
七
部
解
と
七
部
木
槌

 

彰 

、
水
 

井

 

寛
政
六
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
誹
譜
七
部
解
初
篇
冬

の
日
」
（以

下
「
七
部
解
」
と
略
称
）
は
、
「
冬
の
日
」
 の
注
釈
書
と
し

て
出
版

さ
れ
た
最
初
の
も
の
。
こ
の
書
に

つ
い
て
は
既
に
雲
英
末
雄
氏
に

よ
る
「
翻
刻
・
冬
の
日

句
解
」
（
近
世文
芸
研
究

と
評
論
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号
）
が

あ
り
、
氏
は
そ
の
解
題
で

「
そ
の
所
説
は
、
強
引
付
会
な
と
こ
ろ

が
少
な
く
、
説
く
と
こ
ろ
大
略
妥
当
な
も
の
で
あ
り
、
よ
く
諸
説

を
消
化
し
て
い
る
」
と
そ
の
資
料
的
価
値
を
的
確
に
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
こ
の
「
七
部
解
」
 の
出
版
に
刺
激
を
受
け
た
か
の
如
く
、
 

翌
寛
政
七
年
に
は

『
冬
の
日
俳
譜
七
部
木

槌
」
（
以
下
「七
部
木

槌
」
と
略
称
）
が
出
る
。
ま
た
、
出
版
は
少
し

遅
れ
た
も
の
の
、
 

文
化
六
年
刊
「
冬
の
日
注
解
』
 は
そ
の
奥
書
に

「
寛
政
八
年
七
月

官
許
」
と
あ
り
、
寛
政
八
年
七
月
の
段
階
で
既
に
出
版
の
準
備
が

整
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
「
冬
の
日
」
注
釈
書
  

を
め
ぐ
る
一
連
の
動
き
の
背
景
と
し
て
は
、
安
永
二
年
の
芭
蕉
八

十
回
忌
か
ら
寛
政
五
年
百
回
忌
へ
か
け
て
急
激
な
高
ま
り
を
見
せ

た
芭
蕉
ブ
ー
ム
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ブ
ー
ム
を
煽
る
役

目
を
果
た
し
た
の
が
、
安
永
三
年
刊
の
小
本
「
俳
譜
七
部
集
」
 で

あ
っ
た
。
芭
蕉
ブ
ー
ム
は
ま
た
七
部
集
ブ
ー
ム
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
余
熱
は
芭
蕉
百
回
忌
を
過
ぎ
て
も
な
お
冷
め
る
こ
と

な
く
、
寛
政
七
年
に
は
半
紙
本

「俳
譜
七
部
集
」
が
再
刻
さ
れ
る

に
至
る
。
そ
う
い
っ
た
流
れ
の
中
で
、
七
部
集
注
釈
書
出
版
の
動

き
が
出
て
来
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

と
こ
ろ
で
、
近
世
の
出
版
に
於
て
こ
の
よ
う
に
類
書
が
続
出
す

る
場
合
、
先
ず
重
版
（
海
賊
版
）
を
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
 

そ
も
そ
も
近
世
の
本
屋
は
出
版
を
文
化
事
業
ま
た
慈
善
事
業
と
し

て
行
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

出
版
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
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益
は
、
本
屋
の
家
族
を
は
じ
め
彫
師

・
摺
師
た
ち
の
生
活
を
も
支

え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
同
じ
手
間
暇
を
か
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
 

売
れ
る
商
品
を
扱
い
た
い
と
考
え
る
の
が
自
然
の
理
。
良
く
売
れ

る
商
品
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
便
乗
し
よ
う
と
す
る
の
も
人
情
で
、
そ

こ
に
仲
間
う
ち
で
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
重
版
が
生
ま
れ

て
来
る
理
由
が
あ
る
。
近
世
の
出
版
研
究
は
、
本
屋
に
と
っ
て
出

版
物
は
商
品
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
直
す
時
期
に
来
て
い
る

と
思
う
。
こ
の
稿
は
そ
の
ー
つ
の
試
み
と
し

て

『
七
部
解
」
 と
 

「七
部
木
槌
」
を
め
ぐ
る
重
版
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
は

『
冬
の
日
注
解
』
 に
ま
で
及
ぶ

余
裕
が
な
い
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。
 

先
ず

「七
部
解
」
 に
つ
い
て
、
家
蔵
本
に
よ
り
書
誌
的
事
項
を

記
そ
う
。
小
本

一
冊
。
縦
邸
糎
×
横
旧
糎
。
薄
茶
色
の
元
表
紙
な

が
ら
、
題
築
は
無
い
。
角
切
は
若
草
色
。
な
か
み
は
全
部
で
四
十

六
丁
。

一
丁
目
が
「
寛
政
六
寅
仲
春
 
木
蔭
庵
」
の
序
文
。
以
下

終
丁
表
ま
で
が
本
文
で

「
冬
の
日
句
解
終
」
と
結
び
、
そ
の
裏
匡

郭
内
に

「
花
洛書
津
 
井
筒
屋
庄
兵
衛
／
橘
屋
治
兵
衛
／
大
和
屋

吉
兵
衛
」
と
刊
記
を
入
れ
る
。
丁
付
は
ノ
ド
に
入
っ
て
覗
く
こ
と

が
出
来
な
い
。
そ
こ
で
、
家
蔵
本
の
綴
糸
を
切
っ
て
み
る
と
、
序

文
に
は
丁
付
は
無
く
、
以
下

「
冬
一
ー
冬
二
十
二
・
（
ナ
シ
）
・
 
 

冬
二
十
四
ー
冬
四
十
・

（ナ
シ
）

・
冬
四
十
ニ
ー
冬
四
十
五
」
と
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入
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
丁
付
部
、
全
体
に
か
な
り

大
胆
に
裁
断
し
て
あ
り
、
ま
と
も
に
読
め
る
も
の
の
方
が
少
な

い
。
 

冬
二
十
三

・
四
十
一
に
該
当
す
る
丁
付
な
し
の
二
丁
も
、
も
と
も

と
は
丁
付
の
数
字
が
入
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
序
文
の

丁
も
「
冬
序
」
な
ど
と
入
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
序
文
に

の
み
丁
付
を
入
れ
な
い
例
も
多
く
、
こ
れ
は
何
と
も
言
え
な

い
。
 

こ
の
家
蔵
本

以
外
に
、

竹
冷
本

（
竹
冷眺
）
・
山
崎
文
庫
本
①
 

（
ャ
・
 

2
3
 

・
 
4
3
 

）
・
山
崎
文
庫
本
②

（

ャ
・
 

2
3
 

・
 
2
3
 

）
を
複
写
等
に

よ
っ
て
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
竹
冷
本
は
表
紙
左
肩
に

「
誹
譜七

部
解
妙
瞬
」
 の
無
辺
元
題
簸
が
残
る
。
山
崎
本
①
は
そ
の
題
築

の

一
部
分
、
存
。
山
崎
本
②
は
題
築
が
剥
れ
た
跡
に

「
冬
の
日
句

解
」
と
書
き
込
み
が
あ
る
。
家
蔵
本
を
含
め
四
本
と
も
同
板
で
あ

る
が
、
山
崎
本
②
は
刊
記
部
の
井
筒
屋
の
名
前
の
前
へ
 
「
村
上勘

兵
衛
」
と
入
木
し
た
後
刷
本
で
あ
る
。
前
引
の
雲
英
氏
稿
の
底
本

も
、
こ
の
後
刷
本
と
の
こ
と
。
 

さ
て
、
本
蔭
庵
車
蓋
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
は
七
部
集
中

の
連
句
の
解
し
難
き
を
師
の
閑
更
に
嘆
い
た
と
こ
ろ
、
諸
家
の
聞

書
・
諸
説
を
踏

ま
え
た
注
釈
を
与
え
ら
れ

た
の
で
、
同
じ
志
の

人
々
の
た
め
に
出
版
に
及
ん
だ
も
の
だ
と
言
う
。
初
版
の
版
元
は

三
軒
。
う
ち
井
筒
屋
は

こ
の
当
時

の
七
部
集

の
版
権
所
有
者
で
、
 



『七
部
解
」
を
扱
う
の
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
は
天
明
八
年

の
京
大
火
で
羅
災
し
所
蔵
の
板
木
を
全
て
焼
失
し
た
ら
し
く
、
急

速
に
力
を
失
い

つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
井
筒
屋
を
支
え
つ
つ
勢
力
を

伸
し
て
行
っ
た
の
が
橘
屋
で
、
こ
の
書
の
刊
記
部
に
井
筒
屋
と
並

ん
で
彼
の
名
が
出
る
の
も
ま
た
当
然
で
あ
る
。
ま
た
橘
屋
に
は
か

つ
て

「
花
の
故
事
」
（宝
暦
十
三
年
）
「有
の
僅
』
（明
和
六
年
）
と

い
っ
た
閑
更
の
著
書
を
扱
っ
た
実
績
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
 

も
う
一
人
の
大
和
屋
吉
兵
衛
は
姓
は
勝
田
氏
。
閑
更
が
北
浦
墨
島

に
遊
ん
だ
折
の
記
念
集
「
ひ
ぐ
ら
し
ぶ
え
』
（
寛
政四
年
）
の
出
版

を
引
き
受
け
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
ん
な
絡
み
で
名
を
連
ね
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
大
和
屋
が
占
め
る
版
権
の
割
合
は
大

し
た
も
の
で
は
な
く
、
残
り
を
井
筒
屋
・
橘
屋
で
折
半
し
た
と
見

る
の
が
妥
当
な
所
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
記
せ
ば
、
「
寛
政
六

年
甲
寅
夏
開
板
」
の
刊
記
を
持
つ
車
蓋
輯

・
閑
更
閲
の

「
発句
題

林
集
」
（
奈
良大
学
蔵
、
半
紙
本
五
冊
）
の
版
元
が
 
「
皇
都
 
井
筒

屋
荘
兵
衛
／
野
田
治
兵
衛
／
勝
田
吉
兵
衛
／
武
村
吉
兵
衛
／
浪
花

盟
屋
忠
兵
衛
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
『
七
部
解
」
と
重
な
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
「
七
部
解
」
は
版
権
を
所
有
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
版
元
か
ら
の
出
版
物
で
、
そ
こ
に
は
何
ら
不
審
は
な
い
。
 

で
は
次
に
、

「七
部
木
槌
」
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
  

ち
ら
は
複
写
等
に
よ
っ
て
、
竹
冷
本

（竹
冷
鵬
）
・
酒
竹
本

（
酒

竹
皿
）
・
山
崎
文
庫
本
（

ヤ
・
 

2
3
 

・
 
1
5
 

）
を
見
た
。
原
本
を
見
て
い

な
い
の
で
表
紙
の
色
は
わ
か
ら
な
い
。
が
、
原
寸
複
写
の
山
崎
文

庫
本
に
よ
れ
ば
寸
法
は
縦
醐
糎
×
横

m
糎
。
「七
部
解
」
と
同
様

小
本
な
が
ら
、
や
や
大
き
め
。
や
は
り
一
冊
本
で
あ
る
。
三
本
と

も
同
板
で
あ
る
が
、
原
本
で

言

う
と
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丁
表
、

「七
部
集
総

索

引
」
の
番
号
で
言
え
ば
坊
番
句
に

一
箇
所
入
木
が
あ
る
。
図
版
右

が
竹
冷
本
、
左
が
酒
竹
本
。
正
体
不
明

の
字
を

「懲
」
と
訂
正
 

（正
し
く
は
「
徹
」
）す
る
。
酒
竹
本

の
方
が
入
木
た
る
こ
と
明
ら

か
。
山
崎
本
も
酒
竹
本
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
竹
冷

本
が
初
版
で
山
崎
本

・
酒
竹
本
は
後
刷
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

竹
冷
本
は
表
紙
左
肩
に
双
辺
題
策
、
「
終俳
譜
七
部
木
槌
 
全
」o

 

山
崎
本
も
左
肩
に
無
辺
の
「
略
俳
譜
静

木
槌
」
の
題
策
が
あ
る

 

日
】
 

が
、
竹
冷
本
と
は
書
体
が
全
く
異
な
る
。
ど
ち
ら
も
複
写
に
よ
っ

た
た
め
い
ま
ひ
と
つ
不
分
明
な
が
ら
、
元
題
簸
の
よ
う
に
見
え
る
。
 

酒
竹
本
は

「俳
譜
木
槌
」
と
墨
書
き
の
後
補
題
簸
を
貼
る
。

「七
 

J鼻
ノ
ュ
吃
片
・
く

5
り
の
穆

●
ハ
吉
 

Jみ
ノ
ュ
吃
片

く

う
り
め
徴
サ
女
 

55 



部
木
槌
」
 の
な
か

み
は
、
「
寛
政
乙
卯
夏
旦

月
 
虻
戸
巷
素
綾

編
」
と
す
る
序
文
二
丁
に
、
本
文
が
四
十
七
丁
。
丁
付
は
序
文
一
一

丁
に
は
無
く
、
本
文
は
板
芯
下
部
に

「
一
ー
四
十
七
終
」
と
入
れ

る
。
四
十
七
丁
表
終
行
に

「
冬
の
日
句
解
終
」
と
結
び
、
裏
は
余

白
。
刊
記
は
後
表
紙

見
返
し

に
貼
付
し

て
、
「
春
の
日
句
解
近

刻
」
と
予
告
し
た
あ
と
「
寛
政
乙
卯
仲
冬
／
東
都
小
石
川
白
壁
町

衡
山
堂
」
と
記
す
。
こ
の
刊
記
、
竹
冷
本

・
山
崎
本
に
共
通
、
酒

竹
本
に
は
無
い
。
ち
な
み
に
「
改
訂
増
補
近
世
書
林
板
元
総
覧
」
 

に
よ
れ
ば
、
衡
山
堂
は
小
林
長
兵
衛
の
こ
と
で
、
文
化
元
年
に
は

江
戸
南
組
に
属
し
た
と
の
由
。
そ
の
前
の
享
和
元
年
に
は
江
戸
本

屋
仲
間
の
割
印
を
受
け
て
細
井
平
洲
の
「

つ
れ
づ
れ
ぶ
み
』
を
出

版
し
て
お
り
、
出
版
点
数
は
少
な
い
も
の
の
、
れ
っ
き
と
し
た
本

屋
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
 

で
は
こ
の
「
七
部
木
槌
」
、
従
来
ど

の
よ
う
な
資
料
的
評
価
を

受
け
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
昭
和
七
年
刊
改
造
社
版
俳
句
講
座

六
巻
「
俳
書
解
説

篇
」
 で
は

「
そ
の
所
説
は
、
前
述
の
閑
更

の
 

「
誹譜
七
部
解
』
の
説
を
踏
襲
し
た
も
の
で
、
感
服
す
べ
き
点
に

乏
し

い
」
と
す
る
。
以
後
の
評
価
も
基
本
的
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
 

「
踏襲
し
た
」
と

い
う
あ
た
り
が
、

「
そ
の
ま
ま
と
っ

て
い
る
と

こ
ろ
が
多
い
」
（俳
譜
大
辞
典
）
「
ほ
と
ん
ど
そ
っ
く
り
と
り
入
れ

た
」
（前
引
雲
英
氏
稿
）
「よ
る
と
こ
ろ
が
多
く
」
（俳
文
学
大
辞
典
）
 
 

と
い
う
よ
う
に
、
少
し
づ
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。
が
、
右
の
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う
ち
事
実
に
近
い
の
は
俳
譜
大
辞
典
と
雲
英
氏
の
評
で
あ
る
。
例

を
あ
げ
て
具
体
的
に
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
次
に
引
く
の
は
 

「七
部
解
」
の
一
部
、
句
頭
の
番
号
は
『
七
部
集
総
索
引
」
の
そ

れ
で
あ
る
。
な
お
、
読
み
易
い
よ
う
に
濁
点
・
句
読
点
を
補
う
。
 

1
4
 
霧
に
舟
引
人
は
ち
ん
ば
か
 

野
水

 

柳
よ
り
ひ
き
舟
の
趣
向
出
し
て
、
舟
引
人
は
ち
ん
ば
の
や
う

に
見
ゆ
る
と
な
り
。
宮
川
、
余
情
に
見
え
侍
る
。
 

1
5
 
た
そ
が
れ
を
横
に
詠
る
月
細
し
 

杜
国

舟
引
な
が
ら
、
黄
昏
の
月
、
横
顔
に
し
て
見
出
す
さ
ま
な
る

べ
し
。
 

1
6
 
隣
さ
か
し
き
町
に
お
り
居
る
 

重
五

た
そ
が
れ
の
月
横
に
詠
る
と
い
ふ
よ
り
、
せ
ば
き
町
の
さ
ま

を
御
所
お
り
の
人
と
見
替
た
る
な
ら
ん
。
隣
あ
た
り
へ
も
い

ま
だ
馴
染
ず
、
タ
さ
び
し
く
空
詠
し
て
イ
姿
、
近
所
の
人
も

御
所
お
り
の
折
目
高
な
れ
ば
、
噛
も
合
は
ず
、
た
が
ひ
に
遠

慮
勝
に
見
え
侍
ら
ん
。
 

こ
の
三
句
の
注
を
『
七
部
木
槌
』
 で
見
て
み

る
と
、
 

1
5
 

は

一
字

一
句
違
わ
ず
そ
の
ま
ま
転

用
。
 

1
4
 

は

「
み
ゆ
る
と
な
り
」
を

「
見
 



表 I 

嘉 五 四 

  

諮 

               

ゆ
れ
ば
な
り
」
と
、
二
文
字
だ
け
を
改
変
。
 1
6
 
は
、
 一
・
二
行
目

の

「横
に
」
 「
せ
ば
き
町
の
さ
ま
を
」
 の
二
箇
所
、
合
計
十
文
字

を
省
略
し
て
、
他
は
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。
 1
4
 
の
改
変
、
 1
6
 

の
省
略
、

い
ず
れ
に
も
全
体
の
文
意
を
損
な
わ
な

い
よ
う
に
と
い

う
配
慮
が
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
ん
の

一
例
だ
が
、
全
体
を
眺
め
て
み

る
と
ど
う
な
る
の
か
を
表
に
し
て
み
よ
う
。
表
I
は
、
 1
5
 
の
句
と

同
様
に
注
の
文
章
が
全
く
同
じ
句
を
拾

い
出
し
て
み
た
も
の
。
追

加
と
あ
る
の
は
巻
末

の
表
六
句
の
こ

と
、
句
は
す
べ

て
『
総
索

引
」
 の
番
号
で
示
し
た
。
 

 



表m 

嘉 五 四 

  

諮 

 

0
4 晶 lI lI lI 27 五 

4 29 26 30 25 9 計 

計
し
て
み
る
と
燭
句
に
及
ぶ
。
す
な

わ
ち
、
『七
部
木
槌
」
 は
全
粥
句
の

う
ち
約
 6
6
 
％
を
「
七
部
解
」
の
注
釈

を
殆
ど
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
、
と

い
う
結
果
が
出
て
来
る
。
「七
部
木

槌
」
 の
種
本
が

『七
部
解
」
 で
あ
っ

た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
 

で
は
、
『七
部
木
槌
」
 は
注
釈
書

と
し
て
全
く
取
る
に
足
り
な
い
書
物

な
の
か
と
言
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
も
な
い
。
今
ま
で
は

「七

部
解
」
か
ら
の
転
用
を
取
り
上
げ
て
き
た
の
だ
が
、
逆
に
注
釈
内

容
が
殆
ど
重
な
ら
な
い
句
も
全
体
で
 

1
7
 句
あ
る
。
こ
れ
ま
た
他
書

か
ら
の
転
用
の
可
能
性
も
否
め
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
修
正
に
も

注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

・

歌
仙
一
の
発
句
前
書
、
「七
部
解
』
 は
 「
ー
・
・
狂
歌
の
才
士
、
 

。
 
。
 
O
 
。
 

此
国
に
き
た
れ
る
こ
と
を
…
・
」
と
誤
る
。
『七
部
木
槌
」
 

O
 
o
 
O
 
o
 

で
は
、
「
た
どり
し
」
と
訂
正
。
 

・

m
番
句
の
注
釈
末
尾
の
『
本
草
』
か
ら
の
引
用
文
に

「七
部

解
」
 は
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
く
が
、
「七
部
木
槌
』
 で

は
こ
れ
を
入
れ
る
。
 

・

瑠
番
句
の
注
で
「
七
部
解
』
は
「
撰
集
抄
」
の
江
ロ
の
遊
女
 

5
8
 

の
話
を
引
用
す
る
が
、
文
が
途
中
で
切
れ
て
全
体
の
文
意
が

通
ら
な
い
。
『七
部
木
槌
」
 は
切
れ
た
後
本
部
を
補
っ
て
い

る
。
 

「七
部
木
槌
』
 の
こ
れ
ら
の
修
正
に
は
、
編
者
素
綾
の
そ
れ
な

り
の
見
識
が
感
じ
ら
れ
る
。
先
の
m
番
句
の
入
木
も
、
誤
字
を
正

す
意
識
に
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
 

1
4
 

・
 
1
6
 

番
句
の
よ
う
に

全
体
の
文
意
を
損
わ
ず

一
部
を
改
変
す
る
わ
ざ
も
、
「七
部
解
」
 

の
注
釈
を
良
く
読
ん
で
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
出
来
な
い
こ
と
で

あ
る
。
素
綾
が
序
文
に

「
古
き
を尋
あ
た
ら
し
き
を
探
、
拙
き
身

を
懲
し
て
、
古
集
の
端
々
千
が
ひ
と
つ
を
句
解
し
」
と
苦
労
の
程

を
陳
述
す
る
の
も
あ
な
が
ち
嘘
と
は
言
え
な
い
し
、
「
自
説
と思

わ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
首
繁
に
あ
た
る
も
の
が
あ
る
」
（俳
譜

大
辞
典
）
と
い
う
評
価
も
あ
る
こ
と
も
故
無
し
と
し
な
い
。
が
、
 

『七
部
解
」
が
研
究
資
料
と
し
て
役
に
立
つ
か
ど
う
か
と
言
う
こ

と
と
、
重
板
の
問
題
は
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
編
者
の

つ
も
り
と
本
屋
の
思
惑
は
自
ず
と
異
な
る
の
で
あ
る
。
小
本
と
い

う
書
型
で
丁
数
も
ほ
ぼ
同
じ
、
紛
し
い
書
名
、
そ
れ
に
こ
れ
だ
け

の
内
容
重
複
が
あ
れ
ば
、
当
時
の
出
版
の
常
識
か
ら
言
っ
て
「
七

部
木
槌
』
は
立
派
な
重
板
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
七
部
解
」
を
出
し

た
京
の
版
元
が
見
逃
す
は
ず
は
無
か
っ
た
。
京
都
書
林
仲
間
の
記
 



録

「上
組
済
帳
標
目
」
の
 
「
寛
政
八
年
辰
五
月
ョ
リ
九
月
マ
デ
」
 

の
部
に
、
次
の
書
き
留
め
が
あ
る
。
 

マ
・

 

一
、
俳
譜
小
槌
冬
の
日
ノ
部
小
本
、
江
戸
表
出
版
。
野
治
其
外

相
合
よ
り
指
構
口
上
書
、
大
坂
行
事
へ
差
下
候
事
。
 

「
木槌
」
を

「小
槌
」
と
書
き
誤
ま
る
が
、
こ
こ
に
言
う
「
俳

譜
小
槌
冬
の
日
ノ
部
」
が
『
冬
の
日
俳
譜
七
部
木
槌
」
を
指
す
こ

と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
れ
が
江
戸
表
で
出
版
さ
れ
た
の
で
、
 

野
治
こ
と
野
田
治
兵
衛
と
其
他
の
相
版
元
か
ら
異
議
申
し
立
て
の

口
上
書
が
出
て
、
周
知
の
た
め
大
坂
の
本
屋
行
事

へ
も
そ
の
口
上

書
を
送
っ
た
、
と
い
う
の
が
文
意
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『七
部
木

槌
』
を
『
七
部
解
」
 の
重
板
と
見
答
め
て
の
抗
議
に
他
な
ら
な
い
。
 

「
指構
口
上
書
」
は
当
然
江
戸
の
本
屋
仲
間
へ
も
届
け
ら
れ
た
は

ず
だ
が
、
こ
の

一
件
が
ど
の
よ
う
に
落
着
し
た
の
か
は
『
済
帳
」
 

に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
が
、
ど
う
や
ら
京
の
版
元
は
、
重
板
事

件
が
起
き
た
場
合
の
原
則
通
り
板
木

・
摺
本
没
収
と
い
う
こ
と
で

事
を
収
め
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
は
次
の
本

の
存
在
に
よ
る
。
酒
竹
文
庫
に

「冬
の
日
句
解
」
と
題
す
る
一
本
 

（
酒竹
覇
）
が
あ
る
。
こ
れ
ま
た
複
写
に
よ
っ
た
た
め
不
分
明
な

点
も
あ
る
が
、
左
肩
に
無
辺
の
 「
冬
の
日
句
解
」
 の
元
題
策
を
貼

り
、
内
容
は

「七
部
木
槌
」
そ
の
ま
ま
で
、
四
十
七
丁
裏
の
余
白

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に

「
寛
政九
巳
正
月
 
書
林
村
上
勘
兵
衛
／
野
  

田
治
兵
衛
」
と
刊
記
を
入
れ
る
。
な
お
、
松
宇
文
庫
に
も
題
築
の

失
わ
れ
た
同
じ

刊
記
の
一
本

（
評即
の
1
）
が
あ
る
。
念
の
た
め

に
『
七
部
木
槌
」
と
対
校
し
て
み
た
が
、
素
綾
序
・
本
文
と
も
同

一
の
板
木
に
よ
る
刷
り
で
、
刊
記
部
以
外
に
新
た
な
入
木
等
も
一

切
無
い
。
こ
の
二
本
の
存
在
は
、
京
の
野
田
ら
『
七
部
解
」
 の
版

元
の
差
構
え
に
よ
り
「
七
部
木
槌
」
 の
板
木

・
摺
本
が
没
収
さ
れ

た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
と
共
に
、
野
田
ら
が
重
板
本
を
そ
っ
く

り
そ
の
ま
ま
使
っ
て
『
冬
の
日
句
解
」
と
い
う
新
商
品
を
売
り
出

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
新
商
品
で
井
筒
屋
・
大
和

屋
が
外
れ
、
村
上
が
加
わ
っ
た
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
が
、
 

前
者
に

つ
い
て
は
、
「七
部
解
』
 が
も
と
も
と
野
田
主
導
の
本

で

あ
っ
た
と
考
え
る
と
納
得
が
行
く
よ
う
な
気
が
す
る
。
「
済
帳」
 

に

「
野
田
其
外
相
合
」
と
野
田
を
立
て
た
形
で
記
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
、
そ
れ
を
暗
示
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
村
上
の
件
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
が
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
重
板
見
答
め
・

板
木
没
収
に
際
し
、
何
か
手
柄
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
「
七
部解
』
後
刷
本
に
於
て
新
た
に
村
上
の
名
が

入
っ
た
の
は
、
新
商
品
『
冬
の
日
句
解
』
 の
板
権
と
の
絡
み
か
ら

で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
野
田
は
、
正
板
の
『
七
部
解
」
と
重
板
を

改
題
し
た
新
商
品
「
冬
の
日
句
解
』
を
井
行
し

て
売
り
出
す
こ
と

に
な
っ
た
。

こ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
、

現
代
の
感
覚
で
は
い
か
に
 

5
9
 



も
わ
か
り
に
く
い
。
が
、
近
世
の
本
屋
と
し
て
は
特
に
こ
だ
わ
り

 

は
無
か
っ
た
こ
と
、
既
に
拙
稿
「
芭
蕉
と

い
う
利
権
日
」
（
奈
良

 

大
学
紀
要
 3
1
 
号
）
に
述
べ
た
の
で
、

そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

こ
の
よ
う
な
現
象
も
、
本
屋
に
と
っ
て
出
版
物
は
商
品
で
あ
る
と

 

い
う
観
点
に
立
っ
て
、
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

 

思
う
。
 

な
お
、
「七
部
木

槌
」
の
重

板

一
件
の
後
、
編
者
素

綾
に
は
 

「風
羅
袖
日
記

」
（寛
政
十
】
年
）
「俳
譜

千
里
独
歩
」
（
同
十
一
一

年
）
の
著
書
が
あ
る
。
う
ち
「
風
羅
袖
日
記
」
は
、
萩
原
恭
男
氏

の
「
芭
蕉
句
集
の
研
究
」
に
蝶
夢
編
「
芭
蕉
翁
発
句
集
」
（
安
永

三
年
刊
）
と
重
厚
編
「
も
と
の
水

』
（
天
明
七
年
刊
）
の
二
書
に

よ
っ
て
成
っ
た
と
の
論
証
が
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
重
板
の
誇
り
は

免
れ
そ
う
も
な
い
。
こ
の
件
に
つ
い
て
京
の
版
元
の
対
応
は
不
明

な
が
ら
、
寛
政
十
一
年
に
本
屋
名
を
入
れ
ず
に
出
版
さ
れ
た
「
風

羅
袖
日
記
」
 が
、
文
化
元
年
に

「芭
蕉
袖
日
記
」
 と
改
題

さ
れ
 

「
素綾
作
 
板
元
売
出
し
松
本
平
助
」
と
し

て
江
戸
本
屋
仲
間

の

割
印
を
受
け

て
い
る
（
「
享
保
以
後江
戸
出
版
書
目
」
）
こ
と
か
らす

れ
ば
、
そ
の
間
に
何
ら
か
の
差
し
構
え
が
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
に

想
像
出
来

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

「風
羅
袖
日
記
』
 の
出
版
は
 

「七
部
木
槌
』
が
見
答
め
ら
れ
て
か
ら
わ
ず
か
三
年
後
、
素
綾
に
  

は
か
つ
て
重
板
事
件
に
関
わ
っ
た
と
い
う
罪
の
意
識
は
無
い
か
に
 

6
0
 

見
え
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
編
者
の

つ
も
り
と
本
屋
の
思

 

惑
は
自
ず
と
異
な
る
。
そ
こ
に
ま
た
ー

つ
、
重
板
を
考
え
る
際
の

 

や
っ
か
い
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
 

（
奈
良大
学
教
授
・
大
谷
大
学
非常
勤
講
師
）
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