
．
養
父
緑
の
忌
を
升
日
か
ら
廿
田
に
減
じ
も
之
を
愚
父
僚
よ

ら
は
凹
く
し
、
外
父
母
を
同
格
の
も
の
に
し
て
、
以
て
人
情

の
営
然
に
適
合
せ
む
ε
す
る
努
方
の
跡
を
示
し
て
居
る
の

み
な
ら
す
○
な
ほ
同
倉
に
養
千
の
忌
を
嫡
孫
よ
り
も
老
く

す
る
規
定
を
見
る
に
至
っ
て
は
、
盆
々
其
留
意
す
る
所
の

那
邊
に
存
す
る
か
を
伺
は
し
め
た
が
、
此
傾
向
は
爾
後
改

正
を
経
る
毎
に
次
第
に
薄
ら
ぎ
、
逡
に
世
人
を
し
て
武
士

道
と
い
ふ
も
の
は
無
理
也
す
る
こ
と
だ
と
誤
解
せ
し
め
、

導
い
て
欝
善
に
眠
ら
し
む
る
こ
と
玉
な
っ
た
。
徳
川
時
代

の
道
徳
の
漸
く
形
式
に
流
れ
行
く
有
檬
は
、
此
服
忌
含
の

早
言
に
よ
っ
て
よ
く
察
知
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
服
忌
の

關
係
は
、
道
徳
の
推
移
を
語
る
唯
一
の
批
評
標
準
で
な
い

こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
塾
少
く
こ
も
共
有
力
な
る
材
料
で

あ
っ
て
。
殊
に
徳
川
時
代
の
初
期
に
著
て
其
然
る
を
見
る

こ
と
は
、
恐
ら
く
は
何
人
と
錐
首
肯
す
る
に
躊
養
せ
ぬ
所

の
も
の
で
あ
ら
う
。

戦
國
時
代
以
後
に
於
け
る
甲
冑
の
攣
革
に
就
て

　
　
　
　
四
本
　
　
醗
（
下
）

　
ゆ
　
の

　
膝
鎧
　
膝
鎧
は
脛
楯
こ
も
楓
楯
と
も
い
へ
り
。
草
摺
と

心
々
と
の
間
を
蔽
ふ
が
爲
め
使
用
せ
ら
る
○
南
北
朝
よ
り

始
り
、
多
一
騎
…
馬
の
時
に
用
ひ
ち
れ
た
り
α
膝
鎧
の
最
も

書
き
形
式
は
研
藤
塚
瞳
侃
楯
と
い
へ
る
も
の
嘱
如
く
．
孚

　
　
　
第
四
巻
　
　
研
究

（
下
）

文
學
士
　
江
　
馬

務

ぱ
筒
と
な
り
て
脚
の
前
面
々
掩
蔽
し
、
そ
の
下
方
は
小
札

式
と
な
れ
る
も
の
な
り
。
（
勢
照
　
）
職
國
時
代
以
來
は
其
の

構
造
に
第
一
表
面
季
坦
に
し
て
正
面
を
蔽
ふ
も
の
と
、
第

二
脚
の
背
に
家
地
に
廻
れ
る
も
の
と
、
第
三
袴
状
の
も
の

と
三
種
の
新
檬
式
を
生
せ
り
○
第
一
種
に
属
す
る
も
の
は

鵬
國
時
代
以
後
に
於
け
る
単
寧
の
墾
革
に
就
い
て
（
下
）

第
三
號

五
九
　
（
四
一
三
）

9



　
　
　
第
四
巻
　
　
研
　
究

膝
鎧
の
大
部
分
を
占
め
、
板
楓
楯
（
一
紋
板
に
し
て
一
段

々
々
に
皮
を
以
／
、
．
綴
ぢ
鳶
色
種
な
あ
る
も
の
）
絨
樹
高
（
毛

引
或
野
掛
と
し
・
札
は
小
札
か
麦
字
頭
の
も
の
、
札

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頭
は
・
雁
木
。
立
波

伊）

　
に
ゅ
　
　
り
　
り

　（振　　偲　　記

　
　
　
　
釜

　
n
》
「
，
課

業
鑑
一

戦
齪
時
代
以
後
に
．
於
け
ろ
甲
賢
の
憂
革
に
就
い
て
（
下
）

就
に
従
は
す
）
小
田
偲
楯
（
俵
形
の
鐵
板
を
十
交
字
に
置

第
三
號

六
（
）
（
四
一
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
て
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
る
も
の
）
瓦
侃
楯
（
二
形
の
鐵
板
あ
る
も
の
）
擁
責
侃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
楯
（
二
枚
並
べ
る
細
書
形
の
鐵
板
を
有
す
る
も
の
）
鎮
倣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
楯
（
底
部
鐡
に
て
作
れ
る
も
の
）
等
之
に
嵩
し
、
第
二
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ん
ご
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
踏
込
の
一
種
之
に
属
す
。
騨
踏
込
は
野
袴
の
如
く
裁
縫

　
　
　
　
　
　
幾
等
を
扇
子
し
・
腰
板
な
痙
附
の
幅
梅
を
取
－
、
下
に
芥
子
括
あ

．．

諱
�
A
一
，
鷲
蘇
耀
鐸
影
戯
就
鍵
職
魏
臨
辮
興
認
擁
需
錘

　
ノ
　
　
あ
書
に
豊
あ
麗
な
る
色
彩
・
文
様
．
彫
謝
を
施
し
。
家
地
は
籠
手
に
準

　
　
　
　
　
　
圓
無
し
。
今
こ
の
　
せ
り
○
（
塾
照
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
膝
鎧
は
種
類
に
よ
り
て
谷
そ
の
利
用
を
異
に
せ
り
。
『
武



學
拾
輝
』
に
は
終
戦
に
は
實
欝
欝
楯
を
可
と
し
、
一
般
に

は
三
十
五
枚
鐵
の
琵
札
を
上
こ
し
勘
伊
落
髪
楯
を
次
と
し

　
・
歩
武
者
に
は
踏
い
込
仕
立
を
臼
取
と
す
ご
い
へ
b
Q
さ
れ
ざ
㍉

　
『
帯
甲
通
』
に
は
革
の
瓦
楓
楯
に
潜
く
も
の
な
し
と
論
じ

口
を
極
め
て
之
れ
を
賞
讃
し
、
踏
込
仕
立
を
排
斥
せ
り
○

か
く
要
覧
そ
の
好
不
好
は
人
に
よ
り
隔
々
に
し
て
．
中
に

は
全
く
省
賂
に
附
す
る
こ
ε
す
ら
あ
り
き
○

　
（
参
照
嘱
）
寳
帷
偶
楯
は
露
払
記
、
磨
仁
私
記
等
に
見
一
9
，
軍
器
考
に
小
札

　
　
　
毛
引
く
事
鎧
の
こ
ど
く
三
放
下
リ
に
し
て
下
の
板
を
ば
左
右
合
三
っ

　
　
　
に
わ
か
ち
イ
、
菱
縫
す
る
こ
と
草
摺
に
同
ド
共
板
の
上
に
は
よ
の
つ
れ

　
　
　
の
ご
と
く
力
革
鞭
さ
し
な
ど
い
ふ
も
の
あ
る
也
と
あ
り
。
伊
豫
三
島

　
　
　
大
山
概
恋
盛
に
あ
り
。
細
扁
川
澄
元
の
古
酒
に
見
ゆ

　
（
峯
照
二
）
武
具
訓
蒙
劉
彙
。
輩
騎
要
略
製
作
騨
、
中
古
甲
胃
製
作
跳
に
よ

　
　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
（
峯
照
三
）
高
館
草
子
に
し
」
に
ぼ
ぬ
ん
の
は
い
六
て
し
，
云
々
、
武
具
訓

　
　
　
蛋
圃
彙
に
家
々
の
紋
一
項
、
亦
は
金
銀
の
彫
物
打
た
う
も
有
、
兵
器

　
　
　
圖
考
ま
ぬ
種
々
描
け
リ
。
武
門
事
林
に
ほ
下
色
、
黒
土
白
檀
青
漆
、

b
　
　
蒔
総
と
あ
り
。
　
　
．

　
　
　
　
　
　

　
脛
當
　
脛
當
は
前
面
に
撃
つ
る
武
具
に
し
て
、
仁
摩
大

　
　
　
　
第
四
巻
　
　
研
究

　
　
　
　
　
　
　
。
　
夢

立
畢
塾
立
撃
及
び
板
脛
當
（
毘
沙
門
脛
當
）
を
用
ひ
勉
家

地
は
な
か
り
し
も
の
な
り
。
乱
撃
時
代
以
後
に
も
亦
古
式

の
脛
嘗
を
糧
ひ
ざ
る
に
は
坐
れ
ご
、
歩
卒
は
足
を
輕
め
拶

行
に
便
す
る
を
本
旨
と
せ
し
か
ば
．
新
式
の
脛
當
を
用
ひ

或
は
全
く
こ
れ
を
使
用
せ
ヤ
・
o
（
謬
照
一
）
さ
れ
ば
こ
の
要
求

に
癒
す
べ
き
脛
當
は
天
正
の
頃
に
創
作
せ
ら
れ
π
り
。
篠

脛
當
即
ち
穿
れ
な
り
。
篠
四
号
は
膳
板
の
長
細
き
も
の
を

三
問
乃
至
十
詰
問
縦
に
並
列
せ
し
め
．
上
下
の
紐
に
て
足

に
結
ぶ
も
の
な
る
が
、
こ
れ
に
家
地
の
附
着
せ
る
と
附
着

せ
ざ
る
ご
、
及
び
一
間
に
鎖
め
る
と
否
と
に
よ
り
て
腕
類

を
分
て
）
奄
叉
古
記
の
脛
當
に
は
蝶
番
あ
り
て
板
と
板
と

を
連
結
に
便
ぜ
㍉
。
脛
當
の
種
類
ご
し
て
古
式
の
精
改
良

を
加
へ
ら
れ
し
も
の
に
は
毘
沙
門
脛
當
（
総
膿
を
板
金
と

し
、
板
と
板
を
蝶
番
に
て
連
結
し
π
る
も
の
）
筒
脛
當
（
李

金
二
枚
を
甲
の
部
に
て
蝶
番
に
て
蓮
結
せ
し
も
の
）
二
王

脛
當
（
前
潅
と
類
似
す
れ
ざ
立
暴
大
き
く
鐵
板
は
足
の
形

に
準
せ
ざ
る
も
の
）
等
あ
り
勘
又
新
式
の
も
の
と
し
て
は

戦
國
暗
代
以
後
に
於
σ
る
曙
霧
の
攣
革
に
就
い
て
（
下
）

第
三
號

六
一
　
（
閥
二
五
》



　
　
　
霧
　
㎎
H
岱
．
　
　
研
　
　
究
　
　
　
購
際
國
時
代
…
以
後
に
於
σ
る
軍
胃
の
旛
塑
革
に
黒
い
で
、
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
餓
型
　
三
盛
　
　
　
　
ゐ
ハ
ニ
　
　
（
四
一
六
V

手
立
脛
當
（
篠
小
間
除
に
し
て
問
に
鎮
に
て
繋
ぎ
し
も
の
）
　
り
、
な
き
も
あ
り
隠
裏
裂
を
附
す
）
貫
脛
當
（
大
呼
篠
三

脚
孚
魚
群
（
直
な
く
総
髭
を
鎖
に
し
裏
を
麻
布
の
柿
染
に

、
ハ
、

ρ

四
声

“

簾）脛（當

て
染
む
る
も
の
）
簾
脛
當
（
李
篠
も
管
簾
、
も
め
り
、
篠
の

間
は
鎖
に
て
盤
’
ぎ
、
密
議
十
王
頭
（
後
述
）
を
附
せ
る
も
あ

本
に
し
て
間
を
鎮
に
て
繋
ぎ
、
打
合
の
所
即
ち
背
に
向
ふ

所
は
麻
布
を
用
ふ
る
も
の
）
越
中
脛
當
（
大
否
篠
五
本
許

そ
の
間
を
僅
か
に
鎮
に
て
繋
ぎ
、
裏
皮
な
き
も
の
）
鎖
脛

當
（
総
膿
鎮
に
し
て
小
篠
を
徴
ら
せ
る
も
の
）
等
は
そ
の

主
要
な
る
も
の
ず
り
。
（
滲
照
二
）
鐵
板
は
五
色
錆
色
黒
等
を

普
通
と
し
勘
家
地
に
は
級
乎
麻
地
な
ざ
あ
り
て
色
文
様
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
く
　
ず
り

定
せ
す
G
脛
當
の
内
側
下
部
に
鋏
具
摺
（
鐙
摺
こ
も
い
ふ
）

と
て
小
き
革
の
部
分
を
作
る
を
例
と
す
る
も
、
筒
脛
嘗
、

鎖
．
脚
孚
脛
當
に
は
な
し
。
古
は
大
立
畢
及
び
立
墓
あ
り
，

て
膝
を
保
護
せ
し
が
、
此
の
時
代
に
は
此
の
部
に
綿
入
れ

た
る
羅
紗
、
鍛
子
午
の
裂
を
維
甲
に
縫
ひ
た
る
も
の
を
當

て
㌧
膝
．
覆
と
し
て
、
こ
れ
を
十
王
頭
．
こ
名
づ
け
た
り
。
越

申
．
簾
脛
特
等
に
田
川
ひ
、
脛
當
に
よ
り
て
は
之
セ
用
ひ
ざ

る
こ
と
も
あ
り
Q
（
滲
照
三
）

『
帯
甲
彊
』
は
脛
當
の
使
用
に
就
て
論
じ
て
曰
く
、
脛
當

の
制
品
々
あ
れ
こ
も
千
丁
に
潜
く
は
な
し
と
、
又
曰
く
裏



地
な
き
も
の
は
下
直
神
を
用
ひ
、
裏
地
め
る
も
の
は
董
の

要
な
し
と
○
『
武
事
拾
輝
』
に
は
輝
輝
は
三
問
を
佳
と
し
も

五
星
之
に
次
ぐ
．
こ
、
又
噴
く
十
王
頭
必
キ
・
附
す
べ
し
と
。

（
滲
照
一
）
武
器
事
紀
、
後
発
臼
記
、
帯
甲
懸
、
本
朝
軍
器
考
に
み
ゆ
G
中

　
　
　
古
甲
冑
製
作
騨
に
歩
戦
に
な
り
て
勝
資
し
手
短
に
な
り
居
敷
て
鎗
秘

　
　
　
い
噺
ト
D
し
吾
・
山
皿
b
敵
な
突
山
朋
一
し
或
梓
μ
椰
脳
へ
ひ
嚥
漏
リ
十
｝
居
な
上
認
り
塀
を
察

　
　
　
鎗
な
持
て
轍
の
城
中
に
ま
ろ
ぴ
込
て
鎗
な
す
る
杯
と
云
手
短
九
る
血

　
　
戦
に
な
り
て
は
宵
代
の
筒
な
ど
打
延
立
蟄
の
類
に
て
は
誰
退
貞
在
な

　
　
　
ろ
き
し
と
て
近
世
脛
常
に
叢
る
理
由
を
詳
認
ぜ
リ
。

（
塗
照
二
）
輩
騎
要
略
製
作
緋
に
よ
う
。
當
期
の
あ
ろ
臭
足
註
秘
書
に
曰
く

　
　
脛
當
、
七
本
篠
醐
三
色
黒
塗
、
十
王
頭
、
三
割
飽
羅
紗
亀
卜
ハ
フ
セ

　
　
菱
、
二
三
餐
同
噺
，
家
地
裏
裏
口
等
侃
循
同
…
鋤
（
金
入
裏
晒
布
勝
色
）
，

　
　
絡
摺
馬
皮
黒
塗
紐
紗
綾
、
総
塗
艶
ナ
シ
三
色
云
々
以
て
そ
の
好
毎
知

　
　
　
る
べ
し
。
予
が
灰
藏
の
臭
足
．
遊
就
館
陳
列
の
纒
足
の
埋
物
亦
こ
れ

　
　
　
な
号
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（
謬
照
三
）
輩
騎
要
略
製
作
勢
、
兵
器
羅
考
、
仙
塁
石
原
氏
譜
藏
の
甲
胃
謬
滲

　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
　
　
の
　
　
　
ワ
　
　
　
の
　
　
ゆ
　
　
　
　
ゆ
　
　
の
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
ゆ
　
　
　
　
ゆ
　
　
の

　
肩
當
、
襟
周
、
小
鰭
、
脇
指
、
脇
滋
雨
小
其
足
、
饅
頭

　

鞭
、
是
れ
等
の
具
は
絡
て
立
敵
時
代
以
前
に
は
あ
ら
ざ
り

し
も
の
に
し
て
、
そ
の
使
用
は
近
世
具
足
の
特
徽
な
り
。

肩
當
と
は
領
脚
煮
の
流
義
に
よ
り
て
廣
狡
二
楼
に
解
せ
ら

る
b
郵
駅
に
て
は
綿
噛
下
部
に
當
れ
る
綿
入
の
裂
を
指
す

こ
の
裂
は
豫
め
綿
噛
に
依
・
9
肩
の
擦
れ
負
傷
せ
ざ
ら
む
が

爲
に
附
着
せ
し
も
の
な
り
。
叉
戦
國
時
代
よ
ヶ
．
矢
石
よ

り
保
護
し
、
条
ね
て
咽
喉
輪
．
周
掘
進
0
2
咽
喉
に
擦
れ
、
ざ

ち
む
が
爲
め
襟
周
（
友
襟
）
と
博
す
る
も
の
を
綿
噛
に
附
し

て
咽
喉
を
蔽
へ
り
。
こ
の
襟
脚
は
皮
革
織
物
に
て
製
し
、

中
に
は
皮
．
鐵
、
鮫
皮
等
を
納
る
玉
こ
と
あ
り
。
外
面
は
這

撮
せ
綜
に
て
竈
甲
縫
を
な
す
。
（
勢
照
一
）
叉
綿
噛
の
下
よ
参

外
側
に
も
襟
周
と
同
様
の
構
造
な
る
も
の
を
斗
出
せ
し
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
し

る
こ
と
あ
う
。
こ
れ
を
小
鰭
．
福
臓
、
籠
手
藏
こ
も
総
す

抽
或
は
寵
手
を
綿
噛
に
掛
く
る
に
、
そ
の
掛
緒
を
露
出
し

て
損
傷
せ
ざ
ら
む
料
こ
な
す
○
こ
の
小
鰭
は
時
ε
し
て
胴

禰
と
同
じ
く
鐵
板
を
蝶
番
に
て
連
結
せ
る
こ
ご
あ
り
。
叉

三
管
そ
の
板
数
も
三
段
に
及
び
、
三
遷
と
と
せ
る
こ
と
も

あ
り
○
こ
は
細
川
忠
興
の
好
な
り
と
傳
ふ
り
（
疹
照
二
）

　
猫
ほ
旦
ハ
足
に
は
顎
骨
下
に
瞭
腺
を
生
で
る
こ
ご
あ
る
を
…
以

第
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
戦
臨
時
代
以
後
に
於
け
ろ
串
胃
の
墜
革
に
就
い
て
（
下
〉

第
三
號

六
三
（
四
一
七
）
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第
四
巻
　
　
研
究
　
　
載
凶
時
代
以
後
に
於
け
る
単
胃
の
塗
革
に
就
い
て
（
下
）

て
、
こ
の
部
分
に
は
特
に
脇
立
ご
繕
す
る
も
の
を
掛
け
て

蔽
ふ
。
こ
の
脇
立
は
古
の
大
鎧
り
脇
楯
に
倣
ひ
て
創
造
せ

ら
れ
し
と
心
し
く
、
そ
の
普
地
脇
立
ご
繕
す
る
も
の
は
馬

合
一
孫
腰
轟
謝
鴇

　
…
…
～
一

再）（鋳

る
も
の
な
り
。
（
輩
照
三
）
さ
れ
こ
も
こ
の
脇
立
よ
り
も
更
に

完
全
な
る
は
世
に
脇
．
引
ご
・
総
て
る
も
の
に
し
て
塾
普
通
の

形
朕
は
下
部
の
旧
き
も
の
な
り
と
す
。
因
み
に
脇
立
と
早

引
及
び
脇
連
ご
欝
…
す
る
三
其
は
何
れ
も
皆
殆
ん
ざ
同
様
の

も
の
に
し
て
、
最
初
は
形
状
よ
り
擁
別
せ
し
な
ら
む
も
℃

漸
く
種
々
の
蟻
形
を
生
じ
、
そ
の
品
別
も
困
難
こ
な
り
し

を
以
て
、
製
法
使
田
川
法
に
よ
り
て
慨
別
し
、
脇
立
は
籠
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
は
ぜ
　
　
　
　
　
　
　

に
連
績
せ
る
も
の
．
脇
．
常
は
弊
に
て
響
く
る
も
の
、
脇
引

は
紐
を
以
て
釣
る
も
の
と
い
ひ
、
若
し
く
は
協
立
は
阪
を

第
三
號

晶一

M回

@
（
m
幽
一
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
以
て
作
れ
る
為
の
、
脇
雷
は
皮
を
以
て
作
れ
る
も
の
隔
脇

　
　
　
　
　
　
　
　
引
は
鎮
を
以
て
作
れ
る
も
の
な
ど
強
ひ
て
差
別
を
鰻
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
反
っ
て
自
縄
自
繕
の
苦

古
の
脇
楯
ご
形
状
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
鴎
れ
る
の
戚
あ
り
。

近
遽
し
、
王
部
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
ば
村
井
昌
弘
な
ざ

讐
月
の
如
く
繰
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
之
れ
を
以
て
全
部
脇

下
は
亥
形
に
し
て
　
）
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
引
と
絡
欝
し
、
そ
の
間

毛
引
、
素
掛
と
す
掛
　
　
　
　
　
　
に
些
の
差
引
を
設
け
ざ

　
　
　
　
　
　
　
齢
　
　
　
　
．
　
　
　
る
を
餐
當
、
こ
せ
り
。
（
餐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
四
）
さ
れ
ご
予
は
姑
く

　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
從
來
の
形
状
に
よ
り
匠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
す
る
説
に
よ
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
部
方
形
な
る
を
脇
立

　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
き
を
脇
引
野
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
蕪
種
と
し
て
考
ふ
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
し
○
脇
引
は
構
造
に
よ
り
威
脇
引
（
毛
引
素
掛
の
も
の
）

　
　
　
　
　
　
　
鎧
櫛
引
（
鎮
の
も
の
）
板
脇
引
（
面
板
の
も
の
）
織
物
脇

函



引
（
裂
に
て
・
甲
に
綿
を
入
る
㌦
も
の
）
及
び
八
重
鐡
、
骨

牌
鐡
を
入
れ
た
る
織
物
脇
引
な
ど
あ
り
、
裂
は
天
鴛
絨
、

羅
紗
等
を
用
ひ
て
，
表
面
に
麺
甲
形
の
縫
せ
る
を
普
通
こ

す
。
（
謬
照
五
）
然
る
に
脇
窯
が
左
右
脇
に
外
離
塁
立
せ
る
を

相
藥
ぎ
だ
る
を
壱
連
脇
引
叉
は
掛
還
暦
こ
い
ふ
Q
吏
に
こ

趨
銘
じ
　
れ
が
改
良
せ
ら
れ
て
左
右
の
脇

　
　
’
．
立

雛
．
鯉ク

轟
　

び。ゆ…亀Yの　　　　　ぢ　　り　　つ　　ぞ

　イ、e　＾

（湾頭饅）

引
と
肩
當
。
襟
周
小
鰭
を
合
同

し
た
る
も
の
起
る
Q
こ
れ
を
饅

頭
輪
と
い
ふ
。
皮
革
織
物
を
以

て
作
う
、
皮
革
鐵
板
鮫
皮
を
入

れ
表
面
に
減
甲
の
縫
せ
り
○
『
本

朝
甲
二
葉
』
な
ビ
に
は
之
れ
を

目
し
て
肩
総
と
な
せ
る
は
肩
當

を
廣
義
に
解
せ
る
な
り
。
こ
の

饅
頭
輪
に
立
襟
あ
る
を
特
に
小

具
足
ご
羅
す
○
饅
頭
輪
を
胴
の
上
に
著
す
る
法
も
め
り
こ

い
へ
ざ
、
常
に
行
は
れ
ざ
る
が
如
し
。
（
滲
照
六
）

　
　
　
第
四
懸
　
　
研
究

戦
図
購
代
以
後
に
於
σ
る
単
蔭
り
溝
鼠
に
就
い
て
（
下
）

　
以
上
描
ぺ
だ
る
諸
具
は
鼠
ハ
足
籠
手
の
種
類
に
よ
り
て
は

使
用
の
必
要
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
り
Q
近
代
甲
州
流
等
に
て

は
之
れ
を
用
ひ
ざ
る
由
聞
け
ウ
。

（
謬
照
噛
及
び
三
）
武
家
重
｛
躍
記

（凸

Q
昭
…
二
、
山
ハ
）
　
武
器
圃
考

（
謬
二
四
、
五
）
軍
騎
嬰
略
製
作
塾
ω

　
む
　
の
　
ゆ
　
む
　
ゆ

　
甲
冑
附
厨
具
、
具
足
の
下
着
、
小
袴
、
帯
、
脚
神
や
足

袋
、
揮
．
草
鮭
。
鉢
憲
等
は
附
．
三
具
の
主
な
る
も
の
な
れ
ば
、

序
に
附
記
せ
む
。
下
着
と
し
て
は
常
の
衣
服
を
眺
回
す
べ

し
ε
い
へ
り
Q
但
し
之
れ
を
三
廻
す
る
に
は
先
づ
頭
に
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
ヨ
　
　
ア

リ
帯
を
〆
め
．
後
襟
を
肩
に
下
げ
て
腰
の
部
に
か
ら
げ
を

作
る
。
叉
胴
麿
．
筋
織
を
纏
属
す
る
も
苦
し
か
ら
す
、
襯

衣
と
し
て
特
に
作
れ
．
る
は
筒
抽
立
襟
．
胸
牡
丹
掛
に
て
腰

に
紐
あ
る
も
の
な
り
。
地
は
木
綿
紬
の
煮
染
維
染
等
を
用

ひ
．
鍛
子
の
も
の
、
も
あ
り
。
叉
銀
帷
子
を
着
す
る
人
も
あ
与

小
袴
は
天
爵
絨
緻
子
廉
木
綿
返
留
木
倉
等
に
て
作
る
○

時
と
し
て
は
馬
乗
袴
野
袴
股
引
を
鱒
用
し
．
君
く
は
裁
着

　
　
　
　
　
　
　
　
築
三
號
　
　
　
六
五
　
（
四
蝋
九
V
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第
四
巻
　
研
究

を
用
ひ
て
脚
絆
を
略
す
る
も
あ
り
。
糟
は
自
適
、
窟
、
木

綿
に
て
長
一
丈
籐
，
具
足
の
上
よ
り
胴
の
下
を
〆
む
。
脚

絆
は
蒲
を
編
み
、
或
は
麻
布
に
て
作
る
、
中
に
鎖
を
入
れ

て
脛
當
を
略
す
る
あ
り
Q
足
袋
は
革
、
木
綿
織
を
用
ひ
、

時
と
し
て
甲
の
上
に
薄
鐵
を
鎮
に
て
綴
合
す
る
あ
り
。
揮

は
越
中
も
あ
れ
ざ
．
多
く
特
長
の
も
の
に
て
紐
を
以
て
頸

に
か
け
、
腹
を
蔽
ひ
て
股
を
経
背
に
廻
し
て
腰
に
結
ぶ
を

常
こ
す
。
草
鮭
は
藁
、
茗
荷
、
裂
製
な
ど
を
用
ひ
、
足
袋

と
吉
言
の
間
に
皮
を
入
る
玉
傳
あ
り
。
叉
毛
履
は
馬
毒
に

用
ひ
ら
る
。
兜
の
受
と
し
て
鉢
巻
の
仕
方
ま
元
秘
法
あ
れ

ど
略
す
〇
一
般
の
禮
装
と
し
て
，
將
に
四
二
の
威
儀
の
服

と
し
て
陣
聡
警
を
用
ひ
、
歩
卒
は
陣
笠
。
鉢
物
を
用
ふ
る

こ
．
こ
も
．
欝
戦
國
時
代
以
降
の
武
髪
の
特
徴
と
す
。

　
ゆ
　
の

　
武
器
　
こ
の
総
代
に
携
帯
す
べ
き
武
器
こ
し
て
は
、
大

小
の
刀
は
左
脇
。
右
手
指
（
鎧
通
し
）
は
右
脇
に
、
背
負
太

刀
は
背
に
帯
ぷ
○
指
物
は
背
後
の
富
里
に
差
し
て
立
て
．

舞
衣
は
背
に
負
ひ
、
入
に
よ
り
槍
．
盲
撃
、
金
撮
棒
、
薙

載
國
時
代
以
後
に
於
σ
る
甲
貿
の
憂
革
に
就
い
て
（
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
三
　
號
　
　
　
　
　
歳
ハ
山
ハ
　
　
（
m
悶
二
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
て
ふ
く
ろ
ウ
ち
か
ひ

刀
．
長
蓉
．
弓
。
簸
な
ざ
を
持
つ
Q
そ
の
他
．
糧
嚢
、
内

ぷ
く
う

索
（
紙
、
揚
枝
、
磁
針
。
水
呑
、
糸
、
針
、
箸
、
匙
、
櫛

勢
も
諏
、
削
平
等
を
納
む
）
印
籠
ゆ
着
（
藥
品
を
入
る
）

腰
縄
、
鈎
縄
、
長
手
巾
．
頸
袋
．
雷
撃
、
浮
嚢
等
を
携
帯

す
る
も
あ
り
Q
朗
扇
．
扇
、
采
配
も
武
将
の
用
な
）
o
（
順

序
上
前
回
ご
重
複
を
厭
は
す
附
記
し
着
り
）

　
　
　
　
羅
結
　
　
認

　
以
上
叙
述
せ
し
所
に
よ
り
て
懸
架
國
罪
代
及
び
そ
れ
以

後
に
於
け
る
甲
冑
の
舌
革
の
大
要
を
知
る
こ
と
を
得
べ
し

今
こ
れ
を
綜
合
凋
記
す
れ
ば
左
の
如
し
ハ
）

　
一
．
甲
立
の
種
類
形
式
激
増
せ
し
こ
と

　
こ
・
甲
胃
は
墜
牢
を
主
と
丁
る
爲
め
鐵
本
位
と
な
う
し

　
　
｝
｝
．
迄

　
三
．
甲
胃
の
形
式
は
實
職
の
経
験
よ
冷
し
て
冗
を
省
き

　
　
要
を
補
ひ
塾
短
を
除
き
長
を
採
り
し
こ
と

　
四
、
甲
冑
の
溝
造
は
簡
素
な
る
を
好
み
し
こ
と

　
五
，
自
甲
田
敏
活
を
働
作
を
な
さ
む
が
霧
め
．
重
量
を
可



　
及
的
減
ぜ
む
と
努
め
し
こ
と

磁
ハ
．
威
儀
を
つ
く
ろ
ひ
．
武
強
を
表
せ
む
が
認
め
、
腐

　
5
せ
し
こ
と

七
．
…
従
前
の
荘
重
に
し
て
而
も
優
賞
な
る
甲
胃
は
此
の

　
期
に
入
蔭
て
輕
桃
に
し
て
而
も
雅
情
な
き
も
の
と
化

　
せ
し
こ
と

八
、
甲
冑
の
重
量
が
身
騰
の
｝
部
に
集
中
し
、
、
若
し
く

　
は
こ
れ
が
爲
め
擦
れ
傷
を
負
は
ざ
ら
む
が
噛
め
、
種

　
々
の
趣
向
め
り
し
こ
と

九
．
從
摩
の
甲
冑
の
迂
遠
な
る
構
造
は
精
巧
と
な
り
、

　
頗
る
機
械
的
に
費
せ
ら
れ
し
こ
と

十
、
身
膿
を
保
興
す
る
爲
め
に
は
、
寸
発
の
隙
も
忽
緒

　
に
附
せ
ざ
り
し
こ
と
．
そ
の
旨
的
の
黒
め
綿
入
を
多

　
興
せ
し
こ
と

十
一
、
外
凱
上
の
美
を
螢
興
せ
む
が
鴬
め
、
形
式
色
彩

　
交
標
に
注
意
せ
し
こ
と
　
　
　
　
　
　
・

十
二
、
戦
場
に
電
熱
を
顯
揚
せ
む
が
爲
め
も
特
に
入
目

第
二
巻
　
　
研
　
究
　
　
戦
國
時
代
以
後
に
於
け
ろ
痢
賢
の
墜
革
に
就
い
て

　
　
に
鰯
る
べ
き
三
寸
を
な
せ
し
こ
と

　
十
三
も
從
來
の
慣
例
を
根
本
的
に
打
破
し
，
甲
弓
形
武
．

　
　
意
匠
は
全
く
自
由
と
な
6
し
こ
．
こ

　
十
四
、
甲
胃
の
意
匠
と
し
て
敵
の
一
見
嫌
忌
す
べ
き
も

　
　
の
を
好
み
て
製
作
せ
し
こ
巴

　
十
五
、
好
み
て
滑
稽
、
皮
肉
な
る
意
匠
を
武
具
に
使
用

　
　
せ
し
こ
ご

等
こ
勉
な
り
○

要
で
る
に
以
上
の
愛
革
は
戦
國
時
代
以
降
戦
胤
勃
鞭
毎

に
．
日
夜
戦
士
が
矢
石
電
轟
の
中
に
騙
処
し
て
具
さ
に
嘗

め
陀
る
経
験
に
基
き
、
深
遠
な
る
考
究
を
経
て
大
成
し
た

る
も
の
に
し
て
、
要
は
完
全
な
る
身
禮
の
保
護
。
敏
捷
自

由
な
る
載
霧
の
活
動
。
甲
冑
の
外
槻
美
と
敵
に
照
す
る
威

魅
。
及
び
甲
跨
使
用
の
從
前
よ
り
も
簡
便
な
る
を
期
す
る

に
在
り
。
然
れ
ざ
も
此
の
間
に
あ
う
て
今
日
の
戦
雫
の
如

く
身
に
寸
毫
の
防
備
な
く
．
・
命
を
鴻
毛
の
聴
き
に
比
せ
し

決
死
の
士
も
多
か
り
き
端
績
清
正
記
』
に
加
藤
清
正
が
足

　
　
　
（
下
）
　
　
　
　
　
　
第
　
…
二
騰
脳
　
　
　
　
山
門
七
　
　
（
四
二
一
）



　
　
　
第
四
巻
　
　
研
究

輕
に
樹
す
る
武
装
を
記
し
て
、

　
　
　
　
　
つ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　
　
足
輕
共
は
具
足
は
着
す
し
て
甲
謙
り
冠
り
候
。
牢
の
脇
立
に
長
二
尺
に

　
　
白
き
藤
一
輻
の
小
し
な
ひ
な
画
に
二
本
立
て
・
指
物
伎
な
し
G
清
正
當

　
　
々
宣
ふ
ぱ
、
他
家
の
足
鰹
は
皮
具
足
な
着
ぜ
、
甲
は
冠
ら
す
し
て
、
な

　
　
め
し
皮
の
笠
、
叉
は
百
膨
張
の
笠
ん
も
承
る
と
見
・
礼
た
る
が
、
勇
に
皮
具

　
　
尾
晶
看
て
も
押
頭
に
何
も
冠
ら
d
ぼ
、
こ
六
へ
難
キ
・
物
な
り
O
田
、
加
着
往
ぼ

　
　
具
足
．
な
著
マ
．
し
て
も
、
こ
六
へ
能
春
物
な
り
と
て
ぬ
4
1
の
題
な
り
。

と
い
へ
る
は
、
そ
の
一
例
な
う
）

　
樹
ゑ
記
の
特
徴
の
中
風
俗
史
上
特
に
溢
昌
す
可
き
は
．

當
時
の
職
士
が
、
　
一
向
甲
由
臼
の
形
式
の
奇
異
を
野
み
。
蹴
ず

ろ
滑
稽
を
超
越
し
て
皮
肉
な
る
意
匠
を
欲
し
、
他
人
の
意

表
ζ
出
で
た
る
を
誇
ら
む
と
す
る
傾
向
の
存
す
る
こ
と
な

り
○
こ
は
強
も
に
甲
胃
の
上
の
み
に
訳
す
、
「
老
入
雑
話
』

に
眞
面
目
な
る
信
長
の
こ
、
、
」
を
記
し
て
曰
く
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
信
長
美
濃
齋
藤
が
所
へ
婿
入
の
晧
じ
慶
袖
の
湯
帷
チ
に
陰
形
鴻
大
に
染

　
　
付
て
着
し
、
葵
笙
獲
に
て
往
ぐ
、
面
城
守
が
家
勲
等
國
境
ま
で
迎
に
嶺

　
．
で
、
其
様
な
見
て
志
学
つ
ぶ
し

と
あ
う
。
秀
吉
も
亦
決
し
て
照
れ
に
劣
ら
ぬ
好
奇
の
士
な

ら
き
。
謡
扇
八
尊
影
方
言
』
に
小
田
原
征
伐
繊
陣
の
日
の
百

戦
固
時
殺
獄
後
に
於
．
σ
る
硲
田
臼
の
攣
尊
に
就
い
て
（
下
）

策
三
隅

一幽

H
　
　
（
四
ニ
ニ
）

の
姿
を
記
し
て
梅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
う
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
　
殿
下
其
日
ノ
出
立
臨
画
髄
チ
用
ッ
レ
。
造
り
髭
ナ
懸
ケ
、
鐵
禁
黒
〃
貼

　
　
テ
唐
冠
ノ
賞
鎧
チ
被
サ
金
札
緋
威
ノ
鎧
二
膏
付
ヶ
ノ
太
刀
二
推
金
ニ
テ

　
濃
タ
〃
大
弩
優
ノ
空
穂
ノ
上
二
彼
矢
…
二
種
テ
先
年
仙
石
椛
兵
衛
秀
久

　
　
力
蓮
ラ
セ
タ
ル
朱
塗
ノ
疏
通
ノ
弓
テ
握
り
金
ノ
曝
路
ノ
馬
鎧
懸
タ
ル
七

　
　
通
計
ノ
駿
馬
・
蕩
立
如
ク
ナ
ル
許
ノ
厚
総
カ
ケ
大
震
美
麗
・
粧
ニ
チ
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
　
上
ニ
デ
打
禺
給
フ
、
近
禦
伽
衆
馬
廻
曙
胃
花
㌣
カ
ニ
撮
フ
テ
異
熱
異
形

　
　
り
　
む
　
む

　
　
ノ
物
嗜
金
銀
壕
玉
綾
羅
飾
繍
…
ノ
鰐
サ
バ
云
ニ
や
及
プ
皮
蝋
虎
狸
々
緋
否

　
　
癒
二
風
流
チ
事
事
タ
貰
頁
二
陣
頭
ア
タ
リ
子
犠
・
行
粧
爵
テ
驚

　
　
カ
セ
サ

ご
あ
り
、
秀
吉
の
異
装
華
美
を
養
．
せ
る
を
見
る
べ
し
。
そ

の
他
世
の
諺
に
「
研
達
」
こ
い
ふ
こ
、
こ
あ
る
も
、
伊
達
家

の
藩
士
の
異
髪
よ
b
詣
り
し
語
に
し
て
、
異
風
を
好
む
俗

は
江
戸
籾
期
に
至
る
も
頗
．
る
武
士
侠
客
の
問
に
盛
な
5
．
き

か
、
る
脅
俗
の
起
原
博
戦
國
時
代
群
雄
の
間
よ
り
爽
せ
し

こ
と
と
畳
し
く
藩
そ
の
動
機
は
恐
ら
く
戦
場
に
於
て
自
已

の
論
功
を
彼
我
の
間
に
顯
揚
せ
む
と
す
る
に
あ
り
し
が
、

後
漸
く
職
場
に
あ
ら
ざ
る
も
人
の
謎
員
を
惹
か
ん
時
事
こ



れ
を
敢
て
し
魯
遽
に
戦
國
以
降
の
武
士
が
常
習
ε
な
今
紀

る
も
の
な
る
べ
し
Q

　
以
上
縷
述
せ
る
甲
冑
の
解
法
・
は
天
正
の
頃
よ
り
始
り
て

江
戸
時
代
初
期
に
至
り
て
｝
段
落
を
劃
し
た
り
Q
爾
後
多

少
の
新
檬
は
案
毘
せ
ら
れ
セ
り
し
も
、
ま
π
斯
真
上
何
等

の
特
筆
す
べ
さ
も
り
無
く
．
．
か
く
し
て
新
様
式
は
蕾
様
式

に
比
し
て
非
常
な
る
総
勢
な
る
製
作
と
需
要
ご
を
見
つ
峯

明
治
に
及
び
ぬ
9
二
の
新
様
式
の
具
足
の
愛
用
せ
ら
れ
し

時
代
は
奮
式
の
そ
れ
に
比
し
て
は
頗
る
短
期
な
り
し
と
臨

本
邦
人
の
意
匠
ご
技
巧
と
に
工
藝
上
新
く
の
動
き
雌
大
な

る
成
果
を
牧
め
吾
風
俗
史
上
亦
看
過
マ
可
か
ら
ざ
る
重
要

な
る
史
實
を
胎
せ
り
。
風
俗
史
研
究
は
近
時
漸
一
そ
の
盛

況
を
呈
せ
る
は
喜
ぶ
べ
き
現
象
な
る
も
勧
末
だ
武
家
風
俗

の
方
面
に
は
多
く
顧
み
ら
れ
ざ
る
の
威
め
り
。
予
が
こ
の

拙
稿
が
該
方
面
の
開
拓
に
萬
一
、
端
を
開
く
こ
と
あ
ら
ば

幸
甚
な
り
。
爾
ほ
こ
れ
が
美
術
工
食
上
の
方
面
よ
参
の
観

察
及
び
、
武
器
に
面
す
る
予
が
卑
見
は
更
に
他
H
縞
を
改

め
て
世
に
螢
表
す
る
の
機
あ
る
を
信
ず
（
大
正
八
、
二
、
汁
四
稿
）

第
四
懸
　
　
研
　
究
　
　
賎
國
時
代
以
後
に
於
け
ろ
単
胃
の
総
革
に
就
い
て
（
下
）

第
三
富

山ハ

ﾓル

@
（
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）


