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う
で
あ
る
｡
因
に
同
鼎
で
は
本
桐
の
こ
と
を

｢サ
ベ
⊥

と
称
し
て
い
る

沖
縄
に
お
い
て
は
全
土
に
発
年
す
る
が
､
な
か
ん
ず
く
輔
･稚
料
薯

の

畑
に
多
い
｡
尿
中
属
ら
れ
る
が
麓

期
は
碇
で
あ
る
｡
六
月
の
嫡
輔
弼
を

侵
す
こ
と
を
忘
れ
て
な
ら
な
い
｡

三
㌧
ど
う
し
て
本
病
を
防
や
か

イ
'
神
桝
の
芋
撃
か
ら
絶
対
に
鞘
を
採
っ
て
は
な
ら
な
い
O
･:絹

の
伝
播

は
某
と
し
て
紳
桝
L&
'か
ら
飛
散
る
胞
子
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
附
帯
を

押
付
け
る
こ
と
は
恰
も
掃
気
の
都
子
を
ま
き
ち
ら
す
の
と
同
じ
で
あ
る
｡

健
全
畑
よ
り
採
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
著
し
く
発
生
を
低
下
せ
し
め
る
こ

と
が
で
き
る
.

口
'
抑
柄
蔓
に
出
来
た
芋
姦

沖
に
使
っ
て
は
な
ら
ぬ
｡
大
麻
で
研
究
し

た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
､
か
ゝ
る
種
い
も
か
ら
付
る
蔓
は
必
ず
発
病
す
る
と

云
う
｡
つ
ま
s
l幣
を
旭
し
て
も
伝
播
す
る
と
亭
っ
｡

ハ
'
鞘
の
消
帯
に
六
斗
式
ボ
ル
ド
ー
縄
を
使
い
'
こ
れ
に
三
〇
分
間
ほ
ど

つ
け
て
水
笹

締
付
け
る
｡

ニ
'
抵
机
性
品
柄
の
問
題
､
E
;
j
ち
･:爺

に
か
ゝ
り
聯
い
揖
く
は
令
然
か
ゝ

ら
な
い
口岸

が
あ
る
か
ど
う
か
と
云

う
点
に
つ
い
て
は
桝
邪
が
十
分
で
な

い
｡
経
路
箸

の
声
を
き
い
て
拾
い
た
い
｡
･:̂q
孝
で
も
即
発
す
る
T
n画
で
あ

る
｡

(鼻

袋

俊

こ

竹

の
栽

培
{

羅
哲
同
の
調
べ
に
よ
る
と
二

九
五
四
年
に
お
け
る
琉
球
の
竹
材
輸
入
金

衛
は
四
二
五
万
余
p=円
と
な
っ
て
お
り
'
含
笛

軌
蛾
に
お
け
る
竹
材
の

使
用
繋

…は
バ
ナ
ナ
､
パ
イ
ン
其
の
他
の
B
/英
や
蹄
菜
郡
の
E
.荷
冊
用
へ

砂
粁
特
用
等
と
漸
増
が
予
狂t
さ
れ
る
｡
粁
哲
何
で
は
竹
材
常
票

を

砂
糖

栂
用
二
〇
万
本
'
相
称
頂
川
七
五
万
:(I
'
釣
竿
其
の
仙
五
万
本
の
計
一
〇

〇
万
本
を
見
込
ん
で
お
s
lへ
笹
光
満
笹
の
襲

用
'
抑
掛
け
用
､
物
干
用

其
の
他
等
夜
命
せ
る
と
繁

へな
竹
材
が
必
琴
で
'
以
上
の
竹
封

筈

生
産

す
る
為
に
は
班
約
に
縫
質
さ
れ
て
,*
付
何
桁
当
り
中
東
敬
n机
の
遇
か
に
多

い
日
本
に
お
け
る
竹
林
の
生
産
数
ES
か
ら
計
恥
し
て
も
五
〇
〇
即
妙
以
上

の
竹
林
が
欣
拳
と
な
る
が
'
現
存
今
譲

の
竹
林
両
横
は
そ
の
1
割
に
も

足
り
な
い
｡
世
界
の
竹
樹
.の
分
解
は
蘇
群
地
方
が
面
横
の
大
半
を
占
め
て

お
り
､
特
に
ア
ジ
ア
の
季
節
凧
抱
満
で
は
竹
の
隼
帯
は
よ
い
こ
と
に
な
っ

て
お
り
琉
球
も
気
候
的
に
は
竹
林
栽
培
の
‥.灯
池
域
で
あ
る
.

お
隣
妙
の
QLr
:Ii
･･!仏土
で
は
一
般
の
竹
林
栽
培
は
も
と
よ
り
､
河
岸
で
の
竹

林
揖
攻
.に
よ
っ
て
頻
発
す
る
洪
水
の
神
算
を
野
少
限
腔
に
喰
い
止
め
る
1

万
㌧
竹
材
の
増
産
に
も
寄
与
し
て
お
る
へ云
口
碑
に
撃

も
T
舵
の
竹
材
生

産
林
や
経
池
や
宅
虹
の
周
辺
の
防
風
林
と
し
て
の
竹
の
栽
培
は
広
く
行
わ

れ
て
お
る
｡

琉
球
に
お
い
て
も
竹
材
の
需
要
が
増
加
し
っ
1
あ
る
含

rHt
餅
成
竹
林
の

改
善
や
増
碑
､
流
･3jt土
の
堆
桁
個
所
や
水
当
り
が
敷
く
て
山卵
額
の
お
そ
れ

あ
る
川
の
沿
.B･や
任
那
池
の
滑
に
占
存
す
る
除
鼠
や
窄
鵜
の
周
辺
等
で
竹

の
薫

が
な
さ
れ
て
竹
材
の
年
産
や
風
告
や
水
落
の
減
少
が
図
ら
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
.

一
､
竹

の

特

性

竹
は
す
は
ら
し
く
生
長
の
早
い
も
の
で
'
タ
ケ
ノ
コ
と
な
っ
て
池
上
へ
伸

び
出
し
て
か
ら
幹
が
太
さ
や
帯
さ
の
室
長
を
終
っ
て
1
'静
大
s
lも
伸
び
も

し
な
く
な
る
畑
閥
は
竹
の
種
叛
や
篤
育
す
る
場
所
の
気
候
の
柑
頼
等
に
よ

っ
て
多
少
の
芦
は
あ
る
が
マ
グ
ケ
や
モ
ワ
ソ
ウ
テ
ク
等
の
せ
竹
猿
は
二
五

-
五
〇
日
へ
ホ
テ
イ
チ
ク
.R
･タ
ロ
テ
ク
等
の
剛
竹
柵
は
二
O
I
三
五
日
'

南
方
産
音

秤
の
マ
チ
ク
は
六
〇
-
七
〇
日
と
な
っ
て
お
る
｡
1
舵
約
に

生
長
の
抑
珊
は
南
方
産
の
竹
､
i<竹
桝
へ
糾
竹
柵
の
鵬
に
讐

な
る
よ
う

だ
｡
文
竹
は
老
衰
を
し
て
使
い
も
の
に
な
ら
な
く
な
る
期

間
や
利
用
に
適

す
る
期
間
も
非
だ
頗
柳
で
あ
る
.
す
っ
か
り
妾
は
し
て
柿
れ
か
1
る
年
令

は
甘
竹
称
が
1
0
&
'･'
糾
竹
節
が
五
]

蒜
.･F
'
努
伐
柁
利
用
に
過
す
る

8
1･令
は
求
竹
和
が
三
-
五
鋸
紬
竹
相
が
ニ
ー
三
年
1･.'J
そ
れ

'･t
iL
.の
老
竹
は

桝
生
だ

お
か
さ
れ
た
り
'
琶
黙
し
た
り
し
て
利
伸
伸
偶
が
低
く
な
る
｡
繁

卵
蟻

TL
茅
か
ら
々
ケ
ノ
コ
費
山
し
て
行
い
'
群
く
て
太
く
て
多
数
の
鮒

根
を
つ
け
た
､
い
き
い
き
と
し
た
耶
黄
色
の
地
下
幕
は
太
い
タ
ケ
ノ
コ
を

数
多
く
発
生
す
る
の
で
竹
宙
に
過
す
る
｡

地
下
茎
は
年
々
伸
び
拡
が
つ
て
い
き
'
そ
の
各
節
に
は
多
数
の
棚

根
を
発

生
す
る
二

万
多
数
の
タ
ケ
ノ
コ
を
も
出
し
て
そ
の
下
方
に
も
多
数
の
竹

の
根
を
発
生
し
て
土
と
か
ら
ま
り
合
っ
て
お
る
の
で
水
草
や
土
砂
の
析
旗

を
喰
い
止
め
る
力
が
大
き
く
､
水
既
蔭
備
朴
や
十
秒
防
止
林
等
に
揖
･Z
さ

れ
て
お
る
O
竹
が
四
へ
五
年
で
伐
採
利
用
が
･..a
釆
'
数
十
u
:で
l
定
の
姿

と
大
き
さ
を
完
成
し
､
根
を
収
載
に
拡
げ
て
聾
分
を
吸
収
す
る
の
で
'
た

い
て
い
の
エ由

に
は
育
ち
'
つ
き
つ
ぎ
に
池
下
草
を
仙
は
し
で
そ
れ
か
ら

つ
ぎ
つ
ぎ
に
タ
ケ
ノ
コ
を
茶
菓
年
商
す
る
等
の
講
件
質
は
竹
材
の
質
産
や

利
用
'
竹
林
を
鼓
吹
し
て
水
故
餅
櫛
や
土
砂
防
止
や
防
風
に
役
立
て
'
た

い
て
い
の
土
地
に
は
竹
林
洗
脱
を
し
て
土
光
年
産
的
に
使
用
し
得
る
等
大

が
好
繁

の
有
用
相
物
で
あ
る
.

然
し
竹
も
場
所
や
栽
培
決
の
適
否
に
よ
っ
て
林
の
姿
や
'
竹
の
大
き
さ
や

質
や
年
季
外
敵
へ
転
年
の
新
竹
発
窯
4
数
等
に
大
き
な
ひ
ら
き
が
あ
る
の

で
嫡
池
を
選
ん
で
嘩
見
付
け
て
竹
の
特
性
に
よ
く
あ
っ
た
基

州
法
に
よ
っ

て
摩
良
竹
林
に
仕
上

げ

ね
ば
な
ら
な
い
O

二
㌧
竹

の

適

地

風
当
り
の
敬
い
所
､
魚
傾
斜
地
へ
策
士
の
厚
さ
が
二
〇
輝
以
下
の
碍
地
'

日
射
の
敵
い
南
-
酉
斜
克

'
乾
雛
の
ひ
ど
い
紗
雪

氷
の
停
粍
す
る
所

等
は
竹
を
折
損
し
た
の
山鹿

が
乾
燥
し
過
ぎ
た
り
過
配
で
あ
っ
た
s
lし
て

竹
の
生
育
が
よ
く
な
い
｡
峯
通
り
や
中
脳
に
卜
.の
風
当
s
lの
敬
い
山
鮒
へ

石
や
こ
い
し
の
'L
,ろ
r
ろ
し
て
お
る
土
興

野
印
の
砂
聖

背
帯
の
低
い

雑
草
の
竿
成
池
や
常
h1-水
が
滞
っ
て
ち
く
ち
く
し
た
桝
は
さ
け
る
｡

一
姫
附
に
鮒
形
の
関
係
で
風
半
の
も
弱
く
封
土
も
割
に
狭
い
山
の
ふ
も
と

1
群
､
風
当
り
の
弱
い
難
林

内
や
そ
の
風
下
の
1
桝
､
河
岸
の
続
出
土
砂

の
粍
枇
枇
柿
へ
部
落
州
の
B
l鮒
や
輯
批
難
に
坤
伽

が多
い
｡
賀

面
相
が

あ
る
描
監
ま
と
ま
り
･F
'竹
粋
姥
も
過
当
で
あ
れ
ば
1
部
の
林
浄
竹
が
防
風

林
の
効
用
を
つ
と
め
る
し
､
竹
が
p
.射
の
射
人
を
緩
和
し
て
林
内
野
額
が

よ
く
な
り
竹
の
生
育
も
よ
く
な
る
の
で
･.斗
倍
の
怜
る
す
限
り
ま
と
ま
っ
た

両
前
の
費

を
お
す
ゝ
め
し
た
い
｡

(6)



三
､
植
え
付
け
地
の
地
ご
し
ら
え

地
こ
し
ら
え
の
楳
度
は
笛

仰縫
営
に
挙

っ
て
と

Sy棋
院
経
巻

か
け
る

か
ど
の
得
度
竹
材
牛
産
出
を
期
待
す
る

の
か
を
よ

く吟
味
し
純
形
や
鮒
力

や
樹
木
の
有
触
毎
に
佑
じ
て
次
に
Sa
ベ
る
成
業
枇
こ
し
ら
一一轟

'
就
業
的

F
L
TL
ら
t轟

文
は
糾
鞍
の
作
封
を
通
常
に
狙
合
せ
る
等
す
れ
ば
よ
い
.

伊
課
的
難
し
,し
ら
.魚

は
令
両
税
に
亙
っ
て
桝
木
枕
や
貰
･:瓜頻
を
刈
払
つ

林
最
E
.粒
こ
し
ら
,蔭

森
林
鮒
で
労
力
を
節
約
し
て
自
然
力
窄
フ
ま
く
利

用
す
る
地
こ
し
ら
一島

で
樹
を
適
宜
伐
り
域
し
て
風
当
り
や
.A
‥射
を
や
わ

ら
げ
る
棟
に
し
､

そ

の
間
に
竹
を
軍
見
付
け
る
よ
う
に
す
る
o
馳
こ
し
ら

え
に
当
っ
て
は
肥
料
木
や
枝
張
s
lと
軒帝
の
正
m
な
鮭
金
木
で
市
さ
八
米

.tj.州
の
も
の
を
点
々
と
又
は
同
市
献
上
に
列
状
に
一
反
歩
当
り
1
1'
1二
十

本
伐
り
残
し
て
桔
誠
s
lを
適
宜
せ
ん
定
し
老
如
木
や
病
苦
木
や
筏
版
少
の

敬
い
樹
等
は
除
伐
り
き
下
草
や
聴
森

も
刈
払
う
｡
勿
愉
周
囲
に
防
風
樹

幣
を
伐
り
残
す
.
榊
s
l越
し
は
柁
穴
を
粘
操
よ
り
少
し
大
き
目
に
し
'j
.蛋

柘
a
l･周
朗
を
二
-
三
尺
宛
桝
s
l拡
げ
て
ゆ
く
｡

(大

山

保

表
)

て
他
見
但
し
'
や
せ
難
で
は
蛸
肥
を
1
反
渉
当
里

10
0
-
10
0
0
損

埋
め
込
む
｡

傾
斜
鞄
で
は
鮒
葬
に
節
や
ワ
ラ
を
一
蹴
に
し
き
つ
め
て
葬
十
の
河
川
tや

乾
燥
を
防
ぐ
'
森
林
机
で
は
周
糊
の
桝
費
残
し
て
防
風
相
帯
を
つ
く
る
し

樹
の
な
い
所
で
は
前
も
っ
て
防
風
桝
樹
を
嘩
見
付
け
て
お
く
'
閃
こ
ん
従

1
'
二
年
間
豆
料
の
作
物
を
閲
作
し
て
鮒
TI
.を
増
し
収
入
を
計
る
こ
と
も

出
来
る
｡

胡
瓜
の
栽
培
の
コ
ツ

胡
瓜
は
果
菜
耕
中
東
も
栽
培
期
間
の
頴
か
い
も
の
で
'
三
､
四
カ
月
で

栽
堺
が
終
る
｡
が

胡
瓜
は
或
勢
が
あ
ま
り
敷
く
な
い
の
で
杓
え
放
し
で
は

殆
ん
と
収
樫
は
望
め
な
い
｡
多
収
を
計
る
に
は
入
念
な
栽
培
菅
野
が
必
要

で
あ
り
､
栽
埼
期
間
が
購
い
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
､
比
役
印
に
多
く
の
労
力

を
宴
す
る
も
の
で
あ
る
｡

｢

栽

培

管

理

範
宗

の
収
m諜

｢仰
模
範
数
×

l
巣
平
均
男
空

で
現
わ
さ
れ
る
が

胡
瓜
の
場
角
収
税
さ
れ
る
胡
瓜
の
大
き
さ
は
'
肝
期
､
品
種
満
智
者
に
よ

っ
て
1
定
の
:.k
み
が
あ
sh必
ず
し
も
成
熟
期
に
肘
唾
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
'
好
み
に
よ
っ
て
未
熟
の
う
ち
に
一
定
の
大
き
さ
で
仙
笹
さ
れ
る
の
で

根

岸
は姐
教
に
左
心
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
従
っ
て
胡
瓜
の
多
収
に
は
収

税
巣
数
を
増
さ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡
し
か
ら
ば
異
数
の
増
加
は
ど
う
す
れ
ば
良

い
か
と
亭
っ
こ
と
に
な
る
が
'
先
づ
奉
見
ら
れ
る
こ
と
は
'
節
数
の
増
加

と
訪
娘
率
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
O
然
し
長
期
間
に
わ
た
っ
て
冊
数
を
増

す
の
で
は
な
く
'
胡
瓜
は
頬
期
作
物
で
あ
る
の
で
多
把
手
.故
で
ど
ん
ど
ん

革
を
伸
ば
し
詰
果
節
付
を
増
し
'
早
く
沢
山
の
堀
等
を
収
め
る
よ
う
に
す

る
｡

冊
数
は
主
枝
に
か
ぎ
ら
ず
側
枝
の
節
位
も
大
切
な
問
題
で
あ
り
盤
椎
が

必
要
と
な
る
｡
集
枝
の
方
決
は
盛

や
地
方
の
習
慣
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

い
る
が
'
研
磨
櫛
で
側
枝
が
殆
ん
リ
由
な
い
も
の
は
娯
枝
は
聞
髄
に
な
ら

ず
'
支
柱
に
誘
引
す
る
の
み
で
あ
る
O
節
成
り
件
の
も
の
で
も
側
枝
の
発

牛
が
多
い
も
の
と
か
或
は
管
荷
が
良
く
肥
料
が
充
分
で
あ
り
定
植
笹
の
発

育
が
順
調
に
ゆ
け
ば
子
葉
が
発
生
し
こ
れか
ら
の
肘
輝
も
大

き
な
も
の
で

あ
る
｡
し
か
し
こ
の
場
合
は
1
茶
の
側
枝
に
1
'
二
果
:j
Jlは
期
待
し
難

い
の
で
二
三
集
で
摘
芯
す
る
｡
七
'
八
枚
も
出
て
か
ら
二
'
三
枚
で
掃
除

し
た
の
で
は
a
'厳
が
多
く
な
る
の
で
'
押
芯
は
E
.釆
得
る
だ
け
良
い
Lh
が

よ
い
｡

側
枝
は
肘
樫
が
%
'れ
ば
切
り
捨
て
ゝ
通
風
を
良
く
し
病
虫
害
の
準

を

防

ぐ
と
サ､に
薬
剤
撒
布
等
の
作
業
を
便
利
に
す
る
｡

大
難
胡
瓜
で
は
収
樫
の
三
体
が
側
枝
に
あ
る
の
で
'
某
符
雲

l'
E
]尺
で

摘
芯
し
'
多
く
の
側
枝
を
発
崇
さ
せ
る
か
､
主
枝
を
五
'
七
枚
目
で
摘
芯

L
E
]'
五
本
の
側
枝
を
出
さ
せ
る
と
よ
い
o

胡
瓜
の
輩
の
伸
び
は
芽
が
l
.に
向
つ
て
屠
る
町
が
よ
い
の
で
'
支
柱
か
立

て
る
と
伸
び
も
良
く
狭
い
株
闇
で
も
充
分
に
収
柁
出
来
る
.

摘
肥
'
粟
剤
撒
布
'
収
穫
等
の
作
罪
に
も
傾
刺
で
'
且
つ
果
実
の
外
額
も

良
い
｡
地
卜
.に
這
は
す
と
ぺ
･L
柄
の
発
蕪
が
多
く
'
果
実
は
奇
型
輿
が
多

く
片
側
が
白
色
吾

弐す
る
の
で
曹

m仰
倍
を
低
下
す
る
｡

支
柱
立
て
は
､
二
睦
の
支
柱
を
組
み
合
せ
て
屋
根型

に
作
る
｡

竹
や
細
い
米
を
用
い
る
が
､
竹
が
取
扱
い
に
便
利
で
あ
る
O
先
ず
材
料
を

株
元
よ
旦
1守
位
外
へ
出
し
て
爪
来
る
だ
け
琴
～
挿
し
込
ん
で
'
立
て
支

柱
の
類

榊を
組
み
合
せ
る
O

菜
は
巻
ひ
げ
を
出
し
て
か
ら
み
つ
い
て
伸
び
る
が
､
胡
瓜
は
夢
の
伸
び
が

早
く
､
発
声
盛
り
に
は
1
校
で
四
五
寸
も
伸
ぶ
こ
と
が
あ
り
'
巻
ひ
げ
の

み
で
は
支
柱
に
か
ら
み
合
う
こ
と
が
押
来
な
い
た
め
彰
の
緯
び
つ
け
が
必

要
に
な
る
｡
碍‥

ぴ
つ
け
は
朝
鮮
カ
マ
ス
を
と
き
'
そ
の
糸
で
鍔
を
廻
し
1

牒
ね
ち
っ
て
支
柱
に
鮮
び
つ
け
る
と
よ
い
O
側
枝
の
果
菜
す
る
も
の
で
は

僻
に
輝
を
張
り
こ
れ
に
鰐
び
つ
か
す
｡

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
這
い
作
り
は
種
々
の
作
罪
に
不
俺
を
感
ず
る
が

腔
家
で
は
殆
ん
と
這
い
作
s
lが
習
慣
に
な
っ
て
居
る
よ
う
で
あ
る
｡
這
い
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