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「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
或
は
「
手
ぐ
す
ね
を
引
く
」
と
い
ふ
言
葉
に
つ
い
て
は
、
か
つ

て
、
松
尾
捨
次
郎
博
士
が
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
手
ぐ
す
ね
。
あ
ら
ん
限
り
の
備
し
て
待
ち
受
く
る
を
、「
手
ぐ
す
ね
引
い
て
待
つ
」
と
い
ふ
は
:
:
:
弓
の
弦
な
ど
を
強
く
せ
む
為
に
、
松
脂
と
油
と
を
交
へ
た

る

υ引
制
と
い
ふ
も
の
を
引
く
。
手
ー
の
引
制
引
く
は

「
手
に
く
す
ね
を
引
く
」
と
い
ふ
こ
と
な
め
り
。
言
海
に
は
灯
引
制
に
薬
煉
の
字
を
当
て
た
り
。
弓
術
の
書

に
は
天
鼠
の
字
を
用
ゐ
る
。

之
に
つ
い
て
は
、
三
矢
君
か
ら

「其
は
昔
か
ら
さ
う
説
い
て
ゐ
る
よ
う
だ
」
と
注
意
さ
れ
た
。
し
か
し
後
更
め
て
売
へ
て
見
る
と
、
く
す
ね
は
粘
り
づ
よ
い
物

で
あ
る
か
ら
、
手
に
之
を
附
け
て
は
、
弓
も
矢
も
取
扱
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
此
の
解
は
面
白
く
な
い
。
山
崎
芸
人
成
著
の
海
録
と
い
ふ
書
に
「
弓
の
す
べ
ら

ざ
る
を
欲
し
て
、
薬
煉
と
い
へ
る
者
を
、
弓
手
の
ゆ
が
け
に
つ
く
る
」
と
あ
る
。
美
成
の
伝
記
を
く
は
し
く
知
ら
な
い
の
で
、
断
言
し
か
ね
る
が
、
弓
術
の
方
に

余
り
通
じ
て
居
な
か
っ
た
者
か
。
若
し
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
共
の
薬
煉
は
〈
(
「
の
引
引
制
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
手
に
せ
よ
ゆ
が
け
に
せ
よ
。
今
の
く
す
ね
を
附
け

て
は
、
弓
を
引
く
事
は
困
難
で
あ
る
。
或
は
手
ぐ
す
ね
は
手
製
乃
至
特
製
の
意
で
、
上
等
な
物
を
い
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
と
も
思
は
れ
る
が
、
戦
場
に
用
ゐ
る
附

弓
は
、
弦
に
絹
糸
を
巻
き
、
之
に
漆
を
塗
っ
て
あ
る
の
で
、
今
の
薬
煉
な
ら
、
弦
に
も
用
ゐ
ゃ
う
が
な
い
。
特
に
保
元
物
語
に

「
さ
き
細
打
呑
ひ
、
下
ぐ
す
ね
引

「
大
鏑
を
打
く
は
せ
て
剥
け
引
ね
引
て
た
め
ら
ひ
見
る
程
に
」
な
ど
と
あ
る
所
か
ら
見
る
と
、
矢
を
呑
へ
た
後
に
、
引
く
の
で
あ
る
か
ら
、

い
て
ぞ
控
へ
た
る
」

弓
手
や
弦
に
引
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
馬
手
に
引
く
と
見
る
の
が
穏
か
で
あ
る
。
さ
う
す
れ
ば
、
今
の
世
ギ
リ
コ
と
い
っ
て
弓
手
馬
手
両
方
の
弓
が
け
に
付
け
て

程
よ

す
べ
る
や
う
に
す
る
者
を
、
弦
に
つ
け
る
薬
煉
と
区
別
す
る
為
に
、
手
ぐ
す
ね
と
い

っ
た
か
と
思
は
れ
る
。
汗
リ
コ
と
い
ふ
の
は
松
脂
を
煮
て
、
ザ
ラ
ザ

ラ
こ
し
た
者
で
あ
る
か
ら
、
薬
煉
と
い
i
字
に
は
明
か
当
ら
な
い
や
う
な
気
も
す
る
が
、
多
分
此
れ
で
あ
ら
う
己

註
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下
ぐ
す
ね
引
く
」
考

二
五

(
一
一
一
一
)

松
尾
博
士
が
「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
に
対
し
て
、
有
の
や
う
な
新
説
を
提
出
さ
れ
た
の
は
、
元
来
こ
の
言
葉
の
原
兼
や
そ
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、

従
芳
の
説
明
や
解
釈
か
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
未
だ
納
得
す
べ
き
定
説
が
得
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
原
義
が
如
何
ゃ
う
で
あ
ら
う
と
も
、

こ
の
一一一一
口
莱
は
現
今
で
も
、
屡
々
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、

，「
手
ぐ
す
ね
引
く
パ
ス
登
山
容
二
割
捕
し
当
込
む
」
(
昭
和
三
十
二
年
六
月
二
十
日
「
朝
日
新
聞
」
夕
刊
〉

「
十
一
月
一
日
の
狩
織
解
禁
(
北
海
道
は
十
月
一
日
)
を
ひ
か
え
て
、

ハ
ン
タ
ー
は
手
ぐ
す
ね
引
い
て
い
る
が
;
:
:
」

日
」
増
大
号
、
九
一
頁
)

こ
の
言
葉
の
転
義
と
し
て
の
「
あ
ら
ん
限
り
の
備
へ
を
し
て
待
ち
受
け
る
」
と
い
ふ
意
味
に
お
い
て
は
、

例
へ
ば
、

(
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
三
日
「
週
刊
刺

と
あ
る
。

こ
の
や
う
に
、
こ
の
一-コ
門
葉
は
、
今
日
に
お
い
て
は
未
だ
廃
語
に
ま
で
は
至
っ
て
ゐ
ず
、
ま
た
、
今
後
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
行
く

で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

て
る
お
か

・
や
す
た
か
氏
も
、

「
す
ら
ん
ぐ
」

(
唱
和
三
十
二
年
四
月
刊
)
の
中
で
こ
れ
を

「
あ
な
た
の
コ
ト
パ

・

わ
た
し
の
コ
ト
パ
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
、
今
一
度
、
こ
の
言
葉
に
つ
し
て
一
考
察
を
試
み
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
徒
費
で
は

な
し
で
あ
ら
う
。

〈れ

v 

松
ω用
捨
次
郎
持
「
同
一治
教
学
の
体
験
、
」
所
収
「
弓
術
修
業
か
ら
得
た
と
こ
ろ
」
九

O
頁。

(ニ)

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
の
原
義
の
芳
察
に
先
立
っ
て
、
過
去
の
用
例
に
つ
い
て
見
る
に
、

「
保
元
物
語
」
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
が
、

文
献
上
の
初
日
九
の
や
う
で
あ
る
。

「
為
朝
;
:
:
「
御
鎧
ヲ
ハ
八
竜
ト
見
巾
テ
候
、
警
如
何
成
御
鎧
一
一
テ
モ
候
へ

、
二
ノ
矢
一
一
於
テ
ハ
申
請
ン
ス
ル
ニ
候
、
矢
坪
ヲ
指
テ
承
リ
侯
ハ
ン
、
真
向
御
頚
ノ

骨
ハ
恐
モ
候
、
ク
ツ
ケ
イ
、
弦
ハ
シ
リ
障
子
ノ
板
、
脇
立
ノ
上
、
愛
ヲ
射
ヨ
ト
承
テ
一
矢
仕
候
ノ
ン
、
御
前
ノ
雑
人
ヲ
除
-
フ
レ
侯
へ
」
ト
テ
、
件
ノ
サ
キ
細
打
番

ヒ
、
手
ク
ス
ネ
引
テ
ソ
控
ヘ
タ
ル
己

(
門
河
殿
攻
落
事
〉
(
註一一)

「
一
定
為
朝
ヲ
討
ン
ト
テ
大
勢
向
フ
ヨ
ト
心
得
、
先
物
ノ
色
ヲ
見
ン
ト
テ
、
弓
押
張
大
ノ
雁
俣
二
ツ
三
ツ
取
テ
、
急
キ
歩
出
テ
見
レ
ハ

、
船
次
第
一
一
近
附
、
為
朝

折
節
大
事
ノ
所
労
ヲ
シ
テ
、
八
十
余
日
臥
ケ
ル
力
、
宜
シ
ク
成
テ
二
十
日
許
ノ
事
也
、
弓
勢
事
ノ
外
弱
テ
覚
ケ
レ
ト
モ
、
大
鏑
ヲ
打
ク
ハ
セ
テ
、
手
ク
ス
ネ
引
テ
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手
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す
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引
く
」
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ハ為
朝
鬼
島
渡
井
最
期
事
)

「
保
元
物
語
」
に
お
い
て
は
、
右
の
二
箇
所
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
て
、
多
く
の
辞
書
で
は
、
こ
の
言
葉
の
用
例
と
し
て、

こ
の
及
、
が
引
用
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
o
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
文
は
、
「
保
元
物
語
」
と
し
て
は
異
本
と
さ
れ
て
ゐ
る
京
師
木
、
杉
原
本
に
載
せ
ら
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
流
布
木
に
お
い
て
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
、

タ
メ
ラ
ヒ
見
ル
程
ニ
:
:
:
」

(
註
三
)

「為
朝
:
:
:
「
誠
に
御
免
を
裳
ら
ば
、
二
の
矢
を
仕
ら
ん
。
真
向
内
兜
は
恐
れ
も
侯
。
障
子
の
板
か
、
栴
檀
弦
走
り
か
o

胸
板
の
真
中
か
o

草
摺
な
ら
ば

一
の
板

と
も
二
の
板
と
も
、
矢
坪
を
憶
か
に
承
っ
て
仕
ら
ん
」
と
て
、
既
に
箭
取
っ
て
番
は
れ
け
る
所
に
:
:
:
」
(
註
四
)

「
御
曹
司
矢
比
少
し
遠
け
れ
ど
大
鏑
を
取
っ
て
番
ひ
、
小
肘
の
廻
る
程
引
詰
め
て
ひ
ょ
う
と
放
つ
日
(
註
五
)

と
な
っ
て
ゐ
て
、

イ木

「
手
ぐ

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
の
言
葉
は
無
い
。
流
布
本
に
無
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
甚
だ
重
要
な
こ
と
と
思
は
れ
る
。

す
ね
引
く
」
と
い
ふ
言
葉
が
、
射
芸
、
特
に
丸
一
服
仁
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
武
射
の
記
事
が
さ
か
ん
に
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
軍
記

物
語
に
は
、
随
所
に
見
出
さ
れ
き
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
事
実
は
こ
れ
に
反
し
て
、
流
布
木
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
な

い
の
み
九
ら
ず
、
他

「
義
経
記
」
あ
た
り
に
も
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
わ
け
で
あ

の
軍
記
物
、
例
へ
ば
「
平
治
」

「
平
家
」

「
源
平
盛
衰
記
」

ら
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
や
が
て
、
こ
の
言
葉
の
原
義
の
解
明
に
一
つ
の
示
唆
を
与
へ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
後
で
触
れ
る
こ
と
、
す
る
。

「
保
元
物
語
」
後
の
用
例
と
し
て
は
、

「
井
蛙
抄
」
に

「
或
時
高
尾
法
華
会
に
西
行
ま
い
り
て
花
の
陰
な
と
お
が
め
あ
り
き
け
る
o

弟
子
と
も
是
か
ま
へ
て
上
人
(
註
文
覚
上
人
)
に
し
ら
せ
し
と
思
ひ
て

o

法
華
会
も
は
一
河

坊
へ
帰
り
け
る
に
。
庭
に
物
申
侯
は
ん
と
云
人
有
。
上
人
た
そ
と
と
は
れ
け
れ
ば
。
西
行
と
申
も
の
に
て
候
。
法
華
結
縁
の
た
め
参
り
て
候
。
今
は
日
く
れ
候

c

一
夜
此
庵
室
に
候
は
ん
と
て
参
て
候
と
い
ひ
け
れ
ば
上
人
う
ち
に

J

や
や
わ
か
れ
げ
て
お
も
ひ
っ
る
事
か
な
ひ
た
る
琳
に
て
。
あ
か
り
障
子
を
あ
け
て
ま
ち
出
J
m
U
)

「
物
草
郎
」
に

「
物
草
太
郎
こ

を
見
て
、
愛
に
こ
そ
わ
が
北
の
方
は
出
で
き
ぬ
れ
。
あ
っ
ば
れ
疾
く
近
づ
け
か
し
。
抱
き
つ
か
む
、
口
を
も
吸
は
ば
や
と
思
ひ
て
、
手
ぐ
す
ね



わ
」
引
ト
大
手
広
げ
て
待
ち
屑
た
り
」
(
註
八
)

「竹
斎
物
語
」
に

「
竹
斎
、
取
を
考
へ
て
「
熱
気
は
な
き
か
」
と
問
ひ
け
れ
ば
「
熱
気
は
あ
る
」
と
申
し
け
り
。

「さ
て
こ
そ
申
さ
ぬ
事
か
」
と
て
手
ぐ
す
ね
引
い
て
飛
び
し
さ

「
さ
て
こ
そ
申
さ
ぬ
事
か
」
と
て
自
慢
顔
に
、ぞ
見
え
に
け
る
。

と
問
ひ
け
れ
ば
「
常
々
虫
も
あ
り
」
と
い
ふ
。
「
さ
り
や
こ
そ
さ
や
う
に
あ
ら
む
」
と
い
ひ
手
ぐ
す
ね
し
て
こ
そ
見
え
に
け
れ
」

「虫
は
な
さ
か
」

「頭
痛
は
せ
ぬ
カ
」
と
問
ひ
け
れ
ば
「
A
び
ん
の
あ
た
り
が
痛
む
」
と
い
ふ
。

(註
九
)

「
淀
鯉
出
世
滝
徳
」
に

「
そ
れ
そ
れ
そ
こ
へ
叉
提
灯
。
今
度
は
よ
も
や
は
ま
る
ま
い
と
、
潜
り
く
ぐ
る
を
手
れ
わ
ね
和
、
女
一閃
し

っ
か
と
引
捉
へ
見
れ
ば
:
:
:
」
(註
一

O
)

「
梶
狩
剣
丈
地
」
に

「
さ
あ
下
馬
せ
う
か
せ
ま
い
か
、
似
し
引
ず
り
下
さ
う
か
と
、
手
ぐ
す
ね
引
い
て
せ
め
つ
く
る
己

(註

一
一
)

「
，K
殺
油
地
獄
」
に

「
そ
り
ゃ
そ
り
ゃ
来
た
ぞ
と
三
人
が
、
イ
や
か
わ
か
礼
げ
た
る
顔
色
、
小
菊
遠
目
に
は

っ
と
驚
き
:
::」

(註
一
一
一
)

「
仮
名
手
木
忠
臣
蔵
」
に

「
い
じ
従
万
の
目
釘
を
し
め
し
、
手
ぐ
す
ね
引
い
て
符
ち
か
け
ゐ
る
己
(註一

三
)

「
伊
賀
越
道
中
機
ス
ム
ノ
」
に

「
「
ス
リ
ヤ
股
五
郎
殿
は
此
内
に
肘
さ
っ
し
ゃ
る
か
、
フ
ク
シ
テ
外
に
連
の
衆
で
も
ご
ざ
る
か
な
」
「
イ
ヤ
イ
ヤ
供
も
な
し
、
た
っ
た
一
人
、
奥
底
な
ふ
附
し
て

「
何
条
知
た
る
股
五
郎
、
手
取
に
す
る
は
安
か
り
な
ん
」
と
手
ぐ
す
ね
引
て
特
大
胆
、
志
津
馬
は
:::」

た
も
」
と
打
明
け
語
る
は
思
ふ
章
、

(註
一

四
)

明
治
以
降
に
お
し
て
も
、

「
余
色
夜
叉
」
に
、

「独
り
宮
の
み
は
騒
げ
る
体
も
な
く
て
、
廿
六
の
清
し
き
限
色
は
然
し
も
の
金
剛
石
と
光
を
争
は
ん
や
う
に
、
用
意
深
く
、
心
…様も
幽
し
く
振
舞
へ
る
を
、
崇
拝
者

は
益
憐
び
て
、
我
等
の
慕
ひ
参
ら
す
る
効
は
あ
る
よ
。
偏
に
此
君
を
奉
じ
て
孤
忠
を
全
う
し
、
芸
人
と
冨
と
の
勝
負
を
唯

一
戦
に
決
し
て
、
紳
士
の
憎
き
面
の
皮
を

引
剥
か
ん
と
、
J

お
J

薬
除
引
い
て
符
ち
か
け
た
り
己

(註
一
五
)

「
下
ぐ
す
ね
引
く
」
巧

二
七

(
一
一コニ
) 。



「手
ぐ
す
ね
引
く
」
芳

二
八

(
一
二
内
)

以
上
の
引
用
は
、
も
と
よ
り
用
例
の
全
部
を
網
羅
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
一
端
を
示
し
た
に
過
、
ぎ
な

い
の
で
あ
る
が
、
室
町
以
降
各
時

代
に
わ
た
っ
て
、
こ
の

一一

業
が
使
用
さ
れ
て
来
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
現
在
に
お
い
て
も
、
な
ほ
そ
の
生
命
を
も
ち
続
け
て
ゐ
る
こ
と

は
、
既
に
示
し
た
と
ほ
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
用
法
は
、

「
井
蛙
抄
」
以
下
い
づ
れ
も
転
義
と
し
て
の

「
用
意
万
端
整
へ
る
」
の

意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
も
は
や
原
義
を
想
到
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
は
一
つ
も
無
い
。
で
は
、
こ
の
原
義
を
ど
の
や
う
に
考
へ
る
べ
き
で
あ

ら
う
か
。

(註

二

)

(註

三

)

(
註
四
)

(
註
五
)

(
註
六
)

(
註
七
)

(
註
八
)

(
註
九
)

(註一

O
)

(
註
二
〉

(
註
一
二
〉

(
註
二
二
)

(
註
一
内
)

(註
一
五
)

「
手
ぐ
寸

「
参
考
保
元
物
証
m
」
巻
第
二
。
七
三
一久。

「
参
考
保
元
物
語
」
巻
第
三
。
一
七
三
頁
。

日
本
文
学
大
系
本
「
保
元
物
語
」
四
五
頁
。

一
O
六
頁
。

「
武
射
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
文
学
と
射
芸
l
武
射
と
文
射
」
(
「
人
文
研
究
」
第
五
巻
、
第
四
号
所
収
)
参
照
。

頓
阿
著
「
井
蛙
抄
」
第
六
雑
談
の
部
(
続
群
書
類
従
第
拾
六
輯
下
、
和
歌
部
、
九

一
一一一貝)

日
本
文
学
大
系
第
十
九
巻
「
お
伽
草
子
」
五
O
四
頁
。

烏
丸
光
広
作
と
い
ふ
。
「
竹
斎
物
一
也
巴
下
巻
。
ハ
「
滑
稽
文
学
全
集
」
第
一
巻
、
三
八
頁
)

近
松
門
左
衛
門
作
「
淀
鯉
出
世
滝
徳
」
上
。
(
「
近
松
傑
作
全
集
」
巻
之
一

、
二
四
九
頁
)

近
松
門
左
衛
門
作
「
杓
狩
制
限
本
地
」
第
一

。

(
「
近
松
全
集
」
第
八
巻
、
八
O
五
頁
〉

近
訟
門
左
衛
門
作
「
女
殺
油
地
獄
」
上
。

(
「
近
松
傑
作
全
集
」
巻
之
参
。
六
五
一
頁
〉

「
仮
名
手
本
忠
臣
賊
」
第
三
。
ハ
評
釈
江
戸
文
学
叢
書
「
傑
作
浄
瑠
璃
集
」
下
、
二
二
八
頁
。
〉

「
伊
賀
越
道
中
繁
六
」
第
八
、
岡
崎
の
段
。
ハ
評
釈
江
戸
文
学
叢
書
「
傑
作
浄
瑠
璃
集
」
下
、
七
O
一
頁
)

「
金
色
夜
叉
」
前
篇
、
第
一
章
ハ
一
)
の
一
一
。
〈
岩
波
文
庫
本
「
金
色
夜
叉
」
上
巻
、
二
三
頁
〉

~[ 

(三)

」
の
川
駅
長
に
つ
い
て
解
明
を
お
こ
な
っ
た
も
の
に
、

「
松
屋
筆
記
」
と
「
海
録
」
と
が
あ
る
。

し
づ
れ
も
け
い
.
い
杉
山川
の
も



t 

).' 

L 

の
で
あ
る
。

も
ち

松
屋
筆
記
「
今
俗
、
力
を
い
れ
ん
ず
る
時
、
手
に
つ
ば
き
し
て
物
を
執
を
手
油
を
か
ふ
と
も
叉
手
ぐ
す
ね
を
引
と
も
い
へ
り
。
く
す
ね
繍
な
ど
の
類
に
て
物
を

付
る
に
離
れ
ざ
れ
ば
手
に
執
物
の
落
、ざ
る
よ
う
に
掌
に
唾
を
加
ふ
を
手
ぐ
す
ね
と
は
い
へ
る
也
。
」
(
註
二
ハ
)

海
録
「
「
手
ぐ
す
ね
引
」
と
い
ふ
俗
語
、
俗
に
心
に
思
ひ
構
ふ
る
事
あ
り
て
待
つ
を
、
手
ぐ
す
ね
を
引
て
待
と
い
へ
り
。
こ
れ
は
も
と
軍
陣
の
弓
射
る
詞
よ
り

米
れ
る
也
。
常
の
礼
射
に
は
弓
が
へ
り
あ
れ
ど
、
軍
陣
の
弓
射
る
時
に
は
弓
が
へ
り
な
し
。
な
は
弓
の
握
の
す
べ
ら
ざ
る
事
を
欲
し
て
ク
ス
ネ
と
い
へ
る
も
の
を

弓
手
の
ゆ
が
け
に
着
く
る
也
。
俗
の
喰
に
も
戦
場
に
手
ぐ
す
ね
引
て
待
つ
が
如
し
と
い
へ
る
也
。

扱
ク
ス
ネ
と
い
へ
る
物
は
弓
の
弦
に
も
引
、
釣
針
の
緒
に
も
つ

く
る
も
の
也
。
松
脂
と
油
と
を
合
せ
て
造
れ
り
己
主
一
七
)

こ
の
両
説
は
、
原
義
の
解
明
に
つ
い
て
、
か
な
り
の
対
立
を
示
し
て
ゐ
る
。

「
松
屋
筆
記
」
は
「
手
に
唾
を
加
ふ
を
手
ぐ
す
ね
と
は
い
」
ふ

と
あ
っ
て
、
実
際
に
、
手
に
く
す
ね
を
引
く
の
で
は
な
い
と
し
て
ゐ
る
の
に
対
し
て
、
「
沸
録
」
は
「
弓
の
握
り
の
す
べ
ら
ざ
る
事
を
欲
し
て

ク
ス
ネ
と
い

へ
る
も
の
を
弓
手
の
ゆ
が
け
に
着
く
る
也
」
と
し
て
、
現
実
に
く
す
ね
を
手
に
つ
け
る
こ
と
〉
し
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
両
者
の

い
づ
れ
も
用
意
万
端
整
へ
て
待
つ
の
意
で
あ
り
、
「
井
蛙
抄
」
以
下
の
用
例
も
、

一
応
は
解
釈
に
は
不
自
由

間
に
は
対
立
が
あ
る
に
も
か
、
わ
ら
ず
、
転
義
と
し
て
は
、

こ
の
意
味
に
お
し
て
使
は
れ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
原
義
の
究
明
を
し
な
く
と
も
、

の
な
し
こ
と
で
あ

っ
た
。
多
く
の
辞
.

ゃ
、
註
釈
書
の
殆
ん
ど
大
部
分
が
、
解
釈
す
る
に
当
っ
て
は
、
そ
の
原
義
と
し
て
は
、
イ
松
屋
筆
記
」

或
は
「
海
録
」
の
し
づ
れ
か
一
方
を
採
用
す
る
か
、
又
は
漠
然
と
こ
の
両
者
を
併
用
す
る
か
し
て
、
そ
れ
よ
り
更
に
一
歩
突
き
進
ん
で
考
へ
よ

う
と
し
な
か
っ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
や
う
な
次
第
で
あ
っ
た
か
ら
、
松
尾
博
士
が
、
こ
の
言
葉
の
原
義
に
対
し
て
疑
問

を
促
出
さ
れ
、
新
し
い
見
方
を
さ
れ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

('， ('， 

註 .ii正

，じ y
¥J ¥..ノ

一両
国
ワ
情
、
随
筆
集
。

山
崎
美
成
、
随
筆
集
。

「
松
屋
筆
記
」
巻
之
九
十
一
の
二
一。

(国
書
刊
行
会
本
「
松
屋
筆
記
」
五
三
五
頁
)

「
海
銀
」
巻
之
六
の
三
七
。
(
国
書
刊
行
会
本
「
海
銀
」
一
七
三
貞
〉

(四〉

松
尾
博
士
の
所
説
を
見
る
に
、

さ
て
、

そ
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、
山
崎
美
成
の
「
海
銀
」
の
説
で
あ
っ
て
、
高
田
与
清
の

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
考

JL 

('， 

一
五
)



「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
考

三
O

(

一

一

一

ム

ハ

)

「
松
屋
筆
記
」
の
説
に
は
触
れ
て
ゐ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
松
屋
筆
記
」
の
説
は
、
既
に
「
諺
語
大
辞
典
」
(
藤
井
乙
男
編
、
明
治
四
十

三
年
三
月
刊
)
「
但
諺
大
辞
典
」
(
坪
内
治
迄
監
修

λ

中
野
吉
平
著
、
昭
和
八
年
十
月
刊
〉
を
始
め
と
し
て
、
多
く
の
辞
書
類
に
採
用
さ
れ
て
ゐ
て
、
現

在
に
お
し
て
も
、
こ
の
説
を
踏
襲
し
て
ゐ
る
註
釈
者
は
、
案
外
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
此
の
見
方
が
成
り
立
つ
胆
山
と
し
て
は
、

市
陣
め
際
に
、
手
に
唾
し
て
敵
の
来
る
を
待
ち
受
け
た
こ

が
」
は
あ
り
得
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

「
今
昔
物
語
」
巻
第
二
十
九
、
「
放
免
北
ハ
為

強
盗
一
入
二
人
家
一
被
レ
捕
語
第
ム
ノ
」
に

(
註
一
八
)

「
一
人
ヅ
ツ
ゾ
其
ノ
家
一
一
行
テ
隠
レ
テ
居
タ
リ
ケ
ペ
漸
ク
其
ノ
時
一
一
成
テ
、
或
ρ
調
度
ヲ
負
ヒ
、
或
ハ
打
物
ヲ
取
テ
、
皆
甲
由
同
ヲ
着
テ
手
ヲ
話
テ
符
ケ
リ
」

と
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
「
手
ヲ
抵
テ
」
は
、
文
字
通
り
実
際
に
手
を
抵
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
、
或
は
も
は
や
、
転
義
と
し
て
の
「
用
意
万
端
整

て
」
の
意
味
で
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
か
は
、
今
に
は
か
に
、
判
じ
難
い
の
で
あ
る
が
、
後
世
な
ら
ば
、
ま
さ
に
「
手
ぐ
す
ね
を
引
く
」
の
ず
一
門
業

が
使
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
一
面
今
昔
時
代
に
は
、
い
ま
だ
「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
の
言
葉
が
発
生
し
て
ゐ
な
か
っ
た
と
も
見
る

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
こ
と
と
は
別
系
統
の
言
莱
で
あ
っ
て
、
い
は
比
ば
に
は
何
等

べ
き
一
証
左
で
あ
ら
う
が
、

冗
来
、

「
手
に
唾
す
る
1

一
こ
と
と
、

「
松
屋
筆
記
」
が
「
く
す
ね
鮪
な
ど
の
類
に
て
物
を
付
・
る
に
航
れ
ざ
れ
ば
、
手
に
執
物

の
落
、ざ
る
や
う
に
掌
に
唾
を
加
ふ
を
手
ぐ
す
ね
と
は
い
へ
る
也
」
と
言

っ
て
ゐ
る
の
は
、
く
す
ね
の
粘
着
性
を
以
て
、
「
手
に
唾
す
る
」
こ
と
の

の
関
係
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

比
喰
と
し
た
の
で
あ
ら
う
が
、
「
手
に
唾
す
る
」
こ
と
と
、
「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
と
の
関
係
は
、
む
し
ろ
、
転
義
の
「
用
意
万
端
整
へ
る
」
の
義

が
成
立
し
た
後
、
こ
の
転
義
を
媒
介
と
し
て
、
両
者
が
結
合
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
が
至
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。

か
く
凡
る
と
、

「
松
尾
情
Y
U」

の
比
喰
説
は
採
用
し
兼
ね
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。

次
に
「
海
録
」
の
説
で
あ
る
が
、
こ
の
説
の
「
弓
の
す
べ
ら
ざ
る
を
欲
し
て
薬
煉
と
い
へ
る
者
を
弓
手
の
ゆ
が
け
に
つ
ぐ
る
」
と
し
ふ
の
に

対
し
て
、
松
尾
博
士
は
、
「
く
す
ね
は
粘
り
づ
よ
い
物
で
あ
る
か
ら
、
手
に
之
を
附
け
て
は
弓
も
矢
も
取
扱
ふ
こ
と
は
出
来
な
し
」
「
手
に
せ
よ
、

弓
を
引
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
主
人
成
の
伝
記
を
く
は
し
く
知
ら
な
い
の
で
断
一
一
一
口

ゆ
が
?
こ
せ
よ
、

1
0
く
寸
ね
を
附
け
て
は
、

、
'

A

V

、場
、

IL
'u
'
1
・心・刀

う
術
の
方
に
余
り
通
じ
て

え
か
っ
た
も
の
か
」
と
酷
評
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
今
の
位
に
旧
ゐ
る
キ
リ
コ
を
手
く
す
ね
と



主

... 

f
，
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結
論
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
手
ぐ
す
ね
を
ギ
リ
コ
と
す
る
の
は
、
か
つ
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
説
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
ギ
リ
・コ
は
、
松
尾
博

士
の
い
は
れ
る
如
く
、
現
在
の
射
芸
に
も
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
て
、
右
手
の
喋
に
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
喋
の
う
ち
で
も
堅
帽
子
の

や
は
ら
か

喋
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
て
、
和
帽
子
に
は
使
用
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

一
体
、
張
は
往
古
に
は
用
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。
左
手
ヘ
弓
手
)
に
は
鞠
を
つ

け
た
の
で
あ
る
が
、
右
手
(
馬
手
)
は
素
手
で
引
い
た
ら
し
い
。
右
手
に
喋
を
つ
け
出
し
た
の
は
何
時
頃
か
ら
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
確
証
は
な

「
貞
丈
雑
記
」
に
は
「
高
忠
聞
書
」
の
文
を
引
用
し
て
、
頼
朝
の
喋
に
つ
い
て
述
べ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
多
分
源

い
の
で
あ
る
が
、

平
時
代
に
は
既
に
喋
の
出
現
を
見
た
と
し
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
は
い
ま
だ
皮
の
手
袋
の
如
き
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
と
思
は
れ

る
。
が
、
や
が
て
弦
の
当
る
栂
指
の
部
分
を
強
化
す
る
た
め
に
、
特
別
に
装
置
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
栂
指
の
格
好
が
、
丁
度
人
が
装
束
を
着

け
帽
子
を
冠
っ
た
時
の
形
に
似
て
ゐ
る
の
で
、
こ
れ
を
帽
子
と
言
っ
た
。
こ
の
'
甲
子
も
、
は
じ
め
は
皮
を
重
ね
る
だ
け
で
作
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、

相
指
の
屈
伸
は
自
由
で
あ
り
、
所
謂
和
帽
子
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
室
町
以
降
、
京
都
の
三
十
三
間
堂
を
射
通
す
堂
射
が
行
は
れ
る
に
至
っ

て
、
大
矢
数
を
射
る
に
及
ん
で
栂
指
の
腹
側
の
痛
み
を
防
ぐ
た
め
に
、
更
に
帽
子
に
鹿
の
角
を
心
に
入
れ
る
や
う
に
な
っ
て
堅
帽
子
の
出
現
と

松
尾
博
士
は
、
こ
の
ギ
リ
コ
を
手
ぐ
す
ね
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

な
っ
た
。
ギ
リ
コ
は
こ
の
堅
帽
子
に
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(註

ギ
リ
コ
を
手
ぐ
す
ね
と
一一一一
口
っ
た
用
例
は
一
つ
も
見
当
ら
な
い
し
、
且
つ

一九
〉
こ
の
説
は
、

一
応
、
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、

っ
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
ギ
リ
コ
に
薬
煉
の
字
が
当
て
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
不
当
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

松
尾
博
士
も
号一

ギ
リ
コ
説
は
、
否
定
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
は
、
や
は
り
、
現
実
に
く
す
ね
を
引
く
こ
と
で
あ
ら
う
。
が
、
こ
れ
に
は
更
に
二
通
り
の
解
釈
が
考
へ
ら
れ
て
来
た
。

ひ
戸
り

そ
の
一
つ
は
、
「
手
で
弓
の
弦
に
く
す
ね
を
引
く
」
と
か
ふ
こ
と
で
あ
り
、
他
は
、
「
手
の
掌
に
く
す
ね
を
引
く
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
前
者

の
説
を
採
る
も
の
に
、
水
谷
不
倒
氏
(
註
二
O
)
、
高
野
正
巳
氏
(
註
一
一
一
)
な
ど
が
あ
る
。
弦
に
く
す
ね
を
引
く
こ
と
は
現
在
も
行
は
れ
て
ゐ

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
弦
の
ほ
う
け
を
取
り
、
弦
を
強
靭
に
す
る
た
め
に
附
け
る
の
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
的
前
(
文
射
)
用
の
弦

に
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

軍
陣
に
お
い
て
は
、
松
尾
博
士
も
一三
口
は
れ
る
や
う
に
、「
弦
に
絹
糸
を
巻
さ
、
之
に
漆
を
塗
っ
て
あ
る
」
特
殊
の

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
考

(
一
二
七
)



「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
考

(¥  

一
八
)

仕
カ
け
を
し
た
弦
を
用
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、

射
芸
語
実
で
は
、
之
を
関
弦

(註
二
二
)
と
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

閃
弦
に
附
し
て
は
、
本
多

利
夫
氏
の
詳
細
な
解
説
が
あ
る
の
で
、

つ
い
で
に
紹
介
す
る
と
、

「
関
弦
と
申
し
ま
す
の
は
、
こ
れ
は
軍
弓
に
用
ひ
ま
し
た
弦
で
御
座
い
ま
す
。
関
弦
の
製
造
法
は
如
何
と
申
せ
ば
、
先
づ
普
通
の
弦
の
通
り
に
帰
へ
上
げ
ま
し
て
、

共
上
に
麻
糸
又
は
絹
糸
を
巻
き
ヴ
け
ま
し
て
、
下
の
麻
が
ほ
バ
つ
け
ね
様
に
関
き
と
め
ま
す
。
そ
れ
か
ら
其
上
を
黒
漆
で
塗
り
ま
す
る
。
な
ぜ
さ
う
す
る
か
と
い
ふ

に
氷
ら
く
陣
沖
に
屑
ま
す
れ
ば
、
色
々
の
物
が
之
に
さ
は
る
こ
と
も
あ
り
、
ν〈
雨
露
の
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
o

之
を
防
ぐ
為
に
は
是
非
か
う
せ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
菅
に
的
を
射
る
と
き
と
は
違
ひ
ま
す
。
一
大
事
の
戦
争
中
に
、
弦
の
切
れ
る
様
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
不
都
合
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
で
大
丈
夫
に
し
て
滅
多
に
弦
の
切
れ
る
憂
の
な
き
様
に
致
す
の
で
御
座
い
ま
す
己
(
註
二
三)

れ
の
説
明
に
も
あ
る
や
う
に
、
軍
弓
で
は
、
関
弦
の
上
に
、
更
に
、
く
す
ね
を
引
く
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
手
で
弦
に
く
す
ね
を
引
く
」
と
い
ふ
説
は
、
ま
づ
採
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

で
は
、
「
手
に
く
す
ね
を
引
く
」
と
い
ふ
説
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
松
尾
博
士
は
、
「
く
す
ね
は
粘
り
づ
よ
い
物
で
あ
る
カ
ら
、
手
に
之
を
附

理
が
あ
る
。
し
か
し
、

け
て
は
、
弓
も
矢
も
取
扱
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
此
の
解
は
面
白
く
な
い
」
と
説
か
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
、
確
カ
に

こ
れ
は
軍
陣
で
の
射
、

す
な
は
ち
武
射
に
お
い
て
の
話
で
あ
っ
て
、

文
射
に
つ
い
て
は
考
慮
が
払
は
れ
て
ゐ
な
し
。
こ
こ
で
、
「
海
録
」
の
論

行
の
「
常
の
礼
射
に
は
J

つ
が
へ
り
あ
れ
ど
、
軍
陣
の
弓
射
る
時
に
は
弓
が
へ
り
な
し
。
な
ほ
の
弓
握
り
の
す
べ
ら
ざ
る
事
を
欲
し
て
ク
ス
ネ
と

し1

る
も
の
を
弓
手
の
ゆ
が
け
に

く
る
也
」
と
い
ふ
説
を
採
り
上
げ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
来
る
。

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
の
原
義
は
、
づ
返

り
を
防
や

た
め
に
、
円
J

手
に

す
ね
を
引
く
と
の
説
が
、
最
も
有
力
視
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
弓
返
り
と
は
と
う
し
、
ゐ
こ
と
で

あ
ら
う
か
。

(
北
一
川
、
〉

岩
波
て
庫
本
「
今
昔
物
語
集
」
岡
、

一
七
一
頁
。

ギ
リ
コ
は
怯
脂
を
煮
て
、
そ
の
ま
ま
冷
し
、
凝
っ
た
も
の
を
、
粉
末
に
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
日
似
尾
陣
士
は
之
の
使
用
を
「
ね
よ
く
す
べ
る
や
う

に
す
る
音
」
と
説
か
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
反
対
で
あ
っ
て
、
指
指
の
皮
の
す
べ
り
を
止
め
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

十
ム
叩
け
.
卜
倒
氏
「
淀
鯉
出
世
滝
徳
」
に
お
け
る
証
。
「
戦
国
の
世
、
敵
J
Z
待
設
け
る
時
、
弓
の
弦
に
こ
の
く
す
ね
を
引
く
炉
、
手
ぐ
す
ね
引
く
と
い

( ¥  

ri主

1し
¥ノ

¥
ト
仁

「
」
)
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b . 

(
証
二
一
)

ノ
は
待
設
く
る
意
に
通
す
は
(
「
近
松
傑
作
全
集
」
巻
之

一
。
二
四
九
頁
)

高
野
一

ι巳
氏
「
女
殺
油
地
獄
」
に
お
け
る
頭
註
。
「
手
で
弓
の
弦
に
く
す
ね
を
引
い
て
敵
を
待
つ
こ
と
か
ら
、
用
意
し
て
待
ち
か
ま
へ
る
の
意
に

レ
う
や
う
に
な
っ
た
己
(
日
本
古
典
全
集
「
近
松
門
左
衛
門
集
」
下
、
二
六
二
頁
)

関
弦
の
用
例
と
し
て
は
、

「
源
平
盛
衰
記
」
品
川
五
、

「
巴
関
東
下
向
」
の
条
に
「
重
藤
の
弓
に
せ
き
弦
か
け
」
と
あ
り
、

資
卿
自
二
八
幡
一
被
レ
寄
」
の
条
に
「
三
人
張
の
弓
に
せ
き
弦
か
け
て
噛
ひ
し
め
し
」
と
あ
る
。

本
多
利
実
講
述
「
弓
道
講
義
録
」
弓
具
の
部
、
三
二
頁
。

(
註
二
二
)

「
太
平
記
」
十
七
、
川
隆

(
註
二
三
〉

(五〉

川
別
芸
語
棄
と
し
て
の
「
弓
返
り
」
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。

う
ら
そ

川
引
き
唄
じ
て
、
弦
が
切
れ
ず
に
、
弓
が
裏
反
り
の
原
型
に
そ
っ
く
り
返
る
こ
と
。

凶
矢
を
射
放
し
た
余
勢
で
、
弓
弦
が
弓
手
の
肱
外
に
廻
る
こ
と
。

ま
づ
、
川
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
弓
を
そ
の
形
態
か
ら
区
別
す
れ
ば
、
直
司
コ
と
反
弓
と
に
分
れ
る
の
で
あ
る
が
、
直
弓
は
弓
材
の
自
然
の

形
そ
の
ま
、
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
反
弓
は
弓
身
に
背
反
り
を
与
へ

、
い
は
ゆ
る
い
反
射
弓
的
素
質
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
弓
身
の
弾
力
の
償
化

を
計
っ
た
も
の
で
あ
る
。
原
始
弓
は
概
し
て
直
弓
で
あ
る
が
、
反
弓
は
か
な
り
文
化
の
発
達
し
た
後
で
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
が
川
の

「
万
葉
集
」
に
は
「
み
ち
の
く
の
安
太
多
良
真
弓
射
さ
出

弓
に
一
果
反
り
が
つ
け
ら
れ
た
起
原
に
つ
い
て
は
、

せ

つ

ら

き
て
援
ら
し
め
き
な
ば
弦
著
か
め
や
も
」

夫
だ
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、

(
巻
一
四

・
三
四
三
七
)

の
歌
が
あ
り
、
正
倉
院
の
御
物
の
弓
に
も
裏
反
り
の
あ
る
も
の
(
註
二
川
)

が
あ
る
か
ら
、
既
に
奈
良
朝
で
は
裏
反
り
が
工
夫
さ
れ
て
ゐ
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
裏
反
り
は
、
平
安
朝
の
末
に
、
従
来
の
丸
中
弓

か
ら
、
竹
と
木
を
合
せ
た
合
成
弓
、
即
ち
伏
竹
弓
が
発
明
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
著
し
く
強
化
さ
れ
た
o

裏
反
り
が
高
く
な
る
に
伴
っ
て
、
仰
の

意
味
で
の
弓
返
り
の
現
象
が
多
く
生
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

「
金
葉
集
」
に
あ
る

梓
弓
さ
こ
そ
は
そ
り
の
高
か
ら
め
は
る
程
も
な
く
か
へ
る
ぺ
し
ゃ
は
(
註
二
五
)

の
欣
は
、
此
の
聞
の
消
息
を
よ
く
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
か
く
し
て、

「
か
へ
る
」
と
言
ふ
語
は
、
弓
の
縁
語
と
し
て
、
歌
の
修
辞
に
川

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
考

一一一一一一

(一

二
九
)



「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
考

二一凶

F

一一
-
a
l

ゐ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

「
後
拾
遺
集
」
の

思
は
ず
に
い
る
と
は
見
え
き
梓
弓
帰
ら
ば
か
へ
れ
人
の
た
め
か
は
(
註
二
六
)

「
金
葉
集
」
の

「
金
出
来
集
」
の
後
朝
の
恋
の
心
を

山
砂
川
州
顕
輔
間
以

梓
弓
か
へ
る
あ
し
た
の
恩
に
は
引
き
く
ら
ぶ
べ
き
事
の
な
き
か
な
(
註
二
七
)

「
千
載
集
」

の

右
兵
衛
督
に
侍
り
け
る
時
中
院
右
大
臣
中
納
言
に
侍
り
け
る
に
ゆ
み
を
か
り
お
き
て
侍
り
け
る
を
つ
か
さ
辞
し
申
し
て
こ
も
り
ゐ
侍
り
け
る
時
か
の
弓
を
返

大
宮
前
一¥
政
大
臣

し
お
く
る
と
て
そ
へ
て
遣
し
け
る

八
年
ま
で
手
慣
し
た
り
し
梓
弓
帰
る
を
見
る
に
ね
ぞ
な
か
れ
け
る

か
へ
し

何
か
そ
れ
思
ひ
捨
つ
ミ
き
梓
弓
ま
た
ひ
き
か
へ
す
時
も
あ
り
な
む
。

中
院
の
右
の
お
日
し
ま
う
ち
ハ

(註
二
八
)

「
平
家
物
語
」

の

も
の
の
ふ
の
取
り
つ
た
へ
た
る
梓
弓
引
い
て
は
ノ
の
か
へ
す
も
の
か
は
(
註
二
九
)

な
ど
の
歌
の

「
か
へ
る
」
或
は
「
か
へ
す
」
は
、
川
の
意
味
で
の
弓
返
り
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
三
れ
を
凶
の
意
味
に
と
っ
て
は
な
い
円
た
い
の
で

あ
る
。閣

の
意
味
で
の
弓
返
り
、
即、
Jη

矢
を
射
放
し
た
余
勢
で
弓
弦
が
弓
手
の
肱
の
外
に
廻
る
こ
と
は
、
わ
が
国
射
術
の
一
大
特
徴
で
あ
る
と
さ
れ

ー

の

で

あ

る

が

、
こ
れ
は
室
町
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
往
古
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
o

そ
れ
は
、
弓
手
に
納
を
杭
山
し
て
ん
た

て
ゐ

こ
と
で
証
処
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

山
崎
美
成
は
「
海
録
」
で
「
常
の
礼
射
に
は
弓
が
へ
り
あ
れ
ど
」
と
言
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
右
町

U



w
仰
の
礼
射
に
つ
い
て
で
あ
ゥ
て
、

鎌
倉
時
代
ま
で
は
、
射
札
、
賭
弓
の
如
き
文
射
に
お
い
て
も
弓
返
り
は
行
は
れ
な
か

、」、
J

内
L
h
1
'
J
U

J
/

，ν
J
 

俊
頼
一首
賭
づ
政
」
に

引
き
な
ら
す
手
束
の
弓
の
矢
を
は
や
み
鞠
の
音
に
的
の
鳴
り
か
は
す
な
り
。

と
あ
り
、
ま
た
「
年
中
行
事
絵
巻
」
の
射
手
の
絵
に
も
、
弓
手
に
鞠
を
着
け
て
ゐ
る
の
で
、
斬
の
使
用
は
鎌
倉
時
代
に
ま
で
ド
っ
て
4

Y

J

¥

ょ

い
と
思
は
れ
る
。
鞠
を
着
け
て
ゐ
れ
ば
弓
返
り
は
出
来
な
い
か
ら
従
っ
て
弓
返
り
は
鎌
倉
時
代
ま
で
は
行
は
れ
な
か
っ
た
こ
之
¥
な
る
0

し
て
射

に
お
し
て
も
以
上
の
や
う
で
あ
る
か
ら
、
武
射
の
如
き
は
、
射
術
の
上
か
ら
言
っ
て
も
弓
返
り
は
不
適
当
で
あ
っ
た
。
後
世
ワ
返
り
か
れ
は
れ

て
か
ら
は
り
返
り
を
さ
せ
な
い
従
来
の
射
法
を

「
打
ち
切
り
」
と
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
結
局
、
鎌
倉
時
代
ま
で
は
、
い
父
射
武
射
川
代
人
、

一
つ
返
り
を
行
ふ
射
法
が
発
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
州
、

す
べ
て
打
ち
切
り
射
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
室
町
以
降
、

誰
が
と
し
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
も
と
よ
り
判
明
し
な
し
の
で
あ
る
が
、

「
了
俊
大
草
紙
」
に
は

「
づ
を
医
機
。
弓
の
前
竹
の
内
か
と
に
、
く
す
し
指
と
た
け
高
指
の
き
た
め
を
当
て
、
つ
よ
く
握
て
打
上
は
、
次
第
々
々
に
手
の
う
ち
を
の
つ
か
ら
ほ
と
け
て
、

終
に
屋
り
と
と
め
け
る
と
き
、
打
上
て
引
分
也
。
必
弓
た
を
し
せ
ん
と
せ
ね
共
、
放
時
手
の
内
く
つ
ろ
き
て
、
弦
は
よ
く
返
る
也
」
八註三
O
)

今
川
了
俊
時
代
に
は
、

と
あ
る
カ
ら
、

は
継
続
さ
れ
て
ゐ
た
。

弓
返
り
が
行
は
れ
℃
ゐ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

了
俊
没
後
の
製
作
で
あ
る
「
結
城
合
戦
絵
詞
」
の
中
に
、

既
に
、

尤
も
一
方
、
打
切
り
の
射
法
も
、
軍
川
で

矢
を
射
放
し
た
武
士
の
姿
が
画
れ
て
ゐ
る
(
註
三
一
)
か
、

つ
の
弦
は
押
手
の
内
側
に
納
っ
て
を
り
、
明
か
に
打
ち
切
り
の
射
法
で
あ
る
。
軍
陣
に
お
け
る
射
法
が
打
ち
切
り
で
あ
る
こ
と
は
、
武
射
の
性

栴
か
ら
、
当
然
要
求
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
弓
返
り
は
弓
手
の
手
の
内
で
弓
が
廻
転
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
も
す
る
と
弓
が
掌
中
か
ら

飛
び
出
し
て
、
す
べ
り
落
ち
勝
ち
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
射
法
は
、
軍
陣
で
は
不
利
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

「
海
銀
」
は

「
市
陣
の
づ
射
る
時
に
は
、
弓
返
り
な
し
。
な
ほ
弓
の
握
の
す
べ
ら
ざ
る
事
も
欲
し
て
ク
ス
ネ
と
し
へ
る
も
の
を
弓
手
の
ゆ
が
け
に
着
く
る
也
」

っ
て
、
軍
陣
に
お
い
て
弓
返
り
を
防
ぐ
方
法
と
し
て
く
す
ね
を
つ
け
る
が
如
き
口
例
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
軍
陣
で
は
、
も
と
も
と
、

ね
を
つ
け
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
の
軍
陣
で
は
、
弓
矢
を
捨
て
、

、
大
万
を
と
る
場
合
も
あ
る
こ
と
で
あ
ら
う
し
、
こ

と

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
考

三
五

(
=
二
一

一)
-・
1

v
fし
H
J

j
 



=一ムハ

( ¥  

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
・考

手
に
引
ぐ
こ
と
の
不
当
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
松
尾
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
と
は
り
で
あ
ゐ
。

の
場
合
、
粘
着
力
の
強
い
く
す
ね
を
、

で
、
弓
返
り
は
、

り
も
一
段
と
勝
れ
た
も
の
で
あ
り
、

弓
返
り
の
射
法
は
、
射
術
と
し
て
は
、
従
来
の
打
ふ
り
切
り
川
別
法
よ

射
術
の
発
展
の
上
に
一
大
変
革
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
的
前
射
法
の
源
流
は
こ
こ
に
存
し
て

の
方
で
行
は
れ
た
の
で
あ
る
c

専
ら
文
射

(
的
前
射
)

当
時
の
射
手
聞
に
、
急
速
に
拡
ま
っ
て
行
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
o

し
か
る
に
、

さ
し
わ

旧
来
の
打
ち
切
り
射
法
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
が
生
じ
て
来
た
o

そ
れ
は
指
矢
前
(
堂
'
川
)

こ
の
新
射
法
は
、
短
期
間
の
う
ち
に
、

ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

の
山

こ
こ
に
武
射
以
外
の
方
面
で
、

現
で
あ
る
。

な
ど
に
も
出
て
ゐ
る
(
註
一
二
三
)
の
で
あ
る
が
、
'
て
し
よ
U
P
川
υ
ト
~
こ

、

』
目
」

B
A
λ
什

B
h
u--

、1
Haa

，hlムパ
i
J
B
h
u
-

や
「
平
家
物
語
」

「
保
元
物
語
」

既
に

指
矢
と
い
ふ
語
は
、

一
体
、

レ
ま
だ

射
芸
の
性
絡
と

L
，

rLυ
、

「
保
元
」
や
「
平
家
」
中
の
指
矢
は
、

は
、
そ
れ
が
出
版
技
用
と
し
て
再
生
し
た
も
の
あ
る
。

パ
J
J
ふ
ヂ
弘

、

L
I
V
I
V
 

、Kh
i
-
-
F
¥
1
1

1
し
ゅ
1
ゾ
ソ
旨
ベ
ハ
ノ

イ

E
'
u
t
λ
9
dイ
円ハ
官
。

一
定
の
時
間
内
に
出
来
る
だ
け
多
く
の
矢
数
を
射
る
こ
と
で
あ
る

c

指
矢
前
(
堂
射
)

武
射
の
範
囲
を
出
で
な
か
っ
た
が
、

11年二
WJ ~ L 
円、!の
ド、:十G
フFil. 
AU JUJ 
では
あ室

な
ど
に
詳
し
い
が
、

新
井
白
石
の

「
本
朝
軍
器
考
」

射
芸
と
も
し
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
o

指
矢
前
例
山
沼
革
に
つ
い
て
は
、

指
矢
前
に
お
い
て
は
、
や
は
り
、

速
射
を
必
要
と
し
た
か
ら
、
新
射
法
の
弓
返
り
式
で
は
、

町
時
代
と
時
へ
ら
れ
る
。

フ
手
の
掌
に
く
す
ね
い
か
川
か
れ
た
の

り
、
そ
こ
で
、
改
め
て
打
ち
切
り
式
の
射
法
が
再
用
さ
れ
た
o

こ
の
時
、
弓
返
り
を
防
ぐ
方
法
と
し
て
、

で
あ
ら
う
と
推
究
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
註
三
三
)

「
手
ぐ
す
j
引

」
の
原
義
は
以
上
の
如
く
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
指
矢
前
の
射
手
は
、
競
技
に
際
し
て
は
、
最
後
に
手
ぐ
す
ね
を
引

し
て
、
中
備
完
了
し
て
堂
に
上
る
が
故
に
、
こ
の
言
葉
は
転
義
と
し
て
の
「
用
意
万
端
整
へ
る
」
の
意
味
で
一
般
に
流
行
し
て
引
勺
人
の
で
あ

t
ぅ
。
前
山
の
烏
丸
広
光
の
作
と
称
せ
ら
れ
て
ゐ
る
「
竹
斉
物
語
」
に
、

「
手
ぐ
す
ね
」
を
二
度
も
繰
り
返
し
て
、
こ
の
・
日
れ
じ
W
仰
の
川
心

を
示
し
て
る
る
の
も
、

一
竹
斎
物
語
」
の
成
立
期
が
、
指
矢
前
の
盛
行
期
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
当
っ
て
ゐ
る
の
と
思
ひ
合
せ
4
4
こ
、
そ
の
問
の
川

ヵ:

の
で
あ
る
。

岩
波
写
真
文
庫
民、

「
正
倉
院
」
凶
参
照
。

「
金
集
和
歌
集
」
巻
九
、
雑
部
。
(
歌
大
観

一
二
六
貞
、

(
註
二
内
し

芯
二
五

「
金
来
集
」
五
九
三
番
〉



(
註
二
六
〉

(
註
二
七
)

(
註
二
八
)

(
註
二
九
〉

(註
三
O
)

(
註
三
一
)

(
註
三
二
)

(
註
一
一
三
)

「
後
拾
遺
和
歌
集
」
巻
十
七
、
雑
三
。
(
国
歌
大
観
一

O
八
頁、

「後
拾
遺
集
」

一
O
四
O
番
〉

「
金
業
和
歌
集
」
巻
八
、
恋
歌
下
。

(
国
歌
大
観

一
一一一一頁
、
「
金
葉
集
」
五
二
二
番
)

「
千
載
和
歌
集
」
巻
十
六
、
雑
歌
上
。
(
国
歌
大
観
二
ハ
二
頁
、
「
千
載
集
」
九
七

一
番
)

「
平
家
物
語
」
巻
九
、
「
二
度
の
か
け
の
事
」
中
の
梶
原
平
次
の
歌
(
日
本
文
学
大
系
、
第
十
四
巻
、
六
八
二
頁
)

完
成
会
本
「
続
群
書
類
従
」
第
二
十
四
輯
、
上
、
武
家
部
、

一三
四
六
頁
。

昭
和
三
十
二
年
一

O
月
、
大
阪
市
立
美
術
館
に
て
行
は
れ
た
日
本
絵
巻
物
展
に
お
い
て
、
大
阪
、
細
見
良
氏
所
蔵
の
原
物
に
よ
り
「
打
ち
切
り
」

射
法
を
確
か
め
得
た
。

「
保
元
物
語
」
巻
之
一

、「
新
院
御
所
各
門
固
め
の
事
附
軍
評
定
の
事
L

の
条

「
興
福
寺
の
信
実
、
玄
実
等
吉
野
十
津
河
の
指
矢
三
町
、
遠
矢
八
町

と
い
う
者
共
を
召
具
し
て
・
:
」
(
日
本
文
学
大
系
、
第
十
四
巻
、
二
七
頁
)
「
平
家
物
語
」
巻
十

一「
大
阪
越
の
事
」
の
条
「
平
家
の
方
に
は
こ

れ
を
見
て
、
あ
れ
射
取
れ
や
射
取
れ
と
て
、
或
は
遠
矢
に
射
る
船
も
あ
り
、
或
は
さ
し
矢
に
射
る
船
も
あ
り
は
(
日
本
文
学
大
系
、
第
十
四
巻
七

七
O
頁
)

指
矢
前
の
盛
行
期
は
江
戸
初
期
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
、
京
都
三
十
三
間
堂
に
お
い
て
、
そ
の
遺
風
を
存
し
て
ゐ
る
。
そ
の
射
手
、
岡
井
満
氏
の

直
話
に
よ
れ
ば
、
弓
の
握
り
に
く
す
ね
を
つ
け
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

〈六)

以
L
L
述
べ
た
や
う
に
、

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
と
い
ふ
言
葉
の
発
生
は
室
町
時
代
と
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
く
見
る
と
、
こ
こ
に
問
題

と
な
る
の
は
、
京
師
本
、
杉
原
本
「
保
元
物
語
」
中
の
言
葉
で
あ
る
。

周
知
の
や
う
に
、

「
保
元
物
語
」
に
は
異
本
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
今
、
流
布
木
と
京
師
木
、
杉
原
木
と
の
前
後
関
係
を
見
る
に
、
流
布
木

は
後
川
の
も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ
て
、

改
践
の
跡
が
他
の
諸
本
よ
り
は
一

層
甚
し
い
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

(
註
三
四
)
し
か
し
、

こ
れ
は
概
観
し
た

上
で
の
話
で
あ
っ
て
、

或
る
部
分
に
つ
し
て
は
、

む
し
ろ
そ
の
反
対
の
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

尾
上
八
郎
氏
も
、

部
分
的
に
は
流
布
本
よ
り

棄
も
、

も
京
師
本
や
杉
原
木
な
ど
の
異
本
の
方
が
、
潤
色
や
加
筆
一いが
著
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
ら
れ
る
。

(
註
三
五
)
「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
と
い
ふ
一
一一
一
口

宍
は
さ
う
し
た
筒
処
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。

か
う
し
た
例
は
、

他
の
箇
処
に
も
あ
り
得
る
と
思
は
れ
る
。

例
へ
ば
、

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
号

三
七

(
一
コJ

一二
J



(
二
二
四
)

「
手
く
す
ね
引
く
」
考

「
保
冗
物
語
」
に
お
い
て
は
、
為
朝
の
弓
の
長
さ
を
明
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
流
布
木
に
℃
は
「
五
人
張
、
長
さ
か
ん
子
市

J

」
ハ
註
三
ハ
)

て
ゐ
る
の
に
対
し
て
、
杉
原
本
や
京
師
本
で
は
、
「弓
ρ

八
尺
五
寸
、
長
持
ノ
拐
一
一
モ
過
ギ
タ
リ
」
と
あ
る
o

(
半
井
本
に
は
単
に
「
三
人

とし
て
張
り
」
と
あ
り
鎌
倉
本
に
は
「
張
時
こ
二
人
ニ
タ
ヲ
メ
サ
セ
テ
一

人
ヨ

リ
テ
弦
ヲ
カ
ク
己
と
あ
る
。

(
註
三
七
〉

件
、
我
が
国
の
弓
が
古
来
長
弓
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
藤
守
一
氏
等
の
研
究
ハ
註
三
八
)
に
よ
っ

て
究
明
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
の
長
さ
は
一
定
し
て
ゐ
な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
。

そ
れ
は
、
正
倉
院
の
御
物
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
。
弓
が
七
尺
五
寸
の
標
準
を
持
つ
に

不
十
い
っ
た
の
は
室
町
以
降
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
(
註
三
九
〉
流
布
本
の
「
七
尺
五
寸
」
は
こ
れ
と
関
係
が
あ
る
と
思
は
れ
る
o

尤
も
、
為
朝
の
づ
は

普
通
の
弓
よ
り
も
畏
か
っ
た
と
の
言
-
ひ
っ
た
へ
(
註
四
O
)
は
あ
る
が
、

布
本
の
「
七
尺
五
寸
」
を
根
底
と
し
た
潤
色
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
o

そ
れ
に
し
て
も

「
人
尺
五
寸
」

と
い
ふ
明
確
な
数
日
叫
的
指
示
は

J
tじ

り問

「
手
ぐ
す
ね
引
く
」
も
、
・
室
町
以
降
の
加
筆
で
あ
り
、
し
か
も
、
も
は
や
原
義
を
離
れ
た
、
転
義
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
し

か
し
一
思
は
れ
る
o

松
尾
博
士
は
、
「
保
一
尤
物
語
に
「
さ
き
細
打
番
ひ
、
手
ぐ
す
ね
引
い
て
ぞ
控

へ
た
る
」
「
大
鏑
を
打
く
は
せ
て
手
、
ぐ
す
ね
引
い

て
た
め
ら
ひ
売
る
程
に
」
な
ど
と
あ
る
所
か
ら
見
る
と
、
矢
を
番
へ
た
後
に
、
引
く
の
で
あ
る
か
ら
、
弓
手
や
弦
に
引
く
こ
と
は
出
来
な
し
」

と
、
射
術
上
の
実
際
か
ら
批
判
さ
れ
た
の
で
・あ
る
が
、
こ
の
点
も
以
上
の
や
う
に
芳
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
博
士
の
抱
か
れ
た
疑
問
も

M
ジ

寸
る
の
で
は
た
い
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

社
三
四
)

(
仏
三
五
)

ハ
正
三
六
)

ハ
託
三
七
し

「
正
三
へ
)

ハ
正
三
九
)

土
問
へ
J
〉

高
木
武
氏
「
保
一
屯
平
治
物
語
り
書
更
学
的
一
考
察
一
(
「
国
語
と
文
学
」
軍
記
物
語
以
内
J

(

大
正
十
五
年
ト
パ
特
別
号

J

所
収
)

尾
上
八
郎
氏
、
日
本
文
学
大
系
笥
十
四
巻
「
保
元
物
語
」
解
題
八
頁
。

「
保
元
物
語
」
巻
之
一
「
新
院
御
所
門
々
固
め
の
事
附
軍
評
定
の
事
」
の
条
。

国
書
刊
行
会
本
「
参
考
保
一
元
平
治
物
語
」
三
七
頁
。

後
藤
守
一
氏
「
日
本
上
古
時
代
の
弓
矢
」
参
照
。

思
部
正
通
「
仙
包
装
]
口
一
訳
」
に
「
弓
長
七
尺
五
寸
、
曳
則
一
丈
五
尺
」
と
あ
る

o

東
鑑
、
建
匂
¥
二
年
八
月
一
日
の
条
「
大
庭
平
太
景
能
、
於
一
一
新
造
御
亭
一
献
一
一
盃
酒
二
百
々
、

意
-
者
武
同
共
同
就
中
可
-
一
結
用
-
者
弓
箭
寸
尺
也
、
鎮
西
八
郎
者
吾
朝
無
繁
弓
矢
達
者
也

景
能
語
一
一
保
一
元
合
戦
事
一
此
問
申
ぷ
勇
士
r
ノ
ム
ヅ
一
川

然
而
雰
ニ
弓
矢
寸
法
一
週
一
一
子
庄
ノ
併
分

4

敗
。


