
は
じ
め
に

西
陣
織
と
は
京
都
府
を
代
表
す
る
織
物
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
起
源

は
古
く
、
長
い
歴
史
が
あ
る
織
物
で
あ
る
。
西
陣
織
の
特
徴
は
、
生
産

工
程
に
さ
ま
ざ
ま
な
職
人
た
ち
が
関
わ
り
、
彼
ら
の
一
つ
一
つ
の
仕
事

が
、
豪
華
絢
爛
な
西
陣
織
を
構
成
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
西
陣
織
職
人
の
仕
事
は
、
今
ま
さ
に
消
え
つ
つ
あ
る
状

況
に
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
筆
者
の
祖
父
が
経
営
し
て
い
る
浜
卯
染
工

場
で
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
、
西
陣
織
の
糸
染
技
術
や
糸
染
屋
の
職

人
の
民
俗
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
西
陣
織
業
界
や
糸
染
業

界
の
現
状
や
今
後
の
発
展
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

第
一
章

西
陣
織
の
概
要

(

一)

西
陣
織
に
つ
い
て

西
陣
織
と
は
、
西
陣
織
工
業
組
合
で
商
標
登
録
さ
れ
た
織
物
の
総
称

の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
西
陣
と
い
う
行
政
区
域
は
な
く
、
現
在
で
は
京

都
府
京
都
市
上
京
区
か
ら
北
区
の
中
の
、
北
は
上
賀
茂
、
南
は
丸
太
町

通
、
西
は
西
大
路
通
、
東
は
烏
丸
通
に
囲
ま
れ
た
あ
た
り
に
西
陣
織
に

携
わ
る
職
人
が
多
く
い
る
。
特
徴
は
①
先
染
紋
織
物
、
②
高
度
な
分
業

体
制
、
③
多
品
種
少
量
生
産
で
あ
る
。
先
染
紋
織
物
と
は
糸
の
段
階
で

染
め
、
そ
の
糸
で
紋
様
を
織
り
出
す
織
物
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
を
細
か
く
分
け
る
必
要
が
あ
り
、
図
案
家
か
ら
糸

染
屋
、
整
経
屋
、
織
屋
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
で
独
立
、
特
化
し
た
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多
く
の
職
人
の
手
に
よ
っ
て
一
つ
の
製
品
へ
仕
上
が
っ
て
い
く
。
ま
た
、

長
い
歴
史
の
な
か
で
培
っ
て
き
た
技
術
を
応
用
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
製

品
を
扱
っ
て
お
り
、
メ
イ
ン
の
帯
地
や
布
地
の
ほ
か
、
近
代
化
し
て
か

ら
は
ネ
ク
タ
イ
や
マ
フ
ラ
ー
、
カ
ー
テ
ン
な
ど
、
服
飾
雑
貨
や
室
内
装

飾
品
に
ま
で
多
様
化
し
て
い
る
。
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
機
械
化
が
進
ん

で
い
る
が
、
花
嫁
衣
裳
の
打
掛
地
や
能
装
束
の
服
地
、
袱
紗
な
ど
、
生

糸
を
扱
う
特
殊
な
製
品
は
、
今
で
も
一
点
一
点
手
作
業
で
作
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
西
陣
織
は
一
九
七
六
年
の

｢

伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興

に
関
す
る
法
律｣

に
基
づ
き
、
通
商
産
業
大
臣(

現
・
経
済
産
業
大
臣)

に
よ
っ
て
、
伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る

(

１)

。

西
陣
織
は
生
産
工
程
を
細
か
く
分
業
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の

数
は
五
段
階
二
〇
余
り
の
工
程
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
ま
か
な

流
れ
と
し
て
①
企
画
、
製
紋
、
②
原
料
準
備
、
③
機
準
備
、
④
製
織
、

⑤
仕
上
げ
の
五
段
階
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
中
で
更
に
い

く
つ
も
の
工
程
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
分
業
化
し
て
い
る
と
い
え

る
。
ま
ず
①
企
画
、
製
紋
で
は
、
織
物
の
図
案
を
考
え
、
そ
こ
か
ら
紋

意
匠
図
屋
が
方
眼
紙
に
紋
意
匠
図
を
作
成
す
る
。
そ
の
図
を
元
に
、
機

の
経
糸
の
上
げ
下
げ
の
指
令
を
読
み
取
る
ジ
ャ
カ
ー
ド
と
い
う
装
置
に

用
い
る
、
紋
紙
と
い
う
穴
の
空
い
た
ボ
ー
ル
紙
を
彫
る
紋
彫
り
の
工
程

が
あ
り
、
最
後
に
で
き
た
紋
紙
を
順
番
通
り
に
編
ん
で
い
く
紋
編
み
の

工
程
を
行
う
。
最
近
で
は
図
案
を
パ
ソ
コ
ン
で
デ
ー
タ
化
し
、
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
機
へ
デ
ー
タ
で
移
す
方
法
も
普
及
し
て
い
る
。
そ
の
際
は
、

紋
意
匠
図
や
紋
紙
の
作
成
、
紋
編
み
の
工
程
は
省
か
れ
る
。
②
原
料
準

備
は
、
主
に
絹
糸
を
織
る
た
め
に
準
備
す
る
段
階
で
あ
り
、
段
階
の
中

で
は
一
番
多
い
工
程
数
を
踏
ん
で
い
る
。
ま
ず
繭
の
状
態
か
ら
、
製
糸

の
工
程
で
繭
糸
を
製
造
す
る
。
そ
こ
か
ら
織
り
の
用
途
別
に
、
生
糸
の

本
数
を
変
え
な
が
ら
よ
り
合
わ
せ
て
、
一
本
の
糸
に
し
て
い
く
。
こ
れ

を
撚
糸
と
い
い
、
こ
の
後
糸
は
綛

(

２)

と
い
わ
れ
る
状
態
に
し
て
運
ば
れ
る
。

そ
の
後
、
精
錬
と
い
う
糸
を
覆
う
ニ
カ
ワ
質
を
取
り
除
く
工
程
を
経
て
、

糸
染
の
工
程
へ
と
移
っ
て
い
く
。
染
め
終
わ
る
と
綛
の
状
態
か
ら
、
色

別
に
分
け
て
後
の
工
程
で
使
い
や
す
い
よ
う
に
糸
枠
に
巻
き
取
る
糸
繰

の
工
程
に
入
る
。
こ
の
あ
と
経
糸
と
緯
糸
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
機

に
準
備
す
る
た
め
に
形
を
変
え
て
い
く
。
ま
ず
、
経
糸
で
は
整
経
と
呼

ば
れ
る
、
糸
を
整
え
る
た
め
に
糸
枠
か
ら
千
切
と
い
う
大
き
な
筒
に
巻

く
工
程
が
あ
り
、
そ
の
次
に
経
継
ぎ
と
い
う
織
り
終
え
た
経
糸
と
新
し

い
糸
を
結
ん
で
い
く
工
程
が
あ
る
。
緯
糸
の
方
で
は
、
緯
巻
き
と
い
う

工
程
で
、
機
織
で
使
う
杼
の
中
に
は
ま
っ
て
い
る
管
に
糸
を
巻
い
て
い

く
。
こ
こ
ま
で
の
作
業
で
、
機
織
で
織
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
製
品
に
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よ
っ
て
は
金
箔
や
銀
箔
を
隙
間
な
く
巻
き
つ
け
た
金
銀
糸
の
工
程
、
金

箔
、
銀
箔
に
絵
柄
や
文
様
を
付
け
た
柄
箔
の
工
程
を
行
う
こ
と
で
、
さ

ら
に
華
や
か
に
し
て
い
く
製
品
も
あ
る
。
③
機
準
備
で
は
、
緯
糸
が
通

る
杼
道
を
開
け
る
た
め
に
経
糸
を
上
へ
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ

を
ジ
ャ
カ
ー
ド
の
指
令
通
り
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
綜
絖
と
い
う
装

置
に
経
糸
を
セ
ッ
ト
し
て
い
く
工
程
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
緯
糸
を

通
し
や
す
く
す
る
た
め
に
杼
を
作
る
工
程
、
ジ
ャ
カ
ー
ド
に
紋
紙
や
図

面
デ
ー
タ
を
セ
ッ
ト
す
る
工
程
も
あ
る
。
④
製
織
で
、
い
よ
い
よ
織
屋

が
機
織
し
て
い
く
。
現
在
で
は
手
機
、
力
織
機
、
綴
機
の
三
種
類
の
機

が
使
わ
れ
て
お
り

(

３)

、
ジ
ャ
カ
ー
ド
は
手
機
と
力
織
機
に
搭
載
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
と
し
て
は
、
大
量
生
産
に
は
力
織
機
、
高
級
品

に
は
手
機
、
ジ
ャ
カ
ー
ド
な
し
で
完
全
に
手
作
業
で
織
っ
て
い
く
の
が

綴
機
と
い
う
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
綴
機
は
自
ら

の
爪
を
ノ
コ
ギ
リ
状
に
削
り
、
模
様
を
織
っ
て
い
く
と
い
う
特
殊
な
織

り
方
か
ら
、
後
継
者
不
足
が
特
に
深
刻
で
あ
る
た
め
、
衰
退
の
ス
ピ
ー

ド
が
著
し
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
⑤
仕
上
げ
で
は
、
主
に
織

り
上
が
っ
た
も
の
に
特
殊
加
工
を
施
し
て
、
独
特
な
風
合
い
を
出
す
製

品
も
あ
る
。
例
え
ば
、
整
理
加
工
の
工
程
で
は
、
蒸
気
の
中
に
通
し
て

風
合
い
を
変
え
る
工
程
が
あ
る
ほ
か
、
ビ
ロ
ー
ド
の
織
り
方
で
織
ら
れ

た
も
の
に
加
工
を
施
す
ビ
ロ
ー
ド
線
切
り
の
工
程
が
あ
る
。
こ
う
し
た

さ
ま
ざ
ま
な
工
程
を
経
て
、
織
屋
か
ら
仲
買
い
屋
と
呼
ば
れ
る
仲
介
会

社
を
通
じ
て
販
売
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

(

二)

西
陣
織
の
歴
史

西
陣
織
の
起
源
は
五
、
六
世
紀
頃
に
中
国
か
ら
帰
化
し
た
豪
族
秦
氏

の
一
群
が
、
現
在
の
京
都
府
京
都
市
右
京
区
太
秦
辺
り
を
本
拠
と
し
て
、

養
蚕
や
絹
織
の
技
術
を
移
植
し
た
こ
と
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
。
七
〇

一
年
・
大
宝
律
令
制
定
の
時
に
は
、
大
蔵
省
に
織
部
司
を
設
置
し
た
こ

と
か
ら
織
物
の
官
営
工
房
が
始
ま
り
、
平
安
京
が
遷
都
さ
れ
て
以
降
、

京
都
が
日
本
の
織
物
の
中
心
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
律
令
制
の
衰
退
と

と
も
に
官
営
工
房
は
縮
小
し
て
い
き
、
鎌
倉
時
代
に
は
自
然
消
滅
し
て

い
っ
た
。
し
か
し
職
人
た
ち
は
そ
れ
に
代
わ
り

｢

大
舎
人
の
綾｣

や

｢

大
宮
の
絹｣

と
呼
ば
れ
た
織
物
を
作
り
出
し
、
民
営
で
の
生
産
を
進

め
て
い
っ
た
。

一
四
七
六
年
の
応
仁
の
乱
の
影
響
で
京
都
の
町
が
荒
廃
し
、
職
人
た

ち
が
難
を
逃
れ
る
た
め
大
阪
の
堺
や
山
口
、
大
津
へ
と
分
散
し
た
こ
と

で
、
織
物
生
産
は
一
時
途
絶
え
た
。
し
か
し
職
人
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
で
中
国
の
新
し
い
技
術
を
学
ん
で
い
っ
た
。
乱
が
終
わ
り
、
一
四
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八
〇
年
代
頃
に
、
山
名
宗
全
率
い
た
西
軍
の
陣
地
跡
へ
職
人
た
ち
が
戻

り
、
機
織
集
団
と
し
て
大
舎
人
座
を
形
成
し
て
、
大
舎
人
の
綾
の
生
産

を
再
開
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
西
陣
の
呼
称
が
生
ま
れ
、
以
後
こ
こ

で
織
ら
れ
た
織
物
は
西
陣
織
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、

一
五
一
三
年
に
大
舎
人
座
が
応
仁
の
乱
前
の
由
緒
と
特
権
を
承
認
さ
れ
、

一
五
四
八
年
に
は
大
舎
人
座
三
十
一
家
が
上
様
・
御
台
所
被
官
人
と
し

て
室
町
幕
府
将
軍
家
直
属
の
織
物
所
に
指
定
さ
れ
る
な
ど
し
た
た
め
、

西
陣
織
は
更
に
高
い
地
位
を
確
立
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
職
人
た
ち
が
堺
や
山
口
な
ど
で
学
ん
だ
中
国
の
技
術
か
ら
、
金
襴
、

繻
子
、
緞
子
な
ど
の
生
産
が
発
展
・
活
発
化
し
て
い
っ
た
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
原
料
で
あ
る
輸
入
生
糸
の
糸
割
符
制
度
の
対
象

と
な
り
、
多
く
の
糸
が
西
陣
へ
送
ら
れ
る
な
ど
幕
府
か
ら
莫
大
な
保
護

を
受
け
た
。
そ
の
た
め
元
禄
年
間
に
は
、
西
陣
織
の
織
屋
が
一
六
〇
余

り
の
大
型
業
地
へ
と
発
展
し
た
。
織
屋
町
の
中
心
部
で
あ
っ
た
大
宮
通

今
出
川
付
近
で
は
、
東
西
に
糸
問
屋
の
大
家
が
並
ん
で
お
り
、
毎
晩
の

取
引
高
が
千
両
を
超
え
て
い
た
こ
と
か
ら

｢

千
両
ケ
辻｣

と
呼
ば
れ
る

ほ
ど
ま
で
栄
え
て
い
た
。
し
か
し
、
江
戸
中
期
頃
か
ら
丹
波
、
桐
生
な

ど
他
地
域
の
対
抗
勢
力
が
登
場
し
、
京
都
へ
進
出
し
て
き
た
こ
と
や
、

二
回
の
大
火

(

４)

、
そ
し
て
一
八
三
七
年
の
全
国
的
な
大
凶
作
や
、
一
八
四

一
年
の
天
保
の
改
革
に
よ
る
奢
侈
禁
止
令
な
ど
で
世
の
中
が
不
況
と
な
っ

た
こ
と
が
、
生
産
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
た
め
需
要
が
衰
え

て
い
き
、
織
屋
の
数
も
享
保
の
改
革
前
ま
で
二
〇
〇
〇
軒
余
り
あ
っ
た

の
が
、
一
〇
年
ほ
ど
で
半
分
の
数
に
減
っ
て
い
っ
た
。

明
治
時
代
に
な
り
、
政
治
の
中
心
が
東
京
に
移
っ
て
か
ら
は
、
家
屋

敷
な
ど
を
た
た
み
、
天
皇
と
と
も
に
東
京
へ
移
っ
た
公
家
も
多
く
、
京

都
の
街
の
お
よ
そ
八
分
の
一
の
戸
数
が
減
っ
た
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
宮
中
の
儀
式
用
の
も
の
や
政
治
家
な
ど
、
貴
紳
の
服
装
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
風
に
一
新
さ
れ
た
こ
と
で
、
伝
統
的
な
織
物
類
へ
の
需
要
が
更

に
衰
え
た
。
そ
れ
を
受
け
京
都
府
は
一
八
七
二
年
に
西
陣
織
の
織
工
で

あ
る
佐
倉
常
七
、
井
上
伊
兵
衛
、
吉
田
忠
七
を
フ
ラ
ン
ス
・
リ
ヨ
ン
へ

留
学
さ
せ
た
。
そ
こ
で
三
人
は
西
洋
の
機
織
技
術
を
学
び
、
翌
年
ジ
ャ

カ
ー
ド
な
ど
を
初
め
て
輸
入
し
た
。
一
八
七
七
年
に
西
陣
の
機
大
工
で

あ
る
荒
木
小
平
が
、
日
本
最
初
の
木
製
ジ
ャ
カ
ー
ド
機
を
製
作
し
た
。

ジ
ャ
カ
ー
ド
機
は
そ
の
一
〇
年
後
に
は
約
四
〇
〇
台
が
普
及
し
、
一
九

〇
〇
年
に
は
西
陣
の
一
般
的
な
製
品
は
ほ
と
ん
ど
ジ
ャ
カ
ー
ド
機
で
生

産
さ
れ
る
ま
で
普
及
し
て
い
っ
た
。
西
陣
織
は
他
地
域
よ
り
も
い
ち
早

く
海
外
へ
目
を
向
け
、
近
代
化
を
図
っ
た
こ
と
で
、
近
代
日
本
で
の
織

物
業
革
新
の
中
心
地
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
戦
争
に
よ
っ
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て
衰
退
し
た
が
太
平
洋
戦
争
中
で
も
企
業
整
備
が
行
わ
れ
、
終
戦
後
に

は
生
産
を
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
高
度
経
済
成
長
に
伴
い

機
な
ど
の
工
場
が
次
々
に
で
き
た
こ
と
で
、
家
内
制
手
工
業
か
ら
工
場

制
手
工
業
へ
変
化
し
て
い
き
、
現
在
で
は
生
産
の
ほ
と
ん
ど
が
機
械
業

に
変
わ
っ
て
い
る
。

(

三)

西
陣
織
の
染
め
の
歴
史

西
陣
織
の
染
め
の
歴
史
に
つ
い
て
、『

糸
染
を
語
る』
(

二
〇
一
三)

と
聞
き
取
り
か
ら
概
観
し
た
い
。
西
陣
の
糸
染
が
栄
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
近
世
以
降
で
、
一
六
五
九
年
に
市
右
衛
門
と
い
う
人
が
西
陣
で

糸
染
を
生
業
と
し
て
始
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
織
屋
が

そ
れ
ぞ
れ
糸
染
部
門
を
持
ち
織
物
工
場
内
で
糸
染
の
仕
事
も
し
て
い
た

た
め
織
屋
間
で
の
受
発
注
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
元
禄
年
間
頃
か
ら
次

第
に
染
め
の
専
業
者
が
現
れ
糸
染
屋
と
し
て
分
業
し
て
い
っ
た
。
こ
れ

は
灰
汁
や
ミ
ョ
ウ
バ
ン
な
ど
を
媒
染
に
使
う
染
色
方
法
が
普
及
し
た
ほ

か
、
海
外
か
ら
新
し
い
染
料
が
入
っ
て
来
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
高
度
な
媒
染
法
も
作
り
出
さ
れ
、
一
八
四

五
年
頃
に
書
か
れ
た

『

西
陣
天
狗
筆
記

(

５)』

に
は

｢

紅
ハ
紅
屋
あ
り
赤
ニ

赤
屋
あ
り
藍
に
藍
染
屋
有
紫
に
紫
屋
有
茶
ニ
茶
屋
あ
り｣

と
い
う
記
述

が
あ
り
、
色
別
で
の
分
業
が
進
む
ま
で
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

明
治
に
な
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
輸
入
に
よ
っ
て
コ
ー
ル
タ
ー
ル

染
料
が
導
入
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
自
然
染
め
に
代
わ
っ
て
化
学
染
料
の

時
代
に
入
っ
た
。
化
学
染
料
は
自
然
の
染
料
に
比
べ
て
手
軽
で
綺
麗
に

染
ま
り
や
す
い
た
め
染
屋
の
数
も
増
え
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
今
ま
で

の
染
色
技
術
で
は
化
学
染
料
を
扱
う
こ
と
が
難
し
か
っ
た
た
め
、
輸
入

当
初
は
化
学
染
料
の
扱
い
に
慣
れ
て
い
な
い
染
屋
が
多
か
っ
た
。
こ
の

た
め
、
技
術
不
足
で
あ
っ
て
も
、
化
学
染
料
を
使
う
だ
け
で
手
軽
で
綺

麗
な
製
品
が
生
産
で
き
て
し
ま
う
こ
と
が
逆
に
仇
と
な
り
、
西
陣
だ
け

で
は
な
く
全
国
的
に
色
落
ち
や
日
焼
け
し
や
す
い
粗
悪
品
が
出
回
っ
て

し
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
、
京
都
府
は
一
八
七
七
年
に
稲
畑
勝
太

郎
を
フ
ラ
ン
ス
・
リ
ヨ
ン
へ
、
一
八
八
〇
年
に
は
三
田
忠
兵
衛
、
高
松

長
四
郎
を
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
リ
ン
へ
留
学
さ
せ
た
。
そ
の
後
一
八
八
六
年

に
は
こ
の
三
人
を
招
い
た
講
習
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
染
色
技
術
水
準

の
向
上
と
現
状
の
打
破
を
図
っ
た
こ
と
で
、
徐
々
に
好
転
し
て
い
っ
た
。

ま
た
、
一
八
八
三
年
に
京
都
府
が
糸
染
の
商
工
業
組
合
の
設
立
を
命
じ
、

翌
年
に
同
業
組
合
が
組
織
さ
れ
た
ほ
か
、
染
工
講
習
所
を
設
立
し
、
染

め
手
の
育
成
に
も
力
を
い
れ
る
な
ど
、
さ
ら
に
糸
染
屋
へ
の
需
要
に
対

応
し
て
い
っ
た
。
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一
九
五
三
年
頃
か
ら
噴
射
式
綛
染
機
な
ど
の
染
色
用
の
機
械
が
開
発

さ
れ
、
ウ
ー
ル
や
合
成
繊
維
へ
の
染
色
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

噴
射
式
綛
染
機

(

通
称
・
ス
ミ
ス
ド
ラ
ム
式)

と
は
中
か
ら
染
液
が
出

る
よ
う
に
穴
を
開
け
た
染
色
筒
と
呼
ば
れ
る
筒
が
横
向
き
に
配
置
さ
れ

て
お
り
、
そ
こ
に
糸
綛
を
か
け
て
染
め
て
い
く
機
械
で
あ
る
。
こ
の
染

色
筒
が
一
本
付
い
た
小
さ
い
も
の
か
ら
、
一
五
〜
一
六
本
も
あ
る
大
型

の
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
サ
イ
ズ
が
あ
り
、
狭
い
工
房
で
も
使
え
る
よ

う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
染
色
機
は
も
と
も
と
糸
綛
を
染
め
る
こ

と
を
対
象
に
開
発
さ
れ
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
西
陣
以
外
の
さ
ま
ざ

ま
な
業
界
の
糸
染
め
の
注
文
に
も
対
応
す
る
た
め
に
、
絹
糸
以
外
に
も

レ
ー
ス
や
テ
ー
プ
状
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
の
も
の
で
も
綛
状
で
あ

れ
ば
染
色
で
き
る
よ
う
に
改
良
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
着
物
や
帯

地
の
ほ
か
に
ネ
ク
タ
イ
や
シ
ョ
ー
ル
と
い
っ
た
服
飾
雑
貨
や
室
内
装
飾

品
な
ど
、
商
品
の
幅
が
広
が
り
、
新
た
な
需
要
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

絹
糸
製
な
ど
の
高
級
品
は
織
屋
の
指
定
通
り
の
色
に
染
め
る
こ
と
を
強

く
求
め
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
場
合
は
現
在
で
も
手
染
め
で
行
わ
れ
て
い

る
。
現
在
で
は
染
料
も
コ
ー
ル
タ
ー
ル
染
料
か
ら
石
油
染
料
に
代
わ
り
、

さ
ら
に
色
の
幅
が
広
が
り
、
手
軽
に
色
を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

現
在
で
は
製
造
工
程
で
の
環
境
汚
染
問
題
に
よ
る
染
料
な
ど
の
値
上

げ
や
、
西
陣
織
自
体
の
需
要
の
低
下
、
高
齢
化
に
よ
る
後
継
者
不
足
な

ど
で
、
厳
し
い
現
状
に
置
か
れ
て
い
る
。

(

四)

西
陣
織
の
精
錬
の
歴
史

精
錬
に
つ
い
て
も

『

糸
染
を
語
る』

と
聞
き
取
り
か
ら
み
て
い
き
た

い
。
精
錬
と
は
、
絹
糸
の
表
面
を
覆
っ
て
い
る
ニ
カ
ワ
質
の
セ
リ
シ
ン

(

タ
ン
パ
ク
質
の
一
種)

を
溶
解
さ
せ
て
取
る
作
業
の
こ
と
で
あ
る
。

古
代
か
ら
精
錬
し
た
練
り
糸
で
織
物
を
生
産
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
お

り
、
平
安
中
期
ご
ろ
に
は
絹
糸
の
精
錬
方
法
に
つ
い
て
の
記
述
も
残
っ

て
い
る
。
西
陣
で
も
練
屋
と
し
て
独
立
、
分
業
化
し
て
お
り
、
彼
ら
は

そ
れ
ぞ
れ
米
俵
な
ど
を
燃
や
し
て
作
っ
た
藁
灰
を
熱
湯
に
混
ぜ
て
精
錬

し
て
い
た
。
こ
の
藁
灰
汁
精
錬
は
、
明
治
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
輸

入
さ
れ
た
石
鹸
を
使
う
ま
で
行
わ
れ
、
技
術
発
展
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
か
っ
た
。
藁
灰
に
に
代
わ
っ
て
広
ま
っ
た
石
鹸
精
錬
は
、
数
あ
る
精

錬
の
中
で
も
最
も
優
れ
た
方
法
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
先
述
の
稲

畑
は
そ
の
中
で
も
オ
リ
ー
ブ
で
作
ら
れ
た
石
鹸
を
用
い
た
精
錬
が
一
番

良
い
と
語
っ
て
い
る
。
現
在
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
地
中
海
で
生
産
さ

れ
る
オ
リ
ー
ブ
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
使
っ
た
石
鹸
を
使
用
し
て
い
る
。

し
か
し
日
本
で
は
輸
入
代
が
高
い
こ
と
か
ら
、
国
産
石
鹸
よ
り
三
倍
の
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値
段
に
な
る
た
め
、
あ
ま
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。

国
産
石
鹸
の
研
究
や
開
発
は
明
治
時
代
頃
か
ら
始
め
ら
れ
、
一
八
七

二
年
に
は
石
鹸
の
製
造
が
開
始
さ
れ
た
。
一
八
七
五
年
に
は
初
め
て
公

式
で
の
石
鹸
精
錬
の
講
習
会
が
行
わ
れ
、
こ
の
頃
か
ら
織
物
精
錬
業
界

は
石
鹸
精
錬
へ
の
切
り
替
え
を
始
め
て
い
た
が
、
糸
精
錬
業
界
は
な
か

な
か
踏
み
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
研
究
、
開
発
は
行

わ
れ
て
い
た
が
、
当
時
の
国
産
石
鹸
で
は

｢

雲｣

と
呼
ば
れ
る
練
り
ム

ラ
が
発
生
し
や
す
く
、
部
分
的
に
光
沢
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ

く
あ
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
岡
本
清
三
郎
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
輸
入
し
た

マ
ル
セ
ル
石
鹸
を
元
に
国
産
石
鹸
の
開
発
と
石
鹸
精
錬
の
研
究
を
独
自

に
始
め
、
一
九
〇
九
年
に
ア
ル
カ
リ
石
鹸
を
開
発
し
た
。
こ
の
石
鹸
は

美
也
光
精
錬
材
と
い
う
商
品
名
で
売
り
出
さ
れ
好
評
だ
っ
た
。
大
正
の

始
め
頃
に
は
第
一
工
業
株
式
会
社
か
ら
純
国
産
玄
武
マ
ル
セ
ル
石
鹸
が

発
売
さ
れ
た
こ
と
で
、
糸
精
錬
業
界
も
石
鹸
精
錬
に
切
り
替
わ
り
始
め

た
。
そ
の
後
、
タ
ン
パ
ク
質
分
解
酵
素
を
使
っ
た
精
錬
が
注
目
さ
れ
、

一
九
五
五
年
に
は
酵
素
精
錬
の
研
究
が
始
ま
っ
た
。
当
初
は
酵
素
精
錬

に
つ
い
て
全
く
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
温
度
や
分
量
な
ど
精
錬

が
で
き
る
条
件
や
精
錬
方
法
、
前
処
理
の
有
無
、
方
法
な
ど
全
て
が
手

探
り
の
状
態
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
頃
に

は
開
発
に
も
着
手
さ
れ
始
め
、
一
九
八
一
年
を
過
ぎ
た
頃
に
は
精
錬
業

界
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
。

ま
た
、
精
錬
に
用
い
ら
れ
る
材
料
の
発
展
と
同
時
に
精
錬
用
の
機
械

の
開
発
も
進
み
、
現
在
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
や
材
料
で
の
精
錬
が
可

能
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
袋
練
り
に
よ
る
手
作
業
の
場
合
、
和
装
用

に
必
要
な
ふ
っ
く
ら
と
し
た
風
合
い
と
優
雅
な
触
感
を
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
泡
練
機
を
使
っ
た
泡
練
り
の
場
合
で
は
、
大
量
に
練
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
、
用
い
る
石
鹸
や
酵
素
の
違
い
な
ど
で
も
、

練
り
上
が
り
の
風
合
い
が
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
た
め
、
織
屋
や
他
業

界
と
い
っ
た
発
注
元
が
求
め
る
風
合
い
や
触
感
、
糸
の
仕
上
が
り
、
生

産
量
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
を
選
択
し
、
要
望
に
応
え
て
い
る
。
し
か
し
、

現
在
の
西
陣
に
は
練
屋
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
糸
染
屋
が
精
錬
も
一
緒

に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

第
二
章

糸
染
の
作
業
工
程

(
一)

話
者
と
濱
卯
染
工
場
に
つ
い
て

話
者
の
岡
本
祝
郎
氏(

一
九
三
八
年
一
月
一
日
生
ま
れ
、
八
十
一
歳)

は
京
都
市
上
京
区
に
あ
る
濱
卯
染
工
場
に
生
ま
れ
、
一
九
五
二
年
京
都
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市
立
洛
陽
高
等
学
校
色
染
科

(

６)

(

当
時)

に
入
学
し
た
。
そ
こ
で
染
め
物

全
般
の
基
本
的
な
知
識
な
ど
学
び
、
一
九
五
五
年
に
卒
業
し
た
。
そ
の

後
は
実
家
の
染
め
仕
事
に
加
わ
り
、
当
時
の
番
頭
か
ら
三
、
四
年
ほ
ど

手
染
め
に
つ
い
て
本
格
的
に
学
ぶ
。
そ
の
後
は
父
・
岡
本
太
郎
と
と
も

に
糸
染
め
の
仕
事
を
行
う
。
一
九
六
五
年
十
月
に
結
婚
し
、
三
男
一
女

に
恵
ま
れ
た
が
、
精
錬
に
使
う
石
鹸
が
原
因
で
長
女
と
三
男
が
重
い
喘

息
を
発
症
し
、
一
九
七
六
年
頃
に
三
男
が
入
院
し
た
こ
と
で
転
居
を
決

め
、
工
房
か
ら
徒
歩
一
〇
分
ほ
ど
に
あ
る
現
在
の
自
宅
に
引
っ
越
し
た
。

二
〇
〇
四
年
十
二
月
十
七
日
に
は
京
都
市
長
か
ら
京
都
市
伝
統
産
業
技

術
功
労
者
と
し
て
表
彰
を
受
け
た
。
二
〇
〇
九
年
十
月
十
五
日
に
先
代

で
あ
る
四
代
目
岡
本
太
郎
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
工
房
の
社
長
を
継
ぎ
、

現
在
は
五
代
目
と
し
て
弟
と
と
も
に
精
錬
と
綛
染
め
に
よ
る
手
染
め
の

み
で
の
生
産
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
続
け
て
い
る
。

ま
た
、
地
区
の
少
年
補
導
活
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
お
り
、
一

九
九
六
年
に
京
都
市
上
京
区
少
年
補
導
西
陣
支
部
支
部
長
に
就
任
し
、

主
に
地
域
の
小
学
生
ら
を
対
象
と
し
た
年
中
行
事
や
体
験
教
室
な
ど
の

運
営
に
精
力
的
に
動
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
ま
で
に
警
察
か
ら
の

表
彰
も
受
け
て
い
る
。

有
限
会
社
濱
卯
染
工
場
は
一
八
四
六
年
創
業
、
創
業
者
は
濱
屋
卯
兵

衛
。
京
都
府
繊
維
染
色
工
業
組
合

(

７)

に
所
属
し
て
い
る
。
京
都
市
上
京
区

猪
熊
通
に
工
房
を
構
え
て
か
ら
、
約
一
七
〇
年
に
渡
っ
て
西
陣
織
に
携

わ
っ
て
い
る
。
社
名
は
創
業
者
か
ら
命
名
さ
れ
た
。
創
業
当
初
は
精
錬

屋
で
も
あ
り
、
安
政
年
間
に
出
さ
れ
た
練
仲
間
の
設
立
願
書
に
は
二
代

目
の
濱
屋
卯
之
助
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
当
時
は
糸
染
よ
り
も
精
錬
を

中
心
に
行
っ
て
お
り
、
色
地
よ
り
も
白
地
の
方
が
専
門
で
あ
っ
た
。
三

代
目
岡
本
清
三
郎
は
先
述
の
通
り
、
国
産
石
鹸
の
開
発
と
石
鹸
精
錬
を

研
究
し
、
ア
ル
カ
リ
石
鹸
の
製
造
研
究
に
成
功
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ

の
後
は
他
の
国
産
石
鹸
で
も
石
鹸
精
錬
の
応
用
研
究
を
行
っ
た
。
三
代

目
は
絹
糸
で
の
石
鹸
精
錬
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
業
界

初
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
代
目
と
五
代
目
の
弟
の
二
人
は
伝

統
工
芸
士

(

８)

の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
。
一
九
六
九
年
に
は
京
都
府
か
ら

京
都
府
開
庁
百
年
の
際
に
、
創
業
百
年
を
超
え
る
業
績
を
讃
え
ら
れ
、

表
彰
と
老
舗
の
盾
が
贈
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
浜
卯
染
工
場
は
、
住
居
と
工
房
が
一
体
の
町
家
と
な
っ
て
お
り
、

現
在
は
弟
夫
婦
と
そ
の
娘
夫
婦
が
暮
ら
し
て
い
る
。
工
房
は
創
業
当
初

の
ま
ま
一
切
建
て
替
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
住
居
の
方
は
六
〇
年
ほ
ど

前
に
一
度
建
て
替
え
て
い
る
。
住
居
側
は
二
階
建
て
と
な
っ
て
お
り
、

工
房
側
は
二
階
部
分
が
す
べ
て
吹
き
抜
け
と
な
っ
て
い
る
。
以
前
は
玄
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関
に
面
し
て
い
る
藤
木
通
り

(

地
元
で
は

｢

ふ
じ
の
き｣

と
呼
ば
れ
て

い
る)
に
犬
矢
来
が
あ
り
、
京
都
の
町
家
の
雰
囲
気
が
あ
っ
た
と
い
う
。

(

二)

糸
染
の
流
れ

一
、
精
錬

｢

糸
を
練
る｣

と
も
い
う
、
絹
糸
の
表
面
を
覆
う
セ
リ
シ
ン
を
取
る

作
業
で
あ
る
。
練
り
釜
と
呼
ば
れ
る
精
錬
専
用
の
大
釜
の
中
に
、
水
と

綛
の
ま
ま
の
絹
糸
を
袋
に
入
れ
て
練
る

｢

袋
練
り｣

と
い
う
方
法
で
、

二
時
間
ほ
ど
煮
て
い
く
。

こ
の
作
業
を
し
な
い
と
、

染
料
が
う
ま
く
馴
染
ま

な
い
た
め
、
糸
を
綺
麗

に
染
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
ま
た
、
う
ま
く

練
る
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
、
練
り
ム
ラ
が
で

き
、
そ
れ
が
色
ム
ラ
に

繋
が
る
た
め
、
慎
重
に

行
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
に
も
、
絹
糸
に
美
し
い
光
沢
を
出
す
た
め
の
重
要
な
工
程
で
あ
る
。

使
う
袋
は
洗
濯
ネ
ッ
ト
よ
り
粗
く
編
ま
れ
た
も
の
で
、
テ
ト
ロ
ン
製
で

あ
る
。
昔
は
木
綿
製
で
あ
っ
た
が
、
化
学
繊
維
の
方
が
熱
に
強
い
た
め

使
い
や
す
い
。
一
回
の
精
錬
で
一
袋
に
一
・
五
〜
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
絹

糸
を
入
れ
た
袋
を
複
数
個
釜
に
入
れ
て
い
る
。

精
錬
中
は
、
中
の
湯
を
ず
っ
と
沸
騰
さ
せ
続
け
て
温
度
を
保
つ
必
要

が
あ
る
ほ
か
、
五
分
に
一
回
は
上
の
方
に
あ
る
袋
と
下
の
方
に
あ
る
袋

を
、
釜
の
中
を
か
き
混
ぜ
て
返
す
作
業
が
あ
る
た
め
、
二
時
間
も
の
間

は
目
を
離
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し
、
し
っ
か
り
返
す
作
業

を
行
う
こ
と
で
、
さ
ら
に
絹
の
ツ
ヤ
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

二
、
染
め
準
備

精
錬
後
に
脱
水
、
乾
燥
さ
せ
た
絹
糸
を
、
染
竹
と
い
う
糸
染
め
専
用

の
竹
竿
に
通
す
。
一
回
の
染
め
に
二
本
の
染
竹
を
使
う
た
め
、
そ
れ
ぞ

れ
に
均
等
に
通
し
て
い
く
。

ま
た
、
か
ま
ど
の
火
を
付
け
て
、
染
め
釜
の
染
液
の
温
度
を
上
げ
て

お
く
。
熱
源
は
灯
油
を
使
っ
て
い
る
が
、
昔
は
重
油
を
使
っ
て
い
た
。

染
め
釜
の
中
に
は
水
と
精
錬
時
に
出
た
煮
汁
を
混
ぜ
た
乳
白
色
の
染
液

が
、
糸
を
垂
ら
し
た
時
に
半
分
が
浸
か
る
ぐ
ら
い
ま
で
入
っ
て
い
る
。
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染
液
の
温
度
が
八
〇
〜
九
〇
度
ぐ
ら
い
の
時
が
一
番
染
め
や
す
く
、
最

初
は
七
〇
度
ぐ
ら
い
か
ら
ベ
ス
ト
の
温
度
に
な
る
ま
で
、
温
度
計
を
チ
ェ
ッ

ク
し
な
が
ら
上
げ
て
い
く
。
温
度
を
上
げ
て
い
く
と
煮
詰
ま
っ
た
染
液

か
ら
灰
汁
が
出
て
く
る
が
、
ム
ラ
な
く
綺
麗
に
染
め
る
た
め
逐
一
取
り

除
い
て
い
く
。

三
、
染
め
作
業

①
染
料
を
匙
で
す
く
っ
て
直
接
杓
の
中
に
入
れ
、
そ
の
ま
ま
杓
で
ム

ラ
が
で
き
な
い
よ
う
に
釜
の
染
液
を
か
き
混
ぜ
て
、
染
料
を
溶
か

し
て
い
く
。
最
初
は
指
定
さ
れ
た
色
よ
り
薄
め
の
色
を
つ
く
り
、

そ
こ
か
ら
染
料
を
足
し
て
合
わ
せ
て
い
く
。

②
染
竹
を
釜
の
縁
に
か
け
、
釜
の
中
に
糸
を
垂
ら
し
、
二
本
の
染
竹

を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
左

右
に
動
か
し
て
染
め

て
い
く
。
こ
の
時
、

糸
は
左
右
に
動
い
て

い
る
が
、
水
面
が
動

か
な
い
よ
う
に
す
る

の
が
熟
練
の
技
で
あ

り
、
下
手
な
人
は
染
液
を
飛
び
散
ら
せ
て
釜
の
外
側
や
か
ま
ど
な

ど
を
汚
し
て
し
ま
う
ほ
か
、
熱
い
染
液
が
自
分
に
か
か
り
、
火
傷

し
て
し
ま
う
危
険
も
あ
る
。
綺
麗
な
か
ま
ど
で
あ
る
ほ
ど
、
熟
練

の
技
を
持
っ
た
手
染
め
士
と
い
え
る
と
い
う
。

③
絹
糸
の
半
分
が
染
ま
っ
た
ら
、
手
鉤
で
反
対
に
返
し
、
も
う
半
分

も
染
め
て
い
く
。

④
②
、
③
を
繰
り
返
し
た
ら
、
色
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
、
一
度

糸
を
染
竹
の
上
に
ま
と
め
、
そ
の
中
か
ら
数
本
を
取
り
、
手
鉤
で

ね
じ
り
絞
っ
て
水
分
を
飛
ば
し
て
か
ら
、
太
陽
光
の
下
で
色
見
本

と
見
比
べ
る
。
か
ま
ど
の
真
上
に
は
天
窓
が
あ
り
、
移
動
し
な
く

て
も
す
ぐ
に
色
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
色
見

本
と
ピ
ッ
タ
リ
合
う
ま
で
、
①
か
ら
④
の
工
程
を
繰
り
返
し
て
い

く
。

四
、
水
洗
、
媒
染

染
竹
に
糸
を
通
し
た
ま
ま
移
動
し
、
バ
ケ
ツ
の
縁
に
染
竹
を
か
け
て

水
で
濯
い
で
い
く
。
こ
の
時
も
だ
い
た
い
半
分
ぐ
ら
い
が
浸
か
る
く
ら

い
の
水
で
、
糸
を
返
し
な
が
ら
作
業
を
す
る
。

濯
ぎ
終
わ
り
、
一
度
バ
ケ
ツ
の
水
を
流
し
た
後
、
今
度
は
バ
ケ
ツ
に
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酢
(

酢
酸)

と
仕
上
げ
油
を
混
ぜ
て
、
そ
こ
に
糸
を
浸
し
て
濯
い
で
い

く
。
こ
の
作
業
を
媒
染
や
酸
止
め
と
い
い
、
こ
の
作
業
を
す
る
こ
と
で
、

色
を
糸
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
脱
水

あ
る
程
度
絞
っ
て
小
さ
く
ま
と
め
た
糸
を
、
対
角
線
上
に
脱
水
機
の

中
に
置
い
て
脱
水
す
る
。

脱
水
機
は
遠
心
力
を
使
っ

た
装
置
と
な
っ
て
お
り
、

手
動
の
レ
バ
ー
で
強
弱
が

変
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

六
、
糸
打
ち

専
用
の
台
に
、
元
の
輪

の
状
態
に
ほ
ど
い
た
糸
を

掛
け
、
垂
れ
下
が
っ
た
方

に
太
い
棒
を
通
し
て
勢
い

よ
く
手
前
に
引
っ
張
り
、

糸
の
シ
ワ
を
伸
ば
し
て
い
く
。
こ
の
作
業
を
糸
打
ち
と
い
う
。
し
っ
か

り
引
っ
張
ら
な
い
と
、
脱
水
時
な
ど
に
つ
い
た
シ
ワ
や
跡
が
伸
び
な
い

た
め
、
か
な
り
力
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
専
用
の
台
は
引
っ
張

る
力
に
負
け
な
い
よ
う
に
、
地
上
に
出
て
い
る
長
さ
と
同
じ
ほ
ど
の
長

さ
を
地
面
に
も
埋
め
て
、
し
っ
か
り
と
固
定
さ
れ
て
い
る
。

七
、
乾
燥

染
め
で
使
っ
て
い
た
も
の
よ
り
も
細
い
乾
燥
専
用
の
竹
竿
に
糸
を
通

し
て
い
く
。
早
く
乾
く
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
均
等
に
横
に
伸
ば
し
て
、

糸
の
束
を
平
ら
に
し
て
い
く
。
こ
の
時
、
均
等
に
素
早
く
糸
を
伸
ば
し

て
い
く
た
め
の
、
独
特
な
指
使
い
の
技
術
が
い
る
。

糸
を
通
し
た
ら
、
工
房
の
上
の
方
に
竹
竿
を
引
っ
掛
け
て
干
す
。
乾

か
す
の
に
夏
場
は
二
、
三
時
間
、
冬
場
は
一
晩
か
ら
一
日
ほ
ど
か
か
る
。

(

二)

原
材
料
や
道
具
、
工
房
内
の
様
子
に
つ
い
て

原
料
の
絹
糸
や
色
見
本
は

｢

織
屋
さ
ん｣

ま
で
箱
や
袋
で
受
け
取
り

に
行
く
。
ま
た
、
出
来
上
が
っ
た
糸
も

｢

織
屋
さ
ん｣

へ
と
持
っ
て
い

く
。
絹
糸
は
あ
ら
か
じ
め
綛
の
状
態
で
ま
と
め
て
貰
っ
て
き
て
、
在
庫

と
し
て
工
房
に
置
い
て
い
る
の
で
、
注
文
が
あ
っ
た
ら
そ
こ
か
ら
絹
糸
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の
長
さ
を
計
算
し
て
染
め
る
必
要
が
あ
る
。
今
は
注
文
が
来
な
く
な
っ

た
が
、
綴
織
用
に
使
う
糸
は
糸
の
中
で
も
一
番
太
く
、
時
間
を
か
け
て

中
ま
で
し
っ
か
り
染
め
な
け
れ
ば
色
ム
ラ
が
で
き
て
し
ま
う
の
で
注
意

し
て
い
た
と
い
う
。

染
料
や
繭
は
、
ほ
と
ん
ど
中
国
や
ブ
ラ
ジ
ル
産
で
、
最
近
は
半
々
か

ブ
ラ
ジ
ル
産
が
少
し
多
い
く
ら
い
の
割
合
だ
と
い
う
。
繭
は
ブ
ラ
ジ
ル

産
の
方
が
品
質
が
良
く
、
撚
糸
ま
で
終
え
た
状
態
で
輸
入
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
そ
の
撚
糸
の
技
術
は
日
本
か
ら
教
え
て
い
る
。
ま
た
、
染
料

を
日
本
で
作
っ
て
い
た
頃
は
、
製
造
工
程
中
に
出
て
き
た
汚
染
水
を
そ

の
ま
ま
流
し
て
い
た
が
、
環
境
問
題
の
面
か
ら
日
本
で
は
作
る
の
を
や

め
た
た
め
、
現
在
で
は
中
国
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
。
現
在
で
は

中
国
で
も
規
制
さ
れ
た
た
め
、
価
格
が
高
く
な
っ
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ

製
や
イ
タ
リ
ア
製
な
ど
の
染
料
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
ら

の
染
料
は
国
産
よ
り
も
品
質
が
良
か
っ
た
と
い
う
。

染
料
は

｢

染
料
屋
さ
ん｣

が
あ
り
、
そ
こ
で
媒
染
で
使
う
酢
酸
や
仕

上
げ
油
と
一
緒
に
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
単
位
で
仕
入
れ
て
い
る
。
染
料
屋
は

特
に
西
陣
織
の
糸
染
専
門
の
店
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
工
房
で
使
う

染
料
は
、
酸
性
染
料
と
直
接
染
料

(

化
学
染
料)

の
二
種
類
が
あ
り
、

絹
糸
は
弱
い
た
め
酸
性
染
料
を
よ
く
使
う
が
、
直
接
染
料
の
方
が
綺
麗

な
色
に
染
ま
る
。
し
か
し
、
酸
性
染
料
で
も
色
を
合
わ
せ
る
た
め
に
何

度
も
染
料
を
使
う
と
、
絹
糸
が
ダ
メ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
少

な
い
染
料
の
追
加
回
数
で
、
的
確
に
色
を
合
わ
せ
る
技
術
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
。
主
に
使
う
色
は
赤
三
種
、
黄
三
種
、
黒
、
青
、
紫
ぐ
ら
い
で
、

数
色
あ
れ
ば
無
限
大
に
色
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
混
ぜ
る
染

料
は
全
て
目
分
量
で
溶
か
し
て
お
り
、
総
じ
て
こ
の
仕
事
は
全
て
経
験

が
も
の
を
言
う
と
い
う
。
ま
た
、
噴
射
式
綛
染
機
な
ど
に
よ
る
機
械
染

め
は
色
の
レ
シ
ピ
通
り
に
染
料
を
混
ぜ
れ
ば
一
度
に
大
量
に
同
じ
色
を

生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
機
械
で
は
色
の
幅
が
限
ら
れ
て
く
る
た

め
、
西
陣
織
で
は
手
染
め
の
需
要
も
ま
だ
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
こ
の
工
房
が
あ
る
元
西
陣
小
学
校
付
近
は
、
昔
か
ら

｢

柔
ら

か
く
て
良
い
地
下
水
が
湧
い
て
い
る｣

た
め
、
染
屋
が
多
い
地
区
で
あ

る
。
実
際
に
こ
の
工
房
内
に
は
水
深
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
井
戸
が
あ
り
、

昔
は
バ
ケ
ツ
で
、
今
は
機
械
で
汲
み
上
げ
て
使
っ
て
い
る
。
昔
は
夏
場

に
な
る
と
ス
イ
カ
な
ど
を
浮
か
べ
て
冷
や
し
、
お
や
つ
に
食
べ
て
い
た
。

創
業
当
初
か
ら
こ
の
井
戸
の
水
を
使
っ
て
い
る
が
、
水
が
枯
渇
す
る
こ

と
は
な
く
、
今
で
も
ど
ん
ど
ん
湧
き
出
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
豊
富
で

質
の
良
い
水
が
、
西
陣
織
の
特
徴
で
あ
る
鮮
や
か
な
色
を
支
え
て
い
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
、
染
め
作
業
後
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の
染
液
や
水
洗
、
脱
水
な
ど
で
出
た
水
は
汚
染
水
と
し
て
、
一
般
料
金

よ
り
三
割
ほ
ど
高
い
使
用
料
を
払
っ
て
排
水
し
て
い
る
。

杓
や
手
鉤
な
ど
の
道
具
は
、
戦
後
か
ら
ス
テ
ン
レ
ス
製
を
使
っ
て
い

る
が
、
昔
は
真
鍮
製
で
あ
っ
た
。
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
方
が
綺
麗
に
洗
え

る
ほ
か
、
真
鍮
製
よ
り
も
綺
麗
な
色
が
出
る
と
い
う
。
ま
た
、
糸
を
乾

か
す
時
や
染
め
る
時
に
使
う
染
竹
は

｢

竹
屋
さ
ん｣

と
い
う
と
こ
ろ
が

あ
り
、
そ
こ
か
ら
仕
入
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
竹
製
の
竿
を
使
っ
て
い

る
が
、
竹
自
体
が
減
少
し
て
き
て
い
る
た
め
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
竿

を
使
う
と
き
も
あ
る
。
し
か
し
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
は
熱
に
弱
い
た
め
、

何
回
も
使
っ
て
い
る
と
糸
が
触
れ
る
中
央
部
分
が
だ
ん
だ
ん
と
曲
が
っ

て
き
て
し
ま
う
。
こ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
買
い
換
え
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
竹
製
よ
り
も
早
い
ス
パ
ン
で
新
調
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
こ
の
工
房
に
も
染
め
釜
の
ほ
か
に
噴
射
式
綛
染
機
が
大
小
一
つ

ず
つ
あ
る
。
昔
は
稼
働
し
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
専
ら

水
を
貯
め
る
た
め
の
道
具
と
し
て
し
か
使
用
し
て
い
な
い
。

工
房
の
床
下
に
は
染
め
釜
や
練
り
釜
に
使
っ
て
い
る
熱
源
用
の
管
が

通
っ
て
い
る
ほ
か
、
媒
染
や
乾
燥
機
な
ど
を
使
っ
た
時
に
出
る
汚
染
水

を
流
す
た
め
の
排
水
口
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
熱
源
の
元
栓
や
煙
突
は

工
房
の
外
に
あ
り
、
昔
は
煙
突
か
ら
煙
が
上
が
っ
て
い
た
が
、
現
在
で

は
使
っ
て
い
る
灯
油
の
お
か
げ
で
煙
が
ほ
と
ん
ど
上
が
ら
な
い
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

(

三)

織
屋
か
ら
の
注
文
に
つ
い
て

｢

織
屋
さ
ん｣

が
製
品
を
作
る
上
で
の
ホ
ス
ト
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
織
屋
は

｢

紋
意
匠
屋
さ
ん｣

が
描
い
た
図
面
か
ら
色
を
決
め

た
も
の
を
、
染
屋
が
絹
糸
を
取
り
に
来
た
際
に
、
色
見
本
と
と
も
に
伝

え
る
。
そ
の
際
、
織
屋
か
ら
の
注
文
の
さ
れ
方
と
し
て
、
色
見
本
通
り

と
い
う
指
示
の
ほ
か
に
、
色
見
本
台
帳
や
紙
の
図
面
で
の
指
示
、
何
割
、

何
％
、｢

や
や｣

な
ど
の
色
の
濃
さ
で
の
指
示
、｢

綺
麗
め｣

｢

地
味
め｣

と
い
っ
た
形
容
で
の
指
示
な
ど
、
難
し
い
注
文
を
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

織
屋
そ
れ
ぞ
れ
で
色
の
見
え
方
や
好
み
が
変
わ
る
の
で
、
そ
れ
を
把
握

す
る
こ
と
が
糸
染
職
人
と
し
て
大
事
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
織
物

の
糸
の
色
は
、
絵
画
の
絵
の
具
と
同
じ
役
割
で
あ
る
が
、
織
物
は
絵
画

と
違
っ
て
自
由
に
自
分
で
色
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。｢

染
屋
さ
ん

は
、
織
屋
さ
ん
に
と
っ
て
は
作
品
の
パ
レ
ッ
ト
の
よ
う
な
存
在｣

で
あ

る
か
ら
、
作
る
織
物
が
複
雑
な
図
面
の
多
色
織
物
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

細
か
く
融
通
の
効
く
手
染
め
の
仕
事
が
重
宝
さ
れ
て
く
る
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
染
め
の
作
業
で
は
染
め
る
量
が
多
く
て
も
時
間
は
そ
れ
ほ
ど
か
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か
ら
な
い
た
め
、
大
量
生
産
は
機
械
で
も
手
染
め
で
も
で
き
る
。
し
か

し
、
細
か
い
模
様
だ
け
に
使
う
よ
う
な
少
量
生
産
は
、
機
械
で
は
安
定

し
て
色
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
手
染
め
の
必

要
性
が
見
い
だ
せ
る
。

染
め
の
工
程
で
の
色
見
本
と
の
チ
ェ
ッ
ク
時
は
、
基
本
的
に
太
陽
光

で
見
て
合
わ
せ
て
い
く
が
、
二
社
ほ
ど
ビ
ル
の
中
に
オ
フ
ィ
ス
を
構
え

て
い
る
お
得
意
さ
ん
が
お
り
、
そ
こ
へ
出
荷
す
る
も
の
は
蛍
光
灯
を
吊

る
し
た
別
の
か
ま
ど
で
糸
染
を
行
い
、
そ
の
蛍
光
灯
の
下
で
色
見
本
と

合
わ
せ
て
い
く
。

染
め
の
仕
事
の
報
酬
は
、
昔
か
ら
ど
の
色
を
染
め
て
も
一
色
あ
た
り

の
値
段
が
決
ま
っ
て
お
り
、
儲
け
る
に
は
注
文
数
を
増
や
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
最
近
は
一
色
三
五
〇
〇
円
ほ
ど
で
、
一
回
の
注
文
に
つ
き

だ
い
た
い
二
〇
色
ほ
ど
を
染
め
て
い
る
。
昔
は
今
よ
り
も
一
色
あ
た
り

の
値
段
が
安
か
っ
た
も
の
の
、
注
文
数
が
多
か
っ
た
た
め
、
今
よ
り
も

儲
か
っ
て
い
た
。
現
在
で
も
こ
こ
の
工
房
は
他
の
工
房
よ
り
も
高
い
金

額
を
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
そ
う
だ
が
、
本
音
を
い
う
と
一
色
五
〇
〇

〇
円
ほ
ど
は
欲
し
い
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。

お
得
意
さ
ん
は
だ
い
た
い
徒
歩
圏
内
だ
が
、
一
軒
だ
け
丹
波
篠
山
の

方
に
も
お
得
意
さ
ん
が
い
る
。
昔
は
岐
阜
県
各
務
原
の
織
屋
と
も
取
引

し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
最
近
で
は
新
規
の
織
屋
の
注
文
は
お
得
意

さ
ん
か
ら
の
紹
介
だ
け
で
、
一
度
紹
介
さ
れ
た
が
一
色
あ
た
り
の
値
段

が
安
い
と
こ
ろ
へ
流
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
品

質
の
良
さ
か
ら
ま
た
注
文
が
来
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
高
級
品
を
扱

う
西
陣
織
に
お
い
て
は
、
良
い
も
の
を
作
り
た
い
と
思
う
織
屋
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
工
程
で
携
わ
る
職
人
の
、
長
年
培
っ
て
き
た
技
術
が
あ
っ
て

こ
そ
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(

四)

昔
の
精
錬
に
つ
い
て

昔
の
精
錬
に
は
藁
灰
汁
を
使
っ
て
い
た
。
そ
の
元
に
な
る
も
の
は
、

工
房
の
練
り
釜
の
裏
の
ス
ペ
ー
ス
で
、
自
ら
が
使
う
分
を
作
っ
て
い
た

と
い
う
。
材
料
と
な
る
の
は
米
俵
の
藁
で
、
こ
れ
を
燃
や
し
て
い
く
。

よ
く
燃
や
し
た
後
、
赤
く
染
ま
り
灰
に
な
る
前
に
水
で
火
を
消
し
、
樽

の
中
に
い
れ
て
そ
の
ま
ま
水
に
つ
け
て
お
く
。
そ
の
後
、
出
て
き
た
藁

灰
汁
の
上
澄
み
だ
け
を
す
く
っ
て
精
錬
に
使
っ
て
い
た
。
現
在
は
材
料

と
な
る
藁
が
、
コ
ン
バ
イ
ン
で
の
収
穫
に
よ
り
細
か
く
な
っ
て
し
ま
う

た
め
、
使
え
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
石
鹸
精
錬
を
行
っ

て
い
る
。
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(
五)

信
仰
に
つ
い
て

工
房
の
大
黒
柱
や
染
め
釜
な
ど
の
近
く
に

｢

阿
多
古
祀
符

火
迺
要

慎｣

と
書
か
れ
た
御
札
が
貼
っ
て
あ
る
。
こ
れ
は

｢

ひ
の
よ
う
じ
ん｣

と
読
む
愛
宕
神
社

(

９)

の
御
札
で
あ
る
。
愛
宕
神
社
は
京
都
市
の
愛
宕
山
に

鎮
座
し
、
火
伏
せ

の
神
と
し
て
信
仰

さ
れ
て
い
る
。
七

月
三
十
一
日
の
千

日
参
り

(

�)

と
い
う
行

事
で
、
子
ど
も
が

三
歳
に
な
る
前
に

愛
宕
山
に
登
る
と
、

そ
の
子
は
一
生
火

事
に
遭
わ
な
い
、

と
い
う
信
仰
が
あ

り
、
実
際
に
岡
本

氏
の
長
男
の
時
に

山
に
登
っ
た
そ
う

だ
。
ま
た
、
近
所

の
人
で
腰
が
曲
が
っ
て
歩
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
お
婆
さ
ん
が
、
毎

年
自
分
の
息
子
に
お
ぶ
っ
て
も
ら
っ
て
参
拝
に
行
っ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
か
ら
、
現
在
で
も
根
強
い
信
仰
が
あ
る
と
い
え
る
。
工
房
に
あ
る

御
札
は
、｢

毎
年
愛
宕
山
か
ら
修
行
僧
が
降
り
て
売
り
に
来
て
く
れ
る｣

も
の
で
、
毎
年
新
し
い
御
札
に
張
り
替
え
て
い
る
。

ま
た
、
現
在
で
も

｢

お
火
焚

(

�)｣

と
呼
ば
れ
る
火
の
神
を
祀
り
、
供
物

を
捧
げ
る
神
事
を
行
う
。
西
陣
で
は
火
を
使
う
仕
事
が
行
わ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
染
屋
の
ほ
か
に
豆
腐
屋
や
饅
頭
屋
な

ど
の
飲
食
店
も
含
ま
れ
る
。
日
に
ち
は
お
火
焚
を
行
う
場
所
そ
れ
ぞ
れ

に
決
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
工
房
で
は
十
一
月
二
十
八
日
に
行
っ
て
い
る
。

お
供
え
す
る
も
の
は
、
蜜
柑
、
お
ま
ん
、
お
こ
し
、
御
酒
の
四
つ
で
あ

る
。｢

お
ま
ん｣

と
は

｢

お
饅
頭｣

の
こ
と
で
あ
る
。
お
火
焚
に
使
わ

れ
る
お
ま
ん
は
紅
白
饅
頭
で
、
宝
珠
の
焼
印
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

｢

お
火
焚
饅
頭｣

と
も
呼
ば
れ
、
こ
の
た
め
に
饅
頭
屋
へ
特
別
に
注
文

し
な
い
と
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
饅
頭
屋
が

注
文
を
聞
き
に
来
て
く
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。｢

お
こ
し｣

と
い
う
の

は
雷
お
こ
し
の
よ
う
な
米
の
お
菓
子
で
、
こ
れ
は
必
ず
三
角
形
の
も
の

で
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
供
物
は
、
工
房
の
蓋
を
し
た

釜
の
上
に
花
台
を
乗
せ
、
そ
の
上
の
右
手
前
に
お
ま
ん
、
左
手
前
に
お
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こ
し
、
右
後
ろ
に
蜜
柑
、
左
後
ろ
に
御
酒
を
置
い
て
供
え
る
。
こ
れ
が

終
わ
る
と
、
供
物
を
お
得
意
さ
ん
や
ご
近
所
、
親
戚
に
配
っ
て
回
り
、

今
日
ま
で
無
事
に
仕
事
が
で
き
た
報
告
と
、
今
後
の
お
付
き
合
い
に
つ

い
て
の
挨
拶
を
述
べ
て
い
く
と
、
お
火
焚
は
終
了
で
あ
る
。

(

六)

昔
と
現
在
の
状
況
と
変
化
に
つ
い
て

昔
は
現
在
よ
り
も
注
文
数
が
多
く
、
一
七
七
〇
年
か
ら
一
九
八
〇
年

が
一
番
の
ピ
ー
ク
で
あ
り
、
一
日
に
三
〇
色
以
上
の
色
を
染
め
て
い
た
。

だ
い
た
い
午
前
九
時
頃
か
ら
織
屋
ま
で
注
文
を
取
り
に
行
っ
た
り
、
精

錬
を
し
て
昼
食
を
取
り
、
そ
の
後
二
回
目
の
精
錬
を
し
て
か
ら
、
午
後

三
時
頃
に
よ
う
や
く
今
日
の
分
の
糸
染
め
を
行
う
と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
忙
し
い
時
で
は
午
前
七
時
か
ら
か
ま
ど
の
火

を
起
こ
し
始
め
て
、
帰
り
は
午
前
一
時
や
二
時
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
ど
ん
な
に
忙
し
く
て
も
、
そ
の
日
に
承
っ
た
注
文
は
そ
の
日
の
う

ち
に
や
る
、
と
い
う
の
が
岡
本
氏
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
た
め
、
そ
の
日

の
仕
事
が
終
わ
る
ま
で
働
い
て
い
た
と
い
う
。
釜
の
染
液
も
、
一
回
で

薄
い
色
か
ら
濃
い
色
ま
で
う
ま
く
一
気
に
作
れ
る
よ
う
に
、
色
を
作
る

順
番
を
考
え
て
作
業
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
織
屋
が
忙
し
く
な
っ
て

く
る
と
、
注
文
や
出
来
上
が
っ
た
糸
の
受
け
取
り
に
織
屋
自
ら
が
来
た

り
、
受
け
取
り
の
つ
い
で
に
注
文
を
貰
っ
た
り
、
糸
が
染
め
上
が
る
の

を
工
房
内
で
待
っ
て
、
染
め
上
が
っ
た
も
の
か
ら
濡
れ
た
ま
ま
で
も
持

ち
帰
っ
て
、
織
屋
の
方
で
糸
を
乾
燥
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
ピ
ー

ク
の
時
は
、
ど
こ
の
織
屋
で
も
か
な
り
儲
か
っ
た
ら
し
く
、
祇
園
へ
遊

び
に
行
っ
た
り
、
織
屋
を
ビ
ル
に
建
て
替
え
た
り
し
て
、
西
陣
が
ビ
ル

街
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
糸
染
め
は
西
陣
織
の
製
造
工
程
で
は

末
端
の
下
請
け
で
あ
っ
た
た
め
に
、
織
屋
の
力
が
か
な
り
強
く
、
値
段

交
渉
が
難
し
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
な
か
な
か
一
色
あ
た
り
の
値

段
が
上
が
ら
ず
、
毎
日
朝
か
ら
晩
ま
で
働
き
詰
め
だ
っ
た
た
め
、
糸
染

職
人
た
ち
は
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

現
在
は
午
前
八
時
四
五
分
頃
に
出
勤
し
、
午
前
九
時
に
始
業
、
そ
の

後
織
屋
へ
注
文
を
聞
き
に
回
る
の
が
、
そ
の
日
の
仕
事
で
あ
る
。
注
文

数
が
か
な
り
減
っ
た
た
め
、
最
近
で
は
だ
い
た
い
午
後
三
時
か
四
時
に

は
仕
事
を
終
え
て
帰
宅
し
た
り
、
地
域
で
の
会
合
に
参
加
し
た
り
、
午

後
十
時
頃
ま
で
呑
み
に
行
っ
た
り
し
て
い
る
。
仕
事
が
な
い
た
め
、
一

色
ご
と
に
釜
の
染
液
を
変
え
る
く
ら
い
余
裕
が
あ
る
。
余
り
に
仕
事
が

な
い
た
め
、
現
在
の
一
般
家
庭
で
必
要
な
年
収
に
も
満
た
な
い
こ
と
か

ら
、
岡
本
氏
は
自
分
の
息
子
な
ど
に
後
を
継
が
せ
る
こ
と
は
考
え
て
お

ら
ず
、
次
の
世
代
に
仕
事
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
く
か
ど
う
か
わ
か
ら
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な
い
と
い
う
。
近
く
の
機
械
染
め
工
房
で
は
、
西
陣
織
だ
け
で
は
食
べ

て
い
け
な
い
の
で
、
他
地
域
の
染
め
物
か
ら
の
注
文
も
受
け
て
い
る
と

い
う
。
ま
た
、
染
屋
は
仕
事
内
容
や
仕
事
中
の
工
房
内
の
環
境
が
、
か

な
り
過
酷
で
あ
る
。
年
中
火
の
側
で
の
仕
事
に
な
る
た
め
、
夏
場
は
三

六
〜
三
七
度
ま
で
工
房
内
の
気
温
が
上
が
り
、
冬
場
は
夏
場
に
比
べ
る

と
ま
だ
ま
し
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
二
階
部
分
の
吹
き
抜
け
で
天
井
が

高
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
な
か
な
か
部
屋
が
暖
ま
ら
な
い
。
さ
ら
に
水

を
含
ん
だ
絹
糸
を
動
か
し
持
ち
上
げ
る
な
ど
、
重
労
働
と
な
る
作
業
も

多
い
た
め
、
こ
れ
ら
も
後
継
者
不
足
の
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
現
在
で
は
人
を
雇
う
こ
と
も
な
か
な
か
容
易
で

は
な
く
、
家
族
ぐ
る
み
で
経
営
し
て
い
る
と
こ
ろ
し
か
な
い
状
況
で
あ

る
。
そ
の
他
、
先
述
の
ピ
ー
ク
時
に
建
て
ら
れ
た
ビ
ル
は
一
〇
年
ほ
ど

前
か
ら
徐
々
に
売
却
さ
れ
て
、
新
し
く
戸
建
て
の
家
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な

ど
へ
と
建
て
替
わ
っ
て
い
っ
て
い
る
た
め
、
町
の
風
景
が
良
く
も
悪
く

も
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
今
も
あ
る
織
屋
は
、
そ
の
ピ
ー

ク
時
に
堅
実
な
商
売
を
や
っ
て
き
た
と
こ
ろ
が
残
っ
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

第
三
章

西
陣
織
の
現
状
と
課
題
、
取
り
組
み

(

一)

西
陣
織
会
館
に
つ
い
て

西
陣
織
会
館
は
、
京
都
市
上
京
区
堀
川
通
今
出
川
に
あ
る
六
階
建
て

の
ビ
ル
で
あ
る
。
一
か
ら
三
階
は
西
陣
織
に
つ
い
て
の
展
示
、
販
売
を

行
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
上
の
階
は
貸
し
展
示
場
や
茶
室
が
あ
り
、
地

域
の
展
示
会
や
着
付
教
室
や
和
裁
教
室
な
ど
の
習
い
事
の
会
場
と
し
て

活
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
乗
用
車
の
ほ
か
に
観
光
バ
ス
が
駐
車
で
き

る
ス
ペ
ー
ス
も
あ
り
、
ツ
ア
ー
客
や
修
学
旅
行
生
を
迎
え
る
こ
と
も
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
階
は
中
央
部
分
に
ネ
ク
タ
イ
が
展
示
・
販
売
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

壁
に
は
西
陣
織
の
歴
史
や
生
産
工
程
、
原
料
で
あ
る
繭
に
つ
い
て
の
展

示
部
屋
や
、
簡
易
機
が
二
〇
台
ほ
ど
置
い
て
あ
る
機
織
り
の
体
験
部
屋

な
ど
が
あ
る
。
二
階
に
は
西
陣
織
で
作
ら
れ
た
土
産
品
が
並
ん
で
お
り
、

キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
や
が
ま
口
ポ
ー
チ
の
ほ
か
に
、
イ
ヤ
リ
ン
グ
、
鞄
、
ス

ト
ー
ル
な
ど
の
服
飾
雑
貨
類
や
テ
ー
ブ
ル
セ
ン
タ
ー
、
手
ぬ
ぐ
い
な
ど

の
日
用
品
、
そ
の
他
人
形
や
西
陣
織
の
カ
バ
ー
が
か
か
っ
た
御
朱
印
帳

な
ど
、
幅
広
い
品
物
が
あ
る
。
羽
織
や
着
物
な
ど
は
中
古
品
も
取
り
扱
っ
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て
お
り
、
一
万
円
を
切
る
商
品
も
あ
る
な
ど
、
手
頃
な
価
格
で
西
陣
織

の
着
物
を
買
う
こ
と
が
で
き
る
。
最
近
で
は
外
国
人
に
浴
衣
が
売
れ
て

い
る
そ
う
で
、
ガ
ウ
ン
と
し
て
使
う
と
い
う
方
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
フ
ロ
ア
に
は
本
物
の
手
機
が
置
い
て
あ
り
、
実
際
に
織
り

手
が
帯
な
ど
を
織
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
三
階
で
は
特
別
展
の
ブ
ー
ス
や
着
物
シ
ョ
ー
の
舞

台
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
無
料
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
着
物
シ
ョ
ー
は

毎
日
六
回
、
一
〇
分
ほ
ど
の
公
演
を
行
っ
て
お
り
、
六
人
の
女
性
が
そ

れ
ぞ
れ
振
袖
や
訪
問
着
を
着
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
の
よ
う
に
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
す
る
。
着
て
い
る
着
物
は
、
季
節
ご
と
に
柄
や
色
が
変
わ
っ
て

い
る
。
一
人
一
人
ス
テ
ー
ジ
の
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
や
曲
が
決
め
ら
れ
て
お

り
、
着
物
を
よ
り
引
き
立
た
せ
る
演
出
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
テ
ー

ジ
脇
に
は
ス
ク
リ
ー
ン
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
名
が

日
本
語
と
英
語
の
二
カ
国
語
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
客
席
は
七
〇
席
近

く
あ
り
、
こ
こ
で
も
観
光
客
や
修
学
旅
行
生
を
迎
え
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

(

二)

浜
卯
染
工
場
で
の
取
り
組
み

数
年
ほ
ど
前
か
ら
、
地
域
の
小
学
校
で
繭
玉
を
染
め
る
体
験
学
習
を

行
っ
て
お
り
、
二
〇
一
九
年
は
十
一
月
二
十
四
日
に
行
っ
た
。
子
ど
も

た
ち
と
原
色
の
赤
、
青
、
黄
色
と
、
青
と
黄
色
を
混
ぜ
た
緑
の
四
色
を

染
め
る
が
、
中
に
蚕
の
蛹
が
入
っ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
、

途
端
に
嫌
が
ら
れ
る
と
い
う
。
染
め
た
繭
玉
は
、
四
色
セ
ッ
ト
で
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
て
い
る
。
ま
た
、
織
屋
も
小
さ
い
機
織
り
機
で
の
機
織
り
体

験
を
同
時
に
開
催
し
て
お
り
、
各
小
学
校
を
一
緒
に
回
っ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
、
雑
誌
な
ど
メ
デ
イ
ア
か
ら
の
取
材
を

多
数
受
け
て
い
る
ほ
か
、
修
学
旅
行
生
を
受
け
入
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

そ
こ
で
糸
染
め
の
技
術
を
広
く
紹
介
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
依
頼
は

組
合
に
ま
ず
依
頼
が
あ
り
、
組
合
か
ら
依
頼
さ
れ
て
受
け
る
形
が
多
い
。

し
か
し
、
大
抵
の
染
屋
の
工
房
は
狭
い
た
め
、
比
較
的
広
い
浜
卯
染
工

場
が
引
き
受
け
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。

(

三)

西
陣
織
の
今
後

現
在
の
西
陣
織
の
生
産
を
支
え
て
い
る
の
は
、
糸
染
め
に
限
ら
ず
ど

の
工
程
も
機
械
業
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
糸
染
め
も
精
錬
も
機

械
化
し
た
理
由
に
、
他
の
地
域
の
需
要
に
応
え
る
た
め
と
い
う
の
が
あ

る
。
そ
の
理
由
の
お
か
げ
で
、
西
陣
織
以
外
で
の
働
き
口
が
確
保
で
き
、

現
在
も
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
糸
染
め
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の
中
の
手
染
め
や
、
織
り
で
の
綴
織
の
よ
う
な
手
織
り
な
ど
、
手
作
業

で
生
産
を
行
っ
て
い
る
方
法
は
、
今
ま
さ
に
消
え
か
か
ろ
う
と
し
て
い

る
。
ど
の
工
程
も
職
人
の
高
齢
化
が
か
な
り
進
み
、
現
在
手
作
業
を
担
っ

て
い
る
職
人
た
ち
が
引
退
し
て
し
ま
え
ば
、
後
継
者
が
い
な
い
た
め
に

廃
業
と
な
る
工
房
が
か
な
り
多
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
さ
ら
に

岡
本
氏
の
話
に
も
あ
る
通
り
、
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
稼
ぎ
が
得
ら

れ
な
い
た
め
に
、
後
継
者
を
た
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ

も
多
い
。
そ
の
た
め
職
人
や
工
房
の
減
少
を
止
め
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
く
、
革
新
的
な
方
法
が
な
い
限
り
に
は
か
な
り
難
し
い
と
い
え
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
こ
で
手
作
業
で
行
わ
れ
て
い
る

技
術
を
後
継
者
へ
伝
承
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
文
献
や
記
録
、
資
料

と
し
て
今
の
う
ち
に
残
す
こ
と
で
、
後
世
に
伝
え
て
い
け
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
担
い
手
が
い
る
現
在
が
、
西
陣
に
生
き
る
職
人
の

技
術
を
残
す
最
後
の
機
会
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
と
め

こ
こ
ま
で
西
陣
織
の
概
要
や
、
糸
染
め
に
特
化
し
た
歴
史
、
生
産
技

術
、
職
人
の
民
俗
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
特
に
明
治
以
降
、
積
極
的

な
姿
勢
で
海
外
の
技
術
を
取
り
込
み
、
現
代
ま
で
存
在
感
を
も
っ
て
き

た
こ
と
は
、
西
陣
織
に
は
時
代
が
変
わ
っ
て
も
残
り
続
け
る
魅
力
が
保

た
れ
て
き
た
た
め
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
染
め
や
精
錬
に
お
い
て
も
同
様

で
、
現
在
に
至
る
ま
で
紆
余
曲
折
は
あ
り
な
が
ら
も
、
積
極
的
に
改
良
・

改
善
し
て
い
く
と
い
う
、
往
事
の
活
気
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
し
、
現
在
で
は
業
界
全
体
が
、
伝
統
的
な
手
作
業
を
維
持
し
て
い
く

こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
現
時
点
で
危
機
的
な
状
態
で
あ
る
こ
と
が
、
今

回
の
調
査
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
機
械
化
も
進
ん
で
い
る
た
め
、
西

陣
織
自
体
が
消
え
て
い
く
こ
と
は
ま
だ
先
だ
と
し
て
も
、
こ
の
先
さ
ら

に
衰
退
へ
と
向
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て

は
、
公
的
な
協
力
を
得
る
な
ど
し
て
、
本
格
的
な
技
術
保
存
を
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
西
陣
織
に
携
わ

る
職
人
た
ち
は
伝
統
工
芸
士
の
資
格
を
取
得
し
て
は
い
る
も
の
の
、
西

陣
織
の
組
合
が
定
め
た
よ
う
な
職
人
と
い
う
の
が
い
な
い
。
こ
う
い
っ

た
も
の
を
定
め
て
さ
ら
な
る
ブ
ラ
ン
ド
化
を
は
か
る
こ
と
も
、
一
つ
の

方
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
技
術
伝
承
よ
り

も
技
術
保
存
や
記
録
に
力
を
入
れ
て
い
く
こ
と
も
、
重
要
に
な
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
、
話
者
が
職
人
と
し
て
生
き
た
証
を
残
す

こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
記
録
保
存
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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《
注
》

(
１)

西
陣
織
の
伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
指
定
さ
れ
た
の
は
綴
、
経
錦
、
緯

錦
、
緞
子
、
朱
珍
、
紹
巴
、
風
通
、
綟
り
織
、
本
し
ぼ
織
、
ビ
ロ
ー
ド
、

絣
織
、
紬
の
十
一
品
種
、
十
二
品
目
で
あ
る
。

(

２)

綛
と
は
糸
を
一
定
の
長
さ
に
何
回
も
繰
り
返
し
て
束
ね
た
も
の
の
こ

と
で
あ
る
。
現
在
は
綿
糸
七
六
メ
ー
ト
ル
、
毛
糸
五
一
二
メ
ー
ト
ル
を

一
カ
セ
、
一
タ
バ
と
い
う
が
、
一
般
的
に
糸
束
の
代
名
詞
と
し
て
も
用

い
ら
れ
て
い
る
用
語
で
も
あ
る
。

(

３)

現
在
で
は
ジ
ャ
カ
ー
ド
が
ほ
と
ん
ど
全
て
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
が
、

ジ
ャ
カ
ー
ド
が
普
及
す
る
前
は
空
引
機
が
古
来
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
。

こ
れ
は

｢

空
引
の
人｣

と
い
わ
れ
る
役
の
織
工
が
機
の
上
部
に
乗
り
経

糸
を
動
か
し
、
下
の
織
工
と
掛
け
声
を
か
け
合
い
な
が
ら
二
人
一
組
で

操
作
し
て
い
く
機
で
あ
っ
た
。

(

４)

一
回
目
の
大
火
は
一
七
三
〇
年
に
起
き
た

｢
西
陣
焼
け｣

と
呼
ば
れ

る
大
火
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
享
保
年
間
で
は
七
〇
〇
〇
余
り
あ
っ
た

織
機
の
う
ち
、
三
〇
〇
〇
余
り
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
。
二
回
目
の
大

火
は
一
七
八
八
年
に
起
き
て
お
り
、
こ
の
時
は
西
陣
中
枢
が
ほ
と
ん
ど

全
焼
し
た
。
こ
れ
は
一
時
生
産
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
ほ
ど
の

損
害
で
あ
っ
た
と
い
う
。

(

５)
『

西
陣
天
狗
筆
記』

は
一
八
四
五
年
に
紋
意
匠
図
屋
の
井
関
相
模
介

政
因
が
、
西
陣
の
各
種
の
情
報
を
集
め
て
書
い
た
本
で
あ
る
。
上
下
巻

あ
り
、
写
本
が
西
陣
小
学
校
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

(

６)

当
時
の
京
都
市
立
洛
陽
高
等
学
校
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
界
の
跡
取
り

や
職
人
を
目
指
し
て
い
る
人
が
集
ま
っ
て
い
た
。
一
ク
ラ
ス
四
〇
人
ほ

ど
で
、
色
染
科
は
一
学
年
で
一
ク
ラ
ス
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の

学
科
に
は
西
陣
織
関
係
の
子
の
ほ
か
に
、
京
友
禅
の
子
な
ど
い
た
と
い

う
。
こ
こ
で
染
め
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
を
学
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所

に
帰
っ
て
応
用
し
て
い
っ
た
。

(

７)

京
都
府
繊
維
染
色
工
業
組
合
と
は
一
九
六
三
年
に
発
足
し
た
組
合
の

こ
と
で
あ
る
。

(

８)

伝
統
工
芸
士
と
は
一
九
七
四
年
に
公
布
さ
れ
た
伝
統
的
工
芸
品
産
業

の
振
興
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
い
て
、
伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
会
が

認
定
し
て
い
る
国
家
資
格
の
こ
と
で
あ
る
。
認
定
さ
れ
る
に
は
い
く
つ

か
の
試
験
が
あ
る
が
、
こ
の
試
験
を
受
験
で
き
る
人
は
十
二
年
以
上
の

実
務
経
験
年
数
が
あ
る
こ
と
や
そ
の
産
地
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
条

件
で
あ
る
た
め
、
か
な
り
難
易
度
が
高
い
。
ま
た
、
産
地
そ
れ
ぞ
れ
が

追
加
で
定
め
た
規
定
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
や
規
定
を
突
破
し
た
人

を
産
地
組
合
が
伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
会
へ
申
請
さ
れ
、
初
め
て
試

験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
試
験
内
容
は
三
つ
あ
り
、

実
技
試
験
、
面
接
に
よ
る
口
頭
試
問
、
筆
記
試
験
で
あ
る
。
実
技
試
験

と
面
接
は
そ
れ
ぞ
れ
の
産
地
組
合
が
受
け
持
っ
て
お
り
、
筆
記
試
験
は

伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
会
が
出
題
す
る
専
門
的
な
知
識
が
問
わ
れ
る

内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
試
験
に
合
格
す
る
と
伝
統
工
芸
士
と

し
て
認
定
さ
れ
、
認
定
証
が
贈
ら
れ
る
。

(
９)

愛
宕
神
社
と
は
京
都
市
右
京
区
西
北
部
に
あ
る
愛
宕
山
山
頂
に
鎮
座

し
て
い
る
神
社
で
あ
る
。
祭
神
は
本
社
に
伊
弉
冉
尊
、
天
熊
人
命
、
埴

山
姫
命
、
稚
産
日
命
、
豊
受
姫
命
の
五
柱
、
若
宮
社
に
雷
神
、
迦
倶
槌

命
、
破
无
神
の
三
柱
を
祀
っ
て
い
る
。
火
伏
せ
の
神
と
呼
ば
れ
る
の
は
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迦
倶
槌
命
に
由
来
す
る
。
ま
た
、
神
仏
習
合
に
伴
い
、
険
し
い
こ
の
山

に
登
り
修
行
を
す
る
修
験
者
が
栄
え
た
と
し
て
、
祭
神
を
愛
宕
権
現
太

郎
坊
と
し
、
姿
が
天
狗
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。

(

�)
愛
宕
千
日
詣
で
、
愛
宕
千
日
詣
と
も
呼
ば
れ
る
。
今
回
の
聞
き
取
り

調
査
で
は
千
日
参
り
と
教
え
ら
れ
た
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
通
り
に
記

す
。
毎
年
七
月
三
十
一
日

(

陰
暦
で
は
六
月
二
十
四
日)

に
松
明
を
灯

し
な
が
ら
山
頂
の
愛
宕
神
社
を
目
指
す
行
事
で
あ
る
。
当
日
参
拝
す
る

と
千
日
詣
で
た
こ
と
に
な
り
、
三
歳

(

＝
千
日)

ま
で
の
子
ど
も
が
登

る
こ
と
で
一
生
火
難
に
あ
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
山
頂
へ
着
い
た
ら

防
火
の
御
札
を
も
ら
い
、
樒
の
枝
を
買
っ
て
帰
り
、
樒
の
枝
は
籠
の
間

か
門
前
に
さ
し
て
火
除
け
と
し
て
用
い
る
。

(

�)

御
火
焚
、
御
火
焚
き
と
も
呼
ば
れ
る
。
今
回
の
聞
き
取
り
調
査
で
は

お
火
焚
と
教
え
ら
れ
た
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
通
り
に
記
す
。
十
一
月

か
ら
十
二
月
に
か
け
て
京
都
地
方
と
そ
の
周
辺
地
域
で
行
わ
れ
る
火
祭

の
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
宮
中
、
公
卿
邸
、
神
社
、
民
家
な
ど
で

連
日
庭
で
火
が
焚
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
近
世
末
期
頃
に
な
る

と
、
火
事
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
民
家
で
火
を
焚
く
こ
と
が
禁
止
さ
れ

た
。
現
在
で
は
神
社
で
の
神
事
が
行
わ
れ
て
お
り
、
松
薪
を
井
桁
に
積

み
上
げ
、
中
央
に
神
の
依
代
と
な
る
笹
を
立
て
、
そ
の
年
の
新
穀
や
神

酒
な
ど
を
供
え
る
。
神
楽
や
祝
詞
を
あ
げ
た
後
に
、
新
し
く
き
っ
た
浄

火
、
も
し
く
は
神
前
の
斎
火
を
笹
に
移
し
、
燃
え
上
が
っ
た
ら
神
酒
を

注
ぎ
最
後
に
爆
竹
を
鳴
ら
す
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
現
在
有
名
な
も
の

は
伏
見
稲
荷
神
社
、
八
坂
神
社
な
ど
で
、
伏
見
稲
荷
神
社
で
は
毎
年
十

一
月
八
日
に
行
わ
れ
、
信
徒
が
奉
納
し
た
十
数
万
本
も
の
火
焚
串
を
境

内
で
燃
や
し
て
い
る
。
し
か
し
、
神
社
で
の
や
り
方
と
、
今
回
聞
き
取

り
調
査
し
た
内
容
と
は
全
く
違
っ
た
お
火
焚
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
民
家

で
や
る
や
り
方
が
現
存
し
て
い
る
パ
タ
ー
ン
と
考
え
ら
れ
る
。
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