
第
購
管
　
　
雑
　
纂
　
　
天
…
蒲
天
騨
の
熔
輝
の
攣
蓬
ハ
事
）

天
満
天
六
．
の
信
　
柳
の
愛
遷
（
下
）

交
學
士
　
長

轄
濯
濾
回
纏
鵬
　
　
　
一
四
臨
回
　
　
　
ハ
議
ハ
し
τ
禰
隅
）

澤
　
‘
賢

海

　
翻
．
天
満
天
紳
の
渡
海
滲
灘

　
（

　
蜜
町
時
代
に
入
っ
て
、
天
濡
天
一
騨
の
信
仰
に
及
ぼ
し
だ

灘
宗
の
影
響
の
今
一
つ
璽
大
な
る
も
の
は
天
満
天
騨
が
支

那
に
渡
っ
て
、
灘
を
學
ん
だ
と
い
ひ
、
護
れ
に
關
聯
し
て

数
多
の
僧
仰
が
湧
き
、
そ
れ
が
ま
だ
菅
牌
の
騨
格
の
管
簾

に
大
な
る
關
係
の
あ
っ
陀
こ
と
で
あ
る
○

　
菅
源
滋
眞
は
一
度
遣
唐
使
に
任
命
さ
ら
れ
π
が
、
瀞
路

の
困
難
と
唐
の
内
概
と
を
理
由
と
し
て
，
之
を
僻
誕
さ
れ

π
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
、
滋
翼
が
入
冒
し
鼓
弓
の
な
い

こ
と
は
明
白
で
あ
る
に
も
係
ら
す
、
天
満
天
盛
の
渡
唐
と

い
ふ
こ
と
を
、
五
肉
の
糞
壷
等
に
依
て
唱
へ
ら
れ
π
o
心

酔
時
代
の
漢
心
濟
な
ど
は
、
頻
う
に
跳
説
を
非
難
し
π
Q

林
羅
ぬ
は
「
異
輪
之
爲
害
三
人
三
惑
也
」
と
い
ひ
、
艇
藤
東

涯
は
「
渡
唐
之
豪
其
事
達
磨
。
樹
不
待
鉾
也
」
メ
論
じ
た
事

實
問
題
か
ら
い
へ
ば
、
蹴
ハ
の
灘
う
で
あ
る
が
、
天
瀧
瓢
亦
轡

の
信
仰
の
褒
蓮
の
上
か
ら
は
、
誠
に
興
味
あ
る
説
で
あ
る

ば
か
ら
で
な
く
、
室
町
時
代
の
縫
樫
の
輔
蝿
を
窺
ふ
に
足

り
る
問
，
題
で
あ
る
○

　
凡
そ
竈
町
時
代
の
擾
翻
ほ
ど
貿
ー
マ
ン
タ
ッ
ク
で
あ
っ

た
糎
は
臨
の
蒔
代
に
は
な
い
○
貸
室
マ
ン
タ
ッ
ク
と
講
は

う
か
，
宗
学
的
と
い
は
う
か
、
或
は
迷
信
的
，
と
い
は
う
か
、

一
種
不
離
愚
議
な
総
想
の
澱
っ
て
居
た
時
代
弔
、
あ
る
。
室

町
縛
代
の
末
の
頃
に
、
七
絶
紳
賊
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て

賊
が
七
薦
紳
の
襲
ひ
を
な
し
て
人
窯
に
押
入
る
と
，
人
々

が
編
榊
の
光
來
は
擦
出
度
い
と
謂
っ
て
財
鍵
を
出
し
て
翼

び



へ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
Q
斯
る
話
は
蔭
涼
軒
の
記
録

や
、
蹴
雲
南
俘
銀
、
碧
山
旧
録
等
に
澤
山
見
え
る
Q
臥
雲

疑
点
録
に
犬
追
物
の
沿
叢
・
を
説
く
咄
な
ど
は
、
～
實
に
珍
無

類
で
あ
る
。
ま
π
罵
れ
も
同
書
に
写
る
玉
東
の
老
人
が
い

ふ
に
は
義
満
と
い
ふ
苦
行
士
が
京
の
北
山
に
住
し
て
居
て

法
華
経
を
百
部
を
書
い
π
功
徳
に
依
て
、
将
相
の
家
に
生

れ
だ
。
需
軍
義
満
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
の
咄
が
書

い
て
あ
る
。
此
の
而
も
童
謡
勃
謹
四
鳳
は
之
を
評
し
て

「
予
謂
、
難
捗
怪
誕
、
而
亦
豊
艶
無
馬
事
鰍
」
と
い
つ
だ
Q
総

べ
て
か
や
う
な
量
頽
を
十
分
に
辮
へ
な
い
で
は
、
二
曲
の

筋
書
き
な
ど
罵
り
に
人
生
を
か
け
離
れ
π
も
の
と
考
へ
ら

れ
、
能
が
當
蒔
の
就
會
を
背
景
と
し
て
居
る
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
こ
と
も
解
ら
な
く
な
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
此
の

世
霜
を
十
分
了
解
し
て
狂
言
を
見
る
と
、
春
蚕
に
あ
る
書

落
が
盆
々
面
白
く
暮
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
や
う
な
世
相
の
中
に
立
て
は
、
將
軍
義
満
は
「
大
明
皇

帝
」
の
生
れ
憂
り
で
あ
る
と
翼
面
目
に
耕
せ
ら
れ
、
叉
臼
樂

第
四
懲
　
　
雑
　
纂
　
　
天
滞
天
聯
の
僖
仰
の
麗
濫
（
下
）

天
が
臼
本
に
渡
り
、
佳
吉
大
明
牌
に
逢
ひ
、
「
臼
雲
如
幣
続

山
腰
」
と
い
ふ
句
を
作
り
π
と
い
ふ
咄
も
事
物
と
受
取
ら

れ
陀
の
で
あ
る
。
及
い
つ
の
頃
よ
う
か
、
達
摩
大
師
が
旧

本
に
渡
り
写
り
、
聖
徳
太
子
が
墾
灘
せ
ら
れ
だ
と
い
ふ
事

を
い
ひ
始
め
π
o
勿
論
騨
宗
が
弘
通
せ
ら
れ
て
疲
起
つ
だ

話
説
で
あ
っ
だ
が
、
蜜
町
隣
代
の
初
め
の
頃
に
は
、
大
魂

片
岡
に
一
宇
を
創
め
て
，
達
摩
の
墳
と
縛
へ
ら
れ
、
之
を
藩

摩
寺
と
號
せ
ら
れ
惣
。
東
海
橘
華
集
に
蓬
摩
寺
認
と
い
ふ

一
篇
が
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
義
浦
の
頃
は
破
屋
が
一
聞

あ
っ
た
ば
か
り
で
、
内
に
達
摩
と
聖
徳
太
子
と
の
像
を
並

べ
て
安
癒
し
て
あ
っ
て
、
一
声
納
が
之
を
屑
負
し
て
居
元

ど
あ
る
か
ら
、
室
町
蒔
代
の
初
め
の
頃
は
さ
呉
や
か
る
草

捲
で
あ
っ
π
の
を
。
後
追
々
著
名
な
も
の
に
し
陀
の
で
あ

る
ら
し
い
。
天
満
天
皇
渡
麿
の
こ
と
も
全
く
之
と
掴
じ
調

子
を
以
て
い
ひ
初
め
ら
れ
信
じ
始
め
ら
れ
π
の
で
あ
ら
う

　
無
準
騨
師
は
宋
の
光
宗
の
紹
熈
五
年
（
建
久
五
）
に
出
察

し
、
諸
由
に
巡
遊
し
て
諸
師
に
参
し
、
後
壁
に
玄
旨
を
悟
う

鱗
四
號
　
　
　
一
四
五
　
　
　
（
山
ハ
七
五
）



第
四
趣
　
　
雑
　
纂
　
　
天
浦
天
鱒
の
嬉
仰
の
縫
遷
（
下
）

宋
主
の
命
を
受
け
て
樫
山
に
佳
し
、
佛
鑑
藤
師
の
號
を
賜

は
つ
π
高
徳
で
あ
る
○
天
満
天
間
が
此
縄
師
に
参
回
し
陀

と
い
ふ
に
就
い
て
種
々
の
説
が
あ
っ
π
o
北
野
誌
に
版
ら

れ
て
居
る
「
勢
州
安
濃
津
大
呂
院
藏
兆
野
司
書
幅
賛
」
や
梅

城
銀
に
引
用
し
て
あ
る
「
熱
心
和
翁
天
神
賛
」
等
の
説
を
拳

げ
る
と
、
明
徳
年
中
、
射
る
儒
侶
が
夢
に
人
一
人
が
其
儒

の
側
に
直
立
し
て
居
て
、
風
禮
は
「
龍
鳳
之
姿
。
仙
冠
覆
し

と
い
ふ
や
う
で
あ
っ
て
、
双
手
を
叉
み
、
禰
に
一
枝
の
梅

を
挿
ん
で
居
る
が
、
や
が
て
濡
洒
と
し
て
隠
宅
に
逡
蓬
し

て
居
る
。
其
．
偲
之
を
不
患
議
に
思
っ
た
け
れ
ど
も
、
敢
て

誠
敬
し
て
病
名
を
…
問
は
な
か
つ
だ
が
、
更
に
傍
に
他
の
人

が
居
て
、
之
は
北
野
の
天
満
天
紳
で
、
痙
由
の
室
に
入
う

て
無
病
の
衣
を
傳
へ
た
の
で
あ
る
云
々
と
臼
つ
だ
と
思
ふ

と
、
遽
に
目
が
豊
め
た
。
其
の
偲
之
を
不
思
議
と
し
て
、

王
命
寺
の
海
嶺
（
藏
光
灘
師
）
の
許
に
至
っ
て
之
を
告
げ
記

数
年
を
経
て
、
慮
永
の
初
年
、
佐
忠
庵
と
い
ふ
漕
が
來
て

菅
紳
の
像
を
出
し
て
示
す
の
を
海
丘
が
見
る
と
、
数
年
前

門
四
一
號
　
　
　
扁
㎜
目
孤
ハ
　
　
　
（
ゐ
ハ
・
七
六
）

或
る
僧
か
ら
聴
か
さ
れ
π
其
の
俗
の
夢
の
菅
騨
と
符
含
し

て
居
る
の
で
、
「
北
野
菅
看
、
点
頭
賢
臣
、
盛
徳
於
今
、
疑
久

維
新
、
不
離
鋭
意
、
深
明
聖
意
、
不
帥
世
人
、
夢
現
天
人
」
と

賛
し
た
。
之
か
ら
人
々
が
菅
紳
無
難
に
墾
す
と
い
ひ
初
め

π
の
で
あ
る
と
い
ふ
筋
書
き
で
あ
る
。

．
叉
同
じ
く
梅
城
銀
に
引
用
し
て
あ
る
、
少
林
曇
勝
（
惟
官

得
巌
）
の
天
紳
の
賛
に
興
る
と
、
無
準
自
ら
天
棘
が
來
て
己

が
室
に
入
り
、
金
縷
の
伽
梨
伽
を
授
け
ら
れ
陀
夢
を
見
、

之
を
…
世
に
披
露
し
π
の
が
天
紳
の
無
準
急
…
騨
の
故
事
の
元

で
あ
る
と
灘
せ
ら
れ
る
。
臥
雲
H
綴
蓋
の
寛
正
七
年
五
刃

悲
田
の
條
に
、
等
持
院
の
院
主
梅
室
が
來
訪
し
て
語
る
析

を
左
の
知
く
記
し
て
あ
る
。
梅
室
が
初
年
の
頃
特
軍
義
持

に
侍
っ
て
居
た
頃
、
大
内
遠
見
が
馬
持
に
一
帳
の
天
榊
像

を
献
じ
把
の
を
畳
え
て
居
る
が
、
其
の
天
聯
像
の
筆
者
は

牧
漢
、
賛
が
無
為
で
、
賛
に
小
序
が
あ
り
、
其
の
二
三
句
に

「
凌
宥
峰
頂
警
醒
后
、
袖
裏
梅
花
逓
厭
香
し
と
あ
っ
陀
が
、

前
後
は
忘
れ
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
G
此
話
は
得
嚴
の
天
融



、

賛
の
内
寡
と
同
じ
出
所
を
有
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
勿
論

冒
無
準
は
菅
公
を
識
っ
て
居
π
筈
も
な
く
、
從
て
夢
に
菅
公

の
こ
と
を
見
る
こ
と
も
あ
る
ま
じ
く
、
叉
自
ら
鳥
撃
の
像

に
賛
す
る
繹
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
つ
し
か
か
や
う
な

説
が
傳
へ
ら
れ
π
も
の
と
見
え
る
○

　
之
れ
に
就
い
て
今
一
つ
の
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
以
葡
の

二
つ
の
話
は
如
何
に
も
事
實
を
か
け
離
れ
て
居
る
の
で
、

そ
れ
を
訂
正
し
π
髄
の
説
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
世
に

「
菅
紳
入
宋
授
衣
記
し
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
が
、
（
群
書
類
從

、
膠
牧
）
そ
れ
に
糠
る
と
、
東
墨
黒
第
一
世
聖
一
國
師
が
嘉

頼
元
年
、
帥
ち
宋
の
理
宗
の
端
平
二
年
、
径
山
の
無
点
に

参
汚
し
、
居
る
こ
と
七
年
、
仁
治
二
年
四
月
二
十
日
灘
師

の
室
を
餅
し
、
や
が
て
七
月
博
多
に
渡
海
し
，
太
宰
府
横

嶽
の
全
編
寺
に
着
し
π
。
す
る
と
署
長
天
満
天
紳
が
崇
編

寺
の
方
丈
に
入
っ
て
、
聖
國
一
望
に
見
え
、
屡
々
野
師
の

示
講
を
受
け
、
其
夜
を
以
て
平
準
に
参
得
し
て
、
親
し
く

手
足
梨
伽
を
傳
乱
せ
ら
れ
陀
と
い
ふ
の
で
あ
る
◎

第
四
巷
　
　
離
　
纂
　
　
天
濡
天
紳
の
信
仰
の
墜
蓬
（
下
）

　
鳥
指
の
震
害
の
何
れ
に
し
て
も
、
王
山
の
人
々
は
之
を

事
實
と
し
て
翼
面
目
に
信
じ
て
居
た
の
で
あ
る
○
周
鳳
は

或
る
人
の
傳
者
の
妄
誕
と
ず
る
に
劃
し
て
、
「
予
田
、
夫
榊

遊
無
方
者
、
千
江
斎
月
、
萬
國
之
春
也
、
支
那
之
表
本
邦

者
僅
一
漢
渤
而
已
」
と
論
じ
て
居
る
。
又
惟
省
得
嚴
も
之

を
妾
誕
と
す
る
者
の
言
を
蕪
い
て
大
に
憤
り
、
「
然
佛
光
沸

師
室
中
八
幡
警
世
架
講
佛
光
、
訟
逐
來
干
此
方
、
由
來
天
憩

墾
無
腰
、
叉
何
疑
夷
」
と
主
張
し
て
居
る
○
蓋
し
八
幡
紳
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

佛
光
縄
師
（
秘
画
）
に
肇
灘
し
π
と
い
ふ
こ
と
は
、
前
に
麺

べ
だ
義
満
が
大
明
皇
帝
の
生
れ
託
り
で
あ
る
と
か
、
臼
樂

天
が
住
吉
融
に
逢
つ
陀
と
か
、
聖
徳
太
子
が
達
摩
に
参
韓

し
把
と
か
い
ふ
と
全
ぐ
同
筆
法
で
あ
る
。
寝
れ
と
嗣
じ
話

で
、
今
一
つ
著
名
な
の
は
、
別
峯
夕
雲
が
天
照
大
畑
か
ら

袈
裟
を
授
け
ら
れ
π
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
塗
れ
も
北
野

誌
に
牧
め
て
あ
る
永
徳
二
年
の
奥
書
き
あ
る
華
燭
大
随
と

い
ふ
寒
点
の
「
天
照
大
更
相
傳
袈
裟
記
」
と
い
ふ
も
の
に
詳

認
さ
れ
る
。
場
之
の
人
々
に
か
う
し
セ
一
種
の
質
ー
マ
ン

第
四
哺
撚
　
　
　
鳳
四
七
　
　
　
（
六
七
七
）



第
四
餐
　
　
雑
鰹
　
　
天
濃
夫
瀞
の
償
側
の
繍
．
蓬
’
下
）

チ
ッ
ク
な
信
仰
の
深
か
つ
だ
こ
と
は
、
天
仁
に
就
い
て
も

亦
か
や
う
な
信
仰
を
附
齢
す
る
に
至
ら
し
め
陀
も
の
で
あ

ら
う
。

　
天
満
天
騨
が
渡
題
し
て
無
準
に
灘
繹
し
π
と
い
ふ
襟
な

信
仰
が
起
る
と
、
此
の
方
面
に
係
は
る
天
平
の
利
生
は
一

段
と
登
馳
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
〇
一
例
を
墨
げ
る
と
、
琉

球
神
道
　
認
（
北
野
誌
）
所
牧
に
琉
球
に
菅
紳
爆
撃
の
由
來
・
を

記
し
て
あ
る
。
そ
れ
に
擦
る
と
、
王
野
焼
の
代
、
明
古
米

村
の
林
氏
大
夫
が
入
唐
船
の
上
使
と
し
て
渡
乏
し
、
章
州

の
梅
花
の
海
に
し
て
船
覆
り
、
乗
衆
百
人
に
及
ん
だ
が
、

林
氏
一
人
梅
が
枝
に
取
着
い
て
救
は
れ
π
○
莫
人
は
常
に

天
淋
を
信
じ
、
「
何
く
に
も
梅
さ
へ
あ
ら
ば
我
と
し
れ
、
心

づ
く
し
に
外
な
把
つ
ね
そ
」
と
い
ふ
歌
を
吟
じ
て
、
天
質
に

法
節
し
て
居
た
功
徳
で
あ
る
と
思
っ
た
と
あ
る
。
渡
唐
船

が
北
野
紳
を
特
に
崇
敬
し
π
の
は
か
や
う
な
信
仰
に
由
罪

す
る
駈
も
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
○

　
か
く
て
菅
神
が
職
宗
に
關
係
深
き
騨
と
し
て
利
生
を
添

第
圃
一
撃
　
　
　
困
匹
・
八
　
　
　
（
よ
ハ
L
～
入
〉

す
様
に
な
つ
π
の
に
灘
家
が
翼
っ
て
カ
あ
っ
だ
所
か
ら
、

我
淋
舐
の
中
で
も
一
種
特
刷
の
取
扱
ひ
を
佛
家
か
ら
受
け

だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
○
我
が
佛
寺
に
鎭
守
あ
り
紳
砒
に

騨
宮
寺
あ
る
は
、
極
め
て
簿
通
の
こ
と
で
あ
る
が
、
流
石

に
浄
土
門
、
殊
に
翼
宗
に
於
て
は
甚
し
く
之
を
忌
避
し
た

も
の
で
あ
る
○
眞
宗
の
寺
院
に
は
豊
春
が
な
い
の
は
宗
義

か
ら
窪
熱
に
生
れ
て
來
陀
習
慣
で
あ
る
が
、
天
満
天
榊
の

橡
ば
か
う
は
豪
も
之
を
忌
ま
な
い
。
我
が
郷
里
越
後
の
習

慣
で
は
正
月
が
懸
れ
ば
、
必
ず
天
華
の
橡
を
か
け
て
之
を

祭
る
が
一
般
の
風
習
で
、
翼
宗
の
寺
院
で
も
座
敷
の
床
の

関
凹
に
芯
鷺
紳
の
像
を
か
け
、
融
覗
漁
隅
を
｝
鵬
の
へ
、
お
か
翻
d
う
も
供

へ
れ
ば
、
燈
…
明
を
も
供
へ
る
こ
・
と
、
恰
か
も
三
月
の
上
巳

の
言
句
に
雛
祭
り
す
る
が
導
き
も
の
で
あ
る
G
そ
れ
も
菅

淋
　
信
…
仰
の
襟
展
が
、
特
に
…
郡
敷
に
歯
る
こ
と
の
多
か
っ
た

の
が
原
囚
で
は
あ
る
ま
い
か
○

（SN）

東
霞
式
臨
戦
の
影
響



　
吏
山
式
給
甕
、
即
ち
五
山
絡
叢
で
あ
る
が
、
奨
理
想
と

す
る
灰
は
五
山
交
學
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
把
Q
五

山
の
灘
鱈
が
頻
り
に
詩
を
弄
ん
だ
も
の
は
、
天
地
唐
然
、

森
羅
萬
象
の
詩
情
に
託
し
て
、
文
字
を
以
て
し
て
は
書
く

こ
と
能
は
ざ
る
、
言
葉
を
以
て
し
て
も
語
る
こ
と
能
は
ざ

る
其
諦
の
立
妙
を
傳
へ
や
う
と
す
る
爲
め
で
、
業
事
の
灘

侶
の
詩
は
即
ち
鐸
で
あ
っ
π
Q
彼
等
の
試
み
π
絡
鍵
も
亦

其
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
、
書
く
べ
か
ら
ざ
る
玄
旨
を
水
墨
の

闇
に
呈
示
し
や
う
と
い
ふ
の
が
本
塗
の
償
値
で
あ
る
G
併

し
室
町
時
代
の
中
頃
か
ら
後
に
な
る
と
、
詩
は
縄
か
ら
離

慨
し
て
交
學
と
な
り
、
絡
叢
も
亦
灘
と
絶
筆
し
て
美
術
と

な
っ
た
。
而
し
て
玉
由
の
交
學
と
し
て
、
東
出
の
絡
書
と

し
て
は
既
に
業
に
其
意
義
を
鞭
つ
陀
や
う
に
思
は
れ
る

が
、
外
見
文
學
と
し
て
美
術
と
し
て
累
々
魚
脳
巧
が
登
達

し
だ
Q

・
技
術
が
猛
々
複
難
に
な
り
巧
妙
に
な
う
題
材
な
ど
も
亦

盆
々
他
力
面
と
な
り
、
唐
宋
以
來
傳
説
酌
な
騨
絡
の
題
材

轄
擢
四
巻
　
　
…
雑
　
纂
　
　
天
濡
天
舳
…
の
催
…
仰
の
懲
調
蟻
紫
下
）

で
あ
っ
だ
Q
布
袋
で
あ
る
と
か
、
三
笑
で
あ
る
ど
か
、
四

馬
で
あ
る
と
か
、
雪
鬼
要
衝
某
の
仙
人
某
の
菩
薩
居
士
羅

漢
な
ど
曳
い
ふ
部
類
を
脆
し
て
、
新
し
き
方
廊
に
題
材
を
．

求
め
や
う
と
し
π
。
撫
ふ
る
に
室
町
時
代
の
初
め
の
頃
か

ら
灘
宗
が
全
然
醇
本
固
有
の
習
慣
を
望
め
る
や
う
に
な
）

宗
義
を
作
る
や
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
其
の
曇
霞
の
題
材

の
如
き
も
、
自
ら
之
を
國
内
に
求
め
や
う
と
し
沈
の
で
あ

ら
．
フ
。

　
，
之
に
劃
し
て
、
時
代
の
琶
相
の
特
色
で
あ
る
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
思
想
が
著
し
く
働
く
の
で
あ
っ
だ
。
そ
し
て
聖
徳
・

太
子
、
武
内
宿
禰
青
砥
藤
綱
の
如
き
國
史
上
の
人
々
も
多

く
絡
と
な
つ
π
G
主
翼
紳
、
八
幡
騨
、
天
勅
、
大
黒
天
榊

な
ど
の
紳
砥
も
亦
同
嫌
で
あ
っ
セ
。
浦
島
の
咄
も
高
砂
の

咄
も
桃
太
郎
の
咄
も
皆
七
悪
神
や
荒
聖
や
七
瀬
騨
の
咄
も

総
と
な
つ
π
o
天
満
天
淋
も
か
く
て
絡
と
な
う
、
天
騨
に

關
蒸
し
π
数
多
の
話
も
七
並
と
な
り
、
或
は
天
満
天
神
に

關
係
の
な
い
こ
と
ま
で
が
絡
叢
の
技
巧
上
か
ら
し
て
關
係

第
四
盤
　
　
　
｝
四
九
　
　
　
（
ム
ハ
七
↓
ル
）



　
　
．
第
醜
懸
　
　
離
纂
　
　
天
滞
天
瀞
の
償
仰
の
墾
遷
（
下
〉

あ
る
か
の
如
く
に
描
か
れ
、
言
ひ
傳
へ
ら
れ
、
信
せ
ら
れ

る
や
う
に
な
つ
π
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
お
　
の

　
天
満
天
榊
の
叢
像
の
最
も
普
通
な
る
も
の
は
束
帯
像
で

そ
れ
に
梅
枝
を
配
し
π
の
が
多
い
や
う
だ
。
而
し
て
立
像

な
ら
ば
手
を
叉
い
て
禰
に
梅
枝
を
挿
せ
る
と
い
ふ
鵠
で
あ

　
　
　
　
　
ゆ
　
の
　
の

つ
π
o
梅
持
天
子
と
も
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
次
に
は
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
す
　
ゆ

準
に
墾
輝
し
た
と
い
ふ
信
仰
か
ら
法
虚
像
を
描
き
始
め
だ

　
　
　
　
　
の
　
ゆ
　
ゆ
　
　
　
の

の
で
あ
る
。
渡
唐
天
霊
像
と
い
ふ
も
の
も
亦
頗
る
多
か
つ

な
と
見
え
て
五
山
の
諸
…
納
…
が
家
集
を
見
る
と
、
渡
麿
｝
天
淋

賛
と
い
ふ
も
の
が
雰
常
に
多
い
Q
北
野
誌
に
は
義
政
の
自

叢
の
天
聯
像
の
賛
が
見
え
て
居
る
。

　
　
天
轡
臨
准
塵
藻
力
、
　
　
不
鰯
挨
桑
興
実
親

　
　
錦
上
添
紋
滲
佛
艦
　
　
　
擦
從
入
竈
以
前
香

古
叢
備
考
に
は
足
講
義
榮
の
幸
い
陀
渡
麿
天
袋
の
絡
の
題

字
が
載
っ
て
居
る
。
類
聚
名
物
考
の
渡
麿
天
淋
像
の
玉
露

に　
冷
泉
爲
村
嬬
の
の
給
ひ
し
ば
、
渡
島
の
融
橡
な
り
、
左
転
の
後
、
太
宰
府
…

　
　
　
　
　
　
　
　
蟹
叩
頭
號
　
　
　
一
五
〇
　
　
　
へ
山
ハ
入
○
）

　
へ
お
に
し
ま
し
て
、
表
冠
葎
ぬ
が
ゼ
唐
ま
ひ
て
、
禽
被
葎
か
う
ぶ
ら
ぜ
論

　
ひ
し
御
さ
ま
獄
り
、
紬
翫
の
よ
し
な
り

と
あ
る
か
ら
、
組
総
の
天
紳
の
像
に
は
梅
を
持
て
る
束
帯

の
像
や
、
法
鱈
…
の
像
と
は
ま
だ
違
っ
て
愚
像
程
線
ろ
だ
囲

も
め
つ
π
と
見
え
る
G
連
城
亭
随
筆
に
三
條
西
豊
隆
の
撚
　

い
だ
渡
唐
天
紳
の
像
を
見
だ
ら
「
紅
梅
の
枝
を
持
て
お
は

す
」
像
で
あ
っ
だ
と
見
え
る
。

　
船
渡
唐
天
榊
に
關
聯
し
て
、
描
き
欝
さ
れ
だ
か
と
思
は

　
　
　
　
　
　
の
　
の
　
ゆ
　
の
　
　

れ
る
も
の
に
、
飛
家
天
紳
像
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
だ
Q
勾

城
名
勝
誌
に
「
廣
隆
寺
隷
起
云
義
心
天
聖
者
亙
三
國
霊
神

也
爲
當
寺
三
論
守
護
唐
新
羅
國
飛
來
由
、
依
欝
藏
上
人
夢

中
之
告
、
奉
仰
請
予
當
寺
、
帥
葱
白
髪
老
翁
夷
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
み
　
ゆ
　
ゆ
　
ゆ
　
ゆ

　
叉
世
に
縄
座
天
紳
豫
と
い
ふ
が
あ
っ
π
。
北
籔
誌
に
牧

め
ら
れ
る
瑞
林
集
と
い
ふ
詩
集
に
、
縄
座
天
淋
像
と
題
し

て　
名
董
一
時
風
雅
ナ
、
　
　
夙
繋
総
遇
位
三
璽

　
天
使
廣
覧
梅
酉
路
、
　
　
盆
面
争
人
雀
紳
漿

嚇



　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
の
　
ゆ
　
ゆ
　
ゆ

と
あ
る
Q
叉
世
に
吐
火
天
榊
像
と
い
ふ
が
あ
っ
だ
と
見
え

る
。
岡
じ
詩
集
の
中
に
、
吐
火
菅
淋
像
と
題
し
て
、
　
　
’

　
　
三
三
人
聞
威
徳
天
、
　
　
漿
跡
不
測
是
三
三

　
　
酒
色
隈
二
戸
災
火
、
　
　
萱
顯
畷
榴
畷
雛
鰻
、

と
あ
る
O
蓋
し
火
吐
天
帥
像
は
古
く
火
雷
天
紳
と
い
つ
π

聯
號
の
意
味
か
ら
起
つ
だ
為
の
で
あ
ら
う
か
。
或
は
雷
に

満
面
が
な
く
、
懸
賞
の
怨
恨
に
よ
っ
て
京
師
に
屡
々
火
災

が
あ
っ
π
と
鵬
せ
ら
れ
把
こ
と
か
ら
起
つ
だ
圃
様
か
も
知

れ
な
い
。

　
叉
書
澤
随
筆
に

　
や
　
や
　
む
　
り
　
り
　
お

　
菅
公
自
簸
の
像
と
い
ふ
搬
軸
一
あ
ろ
こ
と
な
5
1
、
多
く
鞄
に
ゑ
が
く
是
う
れ

　
が
ふ
べ
し
、
上
古
黒
色
ぼ
喪
服
六
1
1
、
四
位
以
上
の
人
黒
色
為
挙
生
の
服

　
と
ず
ろ
拭
後
世
の
事
な
り
と
そ
、
自
像
試
黒
き
あ
る
べ
き
謂
れ
な
し
、
是

　
ば
後
世
菅
公
な
慕
ひ
て
懲
な
ゑ
が
き
、
あ
る
び
に
瞥
糊
へ
お
さ
め
し
が
淺

　
れ
る
な
る
べ
し
。
，

と
あ
う
閑
田
耕
筆
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
む
　
り
　
む
　
む

　
或
喜
の
開
扉
に
永
鏡
天
気
の
像
あ
理
、
御
膚
痒
の
よ
し
な
い
ふ
、
其
縁
懸

　
に
天
拝
由
に
登
り
、
天
帝
に
癬
請
し
、
既
に
上
天
ま
し
ま
す
時
に
水
鏡
秘

第
四
燈
　
　
離
纂
　
　
天
識
…
天
紳
の
僖
仰
の
礎
遷
ハ
下
）

　
見
て
作
嚇
給
ふ
よ
し
な
り
、
其
像
婁
上
に
葱
怒
ま
し
ま
す
さ
ま
な
り
、
可

　
笑
、
既
期
に
臨
み
、
い
つ
れ
の
勝
に
材
な
求
め
、
い
つ
れ
の
所
に
彫
刻
し

　
給
ふ
や
、
雲
中
よ
り
投
じ
給
ふ
や
、
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
の
　
ゆ

と
あ
る
。
前
に
拳
げ
た
一
座
に
つ
い
回
天
紳
像
を
つ
な
し

ゅ
　
ゆ
　
　

き
三
三
と
も
辮
へ
陀
様
で
あ
る
。
「
ね
ざ
め
の
す
さ
び
」
に
、

　
南
鰍
子
の
訊
に
世
に
つ
な
し
き
天
塚
の
像
あ
嚇
。
こ
れ
ば
菅
公
の
圏
な
人

　
に
も
と
め
ら
れ
し
時
鍵
工
の
お
も
ひ
猛
り
て
し
き
も
の
に
圓
坐
な
か
き
そ

　
へ
以
る
も
の
な
ろ
べ
し
、
こ
の
國
坐
纏
讃
蚊
鳳
坐
に
て
菅
公
い
ま
だ
昇
驚

　
し
六
ま
に
ざ
る
ま
へ
に
さ
ぬ
き
の
か
み
と
な
峠
給
へ
れ
ば
、
そ
れ
な
お
も
．

　
ひ
て
ゑ
が
き
六
る
な
る
べ
し
、
と
い
ぼ
れ
き
、
お
も
し
ろ
き
設
に
こ
そ
、

と
あ
る
○
別
説
と
し
て
珍
ら
し
き
読
明
な
れ
ど
も
、
完
全

な
る
説
明
と
は
合
舞
糊
し
が
把
い
○

　
以
上
最
後
に
拳
、
げ
な
三
四
の
圖
糠
は
、
果
し
て
室
町
蒔

代
か
ら
起
つ
π
も
の
か
、
遽
か
に
断
じ
難
い
け
れ
ど
も
，

ま
つ
當
時
か
ら
か
や
う
に
い
ろ
く
と
描
き
出
さ
れ
π
る

も
の
で
あ
る
と
は
、
大
概
推
定
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

此
外
に
も
ま
だ
く
い
く
ら
で
も
あ
っ
陀
で
あ
ら
う
と
思

ふ
Q

策
四
號
　
　
一
五
噌

（
六
八
M
）



第
四
懸
　
　
雑
　
纂
　
　
天
浦
天
憩
の
僑
仰
の
攣
遷
二
卜
〉

　
次
に
菅
融
に
は
登
く
關
係
の
な
い
も
の
で
、
い
つ
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ

記
号
に
附
會
さ
れ
た
か
と
思
は
る
玉
も
の
に
、
牛
天
紳
像

と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
或
は
牛
に
で
も
乗
っ
て
牧
董
の
や

う
な
姿
で
も
し
π
天
気
像
か
と
思
は
れ
る
。
菅
公
が
牛
に

桑
つ
だ
b
’
、
或
は
之
れ
を
M
引
い
だ
り
す
る
謂
は
れ
は
な
い

の
で
あ
る
。
之
れ
に
就
い
て
は
、
物
茂
卿
の
南
留
別
志
に

説
明
し
て
、
「
牛
天
紳
は
物
部
大
人
書
証
な
る
べ
し
、
大
人

　
ヘ
　
　
　
へ

を
う
し
と
よ
む
、
日
本
紀
に
見
ゆ
」
と
あ
る
O
東
京
下
谷
上

野
公
園
（
山
下
）
内
に
牛
天
榊
が
め
る
。
之
れ
は
湯
島
の
天

美
と
共
に
物
部
天
淋
の
遺
跡
か
と
思
は
れ
る
か
ら
、
或
は

影
野
公
園
内
の
牛
天
榊
も
大
人
天
淋
で
、
上
代
龍
陶
、
向

周
、
忽
岡
一
鵬
に
土
聡
し
だ
物
部
馬
は
物
部
大
人
の
關
係

の
物
部
灰
で
あ
っ
て
、
短
柱
蹟
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
Q
そ

れ
は
別
と
し
て
、
牛
天
竺
と
齢
し
て
、
牛
を
天
勅
像
に
配

す
る
は
、
か
鴨
る
灰
か
ら
生
じ
陀
も
の
で
も
あ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
ゆ
　
の
　
ゆ

　
又
世
に
業
平
天
意
と
焦
す
る
も
の
が
あ
る
Q
之
は
特
別

の
書
振
な
ど
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
が
、
高
名
は

第
四
M
號
　
　
　
一
五
一
…
　
　
（
六
八
二
）

著
名
な
の
で
あ
る
。
焦
れ
も
南
留
別
志
に
「
業
平
天
紳
と

い
ふ
は
、
成
平
と
い
ふ
相
撲
取
を
ま
つ
れ
る
な
り
、
ム
「
は

お
ほ
か
た
在
書
中
將
と
な
ウ
ぬ
」
と
あ
る
が
、
威
服
し
か

ね
る
説
明
で
あ
る
。
恐
ら
く
古
顔
に
は
全
く
關
係
の
な
い

紳
舐
で
あ
ら
う
。

羅
総
　
　
羅

　
半
漁
の
麗
去
後
歯
露
を
太
宰
府
に
去
り
、
つ
い
で
之
を

北
野
に
鋤
諄
し
置
畳
か
ら
、
俄
然
と
し
て
莫
信
仰
が
弘
ま

b
、
利
生
を
現
じ
、
更
に
代
々
セ
経
て
つ
ひ
に
大
政
威
徳

天
満
大
自
在
天
榊
と
し
て
、
朝
野
の
崇
敬
を
集
め
る
や
う

に
な
つ
だ
。
之
に
就
い
て
は
其
時
代
々
々
を
支
配
し
セ
佛

敷
信
仰
の
彬
影
響
を
受
け
面
こ
と
が
莫
大
で
あ
っ
た
。
い
ひ

換
へ
れ
ば
、
其
時
代
々
々
の
人
々
の
僑
仰
に
相
解
す
る
襟

に
天
満
天
命
の
信
仰
も
蔓
つ
た
と
い
ひ
得
る
。
更
に
進
ん

で
い
ふ
な
ら
ば
棘
は
人
に
依
て
威
を
増
す
の
で
あ
る
か
ら

淋
の
信
仰
は
之
を
崇
敬
す
る
入
々
の
信
仰
に
支
配
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賠



重
落
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

　
江
戸
時
代
に
な
っ
て
藤
宗
萬
能
の
時
代
は
去
り
、
五
山

か
ら
趣
つ
た
漢
學
が
猫
立
し
て
、
就
會
の
支
配
者
と
な
っ

て
室
町
時
代
に
於
け
る
灘
宗
の
位
概
を
定
め
る
や
う
に
な

つ
だ
。
念
佛
宗
や
眞
言
宗
は
依
然
盛
ん
で
あ
っ
て
も
、
一

般
の
智
識
階
級
を
支
配
す
る
勢
力
は
既
に
な
い
G
念
佛
宗

の
勢
力
は
鎌
倉
時
代
に
及
ば
す
、
翼
書
宗
の
勢
力
は
叉
平

安
蒔
代
に
及
ば
な
く
な
つ
π
Q

　
江
戸
時
代
の
中
頃
か
ら
國
學
が
起
っ
て
、
國
學
澱
の
，
排

佛
的
傾
向
が
漸
く
現
は
れ
、
儒
敷
榮
え
て
、
ダ
漢
學
者
の

排
佛
的
傾
向
が
現
は
れ
、
総
名
勃
興
し
て
、
聯
佛
背
離
の
傾

向
が
生
じ
π
。
か
曳
る
世
相
に
順
聾
し
や
う
と
い
ふ
榊
砥

の
信
仰
は
、
以
前
三
時
代
に
於
て
蚕
揮
せ
し
め
ら
れ
た
方

而
に
劉
し
て
は
膚
ら
利
器
が
減
じ
π
の
も
監
理
で
め
る
。

果
し
て
天
満
天
榊
は
怨
恨
の
榊
で
あ
る
、
悪
事
懲
罰
の
騨

で
あ
る
、
冤
罪
を
要
ぐ
淋
で
あ
る
。
正
直
を
守
る
淋
で
あ

る
○
後
生
ま
で
救
鋭
し
て
、
浄
土
徳
生
を
な
さ
し
む
る
、

　
　
　
第
四
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
天
溝
天
牌
の
信
仰
の
攣
纒
（
下
〉

と
い
ふ
榛
な
信
仰
は
或
は
薄
ら
ぎ
、
或
は
全
く
絶
え
て
終

つ
だ
○

　
江
戸
南
島
に
な
っ
て
か
ら
は
前
隠
代
に
非
常
に
豊
か
で

あ
っ
た
ロ
ー
マ
ン
チ
ッ
ク
の
思
想
が
減
退
し
て
、
総
べ
て

肚
會
の
思
想
が
現
實
的
と
な
り
、
物
質
的
と
な
っ
て
來
陀
Q

か
く
て
東
山
式
絡
甕
の
買
ー
マ
ン
チ
ッ
ク
な
、
詩
的
な
、

美
的
な
観
念
か
ら
生
じ
詑
数
多
の
逓
俗
信
仰
は
多
く
血
び

控
○
尤
も
長
い
間
の
習
慣
の
名
痩
と
し
て
、
無
産
時
に
天
榊

名
號
を
床
に
か
け
て
、
落
雷
を
防
　
い
だ
や
う
な
風
警
は
…
絶

え
な
か
つ
元
つ
併
し
其
主
要
な
信
仰
は
學
岡
守
護
の
榊
文

遽
の
太
認
と
す
る
や
う
に
な
つ
だ
。
室
鳩
桑
は
立
身
出
世

を
北
野
耐
の
無
権
に
赫
願
し
、
凝
弁
返
金
は
江
戸
湯
島
天

恩
を
信
仰
し
、
塙
保
己
一
は
群
書
富
山
編
纂
に
際
し
常
に

平
河
天
勅
を
所
顯
し
、
之
を
己
が
屋
敷
に
糊
請
し
て
、
朝
夕

心
経
を
譲
論
し
て
、
其
威
功
を
所
つ
π
と
い
は
れ
る
。
明
治

大
正
の
今
縫
に
至
り
て
は
い
か
や
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　
右
天
馬
㎜
、
天
趣
の
僖
仰
の
攣
藩
に
私
が
大
仁
慧
年
率
蛭
談
謡
會
翻
倉
鱒
の
鵬

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
一
五
一
二
　
　
　
（
山
ハ
八
三
）



第
四
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
徳
川
時
代
に
於
け
る
躍
畢
者
桑
蚕
墨
熱
論
事

上
で
講
演
し
六
原
稿
に
多
少
の
修
正
な
加
へ
六
も
の
で
あ
ろ
。
脱
稿
後

友
人
の
油
意
に
佼
っ
て
西
田
魚
濫
訴
畢
士
が
曝
乱
頭
か
ら
協
襟
の
論
文

な
『
歴
吏
と
塊
理
誌
上
に
費
表
さ
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
な
知
つ
六
。

こ
れ
な
見
う
と
大
力
私
の
串
す
講
と
な
っ
て
居
っ
て
、
些
か
蛇
足
な
添

餓
〃
M
四
眺
…
　
　
一
五
…
四
　
　
　
（
轟
ハ
入
四
）

へ
六
や
う
な
感
も
あ
る
が
、
併
し
魏
察
の
立
騒
が
少
か
ら
ず
濫
っ
て
居

る
か
ら
其
撃
茎
稀
な
乞
ふ
こ
と
に
し
㌔
特
に
記
し
て
爾
氏
及
大
方
の

灘
察
葎
希
ふ
。

徳
川
時
代
に
於
け
る
國
學
者
野
儒
學
者
論
箏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
學
士
　
清
　
　
原
　
　
貞
　
　
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
思
想
界
を
風
廉
し
元
り
鞍
あ
斯
く
と
見
て
は
從
來
幕
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
保
護
を
利
用
し
て
、
永
ぐ
學
界
濁
占
を
期
し
た
b
し
儒

　
徳
川
幕
府
が
風
評
に
封
ず
る
政
策
と
し
て
儒
敷
本
位
を
　
學
濤
流
の
如
何
で
獣
過
す
べ
き
、
果
然
復
古
國
學
者
に
甥

探
b
、
蒔
に
朱
子
學
を
官
學
と
し
て
保
護
せ
る
結
果
、
林
　
す
る
鷹
職
の
火
蓋
は
眞
淵
の
盛
土
鳶
に
録
す
る
海
野
公
壷

家
を
中
心
と
す
る
此
一
涙
が
殆
ど
學
問
界
を
猫
占
す
る
の
　
の
譲
國
意
考
に
依
り
て
開
か
れ
た
う
。

概
あ
う
し
は
今
更
言
ふ
を
須
み
す
、
然
る
に
之
に
反
抗
し
　
　
抑
儒
導
者
の
支
那
本
位
に
具
し
て
、
國
民
里
離
畳
と
も

て
儒
學
界
に
は
中
江
藤
樹
の
王
學
涙
、
荻
生
写
角
の
古
文
　
い
ふ
べ
き
も
の
玉
濃
現
は
早
く
単
騎
翻
鞍
壷
に
も
見
え
、

僻
仁
摩
の
諸
派
勃
興
し
π
り
し
が
、
之
と
共
に
國
學
界
に
　
水
質
光
囲
を
頭
目
と
す
る
水
戸
學
派
等
も
既
に
絶
叫
せ
る

は
復
古
派
走
り
、
契
沖
、
荷
田
春
満
に
機
し
、
賀
茂
眞
淵
、
　
灰
な
り
。
其
他
純
粋
の
儒
記
者
に
し
て
田
本
主
義
を
抱
け

本
居
宣
長
を
経
て
、
平
田
篤
胤
の
高
唱
に
至
う
殆
ど
扁
部
　
る
人
も
無
き
に
あ
ら
す
。
然
れ
ど
も
之
等
は
今
問
題
外
な


