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二
人
の
機
織
女
－
瓜
子
姫
と
あ
ま
の
じ
ゃ
く

芒
荊
川
　
佃
理
古
思

は
じ
め
に

　
一
般
に
「
瓜
子
姫
と
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
の
題
名
で
知
ら
れ
る
昔
話
が
あ
る
。
松
谷
み
よ
子
氏
の
再
話
に
よ
る
絵
本
や
、
木
下
順
二
氏
の
戯

曲
に
よ
っ
て
、
幼
年
期
に
親
し
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
も
多
く
、
昔
話
の
中
で
も
広
く
知
ら
れ
た
物
語
と
い
え
よ
・
肱
現
存
す
る
文
献
を
遡
れ

ば
、
お
伽
草
子
の
『
瓜
姫
物
語
』
と
い
う
絵
巻
が
最
も
古
く
、
少
な
く
と
も
江
戸
初
期
に
は
奈
良
本
の
形
で
あ
る
程
度
流
布
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
一
方
、
民
間
で
の
口
承
伝
承
と
し
て
は
、
異
同
を
含
む
多
く
の
伝
承
が
東
北
地
方
か
ら
九
州
に
い
た
る
各
地
に
広
く
分
布
し
て
お

り
、
採
話
さ
れ
た
個
々
の
伝
承
は
『
日
本
昔
話
大
成
』
な
ど
の
研
究
書
に
夙
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

　
関
敬
吾
は
『
日
本
昔
話
大
成
』
に
お
い
て
、
一
連
の
伝
承
を
本
格
昔
話
の
《
一
四
四
A
　
瓜
子
織
姫
》
と
分
類
し
、
瓜
子
姫
が
殺
害
さ
れ

る
も
の
を
標
準
話
型
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
少
々
長
く
な
る
が
、
ま
ず
は
以
下
に
関
が
標
準
と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
を
紹
介
す
る
。

瓜
姫
子
と
天
邪
鬼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
4
A
瓜
子
織
姫

　
ざ
つ
と
黄
あ
る
と
こ
ろ
に
爺
と
婆
と
い
た
ど
。
婆
が
あ
る
日
川
に
洗
濯
に
行
く
と
、
箱
こ
が
二
つ
流
れ
て
来
た
の
で
「
実
の
な
い

箱
こ
は
あ
っ
ち
ゃ
行
け
、
実
の
あ
る
箱
こ
は
こ
っ
ち
ゃ
来
い
」
と
呼
ぶ
と
、
重
い
箱
が
寄
っ
て
来
た
の
で
、
家
に
帰
っ
て
爺
と
二
人
で
、



開
け
て
見
た
れ
ば
瓜
が
出
て
、
瓜
の
中
か
ら
女
の
子
が
生
ま
れ
た
の
で
、
瓜
姫
子
と
名
づ
け
て
め
ん
こ
い
が
っ
て
（
か
わ
い
が
っ
て
）
い

る
．
つ
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
と
大
き
く
な
っ
て
、
美
し
い
娘
さ
ん
に
な
っ
た
げ
ど
。
そ
こ
で
あ
る
日
爺
と
婆
は
山
に
行
く
と
き
「
瓜
姫
子
瓜

姫
子
、
お
れ
ら
は
山
に
行
っ
て
く
る
が
、
ひ
と
り
居
る
と
天
邪
鬼
と
い
う
悪
い
女
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
用
心
せ
よ
、
天
邪
鬼
は

爪
が
長
く
、
と
て
も
お
前
は
か
な
わ
な
い
か
ら
、
返
事
を
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
」
と
お
し
え
て
窓
や
戸
に
掛
け
金
し
て
く
れ
だ
け
ど
。

そ
れ
で
瓜
姫
子
は
橿
子
戸
の
陰
で
機
織
り
を
始
め
た
。

　
　
と
っ
き
ん
　
か
た
り
、
き
ん
　
か
た
り

　
　
管
こ
無
い
て
も
七
尋

　
　
と
っ
き
ん
　
か
た
り
、
き
ん
　
か
た
り

　
す
る
と
、
案
の
ご
と
く
天
邪
鬼
が
来
て
「
瓜
姫
子
、
瓜
姫
子
、
お
れ
と
遊
ば
な
い
か
」
と
い
っ
た
。
瓜
姫
子
は
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て

い
る
と
、
天
邪
鬼
は
ま
す
ま
す
に
猫
な
で
声
を
出
し
て
「
こ
の
戸
を
少
し
で
よ
い
か
ら
開
け
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
っ
て
き
か
ぬ
の
で
、

瓜
姫
子
は
と
う
と
う
そ
ん
だ
ら
ば
と
思
っ
て
、
戸
を
少
し
開
け
る
と
天
邪
鬼
は
そ
の
す
き
ま
に
長
い
爪
を
は
さ
ん
で
、
が
ら
が
ら
と
戸

を
開
け
て
は
い
っ
て
し
ま
っ
た
け
ど
。
そ
し
て
い
や
が
る
瓜
姫
子
を
だ
ま
し
て
、
長
者
殿
の
裏
さ
桃
も
ぎ
に
行
こ
う
と
い
っ
た
。
瓜
姫

子
は
爺
と
婆
に
し
か
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
天
邪
鬼
は
き
か
な
い
。
「
草
履
を
は
い
て
行
け
ば
、
ぽ
ん
ぽ
ん
と
鳴
る
か
ら
」
と
い

え
ば
「
下
駄
こ
は
い
て
行
こ
う
よ
」
と
い
・
％
「
下
駄
こ
は
け
ば
、
か
ら
ん
こ
と
鳴
る
か
ら
」
と
い
え
ぱ
「
そ
れ
で
は
お
れ
が
ぶ
っ
て
（
負

っ
て
）
行
く
」
と
い
．
鬼
「
お
前
の
背
中
に
な
ぞ
と
げ
が
あ
っ
て
、
ば
れ
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
ら
「
そ
ん
な
ら
裏
か
ら
は
ぞ
桶
を
持
っ

て
く
る
か
ら
、
そ
れ
を
当
て
が
っ
て
が
れ
れ
」
と
い
う
の
で
、
天
邪
鬼
の
背
中
に
、
は
ぞ
桶
を
当
て
、
瓜
姫
子
は
ば
れ
て
出
か
け
た
。

そ
し
て
長
者
殿
の
裏
の
桃
の
木
に
、
ま
ず
天
邪
鬼
が
の
ぼ
っ
て
、
自
分
は
う
ま
い
の
を
食
い
、
瓜
姫
子
に
は

　
　
か
り
つ
と
か
じ
つ
て
　
耳
糞
鼻
糞
ぶ
つ
　
ぶ
つ
ぶ

と
汚
い
の
ば
か
り
投
げ
て
よ
こ
す
の
で
、
今
度
は
瓜
姫
子
が
木
に
の
ぼ
っ
た
ば
天
邪
鬼
は
下
の
方
か
ら
「
も
つ
と
上
の
ほ
う
が
よ
い
、

そ
れ
に
は
け
ら
虫
が
つ
い
て
い
る
か
ら
」
と
だ
ん
だ
ん
の
ぼ
ら
せ
て
か
ら
「
そ
ら
長
者
殿
の
婆
あ
来
た
」
と
お
ど
か
す
と
、
瓜
姫
子
は

動
転
し
て
そ
の
高
い
木
か
ら
お
ち
て
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
け
ち
ょ
ん
。
そ
し
た
ば
天
邪
鬼
は
た
ち
ま
ち
瓜
姫
子
の
皮
を
は
い
で
自
分
は

瓜
姫
子
に
化
け
て
、
知
ら
ぬ
ふ
り
し
て
そ
の
家
に
も
ど
つ
て
、
機
織
り
を
し
て
い
た
。
ん
で
も
そ
の
音
は

　
　
と
っ
き
ん
か
た
り
き
ん
か
た
り

1
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管
こ
無
く
て
織
る
よ
無
い

　
　
と
っ
き
ん
　
か
た
り
　
き
ん
　
か
た
り

と
鳴
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
へ
山
か
ら
爺
と
婆
が
も
ど
っ
て
来
て
み
る
と
機
の
音
が
違
っ
て
聞
こ
え
る
の
で
「
瓜
姫
子
や
瓜
姫
子
や
、
天

邪
鬼
来
な
い
け
が
」
と
た
ず
ね
た
が
化
け
の
瓜
姫
子
は
、
知
ら
ぬ
ふ
り
し
て
「
来
な
い
け
、
来
な
い
け
」
と
う
そ
を
つ
い
て
い
た
。
そ

れ
で
爺
と
婆
は
、
ね
餅
を
こ
し
ら
え
て
「
瓜
姫
子
や
、
こ
れ
を
長
者
殿
さ
持
っ
て
い
っ
て
け
れ
」
と
い
い
つ
け
ら
れ
た
の
で
、
ね
餅
の

重
箱
を
下
げ
て
家
を
出
た
が
、
途
中
で
み
な
自
分
で
食
っ
て
し
ま
い
「
も
う
一
重
こ
持
っ
て
き
て
く
れ
れ
ば
、
お
ら
あ
ど
こ
嫁
に
も
ら

う
つ
け
」
と
き
か
せ
た
の
で
、
爺
と
婆
は
喜
ん
で
、
ま
た
重
箱
に
ね
餅
を
詰
め
る
と
、
そ
れ
を
持
っ
て
長
者
殿
に
行
き
「
お
ら
あ
ど
こ
、

嫁
も
ら
つ
て
け
れ
と
い
う
け
」
と
は
か
り
ご
と
し
た
ば
、
長
者
殿
で
は
本
気
に
し
て
、
化
け
瓜
姫
子
を
嫁
取
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
た
ら
そ
の
日
に
な
っ
た
ら
、
家
の
そ
ば
の
木
に
鴉
が
飛
ん
で
来
て

　
　
瓜
姫
子
あ
乗
り
掛
け
さ
　
天
邪
鬼
乗
っ
て
ゆ
く
　
か
あ
　
か
あ

と
鳴
く
の
で
、
爺
も
婆
も
は
て
さ
て
、
ま
す
ま
す
怪
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
化
け
の
瓜
姫
子
を
裏
の
し
ず
墓
さ
連
れ
て
行
っ
て
、
顔

を
洗
わ
せ
る
と
、
い
つ
も
の
瓜
姫
子
と
違
っ
て
、
た
づ
き
塞
の
あ
た
り
ば
か
U
て
ら
て
ら
な
で
て
い
る
の
で
、
ご
り
ご
り
と
洗
っ
て

や
る
と
、
化
け
の
皮
が
は
げ
て
天
邪
鬼
が
現
わ
れ
だ
け
ど
。
爺
と
婆
は
な
ん
て
か
ん
て
怒
っ
て
、
天
邪
鬼
を
茅
原
の
間
を
引
っ
張
り
ま

わ
し
、
い
じ
め
じ
け
て
や
っ
た
ら
、
さ
ん
ざ
ん
と
血
を
流
し
た
の
で
、
今
だ
に
茅
原
の
茅
の
根
が
赤
く
染
ま
っ
て
い
る
と
い
う
ご
と
だ
。

1
秋
田
県
平
鹿
郡
L

　
こ
の
説
話
は
、
瓜
か
ら
生
ま
れ
た
女
子
U
瓜
子
姫
を
主
人
公
と
し
、
異
常
誕
生
か
ら
、
機
織
り
、
天
邪
鬼
の
妨
害
を
経
て
、
幸
福
な
結
婚

を
語
る
《
小
さ
子
聾
の
一
種
で
あ
る
。
同
じ
く
小
さ
子
諌
で
あ
る
「
桃
太
郎
」
と
共
に
、
我
が
国
で
も
っ
と
も
広
く
分
布
し
、
多
く
記
録

さ
れ
た
話
と
い
え
る
が
、
瓜
子
姫
が
天
邪
鬼
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
、
天
邪
鬼
も
報
復
を
受
け
る
と
い
う
展
開
を
持
つ
昔
話
も
伝
承
さ
れ
る
な

ど
、
話
素
の
異
同
や
そ
の
分
布
に
注
目
す
べ
き
点
が
色
々
と
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
説
話
研
究
の
対
象
と
し
て
、
幾
つ
か
の
興
味
深
い

論
考
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　
柳
田
國
男
は
、
瓜
子
姫
を
神
に
仕
え
る
織
姫
に
な
ぞ
ら
え
、
機
織
り
を
神
へ
捧
げ
る
事
業
、
天
邪
鬼
を
そ
の
妨
害
者
二
と
見
た
。
ま
た
、

関
敬
吾
は
こ
の
説
話
を
成
女
式
の
反
映
と
見
、
機
織
り
を
婚
姻
の
資
格
と
と
り
、
天
邪
鬼
を
婚
姻
の
競
争
相
手
と
捉
え
て
い
る
三
。
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こ
の
昔
話
は
東
北
か
ら
九
州
ま
で
広
く
分
布
し
て
い
る
が
、

ら
れ
る
だ
ろ
・
鬼

物
語
の
構
成
要
素
を
次
の
よ
う
な
五
つ
の
モ
チ
ー
フ
の
連
な
り
と
し
て
捉
え

①
子
の
な
い
老
夫
婦
が
川
上
か
ら
流
れ
て
き
た
瓜
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
子
を
育
て
る
。

②
瓜
子
姫
と
名
づ
け
ら
れ
た
娘
は
機
織
り
上
手
で
あ
る
。

③
両
親
の
留
守
中
、
天
邪
鬼
が
家
に
侵
入
し
、

　
a
姫
を
殺
し
、
姫
に
な
り
す
ま
す
。

　
b
姫
を
誘
い
出
し
て
、
木
に
縛
り
付
け
、
姫
に
な
り
す
ま
す
。

④
天
邪
鬼
が
偽
の
花
嫁
と
な
っ
て
輿
入
れ
す
る
途
中
、

　
a
鳥
が
鳴
い
て
、
花
嫁
の
正
体
を
天
邪
鬼
で
あ
る
と
知
ら
せ
る
。

　
b
木
に
縛
り
付
け
ら
れ
た
瓜
姫
が
、
花
嫁
の
正
体
を
天
邪
鬼
だ
と
知
ら
せ
る
。

⑤
悪
事
の
露
顕
し
た
天
邪
鬼
は
、

　
a
逃
げ
お
お
せ
る
／
追
放
さ
れ
る

　
b
体
を
引
き
裂
か
れ
て
殺
さ
れ
、
蕎
麦
畑
／
茅
場
（
あ
る
い
は
両
方
）
に
投
げ
捨
て
ら
れ
る
。
こ
の
為
、
こ
れ
ら
の
根
が
赤
い
。

こ
れ
を
さ
ら
に
内
容
面
で
分
類
す
る
と
、
東
北
と
中
国
地
方
を
二
つ
の
中
心
点
と
す
る
分
布
四
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
東
北
地
方
が

モ
チ
ー
フ
の
a
、
中
国
地
方
が
b
の
傾
向
を
示
す
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
a
と
b
の
分
布
傾
向
を
重
視
し
た
関
は
、

　
　
　
「
東
北
地
方
で
は
天
の
邪
鬼
の
（
瓜
子
姫
の
）
殺
害
方
法
は
き
わ
め
て
残
酷
で
、
と
き
と
し
て
は
姫
の
顔
の
皮
を
は
が
す
こ
と
す
ら
あ

　
　
る
。
こ
れ
に
対
し
て
西
日
本
で
は
姫
を
殺
す
よ
り
は
誘
惑
し
て
着
物
を
は
ぎ
と
っ
て
木
に
縛
り
つ
け
る
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

　
　
天
の
邪
鬼
に
対
す
る
処
置
は
ま
さ
に
逆
で
、
東
北
日
本
で
は
た
ん
に
追
放
す
る
程
度
で
あ
る
が
、
西
日
本
で
は
天
の
邪
鬼
の
両
足
を
牛

　
　
馬
に
結
わ
え
つ
け
て
股
裂
き
す
る
残
酷
な
処
刑
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
相
違
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ

　
　
ク
ト
が
日
本
の
文
化
型
の
説
明
に
菊
と
刀
を
比
喩
と
し
た
方
法
を
想
起
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
解
釈
方
法
も
昔
話
研
究
の
重
要
な
課
題
の

　
　
一
つ
で
あ
ろ
う
ご
五
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と
、
述
べ
て
い
る
が
、
最
終
的
に
関
は
、
自
身
の
提
起
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
東
北
地
方
と
西
日
本
の
相
違
が
何
に
起
因
す
る
か
を
明
ら
か

に
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
寧
ろ
、
猪
野
（
林
田
）
史
子
氏
が
一
つ
の
回
答
を
示
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
猪
野
氏
は
、
瓜
子
姫
説
話
と
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
農
耕
起
源
神
話
六
と
の
共
通
性
か
ら
、
こ
の
話
の
古
層
は
原
始
焼
畑
農
耕
文
化
の
時
代
に

流
入
し
た
、
熱
帯
の
古
栽
培
民
の
神
話
に
連
な
る
イ
モ
や
果
樹
の
起
源
神
話
で
あ
り
、
そ
の
後
縄
文
時
代
の
あ
る
時
期
開
始
さ
れ
た
、
粟
や

ソ
バ
・
キ
ビ
な
ど
雑
穀
焼
畑
農
耕
の
影
響
に
よ
り
、
そ
れ
ら
雑
穀
の
起
源
神
話
へ
と
変
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
そ
の
説
話
の
成
立

と
変
容
の
過
程
を
考
察
し
た
。
そ
し
て
氏
は

　
　
　
「
い
わ
ば
こ
の
説
話
は
二
層
の
農
耕
文
化
を
通
じ
て
伝
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
伝
播
の
様
相
は
、
日
本
の
東
西
に
お
い
て

　
　
そ
れ
ぞ
れ
や
や
性
格
を
異
に
し
、
東
日
本
型
瓜
子
姫
伝
承
に
お
い
て
は
、
芋
や
果
樹
栽
培
と
い
う
古
層
の
文
化
に
由
来
す
る
説
話
が
も

　
　
っ
と
も
原
形
に
近
い
形
で
伝
え
ら
れ
た
。
西
日
本
型
瓜
子
姫
伝
承
に
お
い
て
は
、
ア
ワ
・
ヒ
エ
等
の
雑
穀
栽
培
文
化
が
隆
盛
し
た
地
域

　
　
の
農
耕
文
化
を
反
映
し
た
話
が
成
立
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
の
後
に
、
我
国
の
瓜
子
姫
伝
承
は
物
語
化
の
途
を
辿
っ
て
い
っ

　
　
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
」
七

　
と
、
論
じ
て
い
る
。

　
筆
者
は
以
前
他
所
で
、
先
学
諸
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
説
話
中
の
h
カ
ヤ
（
ス
ス
キ
）
の
根
が

赤
い
理
由
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
着
目
し
、
近
年
の
焼
畑
関
連
研
究
や
ブ
ナ
林
帯
研
究
の
成
果
を
手
が
か
り
と
し
て
、
焼
畑
と
植
物
繊
維
の

織
物
の
文
化
に
つ
い
て
再
考
を
試
み
た
八
。
猪
野
氏
の
論
は
非
常
に
説
得
力
が
あ
り
、
筆
者
も
そ
の
大
綱
に
於
い
て
深
く
賛
同
す
る
者
で
あ

る
が
、
拙
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
卑
見
に
よ
れ
ば
、
関
が
強
調
す
る
ほ
ど
南
北
の
差
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ
ず
、
二
つ
の
型
と
し

て
の
傾
向
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
を
単
純
な
地
域
差
と
し
て
明
確
に
二
分
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
例
え
ば
、

⑤
の
天
邪
鬼
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
東
北
地
方
で
も
天
邪
鬼
が
殺
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
多
い
。
ま
た
⑤
の
a
逃
亡
す
る
天
邪
鬼
も
、
逃
げ
込
ん

だ
茅
原
の
茅
の
葉
で
手
や
体
が
切
れ
て
血
を
流
し
、
b
同
様
に
天
邪
鬼
の
血
が
植
物
を
変
容
さ
せ
る
起
源
説
話
（
宮
城
県
登
米
郡
V
も
伝
承

さ
れ
て
い
る
な
ど
、
説
話
構
造
上
の
役
割
は
本
質
的
に
は
相
違
が
な
い
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
こ
の
相
違
は
重
大
な
問
題

と
な
さ
な
い
。

　
一
方
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
幾
つ
か
の
伝
承
で
は
、
行
為
者
が
瓜
子
姫
と
天
邪
鬼
の
両
者
の
間
で
容
易
に
交
替
が
起
き
て
お
り
、
こ
う
し

た
現
象
か
ら
も
こ
の
説
話
の
一
面
を
探
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
伝
承
に
よ
っ
て
は
果
樹
や
、
栽
培
植
物
の
種
類
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に
も
異
同
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
点
か
ら
の
解
釈
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
果
樹
も
多
く
は
柿
の
木
で
あ
り
、
変
容
す
る
植
物
も
大

半
に
お
い
て
蕎
麦
と
ス
ス
キ
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
。

　
柳
田
國
男
以
降
、
「
瓜
子
姫
す
な
わ
ち
神
に
仕
え
る
織
姫
」
と
し
て
、
「
機
織
の
要
素
」
は
瓜
子
姫
説
話
の
構
成
要
素
の
中
で
も
自
明
の
よ

う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
上
記
の
よ
う
な
事
項
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
瓜
子
姫
説
話
の
中
の
新
た
な
側
面
を
見
出
し
、
更
に
は

説
話
の
中
を
貫
く
、
機
織
女
の
神
話
的
性
質
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
以
前
十
分
に

検
討
す
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
瓜
子
姫
と
天
邪
鬼
の
同
質
性
と
説
話
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
　
二
人
の
機
織
女

　
瓜
子
姫
は
多
く
の
伝
承
の
中
で
機
織
上
手
と
語
ら
れ
て
い
る
。
「
爺
に
一
反
、
ん
ぼ
う
（
婆
）
に
一
反
、
そ
い
が
残
り
は
お
れ
が
着
っ
と
」

（
鹿
児
島
県
薩
摩
郡
下
甑
島
）
な
ど
と
歌
い
な
が
ら
機
を
織
る
伝
承
が
あ
る
。
こ
こ
に
柳
田
は
瓜
子
姫
の
機
織
を
神
に
仕
え
る
巫
女
的
な
性

格
の
あ
ら
わ
れ
と
見
た
の
で
あ
ろ
・
鬼
た
し
か
に
関
敬
吾
も
「
瓜
子
織
姫
」
と
名
付
け
て
い
る
よ
う
に
、
機
織
は
瓜
子
姫
の
本
質
に
関
わ
る

も
の
で
あ
る
が
、
機
織
は
果
た
し
て
”
神
に
仕
え
る
巫
女
”
の
属
性
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
瓜
子
姫
の
機
織
歌
は
、
既
出
の
「
管
こ
無
い
て
も
七
尋
」
（
秋
田
県
平
鹿
郡
〉
だ
け
で
な
く
、
「
爺
さ
ん
さ
い
が
な
い
、
婆
さ
ん
く
だ
が
な

い
」
（
広
島
県
比
婆
郡
．
島
根
県
邑
智
郡
）
「
爺
な
あ
く
だ
も
ね
、
婆
な
あ
く
だ
も
ね
、
び
ん
ち
ゃ
ん
こ
ろ
り
ん
・
・
こ
（
福
島
県
南
会
津
郡
）

と
い
う
、
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。
瓜
子
姫
の
歌
に
あ
る
《
管
こ
》
と
は
、
糸
繰
り
車
の
錘
ツ
ム
に
挿
し
て
緯
糸
を
巻
き
つ
け
る
軸
で
あ
り
、

爺
の
《
さ
い
》
と
は
、
経
糸
に
緯
糸
を
打
ち
込
む
稜
で
あ
ろ
・
肱

　
　
こ
れ
と
は
逆
に
、
説
話
の
冒
頭
で
「
さ
い
と
く
だ
を
買
っ
て
も
ら
い
機
を
織
る
」
（
島
根
県
太
田
市
）
「
爺
さ
箴
買
っ
て
く
れ
、
婆
さ
稜

を
買
っ
て
く
れ
と
い
う
」
（
岡
山
県
後
月
郡
）
と
語
る
”
合
理
的
な
”
瓜
子
姫
伝
承
か
ら
も
理
解
で
き
る
が
、
本
来
の
瓜
子
姫
は
、
糸
が
無
く

て
も
機
を
織
り
あ
げ
る
神
秘
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
的
存
在
の
瓜
子
姫
は
、
緯
糸
が
無
く
と
も
七
尋
も
の
機
を
織
り
上
げ
、

良
い
身
代
の
家
に
な
っ
た
り
、
玉
の
輿
に
乗
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

　
原
始
機
か
ら
高
織
機
．
空
引
き
機
へ
と
い
っ
た
、
よ
り
複
雑
な
機
械
技
術
の
発
展
に
伴
い
、
機
織
機
の
構
成
部
品
も
増
え
て
い
く
。
そ
の

た
め
、
伝
承
に
よ
っ
て
各
地
で
瓜
子
姫
が
口
に
す
る
機
織
部
品
の
名
称
も
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
機
織
の
根
本
的
な
原
理
は
、
経
巻
具
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（
タ
テ
マ
キ
グ
ー
1
経
糸
を
巻
き
つ
け
る
部
品
）
に
よ
っ
て
張
ら
れ
た
経
糸
の
上
糸
・
下
糸
の
隙
間
に
緯
糸
を
渡
ら
せ
、
緯
打
具
（
ヨ
コ
ウ
チ

グ
）
で
緯
（
よ
こ
）
糸
を
手
前
に
打
ち
込
む
こ
と
で
、
経
（
た
て
）
糸
と
緯
糸
を
規
則
的
に
交
差
さ
せ
、
そ
の
繰
り
返
し
で
糸
を
平
面
的
な

布
地
に
構
成
す
る
こ
と
に
尽
き
る
九
。

　
《
い
ざ
り
機
》
と
俗
称
さ
れ
る
ご
く
原
始
的
な
機
で
は
、
織
手
は
、
経
巻
具
と
織
り
手
の
腰
に
固
定
さ
れ
た
布
巻
具
と
の
間
で
経
糸
の
緊

張
・
弛
緩
を
調
整
し
、
織
り
進
む
に
つ
れ
て
布
を
巻
き
取
っ
て
行
く
の
で
、
織
り
手
の
体
は
座
っ
た
ま
ま
少
し
ず
つ
前
進
し
て
行
く
。
こ
の

た
め
機
織
は
全
身
を
使
っ
て
の
作
業
と
な
り
、
織
機
と
布
・
糸
は
織
り
手
の
体
と
不
可
分
の
同
一
体
の
様
相
を
呈
す
る
。
あ
た
か
も
自
身
の

身
体
か
ら
糸
を
挽
き
出
す
よ
う
に
機
織
を
す
る
瓜
子
姫
は
、
神
に
奉
仕
す
る
巫
女
と
言
う
よ
り
は
、
そ
の
身
体
か
ら
無
尽
蔵
の
富
を
生
み
出

す
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
的
な
女
神
の
姿
を
見
せ
て
い
る
と
い
え
よ
．
兆

　
天
邪
鬼
は
、
柳
田
國
男
に
よ
っ
て
、
神
へ
捧
げ
る
事
業
で
あ
る
機
織
り
を
妨
害
す
る
者
と
し
て
、
関
敬
吾
に
は
、
婚
姻
の
競
争
相
手
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
天
邪
鬼
は
主
人
公
で
あ
る
瓜
子
姫
の
敵
対
者
な
だ
け
の
単
純
な
存
在
で
は
な
く
、
も
う
一
人
の
主
人
公
と

言
う
べ
き
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°

　
天
邪
鬼
は
、
瓜
子
姫
に
化
け
て
機
を
織
る
が
、
一
部
の
伝
承
で
は
、
天
邪
鬼
が
歌
う
機
織
歌
や
様
子
の
変
化
か
ら
偽
者
で
あ
る
こ
と
が
露

見
す
る
。
具
体
的
に
は
、
伝
承
上
の
「
機
を
織
る
音
が
違
う
」
（
岩
手
県
北
上
市
〉
「
管
こ
無
く
て
織
る
よ
無
い
」
と
か
、
「
今
日
は
機
が
織
れ

な
い
」
と
い
っ
た
記
述
で
、
天
邪
鬼
が
瓜
子
姫
と
対
瞭
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
が
、
同
時
に
同
質
な
存
在
で
あ
る
た
め
、
大

半
の
伝
承
は
瓜
子
姫
の
着
物
（
も
し
く
は
皮
）
を
被
り
、
瓜
子
姫
に
成
り
す
ま
す
こ
と
で
機
織
を
行
う
。
こ
れ
は
「
姫
に
か
わ
っ
て
機
を
織

っ
て
い
る
」
（
岐
阜
県
吉
城
郡
）
と
か
、
「
天
邪
鬼
は
姫
の
皮
を
か
ぶ
り
着
物
を
着
て
機
を
織
っ
て
い
る
」
（
岩
手
県
和
賀
郡
）
。
と
い
．
2
状
態

で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
先
に
関
敬
吾
が
瓜
子
姫
伝
承
の
地
域
差
の
ひ
と
つ
と
し
て
重
視
し
て
い
た
③
の
a
と
b
の
相
違
－
即
ち
、
瓜
子
姫

が
殺
さ
れ
て
皮
を
は
が
れ
る
か
、
生
き
た
ま
ま
着
物
を
奪
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
表
現
の
違
い
に
、
本
質
的
な
相
違
が
な
い
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
関
が
西
日
本
の
特
徴
と
し
た
③
の
b
は
、
言
う
な
ら
ば
ソ
フ
イ
ス
テ
ィ
ケ
ー
テ
ッ
ド
さ
れ
た
表
現
な
だ
け
で
、
着
物
は
瓜
子
姫
の

皮
に
相
違
な
く
、
瓜
子
姫
の
本
質
で
あ
る
機
織
女
の
能
力
を
奪
い
、
そ
れ
を
身
に
纏
う
こ
と
で
天
邪
鬼
が
瓜
子
姫
と
の
同
一
化
を
図
る
こ
と

の
表
れ
に
他
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
瓜
子
姫
の
敵
対
者
は
往
々
に
し
て
他
の
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
各
地
の
伝
承
で
、
瓜
子
姫
の
妨
害
者
を
、
「
狼
」
（
岩
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手
県
下
閉
伊
郡
・
埼
玉
県
川
越
地
方
）
、
「
狢
」
（
岩
手
県
和
賀
郡
）
、
「
狐
」
（
岩
手
県
二
戸
郡
）
と
呼
ぶ
も
の
が
あ
る
が
、
「
山
姥
」
（
新
潟
県

西
蒲
原
郡
．
宮
城
県
仙
台
市
・
岩
手
県
紫
波
郡
他
）
を
妨
宝
暑
の
呼
び
名
と
す
る
伝
承
が
多
い
。
ま
た
、
悪
事
が
露
見
し
逃
げ
出
す
先
は
「
山
」

で
あ
り
、
最
後
は
捕
ま
っ
て
「
芋
の
穴
に
閉
じ
込
め
ら
れ
山
彦
に
な
っ
た
」
（
山
形
県
新
庄
市
）
と
語
る
も
の
も
あ
る
。
天
邪
鬼
と
山
姥
は
、

「
天
」
と
「
山
」
と
い
う
厳
密
に
は
異
な
る
概
念
の
異
界
に
彩
ら
れ
て
は
い
る
が
、
同
じ
者
の
異
名
と
し
て
考
察
可
能
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

の
山
姥
も
ま
た
、
機
織
を
得
意
と
す
る
存
在
で
あ
る
。
山
中
の
怪
と
し
て
糸
車
を
回
す
山
姥
の
伝
承
が
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

も
、
機
織
が
山
姥
・
天
邪
鬼
の
重
要
な
属
性
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
妖
怪
と
し
て
語
ら
れ
る
伝
承
で
は
、
山
姥
は
そ
の
身
体
を
傷
つ
け
ら

れ
て
も
死
ぬ
こ
と
は
な
く
、
糸
を
つ
む
ぐ
糸
車
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
で
退
治
さ
れ
て
い
る
。

二
　
対
照
性
と
逆
転
・
二
項
対
立

　
天
邪
鬼
は
ま
た
、
あ
ま
ん
じ
ゃ
く
（
広
島
県
広
島
市
）
あ
ま
ん
ぎ
ゃ
く
（
新
潟
県
栃
尾
市
）
あ
ま
り
じ
ゃ
こ
（
大
分
県
臼
杵
市
〉
な
ど
の

名
で
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
名
は
古
事
記
の
ア
マ
ノ
サ
グ
メ
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ア
メ
ワ
カ
ビ
コ
の
朝
床
で
の
死
は
、
ア
マ
ノ
サ

グ
メ
の
偽
り
の
唆
し
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
柳
田
國
男
は
、
天
邪
鬼
は
「
神
の
計
画
の
妨
害
者
」
で
、
「
邪
魔
と
か
真
似
と
か
は
ア
マ

ノ
ジ
ャ
ク
の
得
意
と
す
る
処
」
と
言
っ
て
、
「
『
東
筑
摩
郡
方
言
』
に
は
、
口
答
え
す
る
こ
と
、
ま
た
は
反
対
す
る
こ
と
を
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ク
と

い
ふ
と
あ
る
」
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
だ
ま
・
山
彦
を
“
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
“
に
類
す
る
名
称
で
呼
ぶ
地
方
（
秋
田
県
平
鹿
郡
・

常
陸
稲
敷
郡
上
野
邑
楽
郡
・
伊
豆
田
方
郡
他
）
と
、
“
山
姥
”
に
類
す
る
名
称
で
呼
ぶ
地
域
、
（
西
礪
波
郡
1
ー
ヤ
マ
ン
バ
ボ
／
美
濃
の
加
茂
郡

ー
ー
ヤ
マ
ン
ボ
、
下
野
芳
賀
郡
1
ー
ヤ
マ
ン
バ
ー
）
が
あ
る
こ
と
を
引
い
て
一
q
天
邪
鬼
と
日
本
の
昔
話
の
山
姥
の
役
割
が
往
々
に
し
て
同
質
で

交
代
可
能
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
瓜
子
姫
の
敵
対
者
は
、
ま
さ
に
ア
マ
ノ
サ
グ
メ
譲
り
の
誰
弁
を
弄
し
、
瓜
子
姫
や
爺
婆
を
騙
そ
う
と
し
て
い
る
。
瓜
子
姫
に
は
、
爺

．
婆
の
留
守
中
「
手
の
入
る
ほ
ど
、
頭
の
入
る
ほ
ど
、
と
言
っ
て
戸
を
開
け
さ
せ
」
、
な
だ
め
す
か
し
て
柿
も
ぎ
に
連
れ
出
し
、
「
綺
麗
な
着
物

が
汚
れ
る
と
い
け
な
い
か
ら
」
と
、
「
自
分
の
つ
づ
れ
と
取
り
替
え
て
」
瓜
子
姫
の
着
物
を
我
が
物
と
す
る
。
爺
婆
に
は
、
瓜
子
姫
の
「
指
を

芋
、
血
を
酒
だ
と
す
す
め
」
（
青
森
県
三
戸
郡
）
姫
を
食
わ
せ
て
し
ま
・
％

　
天
邪
鬼
を
ア
マ
ン
ギ
ャ
ク
と
い
う
地
方
も
あ
る
よ
う
に
、
事
実
と
反
対
の
こ
と
を
言
っ
た
り
行
っ
た
り
す
る
が
、
天
邪
鬼
は
単
な
る
敵
対

25



者
．
妨
害
者
で
は
な
く
、
瓜
子
姫
と
二
項
対
立
を
な
す
対
蹄
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
こ
と
は
、
幾
つ
か
の
伝
承
で
発
端
部
か
ら

暗
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
多
く
の
伝
承
で
、
瓜
子
姫
は
川
に
洗
濯
に
来
た
婆
に
よ
っ
て
拾
わ
れ
る
。

　
　
　
「
婆
が
あ
る
日
川
に
洗
濯
に
行
く
と
、
箱
こ
が
二
つ
流
れ
て
来
た
の
で
「
実
の
な
い
箱
こ
は
あ
っ
ち
ゃ
行
け
、
実
の
あ
る
箱
こ
は
こ

　
　
っ
ち
ゃ
来
い
」
と
呼
ぶ
と
、
重
い
箱
が
寄
っ
て
来
た
の
で
、
家
に
帰
っ
て
爺
と
二
人
で
、
開
け
て
見
た
れ
ば
瓜
が
出
て
、
瓜
の
中
か
ら

　
　
女
の
子
が
生
ま
れ
た
」
（
標
準
話
型
）
と
か
、
「
婆
の
前
に
紅
白
の
こ
ん
ば
こ
が
流
れ
て
く
る
。
赤
い
こ
ん
ば
こ
の
中
か
ら
胡
瓜
が
出
る
」

　
　
（
山
形
県
新
庄
市
）
「
婆
が
川
で
「
よ
い
瓜
こ
っ
ち
へ
こ
、
よ
た
瓜
あ
っ
ち
へ
い
け
」
と
い
っ
て
拾
っ
て
く
る
」
（
長
野
県
小
県
郡
）
「
瓜

　
　
が
流
れ
て
く
る
。
婆
が
杓
で
す
く
い
上
げ
て
食
べ
る
。
味
が
よ
か
っ
た
の
で
爺
に
も
う
一
つ
流
れ
て
く
る
よ
う
に
念
願
す
る
と
ま
た
来

　
　
る
」
（
岡
山
県
真
庭
郡
）

　
と
言
う
よ
う
に
、
爺
婆
は
二
つ
の
瓜
を
取
捨
選
択
し
、
一
方
を
拾
う
事
に
よ
っ
て
、
子
た
る
瓜
子
姫
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
れ
は
反
面
《
選

ば
れ
な
か
っ
た
瓜
》
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
瓜
（
あ
る
い
は
香
箱
）
と
い
っ
た
閉
じ
た
空
間
か
ら
誕
生
す
る
も
の
の
、
結
局
は
窓
や
戸
を
閉

め
切
っ
た
爺
婆
の
家
の
内
部
（
あ
る
い
は
箪
笥
や
箱
）
に
籠
っ
て
機
を
織
る
瓜
子
姫
と
、
外
部
か
ら
そ
の
空
間
を
こ
じ
開
け
て
侵
入
す
る
天

邪
鬼
と
い
う
対
瞭
的
な
存
在
の
暗
示
で
あ
る
。
各
地
の
伝
承
に
現
れ
て
い
る
、
瓜
子
姫
と
天
邪
鬼
の
個
々
の
対
立
点
を
見
渡
す
と
、
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
事
項
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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瓜
子
姫

良
い
瓜
・
赤
い
香
箱

屋
内
・
箱
・
箪
笥
に
籠
る

働
き
者
・
有
能
な
機
織
女

美
し
い
娘
・
綺
麗
で
立
派
な
着
物

耳
く
そ
鼻
く
そ
と
言
っ
て
柿
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る

植
物
（
柿
）
に
よ
っ
て
赤
く
な
る

着
物
・
皮
を
剥
が
れ
る

　
　
　
　
　
天
邪
鬼

（
拾
わ
れ
な
か
っ
た
）
空
の
箱
・
悪
い
瓜
・
白
い
香
箱

隣
・
山
・
侵
入
者

遊
び
好
き

長
い
爪
・
と
げ
の
生
え
た
背
中
・
破
れ
に
く
い
ツ
ヅ
レ

美
味
い
柿
を
食
べ
る

植
物
（
蕎
麦
や
カ
ヤ
）
を
（
血
で
）
赤
く
す
る

着
物
・
皮
を
着
る



菰
・
俵
・
天
邪
鬼
の
着
物
に
包
ま
れ
、

小
食

木
に
吊
る
さ
れ
る
（
垂
直
）

牛
馬
に
引
き
裂
か
れ
畑
・
カ
ヤ
原
を
引
き
ず
ら
れ
る

大
食
・
悪
食

（
水
平
）

　
あ
る
意
味
で
、
瓜
子
姫
の
本
態
で
あ
る
瓜
に
対
し
て
、
天
邪
鬼
の
本
態
は
柿
で
あ
ろ
う
。
天
邪
鬼
は
瓜
子
姫
に
柿
も
ぎ
に
行
こ
う
と
誘
う

が
、
次
節
で
も
述
べ
る
よ
う
に
柿
は
天
邪
鬼
の
背
景
と
な
る
焼
畑
農
耕
文
化
の
指
標
果
樹
で
あ
る
。
多
く
の
伝
承
で
天
邪
鬼
は
美
味
い
柿
を

食
い
、
瓜
子
姫
に
は
「
耳
く
そ
鼻
く
そ
」
と
い
っ
て
汚
い
・
未
熟
な
柿
を
ぶ
つ
け
る
。
瓜
子
姫
は
ぶ
つ
け
ら
れ
た
柿
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、

柿
を
ぶ
つ
け
ら
れ
て
傷
つ
き
、
流
血
し
て
そ
の
体
が
赤
く
染
ま
る
。
ま
た
、
瓜
子
姫
の
流
し
た
血
に
よ
っ
て
、
蕎
麦
や
ス
ス
キ
の
根
が
赤
く

な
る
伝
承
も
あ
り
、
瓜
子
姫
と
天
邪
鬼
の
間
に
は
相
反
す
る
も
の
の
一
致
を
見
、
ア
ル
テ
ル
・
エ
ゴ
の
関
係
に
あ
る
と
言
う
事
も
で
き
よ
う
。

こ
の
同
質
で
対
瞭
的
な
二
人
の
機
織
女
の
有
り
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
格
が
、
独
自
の
神
話
的
世
界
観
を
背
景
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

三
　
「
紡
」
と
「
績
」
の
世
界

　
今
回
詳
述
は
で
き
な
い
が
、
筆
者
は
先
の
小
論
で
、
柿
や
蕎
麦
・
カ
ヤ
と
い
っ
た
焼
畑
農
耕
文
化
に
特
徴
的
な
作
物
＝
や
、
焼
畑
の
技
術

で
生
産
さ
れ
る
繊
維
．
布
吊
の
特
質
に
注
目
し
て
検
討
し
、
焼
畑
農
耕
文
化
に
包
含
さ
れ
る
神
話
体
系
を
仮
定
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
神
話

体
系
の
中
で
語
ら
れ
た
、
植
物
繊
維
を
専
ら
と
す
る
機
織
の
女
神
が
、
天
邪
鬼
の
原
型
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
＝
て
そ
し
て
、
焼

畑
農
耕
文
化
の
キ
ー
と
し
て
“
剥
ぐ
／
引
き
裂
く
”
こ
と
を
重
視
し
た
。

　
天
邪
鬼
が
瓜
子
姫
を
藤
つ
る
で
樹
上
に
縛
り
付
け
る
伝
承
（
香
川
県
丸
亀
市
）
が
あ
る
が
、
丈
夫
な
藤
の
繊
維
の
利
用
は
、
焼
畑
文
化
圏

の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
藤
に
限
ら
ず
、
葛
・
楮
・
シ
ナ
等
の
樹
皮
や
麻
・
苧
麻
・
イ
ラ
ク
サ
等
草
本
の
繊
維
を
利
用
す
る
上
で
ま

ず
最
初
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
靭
皮
繊
維
を
採
集
す
る
為
に
樹
皮
や
靭
皮
（
あ
ま
か
わ
）
を
木
質
部
分
か
ら
”
剥
ぎ
取
る
”
行

為
で
あ
る
。
天
邪
鬼
は
、
牛
馬
に
足
を
引
き
裂
か
れ
て
お
り
、
繊
維
を
引
き
裂
い
て
糸
に
績
む
植
物
の
本
態
を
想
起
さ
せ
る
。

　
”
剥
ぎ
取
る
”
行
為
に
続
く
一
連
の
繊
維
精
錬
・
製
糸
の
過
程
に
は
、
「
灰
汁
に
よ
る
精
製
、
水
晒
し
の
技
術
」
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ

れ
は
焼
畑
の
重
要
な
要
件
で
あ
る
火
入
れ
と
灰
の
利
用
に
関
係
し
、
縄
文
文
化
の
系
譜
に
連
な
る
古
い
技
術
で
あ
る
。
伝
承
上
、
大
半
の
婆
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は
川
へ
洗
濯
に
行
っ
て
い
る
が
、
麻
を
晒
し
に
行
く
（
岐
阜
県
大
野
郡
）
も
の
も
あ
り
、
天
邪
鬼
の
顔
を
「
ゴ
リ
ゴ
リ
と
洗
わ
せ
る
」
と
化

け
の
皮
が
剥
が
れ
る
の
も
、
水
晒
し
の
技
法
の
表
現
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
天
邪
鬼
は
、
瓜
子
姫
を
柿
の
木
に
登
ら
せ
る
時
、
騙
し
て
着
物
を
脱
が
せ
、
あ
る
い
は
殺
害
し
て
皮
を
剥
ぐ
が
、
こ
れ
は
、
焼
畑
農
耕
に

特
徴
的
な
民
具
と
さ
れ
る
、
樹
皮
繊
維
で
作
っ
た
バ
バ
キ
（
脛
あ
て
・
足
甲
）
や
、
藤
布
製
の
衣
類
の
作
成
方
法
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
バ

バ
キ
の
素
材
は
椋
欄
の
皮
や
沢
胡
桃
・
シ
ナ
ノ
キ
の
樹
皮
、
あ
る
い
は
毛
皮
な
ど
だ
が
三
、
い
ず
れ
も
”
剥
ぎ
と
ら
れ
た
”
も
の
で
あ
る
。

　
物
語
は
こ
の
段
階
で
、
天
邪
鬼
の
べ
ー
ス
に
飲
み
込
ま
れ
、
も
は
や
瓜
子
姫
と
天
邪
鬼
は
殺
し
／
殺
さ
れ
、
剥
ぎ
／
剥
が
れ
る
関
係
で
あ

り
な
が
ら
、
同
時
に
一
体
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
天
邪
鬼
自
身
は
、
「
お
前
の
背
中
な
ど
と
げ
だ
ら
け
で
背
負
わ
れ
な
い
」
と

瓜
子
姫
が
言
う
よ
う
に
、
ガ
ザ
ガ
ザ
の
背
中
で
あ
る
。
草
木
布
全
般
の
特
徴
と
し
て
、
原
材
料
の
樹
皮
・
表
皮
の
硬
さ
と
そ
の
加
工
の
手
間

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
と
げ
だ
ら
け
」
と
い
う
表
現
を
仮
に
字
義
通
り
に
受
け
止
め
る
な
ら
、
草
木
布
の
一
種
と
し
て
の
イ
ラ
ク
サ
布

を
連
想
す
る
こ
と
も
出
来
る
。

　
イ
ラ
ク
サ
金
尋
麻
》
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
人
の
皮
膚
に
刺
さ
っ
て
庖
疹
を
お
こ
さ
せ
る
、
微
小
な
と
げ
を
持
つ
蔓
状
の
多
年
草
で
、
山

野
に
広
く
野
生
す
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
植
物
で
あ
る
。
呈
春
に
採
れ
る
ミ
ヤ
マ
イ
ラ
ク
サ
の
新
芽
は
「
ア
イ
コ
」
の
名
で
親
し
ま
れ
、
美
味

な
山
菜
と
し
て
も
珍
重
さ
れ
る
が
、
そ
の
繊
維
か
ら
織
り
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
ア
ン
ギ
ン
布
も
縄
文
遺
物
に
残
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
昔
か

ら
イ
ラ
ク
サ
は
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　
イ
ラ
ク
サ
の
繊
維
か
ら
布
地
を
作
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
あ
る
。
魔
女
の
呪
い
で
白
鳥
に
変
え
ら
れ
た
王
子
た
ち
を
、
妹
姫
が
血

を
流
し
な
が
ら
イ
ラ
ク
サ
を
集
め
、
ベ
ス
ト
を
編
み
、
元
の
姿
に
戻
す
話
で
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
「
野
の
白
鳥
」
の
題
で
知
ら
れ
る
物
語

で
あ
る
。
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
な
る
と
、
時
代
は
ぐ
っ
と
新
し
く
な
る
が
、
同
工
異
曲
の
筋
立
て
が
グ
リ
ム
に
も
あ
り
、
そ
の
原
型
と
な
る
説

話
は
古
く
遡
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
中
国
少
数
民
族
の
民
話
に
も
、
「
奪
麻
と
ヨ
モ
ギ
」
と
い
う
、
山
姥
の
イ
ラ
ク
サ
へ
の
変
身
の
話
が
あ
る
。
母
親
の
留
守
中
に
妖
婆
が
や

っ
て
き
て
、
母
の
衣
類
を
身
に
着
け
て
姉
弟
を
騙
し
、
屋
敷
に
侵
入
し
、
弟
は
食
べ
ら
れ
て
し
ま
・
発
姉
は
桃
園
に
逃
げ
込
み
首
尾
よ
く
妖

婆
を
退
治
す
る
が
、
妖
婆
は
イ
ラ
ク
サ
に
代
わ
っ
て
し
ま
い
、
桃
の
木
か
ら
降
り
ら
れ
な
く
な
る
。
姉
は
木
か
ら
落
ち
て
、
イ
ラ
ク
サ
の
毒

を
癒
す
薬
効
を
持
つ
ヨ
モ
ギ
に
化
身
す
る
一
四
。
こ
の
話
に
は
「
三
枚
の
お
札
」
の
要
素
も
あ
り
、
直
接
瓜
子
姫
説
話
と
の
比
較
は
難
し
い
が
、

変
身
の
た
め
の
衣
類
と
言
う
モ
チ
ー
フ
と
し
て
も
興
味
深
い
。
“
剥
が
れ
”
た
瓜
子
姫
の
皮
も
、
天
邪
鬼
の
変
身
の
為
の
衣
類
と
な
っ
て
い
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る
。　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
邪
鬼
が
草
不
布
を
司
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
一
方
の
瓜
子
姫
の
織
る
織
物
は
、
一
身
代
築
く
ほ
ど
の

高
価
な
も
の
で
あ
り
、
瓜
子
姫
の
着
物
は
「
汚
れ
る
と
い
け
な
い
か
ら
」
脱
が
す
必
要
が
あ
る
よ
う
な
上
等
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、

絹
織
物
を
思
わ
せ
る
。
絹
を
織
る
織
女
の
死
に
つ
い
て
、
筆
者
は
既
に
他
所
で
馬
娘
婚
姻
諄
と
の
比
較
に
よ
っ
て
論
じ
て
い
る
が
、
瓜
子
姫

伝
承
に
お
い
て
も
、
瓜
子
姫
の
死
体
は
薦
や
俵
に
包
ま
れ
た
状
態
で
樹
上
に
吊
る
さ
れ
、
こ
こ
で
も
「
籠
も
る
こ
と
」
が
絹
の
伝
承
上
重
要

な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
一
五
。
瓜
子
姫
の
残
虐
な
殺
害
と
”
剥
ぐ
／
剥
が
れ
る
”
と
言
う
こ
と
に
、
筆
者
は
植
物
繊
維
の
精

練
と
絹
織
物
の
文
化
の
移
入
、
機
織
の
技
術
革
新
の
過
程
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　
今
日
の
一
般
消
費
者
に
は
”
機
織
”
と
い
う
漠
然
と
し
た
概
念
で
一
括
さ
れ
、
理
解
の
及
ぼ
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
植
物
繊
維
を

取
り
巻
く
技
術
・
伝
承
と
そ
れ
を
保
持
す
る
集
団
の
世
界
観
は
、
絹
の
伝
承
を
構
成
す
る
そ
れ
と
は
、
根
本
的
に
異
な
る
。
現
代
人
の
理
解

の
浅
さ
を
端
的
に
示
す
の
は
、
製
糸
過
程
を
「
紡
績
」
と
一
言
で
纏
め
る
考
え
方
で
あ
る
。
本
来
「
紡
」
と
「
績
」
は
そ
れ
ぞ
れ
技
術
的
に

も
背
後
に
あ
る
文
化
複
合
も
全
く
異
な
る
行
為
で
あ
る
。
蚕
が
糸
を
吐
い
て
作
っ
た
繭
か
ら
糸
を
紡
ぎ
出
す
と
い
う
工
程
と
、
植
物
を
縦
に

引
き
裂
き
繋
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
糸
を
績
む
工
程
と
で
は
、
自
ず
と
異
な
る
思
考
の
源
泉
と
な
る
。

　
麻
に
代
表
さ
れ
る
植
物
繊
維
の
草
木
布
は
、
蒸
し
、
水
に
浸
し
、
皮
を
剥
ぎ
、
叩
き
乾
か
し
、
ま
た
晒
し
、
繊
維
を
柔
軟
に
す
る
。
布
に

織
り
上
げ
て
か
ら
も
晒
し
た
り
、
砧
で
打
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
絹
の
精
製
と
の
最
大
且
つ
根
本
的
な
相
違
は
“
剥
ぎ
・
引
き
裂
く
”
カ

に
あ
る
。
ま
た
そ
こ
に
は
多
量
の
水
を
必
要
と
す
る
。
焼
畑
で
生
産
さ
れ
た
苧
麻
や
、
山
野
で
採
集
さ
れ
た
藤
・
葛
・
梶
そ
の
他
、
何
れ
も

不
要
な
木
質
部
や
繊
維
間
物
質
は
採
集
後
速
や
か
に
剥
ぎ
取
っ
て
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
。
山
里
の
温
泉
地
に
散
見
す
る
、
「
オ
ガ
マ
」
の
地

名
は
「
麻
釜
」
で
あ
り
、
こ
う
し
た
製
糸
過
程
に
熱
水
が
提
供
さ
れ
た
名
残
で
あ
ろ
う
。
“
剥
ぐ
”
行
為
こ
そ
、
植
物
繊
維
の
加
工
技
術
の

根
本
で
あ
り
、
そ
の
技
術
を
保
持
す
る
集
団
の
神
話
的
思
考
の
根
幹
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
象
す
る
動
物
は
、
“
脱
皮
す
る

蛇
”
で
あ
る
。

　
養
蚕
や
絹
織
物
の
技
術
に
付
随
す
る
信
仰
・
世
界
観
を
成
立
さ
せ
て
い
る
根
幹
が
、
蚕
の
“
繭
篭
り
と
繭
か
ら
の
再
生
”
で
あ
り
、
口
か

ら
糸
を
吐
く
蚕
へ
の
驚
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
山
里
の
焼
畑
を
根
拠
地
と
す
る
信
仰
世
界
の
源
泉
は
、
植
物
の
皮
を
物
理
的
な
大
力
で

“
剥
ぎ
・
引
き
裂
く
”
こ
と
に
よ
る
植
物
の
死
と
、
そ
の
原
糸
を
精
製
す
る
こ
と
で
で
き
る
繊
維
製
品
へ
の
再
生
と
い
う
円
環
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
蚕
の
紡
ぎ
出
す
神
話
に
対
し
、
蛇
神
の
「
績
む
」
神
話
体
系
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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更
に
言
え
ば
、
こ
の
二
人
の
機
織
女
は
空
間
的
に
も
そ
れ
ぞ
れ
対
極
と
も
い
え
る
世
界
観
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
瓜
子
姫
は
、
瓜
か
ら
生
ま
れ
る
前
も
、
あ
る
い
は
生
ま
れ
た
後
も
箱
・
箪
笥
・
家
か
ら
一
歩
も
出
る
こ
と
な
く
、
そ
の
中
空
の
世
界
に
籠

も
っ
て
機
織
を
し
て
い
た
。
こ
の
籠
も
り
は
説
話
上
の
極
端
な
表
現
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
の
絹
織
物
の
生
産
で
も
蚕
の
飼
育
段
階
か
ら

屋
内
の
作
業
が
続
き
、
家
屋
敷
を
中
心
と
し
た
閉
鎖
的
な
空
間
の
中
で
完
結
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
天
邪
鬼
や
山
姥
と
言
つ
た
焼
畑
文

化
圏
の
織
女
は
、
ま
ず
山
へ
原
料
を
採
取
し
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
屋
内
で
蚕
を
飼
い
、
温
湯
で
繭
を
煮
て
糸
を
紡
ぐ
絹
と
異
な
り
、
焼

畑
の
女
性
た
ち
は
山
の
畑
へ
の
往
復
の
途
上
で
も
、
懐
に
青
苧
（
木
質
部
を
取
り
除
き
、
靭
皮
部
分
の
み
の
段
階
ま
で
精
製
し
、
こ
れ
を
細

く
引
き
裂
い
て
あ
る
）
の
束
を
入
れ
て
、
糸
績
み
を
し
て
い
た
。
糸
績
み
を
し
な
が
ら
山
道
を
歩
き
、
谷
底
へ
転
落
死
す
る
事
故
死
者
も
多

か
っ
た
と
い
う
一
六
。
絹
の
機
織
女
の
屋
内
に
籠
も
る
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
あ
り
方
と
、
植
物
繊
維
を
司
る
機
織
女
の
季
節
ご
と
の
山
へ
の
往
来

と
い
う
相
違
は
、
お
の
ず
と
異
質
な
時
間
・
空
間
の
認
識
を
醸
成
す
る
で
あ
ろ
う
。

30

、
四
　
神
話
世
界
の
融
A
〒
1
説
話
の
重
層
性

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
瓜
子
姫
と
天
邪
鬼
と
い
う
二
人
の
機
織
女
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
技
術
集
団
を
背
景
に
も
ち
、
異
質
な
世
界
観

に
支
え
ら
れ
た
神
話
世
界
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
同
じ
”
機
織
”
と
言
う
生
産
活
動
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
両
者
が
出
逢
っ
た
と
き
、
“
絹
の
織
女
と
植
物
繊
維
の
織
女
の
葛
藤
と
変
容
”
と
で
も
言
う
べ
き
現
象
が
起
こ
り
、
物
語
に
反
映
さ

れ
、
説
話
が
再
構
築
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
と
き
両
者
を
結
び
つ
け
る
媒
介
と
な
っ
た
の
は
、
豊
穣
の
世
界
樹
の
概
念
で
あ
ろ
う
。
説
話
の
文
脈
に
即
し
て
言
え
ぱ
、
瓜
子
姫
の

焼
畑
耕
作
文
化
の
側
で
は
、
重
要
な
指
標
果
樹
で
あ
る
柿
の
木
が
そ
の
世
界
の
世
界
樹
と
な
る
。
絹
織
物
の
世
界
で
は
、
原
初
の
蚕
神
が
天

か
ら
降
っ
て
き
た
桑
の
木
で
あ
り
、
そ
れ
は
太
陽
の
樹
で
も
あ
る
。

　
土
居
淑
子
氏
は
、

　
　
　
　
「
建
木
の
神
話
で
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
来
大
樹
は
天
地
を
つ
な
ぐ
柱
で
あ
っ
て
、
神
々
が
天
地
を
往
来
す
る
依
り
ど
こ
ろ
で

　
　
あ
っ
た
。
こ
れ
は
拙
書
中
で
「
上
昇
、
下
降
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
の
べ
た
よ
う
に
、
漢
代
で
は
画
面
中
で
樹
木
が
死
者
の
昇
仙

　
　
の
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
」
一
七



と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
瓜
子
姫
と
天
邪
鬼
の
木
登
り
と
、
瓜
子
姫
の
死
と
変
容
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
猪
野
（
林
田
）
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
古
栽
培
文
化
に
お
い
て
は
、
果
樹
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
が
、
絹
織
物
を
伝
え
た
水
稲

文
化
圏
の
拡
大
・
席
捲
に
従
っ
て
、
世
界
樹
と
し
て
の
果
樹
は
衰
え
、
桑
の
木
が
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
で
あ

ろ
・
鬼
そ
し
て
そ
こ
に
、
蛇
シ
ン
ボ
ル
も
吸
収
・
融
合
さ
れ
て
行
く
。

　
も
と
よ
り
蛇
と
梶
．
桑
を
因
縁
深
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
俗
信
は
数
多
い
。
蛇
身
ど
考
え
ら
れ
る
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
祭
ら
れ
る
諏
訪
神
社

の
神
紋
は
梶
の
木
の
葉
で
あ
る
し
、
蛇
が
桑
の
木
に
下
が
っ
て
皮
を
剥
く
と
い
っ
た
俗
信
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
桑
と
蛇
は
切
っ
て
も
切
れ
ん
だ
が
ね
。
子
供
の
時
分
蛇
半
殺
し
に
し
て
”
ヘ
エ
ビ
、
ヘ
エ
ビ
生
き
ろ
”
つ
ち
ゃ
、
桑
の
棒
で
撫
で

　
　
て
く
れ
た
け
い
の
う
。
衣
脱
ぐ
の
に
も
、
桑
の
木
に
下
へ
行
っ
て
脱
ぐ
と
」
　
　
「
桑
の
棒
で
蛇
叩
け
ば
、
周
囲
中
か
ら
蛇
出
て
く
る
と

　
　
か
、
蛇
桑
ん
ぽ
で
は
た
く
と
、
近
所
中
蛇
に
な
る
な
ん
せ
い
や
す
ど
。
」
一
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

　
と
い
、
つ
伝
承
も
、
一
見
、
蛇
に
対
し
て
危
害
を
加
え
る
様
で
も
あ
る
が
、
結
局
は
蛇
の
脱
皮
・
再
生
能
力
を
昂
進
し
て
や
る
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
・
肱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
人
間
の
皮
も
剥
け
替
わ
る
と
い
う
ム
ケ
ノ
節
句
に
も
関
連
し
、

　
　
　
「
蛇
が
桑
畑
で
皮
が
剥
け
か
わ
る
か
ら
、
ム
ケ
ノ
ツ
イ
タ
チ
・
六
月
一
日
に
人
は
桑
畑
に
入
ら
ぬ
も
の
。
養
蚕
の
手
伝
い
の
人
を
呼

　
　
ん
で
ご
馳
走
す
る
。
（
福
島
県
）
」
一
九

　
と
い
う
民
俗
に
い
た
っ
て
は
、
養
蚕
の
儀
礼
と
も
習
合
し
て
い
く
。

　
扶
桑
は
太
陽
樹
で
あ
り
同
時
に
帝
女
桑
で
あ
り
、
神
聖
な
蚕
が
天
か
ら
下
さ
れ
る
場
で
も
あ
る
。
桑
摘
み
で
、
高
貴
な
女
性
が
木
の
上
に

登
る
こ
と
は
、
馬
娘
婚
姻
課
で
馬
の
皮
に
包
ま
れ
天
に
飛
び
去
っ
た
娘
が
、
桑
の
木
の
上
に
蚕
と
成
っ
て
出
現
し
た
り
、
蚕
の
守
護
神
と
も

な
る
炎
帝
の
娘
が
焼
身
登
仙
す
る
た
め
に
帝
女
桑
に
登
っ
た
こ
と
の
模
倣
・
再
現
で
も
あ
っ
た
。

　
瓜
子
姫
を
包
ん
で
柿
の
木
の
上
に
吊
る
す
天
邪
鬼
の
着
物
、
即
ち
皮
は
、
馬
娘
婚
姻
諌
の
娘
を
包
ん
で
飛
び
去
り
、
喪
1
1
桑
の
木
に
ぶ
ら

下
が
る
馬
の
皮
と
な
る
。
そ
し
て
、
瓜
子
姫
と
天
邪
鬼
の
神
話
世
界
が
融
合
し
、
一
つ
の
織
物
の
神
話
の
世
界
へ
と
変
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
同
様
の
説
話
の
再
構
築
は
、
記
紀
神
話
の
世
界
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
，

　
筆
者
は
過
去
に
、
一
連
の
天
岩
戸
神
話
を
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
関
係
性
に
お
い
て
分
析
し
、
蚕
神
ア
マ
テ
ラ
ス
に
対
す
る
馬
神
”
暴
風
雨
神

と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
に
つ
い
て
考
察
し
た
二
9
し
か
し
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
常
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
蛇
神
と
し
て
の
神
格
に
集
約
さ
れ
る
と
思
わ
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れ
る
諸
要
素
を
、
如
何
に
位
置
付
け
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
突
き
当
た
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
後
幾
つ
か
の
拙
論
を
通
じ
、
ス
サ
ノ
ヲ

に
付
与
さ
れ
た
神
格
の
一
つ
に
植
物
神
と
し
て
の
姿
が
あ
り
、
そ
れ
は
蛇
神
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
格
と
分
か
ち
が
た
い
一
面
を
形
成
し

て
い
る
こ
と
を
検
討
し
て
き
た
。
ス
サ
ノ
ヲ
を
源
流
と
す
る
神
々
の
司
る
植
物
繊
維
の
呪
力
や
植
物
に
関
す
る
信
仰
・
習
俗
を
研
究
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
中
心
と
す
る
蚕
神
の
織
り
成
す
世
界
と
は
ま
た
別
の
、
神
話
的
思
考
が
構
築
す
る
世
界
が
探
れ
る
だ
ろ
う
。

　
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ビ
コ
ネ
の
神
謡
に
つ
い
て
、
「
蛇
体
の
雷
神
の
神
婚
諏
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
時
、
蛇
体
の
雷
神
は
蚕
よ
り
む
し

ろ
麻
を
筆
頭
と
す
る
植
物
繊
維
・
草
木
布
と
関
連
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
二
一
。
こ
の
雷
神
も
地
上
に
落
ち
て
は
一
つ
の
山
と
な
る

よ
う
な
大
き
な
喪
屋
を
一
撃
で
薙
ぎ
倒
す
強
大
な
督
力
を
持
っ
て
い
る
。
絶
対
的
な
他
を
凌
駕
す
る
督
力
は
、
蛇
体
の
風
雨
雷
神
の
特
徴
で

あ
る
こ
と
は
、
先
に
小
子
部
ス
ガ
ル
の
説
話
分
析
や
、
道
場
法
師
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
じ
て
言
及
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
特
質

に
つ
い
て
は
、
雷
神
の
系
譜
に
連
な
る
「
植
物
繊
維
を
績
む
・
機
織
女
」
達
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
「
力
あ
る
女
の
強
力
を
示
し
し
縁
第
二
七
」
で
語
ら
れ
る
道
場
法
師
の
孫
娘
は
、
雷
神
の
申
し
子
の
孫
で
あ
り
、

上
質
な
麻
織
物
の
織
り
手
で
あ
り
、
．
同
時
に
大
力
を
持
っ
て
不
正
を
成
敗
す
る
力
女
で
あ
る
。
手
ぬ
ぐ
い
を
通
じ
て
力
士
に
大
力
を
伝
授
す

る
力
女
の
伝
承
に
も
そ
の
痕
跡
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
以
前
、
植
物
繊
維
の
神
話
に
つ
い
て
、
「
そ
の
蛇
神
は
反
体
制
的
存
在
で
あ
り
、
最
終
的
に
王
権
に
よ
っ
て
服
従
さ
せ
ら
れ
る
下
位
機
能

で
あ
り
、
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
か
ら
も
、
蛇
体
の
雷
神
と
麻
の
機
織
女
の
聖
婚
を
め
ぐ
る
説
話
群
に
は
、
馬
娘
婚
姻
諦
と
は
別
の
神
話
の
系

譜
が
有
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
」
二
二
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
そ
の
下
位
機
能
の
蛇
神
で
あ
り
、
千
位
置
戸
と
い
う

ス
サ
ノ
ヲ
の
瞭
罪
が
、
自
分
の
体
の
一
部
を
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
の
支
配
下
に
降
っ
た
こ
と
を
示
す
神
話
で
あ
る
と
考
え
た
。
一
三

　
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
話
に
含
ま
れ
る
絹
の
神
話
の
要
素
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
付
与
さ
れ
た
麻
の
神
話
。
も
と
も
と
は
異
な
る
思
想
・
成
立
背
景

を
持
ち
、
異
な
る
祭
司
集
団
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
た
神
話
体
系
で
あ
っ
た
で
あ
る
肱
し
か
し
、
二
つ
の
織
物
に
関
す
る
信
仰
が
、
機
織
と

い
う
共
通
す
る
行
為
を
も
ち
、
脱
皮
し
変
容
す
る
二
種
の
生
き
物
1
1
蚕
と
蛇
の
象
徴
す
る
不
滅
性
が
、
世
界
樹
と
し
て
の
桑
の
木
を
媒
介
に

両
者
の
世
界
観
を
融
合
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
系
統
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
絡
み
合
っ
て
、
日
本
神
話
や
現
代
ま
で
伝
わ
る

習
俗
の
底
流
と
な
る
論
理
構
造
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
古
事
記
神
話
の
中
で
は
、
馬
娘
婚
姻
課
と
い
う
神
婚
説
話
を
接
点
と
し
て
集
約
さ
れ
、
複
合
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ス
サ
ノ

ヲ
の
神
話
は
、
複
雑
な
重
層
性
を
獲
得
し
た
。
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
、
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ビ
コ
ネ
・
シ
タ
テ
ル
ビ
メ
の
神
謡
、
タ
ナ
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バ
タ
説
話
と
、
今
回
の
瓜
子
姫
と
天
邪
鬼
の
分
析
は
、
｝
連
の
絹
／
麻
神
話
世
界
の
構
造
を
解
き
明
か
そ
う
と
言
う
試
み
で
あ
り
、
最
終
的

に
は
そ
こ
に
は
聖
婚
の
問
題
が
あ
る
。
今
後
も
説
話
の
成
立
過
程
や
変
容
に
注
目
し
て
研
究
を
続
け
た
い
。

一
関
敬
吾
『
日
本
昔
話
大
成
第
三
巻
　
本
格
昔
話
二
』
　
角
川
書
店
　
一
九
七
八
年
五
月
　
　
以
下
、
特
に
注
の
な
い
伝
承
の
引
用
は

本
書
に
よ
り
、
伝
承
地
は
括
弧
内
に
示
す
。

二
柳
田
國
男
「
桃
太
郎
の
誕
生
」
『
定
本
柳
田
國
男
集
第
八
巻
』
筑
摩
書
房
　
一
九
七
五
年
｝
二
月

三
関
敬
吾
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
昔
話
の
受
容
」
『
関
敬
吾
著
作
集
』
第
四
巻
　
同
朋
舎
　
一
九
八
〇
年
「
一
月

四
稲
田
浩
二
・
大
島
建
彦
・
川
端
豊
彦
・
福
田
晃
・
三
原
幸
久
編
『
日
本
昔
話
事
典
』
　
弘
文
堂
　
一
九
九
四
年
六
月
大
島
作
成
の
分

布
図
を
参
照

五
　
関
前
掲
書
解
説
文

六
　
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
と
は
、
ド
イ
ツ
の
民
族
学
者
イ
ェ
ン
ゼ
ン
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
神
話
の
型
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
メ
ラ
ネ
シ
ア
・

ポ
リ
ネ
シ
ア
．
南
米
の
赤
道
地
帯
を
取
り
巻
く
地
方
に
主
と
し
て
分
布
し
、
イ
モ
類
と
果
樹
を
主
要
作
物
と
し
て
原
始
的
な
焼
畑
農
耕
を
営

む
人
々
（
イ
ェ
ン
ゼ
ン
の
言
う
「
古
栽
培
民
」
）
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
、
死
体
化
生
型
の
農
耕
起
源
神
話
で
あ
る
。
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
の
特
徴

は
”
生
き
て
い
る
時
は
そ
の
体
内
か
ら
無
尽
蔵
の
富
を
排
出
し
、
死
し
て
死
体
を
切
り
刻
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
人
間
に
と
っ
て
有
用
な
植
物
を

化
生
さ
せ
る
”
こ
と
に
あ
る
と
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

七
猪
野
史
子
「
瓜
子
姫
の
民
話
と
焼
畑
農
耕
文
化
」
大
野
晋
・
祖
父
江
孝
男
編
『
日
本
人
の
原
点
　
一
』
（
『
現
代
の
エ
ス
プ
リ
臨
時
増
刊

号
』
）
至
文
堂
　
｝
九
七
八
年
、
一
八
六
～
二
二
二
頁
。

八
　
拙
論
「
瓜
子
姫
の
諸
相
」
『
吉
田
敦
彦
先
生
古
希
記
念
論
文
集
』
二
〇
〇
五
年
年
頭
刊
行
予
定

九
　
竹
内
晶
子
『
弥
生
の
布
を
織
る
ー
機
織
の
考
古
学
』
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
人
九
年
五
月
　
他
参
考
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δ
柳
田
前
掲
書

二
　
柿
は
果
実
を
食
用
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
防
腐
剤
・
防
水
剤
・
塗
料
と
し
て
の
用
途
が
あ
る
。
ま
た
、
柿
を
干
し
て
粉
末
に
し
た
も

の
は
、
砂
糖
普
及
以
前
の
重
要
な
甘
味
料
で
あ
り
柿
は
焼
畑
文
化
圏
の
重
要
な
作
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
蕎
麦
だ
け
で
な
く
カ
ヤ
・
ス
ス
キ

も
焼
畑
農
耕
の
技
術
を
駆
使
し
て
栽
培
さ
れ
る
作
物
の
一
つ
で
あ
る
。
天
邪
鬼
が
血
を
滴
ら
せ
た
カ
ヤ
場
は
、
い
わ
ば
焼
畑
の
ス
ス
キ
畑
で

あ
り
、
こ
の
説
話
が
焼
畑
文
化
に
緊
密
な
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
前
掲
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一一

黷
烽
ｿ
ろ
ん
、
こ
の
焼
畑
文
化
の
神
話
の
中
で
は
、
「
天
邪
鬼
」
な
存
在
で
も
、
そ
う
し
た
名
称
で
呼
ば
れ
る
存
在
な
わ
け
で
は
な
く
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
絹
織
物
を
織
る
文
化
圏
の
神
話
体
系
と
の
融
合
・
再
構
築
の
中
で
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

＝
二

九八七六五四
二
〇

二
一

二
二

二
一
二

野
本
寛
一
『
焼
畑
民
俗
文
化
論
』
雄
山
閣
出
版
　
一
九
八
四
年
八
月

李
星
華
編
著
君
島
久
子
訳
『
中
国
少
数
民
族
の
昔
話
　
白
族
民
間
故
事
伝
説
集
』
三
弥
井
書
店
　
一
九
八
一
年

拙
論
「
古
事
記
に
お
け
る
養
蚕
起
源
神
話
－
馬
と
蚕
を
め
ぐ
っ
て
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
　
一
九
号
』
一
九
九
三
年

竹
内
淳
子
『
草
木
布
1
・
H
』
法
政
大
学
出
版
会
　
一
九
九
五
年
七
月

土
居
淑
子
『
古
代
中
国
考
古
・
文
化
論
叢
』
言
叢
社
　
一
九
九
五
年

宇
都
宮
貞
子
『
植
物
と
民
俗
』
岩
崎
美
術
社
　
一
九
八
六
年

谷
川
健
一
編
『
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成
　
第
十
二
巻
』
　
三
一
書
房
　
一
九
九
二
年

拙
論
　
注
一
五
　
及
び
　
拙
論
「
小
子
部
ス
ガ
ル
伝
承
に
お
け
る
蚕
神
と
雷
神
」
『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
邑

拙
論
「
蛇
神
婚
姻
課
と
苧
麻
の
呪
カ
ー
「
天
な
る
や
」
歌
謡
解
釈
試
論
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
　
二
十
五
号
』
一
九
九
九

拙
論
注
二
一

拙
論
「
ス
サ
ノ
ヲ
と
グ
リ
ー
ン
マ
ン
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
　
二
十
八
号
』
二
〇
〇
二
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