
伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て

下

ー
!
伝
上
杉
謙
信

・
上
杉
景
勝
所
用
服
飾
類
調
査
報
告

五

寄
せ
裂
仕
立
に
関
す
る
考
察

裂
を
接寄
ぎせ
合裂
わ仕
せ立
てに
衣許つ
類広い
をて
作
る

と
は
相
当
古
く
か
ら
千丁
わ
れ
て
し、

た
と
思
わ

1 
れ
る
。
現
代
の
よ
う
に
機
械
生
産
で
多
量
の
裂
が
産
出
さ
れ
て
い
る
時
代
で
も
、
美

し
い
裂
や
珍
し
い
裂
の
接
ぎ
合
わ
せ
使
用
は
勿
論
、
見
本
裂
や
端
裂
を
接
ぎ
合
わ
せ

て
用
い
る
こ
と
も
屡
々
で
あ
り
、
僻
地
、
貧
困
等
の
理
由
で
繊
維
品
が
容
易
に
入
手

註
日

で
き
な
い
場
合
は
、
必
要
上
寄
せ
裂
や
ぼ
ろ
裂
集
め
で
友
類
を
作
る
の
が
常
で
あ

る
。
ま
し
で
す
べ
て
を
手
工
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
は
、
生
産
量
は
僅
少

で
裂
に
対
す
る
節
約
や
愛
着
は
現
代
の
比
で
は
な
い
か
ら
、
残
り
裂
や
端
裂
で
も
貴

重
な
筈
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
当
然
接
ぎ
合
わ
せ
の
方
法
で
使
用
の
目
的
を
果
し
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

寄
せ
裂
仕
立
の
場
合
に
も
一
種
類
の
裂
で
仕
立
て
る
場
合
と
同
様
、
作
成
に
当
つ

て
の
動
機
が
二
つ
あ
る
。
即
ち
そ
の
動
機
に
な
っ
た
目
的
が
着
用
す
る
「
衣
類
」
に

あ
る
か
、
使
用
す
る
「
裂
」
に
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
一
種
類

伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
椴
子
等
縫
合
胴
服
に

つ
い
て

下

神

子

/.、
/口i

栄

の
裂
で
仕
立
て
る
場
合
に
く
ら
べ
て
後
者
の
割
合
が
多
い
の
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
余
り
裂
や
端
裂
に
対
す
る
愛
着
や
節
約
か
ら
「
裂
」
を
集
め
接
ぎ
合
わ
せ
て
衣

類
を
作
る
こ
と
が
、
後
者
の
「
裂
」
に
作
成
の
動
機
が
置
か
れ
る
こ
と
と
一
致
す
る

か
ら
で
、
寄
せ
裂
仕
立
に
小
裂
利
用
の
性
格
が
あ
る
以
上
当
然
で
あ
る
。

更
に
寄
せ
裂
仕
立
の
「
裂
」
が
動
機
に
な
る
場
合
に
は
、
裂
に
対
す
る
愛
着
や
節

註
日

約
以
外
に
信
仰
的
な
性
格
や
俗
信
が
殊
の
ほ
か
強
く
、
ま
た
こ
の
種
の
寄
せ
裂
に
は

註
日

そ
の
衣
類
に
小
袖
や
袴
の
類
が
殆
ど
な
い
の
が
特
色
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
作
る
動
機
が
「
衣
類
」
に
あ
る
寄
せ
裂
仕
立
は
、
本
来
な
ら
ば
一
種
類

の
裂
で
仕
立
て
る
と
こ
ろ
を
、
裂
が
足
り
な
い
た
め
、
二
種
類
以
上
の
裂
を
接
、
ぎ
合

わ
せ
て
作
る
場
合
が
殆
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
は
共
通
し
て
接
ぎ
合
わ
せ
る

裂
は
な
る
べ
く
大
き
な
も
の
を
、
裂
の
種
類
は
な
る
べ
く
少
く
と
い
っ
た
考
慮
が
見

ら
れ
、
更
に
衣
類
本
来
の
目
的
で
あ
る
使
用
面
の
逼
迫
性
が
濃
厚
で
、
「
裂
」
が
作
成

動
機
に
な
る
場
合
と
は
種
々
な
点
で
対
照
的
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
何
れ
に
し
て
も
端
裂
や
残
り
裂
小
裂
等
使
用
の
さ
さ
や
か
な
仕
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立
で
あ
っ
て
、
真
新
し
い
一
続
き
の
大
き
な
裂
を
裁
断
し
縫
合
わ
せ
る
仕
立
と
は
根

一
七
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2 

寄
せ
裂
意
匠
の
発

展
、
並
び
に
こ
の
胴

服
の
意
匠
成
立
の
背

糞掃衣部分

主主
用、

こ
の
よ
う
な
つ
ま
し
さ

の
上
に
立
っ
た
寄
せ
裂
仕

挿図13

立
に
も
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
発
展
が
あ
っ
て
今
日

に
至
っ
て
い
る

q

中
で
も

/¥ 

意
匠
上
の
発
展
は
特
に
独
自
性
が
著
し
い
。

ふ
ん
ぞ
う
え

註

口

か
つ
て
糞
掃
衣
(
一
例
、
挿
図
日
〉
は
粗
服
に
徹
す
る
僧
衣
本
来
の
面
目
を
示
す
も
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の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
正
倉
院
の
刺
柄
袈
裟
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
装
飾
的
効
果
を

求
め
る
も
の
に
な
り
、
や
が
て
は
後
世
の
美
し
く
模
様
化
さ
れ
た
遠
山
袈
裟
(
一
例
、

挿
図
日
〉
に
ま
で
進
め
ら
れ
た
。

修
行
精
神
か
ら
発
し
た
組
服
が
眼
目
の
僧
衣
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
な
寄
せ
裂
仕
立

独
得
の
意
匠
の
発
展
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
さ
さ
や
か
な
中
に
も
喜
び

を
見
出
し
た
い
の
が
本
能
で
あ
る
一
般
庶
民
の
聞
に
こ
の
発
展
が
な
い
筈
は
な
い
。

註
mm

小
袖
の
段
の
起
源
を
思
わ
せ
る
対
馬
の
ハ
ギ
ト
ウ
ジ
ン
、
鎌
倉
か
ら
室
町
に
か
け

註
日

て
の
片
身
替
り
の
直
垂
、
室
町
か
ら
江
戸
初
頭
に
多
い
片
身
替
り
、
袖
替
り
、
段
の

小
袖
等
、
現
存
遺
品
資
料
並
び
に
絵
画
資
料
か
ら
考
察
す
る
と
、
庶
民
間
で
の
、

石山寺蔵

枚
の
衣
服
を
作
る
の
に
幾
種
類
も
の
裂
を
寄
せ
集
め
て
仕
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
乏
し
い
衣
生
活
が
そ
の
根
底
に
あ
り
な
が
ら
、
接
ぎ
合
わ
せ
を
行
う
立
場
に
常

滋賀県

時
寄
せ
裂
の
装
飾
性
を
求
め
て
い
た
の
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
装
飾
性
は
、
明

ら
か
に
計
画
的
に
意
匠
を
作
成
し
た
と
認
め
ら
れ
る
種
類
の
片
身
替
り
、
袖
替
り
、

江戸中期

段
に
ま
で
進
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

即
ち
鎌
倉
時
代
の
祭
礼
装
束
の
直
垂

(
一
例
、
挿
図
日
〉
等
は
、
派
手
な
効
果
が
目

挿図14 遠111袈裟部分

的
の
寄
せ
裂
仕
立
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
、
更
に
室
町
か
ら
江
戸
初
頭
に
か
け

て
の
初
期
小
袖
の
片
身
替
り
や
段
に
、
そ
れ
が
別
裂
仕
立
で
は
な
く
意
匠
企
画
が
既

に
織
や
染
の
段
階
で
行
わ
れ
て
い
る
凝
っ
た
も
の
に
屡
々
直
面
す
る
の
な
ど
は
、
本

来
の
接
ぎ
合
わ
せ
か
ら
は
脱
し
て
、
そ
の
意
匠
だ
け
が
完
全
に
独
立
し
た
姿
と
い
え

る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
武
士
階
級
の
聞
に
、
庶
民
の
接
ぎ
合
わ
せ
意
匠
の
観
念
が
浸

透
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
意
匠
が
ま
だ
模
様
染
の
発
達
し
て



挿図15 片身替りの直垂

春日権現霊験記第十三巻模本

い
な
か
っ
た
当
時
、

一
枚
着
と

し
て
の
小
袖
を
飾
る
に
ふ
さ
わ

し
い
効
果
的
な
も
の
に
ま
で
発

達
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。こ

の
片
身
替
り
、
袖
替
り
、

段
は
、
室
町
・
桃
山
の
染
織
工

註
初

代
か
ら
江
戸
の
染
の
時
代
へ
移
る
過
渡
期
に
あ
っ
て
、
種
々
な
過
渡
的
様
相
を
呈
す

芸
が
、
平
安
・
鎌
倉
の
・
織
の
時

る
中
で
、
前
時
代
的
傾
向
が
濃
く
、
従
来
の
織
の
技
術
、
当
時
多
量
に
舶
載
さ
れ
た

外
来
裂
の
利
用
、
寄
せ
裂
仕
立
及
び
寄
せ
裂
意
匠
等
が
相
侯
っ
て
、
新
た
に
服
装
の

主
流
と
な
っ
た
小
袖
の
一
意
匠
と
し
て
独
得
の
進
展
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
寄
せ
裂
の
胴
服
は
室
町
末
若
し
く
は
桃
山
初
頭
の
製
作
で
あ
る
。
既

に
そ
の
意
匠
が
片
身
替
り
、
段
と
同
類
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
。
こ
う
す
す
め
て
く

る
と
こ
の
胴
服
が
如
何
な
る
寄
せ
裂
で
あ
る
か
歴
然
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
高
度

に
凝
っ
た
賛
沢
な
胴
服
は
、
こ
の
時
代
、
前
述
し
た
よ
う
に
進
ん
で
い
た
片
身
替
り
、

段
等
の
意
匠
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
構
成
に
手
馴
れ
た
優
れ
た
意
匠
感
覚
の
持

ち
主
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
応
用
形
と
し
て
当
然
こ
う
い
う
試
み
も
行
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
傑
作
は
決
し
て
突
如
と
し
て
出
現
し
た
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の

胴
服
の
殊
更
に
細
か
い
寄
せ
裂
に
は
意
匠
以
外
の
目
的
、
即
ち
1
に
お
い
て
述
べ
た

考
察
が
困
難
で
あ
る
の
で
言
及
を
控
え
た
い
。

よ
う
な
、
信
仰
的
乃
至
は
俗
信
的
な
目
的
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
現
段
階
で
は

寄
せ
裂
に
一
貫
し
て
い
る
意
匠
上
の
特
質
は
、
異
っ
た
裂
の
色
や
質
、
形
、
模
様
、

伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て

下

裂
の
大
き
さ
等
の
対
比
対
照
の
面
白
さ
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
も
中
期
近
く
、
帯
の

幅
が
広
く
な
っ
て
く
る
と
、
そ
こ
に
も
そ
の
面
白
さ
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
渡

り
も
の
で
あ
る
唐
桟
の
余
り
裂
を
巧
み
に
接
ぎ
合
わ
せ
た
羽
織
や
胴
着
は
、
気
の
き

い
た
品
の
よ
い
江
戸
趣
味
の
酒
落
着
で
あ
っ
た
。
江
戸
の
後
期
、
型
染
の
技
術
が
発

し
て
扱
わ
れ
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

達
し
た
頃
、
遂
に
こ
れ
は
寄
せ
裂
模
様
〈
一
例
、
挿
図
凶
〉
と
な
っ
て
屡
々
染
模
様
と

こ
の
よ
う
に
寄
せ
裂
に
は
そ
こ
に
寄
せ
裂
独
自
の
美
し
さ
面
白
さ
が
あ
る
た
め
、

そ
れ
が
或
時
は

京都・千総蔵

つ
ま
し
い
衣
生

活
の
唯
一
の
喜

び
と
な
り
、
或

左同28年製〉

時
は
寄
せ
裂
自

体
の
面
白
さ
か

ら
試
み
ら
れ
、

挿図16 型友禅の寄せ裂模様例〈右明治19年製

更
に
意
匠
自
体

に
発
展
が
生
じ

て
い
る
。
こ
れ

は
手
先
の
器
用

な
日
本
人
の
、

如
何
な
る
裂
で

も
巧
み
に
接
、
ぎ

合
わ
す
優
れ
た

技
術
と
、
そ
の

147 
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た
め
の
労
を
い
と
わ
な
い
性
格
、
更
に
歴
史
的
に
み
て
節
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時

代
が
多
か
っ
た
と
い
っ
た
条
件
か
ら
発
展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
寄

せ
裂
や
寄
せ
裂
模
様
の
発
達
は
、

つ
ま
し
い
衣
生
活
と
手
先
の
器
用
さ
に
源
を
発
し

た
所
産
で
あ
る
。

3 

こ
の
胴
服
に
お
け
る
寄
せ
裂
の
特
異
性

こ
の
胴
服
に
十
六
種
類
の
表
裂
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
幾
度
か
触
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

そ
の
中
の
一
つ
蔚
黄
地
笹
蔓
花
文
様
紋
子
(
笹
蔓
手
、
裂
の
種
類
別
番
号

日
)
は
薄
標
色
笹
蔓
花
文
様
鍛
子
(
笹
蔓
手
、
裂
の
種
類
別
番
号
3
〉
と
同
文
の
色
違
い

(
第
一
二
六
号
図
版

I
、

v
a、
挿
図
ロ
参
照
)
で
、
そ
の
使
用
は
挿
図
ロ
の
裂
の
通
し

番
号
臼
の
小
片

(
E
V〈
仏

-
r
B
)
一
ヶ
所
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
知
何
に
も
珍
し
く
美

し
い
裂
を
寄
せ
集
め
て
接
ぎ
合
わ
せ
る
寄
せ
裂
の
気
分
の
よ
く
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
、
そ
う
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
は
勿
論
「
美
し
い
裂
が
種
々
あ
る
か
ら
こ
れ

を
接
ぎ
合
わ
せ
て
何
か
作
ろ
う
」
と
い
う
寄
せ
裂
の
意
図
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
で
は
一
体
何
処
が
普
通
一
般
の
寄
せ
裂
と
異
る
の
で
あ
ろ

う
か
。こ

こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
裂
は
先
に
挙
げ
た
一
種
類
を
除
き
、
何
れ
も
始
め
は

相
当
な
大
き
さ
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
こ
の
意
匠
に
合
わ
せ
て
思
い

切
り
よ
く
切
り
こ
ま
ざ
い
て
使
っ
た
点
驚
異
で
あ
る
。
こ
の
大
き
な
貴
重
な
裂
を
切

註
幻

り
こ
ま
、
さ
い
て
い
く
こ
と
は
、
普
通
で
は
真
似
の
で
き
な
い
芸
当
で
、
こ
の
よ
う
に

臆
す
る
こ
と
な
く
高
級
な
舶
来
品
を
切
り
き
ざ
む
英
断
は
、
よ
ほ
ど
の
無
謀
か
よ
ほ

ど
の
自
信
と
勇
気
が
な
け
れ
ば
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
意
匠
の
出
来

を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
自
信
と
勇
気
の
所
産
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

二

O

ま
た
「
小
さ
な
裂
も
あ
ま
す
こ
と
な
く
用
い
て
」
と
い
う
普
通
の
場
合
の
寄
せ
裂
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製
作
の
考
え
で
は
、
こ
の
見
事
な
意
匠
は
望
め
な
い
。
何
故
な
ら
、
三
角
や
四
角
そ

の
他
の
多
角
形
を
大
小
と
り
ま
ぜ
、
し
か
も
十
六
種
類
の
裂
を
ほ
ど
よ
く
配
置
す
る

こ
と
は
、
そ
れ
が
複
雑
な
難
し
い
事
柄
を
幾
重
に
も
持
っ
て
い
る
だ
け
、
最
初
に
行

う
意
匠
企
画
は
、

よ
ほ
ど
充
分
な
用
布
が
準
備
さ
れ
な
い
限
り
不
可
能
だ
か
ら
で
あ

る。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
こ
の
寄
せ
裂
は
残
り
裂
、
端
裂
と
は
い
い
条
、
十
六
種
類

の
高
級
な
裂
が
充
分
に
用
意
さ
れ
、
惜
し
気
も
な
く
切
り
こ
ま
ざ
か
れ
て
作
ら
れ
た

と
い
う
、
実
質
的
に
も
気
分
的
に
も
極
め
て
賛
沢
な
点
が
異
色
で
あ
ろ
う
。

で
は
次
に
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
裂
の
説
明
に
移
り
た
い
。

既
に
三
に
お
い
て
、
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
十
六
種
類
の
裂
が
名
物
裂
級
の
裂

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
「
名
物
裂
級
」
と
い
う
意
味
は
、
当
時
即
ち
十
五
・

六
世
紀
ご
ろ
、
主
と
し
て
中
国
の
明
か
ら
相
当
多
量
の
裂
が
入
っ
て
き
て
い
た
中
で

註
辺

三
百
種
か
ら
三
百
五
十
種
類
が
い
わ
ゆ
る
名
物
裂
と
し
て
、
当
時
の
程
度
の
高
い
文

化
人
で
あ
る
武
人
や
茶
人
の
好
み
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
選
択
は
別
に

何
か
の
基
準
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
れ
ら
の
人
遠
の
好
み
に
よ
っ

た
の
で
、
高
級
品
が
必
ず
し
も
そ
の
選
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
し
か

し
さ
す
が
に
好
み
の
よ
い
目
の
高
い
人
達
の
選
択
だ
け
あ
っ
て
、
選
ば
れ
た
も
の
に

下
級
品
は
見
当
ら
な
い
。
即
ち
「
名
物
裂
級
の
裂
」
と
い
う
の
は
名
物
裂
の
選
に
入

る
程
度
の
高
級
な
外
来
裂
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
ら
の
表
裂
に
つ
い
て
詳
述
し

よ
う
。付)

十
六
種
類
の
裂
の
種
類
、
そ
の
品
質

十
六
種
類
中
、
金
禰
三
種
(
中
二
種
同
文
)
、
銀
欄
二
種
、
鍛
子
九
種
(
中
二
種
同
文
)
、
締



子
一
種
、
倫
子
一
種
で
あ

茶地石畳に藤巴文様金欄文様図

る
。
個
々
の
裂
の
説
明
は

こ
の
織
別
順
序
で
行
う
。

茶
地
石
畳
に
藤
巴
文
様
金

欄
(
裂
の
種
類
別
番
号
6
)

石
畳
文
様
は
名
物
裂
に

屡
々
見
ら
れ
、

こ
の
金
欄

挿図17

の
よ
う
に
小
さ
い
石
畳
が

地
文
に
な
っ
て
上
文
が
散

似
て
い
る
も
の
で
は

の
「
伊
予
簾
鍛
子
」
(
石
畳
の
大
き
さ
0
・
三
セ
シ
チ
前
後
〉
、
こ
の
金
欄
に
文
様
が
多
少

ら
し
で
あ
る
の
で
は
名
品

「
薄
紅
地
鳥
の
丸
に
宝
尽
し
文
様
金
入
鍛
子
L

(

鳥
の
丸
の
直
径

五
・
二
セ
ン
チ
、
石
畳
の
大
き
さ
0
・
三
セ
シ
チ
前
後
〉
が
あ
る
。

(
文
様
及
び
そ
の
大
き
さ
)

挿
図
口

藤
巴
の
大
き
さ
は
大
の
直
径
約
、
五
・
五
セ
ン
チ
、
小
の
直
径
約
四
・
コ
一
セ
ン
チ
で
、

中
に
は
四
・
四
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
も
の
も
あ
る
。
石
畳
の
大
き
さ
は

0
・
三
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
と

0
・
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
ま
で
種
々
あ
る
。

〈
地
合
〉

他
は
経
の
五
枚
嬬
子
、
文
は
平
金
糸
で
織
り
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
金
糸
は
緯
糸
二
本
お
き
に
入

っ
て
い
る
。
地
揚
み
で
経
糸
一

O
本
目
毎
に
一
本
が
揚
ん
で
い
る
。
経
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
二
一

O

金
糸
の
幅
は
平
均

0
・
五
ミ
リ
。

本
前
後
、
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
二
四
本
前
後
、
金
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
一
二
本
前
後
入
っ
て
お
り

(
糸
の
色
、
撚
等
〉

糸
は
経
も
緯
も
同
じ
茶
色
で
あ
る
が
経
は
細
く
緯
が
太
い
。
経
糸
は

Z
撚
、
緯
糸
の
撚
は
不
明
。

白
地
石
畳
に
藤
巴
文
様
金
欄
(
裂
の
種
類
別
番
号
ロ
、
第
一
二
六
号
図
版

E
a
〉

伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て

ード

(
文
様
の
大
き
さ
)

こ
の
方
が
地
質
が
詰
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
前
述
の
と
同
文
で
あ
る
が
、

藤
巴
の
大
き
さ
は
大
の
直
径
約
五
・
二
セ
ン
チ
、
小
の
直
径
四
セ
ン
チ
(
多
少
小
さ
い
の
が
あ
る
〉
。

-
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
ま
で
種
々
あ
る
〉
。

石
畳
の
大
き
さ
は

0
・
四
セ
ン
チ
平
均

(
茶
色
の
場
合
と
同
様

0
・
三
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
か
ら

O

〈
地
合
〉

地
は
経
の
五
枚
嬬
子
、
文
は
平
金
糸
で
織
り
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
金
糸
は
緯
糸
二
本
お
き

に
入
る
。
地
揚
み
で
経
糸
一

O
本
目
毎
に
一
本
が
揚
ん
で
い
る
。
経
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
一
二

O
本

幅
は
平
均
約

0
・
五
ミ
リ
。

前
後
、
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
三

O
本
前
後
、
金
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
一
五
本
前
後
入
り
、
金
糸
の

(
糸
の
撚
〉

経
糸
は

Z
撚
、
緯
糸
の
撚
は
不
明
。

花
色
雷
文
菱
棒
竜
に
花
形
文
様
竪
縞
金
欄
(
裂
の
種
類
別
番
号
7
〉

ら
し
で
あ
る
金
禰
は
名
物
裂
に
よ
く
あ
り
、

菱
や
入
子
菱
、
雷
文
菱
が
棒
に
な
っ
て
繋
っ
て
地
文
に
な
り
、
そ
こ
に
上
文
が
散

こ
れ
は
文
様
、
地
質
共
に
そ
の
一
連
の

も
の
と
見
倣
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
同
じ
く
上
杉
の
緋
羅
紗
陣
羽
織
の
裏
に

浅
葱
色
の
紋
子
で
こ
れ
に
似
た
模
様
の
が
使
つ
で
あ
る
。

(
文
様
及
び
そ
の
大
き
さ
)

挿
図
日

;5.al  
l ト一一一一3.8 1:  

花色雷文菱穆竜に花形

文様竪縞金欄文様図

(
地
合
〉

地
は
経
の
五
枚

縞
子
文
は
平
金
糸

で
織
り
あ
ら
わ
れ

て
お
り
、
そ
の
金

挿図18

糸
は
緯
糸
二
本
お

き
に
金
糸
が
一
本

149 

入
っ
て
い
る
の
は



美

術
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前
記
二
種
と
同
様
。
地
揚
み
で
、
経
糸
一

O
本
目
毎
に
一
本
が
揚
ん
で
い
る
の
も
前
記
二
種
と
同

研

究

第

百

十

九

様
。
経
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
一
二

O
本
前
後
、
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
二
六
本
前
後
、
金
糸
は
一
セ

ン
チ
聞
に
一
三
本
前
後
入
っ
て
お
り
、
金
糸
の
幅
は
平
均
約

0
・
五
ミ
リ
。

(
糸
の
色
、
撚
等
〉

経
糸
は
濃
い
花
色
で
撚
は

Z
撚
、
緯
糸
は
浅
葱
に
近
い
花
色
で
撚
は
不
明
。
こ
の
金
糸
は
赤
味
が

か
っ
た
金
で
あ
る

薄
青
緑
色
雷
文
に
花
の
段
文
様
銀
欄
(
裂
の
種
類
別
番
号
叩
)

裂
に
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
が
そ
の
一
連
と
見
倣
さ
れ
る
。

雷
文
が
横
に
繋
っ
て
他
の
文
様
と
段
に
な
っ
て
い
る
文
様
構
成
は
名
物
裂
系
統
の

(
文
様
及
び
そ
の
大
き
さ
)

挿
図
日

〈
地
合
〉

地
は
経
の
五
枚
嬬
子
、
文
は
平
銀
糸
で
織
り
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
銀
糸
は
緯
糸
二
本
お
き

に
入
っ
て
い
る
。
地
揚
み
で
経
糸
一

O
本
目
毎
に
一
本
が
揚
ん
で
い
る
の
は
前
記
金
欄
と
同
様
。
経

糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
一
二

O
本
前
後
、

緯
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
銀
糸
の
入
ら
ぬ
個
所
は
五

O
本

前

後
、
銀
糸
の
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
二
二
本
前
後
、
銀
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
一
一
本
前
後
入
っ
て
お

薄青緑色雷文に花の段文様

銀欄文様図

挿図19

り
、
銀
糸
の
幅
は
平
均
約

0
・
八
ミ
リ

150 

(
糸
の
色
、
撚
等
)

一
誌
は
経
糸
、
緯
糸
共
に
薄
青
緑
色
で
撚
の
強
い

Z
撚
、
経
緯
共
糸
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
緯
糸
が

-一-E
q
L

細
い
。

青
緑
色
花
鳥
文
様
竪
縞
銀
欄
(
裂
の
種
類
別
番
号
口
、
第
一
二
六
号
図
版
E
b〉
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湖
、
淵
伊
勢
場
多

oad行
《
物
多
多
額
均
身
挿

(
文
様
及
び
そ
の
大
き
さ
〉

挿
図
却

(
地
合
)

地
は
経
の
五
枚
儒
子
、
文
は
平
銀
糸
で
織
り
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
銀
糸
は
緯
糸
二
本
お
き

に
入
る
、
地
揚
み
で
経
糸
一

O
本
目
毎
に
一
本
が
揚
ん
で
い
る
の
は
前
述
の
金
欄
・
銀
欄
と
同
様
。

経
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
一
一
一

O
本
前
後
、
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
二

O
本
前
後
、
銀
糸
は
一
セ
ン
チ

聞
に
一

O
本
前
後
入

っ
て
い
る
。
銀
糸
の
幅
は
平
均
約
て
、
、
リ
で
幅
が
広
い
。
こ
の
銀
欄
は
竪
縞
に

銀
が
通
る
文
様
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
銀
の
竪
縞
は
幅
一
ぱ
い
に
く
り
返
さ
れ
て
い
る
か
ら
前
記
銀

欄
の
よ
う
な
銀
糸
の
入

っ
て
い
な
い
個
所
と
い
う
の
は
な
く
、
そ
の
た
め
前
記
銀
欄
の
よ
う
な
地
合

の
つ
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
な
く
全
面
組
い
感
じ
が
す
る
。
ま
た
銀
糸
の
幅
が
広
い
の
で
地
緯
の
密
度
も

組
く
な
る
結
果
に
な
り
全
体
に
地
の
組
い
銀
欄
に
な
っ
て
い
る
。

(
糸
の
色
、
撚
等
〉

こ
れ
は
経
糸
緯
糸
共
に
青
緑
色
で
撚
の
強
い

Z
撚
、
経
緯
共
糸
か
と
思
う
ほ
ど
緯
糸
が
細
い
。

こ
の
裂
と
同
文
の
が
岐
車
県
・
関
市
の
春
日
神
社
の
能
装
束
狩
衣
〈
同
文
赤
地
銀



欄
V

、
側
次
(
同
文
赤
地
銀
欄
、
同
文
薄
繰
色
金
欄
、
同
文
繰
色
金
欄
)
に
あ
り
、
そ
れ
ら

に
は
珍
し
く
裂
地
の
文
様
の
中
に
処
々
、
裂
の
織
幅
一
ぱ
い
に
約
一
セ
ン
チ
幅
に
細

く
区
切
り
が
入
り
、

そ
こ
に
横
に
「
哀
思
誠
」
或
は
「
陸
小
恵
」
の
文
字
が
白
糸
の

浮
織
で
織
り
出
し
て
あ
る
ハ
挿
図
幻
〉
。
そ
の
文
字
は
或
場
所
で
は
逆
に
左
字
に
な
っ

て
お
り
、
ま
た
或
区
切
り
に
は
そ
の
文
字
が
織
り
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
文
字
が

何
を
意
味
す
る
の
か
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
亡
れ
ら
の
裂
の
製
織
に
当

註
斜

っ
た
明
の
機
戸
か
繊
手
の
名
称
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
裂
が
文

様
の
大
き
さ
も
同
じ
で
あ
り
、
使
つ
で
あ
る
糸
も
何
れ
も
経
緯
共
色
、
共
に
撚
の
強

い
Z
撚
、
経
緯
共
糸
か
と
思
わ
れ

る
ほ
ど
緯
糸
が
細
く
、
地
合
は
何

L
ι
L
F
h
d
 

一-E
n
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れ
も
上
杉
の
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る

点
か
ら
推
測
す
る
と
、
こ
れ
ら
は

一
連
の
色
違
い
の
同
文
で
あ
る
こ

春日神社側次部分

と
が
わ
か
る
。
ま
た
緑
色
の
同
文

と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
加
賀
の
前

t四国
CJlCJl 主列c
I.OW ~~-
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所伝
用わ
とる
い前
う田
脚利
紳家

27妄
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と
の
こ
と
で
、
そ
う
な
る
と
上
杉

謙
信
と
は
同
時
代
で
あ
り
、

そ
こ

に
こ
の
裂
の
年
代
の
確
実
性
が
出

て
き
て
、
春
日
の
も
の
も
年
代
が

よ
り
確
実
に
な
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て

下

こ
の
時
代
、
こ
の
手
の
裂
が
相
当
多
量
に
入
り
、
装
束
の
類
に
広
く
使
用
さ
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
点
注
目
さ
れ
る
裂
で
あ
る
。

ま
た
春
日
の
こ
れ
と
同
文
の
金
欄
、
銀
禰
、
他
の
金
禰
の
類
を
見
る
と
、
金
糸
の

場
合
は
そ
の
糸
の
幅
が

0
・
五
ミ
リ
前
後
、
銀
糸
の
場
合
は
一
ミ
リ
弱
と
い
っ
た
上

杉
の
金
禰
、
銀
欄
の
金
、
銀
糸
の
幅
と
同
様
な
関
係
を
有
し
、
地
糸
は
経
緯
共
糸
か

と
思
わ
れ
る
ほ
ど
双
方
Z
撚
の
強
く
か
か
っ
た
細
い
糸
(
上
杉
の
金
欄
三
種
は
経
糸
は

銀
禰
二
種
と
同
様
な
Z
撚
の
強
い
細
い
糸
で
あ
る
が
緯
糸
は
普
通
の
場
合
の
緯
糸
の
よ
う
に

五
枚
緒
子
の
組
織
、
金
・
銀
糸
の
入
り
方
、
地
揚
み
の
状
態
、
地
の
密

註
幻

度
が
、
何
れ
も
名
物
裂
金
・
銀
欄
の
上
物
に
く
ら
べ
る
と
大
分
粗
い
な
ど
共
通
点
類

太
い
〉
で
、

似
点
が
揃
う
の
で
、
或
は
こ
れ
ら
は
同
時
代
同
所
で
出
来
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、

そ
の
中
の
同
文
が
幾
っ
か
あ
る
花
鳥
文
様
竪
縞
金
・
銀
禰

に
前
述
し
た
よ
う
な
浮
文
の
文
字
が
見
ら
れ
る
の
は
、
今
後
の
研
究
に
何
か
の
手
が

か
り
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

濃
蔚
黄
地
記
入
棒
に
竜
文
様
鍛
子
(
桑
山
椴
子
〉
(
裂
の
種
類
別
番
号
9
、
第
一
二
六
号
図

版
V
b
)

名
物
裂
の
桑
山
鍛
子
で
あ
る
。
茶
人
桑
山
重
晴
(
」
八
、
永
畑
町
山
一
見
区
)
・
重
長
(
一
一
一
M
M
1

問
問
、
t
)
父
子
の
ど
ち
ら
か
が
好
ん
だ
こ
と
か
ら
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
ろ
う
。
名
物

裂
に
は
百
の
入
っ
た
三
重
棒
l

l多
く
は
襖
の
中
に
日
入
の
菱
が
入
っ
た
文
様
、
菱
の
線

も
棒
に
平
行
で
あ
る
た
め
三
重
棒
に
見
え
る
。

ま
た
時
に
は
こ
の
よ
う
な
三
重
樺
で
は
な
く

一
重
の
棒
の
中
に
百
が
入
っ
て
い
る
の
も
あ
る
。
ー
ー
が
地
文
に
な
っ
て
上
文
が
散
ら
し

註
お

て
あ
る
の
が
よ
く
あ
り
、
こ
の
桑
山
紋
子
や
芝
山
鍛
子
、
藤
種
紋
子
な
ど
は
そ
の
手

の
名
物
裂
の
中
で
も
上
質
で
あ
る
。
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百(
文
様
及
び
そ
の
大
き
さ
〉

挿
図

n

波踊黄地目入棒に竜文様鍛子

〈桑山鍛子〉文様図

(
地
合
)

地
は
経
の
五
枚
縞
子
、
文
は
緯
の
浮
文
で
百
入
棒

は
二
本
越
し
て
い
る
も
の
四
本
越
し
て
い
る
も
の
が

混
っ
て
お
り
竜
文
は
五
枚
綾
¥
(
左
上
と
に
な
っ
た

部
分
が
多
い
。
経
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
七

O
本

前

後
、
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
三
四
本
前
後
。

挿図22

(
糸
の
色
、
撚
)

経
糸
は
非
常
に
濃
い
青
昧
の
多
い
蔚
黄
色
で
撚
は

Z
撚
。
緯
糸
は
薄
商
黄
と
薄
棋
の
ま
や
さ
っ
た
よ
う
な

青
昧
の
多
い
薄
茄
黄
で
撚
は
ゆ
る
く
S
撚
か

Z
撚
か

(
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
名
物
裂
帖
に
見
ら
れ
る
二
種
類
の
桑
山
鍛
子
〉

一
見
上
杉
の
こ
の
桑
山
鍛
子
と
同
じ
で
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
組
織
が
綾
(
地
が
経
の
三
枚

噌

i

綾
¥
ハ
左
上
り
)
、
文
が
緯
の
六
枚
綾
¥
ハ
左
上
り
)
〉
で
あ
る
点
以
外
上
杉
の
と
悉
く
同
じ
で
あ
っ
た
。

(2) 

薄
青
緑
色
(
経
糸
、
緯
糸
共
に
薄
青
緑
色
〉
で
文
様
が
小
さ
く
(
木
瓜
形
の
横
径
三

・
三
セセ

ン
チ
、
竪
径
一
・
九
セ
ン
チ
)
、
組
織
は
縞
子
(
地
が
経
の
五
枚
嬬
子
、
文
は
そ
の
裏
組
織
〉
、

共
に
細
く

Z
撚。

ン
チ
間
の
経
糸
本
数
は
一
三

O
本
前
後
、
緯
糸
本
数
は
五

O
本
前
後
、
糸
は
経
緯
共
糸
か
と
思
わ
れ

白
地
青
海
波
に
雲
文
椴
子
(
裂
の
種
類
別
番
号
1
、
第
一
二
六
号
図
版

wa〉

名
物
裂
系
統
の
裂
の
文
様
に
雲
文
が
多
い
こ
と
は
今
更
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

こ
の
胴
服
に
用
い
ら
れ
て
い
る
雲
文
鍛
子
は
第
一
二
六
号
図
版
W
に
あ
る
三
種
、
即

ち
こ
の
鍛
子
及
び
こ
れ
に
続
い
て
列
挙
す
る
こ
種
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
紋
子
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
セ
ン
チ
大
の
二
重
の
青
海
波
が
地
文
に
な

っ
て
、
そ
れ
に
上
文
が
散
ら
し
て
あ
る
名
物
裂
に
本
能
寺
裂
鍛
子
、
三
雲
屋
紋
子
が

二
四

あ
り
共
に
時
代
は
宋
元
の
間
と
い
わ
れ
て
い
る
質
も
上
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
上
杉
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の
こ
の
鍛
子
も
文
様
、
地
合
、
組
織
か
ら
見
て
そ
れ
ら
一
連
の
も
の
に
近
い
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
こ
の
鍛
子
は
鍛
子
と
し
て
は
経
糸
の
密
度
が
多
い
の
で
厚
み
の
あ
る

生
地
で
あ
る
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

し
っ
か
り
し
た
生
地
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
裂
に
は
裏
打
紙
の
な
い
の
は
そ
う
し
た

(
文
様
及
び
そ
の
大
き
さ
〉

挿
図
お

(
地
合
)

地
は
経
の
五
枚
嬬
子
、
文
は
そ
の
裏
組
織
。
経
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
一
一

O
本
前
後
、
緯
糸
は
一

セ
ン
チ
聞
に
三
二
本
前
後
。

(
糸
の
撚
)

経
糸
緯
糸
共
に

S
撚。

(
類
似
裂
)

ω
本
能
寺
裂
椴
子

l
東
京
国
立
博
物
館
蔵
|

文
様
の
大
き
さ
は
青
海
波
の
大
き
さ
約
一
セ
ン
チ
、
雲
文

の
横
径
三
・
三
セ
ン
チ
、
竪
径
五
セ
ン
チ
、
地
合
は
地
が
経

の
五
枚
嬬
子
、
文
は
裏
組
織
、
経
糸
一
セ
ン
チ
聞
に
一

0
0

本
前
後
、
緯
糸
一
セ
ン
チ
聞
に
三
五
本
前
後
、
経
糸
は
鉄
色

が
か
っ
た
濃
蔚
黄
S
撚
、
緯
糸
浅
葱
S
撚。

(2) 

三
雲
屋
鍛
子

l
東
京
国
立
博
物
館
蔵
名
物
裂
帖

i

約
一
セ
ン
チ
大
の
二
重
の
青
海
波
に
宝
尽
し
の
上
文
散
ら

し
、
地
合
は
地
が
経
の
五
枚
嬬
子
、
文
は
裏
組
織
、
経
糸
一
セ
ン
チ
聞
に
一

O
O本
前
後
、
緯
糸
は

一
セ
ン
チ
聞
に
三
六
本
前
後
、
経
糸
は
鉄
色
Z
撚
、
緯
糸
は
白
茶
で
撚
は
不
明
。

瀦
色
雲
文
紋
子
(
裂
の
種
類
別
番
号
目
、
第
一
二
六
号
図
版

W
b〉

こ
の
紋
子
は
き
め
が
こ
ま
か
く
し
か
も
地
質
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
務
色
の
色

が
鮮
や
か
で
あ
る
。



前
後
。

(
糸
の
色
、
撚
〉

〈
文
様
及
び
そ
の
大
き
さ
〉

挿
図
目
。
こ
の
雲
文
と
白
地
青
海
波
に
雲
文
鍛
子

(
1
〉

の
雲
文
及
び
黒
雲
文
鍛
子
〈
日
)
の
雲
文
は
形
は
類
似
し
て

い
る
が
大
き
さ
が
異
る
。
こ
れ
が
最
も
小
さ
く
(
日
)
が
最

も
大
き
い
ハ
挿
図
泊
、
目
、
お
参
照
)
・

(
地
合
〉

地
は
経
の
五
枚
嬬
子
、
文
は
そ
の
裏
組
織
.
経
糸
は
一
セ

ン
チ
聞
に
一
一

O
本
前
後
、
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
三
二
本

経
糸
、
緯
糸
ほ
と
ん
ど
同
色
の
鶴
色
。
撚
は
経
は

S
撚
、
緯
は
ゆ
る
い
が

S
撚
ら
し
い
.

黒
雲
文
鍛
子
(
裂
の
種
類
別
番
号
口
、
第
一
二
六
号
図
版
印
c
〉

痛
み
が
少
い
。

こ
の
紋
子
は
鉄
媒
染
の
た
め
痛
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
黒
無
地
縮
子
よ
り

(
第
一
二
六
号
図
版
I
参
照
)

が
上
質
の
し
っ
か
り
し
た
生
地
で
あ
る
。

現
在
色
は
槌
色
し
て
茶
に
な
っ
て
い
る

な
お
こ
の
紋
子
は
組
織
が
綾
で
あ
る
。
従
っ
て
組
織
の
上
か
ら
厳
密
に
い
う
と
鍛

子
で
は
な
く
綾
に
な
る
が
、
名
物
裂
系
統
の
裂
の
慣
例
に
従
っ
て
紋
子
と
し
た
。
こ

!ぬ議ア:l
l 』一一2.5一一一~ I 

'__---5.7---~ 

黒雲文鍛子文様図

れ
以
後
六
種
の
鍛
子
は
何
れ
も
綾
組
織
の
も

の
ば
か
り
で
あ
る
。

〈
文
様
及
び
そ
の
大
き
さ
)

挿
図
お
、
三
種
類
の
雲
文
鍛
子
中
こ
れ
が
最
も
大

，，‘ー、。

司
-w
t

、、，
u--

挿図25

(
地
合
)

地
は
経
の
三
枚
綾
¥
(
左
上
之
、
文
は
緯
の
六
枚
綾

¥
〈
左
上
り
〉
。
経
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
一
一

O
本
前
後

伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
椴
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て

下

緯
糸
は
太
く
、

一
セ
ン
チ
聞
に
二
五
本
前
後
.

(
糸
の
色
、
撚
〉

経
糸
、
緯
糸
共
黒
が
茶
色
に
槌
色
、
撚
は
経
緯
共
に

Z
撚。

(
類
似
裂
〉

上
杉
の
も
の
の
中
で
同
じ
く
謙
信
所
用
と
伝
え
ら
れ
る
「
赤
地
雲
文
椴
子
の
陣
羽
織
ハ
袖
附
ど
の

文
様
地
質
は
こ
の
雲
文
鍛
子
に
よ
く
似
て
い
る
。
雲
文
が
更
に
大
き
く
雲
文
中
央
の
横
径
が
五
セ
ン

チ
あ
る
。
と
の
地
合
は
地
が
経
の
三
枚
綾

¥
2ょ
と
、
文
は
緯
の
六
枚
綾
¥
ハ
左
上
と
で
経
糸
は
一
セ

Z
撚。

ン
テ
聞
に
八
二
本
前
後
、
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
二
五
本
前
後
、
経
糸
、
緯
糸
共
に
色
は
赤
、
撚
は

薄
標
色
笹
蔓
花
文
様
紋
子
(
裂
の
種
類
別
番
号
3
、
第
一
二
六
号
図
版
V
a
)

こ
れ
は
次
の
蔚
黄
地
笹
蔓
花
文
様
鍛
子
と
同
文
で
、
名
物
裂
で
は
こ
の
手
の
も
の

註
却

を
笹
蔓
手
と
い
っ
て
い
る
。
本
歌
物
の
笹
蔓
椴
子
(
挿
図
幻
〉
は
名
物
裂
中
の
名
物
と

し
て
名
高
い
。

蔚
黄
地
笹
蔓
花
文
様
鍛
子
(
裂
の
種
類
別
番
号
日
)

薄標色笹蔓花文様鍛子

(笹蔓手〉文様図

挿図26

(
文
様
及
び
そ
の
大
き
さ
)

挿
図
お

(
地
合
)

地
は
経
の
三
枚
綾
/
(
右
上
り
)
、
文

は
緯
の
六
枚
綾
/
(
右
上
り
〉
。
経
糸
は

一
セ
ン
チ
聞
に
七
二
本
前
後
、
緯
糸

は
一
セ
ン
チ
聞
に
三
二
本
前
後
。

(
糸
の
色
、
撚
)

経
糸
は
濃
い
練
色
、
撚
は

S
撚。

緯
糸
は
自
に
近
い
薄
練
色
、
撚
は

S

撚
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こ
れ
は
前
の
と
同
文
で
、
経
糸
、
緯
糸
の
本
数
も
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ

の
場
合
緯
糸
が
細
い
の
で
緯
糸
が
粗
く
入
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
前
記
の
に
較

べ
地
が
粗
い
。

(
文
様
及
び
そ
の
大
き
さ
〉

挿
図
お

(
地
合
〉

地
は
経
の
三
枚
綾
/
ハ
右
上
之
、
文
は
緯
の
六
枚
綾
/
(
右
上
り
)
。
経
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
七
二
本

前
後
。
緯
糸
は

一
セ
ン

チ
聞
に
三

二
本
前
後
。

〈糸
の
色
、
撚
〉

経
糸
は
濃
萌
黄
、
撚
は

S
撚
。
緯
糸
は
鶴
色
、
撚
は
ゆ
る
い

S
撚。

(
本
歌
物
)

笹
蔓
鍛
子
|
|
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
挿
図
幻
|
|
こ
れ
は
経
糸
蔚
黄
、
緯
糸
金
茶
で
織
り
出
さ

註
羽

れ
は
温
い
色
合
の
蔚
黄
で
、
地
合
は
、
組
織
が
地
は
経
の
三
枚
綾
/
(
右
上
之
、
文
が
緯
の
六
枚
紹
子

と
五
枚
紹
子
の
組
合
わ
せ
と
い
う
嬬
子
組
織
で
、
経
糸
は
一

セ
ン
チ
聞
に
六
八
本
前
後
、
緯
糸
は
一

セ
ン
チ
聞
に
三
八
本
前
後
、
糸
の
撚
は
経
緯
共
Z
撚。

こ
れ
ら
二
種
類
の
笹
蔓
手
を
本
歌
物
と
比
較
す
る
と
、
文
様
の
類
似
相
違
は
図
版

v
a、
挿
図
お
、
幻
に
見
ら
れ
る
通
り
で
、
六
灘
小
花
と
三
枚
笹
の
蔓
は
左
右
の
向

が
逆
で
は
あ
る
が
形
も
大
き
さ
も
殆
ど
同
じ
で
そ
の
主
文
に
な
っ
て
お
り
、
笹
蔓
手

に
は
本
歌
物
に
な
い
蕨
手
様
の
小
蔓
が
加
わ
り
、
更
に
本
歌
物
の
六
郷
小
花
と
互
の

目
に
並
ん
で
い
る
俗
に
い
う
い
ち
ご
(
惰
円
形
の
丸
い
実
の
よ
う
な
も
の
〉
が
菊
文
と
蓮

華
文
の
一
段
お
き
挿
入
に
替
っ
て
お
り
、

そ
の
た
め
こ
の
笹
蔓
手
は
本
歌
物
よ
り
一

模
様
が
大
き
く
な

っ
て
い

る
。
ま
た
こ
の
二
種
の
注
目
す
べ
き
相
違
点
に
組
織
が
あ

り
、
こ
の
笹
蔓
手
は
原
則
通
り
の
綾
地
綾
文
で
あ
る
の
に
対
し
本
歌
物
は
調
査
の
項

で
記
し
た
よ
う
に
異
例
の
変
則
組
織
の
綾
地
縮
子
文
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
本

歌
物
は
地
が
綾
で
引
き
し
ま
っ
た
感
じ
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
緒
子
組
織
で
あ
る

二
六

文
様
が
柔
か
に
浮
い
た
感
じ
に
出
て
お
り
(
地
が
経
の
綾
で
あ
る
場
合
は
そ
の
文
様
は
緯
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の
綾
組
織
に
な
る
の
が
原
則
で

そ
う
な
る
と
文
様
の
中
に
斜
め
の
綾
目
が
立
っ
て
堅
い
感

じ
に
な
る
)
、

そ
う
い
う
味
わ
い
が
品
格
の
高
い
こ
の
裂
の
気
品
や
温
か
み
の
一
因

に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
上
杉
の
こ
の
笹
蔓
手
は
本
歌
物
と
較
べ
た

場
合
、
文
様
の
端
厳
さ
や
柔
か
み
の
上
で
見
劣
る
が
し
か
し
名
物
裂
と
し
て
は
上
物

で
あ
る
。

東京国立博物館蔵笹蔓鍛子〈本歌物〉挿図27

緑
色
小
牡
丹
唐
草
文
様
鍛
子
(
裂
の
種
類
番
号
4
)

名
物
裂
の
蔚
黄
(
緑
〉
綾
地
牡
丹
唐
草
文
様
金
禰
(
一
重
蔓
中
牡
丹
金
欄
〉
の
金
糸
の



文
を
緯
糸
の
紅
色
(
紅
が
偲
色
し
て
燈
色
に
な
っ
て
い
る
)
で
あ
ら
わ
し
、
中
牡
丹
を
小

牡
丹
に
変
え
た
も
の

。
色
も
地
合
(
そ
の
金
調
の
地
は
経
の
三
枚
綾
/
(
右
上
之
、
文
は
金
糸

で
別
鰯
、
経
糸
一
セ
ン
チ
聞
に
七

O
本
前
後
、
緯
糸
一
セ

γ
チ
聞
に
二
二
本
前
後
、
糸
の
撚
は

経
緯
共

S
燃
〉
も
酷
似
し
て
い
る
。
上
物
の
綾
子
で
あ
る
。

(
文
様
の
大
き
さ
)

壮
丹
の
径
約
二
・
五
セ
ン
チ

(
地
合
)

地
は
経
の
三

枚
綾
/
(
右
上
り
〉
、
文
は
緯
の
六
枚
綾
/
(
右
上

3
・
経
糸
は
一
セ
ン
チチ

聞
に
七
八
本
前

(
糸
の
色
、
撚
)

後
、
緯
糸
は
一
セ
ン
チ

7
-

J

デ
毘
に
三

O
本
前
後
。

経
糸
は
濃
い
緑
、

S
撚
。
緯
糸
は
紅
、

た
だ
し
現
在
は
表
面
に
出
て
、
る
と

し
と
と
こ
ろ
は
槌
色
し
、
内

側
に
な

っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
鮮
か
な
紅
色
が
残
っ
て
い
る
。

ゆ
る
い
S
撚
。

黄
地
紗
綾
形
に
竜
文
様
紋
子
(
裂
の
種
類
別
番
号

8
、
第
一
二
六
号
図
版
V
C
〉

こ
の
黄
色
は
掻
色
の
か
斗
っ
こ
宣

τ
f
温
い
感
じ
の
色
で
、

打
込
み
が
よ
く
織
目
の
揃
つ

た
し
っ
か
り
し
た
地
質
の
上
物
の
鍛
子
で

黄地紗稜形lζ竜文様鍛子
文様図

あ
る

。
竜
文
は
菱
に
入
っ
た
の
と
入
ら
な

い
の
と
が
互
の
目
に
並
ん
で
い
る
。

(
文
様
及
び
そ
の
大
き
さ
)

挿
図
お

(地
合
)

挿図28

地
は
経
の
三
枚
綾
/
(
右
上
り
)
、
文
は
緯
の
六
枚
綾

/
ハ
右
上

2
。
経
糸
は
一
セ
ン
チチ

聞
に
七
六
本
前
後
、

緯
糸
は

一
セ
ン
チ
聞
に
三
二
本
前
後
。

伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て

下

(
糸
の
色
、
撚
〉

経
糸
は
燈
が
か

っ
た
黄
色
で
撚
の
強
く
か
か

っ
た
S
撚
、
緯
糸
は
金
茶
色
で
ゆ
る
い
S
撚
。

こ
の
綾
も
し
っ
か
り
し
た
地
質
で
、

薄
練
色
紗
綾
形
文
様
椴
子
(
裂
の
種
類
別
番
号
目
、
第
一
二
六
号
図
版

V
d
〉

か
も
知
れ
な
い
が
上
物
に
入
る
。薄;標色紗綾形文様鍛子

文様図

黒
無
地
縮
子
(
裂
の
種
類
別
番
号
2

こ
の
締
子
は
鉄
媒
染
の
た
め
痛
み
が
ひ

(
第
一
一
一
六
号
図
版

I
参
照
)

(
地
合
)

経
の
五
枚
緒
子
、
経
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
約

後。(
糸
の
色
、
撚
〉

前
記
黄
色
の
綾
よ
り
は
多
少
質
的
に
落
ち
る

(
文
様
及
び
そ
の
大
き
さ
〉

挿
図
ぬ

(
地
合
〉

地
は
経
の
三
枚
綾
/
(
右
上
り
)
、
文
は
緯
の
六
枚
綻

/
Z上
之
、
経
糸
は

一
セ
ン
チ
聞
に
七
四
本
前
後
、

緯
糸
は
一
セ
ン
チ

7
-

デ
毘
に
三
六
本
前
後
。

(
糸
の
色
、
撚
)

経
糸
、
緯
糸
共
薄
標
で
S
撚
。

挿
図
叩
〉ど

い
。

現
在
は
茶
色
に
槌
色
し
て
い
る
。

一
O
O本
前
後
、
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
聞
に
三
二
本
前

経
糸
、
緯
糸
共
黒
が
茶
に
砲
色
し
て

い
る
。
撚
は
経
糸
は
S
撚
ら
し
く
緯
糸
は
不
明
。

155 

二
七



美

術

号

十

研

第

究

百

九

白
地
紗
綾
形
に
蘭
文
様
倫
子
(
裂
の
種
類
別
番
号
5
〉

註

3

上
杉
の
服
飾
類
の
中
、
倫
子
が
二
種
類
あ
り
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は

襟
が
稲
妻
形
文
様
唐
織
の
胴
服
(
表

1
例
)
の
表
裂
で
白
地
紗
綾
形
雲
文
倫
子
で
あ

註
認

る
。
紗
綾
形
の
大
き
さ
が
こ
の
倫
子
の
約
倍
あ
り
、
地
合
が
多
少
異
る
。
こ
の
時
代

の
倫
子
の
遺
品
は
非
常
に
珍
し
く
現
在
の
と
こ
ろ
上
杉
の
こ
の
こ
種
だ
け
で
あ
る
。

註
お

わ
が
国
で
は
倫
子
は
慶
長
年
間
に
明
の
製
法
に
倣
っ
て
織
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
か
ら

謙
信
の
も
の
だ
と
す
る
と
こ
れ
ら
の
倫
子
も
や
は
り
中
国
か
ら
の
渡
り
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

(
文
様
の
大
き
さ
)

紗
綾
形
の
大
き
さ
二

・
二
セ
ン
チ
前
後
、
蘭
の
大
き
さ
二

・二

セ
ン
チ
前
後
。

〈
地
合
〉

地
は
経
の
五
枚
絹
子、

文
は
緯
の
浮
織
(
裏
組
織
が
基
準
に
な

っ
て

い
る
)
.
経
糸
は
一
セ
ン
チ

聞
に
九

O
本
前
後
、
緯
糸
は
一

セ
ン
チ
聞
に
三
四
本
前
後
、
糸
が
細
い

の
で
地
質
は
密
度
が
多
少
粗

'v 〈糸
の
撚
〉

倫
子
は
経
緯
共
生
糸
で
製
織
す
る
か
ら
撚
は
な
い

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
十
六
種
類
の
裂
に
は
、
名
物

裂
の
中
で
も
上
物
に
入
る
桑
山
鍛
子
並
び
に
笹
蔓
手
二
種
が
あ
り
、
文
様
、
地
質
の

上
で
名
物
裂
に
類
似
品
の
あ
る
も
の
が
幾
つ
か
あ
り
、
そ
の
他
の
も
の
も
室
町
・
桃

山
ご
ろ
渡
っ
て
来
た
明
の
裂
の
様
相
が
濃
厚
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
紋
子
は
粒

揃
い
で
、
名
物
裂
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
も
質
的
に
高
く
、
名
物
裂
と
比
較
し
て

そ
の
大
部
分
が
上
物
に
匹
敵
し
中
を
下
る
も
の
は
先
ず
な
い
と
思
わ
れ
る
。
金
欄
、

銀
欄
は
名
物
裂
級
よ
り
多
少
落
ち
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
岐
阜
県
・
関
市
の
春
日
神

社
や
前
田
利
家
所
用
の
裂
と
同
文
が
あ
っ
た
り
類
似
点
の
多
い
も
の
が
あ
っ
た
り
し

二
八

て
当
時
の
衣
類
、
能
装
束
、
舞
楽
装
束
等
に
使
用
さ
れ
て
い
た
外
来
裂
の
一
端
を
知
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る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
点
注
目
に
値
し
、
繍
子
や
倫
子
も
或
程
度
上
物
の
外
来
裂
で

あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
特
に
倫
子
は
資
料
的
価
値
が
高
い

。

さ
て
、
こ
れ
ら
を
質
的
に
見
る
と
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
十
六
種
類
を
均
し
て
当
時

の
外
来
裂
の
中
で
考
え
て
み
た
と
き
、
そ
れ
ら
は
名
物
裂
の
名
品
群
の
列
に
は
と
う

て
い
及
ば
な
い
に
し
て
も
、
下
手
物
も
相
当
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
当
時
の
外
来
裂
の

中
で
こ
れ
だ
け
の
粒
揃
い
は
充
分
上
物
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
名
物
裂
が
三
百
種

余
り
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
れ
ら
の
平
均
値
は
二
百
の
内
に
入
る
ぐ
ら
い
の
と
こ

ろ
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
外
来
裂
の
中
で
も
勿
論
、
有
難
が
ら
れ
、
喜
ば
れ
、

'
勿
体
な
が
ら
れ
て
使
わ
れ
て
い
た
裂
に
相
違
な
い
。

(ロ)

十
六
種
類
の
裂
の
用
量

各
裂
の
用
量
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
。
裂
の
各
小
片
は
使
用
に

当
っ
て
布
目
の
方
向
に
統
一
が
な
く
竪
裂
、
横
裂
、
斜
裂
種
々
使
わ
れ
て
い
る
(
挿

図
ロ
参
照
〉。

そ
こ
で
、
挿
図
ロ
に
示
す
よ
う
に
実
測
図
に
布
目
の
方
向
を
印
し
、
そ

の
実
測
図
の
各
小
片
を
裁
り
離
し
て
各
種
類
別
に
集
め
た
。
そ
れ
を
、
当
時
の
外
来

註

M

裂
の
布
幅
を
平
均
五
七
セ
ン
チ
と
仮
定
し
て
、
挿
図
却
の
例
に
示
す
よ
う
に
、
そ
の

幅
内
に
布
目
の
方
向
を
合
わ
せ
縫
代
を
一
セ
ン
チ
ほ
ど
み
て
並
べ
た
。
そ
の
並
べ
方

は
模
様
ま
で
合
わ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
配
置
も
適
当
に
行

っ
た
凡
そ
の
見
当
で
あ

る
。
こ
の
調
査
を
概
算
で
す
ま
せ
た
理
由
は
、
第
一
に
小
片
を
飯
め
て
い
く
布
幅
自

体
が
各
種
の
裂
に
と
っ
て
は
凡
そ
の
見
当
で
あ
る
か
ら
正
確
な
復
元
は
そ
の
出
発
か

ら
が
不
可
能
で
、
ま
た
こ
れ
は
、
寄
せ
裂
と
い
う
最
初
必
ず
し
も
一
つ
づ
き
の
布
幅

一
ぱ
い
の
裂
を
用
い
た
と
は
限
ら
な
い
条
件
下
の
仕
立
で
あ
る
関
係
上
、
正
確
な
復

元
は
所
詮
は
無
理
で
あ
り
、
そ
れ
に
こ
の
調
査
は
各
表
裂
の
用
量
概
算
が
出
来
れ
ば
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57(布幅)

ゲコ
ト、

目
的
は
充
分
達
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
挿
図
ぬ
の
方
法
で
各
裂
と
も
試
み
た
結
果
は
表
3
の
中
央
の
列
に
示
し

た
通
り
に
な
っ
た
。
次
に
各
種
裂
の
表
面
積
の
集
計
を
行
い
、
仮
に
五
七
セ
ン
チ
幅

伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て

下

右①黒無地嬬子〉各種裂用量仮想図例(左①白地青海波に雲文鍛子挿図30

の
布
に
し
た
場
合
ど
う
な
る
か
数
字
の
上
か
ら
だ
け
の
割
出
し
を
行
っ
て
、
同
じ
表

の
右
列
に
示
し
た
。

表
3

各
種
裂
最
低
用
量
仮
想
一
覧
表
(
布
幅
五
七
セ
ン
チ
)

梨
長 さ (cm) I 

の
挿

5を7 各裂種類 凶
30 で総

別
の 割表

番
方

号
法 積*

6 42 20 

12 43 23 

7 41 19 

10 32 13 

13 51 26 

9 52 24 

1 73 39 

14 36 17 

11 55 26 

3 62 39 

16 14x4.5cm一片だけ

4 55 26 

8 57 29 

15 27 13 

2 90 54 

5 46 24 

持表 4・5参照

こ
の
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ど
の
種
類
の
裂
も
表
面
積
の
約
二
倍
の
用
布
が
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

い
ろ
い
ろ
な
形
の
小
片
に
切
り
き
ざ
ん
だ
こ

と
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
縫
代
が
相
当
な
面
積
を
占
め
た
こ
と
を
示
し
、
切
り
こ
ま

ざ
く
こ
と
は
即
ち
用
布
、
が
多
量
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

更
に
、

こ
の
胴
服
を
五
七
セ
ン
チ
幅
の
外
来
裂
一
種
類
で
裁
断
す
る
と
仮
定
し
た

場
合
、
挿
図
訂
の
よ
う
に
な
り
用
布
は
五
一

0
セ
ン
チ
、
曲
尺
で
約
一
丈
七
尺
必
要

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
場
合
と
前
述
調
査
十
六
種
類
の
裂
の
用
量
総
計
を
比
較

す
る
と
、

そ
の
差
は
約
二
五

0
セ
ン
チ
と
な
り
、
種
々
な
裂
を
切
り
こ
ま
ざ
い
て
接

ぎ
合
わ
し
た
た
め
に
一
種
類
で
裁
つ
場
合
の
五
割
増
の
裂
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

こ
の
五
割
増
と
い
う
こ
と
で
さ
え
驚
か
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
最
低
五
割
増
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
て
、

こ
の
胴
服
の
場
合
は
更
に
多
量
の
裂
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
想
像

さ
れ
る
の
で
あ
る
c

何
故
な
ら
、

こ
れ
だ
け
複
雑
な
、

こ
れ
ほ
ど
隙
の
な
い
意
匠
は

157 

結
果
的
な
使
用
量
で
あ
る
十
六
種
類
の
最
低
の
用
布
で
は
計
画
で
き
る
も
の
で
は
な

二
九
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い
か
ら
で
あ
る
。
少
く
と
も
各
種
裂
共
そ
の
倍

ぐ
ら
い
は
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
こ
の
意
匠

の
考
案
は
で
き
な
い
。
充
分
に
用
意
さ
れ
た
裂

の
前
で
、
配
置
配
色
に
関
す
る
用
布
の
不
足
等

註
お

案
ず
る
こ
と
な
く
意
匠
企
画
に
専
念
す
る
の
で

な
け
れ
ば
こ
の
素
晴
ら
し
い
意
匠
は
生
誕
し
な

金銀欄鍛子等縫合胴服外来裂一種類仕立裁方仮想図

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
の
こ
の
場
合

各
種
裂
の
用
量
を
前
記
調
査
の
倍
と
み
る
と
、

各
種
裂
に
つ
い
て
は
一
メ
ー
タ
ー
か
ら
二
メ

l

タ
i
近
く
用
意
さ
れ
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
も
の

が
多
く
、
そ
の
総
計
は
数
字
に
忠
実
に
従
っ
て

一
五
二
四
セ
ン
チ
と
な
り
、

一
種
類
の
外
来
裂

で
仕
立
て
た
場
合
の
約
三
倍
に
な
る
。

こ
こ
で
川
同
の
調
査
の
結
果
か
ら
出
た
十
六

種
類
の
裂
の
品
質
用
量
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

挿図31

品
質
は
、
室
町
ご
ろ
主
と
し
て
明
か
ら
渡
っ
て

き
た
外
来
裂
中
の
上
物
で
、

い
わ
ゆ
る
名
物
裂

級
の
裂
で
あ
り
、
用
量
は
、
十
六
種
類
中
の
大

半
が
五
七
セ
ン
チ
幅
と
し
て
一
メ
ー
タ
ー
か
ら

二
メ
ー
タ
ー
近
く
用
意
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の
胴
服
は
如
何
に

端
裂
を
利
用
し
た
寄
せ
裂
仕
立
と
は
い
え
、
そ

れ
は
も
う
単
な
る
端
裂
や
寄
せ
裂
仕
立
で
は
な

。

い
極
め
て
賛
沢
な
酒
落
着
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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4 

当
時
の
胴
服
は
酒
落
着
で
あ
っ
た

さ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
こ
の
胴
服
が
賛
沢
な
酒
落
着
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
更
に
す
す
め
て
考
え
る
と
、
当
時
の
胴
服
は
、
実
用
着
と
し
て

の
胴
服
と
い
う
よ
り
も
酒
落
着
と
し
て
の
面
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
上
杉
の
他
の
九
領
の
胴
服
も
そ
れ
ぞ
れ
に
賛
沢
で
派
手
で
粋
で
そ
の
意
匠

註
お

ま
た
当
時
の
遺
品
資
料
の
幾
つ
か
を

の
凝
り
方
は
並
々
で
な
く
(
表
1

挿
図
ロ
)
、

考
え
合
わ
せ
て
も
こ
の
こ
と
が
う
な
づ
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

_L.. 

ノ¥

こ
の
胴
服
の
美
し
さ

現
代
の
抽
象
画
を
み
る
よ
う
な
こ
の
胴
服
の
意
匠
は
、
事
実
「
見
事
」
の
一
語
に

っ
き
る
感
が
あ
る
が
、

い
ま
し
ば
ら
く
そ
の
美
し
さ
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

こ
の
胴
服
の
美
し
さ
の
構
成
要
素
と
し
て
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
「
対
比
対
照
の
美

し
さ
」
で
あ
ろ
う
。
次
に
「
意
匠
全
体
と
し
て
は
極
め
て
派
手
で
あ
る
の
に
渋
さ
が

あ
り
」

「
色
調
は
寒
色
の
統
一
と
み
ら
れ
る
の
に
温
か
み
が
あ
る
」
と
い
っ
た
相
反

し
た
二
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
時
に
備
わ
る
驚
く
べ
き
美
の
含
有
性
、
更
に
「
鋭
く
引

き
し
ま
っ
た
隙
の
な
い
美
し
さ
」
等
で
あ
ろ
う
。
で
は
そ
れ
ら
が
何
に
由
来
し
て
い

る
か
、
そ
れ
ら
の
要
因
を
順
次
探
求
し
た
い
と
考
え
る
。

1 

対
比
対
照
の
美
し
さ

既
に
四
に
お
い
て
片
身
替
り
、
袖
替
り
、
段
に
は
、
そ
の
区
劃
さ
れ
た
部
分
に
、

色
や
模
様
、
地
質
等
の
対
比
対
照
の
美
し
さ
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
ら
に
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限
ら
ず
室
町
・
桃
山
の
衣
服
に
は
共
通
し
て
多
分
に
こ
の
対
比
対
照
の
意
図
が
窺
わ

れ
る
。
そ
れ
は
、
上
杉
の
他
の
胴
服
、
小
袖
、
陣
羽
織
の
類
、
ま
た
当
時
の
他
の
遺

品
資
料
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
類
を
み
る
と
、
一
周
裾
は
勿
論
、
無
地
或
は
全
面
に
模
様

の
あ
る
胴
服
に
は
そ
れ
と
対
照
的
な
色
や
模
様
の
襟
、
例
え
ば
表
が
白
地
や
薄
浅
葱

伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て

下

で
あ
れ
ば
赤
い
唐
織
や
赤
い
平
絹
に
刺
繍
を
行
っ
た
襟
、
全
体
に
刺
繍
が
あ
る
胴
服

に
は
辻
ケ
花
染
の
襟
を
つ
け
る
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
が
多
く
、
ま
た
、
そ
れ
ら
胴

服
、
小
袖
、
陣
羽
織
の
大
部
分
は
、
表
と
対
照
的
な
色
の
裏
裂
、
例
え
ば
表
が
白
な

ら
ば
裏
は
紅
、
紫
、
蔚
黄
、
弟
色
、
浅
葱
等
、
表
が
紅
な
ら
ば
一
長
は
蔚
黄
や
弟
色
、

浅
葱
等
、
表
が
紺
や
青
、
薄
浅
葱
で
あ
れ
ば
裏
は
紅
、
鶴
色
、
黄
等
、
表
が
茶
の
場

合
は
一
長
を
揚
色
に
す
る
等
、
対
照
的
な
配
色
が
極
め
て
自
由
な
組
合
わ
せ
で
行
わ
れ

て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
裏
裂
に
は
配
色
だ
け
で
な
く
、
表
裂
と
の
地
質
上
の
厚
み
の

均
衡
や
光
沢
の
対
照
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
練
緯
や
紬
等
の
平
絹
、
綾
、
鍛

子
、
給
子
、
金
・
銀
禰
、
紙
衣
等
に
は
裏
裂
に
練
緯
を
用
い
、
羅
紗
の
陣
羽
織
に
は

裏
裂
に
鍛
子
を
用
い
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
室
町
・
桃
山
の
衣
服
に
は
、
常
に
扱
う
裂
地
の
対
比
対
照
の
美
し
さ

が
考
慮
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
胴
服
の
場
合
も
当
然
こ
の
点
に
配
慮

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
こ
の
胴
服
の
場
合
、
ど
う
い
う
点
に
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
劃
に
お
け
る
色
、
形
、
大
き
さ
、
地
質
、
地
質
の
光

沢
及
び
そ
の
配
分
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
そ
の
分
析
を
試
み
て
挿
図
ロ
、

お
、
白
及
び
表
4
、
5
、
等
を
作
成
し
た
。
し
か
し
こ
の
分
析
は
、
美
学
的
、
色
彩

学
的
見
地
よ
り
多
角
的
な
考
察
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
現
段
階
で
は
そ
の
調
査

の
呈
示
に
と
ど
め
る
。

た
だ
こ
の
調
査
で
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
気
付
い
た
点
な
ど
、
次
に
あ
げ
て
お

く
付)

全
体
の
面
積
比
に
関
し
て

色
に
関
し
て
(
表
4
、
第
一
二
六
号
図
版
I
参
照
〉
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緑
、
青
の
系
統
の
色
が
主
調
に
な
っ
て
全
体
の
四
四
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、

美

制干

百

十

九

号

研

究

第

黄
が
七
パ
ー
セ
ン
ト
あ
ま
り
、
赤
は
緑
色
小
牡
丹
唐
草
文
様
鍛
子
〈
裂
の
種
類
別
番
号

表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
文
様
の
牡
丹
唐
草
の
部
分

だ
け
で
あ
り
、

は
4
〉
の
緯
糸
だ
け
で
、

そ
れ
も
現
在
は
茶
色
に
禄
色
し
て
い
る
。
茶
や
黒
、
白
は
こ
の
胴
服

を
見
た
と
き
目
立
た
な
い
色
だ
が
面
積
は
茶
と
黒
合
わ
せ
て
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
白

は
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
全
体
の
中
で
意
外
に
多
く
の
面
積
を
占
め
て
お
り
、

面よ心頃 |枚数[面JJ頃

色別面積比較表表4

色|種
別
番

彩|号
%1枚数

称、名の裂

こ
ャ
フ
い

8 

648. 6 I 6. 0 I 6 

474.014.413 

5 

3 

4.6 

1，111.6110.31711，052.819.7 

5.5 

673.816.314 

4.3 I 5 

8.0 5 

1 

783.617.315 

0.6 

1.0 

.0 

1.4 

1 1白地青海波に雲文鍛子

白地紗綾形に蘭文様給子

白地石畳に藤巴文様金欄

-g 

n 

5 

12 白

語表

f、¥

う
目
に
立
た
な
い
色
は
却
っ
て
必
要
な
大
切
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

地
質
に
関
し
て

(表
5
参昭…〉

160 

鍛
子
が
主
調
に
な
っ
て
い
て
全
体
の
五
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
こ

る
こ
と
を
示
し
、

の
こ
と
は
五
に
お
い
て
述
べ
た
こ
の
胴
服
の
中
の
上
質
の
裂
が
過
半
数
を
占
め
て
い

こ
の
胴
服
の
地
質
そ
の
も
の
が
面
積
比
の
上
か
ら
も
上
質
で
あ
る

こ
と
を
裏
づ
け
し
た
。

-ふ
l

s=
ロ

.，L 
E 

長との面積訊，Ij定に関しては註37参照。持挿図12(調査基本図〉参照。

地質別面積比較表

前 身 頃 千愛 身 頃
地質 裂の種類別番号

面積 cmzl% 1枚数 面積 cmzl% 1枚数

金欄 16，7， 12 11，850.2117.311411，593.0114.8113 

銀欄|川 13 969. 4 1 9. 1 1 7 1山1.2111.519

鍛子 11，3， 4， 8， 9， 11，比 15，16 1同 7.8 1 54. 7 1 45 1山1.4 1 52. 3 1 41 

|ω1. 2 112. 6 1 8 1同 9.6115.4 112 

倫子 15 673.8 1 6.3 1 4 I ω61  6.0 1 6 

表 5

(ロ)

各
裂
地
の
布
目
の

方
向
に
つ
い
て

(
挿

図
ロ
参
照
〉

こ
の
図
に
示
し
た
よ
う

T
」
、

‘，uu
・

こ
の
胴
服
に
は
、
竪

裂
、
横
裂
、
斜
裂
が
入
り

混
っ
て
使
つ
で
あ
る
。
名

物
裂
系
の
こ
の
種
の
裂
地

は
、
金
・
銀
糸
、
緯
糸
、

織
組
織
等
で
文
様
が
織
り

出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
ら
の
文
様
は
、
光
線
の

表 4参照。

具
合
で
文
様
が
よ
く
見
え

た
り
見
え
な
か
っ
た
り
す

後挿図12，

る
。
従
っ
て
、
裂
を
竪
に

置
い
た
時
と
横
に
置
い
た

時
、
斜
に
置
い
た
時
と
で



は
文
様
の
あ
ら
わ
れ
方
が
違
い
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
裂
地
の
光
沢
も
そ
の
文
様
と
同

じ
よ
う
な
結
果
を
示
す
。
こ
の
胴
服
に
お
い
て
そ
れ
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か

は
推
察
も
困
難
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
布
目
で
組
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

こ
の
対
比
対
照
の
美
し
さ
に
一
つ
の
役
割
を
し
て
ヤ
る
と
も
言
い
が
た
い
。
文
様
の

明
瞭
な
金
欄
・
銀
禰
や
経
糸
と
緯
糸
の
色
違
い
の
紋
子
に
何
か
特
定
の
用
い
方
で
も

し
で
あ
る
な
ら
と
も
か
く
、
調
査
の
結
果
、
十
六
種
類
の
裂
に
そ
れ
ぞ
れ
竪
裂
、
横

裂
両
方
の
用
い
方
が
あ
り
、
そ
れ
も
横
裂
は
使
用
に
当
っ
て
は
弱
い
の
で
普
通
は
な

る
べ
く
用
い
な
い
筈
で
あ
る
の
に
こ
の
胴
服
で
は
横
裂
の
方
が
多
く
、
そ
の
配
分
・

配
列
に
も
特
定
の
何
も
の
を
も
見
出
せ
な
い
の
で
、
こ
の
胴
服
に
お
け
る
こ
の
問
題

は
い
ま
だ
に
不
明
で
あ
る
。

十す

そ
れ
ぞ
れ
の
区
劃
に
関
し
て

形
に
関
し
て

(
挿
図
ロ
、
お
、
目
参
照
〉

こ
の
胴
服
の
区
劃
で
目
立
つ
の
は
斜
め
の
線
で
あ
る
。
試
み
に
十
九
条
あ
る
竪
縞

の
中
の
切
子
形
を
形
成
す
る
線
を
数
え
て
み
る
と
、
肩
山
線
、
袖
山
線
、
裾
線
を
除

外
し
て
、
前
に
斜
線
三
八
本
、
横
線
二
四
本
、
竪
線
九
本
、
後
に
斜
線
四
四
本
、
横

線
一
五
本
、
竪
線
九
本
と
な
り
、
前
後
共
斜
線
が
非
常
に
多
い
。
こ
れ
は
い
い
か
え

れ
ば
斜
め
に
裂
を
接
ぎ
合
わ
せ
る
仕
事
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
、
斜
め
裂
を

接
ぎ
合
わ
せ
る
面
倒
な
作
業
を
こ
の
よ
う
に
沢
山
行
っ
た
こ
と
は
即
ち
そ
こ
に
何
ら

か
の
目
的
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
、
そ
れ
は
こ
の
胴
服
の
意
匠
上
の
問
題
と
繋
り

が
あ
る
と
見
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。

斜
線
の
多
い
区
劃
は
必
然
的
に
矩
形
の
類
を
少
く
す
る
。
こ
の
場
合
、
正
方
形
は

裂
の
通
し
番
号
幻
、
似
の
二
つ
だ
け
で
あ
り
、
正
方
形
よ
り
や
や
竪
長
の
が
同
じ
く

ー
、
白
、
幻
、
問
、
凶
の
五
つ
、
横
長
短
形
は
同
じ
く
初
、
げ
∞
、

m
の
三
つ
、
竪
長

伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て

下

の
矩
形
は
同
じ
く
白
、
お
、
ぬ
、

ω、∞加、

ω、
問
、

m
の
八
つ
だ
け
で
あ
る
。

五
七
区
劃
の
中
右
の
一
八
区
劃
だ
け
が
矩
形
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
胴
服
の
意

匠
と
同
類
祝
さ
れ
る
片
身
替
り
や
袖
替
り
、
段
が
、
何
れ
も
そ
の
区
劃
が
す
べ
て
短

形
で
あ
る
の
と
く
ら
べ
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
前
述
の
横
長
短
形
三
つ
以
外
は
竪
長
若

し
く
は
竪
長
に
見
え
る
区
劃
で
あ
る
点
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
斜
め
に
裁
る
線
及
び
竪

長
の
区
劃
と
い
う
こ
と
は
こ
の
胴
服
に
お
け
る
意
匠
の
独
得
の
意
図
で
あ
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

大
き
さ
に
関
し
て
ハ
挿
図
ロ
、
お
参
照
〉

前
述
五
の
「
こ
の
胴
服
に
お
け
る
寄
せ
裂
の
特
異
性
」
で
、

一
般
に
寄
せ
裂
で
は

大
き
な
裂
は
な
る
べ
く
大
き
な
ま
ま
、
そ
し
て
小
さ
な
裂
は
極
く
小
さ
な
も
の
ま
で

集
め
て
接
ぐ
と
い
っ
た
も
の
が
多
い
が
こ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
こ
止
を
述
べ
た
。
こ

註
幻

こ
で
そ
の
各
小
片
の
大
き
さ
に
つ
い
て
測
定
で
き
た
の
で
当
っ
て
み
る
と
、
最
大
は

前
身
の
裂
の
通
し
番
号
回
の
ピ
♂

BM
最
小
は
後
身
の
裂
の
通
し
番
号
お
の

N阜
の

BM

で
、
そ
の
差
は

N
N
r
s
M
、

最
大
は
最
小
の
十
倍
強
に
し
か
な
ら
な
い
か
ら
大
し
た

差
で
は
な
い
。
今
仮
に
、

N
O
R
B
M
以
上
を
大
と
し
、

∞OυBM
以
下
を
小
と
す
る
と

前
に
大
が
七
つ
(
裂
の
通
し
番
号

5
・

5
・
Nω

m
H
w
m
N
)
 

小
が
七
つ
(
同

N
C
W

印一ケ

。
句
コ

-a・
句
"
。
印
"
吋
N

・
コ
〉
、
後
に
大
が
八
つ
(
同
H
C
ω
"
H
2

・
5
ア
ロ
∞
u
H
N
0
・

z

f

z

m

.

E

N

〉
小
が
十
(
同
∞
。
‘
∞
ω
"

∞
?
∞
ア

C
0

・
8
・

出

V

吋
"
一
戸

]
5
・

足
、
ア
ロ
印
)

と
な
り
、
前
後
共
、
面
積
の
上
で
大
き
い
と
思
わ
れ
る
の
は
小
さ
い
と
思
わ
れ
る
も

の
の
五
倍
か
ら
七
倍
程
度
で
、
そ
れ
が
適
宜
に
散
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

聞
を
適
当
な
面
積
の
種
々
な
裂
が
恰
も
強
弱
の
調
子
を
と
る
よ
う
に
配
分
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
る
。

(ニ)
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配
分
に
関
し
て

(
挿
図
ロ
、
お
、
引
品
、
表
4
、
5
参
照
)
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四

こ
の
調
査
で
最
も
驚
か
さ
れ
た
の
は
、

こ
の
配
分
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
色
、
形
、
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大
き
さ
、
地
質
そ
れ
ぞ
れ
が
、

こ
れ
だ
け
複
雑
な
意
匠
の
中
で
、
左
右
相
称
で
も
な

い
の
に
、
そ
し
て
、
勿
論
予
め
綿
密
な
計
算
が
行
わ
れ
た
意
匠
で
も
な
い
の
に
、
表

や
図
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
、
前
後
左
右
、
驚
異
的
な
均

衡
が
保
た
れ
た
配
分
で
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
体
に
安
定
感
が
あ
り
、
色
、
形
、

大
き
さ
、
地
質
、
そ
し
て
、
そ
の
地
質
の
光
沢
等
が
強
弱
緩
急
の
快
い
リ
ズ
ム
を
感

じ
さ
せ
る
原
因
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
劃
の
対
比
対
照
が
、

こ
の
見
事
な
配
列
配
分
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ほ
ぼ
見
当
守
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

2 

意
匠
全
体
と
し
て
は
極
め
て
派
手
で
あ
る
の
に
渋
さ
が
あ
る

こ
の
派
手
さ
渋
さ
の
由
来
は
、
名
物
裂
系
統
の
裂
で
こ
の
胴
服
が
出
来
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
の
十
六
種
類
の
裂
の
中
ど
れ
か
に
上
代
の
錦
の
よ
う
な
裂
が

あ

っ
た
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
こ
の
意
匠
の
調
子
が
破

れ
、
派
手
さ
も
渋
さ
も
品
格
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
よ
う
。
ま
た
こ

の
中
に
、
後
世
の
友
禅
染
の
小
片
が
入

っ
た
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
今
更
い
う
ま
で

も
な
く
、

こ
の
調
子
は
破
壊
さ
れ
る
。
ま
た
、
上
代
の
錦
の
類
で
統

一
し
て
こ
の
胴

服
の
意
匠
構
成
を
行
っ
て
も
、
友
禅
の
裂
で
統
一
し
て
も
、
何
れ
も
こ
の
切
子
形
の

竪
縞
の
意
匠
は
美
し
い
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
両
者
と
も
勿
論
渋
い
感

じ
に
は
な
ら
な
い
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
決
し
て
派
手
な
も
の
に
も
な
ら
な
い
。
こ

の
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
こ
れ
が
美
し
い
の
は
、
派
手
や
か
で
あ
り
な
が
ら
品
よ

く
渋
い
の
は
そ
れ
が
金
・
銀
欄
、
鍛
子
、
綿
子
等
の
名
物
裂
系
統
の
裂
で
出
来
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
胴
服
の
意
匠
の
中
で
、
区
劃
中
、
文
様
を
感
じ
る
裂
は
金
・

銀
糸
で
文
様
を
織
り
出
し
た
金
禰
、
銀
禰
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
さ
え
錦
の
よ
う
な



伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て

明
瞭
に
派
手
な
文
様
で
は
な
い
。
鍛
子
の
類
は
経
糸
と
緯
糸
の
色
の
違
い
や
組
織
で

文
様
を
織
り
出
す
の
で
あ
る
か
ら
文
様
と
い
っ
て
も
目
立
た
ず
近
く
に
寄
っ
て
は
じ

め
で
わ
か
る
と
い
っ
た
も
の
で
、
そ
う
い
う
出
来
の
文
様
で
あ
る
た
め
に
裂
地
に
重

厚
味
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
金
・
銀
欄
以
外
は
文
様
を
そ

の
裂
に
あ
ま
り
重
視
し
な
い
色
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
配
列
配
分
と
い

っ
た
方
が
こ
の
場
合

は
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
配
列
配
分
が
見
事
で
あ
っ
た
た
め
、
各
ブ

ロ
ッ
グ
の
対
比
対
照
の
美
し
さ
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
こ
の
派
手
な
意
匠
が
成
立
し

た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
重
厚
な
渋
さ
が
あ
り
、
格
調
の
高
さ
が
備
っ
て
い
る
の

c (角度〉

は
、
も
と
も
と
が
渋
く
て
品
格
の
高
い
名
物
裂
系
統
の
裂
が
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
も
、
こ
の
胴
服
の
場
合
、
こ
の
胴
服
の
裂
の
中
、
最
も
品
質

よ
く
格
調
高
い
鍛
子
が
全
面
積
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
原
因
し
て
い
る
と

図調l

思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
色
紙
や
絵
具
を
用
い
た
の
で
は
到
底
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な

実

い
、
色
糸
と
い
う
特
定
の
線
を
組
み
合
わ
せ
て
面
を
作
る
織
独
自
の
色
の
構
成
、
そ

挿図34

の
厚
み
、
そ
の
渋
さ
を
充
分
に
心
得
こ
な
し
た
意
匠
で
あ
る
。

3 

色
調
は
寒
色
の
統
一
と
み
ら
れ
る
の
に
温
か
み
が
あ
る

対
比
対
照
の
美
し
さ
の

ωの
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
胴
服
は
緑
、
青
の
系
統

が
主
調
で
全
体
に
色
調
は
寒
色
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
冷
い
感
じ
は
せ
ず
、
む
し
ろ
温

か
み
が
あ
る
の
は
、

一
つ
に
黄
と
い
う
非
常
に
目
立
つ
色
、
即
ち
こ
こ
で
は
黄
地
紗

綾
形
に
竜
文
様
鍛
子

(裂
の
種
類
別
番
号
8
)
が
面
積
比
は
少
い
が
、
そ
れ
が
経
糸
金

茶
、
緯
糸
黄
と
い
う
組
織
で
構
成
さ
れ
た
温
か
み
の
多
い
黄
色
で
あ
り
、
そ
の
配
分

が
要
を
得
て
き
い
て
い
る
こ
と
と
、
ま
た
青
系
の
色
は
、
練
色
と
か
花
色
と
か
の
赤
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の
入
っ
た
色
か
、
鵜
色
、
蔚
黄
、
緑
、
青
緑
色
と
か
の
黄
色
の
入
っ
た
青
で
あ
っ
て

下

Ji. 
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寒
色
と
い
っ
て
も
多
少
暖
色
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る。4 

鋭
く
引
き
し
ま
っ
た
隙
の
な
い
美
し
さ

こ
れ
は
、
斜
線
の
多
い
直
線
構
成
の
意
匠
で
あ
る
こ
と
、
全
体
に
竪
長
区
割
の
多

い
こ
と
、
寒
色
系
の
統
一
等
が
そ
の
主
な
る
要
因
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
斜
線
が

切
子
形
の
区
劃
に
非
常
に
多
く
、
ま
た
急
傾
斜
の
斜
線
が
相
当
に
あ
る
こ
と
な
ど
は

対
比
対
照
の
美
し
さ
の
判
の
項
で
述
べ
図
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
美
し
さ

の
最
大
の
効
果
は
こ
の
斜
線
の
巧
み
な
使
用
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
竪
縞
を
切
っ
て

行
く
こ
の
斜
線
が
緩
急
の
角
度
を
調
子
よ
く
と
っ
て
各
ブ
ロ
ッ
グ
を
竪
長
に
も
見
せ

鋭
く
も
見
せ
て
い
る
。
そ
の
鋭
さ
が
色
調
の
寒
色
系
統
一
と
相
侯
っ
て
引
し
ま
っ
た

隙
の
な
い
美
し
さ
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

大
体
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
こ
の
胴
服
の
美
し
さ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

要
す
る
に
こ
の
胴
服
に
は
、
名
物
裂
系
統
の
裂
が
、
統
一
が
よ
く
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く

最
大
限
に
効
果
的
に
使
わ
れ
て
、
そ
の
よ
う
に
名
物
裂
系
と
い
う
素
材
が
充
分
こ
な

さ
れ
て
巧
み
に
使
用
さ
れ
た
結
果
、
こ
の
比
類
な
い
美
し
さ
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
わ
た

っ
て
、
こ
の
胴
服
を
主
と
し
て
染
織
史
上
の
観
点
か
ら
述
べ
て
き
た

が
、
こ
れ
を
広
く
意
匠
の
問
題
と
し
て
工
芸
史
上
か
ら
み
て
も
見
逃
す
こ
と
の
で
き

な
い
価
値
と
意
義
が
潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
桃
山
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
の
時
代
は
、
工
芸
意
匠
が
変
化

に
富
み
、
斬
新
で
、
し
か
も
優
れ
、
わ
が
工
芸
史
上
特
に
重
要
な
一
期
を
劃
し
て
い

一六

る
。
今
こ
の
胴
服
が
染
織
及
び
服
飾
史
上
優
れ
た
作
で
あ
り
、
種
々
貴
重
な
意
義
を
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持
つ
こ
と
は
上
述
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
室
町
末
、
少
く
も
桃
山
初
頭
の
制
作

で
あ
る
点
に
お
い
て
、
桃
山
時
代
以
降
の
、
自
由
で
創
意
に
満
ち
た
斬
新
な
意
匠
の

先
駆
的
な
一
要
素
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
更
め

て
見
直
し
た
い
。

ま
た
、
桃
山
時
代
の
漆
芸
を
代
表
す
る
い
わ
ゆ
る
高
台
寺
蒔
絵
の
中
の
巧
み
な
意

匠
構
成
、
斬
新
な
文
様
、
或
は
織
部
焼
の
幾
何
学
的
模
様
、
抽
象
的
模
様
な
ど
も
一

応
は
桃
山
時
代
の
創
始
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
胴
服
の
意
匠
を
見
る
と
、
そ
こ

に
意
匠
系
列
上
の
関
連
性
が
求
め
ら
れ
、
広
く
桃
山
時
代
の
工
芸
意
匠
、
殊
に
斬
新

な
類
の
蔚
芽
と
い
う
べ
き
先
駆
的
な
意
義
を
持
つ
点
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
信
じ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
詳
細
を
当
時
の
工
芸
各
分
野
に
亘
っ
て
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
か
つ
中
に
は
か
な
り
複
雑
な
様
相
の
も
の
や
研
究
を

要
す
る
も
の
が
あ
り
容
易
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
の
で
何
れ
か
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い

と
思
う
。

以
上
、
美
し
さ
に
つ
い
て
種
々
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
試
み
た
調
査
の
呈
示
に
添
え

た
所
見
で
あ
っ
て
、
そ
の
分
析

・
解
明
は
い
う
ま
で
も
な
く
今
後
の
研
究
に
侯
つ
問

題
で
あ
る
。七

す

び

む

こ
う
し
て
一
応
調
査
を
終
え
た
現
段
階
で
は
、
こ
の
胴
服
は
、
裏
打
の
問
題
、
縁

裂
の
問
題
に
な
お
疑
問
を
残
し
た
も
の
の
、

「
う
ぶ
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

事
実
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
寄
せ
裂
仕
立
の
胴
服
は
単
な
る
寄
せ

裂
で
は
な
い
非
常
に
賛
沢
な
凝
っ
た
酒
落
着
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ



の
美
し
さ
は
詳
細
に
分
析
解
明
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
も
、
如
何
に
も
そ
の
時
代
特
有
の
美

し
さ
を
具
え
た
、
華
や
か
に
も
わ
び
の
あ
る
、
研
ぎ
す
ま
し
た
よ
う
な
中
に
も
あ
た

た
か
み
の
あ
る
、
能
や
茶
に
も
通
じ
た
美
し
さ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
室
町
・
桃
山
期

に
お
け
る
わ
が
染
織
工
芸
史
上
特
筆
さ
る
べ
き
傑
作
で
あ
る
こ
と
が
い
え
よ
う
。

(
一
九
六
一
年
七
月
〉

註13 

便
宜
上
、
衣
服
・
寝
具
等
一
括
し
て
「
衣
類
」
の
言
葉
を
用
い
る

14 

痛
ん
だ
個
所
に
は
次
々
当
て
ぎ
れ
を
し
て
刺
し
綴
り
、
遂
に
は
元
の
き
も
の
の
裂
が
見
え
な
く
な

っ
て
も
、
な
お
次
々
と
裂
を
当
て
て
着
た
り
、
ほ
ろ
裂
を
幾
重
に
も
か
さ
ね
刺
し
綴
っ
て
衣
類
を
と

し
ら
え
た
り
(
丁
度
ぼ
ろ
雑
巾
の
大
き
い
も
の
を
ま
と
う
よ
う
な
恰
好
に
な
る
〉
、
中
入
綿
の
代
り
に

そ
の
よ
う
な
ほ
ろ
裂
を
重
ね
綴
っ
た
の
を
用
い
た
り
す
る
と
と
は
、
衣
類
が
自
給
自
足
で
あ

っ
た
時

代
の
農
民
の
問
で
は
当
然
の
と
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
現
在
で
も
僻
地
・
寒
村
で
は
行
わ
れ
て
お
り

東
京
保
谷
の
民
族
学
博
物
館
に
は
そ
の
よ
う
な
衣
類
が
幾
っ
か
あ
る
。
ま
た
、
緯
糸
の
代
り
に
ほ
ろ

裂
を
き
い
て
用
い
る
「
さ
き
織
り
」
と
か
、
能
登
地
方
の
「
く
さ
つ
日
忘
れ
」
と
か
の
部
厚
い
織
物
は

や
は
り
こ
の
ほ
ろ
裂
集
め
の
一
種
で
、
た
だ
そ
の
ほ
ろ
裂
を
さ
い
て
緯
糸
代
り
に
し
て
織
物
に
す
る

点
一
歩
進
ん
だ
工
夫
が
見
ら
れ
る
。

15 

信
仰
的
乃
至
は
俗
信
的
意
義
の
明
ら
か
な
寄
せ
裂
に
一
貫
し
て
い
る
乙
と
は
、
古
来
小
裂
に
は
一

枚
に
人
一
人
の
心
が
こ
も
る
と
い
っ
た
考
え
が
あ
っ
た
乙
と
で
あ
る
。
勿
論
と
れ
に
は
繊
維
製
品
が

貴
重
で
あ
っ
た
時
代
そ
れ
自
体
が
根
本
的
な
原
因
と
し
て
あ
る
が
、
別
に
未
聞
の
社
会
に
お
け
る
迷

信
俗
信
が
そ
れ
に
殊
更
強
く
作
用
し
た
感
が
深
い
。

信
仰
的
用
例
ー
ー
も
打
数
や
幡
に
寄
せ
裂
仕
立

の
が
よ
く
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
殆
ど
は
信
者
達
が
寄

進
し
た
裂
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
作
っ
た
も
の
で
、
信
者
の
信
仰
心
結
集
の
意
味
の
濃
い
仏
教
上
の
寄
せ

裂
で
あ
る
。
東
博
蔵
の
敦
埋
出
土
裂
中
に
も
幡
か
打
敷
様
(
断
片
の
た
め
何
れ
か
不
明
)
の
寄
せ
裂

が
あ
る
。

俗
信
的
用
例

|
|
ω
厄
払
い

厄
年
に
厄
払
い
の
意
を
こ
め
て
人
々
が
贈
っ
て
く
れ
た
小
裂
を
接

ぎ
合
わ
せ
て
衣
類
を
作
り
そ
れ
を
用
い
る
風
習
が
あ
る
の
は
、
大
勢
の
威
力
を
侠
つ
意
義
が
あ
る
。

現
在
で
も
島
根
・
鳥
取
地
方
に
鱗
形
の
模
様
の
も
の
を
身
に
つ
け
る
と
難
よ
け
に
な
る
と
い
う
俗
信

伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て

下

が
残
っ
て
お
り
、
厄
年
に
は
鱗
模
様
の
掛
蒲
団
を
用
い
る
風
習
が
あ
る
。
こ
の
場
合
鱗
模
様
に
小
裂

接
S
C
合
わ
せ
の
名
残
り
(
鱗
模
様
は
三
角
の
小
裂
を
寄
せ
集
め
接
ま
合
わ
せ
た
寄
せ
裂
模
様
だ
と
い

う
意
)
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
制
還
暦
祝

人
々
か
ら
贈
ら
れ
た
小
裂
で
作
っ
た
胴
着
を
着
て

祝
福
さ
れ
健
康
を
祈
ら
れ
る
習
慣
が
あ
る
。
付
魔
除
げ
・
保
温

肌
着
や
橋
祥
、
胴
着
、
羽
織
、
帯
、

寝
具
類
、
座
蒲
団
等
に
一
時
代
前
ま
で
は
小
裂
接
ぎ
合
わ
せ
の
も
の
が
多
か
っ
た
の
は
、
小
裂
に
お

け
る
魔
除
け
性
や
保
温
性
に
そ
の
目
的
の
比
重
が
多
く
か
、
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
衣
類
の
目
的

の
一
つ
身
体
保
護
が
魔
除
け
と
い

う
迷
信
に
結
び
つ
く
の
は
、
文
化
の
進
ま
な
い
時
代
に
は
よ
く
あ

っ
た
(
現
代
で
も
未
開
人
の
聞
で
は
魔
除
げ
の
目
的
が
存
外
大
き
い
役
割
に
な
っ
て
い
る
)
こ
と
で
、

保
温
の
目
的
と
共
に
、
出
来
る
だ
け
多
く
身
に
つ
け
て
お
き
た

い
事
由
か
ら
乙
の
俗
信
は
盛
ん
で
あ

っ
た
。

16 

当
然
選
ば
れ
て
も
よ
い
筈
の
衣
服
で
あ
る
の
に
、
何
故
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
と
の

場
合
の
動
機
で
あ
る
「
裂
」
は
、
た
い
て
い
の
場
合
沢
山
に
あ
る
小
裂
で
、
そ
れ
を
用
い
る
に
は
細

か
い
接
ぎ
合
わ
せ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
肉
、
乙
の
細
か
い
接
ぎ
合
わ
せ
の
非
常
に
多
い
衣
服
は
部
分
的

に
強
い
力
が
か
か
っ
た
時
な
ど
そ
の
接
ぎ
目
が
弱
く
、
従
っ
て
小
袖
や
袴
な
ど
常
時
膝
や
腰
部
に
無

理
に
引
っ
ぱ
る
よ
う
な
強
い
カ
が
か
か
る
衣
服
に
は
不
向
ぎ
で
、
更
に
小
裂
を
接
軍
合
わ
せ
る
こ
と

は
、
本
来
な
ら
ば
一
幅
一
続
き
で
あ
る

べ
き
用
布
の
中
に
、
縦
横
無
数
に
縫
目
を
作
る
こ
と
で
、
そ

の
沢
山
の
縫
目
の
た
め
、
帯
や
紐
な
ど
で
締
め
て
着
付
げ
る
小
袖
や
袴
に
は
着
付
け
た
上
で
の
感
じ

の
悪
き
が
残
る
。
と
う
い
っ
た
理
由
か
ら
小
袖
や
袴
に
は
と
の
種
の
寄
せ
裂
が
殆
ん
ど
な
い
。
乙
の

種
の
寄
せ
裂
は
部
分
的
に
強
い
無
理
な
力
が
か
、
ら
な
い
も
の
、
縫
目
が
着
装
に
き
し
て
影
響
し
な

い
も
の
、
覆
い
か
け
た
り
羽
織

っ
た
り
す
る
も
の
に
多
い
乙
と
は
、
そ
の
用
例
が
肌
着
の
類
、

目同

17 
着
、
羽
織
、
寝
具
類
、
座
蒲
団
、
袋
物
等
に
多
い
と
と
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

、、

人
の
捨
て
た
ほ
ろ
を
拾
い
集
め
、
刺
し
綴
っ
て
作
っ
た
刺
柄
袈
裟
で
、
極
端
に
ま
で
物
質
生
活
を

軽
ん
じ
る
修
行
精
神
に
徹
し
た
僧
衣
。
実
際
に
人
の
捨
て
た
ほ
ろ
を
拾
い
集
め
て
刺
し
綴
っ
た
糞
掃

衣
と
い
う
の
は
遺
品
は
な
い
が
、
挿
図
臼
に
見
ら
れ
る
法
隆
寺
献
納
宝
物
の
聖
徳
太
子
所
用
と
い
わ

れ
る
糞
掃
衣
は
、
そ
の
精
神
を
噂
ん
で
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
ら
し
く
こ
し
ら
え
た
糞
掃
衣
の
原
態
に
近
い

感
じ
の
も
の
。
法
隆
寺
の
こ
の
糞
掃
衣
は
あ
り
あ
わ
せ
の
端
裂
か
古
い
裂
で
も
集
め
て
作

っ
た
感
じ

の
す
る
も
の
で
、
種
々
の
色
の
地
の
粗
い
麻
布
が
ア
プ
リ
ケ
の
よ
う
に
雲
形
に
重
ね
ら
れ
、
こ
れ
が

刺
子
で
細
か
く
縫
い
合
わ
し
て
あ
る
。
七
条
袈
裟
.
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18 

と
の
ハ
ギ
ト
ウ
ジ
ン
に
関
し
て
は
文
部
省
史
料
館
の
遠
藤
武
博
士
に
う
か
が
っ
た
。
僻
地
の
対
馬

一七



美

術

第

百

九

ロザ

研

究

で
は
現
代
で
も
裂
を
求
め
る
の
に
一
尺
ず
つ
買
い
、
そ
れ
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
二
十
四
替
り
の
段
に
仕

立
て
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
裂
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
作
っ
た
唐
人
袖
(
筒
袖
〉
の
舎
も
の
と
い
う
意
味

あ
た
り
が
そ
の
名
称
の
由
来
で
、
「
接
唐
人
」
(
は
ぎ
と
う
じ
ん
〉
の
字
で
も
当
て
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

民
族
学
博
物
館
に
は
実
物
が
あ
る
。

n
y
 

噌

E--

鎌
倉
と
ろ
か
ら
室
町
に
か
け
て
の
絵
巻
物
に
見
受
け
ら
れ
る
祭
礼
装
束
や
召
具
装
束
に
、
上
衣
の

片
身
と
袴
の
片
方
と
を
た
が
い
違
い
に
別
裂
で
仕
立
て
た
、
い
わ
ば
西
洋
の
道
化
衣
裳
の
よ
う
な
思

い
切
り
派
手
な
直
垂
が
あ
る
(
一
例
挿
図
日
)
。

nu 

内
ru

わ
が
国
の
染
織
工
芸
史
の
上
で
は
、
室
町
か
ら
江
戸
初
頭
に
か
げ
て
の
時
代
は
織
か
ら
染
へ
の
過

渡
期
で
あ
る
。
既
に
そ
の
時
代
、
服
装
の
方
は
襲
形
式
か
ら
小
袖
形
式
に
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

襲
形
式
の
時
代
に
は
衣
服
を
か
さ
ね
る
乙
と
に
目
の
つ
け
ら
れ
る
意
匠
が
発
達
す
る
の
は
当
然
で
、

幾
層
に
も
か
さ
ね
る
衣
服
の
色
を
違
え
て
、
そ
れ
が
か
も
し
出
す
色
と
り
ど
り
の
効
果
が
そ
こ
に
は

考
え
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
そ
の
服
装
形
式
の
時
代
は
即
ち
織
の
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
、
織
文
様
は
必
要
と
さ
れ
て
も
染
模
様
の
必
要
は
殆
ど
な
く
、
奈
良
時
代
に
は
相
当
高
度
な
水

準
に
ま
で
達
し
て
い
た
模
様
染
の
技
術
も
、
乙
の
時
代
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
う
い
う

状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、

一
枚
着
で
あ
る
上
層
着
と
し
て
の
小
袖
に
つ
け
る
模
様
が
、
染
に
よ
る
模
様

が
適
し
て
い
る
と
わ
か
っ
て
も
そ
の
技
術
が
な
い
、
そ
こ
で
描
き
絵
で
模
様
が
つ
け
ら
れ
、
庶
民
の

聞
に
行
わ
れ
て
い
た
素
朴
な
模
様
染
の
「
絞
り
」
が
使
わ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
辻
ケ
花
染
と
な
り
、
模

様
表
現
の
手
段
と
し
て
は
自
由
で
は
あ
っ
て
も
、
極
め
て
手
間
の
か
か
る
素
朴
な
技
法
の
刺
繍
が
盛

ん
に
用
い
ら
れ
て
、
如
何
に
も
初
期
的
な
様
相
を
呈
し
な
が
ら
、
織
文
様
に
は
求
め
ら
れ
な
い
自
由

な
模
様
が
現
わ
さ
れ
て
い
た
。

21 

普
通
の
寄
せ
裂
で
は
大
き
な
裂
は
な
る
べ
く
大
き
な
ま
ま
、
そ
し
て
小
さ
な
裂
は
極
く
小
さ
な
も

の
ま
で
集
め
て
接
ぐ
と
い
っ
た
気
持
が
一
貫
し
て
い
る

22 

乙
の
名
物
裂
と
い
う
名
称
は
江
戸
時
代
も
中
期
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
か
ら
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
で
、
古
く
は
「
古
ぎ
れ
」
と
い
う
よ
う
な
と
と
を
言
っ
た
ら
し
い
。

23 

大
て
い
の
場
合
は
経
糸
が
細
く
緯
糸
が
太
い
。
そ
の
差
が
大
し
て
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
儒
子
組

織
で
は
一
般
に
緯
糸
に
は
平
組
織
や
綾
組
織
の
場
合
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
太
さ
が
用
い
ら
れ
、
経
糸
に

は
他
の
組
織
の
場
合
よ
り
ず
っ
と
細
い
の
が
使
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
上
杉
の
乙
の
胴
服
に
用
い
て
あ

る
銀
欄
で
は
緯
糸
が
経
糸
同
様
に
細
い
の
で
あ
る
。
金
欄
三
種
は
普
通
の
場
合
同
様
経
糸
が
細
く
緯

系
が
太
い
。

l¥ 

24 

「
震
思
誠
」
は
男
子
名
、
「
陸
小
恵
」
は
女
子
名
で
あ
る
.
中
国
で
は
織
手
の
名
手
が
出
る
と
そ
の

166 

後
そ
の
織
手
の
名
が
機
屋
の
屋
号
に
な
っ
た
り
し
て
、
そ
乙
の
製
品
で
あ
る
こ
と
の
サ
イ
ン
に
織
り

出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
機
一
戸
の
名
称
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
(
参
考

l
l熊
谷
宣
夫
氏
の
御

意
見
〉
。

25 

何
れ
も
経
の
五
枚
儒
子
、
文
は
平
銀
糸
或
は
平
金
糸
で
織
り
あ
ら
わ
さ
れ
、
そ
の
金
・
銀
糸
は
緯
糸

二
本
お
き
に
入
る
。
地
揚
み
で
経
糸
一

O
本
目
毎
に
一
本
が
揚
ん
で
い
る
。
銀
糸
の
幅
一
ミ
リ
弱
、

一
セ
ン
チ
聞
に
九
本
前
後
、
金
糸
の
場
合
は
そ
の
幅
が
約

0
・
五
ミ
リ
、

一
セ
ン
チ
聞
に
一
一
本
前

後
入
っ
て
い
る
。
地
の
密
度
は
経
糸
一
セ
ン
チ
聞
に
一
二

O
本
前
後
、
緯
系
一
セ
ン
チ
聞
に
二
二
本

前
後
。

26 

京
都
国
立
博
物
館
北
村
哲
郎
氏
よ
り
う
か
が
う
。

27 

名
物
裂
の
金
・
銀
欄
で
名
品
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
及
び
上
物
と
思
わ
れ
る
も
の
に
当
っ
て
見
た

結
果
、
そ
れ
ら
は
こ
の
胴
服
や
春
日
の
金
・
銀
欄
に
く
ら
べ
そ
の
地
質
が
は
る
か
に
詰
ん
で
お
り
裂

に
厚
み
が
あ
る
。
経
糸
、
緯
糸
共
に
こ
れ
ら
の
金

・
銀
欄
の
二
倍
か
ら
三
倍
の
太
さ
が
あ
り
(
名
品

と
い
わ
れ
て
い
る
名
物
裂
の
金
欄
に
は
綾
組
識
や
平
組
識
が
多
い
と
と
も
こ
の
原
因
に
な
っ
て
は
い

る
が
〉
、

且
つ
そ
れ
ら
の
打
ち
込
み
が
よ
い
。

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
名
物
裂
に
お
け
る
上
物
の
金
・

銀
裂
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
も
重
厚
で
立
派
で
あ
る
。

28 

東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
名
物
裂
帖
に
あ
る
芝
山
鍛
子
は
薄
鉄
色
(
経
糸
薄
鉄
色
、
緯
糸
白
茶
〉
で

日
入
三
重
穆
地
に
木
瓜
形
の
中
に
キ
リ
ン
の
入
っ
た
上
文
が
散
ら
し
て
あ
る
綾
地
の
鍛
子
で
あ
る
。

地
文
の
目
入
の
菱
の
横
径
は
一
・
一
セ
ン
チ
、
キ
リ
ン
入
の
木
瓜
の
横
径
二
・
八
セ
ン
チ
、
竪
径
二

-
四
セ
ン
チ
。
地
は
経
の
三
枚
綾
/
(
右
上
り
〉
、
文
は
緯
の

六

枚

綾

/
〈
右
上
り
〉
、
経
糸
一
セ
ン
チ

聞
に
九

O
本
前
後
、
緯
糸
一
セ
ン
チ
聞
に
三
四
本
前
後
、
経
緯
共
糸
の
撚
は

S
撚
。
名
物
裂
の
研
究

(
渋
江
終
吉
著
昭
和
八
年
〉
の
芝
山
鍛
子
の
項
に
は
「
蔚
黄
地
又
は
浅
葱
地
に
て
模
様
の
色
は
不
明

な
れ
ど
も
菱
に
万
字
を
入
れ
た
る
も
の
総
体
の
地
紋
と
な
り
、
上
模
様
は
木
瓜
形
の
う
ち
に
竜
の
あ

る
も
の
、
時
代
は
明
末
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
と
あ
り
、
ど
う
も
こ
の
上
杉
の
濃
蔚
黄
地
目
入
穆
に

竜
文
様
椴
子
、
即
ち
桑
山
鍛
子
の
こ
と
ら
し
い
の
が
出
て
い
る
。

30 29 

写
し
裂
や
和
物
に
対
し
、
そ
れ
ら
の
基
に
な
っ
た
裂
を
い
う
。

六
枚
儒
子
と
い
う
の
は
組
織
の
上
か
ら
い
っ
て
成
立
し
な
い
。
従
っ
て
こ
と
で
は
五
枚
儒
子
の
組

織
と
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
て
綾
地
に
浮
か
す
儒
子
文
を
構
成
し
て
い
る
。

31 

薄
い
後
練
儒
子
絹
織
物
、
即
ち
経
緯
共
生
糸
で
儒
子
地
の
文
様
織
り
に
織
り
あ
げ
、
そ
の
後
精
練



し
自
の
ま
ま
仕
上
げ
を
施
す
絹
織
物
を
い
う
。
倫
子
の
地
文
に
は
紗
綾
形
に
蘭
や
菊
を
散
ら
し
た
の

が
多
い
。

32 

一
セ
ン
チ
聞
の
経
糸
本
数
八

O
本
前
後
、
緯
糸
本
数
一
ニ

O

地
は
経
の
五
枚
儒
子
、
文
は
裏
組
織

本
前
後

33 

佐
々
木
信
三
郎
著
「
西
陣
史
」
九
二
頁
(
工
芸
志
料
よ
り
〉
。

34 

東
京
国
立
博
物
館
蔵
及
び
西
脇
新
次
郎
氏
蔵
の
名
物
裂
に
両
耳
が
あ
っ
て
織
幅
(
布
幅
)
の
わ
か

る
の
が
計
十
五
種
あ
っ
た
。
こ
れ
を
調
査
し
て
時
代
的
に
上
杉
の
も
の
と
大
差
な
い
と
思
わ
れ
る
も

の
の
中
、
錦
や
無
地
平
絹
、
甲
斐
絹
、
広
東
の
類
を
除
い
て
推
測
す
る
と
、
上
杉
の
金
欄
、
銀
欄
、

鍛
子
、
儒
子
、
倫
子
は
五
五
セ
ン
チ
か
ら
六

0
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
織
幅
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら

れ
た
。
そ
乙
で
そ
の
中
間
の
五
七
セ
ン
チ
幅
を
一
律
に
そ
れ
ら
の
幅
と
仮
定
し
て
用
量
を
割
り
出
す

上
の
便
法
と
し
た
。

35 

絵
羽
(
着
物
や
羽
織
を
一
枚
の
画
布
と
見
た
て
、
背
縫
い
や
脇
縫
、
桂
附
、
袖
附
、
襟
附
等
の
縫

目
を
容
赦
な
く
渡
っ
て
つ
け
ら
れ
た
絵
模
様
)
の
意
匠
に
は
大
て
い

の
場
合
、
予
め
雛
形
の
紙
で
そ

の
模
様
の
意
匠
企
画
を
し
、
そ
の
後
実
物
大
の
大
き
き
の
絵
を
大
形
の
紙
に
描
き
、
仮
仕
立
し
た
着

物
な
り
羽
織
な
り
を
そ
の
紙
の
上
に
お
い
て
そ
の
模
様
を
す
か
し
て
写
し
な
が
ら
青
花
で
下
絵
つ
げ

を
す
る
。
雛
形
な
り
実
物
大
な
り
の
紙
に
出
来
上
り
を
予
想
し
て
絵
羽
模
様
を
い
ろ
い
ろ
考
え
る
の

が
意
匠
企
画
で
、
江
戸
時
代
の
雛
形
本
は
そ
う
い
う
デ
ザ
イ
ン
・
ブ
ッ
ク
の
好
例
。
そ
の
よ
う
な
絵

羽
デ
ザ
イ
ン
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
の
で
最
も
古
い
の
は
現
在
の
と
こ
ろ
慶
長
七
年
の
雁
金
屋
の
染

物
台
帳
(
小
西
家
文
書
)
で
、
そ
れ
に
は
絵
様
が
文
章
で
書
い
て
あ
る
。
小
西
家
文
書
に
は
そ
の
手

の
台
帳
が
そ
の
後
断
続
的
で
は
あ
る
が
江
戸
初
期
ま
で
相
当
量
あ
る
。
そ
の
中
で
現
在
大
阪
市
立
美

術
館
に
あ
る
万
治
四
年
寛
文
三
年
の
分
は
絵
様
が
肉
筆
画
で
雛
形
本
風
に
描
ぎ
あ
ら
わ
し
て
あ
り
、

ぎ
も
の
の
デ
ザ
イ
ン
が
絵
で
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
(
木
版
雛
形
本
を
含
め
て
〉
と
し
て
は
最
も
古

ぃ
。
上
杉
の
こ
の
胴
服
が
ぶ
っ
つ
け
で
出
来
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
一
見
し
て
見
当
は
つ
く
が
、

時
代
的
に
近
接
し
て
い
る
小
西
家
文
書
に
絵
羽
の
デ
ザ
イ
ン
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
当
然
こ

の
胴
服
に
は
そ
の
意
匠
企
画
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

36 

度
々
紹
介
さ
れ
る
京
都

・
明
石
家
の
伝
秀
吉
所
用
胴
服
は
紫
と
自
の
対
比
も
鮮
や
か
な
肩
裾
構
成

で
裾
に
矢
襖
、
胴
に
桐
紋
と
い
っ
た
思
い
切
り
大
胆
な
辻
ケ
花
染
で
あ
り
、
日
光
・
東
照
宮
の
伝
家

康
所
用
胴
服
は
小
紋
染
が
ま
だ
初
期
の
そ
の
頃
新
し

い
染
め
方
で
舶
来
品
の
大
幅
地
を
定
紋
入
り
で

染
め
さ
せ
て
無
双
仕
立
に
し
た
賛
沢
品
で
あ
り
、
白
石

・
片
倉
家
伝
来
の
小
紋
胴
服
も
同
様
舶
来
大

伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て

ード

幅
地
に
小
紋
を
染
め
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
京
都
・
豊
田
神
社
の
伝
秀
吉
所
用
黄
色
紗
綾
胴
服
は
五

つ
紋
の
刺
繍
が
凝
っ
て
い
る
な
ど
幾
っ
か
あ
る
伝
来
の
よ
い
他
の
遺
品
資
料
の
何
れ
に
も
そ
れ
ぞ
れ

に
費
沢
さ
凝
り
ょ
う
が
窺
わ
れ
る
。

37 

面
積
は

1
一4
の
実
測
図
〈
縮
尺

1
一2
〉
を
面
積
計
(
同

V
-
2
-
g
Eゆ
る
で
計
り
、
そ
れ
に
基
い
て
実

物
大
の
割
り
出
し
を
行
っ
た
。
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