自
分
の
と
こ
ろ
で
迎
え
て
高
く
蹴
り
上
げ
て
や
ろ
う
と
思
う
時
は
、
さ

ら
に
足
高
に
し
て
鞠
の
前
方
を
蹴
る
。“
足
高
に
”
と
言
う
時
、
正
し
く
な

い
理
解
で
蹴
る
と
膝
が
屈
ま
ら
な
い
の
で
足
高
に
は
蹴
り
出
せ
な
い
。（
鍵

括
弧
は
技
術
名
）

　

こ
の
よ
う
に
政
光
は
、〈
足
高
に
蹴
る
〉〈
沓
裏
を
地
に
擦
り
つ
け
な
い
〉、
さ

ら
に
は
〈
膝
を
曲
げ
る
〉
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

　
「
高
足
」
の
成
就
に
あ
た
っ
て
政
光
は
父
・
教
林
と
は
正
反
対
の
蹴
り
方
を
積

極
的
に
行
っ
て
い
る
。
だ
が
、〈
足
高
〉
に
蹴
る
こ
と
は
古
来
戒
め
ら
れ
る
と
こ

を
組
み
込
ん
で
い
る
。（
下
11
）「
寄
の
身
足
」
に
よ
る
と
、「
寄
は
身
足
を
離
れ

ず
、
高
足
よ
り
、
打
緒
、
留
に
引
導
す
る
物
也
」
と
あ
る
の
で
、「
請
け
・
高
足
・

｛
寄
り
｝・｛
打
緒
｝・
留
め
」
と
い
う
ふ
う
に
一
連
化
さ
れ
る
。
但
し
「
寄
り
」「
打

緒
」
は
身
体
動
作
で
の
技
で
あ
っ
て
足
技
で
は
な
い
の
で
、「
一
足
三
段
」
に
は

含
め
な
い
。

　
「
一
足
三
段
」
の
間
に
「
寄
り
」
と
「
打
緒
」
を
組
み
込
み
一
連
化
し
た
の
は
、

「
高
足
」
と
と
も
に
「
打
緒
」
と
い
っ
た
「
地
下
一
流
の
鞠
曲
の
司
」
と
も
い
う

べ
き
技
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
工
夫
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。『
実
又
記
』
下
巻
の

こ
の
あ
た
り
の
構
成
は
、（
下
９
）「
請
足
の
習
」
に
始
ま
っ
て
、（
下
10
）「
高

足
の
習
秘
」、（
下
11
）「
寄
の
身
足
」、（
下
12
）「
打
緒
の
秘
伝
」、（
下
13
）「
留

足
秘
伝
」
と
続
き
体
系
化
が
な
さ
れ
、
そ
の
記
述
は
具
体
的
技
法
を
中
心
に
詳

細
を
極
め
て
い
る
。「
打
緒
」
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
扱
わ
ず
機

を
改
め
て
考
究
し
た
い
が
、
政
光
は
「
一
足
三
段
」
を
核
と
し
て
技
を
一
連
化

す
る
こ
と
を
、
外
郎
家
伝
来
の
口
伝
で
あ
る
『
古
今
中
撰
記
』
や
「
古
今
の
詞
」

を
参
考
に
学
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

で
は
、「
一
足
三
段
」
の
足
遣
い
自
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

冒
頭
の
引
用
文
傍
線
部
で
見
た
よ
う
に
、
政
光
は
父
・
教
林
の
「
足
低
に
沓
下

を
全
て
用
い
ん
と
、
身
遠
く
蹴
」
る
や
り
方
を
否
定
し
て
い
る
。
正
反
対
の
物

言
い
で
示
す
と
、〈
足
取
り
を
高
く
し
て
沓
裏
を
あ
ま
り
擦
ら
な
い
よ
う
に
し
て
、

身
体
か
ら
近
い
と
こ
ろ
で
鞠
を
蹴
〉
る
こ
と
に
な
る
。
政
光
が
「
高
足
」
の
技

の
時
に
こ
の
蹴
り
方
を
実
践
し
た
こ
と
は
、
以
下
の
（
下
10
）「
高
足
の
習
秘
」

か
ら
知
ら
れ
る
。【
訳
】
と
と
も
に
示
す
。

高
足
に
沓
下
有
る
は
悪
敷
也
。
足
高
に
け
る
に
よ
り
、
沓
下
無
し
。
足
低

は
損
多
し
。
上
の
高
下
、心
に
叶
は
ず
、身
近
く
上
る
故
、上
に
ゆ
ふ
な
し
。

（
注
2
）



と
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ま
た
、
鞠
が
膝
に
当
た
っ
た
時
の
対
処
法
の
問

い
に
対
す
る
答
え
に
は
、「
膝
を
も
ち
あ
げ
候
て
、
受
け
候
は
、
下
品
の
事
に
て

候
。
…
足
を
上
候
事
は
、
わ
ろ
き
事
に
て
候
」（
八
四
）
と
あ
り
、
膝
を
使
う
こ

と
は
「
下
品
の
事
」
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
前
条
で
宗
清
は
「
賀
茂
の
者
ど
も
」

の
「
躍
り
上
が
」
る
蹴
り
方
を
「
下
衆
し
き
」
と
評
し
て
い
る
（
八
三
）。

　

そ
し
て
〈
足
低
〉
が
勧
め
ら
れ
る
。
蹴
る
時
の
足
遣
い
の
問
い
に
対
す
る
答

え
に
は
、「
い
か
ほ
ど
も
落
と
し
付
て
、
蹴
候
也
。
足
ひ
き
く
候
て
わ
ろ
き
事
は

候
ま
じ
く
て
候
」（
六
）
と
あ
る
。

　

こ
の
価
値
観
は
江
戸
時
代
の
堂
上
鞠
で
も
変
わ
ら
な
い
。
以
下
に
『
蹴
鞠

百
五
十
箇
條
』（
以
下
『
百
五
十
箇
条
』
と
略
称
）
を
参
照
す
る
。
こ
の
書
は
、

作
者
不
詳
で
あ
る
が
、
戦
国
期
あ
る
い
は
江
戸
初
期
の
飛
鳥
井
流
の
も
の
か
と

さ
れ
る
。
後
述
す
る
が
、
こ
の
書
に
「
高
足
」
の
語
が
出
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一

応
、
元
和
～
寛
永
頃
の
著
作
と
推
測
し
て
お
く
。
各
項
目
の
通
し
番
号
は
一
～

一
五
〇
で
示
し
、『
続
群
書
類
従
』
か
ら
の
引
用
頁
を
記
し
て
お
く
。

　

こ
の
書
で
は
、「
足
遣
ひ
の
事
、
い
か
に
も
低
く
て
失
な
か
る
べ
し
。
鞠
の
失

は
只
、足
の
高
き
よ
り
起
こ
れ
り
」（
四
九
、六
五
頁
）と
あ
る
。〈
足
高
〉を
戒
め
、

〈
足
低
〉
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。〈
沓
裏
を
擦
る
〉
事
に
つ
い
て
は
、「
足
の
出
し

様
の
事
、
土
踏
ま
ず
を
擦
り
て
、
掬
ひ
上
ぐ
る
や
う
に
あ
る
べ
し
」（
五
〇
、六
五

頁
）
と
あ
る
。「
土
踏
ま
ず
を
擦
」
る
と
こ
ろ
か
ら
、
沓
裏
全
体
を
地
に
擦
り
つ

け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、〈
膝
を
曲
げ
る
〉事
に
つ
い
て
は
、「
鞠
の
蹴
様
の
事
、…
膝
を
反
ら
し
て
、

踵
よ
り
足
を
踏
み
、よ
く
鞠
を
見
下
ろ
し
て
蹴
べ
し
」（
四
三
、六
三
頁
）
と
あ
り
、

膝
を
真
っ
す
ぐ
に
伸
ば
す
こ
と
を
勧
め
る
。
そ
し
て
、「
身
な
り
の
事
、
先
癖
な

き
を
よ
き
と
す
。
…
の
け
ば
り
て
、足
高
く
膝
屈
ま
り
、癖
出
来
也
」（
四
四
、六
三

ー 5ー ー 4ー

ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
政
光
の
蹴
鞠
の
足
遣
い
に
対
す
る
価
値
観
の
転
換
こ
そ

が
、「
一
足
三
段
」
の
完
成
に
至
る
鍵
と
な
ろ
う
。
そ
の
価
値
観
の
転
換
は
ど
の

よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
の
か
。
ま
ず
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
鞠
の
蹴
り
方
に
対

す
る
価
値
観
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

2　

江
戸
時
代
初
期
の
鞠
の
蹴
り
方
に
対
す
る
価
値
観

（
1
）　
〈
足
低
〉
に
蹴
る
こ
と　

　

か
つ
て
公
家
鞠
で
は
鞠
を
落
と
す
こ
と
よ
り
も
、
優
雅
な
身
の
こ
な
し
に
価

値
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
公
家
鞠
の
最
後
の
到
達
点
と
さ
れ
る
難
波
家
鞠
書
『
宗

清
百
問
答
』
の
記
事
を
み
て
み
る
。
こ
の
書
は
、
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）、
難

波
宗
清
奥
書
の
書
で
、
蹴
鞠
の
技
術
や
練
習
法
に
つ
い
て
二
条
良
基
と
宗
清
と

の
問
答
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
各
項
目
を
通
し
番
号
一
～
一
〇
〇
で
示
す
。

　

こ
の
書
に
あ
る
良
基
の
問
い
に
は
、「
足
の
高
く
候
鞠
を
ば
、
何
と
し
て
直
し

候
べ
き
や
ら
ん
」（
四
九
）
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
〈
足
高
〉
は
当
然
直
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
木
の
本
で
遠
く
に
落
ち
る
鞠
の
対
処
法

の
問
い
に
対
す
る
宗
清
の
答
え
に
は
、「
お
ち
つ
き
候
は
ぬ
前
に
蹴
候
へ
ば
、
足

高
く
あ
が
り
候
て
、
見
苦
し
く
候
」（
七
七
）
と
あ
る
。〈
足
高
〉
は
見
苦
し
い

足
遣
い
だ
っ
た
。

　
〈
沓
裏
を
擦
る
〉
事
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
使
用
さ
れ
て
い
た
鴨
沓
は
こ

の
頃
、
ま
だ
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
比
較
で
き
な
い
が
、〈
膝
を
曲
げ
る
〉
事
に

つ
い
て
は
、「
膝
の
屈
み
て
候
鞠
は
、
生
得
の
事
に
て
直
り
候
は
ぬ
や
ら
ん
。
い

か
に
し
て
直
し
候
べ
き
や
ら
ん
」（
四
八
）
と
の
問
い
が
あ
り
、
直
す
べ
き
こ
と

・
高
く
を
ば
か
ろ
く
、ひ
き
ゝ
は
お
も
く
と
い
へ
る
事
、鞠
た
け
高
く
候
は
ゞ
、

さ
の
み
沓
下
あ
ら
く
ふ
ま
ぬ
事
也
。
爪
先
を
た
て
ゝ
待
べ
し
。（
九
24
、

一
三
〇
頁
）

と
あ
る
。
だ
が
、
賀
茂
家
で
も
「
蹴
足
高
か
る
べ
か
ら
ず
。
沓
下
の
拍
子
を
本

に
心
が
け
ぬ
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
足
の
ひ
き
く
な
る
也
」（
十
２
、一
三
二
頁
）

と
あ
る
の
は
、
伝
統
的
な
蹴
り
方
の
価
値
観
の
元
に
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
で

あ
る
。

　

そ
も
そ
も
〈
足
低
〉〈
沓
裏
を
擦
る
〉
こ
と
と
、〈
足
高
〉〈
沓
裏
を
擦
ら
な
い
〉

〈
膝
を
使
う
〉
こ
と
と
は
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
公
家
鞠
か
ら

引
き
続
く
堂
上
鞠
の
価
値
観
で
あ
り
、
地
下
の
賀
茂
家
は
そ
の
価
値
観
の
元
に

あ
り
な
が
ら
も
後
者
の
蹴
り
方
で
蹴
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
り
方
は
政
光
の
同
時

代
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
父
・
教
林
は
伝
統
的
な
蹴
り
方
の

価
値
観
に
の
っ
と
っ
て
〈
足
低
〉
に
蹴
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
政
光
は
そ
の
価

値
観
に
反
し
賀
茂
家
の
蹴
り
方
に
近
く
、
む
し
ろ
、
賀
茂
家
の
価
値
観
を
超
え

て
積
極
的
に
〈
足
高
〉
を
勧
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
2
）　
〈
身
遠
く
〉
蹴
る
こ
と　

　

こ
こ
で
父
・
教
林
の〈
身
遠
く
〉蹴
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
。〈
身

遠
く
〉
蹴
る
こ
と
も
伝
統
的
価
値
観
に
よ
る
蹴
り
方
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ

れ
は
「
遠
く
に
落
ち
る
鞠
を
追
い
か
け
て
、
左
の
膝
を
地
面
に
突
き
、
右
足
を

前
に
出
し
て
、
地
上
す
れ
す
れ
で
鞠
を
上
げ
る
技
」
で
あ
る
「
延
足
」
の
蹴
り

方
で
あ
る
。「
延
足
」
は
「
帰
足
」「
身
に
沿
う
鞠
」
と
合
わ
せ
て
「
三
曲
」
と

呼
ば
れ
、
そ
の
中
で
も
「
延
足
」
は
上
臈
鞠
、
ひ
い
て
は
公
家
鞠
を
特
徴
づ
け

頁
）
と
あ
り
、
足
高
で
膝
が
屈
ま
る
の
は
姿
態
に
「
癖
」
が
付
く
も
と
に
な
る

と
す
る
。
ま
た
、「
鞠
を
膝
に
て
留
む
る
事
あ
り
。
其
時
膝
を
持
ち
上
げ
て
当
つ

べ
か
ら
ず
。
腰
を
据
へ
て
浮
く
べ
し
。
さ
れ
ど
下
品
の
事
な
り
」（
一
三
九
、七
六

頁
）
と
も
あ
り
、「
鞠
を
膝
に
て
留
む
る
」
場
合
で
あ
っ
て
も
「
膝
を
持
ち
上
げ
」

る
こ
と
に
関
し
て
否
定
的
で
、
膝
を
使
う
こ
と
自
体
「
下
品
の
事
」
と
考
え
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
〈
足
高
〉
に
蹴
っ
て
い
た
の
は
地
下
で
あ
る
賀
茂
家
で
あ
る
。
享
禄
四
年

（
一
五
三
一
）奥
書
の
賀
茂
流
鞠
書『
松
下
十
巻
抄
』と
、寛
永
八
年（
一
六
三
一
）、

松
下
教
久
奥
書
の
『
蹴
鞠
之
目
録
九
拾
九
箇
條
』（
以
下
『
九
拾
九
箇
条
』
と
略

称
）で
確
認
し
て
み
る
。
両
書
と
も
各
巻
各
項
目
に
私
に
通
し
番
号
を
付
け
、『
続

群
書
類
従
』
か
ら
の
引
用
頁
を
記
し
て
お
く
。

　
『
松
下
十
巻
抄
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。（
破
線
部
に
つ
い
て
は
後
述
）

い
か
に
鞠
に
あ
た
り
、
お
き
つ
こ
ろ
び
つ
仕
候
て
、
知
ら
ぬ
者
の
目
に
は

見
事
と
申
候
へ
ど
も
、
か
た
き
の
わ
ろ
き
鞠
は
鞠
に
て
有
ま
じ
く
候
。
い

か
に
足
高
く
、
知
ら
ぬ
者
の
目
に
は
わ
ろ
く
立
候
と
も
、
か
た
き
の
よ
き

鞠
は
鞠
た
る
べ
く
候
。
第
一
、か
た
き
を
本
に
す
べ
し
。
…（
三
３
、一
五
三

頁
）

　

傍
線
部
か
ら
賀
茂
家
で
は
、〈
足
高
〉
は
「
わ
ろ
く
」
見
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
が
、「
か
た
き
」
が
よ
け
れ
ば
足
高
で
も
よ
い
蹴
鞠
に
な
る
の
だ
と
す
る
。

「
か
た
き
」
は
「
形
木
」
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
賀
茂
家
で
は
、
沓
裏
を
地
に
擦
り
つ
け
な
い
こ
と
も
言
う
。『
九
十
九
箇

条
』
で
は
、

・
沓
を
真
砂
に
さ
ら
り

く
と
音
の
高
く
引
擦
る
事
あ
し
き
也
。
只
足
を
か

ろ
く
、
沓
下
を
き
び
す
よ
り
踏
み
落
し
て
よ
し
。（
十
５
、一
三
二
頁
）

（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）

（
注
6
）

（
注
7
）

（
注
8
）

（
注
9
）
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・
延
足
を
ば
何
と
し
て
か
、
蹴
な
ら
ひ
候
べ
き
や
ら
ん
。
ま
づ
足
に
あ
た
り

候
は
ず
と
も
、
つ
ね
に
た
ふ
れ
な
ら
ひ
候
べ
き
や
ら
ん
。（
五
二
）

・
延
足
は
た
う
れ
た
る
が
あ
な
が
ち
本
に
て
は
候
は
ぬ
や
ら
ん
。
大
方
い
か

ほ
ど
延
べ
た
る
が
よ
く
候
や
ら
ん
。（
五
三
）

　

ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
す
る
「
延
足
」
は
「
倒
れ
る
」
蹴
り
方
で
あ
り
一
足
で
終

わ
り
が
ち
で
、
後
が
続
か
な
い
の
で
あ
る
。
先
掲
『
松
下
十
巻
抄
』
破
線
部
で

示
し
た
が
、「
い
か
に
鞠
に
あ
た
り
、
お
き
つ
こ
ろ
び
つ
仕
候
て
、
知
ら
ぬ
者
の

目
に
は
見
事
と
申
候
へ
ど
も
、…
」
と
い
さ
さ
か
批
判
的
に
あ
っ
た
の
は
「
延
足
」

の
蹴
る
様
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
『
実
又
記
』（
下
22
）「
延
べ
の
足
」
に
至
る
と
、
四
間
四
方
の
狭
い

鞠
場
で
行
う
地
下
鞠
で
は
不
相
応
の
技
と
さ
れ
、
嗜
み
と
し
て
覚
え
て
お
く
べ

き
だ
が
一
足
で
終
わ
る
技
だ
と
し
て
他
の
項
目
よ
り
記
述
量
が
著
し
く
少
な
く
、

扱
い
が
非
常
に
軽
い
の
で
あ
る
。

　

地
下
は
も
と
も
と
公
家
の
フ
ォ
ロ
ー
役
と
し
て
鞠
を
落
と
さ
な
い
こ
と
が
役

ど
こ
ろ
だ
っ
た
。
賀
茂
家
で
は「
下
衆
し
き
」蹴
鞠
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、〈
足
高
〉

で
〈
身
近
く
〉
蹴
っ
て
い
た
の
も
そ
の
せ
い
だ
ろ
う
。
同
じ
地
下
で
あ
り
な
が

ら
父
・
教
林
は
〈
足
低
〉
で
〈
身
遠
く
〉
蹴
る
伝
統
的
な
価
値
観
で
の
蹴
り
方

を
し
て
い
た
。
父
・
教
林
の
〈
身
遠
く
〉
蹴
っ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
本
稿

で
は
扱
わ
ず
、「
打
緒
」
の
こ
と
も
絡
め
て
機
を
改
め
て
考
究
し
た
い
が
、
と
も

か
く
政
光
は
父
・
教
林
と
正
反
対
の
足
遣
い
を
是
と
し
た
。「
高
足
」
の
技
が
一

足
で
終
わ
り
、
後
が
続
か
な
い
こ
と
を
嫌
っ
た
の
で
あ
る
。「
高
足
」
で
上
げ
た

鞠
を
落
と
さ
ず
、
し
か
も
〈
足
高
〉
で
あ
っ
て
も
「
下
衆
し
き
」
と
言
わ
れ
な

い
蹴
り
方
を
模
索
し
た
結
果
が
「
一
足
三
段
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
「
一
足
三
段
」
を
確
立
す
る
ま
で
に
は
、
ま
ず
は
、「
高
足
」
と
い
う
こ
と
の

る
足
遣
い
で
あ
っ
た
。

　

単
純
に
項
目
数
の
多
寡
か
ら
言
っ
て
も
、『
宗
清
百
問
答
』
に
は
、「
延
足
」

の
項
目
は
五
二
か
ら
六
〇
の
九
箇
条
に
わ
た
り
、四
箇
条（
六
一
～
六
四
）の「
帰

足
」、
三
箇
条
（
六
五
～
六
七
）
の
「
身
に
沿
う
鞠
」
に
比
し
て
も
多
い
。
飛
鳥

井
流
と
さ
れ
る『
百
五
十
箇
条
』で
も
、「
延
足
」に
関
す
る
項
目
は
八
箇
条（
九
二

～
九
八
、一
〇
一
）
と
数
多
く
、
関
心
が
高
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

一
方
、
賀
茂
家
の
『
松
下
十
巻
抄
』
で
は
、「
三
曲
の
事
」
に
「
延
べ
」
の
名

称
が
出
る
の
み
で
（
五
14
、
一
六
一
頁
）、「
延
足
は
、
左
を
敷
、
い
か
に
も
遠

き
を
延
ぶ
る
也
」（
五
31
、
一
六
二
頁
）
と
記
事
は
少
な
い
。

　
『
九
十
九
箇
条
』
に
な
る
と
、「
延
足
」
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
ず
、さ
ら
に
、

大
略
の
人
は
大
股
げ
に
し
て
、
及
び
腰
に
足
を
差
し
出
し
て
、
の
け
反
り

て
蹴
る
に
よ
り
、
鞠
身
に
遠
く
し
て
数
蹴
ら
れ
ず
。
見
苦
し
き
也
。
所
詮

鞠
に
付
き
寄
り
、
其
所
に
足
を
た
て
、
爪
先
の
当
る
所
、
膝
に
力
を
入
て
、

爪
先
よ
り
上
ぐ
れ
ば
、
鞠
身
に
沿
ふ
也
。
鞠
退
き
さ
ら
ば
、
ひ
つ
付
て
足

を
上
ぐ
る
事
肝
心
也
。
…
（
六
12
、
一
〇
九
頁
）

と
あ
り
、
不
十
分
な
「
延
足
」
を
す
る
こ
と
で
鞠
が
「
身
に
遠
く
」
な
り
、
蹴

り
続
か
な
い
こ
と
を
「
見
苦
し
」
と
批
判
的
に
言
っ
て
い
る
。
鞠
に
付
き
寄
り
、

膝
を
使
っ
て
「
身
に
沿
う
鞠
」
に
す
る
こ
と
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
〈
身
遠
く
〉
蹴
る
延
足
系
技
術
か
ら
〈
身
近
く
〉
蹴
る
身
に
沿
う

鞠
系
技
術
へ
の
価
値
的
転
換
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
転
換
の
理
由
に
は
鴨
沓
の
使

用
と
い
っ
た
用
具
の
変
化
や
、
鞠
垣
の
普
及
と
い
っ
た
場
の
変
化
な
ど
様
々

の
要
因
が
あ
り
簡
単
に
は
言
え
な
い
が
、
技
術
的
に
は
『
宗
清
百
問
答
』
の

「
延
足
」
の
記
事
に
、「
倒
れ
る
」
と
い
う
語
が
多
く
出
る
こ
と
に
気
が
付
く

（
五
二
、五
三
、五
五
、五
六
、五
八
、五
九
）。
例
を
良
基
の
問
い
よ
り
挙
げ
る
。

　
『
実
又
記
』（
下
10
）「
高
足
の
習
秘
」
で
は
、
三
家
の
技
で
あ
る
と
し
て
「
雲

井
」
の
名
で
言
及
が
あ
る
。「
雲
井
と
云
は
、
請
も
無
く
、
只
一
つ
力
の
及
た
け

に
、
高
足
に
蹴
上
、
留
め
ず
し
て
、
何
方
へ
落
る
共
、
其
鞠
を
取
」
る
よ
う
な
、

い
わ
ば
儀
式
化
し
た
技
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
高
足
」
が
技
術
名
と
し
て
見
え
る
の
は
、富
山
道
冶
著
の
仮
名
草
子
『
竹
斎
』

で
あ
る
。

又
或
人
を
見
て
あ
れ
ば
、
鞠
は
高か

う
そ
く足
よ
き
ぞ
と
て
、
思
ふ
さ
ま
に
蹴
上
ぐ

れ
ば
、
脛
は
首
に
う
ち
懸
り
、
外
し
か
ね
て
ぞ
見
え
に
け
る
。
…

　

古
活
字
本
『
竹
斎
』
が
刊
行
さ
れ
る
元
和
末
年
頃
（
一
六
二
一
～
二
三
）
に

は
「
高
足
」
が
技
術
名
と
し
て
認
知
さ
れ
て
お
り
、
自
分
勝
手
な
や
り
方
で
試

み
て
失
敗
し
、
見
苦
し
く
終
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
寛
永
整
版
本
に
は

挿
絵
も
あ
り
、「
高
足
」
を
失
敗
し
、
尻
餅
を
つ
い
て
い
る
若
侍
が
描
か
れ
る
。

こ
れ
と
て
も
一
足
で
終
わ
っ
て
い
る
。

　
「
高
足
」
の
技
術
名
は
『
百
五
十
箇
条
』
に
も
出
る
。

左
足
の
事
、
よ
く
踏
み
ち
が
へ
、

く
し
て
立
た
る
が
よ
し
。
踏
み
替
へ

ず
し
て
お
け
ば
、立
足
と
て
、高
足
が
蹴
ら
れ
ぬ
も
の
な
り
。…（
五
一
、六
五

頁
）

　
『
百
五
十
箇
条
』
で
は
、「
高
足
」
を
蹴
る
に
は
「
足
踏
」
を
絶
え
ず
踏
ん
で

い
る
こ
と
が
必
須
と
さ
れ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
『
百
五
十
箇
条
』
で
は
沓
裏

を
擦
る
事
を
勧
め
る
が
、「
沓
を
あ
ま
り
に
引
き
ず
る
事
わ
ろ
し
。
足
踏
み
し
て

あ
ゆ
み
た
る
よ
し
」（
二
一
、六
〇
頁
）
と
も
い
う
の
は
、「
高
足
」
を
意
識
し
た

も
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
外
郎
家
の
よ
う
に
〈
足
高
に
蹴
る
〉
と
い

う
こ
と
は
言
わ
れ
な
い
。
堂
上
鞠
で
は
「
足
踏
」
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
よ
う

で
あ
る
。

技
と
し
て
の
認
識
化
が
あ
り
、〈
足
高
〉
に
蹴
る
足
遣
い
に
対
す
る
肯
定
化
が
あ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
次
に
〈
足
高
〉
で
あ
っ
て
も
「
下
衆
し
き
」
と
言
わ

れ
な
い
、
し
か
も
落
と
さ
ず
続
け
ら
れ
る
蹴
鞠
技
術
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
下
「
一
足
三
段
」
の
形
成
過
程
を
追
う
。

3　
「
一
足
三
段
」
の
形
成

（
1
）　
「
高
足
」
の
出
現　

　

公
家
鞠
の
時
代
か
ら
「
高
く
上
げ
る
鞠
」
は
あ
る
。
十
二
世
紀
末
頃
成
立
と

思
わ
れ
る
『
成
通
卿
口
伝
日
記
』（『
群
書
類
従
』
所
収
）
に
は
、
蹴
鞠
の
天
才

と
し
て
神
格
化
さ
れ
る
藤
原
成
通
が
鞠
を
蹴
り
空
に
消
え
て
帰
っ
て
こ
な
か
っ

た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
そ
れ
に
基
く
よ
う
で
、
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
前

後
に
成
立
し
た
飛
鳥
井
雅
有
著
『
内
外
三
時
抄
』
で
は
「
雲
入
」
と
呼
ば
れ
る

技
が
あ
り
、「
是
何
の
用
に
も
た
ゝ
ぬ
事
な
れ
ど
、
昔
よ
り
雲
に
入
と
て
人
々
あ

ら
そ
ひ
け
る
事
な
れ
ば
、
今
も
遊
び
事
に
し
て
持
べ
し
」
と
あ
る
。
高
い
鞠
を

上
げ
る
の
は
「
何
の
用
に
も
た
ゝ
ぬ
事
」
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
。

　
「
雲
入
」
は
『
百
五
十
箇
条
』
に
も
出
る
。「
雲
入
り
の
足
と
て
、
大
き
な
る

鞠
丈
を
蹴
る
事
、
暮
に
あ
り
。
た
だ
し
、
無
益
の
足
な
れ
ば
蹴
ま
じ
き
な
り
。

暮
に
一
足
の
も
の
な
り
」（
一
一
三
、七
三
頁
）
と
、「
無
益
の
足
」
と
す
る
。
鞠

を
高
く
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
『
松
下
十
巻
抄
』「
鞠
長
の
事
」
に
も
、「
一

丈
五
尺
な
り
。
そ
れ
よ
り
高
く
蹴
る
事
詮
な
し
」（
一
６
、一
四
五
頁
）、『
九
十
九

箇
条
』で
も「
一
丈
五
尺
也
。
こ
れ
よ
り
高
く
蹴
る
べ
か
ら
ず
」（
三
１
、九
一
頁
）

と
す
る
。

（
注
11
）

（
注
12
）

（
注
10
）
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う
に
あ
る
。

序
と
申
は
、
鞠
た
け
高
く
、
静
か
に
蹴
は
な
ち
候
て
、
ふ
か
く
立
入
候
べ

く
候
。
／
破
と
申
は
、鞠
を
木
に
か
け
お
も
し
ろ
く
蹴
候
也
。
／
急
と
申
は
、

数
を
あ
げ
、鞠
丈
を
木
に
も
か
け
ず
、た
し
か
に
人
の
も
と
へ
、渡
し
候
也
。

…
（
一
〇
〇
）

　
『
百
五
十
箇
条
』「
序
破
急
三
段
之
事
」
で
も
、
や
は
り
序
に
鞠
を
高
く
上
げ

て
い
た
。

鞠
を
蹴
る
に
序
破
急
と
て
、
三
ツ
の
心
づ
か
ひ
あ
る
べ
し
。
鞠
始
ま
る
時

は
、木
の
本
を
立
出
ず
、分
に
し
た
が
ひ
、鞠
を
高
く
ゆ
ふ

く
と
蹴
べ
し
。

心
に
は
油
断
あ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
序
分
と
い
ふ
な
り
。
／
半
ば
に
は
、

小
さ
き
鞠
と
大
な
る
鞠
と
交
ぜ
て
、
三
足
ば
か
り
つ
づ
け
べ
し
。
こ
れ
破

分
の
と
き
な
り
。
／
晩
気
に
及
び
、
暮
も
惜
し
き
と
き
は
、
木
の
本
を
立

出
で
ゝ
、
鞠
の
丈
を
低
く
蹴
て
、
数
を
持
ち
て
足
踏
を
し
げ
く
し
て
、
木

に
鞠
の
当
た
ら
ぬ
や
う
に
蹴
べ
し
。
こ
れ
急
分
な
り
。
序
破
急
三
段
の
心

遣
ひ
と
い
ふ
、
此
事
な
り
。（
五
四
、六
六
頁
）

　
『
松
下
十
巻
抄
』「
三
段
の
事
」
で
は
、

序
破
急
の
三
段
有
べ
し
。
鞠
始
ま
る
時
は
序
分
也
。
鞠
長
の
鞠
を
け
て
、

の
び
ら
か
に
の
ど
や
か
に
け
付
す
べ
し
。
／
破
分
は
中
ほ
ど
の
蹴
様
な
り
。

鞠
長
に
甲
乙
あ
ひ
ま
ぜ
て
、
高
き
と
低
き
を
同
じ
ほ
ど
に
蹴
て
、
時
々
曲

を
も
蹴
る
な
り
。
／
急
は
晩
景
の
蹴
様
な
り
。
ひ
き
ゝ
を
蹴
て
、
鞠
た
け

の
鞠
を
少
々
蹴
る
也
。
曲
を
も
蹴
、
数
を
も
は
げ
み
、
忠
を
つ
く
し
興
を

も
よ
ふ
し
、
い
か
に
も
に
ぎ
や
か
に
蹴
な
す
べ
し
。（
一
５
、一
四
五
頁
）

と
あ
る
。

　

い
ず
れ
の
場
合
も
序
で
、
高
い
鞠
を
上
げ
て
い
た
。
よ
っ
て
『
九
十
九
箇
条
』

又
、
低
く
て
一
足
、
こ
の
三
足
を
も
て
一
段
と
申
候
な
り
。（
九
二
）

　
「
一
段
三
足
」
と
は
、「
受
け
る
鞠
・
手
分
の
鞠
・
渡
す
鞠
」
の
三
足
を
一
段

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
引
用
文
中
傍
線
部
は
、
Ⓐ
「
受
け
る
鞠
」、
Ⓑ
「
手
分
の

鞠
」、Ⓒ
「
渡
す
鞠
」
に
該
当
す
る
。「
一
段
三
足
」
に
つ
い
て
は
、『
蹴
鞠
口
伝
集
』

（
上
28
「
足
の
数
の
事
」）、『
革
匊
要
略
集
』（
行
儀
「
身
躰
事
」）、『
内
外
三
時
抄
』

（「
鞠
長
数
鞠
」）
と
い
っ
た
一
二
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
の
口
伝
書
に
も
記
事
が
あ

り
、
公
家
鞠
の
頃
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
概
念
だ
っ
た
。

　
「
一
段
三
足
」
に
つ
い
て
は
、『
百
五
十
箇
条
』
に
も
、

鞠
を
蹴
る
と
き
、
三
足
つ
ゞ
け
る
覚
期
を
も
つ
べ
し
。
謂
は
一
段
三
足
と

て
、受
取
鞠
壹
足
、手
分
の
鞠
一
足
、人
の
方
へ
渡
す
鞠
一
足
な
れ
ば
な
り
。

蹴
ら
れ
ず
と
も
そ
の
心
得
も
つ
べ
し
。
足
遣
ひ
に
も
心
持
あ
る
べ
し
。
Ⓐ

受
取
鞠
は
柔
ら
か
に
し
の
ぶ
べ
し
。
Ⓑ
手
分
の
鞠
は
鋭
に
強
く
あ
る
べ
し
。

Ⓒ
渡
す
鞠
は
足
を
ひ
か
へ
て
弱
ら
す
べ
し
。（
五
三
、六
六
頁
）

と
あ
る
。

　

賀
茂
家
に
お
い
て
も
、「
一
段
三
足
」
の
考
え
方
で
あ
る
。『
松
下
十
巻
抄
』
に
、

「
三
足
づ
ゝ
け
て
人
に
わ
た
さ
む
事
也
。
こ
れ
一
段
也
」（
一
４
、一
四
五
頁
）
と

あ
り
、
ま
た
、

鞠
請
取
候
て
け
候
鞠
は
、
Ⓐ
我
が
ま
へ
ゝ
来
る
や
う
に
仕
候
て
、
Ⓑ
分
の

ま
り
い
か
に
も
色
よ
く
け
ま
は
し
て
有
や
う
に
蹴
上
、
又
、
Ⓒ
は
な
つ
鞠

を
ば
外
に
ま
い
る
や
う
に
け
あ
ぐ
べ
し
。
但
心
に
ま
か
す
べ
か
ら
ざ
る
か
。

さ
れ
ば
分
足
三
足
と
は
、
請
取
候
て
一
足
、
分
の
ま
り
一
足
、
け
は
な
つ

ま
り
一
足
、
以
上
三
足
な
り
。
…
（
三
12
、
一
五
四
頁
）

と
あ
る
。『
九
拾
九
箇
条
』で
も「
一
段
三
足
の
こ
と
、ま
り
数
一
段
三
足
づ
ゝ
也
。

請
と
り
一
足
、
自
分
に
一
足
、
人
に
わ
た
す
一
足
、
是
也
」（
八
35
、
一
二
一
頁
）

の
記
事
か
ら
も
、
序
で
行
わ
れ
て
い
た
高
い
鞠
の
蹴
り
上
げ
が
、「
高
足
」
の
、

技
と
し
て
の
認
識
化
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

　

と
こ
ろ
で
鞠
を
高
く
上
げ
る
こ
と
は
、序
以
外
に
も
、破
で
も
出
現
し
て
い
る
。

『
九
十
九
箇
条
』
で
は
傍
線
部
の
よ
う
に
、
破
に
お
い
て
「
男
足
女
足
」
に
蹴
る

こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
小
さ
き
鞠
と
大
な
る
鞠
と
を
交
ぜ
て
、
三

足
ば
か
り
つ
づ
け
」（『
百
五
十
箇
条
』
傍
線
部
）
て
蹴
る
こ
と
や
、「
鞠
長
に
甲

乙
あ
ひ
ま
ぜ
て
、
高
き
と
低
き
を
同
じ
ほ
ど
に
蹴
」（『
松
下
十
巻
抄
』
傍
線
部
）

る
こ
と
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
破
で
は
、〈
低
い
鞠
・
高
い
鞠
・
低
い
鞠
〉
と
い
っ

た
具
合
に
、
失
敗
し
に
く
く
、
し
か
も
メ
リ
ハ
リ
が
つ
く
よ
う
な
蹴
り
方
で
鞠

を
上
げ
て
い
る
。
後
述
す
る
が
、
こ
れ
を
「
一
段
三
足
」
と
い
う
。

（
2
）「
高
足
」
の
対
処
法
―
「
一
段
三
足
」
と
「
一
足
三
段
」

　　

高
く
上
が
っ
て
落
ち
て
く
る
鞠
の
処
理
に
は
し
か
る
べ
き
技
術
が
い
る
で
あ

ろ
う
。
先
掲
『
九
十
九
箇
条
』
に
よ
る
と
、破
で
は
、木
や
軒
に
「
鞠
を
蹴
か
け
」

た
り
、「
曲
を
つ
く
し
」
た
り
し
て
見
せ
場
を
作
る
よ
う
だ
が
、
序
で
は
「
直
ぐ

な
る
鞠
ば
か
り
」
を
「
分
足
を
た
が
へ
ず
蹴
る
」
事
が
勧
め
ら
れ
る
。「
分
足
」

と
は「
三
足
蹴
て
渡
す
を
云
也
」（
三
３
、九
一
頁
）と
あ
り
、す
な
わ
ち
序
で
も「
一

段
三
足
」
で
蹴
る
の
で
あ
る
。

　
「
一
段
三
足
」は
高
く
上
が
っ
て
落
ち
て
く
る
鞠
の
処
理
の
た
め
に
も
あ
っ
た
。

『
宗
清
百
問
答
』
の
問
答
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　

一
、
お
び
た
ゝ
し
く
高
く
候
鞠
を
ば
、
何
と
蹴
候
や
ら
ん
。

か
な
ら
ず
高
き
時
は
、
次
の
た
び
は
、
低
く
て
受
け
取
候
也
。
Ⓐ
人

の
も
と
よ
り
受
け
取
候
時
、
低
く
て
一
足
、
Ⓒ
人
の
も
と
へ
や
る
時
、

　
「
高
足
」は「
雲
入
」と
は
違
う
。「
雲
入
」は
あ
く
ま
で
一
足
で
終
わ
る
が
、「
高

足
」
は
鞠
を
高
め
に
蹴
上
る
こ
と
の
延
長
上
に
あ
る
技
で
あ
り
、
落
と
し
て
は

い
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
ム
の
流
れ
の
中
で
出
る
「
高
く
上
げ
る
鞠
」
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
ん
な
場
合
に
出
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
九
拾
九
箇
条
』「
序
破
急
三
段
の
事
」
の
次
の
記
事
に
も
、「
高
足
」
と
い
う

語
が
出
る
。（
後
述
す
る
際
の
参
照
箇
所
に
も
傍
線
を
施
し
て
お
く
）

　

序
の
鞠
の
時
は
、
い
か
に
も
進
退
を
た
し
な
み
、
鞠
を
高
足
に
蹴
上
、

請
声
は
「
あ
り
」
の
「
利
」
の
字
を
は
り
、
長
く
引
、「
あ
」
の
字
を
ば
口

の
中
に
て
け
し
て
請
て
け
る
也
。
切
れ
行
鞠
を
し
た
ひ
蹴
べ
か
ら
ず
。
た
ゞ

直
ぐ
な
る
鞠
ば
か
り
を
蹴
ち
が
へ
ぬ
や
う
に
心
に
か
く
べ
し
。
分
足
を
た

が
へ
ず
蹴
る
也
。
是
一
段
也
。

　

破
の
時
に
木
に
も
軒
に
も
鞠
を
蹴
か
け
、
聊
荒
く
蹴
な
し
、
切
る
鞠
を

追
延
、
姿
悪
共
、
鞠
を
落
さ
じ
と
馳
走
し
て
曲
を
つ
く
し
、
男
足
女
足
に

は
鞠
の
色
（
鞠
の
回
転
の
こ
と
―
村
戸
注
）
面
白
く
、声
を
そ
ふ
と
い
へ
り
。

互
に
人
を
見
じ
と
心
を
懸
、
油
断
有
べ
か
ら
ず
、
是
二
段
也
。

　

急
の
時
は
、
鞠
を
低
く
つ
め
て
、
分
足
を
ひ
か
へ
、
二
足
に
て
他
分
に

わ
た
し
、
一
足
を
ひ
か
へ
、
一
足
に
て
ゆ
づ
り
、
八
人
お
な
じ
心
に
有
之
、

数
を
上
み
ち
て
、興
あ
り
て
鞠
を
納
べ
し
。
…
（
六
20
（
１
）、一
一
一
頁
）。

　
「
序
破
急
」
と
は
、
一
日
の
鞠
会
で
の
進
行
次
第
を
三
つ
に
分
け
た
と
き
の
、

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
こ
と
を
い
い
、「
三
段
」
と
も
い
う
。「
高
足
」
は
、「
序
破

急
」
の
序
に
出
現
す
る
。
以
下
、
他
の
蹴
鞠
書
の
「
序
破
急
」
の
記
事
か
ら
そ

れ
を
確
認
す
る
。
便
宜
上
、「
序
破
急
」
の
切
れ
目
に
「
／
」
を
入
れ
て
お
く
。

　

公
家
鞠
の
時
代
か
ら
鞠
を
高
く
上
げ
る
こ
と
は
序
で
行
わ
れ
て
い
た
。『
宗
清

百
問
答
』
の
「
序
破
急
」
に
つ
い
て
の
問
い
に
対
す
る
答
え
に
は
、
以
下
の
よ

（
注
13
）（

注
14
）

（
注
16
）

（
注
17
）

（
注
15
）
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そ
れ
に
関
し
て
政
光
は
「
蹴
る
と
請
け
と
は
、
心
大
い
に
違
ふ
」
と
し
て
否
定

す
る
。「
請
け
」
は
あ
く
ま
で
「
請
け
」
る
足
遣
い
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
留
め
」に
つ
い
て
は
、『
実
又
記
』（
下
14
）「
留
足
秘
伝
」に
よ
る
と
、「
蹴

る
に
有
ら
ず
、
蹴
ぬ
に
有
ら
ず
の
足
遣
」
と
い
う
。
鞠
の
落
ち
て
く
る
来
方
は

多
様
だ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
た
留
め
方
が
あ
り
、
具
体
的
記
述
が
な
さ
れ
る
。

当
時
世
間
で
「
蹴
留
め
」
と
言
わ
れ
て
い
る
足
遣
い
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
関

し
て
も
政
光
は「
留
足
は
蹴
足
の
中
に
、只
一
つ
有
足
也
。
蹴
る
足
は
初
中
終
也
。

蹴
る
足
を
留
と
は
如
何
し
て
云
也
」
と
否
定
す
る
。「
留
め
」
は
あ
く
ま
で
「
留

め
」
る
足
遣
い
な
の
で
あ
る
。

　
「
請
け
」
も
「
留
め
」
も
他
に
紛
れ
よ
う
も
な
い
、
そ
の
た
め
だ
け
の
足
遣
い

で
あ
る
。「
高
足
」
を
一
足
だ
け
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
落
と
さ
ず
連
続
さ
せ

る
た
め
に
、「
高
足
」
の
前
後
に
「
請
け
」「
留
め
」
と
い
っ
た
調
整
用
の
足
遣

い
を
「
一
段
三
足
」
を
参
考
に
し
つ
つ
挿
入
し
た
。
そ
れ
で
「
一
足
三
段
」
が

で
き
た
。
い
わ
ば
「
一
足
三
段
」
は
「
一
段
三
足
」
の
入
れ
子
の
よ
う
な
形
と

な
る
。「
一
足
三
段
」
は
「
一
段
三
足
」
の
「
手
分
の
鞠
」
の
部
分
だ
け
を
特
立

さ
せ
て
、
そ
れ
を
三
段
に
分
け
て
「
請
・
高
足
・
留
め
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
一
段
三
足
」
の
他
の
部
分
「
受
け
る
鞠
」
と
「
渡
す
鞠
」
と
に

該
当
す
る
の
は
何
か
。『
実
又
記
』
に
は
（
下
19
）「
渡
し
鞠
を
請
取
足
」
と
（
下

18
）「
渡
し
鞠
の
足
」
と
い
っ
た
項
目
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す

る
。
外
郎
派
地
下
鞠
で
は
「
渡
し
鞠
を
請
け
取
る
足
・
一
足
三
段
（
請
・
高
足
・

留
め
）・
渡
し
鞠
の
足
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
体
系
の
違
い
を
表
に
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

で
あ
る
。

　

ま
た
、相
手
か
ら
の
渡
し
て
き
た
鞠
が
、脇
に
行
っ
た
の
を
受
け
る
場
合
、「
腰

を
能
直
、
腿
を
離
し
、
足
高
に
身
を
左
の
足
に
持
せ
、
足
の
甲
に
懸
て
、
か
ゝ

へ
お
ろ
す
也
」
と
す
る
。
こ
れ
は
〈
足
高
、
沓
裏
を
擦
ら
な
い
、
膝
を
用
い
る
〉

蹴
り
方
に
当
て
は
ま
る
。
政
光
に
と
っ
て
基
本
的
な
足
遣
い
は
〈
足
高
〉
ら
し

い
の
で
あ
る
。

　
「
一
段
三
足
」
の
「
渡
す
鞠
」
と
「
一
足
三
段
」
の
「
渡
し
鞠
の
足
」
の
違
い

に
つ
い
て
も
見
て
み
る
。「
渡
す
鞠
」
に
つ
い
て
は
傍
線
部
Ⓒ
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
「
低
い
鞠
」（『
宗
清
百
問
答
』）
で
「
足
を
ひ
か
え
て
鞠
を
弱
ら
せ
て
」

（『
百
五
十
箇
条
』）
蹴
る
の
が
堂
上
鞠
、「
外
へ
行
く
程
に
蹴
り
は
な
つ
」（『
松

下
十
巻
抄
』）
の
が
地
下
の
賀
茂
流
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
今
は
う
ま
く
説

明
で
き
な
い
。

　
『
実
又
記
』（
下
18
）「
渡
し
鞠
の
足
」
を
見
る
と
、「
渡
し
足
は
、
足
高
に
し

て
、
足
の
指
そ
ら
ず
軽
く
出
也
」
と
あ
り
、〈
足
高
〉
を
基
本
と
す
る
。
そ
し
て

こ
こ
で
も
ま
た
「
足
に
力
を
強
く
し
て
、
蹴
入
る
」
蹴
り
方
で
あ
る
「
蹴
切
り
」

を
強
く
批
判
す
る
。「
蹴
切
と
云
足
は
、
沓
下
、
地
を
離
れ
ず
、
然
も
指
そ
り
て
、

膝
よ
り
下
、
つ
ゝ
立
ち
、
指
先
に
力
入
て
、
色
強
し
」
と
い
っ
た
足
遣
い
で
、

鞠
の
回
転
が
早
い
た
め
次
の
人
が
受
け
取
り
に
く
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
政

光
が
勧
め
る
の
は
〈
足
高
、
沓
裏
を
擦
ら
な
い
、
膝
を
用
い
る
〉
蹴
り
方
な
の

で
あ
る
。

　

こ
の
蹴
り
方
は
『
実
又
記
』
の
総
論
に
あ
た
る
項
目
で
も
一
般
的
に
言
っ
て

い
る
。

・
左
の
足
を
ぢ
り

く
と
つ
ま
さ
き
が
ち
に
ふ
み
出
し
、
右
の
足
は
指
の
そ

ら
ざ
る
様
に
き
び
す
を
張
、
ひ
ざ
の
ふ
し
を
折
込
、
鞠
に
足
を
付
上
る
様

（
3
）　
〈
足
高
〉
の
肯
定
化
―  

落
と
さ
ず
続
け
る
こ
と　

　
「
一
段
三
足
」
の
「
受
け
る
鞠
」
と
「
一
足
三
段
」
の
「
渡
し
鞠
を
請
け
取
る
足
」

は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
。「
受
け
る
鞠
」
に
つ
い
て
は
、
先
掲
引
用
文

の
傍
線
部
Ⓐ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
低
い
鞠
」（『
宗
清
百
問
答
』）
を
「
柔

ら
か
に
」（『
百
五
十
箇
条
』）、「
自
分
の
前
に
来
る
よ
う
に
」（『
松
下
十
巻
抄
』）

上
げ
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
は
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。

　
『
実
又
記
』（
下
19
）「
渡
し
鞠
を
請
取
足
」
を
見
る
と
「
渡
し
鞠
を
請
け
取
る

足
」
と
は
、「
こ
な
す
足
」
の
こ
と
を
い
う
。「
此
こ
な
す
と
云
は
、
蹴
る
に
有

ら
ず
、
請
足
に
有
ら
ず
、
鞠
を
足
に
て
か
ゝ
へ
た
る
心
也
」
と
い
う
。
ま
た
「
こ

な
す
足
は
取
込
て
、
足
ひ
く
に
し
て
、
あ
た
る
所
に
て
身
を
か
た
め
、
蹴
は
な

す
心
の
足
成
べ
し
」（
下
９
「
請
足
の
習
」）
と
も
い
っ
て
い
る
。〈
足
低
〉
で
鞠

を
足
で
抱
え
る
よ
う
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
渡
し
口
、
習
の
如
く
蹴
切
ら
ず
、
む
く
り
と
渡
り
し
を
、
沓
下
強

く
張
懸
、
蹴
切
事
、
悪
敷
蹴
様
也
」
と
あ
り
、
渡
し
鞠
を
請
け
取
る
と
き
に
「
蹴

切
り
」
と
い
っ
た
足
遣
い
に
な
る
の
を
大
変
に
嫌
う
。〈
足
低
〉
で
「
沓
裏
を
強

く
地
に
擦
っ
て
、
足
を
ぴ
ん
と
伸
ば
し
て
」
蹴
る
の
は
、
堂
上
鞠
が
是
と
し
た

先
述
の「
延
足
」の
蹴
り
方
で
あ
る
。『
実
又
記
』で
は
こ
の
足
遣
い
を「
蹴
切
り
」

と
言
っ
て
非
難
す
る
。こ
の
足
遣
い
で
は
後
が
続
か
な
い
の
で
あ
る
。当
時
の「
田

舎
鞠
の
身
遠
く
、只
蹴
る
斗
と
覚
し
人
」
は
「
蹴
切
り
」
に
な
り
や
す
い
ら
し
く
、

そ
れ
に
よ
っ
て
鞠
を
「
落
と
す
」
こ
と
を
政
光
は
強
い
調
子
で
非
難
す
る
。「
蹴

切
り
」
に
し
な
い
た
め
に
は
「
高
き
渡
も
、低
も
、此
足
（
こ
な
す
足
―
村
戸
注
）

に
て
一
つ
か
ゝ
へ
て
、
二
つ
め
を
請
に
直
し
、
高
足
す
」
る
こ
と
を
勧
め
る
の

と
あ
る
。

　

つ
ま
り
、堂
上
も
地
下
も
他
家
で
は
「
一
段
三
足
」
の
発
想
の
も
と
に
あ
っ
た
。

で
は
「
一
段
三
足
」
と
外
郎
家
独
自
の
蹴
り
方
の
概
念
「
一
足
三
段
」
と
は
何

が
違
う
の
か
。

　
『
九
十
九
箇
条
』
で
は
「
高
足
」
は
序
で
出
現
し
て
い
た
が
、『
実
又
記
』
で
は
、

「
高
足
」
は
破
で
行
う
（
下
９
「
請
足
の
習
」）。「
一
段
三
足
」
の
破
の
〈
低
い
鞠
・

高
い
鞠
・
低
い
鞠
〉
の
三
足
の
組
み
合
わ
せ
に
「
一
足
三
段
」
を
当
て
は
め
る
と
、

一
足
目
の
〈
低
い
鞠
〉
は
「
請
け
」、
二
足
目
の
〈
高
い
鞠
〉
は
「
高
足
」、
三

足
目
の〈
低
い
鞠
〉は「
留
め
」と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
一
足
三
段
」の
形
成
は
、

「
一
段
三
足
」
の
概
念
を
基
礎
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
一
段
三
足
」
と
「
一
足
三
段
」
は
同
じ
な
の
か
。
そ
れ
に
つ
い

て
、『
実
又
記
』
に
は
外
郎
派
地
下
鞠
と
堂
上
鞠
の
違
い
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。

家
の
渡
は
長
高
し
。
是
、
請
、
高
足
、
留
を
、
地
下
風
に
有
ざ
る
故
か
。

小
き
渡
は
、鞠
長
を
直
て
蹴
る
を
嫌
給
ふ
故
か
。
三
家
の
伝
を
知
ら
ず
。（
下

18
「
渡
し
鞠
の
足
」）

　

堂
上
鞠
は
「
請
け
、
高
足
、
留
め
」
を
「
地
下
風
」
に
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、

「
鞠
長
を
直
て
蹴
る
を
嫌
給
ふ
」
つ
ま
り
、
鞠
の
高
さ
を
調
整
し
て
蹴
り
直
す
こ

と
を
し
な
い
の
で
あ
る
。「
高
足
」
を
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
請
け
」「
留
め
」

を
し
な
い
の
で
あ
る
。
堂
上
鞠
で
は
「
三
拍
子
」（
右
・
左
・
右
と
い
っ
た
蹴
鞠

の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
リ
ズ
ム
を
表
す
言
葉
）
と
呼
ば
れ
る
「
足
踏
」
で
、
他
者

と
の
鞠
の
受
け
渡
し
に
主
眼
を
置
き
な
が
ら
「
高
足
」
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、『
実
又
記
』（
下
９
）「
請
足
の
習
」
に
よ
る
と
、
そ
こ
で
い
う

「
請
け
」
と
は
、「
高
足
の
前
足
」
で
あ
っ
て
、「
序
よ
り
破
に
か
か
る
足
」
で
あ

る
と
す
る
。
当
時
世
間
で
「
蹴
請
け
」
と
言
わ
れ
て
い
る
足
遣
い
が
あ
っ
た
が
、

一
段
三
足

受
け
る
鞠

手
分
の
鞠

渡
す
鞠

一
足
三
段

（
渡
し
鞠
を
請
け
取
る
足
）

請
け
・
高
足
・
留
め
（
渡
し
鞠
の
足
）

（
注
18
）
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た
め
に
、〈
足
高
〉
は
堂
上
鞠
で
も
許
容
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。〈
足
高
〉
肯
定

化
へ
の
素
地
は
「
数
鞠
」
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に　

　

蹴
鞠
が
大
衆
化
し
地
下
鞠
が
主
流
と
な
る
と
、
優
雅
な
姿
態
よ
り
も
鞠
を
落

と
さ
な
い
こ
と
が
一
番
の
価
値
と
な
る
。
政
光
は
蹴
鞠
が
一
足
で
終
わ
る
事
を

強
く
否
定
し
た
。
そ
れ
が
〈
足
高
〉
の
肯
定
化
に
つ
な
が
っ
た
。〈
足
高
〉
に
〈
膝

を
曲
げ
て
〉
蹴
る
こ
と
で
「
高
足
」
の
技
を
確
立
さ
せ
、単
に
「
高
く
上
げ
る
鞠
」

以
上
の
特
別
な
技
に
し
た
。

　

ま
た
、
外
郎
家
伝
来
の
口
伝
を
参
考
に
「
請
け
、
高
足
、
留
め
」
を
「
一
足

三
段
」と
い
う
一
連
の
技
術
と
し
た
こ
と
で
、「
高
足
」の
技
の
成
功
率
を
高
め
た
。

そ
れ
に
は
「
一
段
三
足
」
の
〈
低
い
鞠
・
高
い
鞠
・
低
い
鞠
〉
の
考
え
方
も
基

礎
と
な
っ
た
。「
高
足
」
の
前
後
に
調
整
用
の
足
遣
い
で
あ
る
「
請
け
」「
留
め
」

を
挿
入
す
る
こ
と
で
、「
一
段
三
足
」
の
「
手
分
の
鞠
」
に
あ
た
る
部
分
を
「
一

足
三
段
」
と
し
て
特
立
し
、「
高
足
」
を
確
実
に
成
就
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

結
果
、
個
人
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
の
強
い
蹴
鞠
に
な
る
。「
打
緒
」
の
一
連
化

は
そ
れ
に
も
関
わ
る
。

　
「
一
足
三
段
」
は
メ
リ
ハ
リ
も
効
い
て
お
り
、「
下
衆
し
き
」
地
下
鞠
を
見
せ

る
も
の
に
し
た
。「
数
鞠
」
を
す
る
に
し
て
も
、政
光
は
「
独
り
鞠
」（『
実
又
記
』

下
８
「
地
鞠
」、
旧
稿
①
参
照
の
こ
と
）
を
披
露
す
る
ほ
ど
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

化
し
た
技
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
「
一
足
三
段
」
は
、
江
戸
中
期
に
は
、
堂
上
鞠
と
地
下
鞠
と
の
違
い

を
明
確
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
地
下
の
鞠
会
の
記
録
に
は
「
不
落
」
の
文
字
が

研
究
で
は
同
書
が
最
大
の
成
果
で
あ
る
。

（
注
２
）『
古
今
中
撰
記
』は
不
明
。『
実
又
記
』に
逸
文
が
見
ら
れ
る
。『
実
又
記
』

の
先
行
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
政
光
は
こ
れ
を
「
師
」
と
仰
い
で
い
る
（『
実
又

記
』
上
序
、
下
跋
）。

（
注
３
）『
宗
清
百
問
答
』
に
つ
い
て
は
、（
注
1
）
前
掲
書
、一
四
二
～
一
四
三
頁
、

小
川
剛
生『
二
条
良
基
研
究
』笠
間
書
院
、二
〇
〇
五
年
、二
九
九
～
三
〇
七
頁
、

に
詳
し
い
。
小
川
書
に
よ
る
と
説
自
体
は
宗
清
の
父
・
宗
緒
の
も
の
と
い
う
。

（
注
４
）
鴨
沓
が
様
式
化
す
る
の
は
応
仁
の
乱
以
後
で
あ
る
。
稲
垣
弘
明
『
中

世
蹴
鞠
史
の
研
究
―
鞠
会
を
中
心
に
―
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、

一
七
八
～
一
八
四
頁
参
照
。

（
注
５
）
渡
辺
融
「
蹴
鞠
の
用
語
―
わ
ざ
を
中
心
に
し
て
―
」『
体
育
史
研
究
』

一
五
号
、
一
九
九
八
年
。

（
注
６
）
政
光
の
同
時
代
人
で
あ
り
、
飛
鳥
井
雅
章
の
門
弟
で
あ
っ
た
灰
屋
紹
益

晩
年
の
随
筆
『
に
ぎ
は
ひ
草
』
で
は
、
堂
上
鞠
の
立
場
に
立
っ
て
、「
十
分
の

沓
下
と
い
ふ
は
、雅
章
卿
に
て
ま
し
ま
す
ら
ん
と
ぞ
覚
へ
侍
る
な
り
」と
記
す
。

（
注
７
）『
続
群
書
類
従
』
所
収
の
『
九
拾
九
箇
条
』
に
あ
る
「
第
八
」『
極
意
集
』、

「
第
九
」『
蹴
鞠
三
流
通
抄
』、「
第
十
」（
無
題
）
と
い
っ
た
も
の
は
、
教
久
の

伝
で
あ
る
か
疑
問
が
あ
る
と
さ
れ
る
（『
群
書
解
題
』
参
照
）。「
第
十
」
に
関

し
て
は
、
難
波
家
旧
蔵
平
野
神
社
本
『
蹴
鞠
之
抄　

賀
茂
流
』（
整
理
番
号

一
二
―
〇
一
（
〇
六
四
））
や
、『
賀
茂
流
蹴
鞠
記
』（
整
理
番
号
一
二
―
〇
四

（
〇
六
六
））
に
よ
る
と
『
極
意
集
』
と
呼
ば
れ
る
書
で
あ
る
。
天
正
十
七
年

（
一
五
八
九
）
六
月
七
日
、松
下
元
久
に
よ
る
奥
書
が
あ
る
の
で
、「
第
八
」「
第

十
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
頃
の
伝
書
か
と
思
わ
れ
る
。「
第
九
」
に
つ
い
て
は

未
検
討
で
あ
る
が
、
沓
に
関
わ
る
記
述
が
多
く
、
他
巻
に
は
見
ら
れ
な
い
「
地

誇
ら
し
く
残
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

『
中
撰
実
又
記
』
関
連
の
旧
稿

①
「
日
本
体
育
史
学
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
報
告
書
・『
中
撰
実
又
記
』（
一
六
四
六
）

の
蹴
鞠
技
術
と
作
法
―
技
術
編
―
」『
体
育
史
研
究
』
第
三
三
号
、
二
〇
一
六

年
三
月
。
体
育
史
学
会
Ｈ
Ｐ
で
閲
覧
可
能
。

②
「
江
戸
初
期
蹴
鞠
書
『
中
撰
実
又
記
』
と
能
楽
―
地
下
外
郎
派
口
伝
生
成
の

背
景
に
つ
い
て
の
覚
書
―
」『
古
典
演
劇
研
究
の
対
象
と
視
点
』（
金
沢
大
学

人
間
社
会
研
究
域
附
属
国
際
文
化
資
源
学
研
究
セ
ン
タ
ー
）
二
〇
一
八
年
一

月
、
一
九
～
三
二
頁
。

③「『
中
撰
実
又
記
』の
諸
本
に
つ
い
て
の
覚
書
」『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』四
三
号
、

二
〇
一
八
年
三
月
。
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ａ
で
閲
覧
可
能
。

④
「（
研
究
方
法
セ
ミ
ナ
ー
）
江
戸
初
期
蹴
鞠
書
『
中
撰
実
又
記
』
研
究
か
ら
地

下
外
郎
派
蹴
鞠
復
元
へ
向
け
て
」『
体
育
史
研
究
』
第
三
六
号
、
二
〇
一
九
年

三
月
。
体
育
史
学
会
Ｈ
Ｐ
で
閲
覧
可
能
。

⑤
「
外
郎
右
近
政
光
著
『
中
撰
実
又
記
』
概
要
」、「
平
野
神
社
蔵
難
波
家
旧
蔵

蹴
鞠
文
書
本
『
中
撰
実
又
記
』
上
下
巻
翻
刻
な
ら
び
に
現
代
語
訳
」
研
究
報

告
書
『
近
世
蹴
鞠
大
衆
化
の
構
造
―
『
中
撰
実
又
記
』
の
世
界
―
』
研
究
代
表
・

大
久
保
英
哲
、
二
〇
一
九
年
三
月
所
収
。

　
　

注

（
注
１
）「
公
家
鞠
」
と
は
「
平
安
～
鎌
倉
時
代
の
公
家
社
会
で
確
立
し
た
様
式

の
蹴
鞠
」
を
い
う
学
術
語
。
桑
山
浩
然
・
渡
辺
融
『
蹴
鞠
の
研
究
―
公
家
鞠

の
成
立
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
事
項
索
引
参
照
。
公
家
鞠

に
足
に
け
る
が
よ
し
。
次
第
に
足
は
ひ
き
く
成
故
也
。
…
（
下
５
「
初
心

を
取
立
る
伝
法
」）

・
能
沓
下
と
云
は
、
羽
箒
な
ど
に
て
は
く
が
ご
と
し
。
…
足
の
裏
一
ぱ
い
に

は
す
ら
ず
、き
び
す
の
方
す
る
也
。
…
態
、沓
の
裏
一
ぱ
い
強
す
り
付
る
を
、

強
き
沓
下
な
ど
ゝ
ほ
む
る
事
、
お
か
し
き
沙
汰
也
。
…
足
ひ
く
き
は
甲
に

懸
り
て
（
沓
音
が
―
村
戸
注
）
悪
敷
、…
石
打
よ
り
甲
に
懸
り
、足
高
成
は
、

沓
音
能
物
也
。
…
（
下
６
「
沓
下
付
沓
音
」）

・
足
取
高
く
、
沓
下
に
音
無
し
。
足
ひ
き
く
、
沓
下
強
と
て
摺
付
、
ず
ん
と

蹴
出
せ
ば
、
色
強
、
鞠
の
高
下
も
沙
汰
が
な
ら
ぬ
故
、
相
手
請
取
難
し
。

蹴
損
じ
の
も
と
也
。
…
（
下
７
「
上
鞠
の
習
」）

　

政
光
に
と
っ
て
は
〈
足
高
〉
が
基
本
の
蹴
り
方
で
あ
る
。〈
足
低
〉
で
は
鞠
の

回
転
が
強
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
に
く
い
の
で
あ
る
。〈
足
高
〉
に
は
技
術
的
に
次

の
よ
う
な
効
果
が
あ
っ
た
。

　
『
九
十
九
箇
条
』
に
は
、「
数
鞠
の
事
、
…
足
を
ば
少
高
く
す
べ
し
。
鞠
弱
く

せ
ん
為
也
」（
八
38
、
一
二
二
頁
）
と
あ
る
。「
数
鞠
」
と
は
鞠
を
多
く
上
げ
続

け
る
プ
レ
ー
の
こ
と
を
い
う
。〈
足
高
〉
に
す
る
と
鞠
が
緩
く
な
り
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
や
す
く
、「
数
鞠
」
の
時
に
は
落
と
し
に
く
く
な
る
。〈
足
高
〉
を
戒
め
る

『
百
五
十
箇
条
』
で
も
「
数
鞠
の
蹴
様
は
、
つ
ね
よ
り
も
足
を
高
く
上
げ
て
、
数

を
本
に
蹴
べ
し
」（
一
二
六
、七
五
頁
）
と
あ
り
、「
数
鞠
」
に
は
賀
茂
家
同
様
、

少
し〈
足
高
〉に
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。ま
た「
鞠
に
弱
く
と
当
た
る
と
き
は
、

わ
ざ
と
膝
を
屈
む
る
こ
と
あ
り
」（
四
三
、六
三
頁
）と
も
あ
り
、鞠
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
た
め
に
〈
膝
を
曲
げ
る
〉
こ
と
も
許
容
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
数
鞠
」
は
「
序
破
急
」
の
盛
り
上
が
り
で
あ
る
急
の
段
階
で
行
わ
れ
る
（
前

掲
引
用
文
傍
線
部
参
照
の
こ
と
）。
鞠
を
落
と
さ
ず
続
け
る
急
で
の
「
数
鞠
」
の

（
注
19
）

（
注
20
）

（
注
21
）
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行
」
を
序
破
急
に
分
け
る
考
え
方
が
見
ら
れ
る
（
旧
稿
①
）。「
地
鞠
」
に
関

す
る
こ
と
と
と
も
に
今
後
の
課
題
と
し
て
考
究
し
て
い
き
た
い
。

（
注
15
）（
注
1
）
前
掲
書
、
事
項
索
引
参
照
。

（
注
16
）『
蹴
鞠
口
伝
集
』翻
刻
は
、研
究
報
告
書『
蹴
鞠
技
術
変
遷
の
研
究
』代
表
・

桑
山
浩
然
、
一
九
九
二
年
所
収
。『
革
匊
要
略
集
』
翻
刻
は
（
注
1
）
前
掲
書

所
収
。

（
注
17
）
な
お
『
松
下
十
巻
抄
』
三
17
「
一
段
三
足
」（
一
五
五
頁
）
は
、「
三
拍

子
」
の
こ
と
を
い
う
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
項
目
に
出
る
「
蹴
上
」
と
い
う
語

の
語
義
規
定
に
も
関
わ
り
、
問
題
が
別
な
の
で
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。
い
ず

れ
再
考
し
た
い
。

（
注
18
）（
注
1
）
前
掲
書
、
事
項
索
引
参
照
。

（
注
19
）（
注
1
）
前
掲
書
、
事
項
索
引
参
照
。

（
注
20
）（
注
６
）『
に
ぎ
は
ひ
草
』
で
は
、
賀
茂
家
の
「
数
鞠
」
を
す
る
さ
ま
を

批
判
的
に
記
し
て
い
る
。

（
注
21
）「
渡
辺
融
氏
・
近
世
蹴
鞠
研
究
講
義　

講
義
プ
リ
ン
ト
」
中
「
口
頭
発

表
レ
ジ
メ
５
・
７
」、
旧
稿
⑤
研
究
報
告
書
所
収
、
四
六
頁
、
五
四
頁
。

　

本
稿
で
引
用
し
た
本
文
は
以
下
の
各
書
に
拠
る
。『
地
下
流
蹴
鞠
秘
伝
書
』
―

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
。『
中
撰
実
又
記
』
―
旧
稿
⑤
。『
宗
清
百
問
答
』
―
平
野

神
社
蔵
難
波
家
旧
蔵
本
。『
蹴
鞠
百
五
十
箇
條
』・『
松
下
十
巻
抄
』・『
蹴
鞠
之
目

録
九
十
九
箇
條
』
―
『
続
群
書
類
従
』。『
内
外
三
時
抄
』
―
（
注
1
）
前
掲
『
蹴

鞠
の
研
究
』
所
収
翻
刻
。『
竹
斎
』
―
近
世
文
学
資
料
類
従
仮
名
草
子
編
『
竹
斎

物
語
集
』（
上
）。『
に
ぎ
は
ひ
草
』
―
『
新
燕
石
十
種
第
二
』。
い
ず
れ
も
通
読

の
便
を
計
り
、
私
意
に
よ
り
、
句
読
点
を
加
え
表
記
を
改
め
て
あ
る
。

鞠
」「
蹴
手
」
な
ど
と
い
っ
た
『
実
又
記
』
と
共
通
の
語
が
出
て
い
る
こ
と
か

ら
、
内
容
的
に
他
巻
よ
り
も
『
実
又
記
』
の
頃
に
近
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。
な
お
、
賀
茂
流
蹴
鞠
書
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
さ

れ
て
い
な
い
。

（
注
８
）「
形
木
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
兵
法
や
能
な
ど
他
の
芸
能
分
野

か
ら
の
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
注
９
）（
注
1
）
前
掲
書
、
事
項
索
引
参
照
。

（
注
10
）
拙
著
『
遊
戯
か
ら
芸
道
へ
―
日
本
中
世
に
お
け
る
芸
能
の
変
容
―
』
玉

川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
二
年
、
一
〇
七
～
一
一
二
頁
。

（
注
11
）
九
二
「
延
足
の
事
」、
九
三
「
延
足
仕
習
様
の
事
」、
九
四
「
連
ね
延
べ

と
い
ふ
事
」、
九
五
「
重
ね
延
べ
と
い
ふ
事
」、
九
六
「
突
き
延
べ
と
い
ふ
事
」、

九
七
「
延
べ
帰
り
と
い
ふ
事
」、
九
八
「
帰
り
延
べ
と
い
ふ
事
」、
一
〇
一
「
半

延
べ
と
い
ふ
事
」。
以
上
、
七
一
～
七
二
頁
。

（
注
12
）『
内
外
三
時
抄
』
に
つ
い
て
は
、（
注
1
）
前
掲
書
に
翻
刻
と
詳
細
な
解

説
が
あ
る
。

（
注
13
）（
注
1
）
前
掲
書
、
事
項
索
引
参
照
。

（
注
14
）『
九
十
九
箇
条
』
で
は
「
高
足
」
は
序
の
段
階
で
出
現
し
て
い
た
。
他

書
で
も
「
高
く
上
げ
る
鞠
」
は
序
で
出
現
す
る
。『
実
又
記
』
で
は
、
序
で
は

「
地
鞠
」
を
行
う
。
な
お
、
三
家
に
も
「
地
」
は
あ
る
が
、
外
郎
家
の
概
念
と

は
違
う
。『
実
又
記
』
で
は
、「
一
足
三
段
」
に
は
「
蹴
様
の
一
足
三
段
」
と

「
拍
子
の
一
足
三
段
」
が
あ
り
、
後
者
は
「
序
破
急
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、「
御

子
左
の
家
説
」（
下
３
「
拍
子
の
習
」）
で
あ
る
と
す
る
。「
拍
子
の
一
足
三
段
」

に
つ
い
て
は
、
今
は
説
明
で
き
な
い
が
、「
一
日
の
鞠
会
全
体
の
進
行
」
を
序

破
急
に
分
け
る
考
え
方
以
外
に
、『
実
又
記
』
で
は
「
一
セ
ッ
ト
の
プ
レ
ー
進

　
　

加
賀
藩
と
室
鳩
巣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

畑　

中　
　

榮

　
は
じ
め
に

　

前
号
で
は
、
昌
興
が
綱
紀
に
諫
書
を
奉
り
、
そ
の
ま
ま
謹
慎
し
て
七
尾
の
津つ

む
ぎ向

村
で
没
し
た
こ
と
、
そ
の
昌
興
に
対
す
る
鳩
巣
の
評
価
や
追
悼
等
に
つ
い
て
ま
と

め
た
。
今
回
は
そ
れ
を
受
け
て
、
そ
の
昌
興
と
鳩
巣
が
出
会
い
、
詩
作
や
儒
学
の

学
習
を
通
し
て
ーー
主
に
鳩
巣
が
昌
興
に
教
授
し
訓
導
し
た
の
で
あ
る
が
ーー
醸

成
し
て
い
っ
た
儒
教
精
神
を
見
て
行
き
た
い
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
武
士

と
し
て
の
節
義
や
誇
り
を
ス
ト
イ
ッ
ク
な
ま
で
に
貫
い
た
、
一
人
の
武
士
の
生
き

様
で
も
あ
る
。

　
1　

鳩
巣
と
昌
興

　

鳩
巣
と
昌
興
が
交
流
し
始
め
る
の
は
貞
享
元
年
、
鳩
巣
二
十
七
歳
、
昌
興

二
十
九
歳
頃
か
ら
で
、
そ
れ
ま
で
の
ほ
ぼ
十
年
間
は
、
殆
ど
接
点
が
な
い
。
従
っ

て
前
半
は
各
々
を
別
々
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

昌
興
が
綱
紀
に
近
侍
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）

十
八
歳
で
新
知
二
百
五
十
石
を
賜
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ

の
二
年
前
の
寛
文
十
一
年
頃
に
召
し
出
さ
れ
た
ら
し
い（
注
１
）。
そ
し
て
そ
の
年

の
秋
能
登
に
旅
行
し
て
、
和
歌
に
よ
る
「
能
登
紀
行
」
を
書
い
て
い
る
。（
注
２
）。

　

一
方
鳩
巣
も
同
じ
く
寛
文
十
一
年
、
十
四
歳
で
綱
紀
の
命
に
よ
り
そ
の
場
で

詩
を
賦
し
、
同
席
し
て
い
た
木
下
順
庵
（
以
下
順
庵
と
略
称
）
を
し
て
、「
辭
義

観
る
べ
し
。
感
嘆
の
餘
り
、
た
め
に
次
韻
し
、
以
て
前
程
を
祝
す
」
と
し
て
、

七
絶
を
贈
ら
し
め
て
い
る
（
注
３
）。

　
　

五
岳
英
霊
鍾
少
年　
　

一
篇
珠
玉
踵
前
賢

　
　

聡
明
自
與
世
人
異　
　

未
必
降
才
無
二
天

［
訓
読
］
五
岳
の
英
霊
少
年
に
鍾あ

つ

ま
り
。
一
篇
の
珠
玉
前
賢
を
踵つ

ぐ
。
聡
明
は

自お
の
づ
から

世
人
と
異
な
る
。
未
だ
必
ず
し
も
才
を
降く

だ

す
に
二に

て
ん天

無
き
に
あ
ら
ず
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

年
・
賢
・
天
（
下
平
一
先
）

　
「
五
岳
の
英
霊
」
は
、
国
を
鎮
め
人
々
に
生
死
福
徳
等
を
授
け
る
五
岳
の
神
霊

で
、
そ
の
神
霊
に
守
ら
れ
る
と
延
命
福
寿
が
得
ら
れ
る
と
い
う
。
鳩
巣
に
は
、

そ
の
神
霊
か
ら
授
け
ら
れ
た
才
能
が
溢
れ
て
お
り
、
先
賢
の
明
を
継
い
で
ひ
と

き
わ
抜
き
ん
出
た
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
少
年
の
聡
明
な
才
能
を
磨
く

葛
巻
昌
興
と
の
交
流　

そ
の
2


