
宇
津
保
物
語
特
有
の
「
し
む
」
に
就
い
て

牒
田
菩
明

l平
安
朝
時
代
に
は
そ
の
例
誠
に
稀
少
な
、
助
動
詞
「
し
む
し
の
用
例
が
、
ひ
上
り
字
津
保
物
語
に
の
み
、
例
外
的
に
多
く
存
し
て
ゐ
る
。

菜
的
に
言
へ
は
唯
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
載
少
し
く
精
細
に
見
て
み
る
と
、
国
語
嬰
的
に
も
国
文
箪
的
に
も
些
か
注
目

に
偏
す
る
事
賢
で
あ
る
や
う
で
あ
る
。

二
、
国
語
史
上
の
「
し
む
」

元
釆
「
し
む
」
は
奈
良
胡
期
に
は
、
所
謂
「
使
役
」
－
－
山
田
博
士
に
よ
れ
ば
↓
発
動
間
接
作
用
．
1
時
に
こ
大
い
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の
．

で
あ
る
。
用
例
は
己
然
形
を
扱
い
で
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
下
二
段
活
用
で
あ
る
。
（
奈
良
朝
文
法
史
）
佃
、
こ
れ
は
平
安
時
代
l

二
は
「
敬
語
」

シ
ノ
的
に
愛
つ
で
行
っ
て
ゐ
る
が
、
奈
良
朝
時
代
に
も
唯
一
例
「
た
ふ
と
み
て
令
と
云
ふ
L
（
本
属
宣
長
う
玉
勝
間
」
怨
九
）
例
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
高
菜
巻
十
四
の
上
野
図
の
歌
に

°
°
く
つ

信
濃
路
は
今
の
は
り
路
か
り
ば
ね
に
足
布
施
之
牟
奈
腐
は
け
わ
が
せ
．

で
†
そ
れ
以
凍
畢
者
に
注
意
さ
れ
て
ゐ
る
が
〕
）
れ
は
元
暦
校
本
萬
菓
集
に
「
布
麻
之
奈
牟
」
と
あ
る
に
よ
る
べ
く
思
は
れ
る
か
ら
、
よ

づ
常
時
は
敬
語
に
は
用
ひ
ら
れ
な
か
つ
た
と
見
る
の
が
穏
か
な
や
う
．
で
あ
一
ど
（
吉
澤
蕃
則
博
士
遠
語
史
概
詮
一
）
と
一
般
に
漁
ほ
れ
て
み

宇
津
保
物
語
特
有
の
「
し
む
し
に
就
い
て
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国
　
文
　
軍
　
役
　
　
節
二
笹
　
第
二
輯

似
　
る
。
併
し
、
山
田
博
士
も
新
村
出
博
士
も
（
東
方
言
語
史
追
考
）
否
定
し
て
は
居
ら
れ
ぬ
。
こ
の
や
う
に
大
恩
使
役
一
瓢
張
で
奈
良
朝
現
に
　
思

1
▲

さ
か
え
た
の
が
、
．
平
安
朝
明
に
入
る
と
が
ら
り
と
変
っ
て
殆
ど
全
く
．
詳
し
く
言
へ
ば
、
「
翠
に
敬
意
を
あ
ら
は
す
か
、
∴
又
間
接
作
用
を
あ

ら
は
す
に
し
て
も
、
上
に
掛
し
て
い
ふ
に
用
ゐ
た
り
。
二
れ
こ
の
鋤
の
普
通
り
用
法
と
す
。
」
（
平
安
朝
文
法
史
）
と
い
ふ
や
う
に
敬
語
化

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
面
も
こ
れ
に
附
障
し
て
、
そ
の
い
づ
れ
も
が
敬
意
の
動
詞
を
伴
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
現
象
が
あ
る
。
こ
れ
も
諸
単
著

も
注
意
し
て
焙
ら
れ
る
厨
で
あ
る
。

註
、
「
平
安
朝
時
代
の
シ
ム
は
敬
意
を
あ
ら
は
す
だ
け
で
使
役
の
意
の
な
い
の
と
、
使
役
の
意
の
残
っ
て
ゐ
一
〇
の
と
あ
る
が
、
い
づ
れ

≠
I
敬
語
を
伴
う
て
ゐ
る
の
が
普
通
の
用
法
で
あ
る
。
純
粋
の
使
役
に
つ
か
っ
た
用
例
は
極
め
て
少
い
L
（
安
田
喜
代
門
氏
「
固
語
法

概
説
」
）
．

さ
て
そ
の
後
「
し
む
」
は
ど
う
な
っ
て
行
っ
た
か
と
い
ふ
と
、
新
村
博
士
に
よ
れ
ば
「
足
利
時
代
の
俗
語
亦
此
敬
語
の
『
し
む
』
を
有

す
、
其
変
形
ら
し
き
も
の
抄
物
の
用
語
に
こ
見
ゆ
、
命
令
形
の
「
し
め
』
・
は
狂
言
に
も
用
ゐ
ら
る
」
へ
前
掲
番
二
八
〇
貢
）
と
あ
る
が
、
こ
の

足
利
期
の
「
し
む
」
は
箕
は
全
く
起
源
を
殊
に
す
る
も
の
で
、
唯
特
に
苗
を
絞
す
る
場
合
の
．
「
し
む
」
（
使
役
）
は
記
録
文
の
語
法
と
し
て

遣
っ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
や
う
な
見
解
も
あ
る
。
（
湯
渾
幸
吉
郎
氏
「
足
利
現
の
敬
語
助
動
詞
シ
モ
・
シ
ム
に
就
い
て
」
国
語
と
国
文
塾
昭
四
L

九
月
競
、
小
林
好
日
氏
「
足
利
現
言
語
の
待
遇
法
」
同
上
誌
昭
三
・
十
二
月
親
、
等
参
照
）
「
平
家
物
語
の
語
法
研
究
し
（
山
田
博
士
）
に
よ

れ
ば
、
延
鹿
本
に
も
殆
ど
全
く
そ
の
姿
々
見
せ
ぬ
さ
う
で
あ
る
。

と
に
か
く
平
安
朝
以
後
「
し
む
し
は
普
通
の
口
語
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
が
少
く
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
事
蜜
で
あ
る
。
但
、
そ
の
滑

息
を
l
盾
明
か
l
こ
す
る
た
め
に
は
、
佃
後
の
再
考
を
賢
す
る
と
恩
は
れ
る
。
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佃
、
「
し
む
し
が
平
安
朝
に
於
て
退
化
し
て
行
っ
た
と
す
れ
ば
こ
れ
に
代
る
ベ
1
き
「
使
役
」
、
の
助
動
詞
が
必
要
で
あ
る
わ
け
で
あ
一
る
が
、

そ
れ
は
、
「
す
」
で
あ
る
。
但
∵
）
れ
は
「
し
む
」
と
反
掛
に
奈
良
胡
時
代
に
は
敬
語
で
あ
り
、
且
つ
活
用
も
四
段
で
あ
っ
た
の
が
、
平
安

朝
時
代
に
は
「
し
む
」
と
同
じ
下
二
段
と
な
り
、
更
に
同
下
二
段
の
「
さ
す
L
が
一
枚
加
つ
て
ゐ
る
。
（
「
す
」
の
璧
超
、
「
さ
す
」
．
の
蟄
生
に

就
て
は
未
だ
明
瞭
な
詮
明
は
途
げ
ら
れ
て
ゐ
な
い
）
。

と
に
か
ぐ
こ
れ
ら
の
「
し
む
」
と
「
す
㌧
さ
す
」
の
交
替
に
つ
い
て
は
、
「
し
む
」
の
退
化
の
上
に
文
考
ふ
べ
き
埋
由
が
あ
る
と
思
は
れ

る
。
（
後
述
垂
描
）

三
、
年
安
朝
に
於
け
る
一
般
用
例

お
の
や
う
に
奉
安
朝
に
於
て
敬
語
化
し
っ
つ
、
そ
併
用
例
も
亦
砂
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
蜜
際
例
を
い
へ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
竹

取
物
語
二
例
註
l
、
伊
勢
物
語
大
和
物
語
な
し
．
土
佐
日
記
一
例
堅
一
、
枕
草
子
な
し
、
源
氏
物
寧
一
例
彗
一
、
と
い
ふ
エ
合
で
あ
る
。

そ
の
他
は
未
だ
調
査
し
て
ゐ
な
い
が
啓
っ
L
に
蹟
教
例
を
破
る
預
忍
は
先
づ
立
て
難
い
と
い
っ
て
よ
か
ら
う
。
堤
中
納
言
に
は
な
い
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

・
鼓
一
、
叉
人
の
宙
す
や
う
「
…
…
そ
れ
に
ま
め
な
ら
ぬ
男
ど
も
を
ゐ
て
罷
り
で
∴
…
き
て
こ
そ
取
ら
し
め
給
は
め
」
と
申
す
。
中
納

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

′

ヽ

言
喜
び
給
ひ
て
…
・
∵
男
ど
も
の
中
に
交
り
て
、
元
首
轟
に
な
し
て
取
ら
し
め
給
ふ
。
（
燕
の
子
安
R
の
條
）

註
二
、
か
ぢ
と
わ
し
て
筋
に
い
ま
つ
．
ら
す
る
に
、
館
の
ひ
ん
が
L
へ
散
れ
ば
、
か
ぢ
と
り
の
申
し
て
奉
る
こ
と
は
、
「
こ
の
館
の
放
る

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

か
た
に
み
舟
速
に
酒
が
し
め
た
よ
へ
」
と
申
し
て
寧
ろ
を
開
き
て
。
（
一
月
二
王
ハ
日
の
保

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

証
三
、
（
内
舎
人
）
「
・
圭
由
志
し
て
侍
へ
。
便
な
き
事
も
あ
ら
ば
、
重
く
勘
雷
せ
し
め
給
ふ
べ
畜
由
な
む
、
仰
望
一
口
侍
り
つ
れ
ば
、

云
々
」
（
「
浮
舟
」
、
内
舎
人
、
薫
の
意
志
を
侍
へ
右
傍
）

字
津
僅
物
語
特
有
の
1
し
む
」
に
就
い
て

353



1仇；

国
　
文
　
撃
　
放
　
　
節
こ
各
　
節
二
　
韓

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

0

（
僧
都
）
「
…
…
法
師
に
て
は
勧
め
も
申
し
っ
ぺ
き
事
に
こ
そ
は
と
て
、
誠
に
出
家
せ
し
め
奉
り
て
L
に
侍
る
云
々
」
（
「
夢
浮
橋
し
　
3
5
4

倍
、
源
氏
物
語
の
例
に
つ
い
て
は
、
安
田
喜
代
門
氏
「
国
語
法
概
訟
」
、
杉
敏
介
氏
「
図
譜
と
国
文
畢
」
特
輯
源
氏
物
語
琉
所
載
論
文

褒
班
。

以
上
に
よ
っ
て
、
如
何
に
「
し
む
」
が
衰
微
し
て
ゐ
る
か
ゞ
察
せ
ら
れ
よ
う
。

四
、
ノ
宇
津
保
物
語
の
用
例
　
六
一
）

源
氏
の
如
き
大
作
を
合
せ
て
諸
文
献
に
右
の
如
く
用
例
稀
で
あ
る
の
に
、
宇
津
保
に
於
て
は
、
こ
れ
ら
と
比
較
的
に
で
は
あ
る
が
、
断

然
例
が
多
い
。

○
俳
現
れ
て
宣
は
く
ー
「
：
…
．
今
此
の
山
に
雷
て
伊
菩
薩
を
驚
か
し
、
警
部
兄
の
撃
に
忍
辱
の
心
畠
さ
い
欝
が
に
、
比
の
山
の

七
人
残
れ
る
業
を
滅
ぼ
し
て
天
上
に
締
る
べ
し
（
倖
蔭
）
で

，
・
ぴ

〇
倍
大
き
に
驚
か
せ
給
ひ
て
、
感
ぜ
し
め
閲
召
す
事
限
）
な
し
（
俊
蔭
）

，

ヽ

侍

、
○
（
上
野
の
宮
、
「
然
あ
り
と
も
我
が
大
事
の
聖
の
君
此
の
こ
と
赴
け
し
め
給
へ
」
（
藤
原
の
君
）

ヽ

ヽ

ぴ

○
斯
か
る
を
或
る
人
「
御
蔀
の
も
と
ま
で
畑
作
ら
れ
、
御
前
近
き
封
に
て
斯
く
せ
し
め
ら
れ
た
る
こ
と
、
あ
る
ま
じ
き
事
な
り
」

（
藤
原
の
君
）

ヽ

ヽ

ぴ

○
右
大
群
の
君
「
布
は
：
・
・
貞
信
濃
の
御
牧
よ
り
持
て
来
た
め
る
二
百
反
・
・
・
…
そ
れ
を
こ
そ
は
せ
し
め
給
は
め
。
…
・
：
L
．
此
の
御
紗
史

ヽ
ノ

1

ヽ

ぴ

の
時
こ
そ
は
せ
し
め
給
は
め
・
…
‥
」
（
嵯
峨
院
）
．

1

ヽ

¢

○
（
致
仕
の
大
臣
）
「
い
か
l
こ
殿
は
何
と
か
せ
し
め
給
ふ
」
宮
内
「
・
…
：
夏
の
御
耐
難
さ
せ
給
ふ
め
り
し
。
」
お
と
ゞ
「
何
畠
に
か
せ
ら
れ



し
：
…
・
」
へ
祭
の
使
）

1

1

ぴ

○
上
「
…
…
そ
れ
（
琴
）
に
封
ひ
て
手
筋
れ
し
む
れ
ば
自
然
に
忠
ひ
出
で
ら
る
1
も
の
な
）
」
（
初
秋
）

ヽ

，

ぴ

○
卵
の
主
（
李
英
、
文
章
博
士
）
「
な
ど
久
し
く
見
巷
せ
し
め
給
は
ぬ
こ
と
を
な
む
李
英
欺
き
侍
る
」
…
‥
桝
の
重
「
…
：
・
せ
い
と
の
方

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

封

ヽ

、

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

・

，

q

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

・

ぴ

へ
は
如
何
せ
し
め
給
ふ
。
㍉
…
・
取
り
に
迫
は
し
て
よ
う
せ
し
め
給
へ
L
大
串
丞
「
甚
だ
畏
し
。
殿
に
も
き
っ
よ
う
物
せ
し
め
給
ふ
ら
む
。

い
か
で
か
」
（
田
鶴
の
相
島
）
・

○
お
と
ゞ
…
…
「
・
・

〇
右
の
お
と
ど
「
・
一

－‾‾‾t　　　　ヽp

Ei　　　ヽ一

は　れ
せ　は
し・賜
め、は
給（14）（）
へ　給
や　ふ

」　ば

てコ　か
囲

肇　こ
中
）

り

隼
つ

3

ヽ

ヽ

n

、

ま
つ
八
リ
感
ぜ
し
め
給
へ
る
こ
そ
い
と
恐
ろ
し
け
れ
。
・
…
‥
」
（
武
関
中
）

の

1

1

r

l

、

○
修
理
大
夫
驚
き
て
「
何
の
故
に
か
、
女
御
然
秦
せ
し
め
給
ひ
け
む
…
：
（
図
讃
下
）

6

、
1
r
l
、

〇
月
の
十
五
日
に
は
檜
あ
ま
た
召
し
て
御
念
悌
殿
上
人
上
達
部
あ
ま
た
し
て
そ
れ
に
堪
へ
た
る
人
し
て
は
さ
う
が
く
せ
し
め
給
ふ
。

ィ
（
榎
の
上
の
上
）

に

ヽ

ヽ

け

○
（
源
中
納
言
）
「
さ
る
御
心
せ
し
め
給
ひ
て
こ
そ
よ
く
侍
ら
め
」
（
標
の
上
の
下
）

3

ヽ

ヽ

ロ

○
右
大
路
「
…
：
強
ひ
て
御
顧
み
さ
ふ
ら
は
ゞ
、
悉
く
御
幸
せ
し
め
給
へ
る
、
畏
ま
ら
む
た
め
に
、
と
こ
ろ
に
か
う
ぶ
り
賜
は
ら
む
」

（
桟
の
上
の
下
）

9
′

1

1

、

ヽ

ヽ

○
嵯
峨
院
内
雲
に
奏
せ
さ
せ
給
ふ
。
「
…
：
」
と
奏
せ
′
さ
せ
給
ふ
。
「
…
：
」
と
葵
せ
し
め
瘡
ふ
。
二
院
は
「
…
：
と
奏
せ
さ
せ
給
ふ
。

（
桧
の
上
の
下
）

1
0
7
　
倍
多
少
の
遺
漏
も
あ
る
か
と
思
ふ
が
、
以
上
だ
け
で
も
十
九
例
を
警
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
ひ
、
1
す
」
1
さ
す
」
と
は
比
較
に
な
ら
　
識
5

字
津
保
物
語
特
有
の
「
し
む
し
に
就
い
て



凹
　
丈
　
撃
　
攻
　
　
防
二
　
笹
．
．
二
構

1
0
S
　
な
い
と
し
て
も
他
の
物
語
と
比
較
し
て
「
し
む
」
の
頻
出
度
は
異
数
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
ズ
日
本
文
畢
大
系
に
よ
る
。
「
但
し
、
有
朋
堂
　
湖

文
庫
古
典
全
集
本
も
し
む
の
庸
例
に
関
し
て
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
以
下
同
校
）

玉
、
宇
津
保
物
語
の
用
例
　
（
二
）

宇
津
保
物
語
に
は
右
の
や
う
な
一
般
的
な
例
が
多
数
あ
る
と
共
に
、
こ
こ
に
又
別
に
一
群
を
な
し
て
存
す
る
注
意
す
べ
き
用
例
が
あ
る
。

寸
け

そ
れ
は
左
に
述
べ
る
や
ヴ
な
滋
野
眞
菅
と
い
ふ
人
物
の
詞
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
げ
そ
の
教
総
計
三
十
七
例
か
教
へ
．
ら
れ
、
そ
の
用
法
又

や
や
奇
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
．
こ
れ
は
、
軍
に
用
例
を
羅
列
す
る
よ
り
も
、
物
語
の
筋
を
略
述
し
っ
1
挙
例
し
て
行
く
方
が
よ
い
と
思
ほ

れ
る
の
で
、
或
は
蛇
足
か
も
知
れ
な
い
が
、
次
に
摘
記
す
る
。

字
津
保
物
語
の
構
想
は
自
ら
二
つ
の
大
き
を
中
心
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
絶
世
の
流
人
「
あ
て
宮
L
を
め
ぐ
る
泊
で
あ
る
。
こ

れ
に
は
竹
取
物
語
の
そ
れ
に
似
た
求
終
着
の
群
が
現
れ
る
が
、
そ
の
中
で
の
事
劇
化
さ
れ
た
人
物
の
一
人
と
し
て
登
場
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
が
、

め

太
宰
の
帥
滋
野
藁
菅
と
い
ふ
宰
相
年
六
十
許
り
に
て
、
子
ど
も
あ
る
妻
、
道
に
失
ひ
て
、
の
ぼ
り
苑
リ
、
あ
て
宮
を
聞
き
つ
け
て
、
い
か
で
と
恩
ふ
。

と
い
ふ
。
亨
劇
化
さ
れ
た
老
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
帥
が
、
「
あ
て
宮
」
　
へ
の
手
蔓
が
な
く
て
囲
っ
て
ゐ
る
所
へ
近
所
の
艦
が
与
ゝ
つ
け
て
与
て
そ
の
話
を

始
め
る
。

「
宜
し
＿
串
な
り
。
父
主
に
乞
ひ
奉
ら
む
と
思
ふ
。
」
と
帥
は
大
い
に
気
が
進
む
。
傍
か
ら
坊
の
帯
刀
な
る
息
子
が
、
あ
て
宮
に
は
東
宮
初
め
多
く
の
求

績
者
の
あ
る
こ
と
を
話
す
と
、
帥
、

（

l

）

°

°

　

　

　

　

　

　

　

　

（

2

）

°

°

「
腰
の
父
主
は
物
は
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
と
せ
ざ
り
し
主
ぞ
。
さ
れ
ば
せ
し
め
ぬ
な
り
。
員
菅
ら
が
荘
物
貯
ら
し
め
て
、
中
娘
に
あ
さ
ざ
し
ら
う
ち
し
て
、

（

3

〕

°

°

乞
は
し
め
む
。
多
く
の
財
は
轟
す
と
も
、
待
か
ね
て
む
や
は
。
」

と
い
ふ
心
聖
奴
は
彼
を
煽
て
ゝ
．
う
ま
く
話
し
て
や
る
か
ら
、
あ
て
宮
の
父
大
殿
に
は
先
づ
駅
っ
て
ゐ
る
や
う
に
と
い
ふ
。
帥
、

（

4

）

°

　

°

「
さ
も
せ
し
め
む
か
し
し
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そ
こ
で
嬢
は
知
連
な
る
長
門
（
あ
て
宮
の
長
兄
の
乳
母
）
を
語
ら
っ
て
帥
の
家
へ
件
ひ
行
く
。
紬
．

「
象
や
も
め
に
て
、
つ
き
な
く
螢
ゆ
れ
ば
、
殿
の
若
き
御
達
、
父
主
に
巾
さ
む
と
な
む
忠
ふ
。
申
し
つ
ぎ
給
ひ
て
む
や
」

長
門
は
自
分
の
孫
が
あ
て
宮
に
仕
へ
て
ゐ
る
か
ら
文
を
渡
し
て
や
ら
う
と
約
す
る
。
帥
、

「
J
ろ
し
き
輩
」

と
て
傍
の
息
の
帯
刀
に

（

5

）

°

＿

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

6

）

°

　

●

　

°

「
我
斯
く
や
も
め
に
て
あ
れ
ば
、
ほ
れ
ん
＼
し
与
を
、
女
人
求
め
し
め
む
と
す
る
に
、
艶
文
の
和
歌
な
き
は
、
人
偏
ら
し
む
る
も
の
な
ぢ
。
和
故
一
つ

つ
く
り
て
」

と
依
窺
す
る
。
帯
刀
は
を
か
し
く
恩
ひ
な
が
ら
　
。

（

r

）

°

°

　

　

（

S

）

°

°

●

「
繋
与
お
は
さ
む
宮
仕
の
は
じ
め
に
侍
る
に
、
名
維
を
も
奉
ら
⊥
め
む
と
屈
は
し
む
る
を
や
。
不
例
盈
く
す
べ
か
り
し
女
人
の
、

（

9

）

°

・

°

L
に
し
か
ば
、
物
語
ら
ひ
す
べ
き
人
も
無
手
餅
に
は
唯
斯
く
な
む
お
は
し
む
る

旗
の
空
に
か
く
れ
ま

ぁ
き
ぢ
の
み
し
げ
れ
る
宿
北
は
白
露
の
い
と
．
ゞ
余
ぞ
す
み
う
せ
り
け
る

刈
り
す
て
給
は
む
や
し

と
書
い
て
や
る
。
帥

「
宜
し
か
め
り
」

と
て
、
そ
れ
を
書
き
焉
し
て
長
門
に

（
川
）
°
°

「
こ
れ
必
ず
み
か
へ
り
ご
と
寂
ら
し
め
了

と
依
擬
し
、
鍔
五
貫
、
怨
に
は
米
二
石
を
輿
へ
る
。
所
が
こ
の
手
紙
を
あ
て
官
は
長
門
に
返
し
て
し
ま
ふ
。
帥
は
舷
を
召
し
て

（

1

1

）

．

°

「
彼
の
文
は
寒
ら
し
め
て
喜
や
し

と
促
促
に
や
る
。
長
門
は
印
に
気
安
め
の
手
紙
を
書
い
て
奴
に
持
た
せ
て
や
る
0
印
は
そ
れ
が
あ
て
宮
の
手
域
で
な
い
の
で
放
々
読
み
も
せ
ず
投
げ
持
て

（

1

。

一

）

°

°

．
「
比
の
航
好
与
直
人
な
り
。
い
か
で
か
汝
は
、
左
大
揮
ぬ
し
の
女
の
文
と
て
娩
（
謹
長
門
）
・
の
文
を
ば
持
て
ま
う
で
凍
る
。
我
を
謀
ら
し
め
む
と
て
、

字
紐
保
物
語
特
有
の
「
し
む
し
に
就
い
て

357
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節
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（

1

3

）

°

，

°

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

1

1

）

。

．

　

　

　

　

　

　

　

（

哲

も
ど
ろ
か
t
む
る
に
は
あ
ら
ず
や
0
事
成
せ
と
て
行
は
し
め
し
米
こ
石
、
只
今
奉
ら
し
め
よ
。
事
を
解
り
て
物
を
盗
め
る
な
り
。
公
に
只
今
奉
ら
む
」

と
て
持
上
げ
る
が
、
姐
の
再
開
で
、
叉
大
急
ぎ
で
手
既
を
拾
ひ
取
り
、

1
わ
航
、
翁
あ
や
ま
ち
て
け
り
8
彼
の
女
人
の
文
か
と
て
見
る
に
、
手
の
あ
ら
ざ
り
つ
れ
ば
、
然
巾
し
つ
る
な
り
。
彼
の
仲
躾
の
、
由
言
ひ
お
く
れ
る

358

▼
・
な
り
け
り
。
L

－
「
事
成
り
な
む
時
千
匹
の
綾
錦
も
波
さ
む
。
怪
し
か
ら
ぬ
事
は
忘
れ
て
ま
し
ね
。
し

漣
謝
る
と
、
奴
が
ぷ
ん
と
し
て
皮
肉
る
の
で
又
立
腹
し
て
、

1
大
方
は
・
・
艇
の
な
ど
斯
く
は
申
す
。
く
や
つ
。
今
又
締
り
か
け
よ
。
紋
日
入
れ
ず
と
も
、
我
が
財
し
あ
ら
ば
成
㌣
な
む
。
L

と
見
る
の
で
杭
は
逃
げ
去
る
。
今
度
は
、
あ
て
宮
の
方
の
殿
守
と
い
ふ
老
女
を
招
い
て
孤
む
。

「
比
の
事
成
し
給
へ
ら
ば
、
汝
を
自
主
頂
の
上
に
す
ゑ
奉
り
て
、
頂
き
に
頂
き
奉
ら
む
。
し

そ
の
う
ち
に
、
あ
て
宮
が
東
宮
へ
参
る
噂
が
が
立
つ
。
紬
は
殿
守
の
曹
司
に
忍
び
行
き

（

1

6

）

°

°

°

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

汀

J

．

－

．

・
．
1
人
の
忌
ま
し
む
る
五
欄
は
ま
ね
。
今
は
彼
の
事
成
し
給
へ
。
物
言
ひ
与
り
に
な
す
そ
。
事
は
中
擁
ま
し
む
る
は
悪
し
き
わ
ざ
な
。
。
」

と
急
き
立
て
る
○
殴
守
は
、
あ
な
た
に
は
他
に
女
が
あ
る
と
て
．
あ
て
宮
が
既
が
つ
て
辟
ら
れ
る
と
い
ふ
の
で
叉
立
腹
周

（

1

3

）

°

°

　

　

　

　

　

　

　

（

1

9

）

．

．

・
1
持
て
侍
る
女
人
の
嚢
祀
あ
ら
⊥
め
ば
、
ひ
こ
じ
ら
ひ
や
せ
む
と
忠
は
し
め
し
。
何
か
煩
は
し
か
ら
む
。
筑
紫
よ
り
の
ぼ
り
亨
う
で
兆
し
女
人
は
、
亡

れ
ま
L
に
き
。
竪
後
介
の
愛
女
、
わ
う
た
う
に
と
て
く
れ
た
り
L
を
、
比
の
春
子
一
人
生
し
て
亡
れ
ま
L
に
与
。
童
を
ぞ
と
り
て
侍
る
。
さ
て
囲
王
に

（

剖

）

・

°

　

　

　

　

　

　

　

　

（

〓

）

1

．

奉
る
．
へ
し
と
開
く
は
な
で
ふ
事
窯
何
れ
の
人
の
．
聞
え
置
け
る
女
人
を
か
鉄
は
せ
し
む
べ
喜
。
」
く
恩
ひ
計
り
て
然
は
せ
し
め
む
。
し

殿
苛
は
そ
ん
な
昔
は
せ
い
と
云
ふ
。
紬
、

「
女
人
の
見
よ
い
ま
つ
る
・
へ
く
ぼ
、
近
く
率
て
撃
ら
む
や
し

た
う

「
翁
を
し
彼
の
女
人
に
合
は
せ
給
．
へ
ら
ば
、
元
物
か
は
乏
し
か
ら
む
大
ぞ
う
に
て
、
．
哲
夫
し
ま
し
ま
き
ふ
中
に
、
や
も
め
に
て
、
持
て
琵
き
た
い
ま
つ

た

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

…

一

）

・

・

る
よ
り
は
・
翁
の
片
庵
に
ゐ
て
ま
し
て
、
食
べ
む
物
は
、
初
穂
ご
と
に
取
り
、
夜
去
、
魚
を
食
は
し
め
て
こ
そ
は
か
し
づ
手
錠
け
ら
め
。
せ
う
も
ち
ら

た
1
．
よ
つ

・
は
ー
た
ゞ
身
；
に
奉
り
・
御
衣
・
群
物
ま
で
も
・
乏
し
く
て
は
あ
ら
じ
ゃ
は
）
お
も
て
励
ま
し
て
、
人
の
見
怒
る
べ
く
あ
ら
ば
、
図
三
の
一
の
妻
に



・
ず
つ
給
べ
ら
む
に
も
劣
ら
じ
を
や
」

話
し
て
ゐ
る
肝
へ
宰
相
の
君
が
き
し
覗
く
の
で
又
腹
立
ち
て

「
そ
れ
は
貨
忠
の
宰
相
に
あ
ら
ず
や
し

す
る
と
貿
忠
が
、
ニ
人
を
怪
し
む
の
で
、
手
で
遮
り
、

「
な
ぞ
の
註
好
の
ま
し
ま
す
所
に
か
、

（

誓

．

．

．

　

　

（

聖

．

．

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

警

°

°

や
も
め
男
は
住
ま
し
む
る
。
心
つ
け
し
め
給
ふ
な
。
よ
く
恩
ひ
計
り
て
怨
は
せ
し
め
む
。
」

貨
忠
が
去
る
と
　
・

「
そ
も
く
此
の
倒
正
身
（
謹
あ
て
宮
）
は
如
何
に
ぞ
。
御
使
だ
に
給
べ
ら
ば
、
ま
う
の
ぼ
り
た
て
ま
だ
せ
む
0
L

と
言
ひ
超
し
て
去
る
。
（
以
上
、
「
藤
折
の
君
L
の
巻
）
そ
の
う
ち
に
又
殿
守
を
家
に
呼
び

r
か
の
若
君
の
御
迎
へ
す
べ
き
日
、
二
十
日
僚
り
一
日
の
日
と
な
む
定
め
た
る
0
か
の
御
題
は
い
づ
れ
ぞ
し

111

鍛
守
は
、
そ
れ
は
よ
く
し
ら
べ
て
か
ら
が
い
い
と
す
ゝ
め
る
が
、
気
早
に
帥
、

「
何
か
は
、
疑
ひ
あ
る
身
な
ら
ば
こ
そ
。
せ
う
も
ち
せ
む
と
て
侍
る
0
や
も
め
に
も
仔
云
○
つ
か
さ
・
か
う
ず
は
た
持
て
り
。
何
事
を
か
は
女
人
の

元

）

°

°

　

　

（

灯

）

，

°

．
妊
は
し
む
べ
き
に
あ
ら
し
め
ず
や
し

殿
守
は
、
で
は
御
滑
息
問
え
給
へ
と
い
ふ
。
印
は
息
子
の
萩
人
や
木
工
亮
に

（

警

・

．

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

3

0

）

°

°

．
「
げ
に
ま
う
と
達
の
後
見
せ
し
め
む
女
人
臥
崇
㌢
ふ
・
へ
か
ら
ぬ
欧
二
つ
つ
く
ら
し
雷
」

と
斑
む
が
断
ら
れ
、

（

3

1

）

°

　

°

’

ぅ
さ
ら
ば
誰
か
女
人
ら
は
め
で
き
し
む
る
」

と
晋
へ
ば
、
少
将
か
帯
刀
（
共
に
息
子
）
か
が
上
手
だ
と
い
ふ
O
が
、

∵
1
そ
の
帯
刀
が
和
歌
に
め
で
ざ
り
与
や
。
少
婿
に
言
は
む
し

と
少
将
に
苔
か
せ
を
0
・

へ

3

2

）

°

e

°

．
「
日
頃
、
仲
躾
に
な
む
お
こ
た
ら
ず
甲
え
し
む
る
を
、
こ
の
頃
は
み
さ
い
賜
は
る
べ
き
き
た
な
ま
は
、
掻
き
抽
ひ
か
き
拭
は
す
と
て
な
む
・
御
滑
息

（

望

・

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

3

1

）

，

，

甲
え
し
め
ざ
炉
つ
る
ひ
は
や
渡
り
ま
す
．
へ
き
心
づ
・
か
ひ
せ
し
め
給
へ
。
何
時
し
か
・
ま
の
あ
た
。
に
て
具
な
る
御
物
語
も
巾
し
賜
は
ら
む
と
な
む
な

宇
津
保
物
語
特
有
の
「
し
む
し
に
就
い
て

359
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（

3

5

）

°

°

°

け
さ
由
す
。
き
て
、
か
か
る
事
は
、
若
々
し
け
れ
ば
、
著
を
男
ど
も
の
に
ぎ
は
し
む
る
皇
昆
開
く
K
L

と
て

・
君
懸
ふ
と
み
な
か
み
し
ろ
く
な
る
た
き
は
老
い
の
務
の
つ
も
る
な
る
べ
し
。
（
以
上
「
祭
の
使
」
の
笹
）

か
く
て
治
部
脚
に
な
っ
た
彼
は
、
自
分
二
人
い
1
気
に
な
っ
て
、
あ
て
宮
を
辺
へ
る
た
め
に
家
を
造
り
調
寧
晶
け
て
、
よ
き
日
を
繹
び
、
そ
の
日
家
の

子
を
牢
て
待
っ
て
ゐ
る
。
と
、
或
る
人
が
、
あ
て
宮
は
免
官
へ
参
ら
れ
た
と
い
ふ
に
斑
怒
し
て

1
い
か
で
か
、
天
下
に
望
大
臣
に
も
い
ま
す
が
る
と
も
ー
諸
人
の
聞
え
お
き
て
、
お
産
ん
た
め
に
家
是
り
、
閏
を
建
て
1
日
を
待
つ
ほ
ど
斯
く
は

（
鎚
）
°
°

せ
さ
せ
給
ふ
言
。
藁
菅
っ
た
な
き
身
に
は
あ
り
と
も
、
己
が
妻
が
ね
を
人
に
ほ
ら
し
め
て
は
あ
り
骨
む
や
。
政
事
か
し
こ
与
世
に
、
う
れ
へ
寒
ら
む
し

と
訴
状
を
抱
へ
て
立
ち
出
る
の
で
、
皆
で
押
し
と
ゞ
め
る
と
、
太
刀
を
技
手
か
け
て

（

訂

）

°

°

°

1
汝
等
が
首
を
只
今
坂
り
て
む
。
汝
等
は
、
我
が
政
と
す
る
大
臣
の
方
に
よ
り
て
、
は
か
ら
し
む
る
奴
な
り
。
」

と
取
り
乱
し
て
帝
に
御
訴
へ
申
す
0
帝
は
そ
の
理
由
の
さ
が
な
き
に
寧
ろ
警
毎
り
て
・
彼
を
伊
豆
楳
守
に
、
そ
の
手
等
も
夫
々
に
蓬
ひ
丑
は
さ
れ
た
。

（
以
上
「
あ
て
宮
」
の
巻
）

後
、
新
帝
御
即
位
の
際
、
あ
て
宮
の
取
り
な
し
で
赦
さ
れ
る
。
（
以
上
「
囲
譲
の
巷
し
）

こ
の
人
物
に
於
て
1
し
む
」
は
個
性
的
に
濫
用
さ
れ
て
ゐ
る
と
言
へ
よ
う
。
巻
を
隔
て
て
ゐ
て
も
、
こ
ゐ
人
物
の
詞
の
あ
る
肝
必
ず
こ
の

「
し
む
」
が
附
き
嘩
つ
て
ゐ
る
。

大
、
用
例
の
整
理

）
　
　
　
　
　
　
　
　
．
1
　
）

右
に
掲
げ
て
き
た
三
種
の
用
例
を
左
に
霊
比
較
し
て
み
る
。
便
宜
上
平
安
朝
一
般
例
を
ィ
、
字
津
保
物
語
中
の
二
股
伽
を
↑
足
首

（

の
例
を
づ
と
略
稀
す
る
。

r

l

ヽ

一
、
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合

360
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ヽ
ノ
．

A
概
し
て
含
話
中
に
多
く
瑚
ひ
．
h
れ
て
ゐ
ふ
。
例
外
は
左
の
通
抄
に
す
ぎ
な
い
。

（

＼
ノイ

竹
取
物
語
の
一
例
。
（
但
し
∵
】
れ
も
直
前
に
骨
話
中
l
二
m
て
ゐ
る
の
を
承
け
て
ゐ
る
。
意
義
は
「
使
役
」
）

′

．

ヽ

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

ヱ
ニ
例
リ
「
へ
帝
）
甘
心
せ
し
め
聞
召
す
L
「
（
嵯
蝦
院
）
秦
せ
し
め
給
ふ
」
（
敬
意
）
　
「
（
院
）
さ
う
が
く
せ
し
め
給
ふ
」
（
使
役
）

（ヽ
ノハ

例
外
な
し

（

）B
骨
話
中
に
用
ひ
て
ゐ
る
人
物
と
そ
の
用
ひ
方
（
心
印
は
必
要
の
た
め
そ
の
封
話
者
を
指
す
）

（

）ィ
〇
人
↓
中
納
言
石
上
廉
呂
（
竹
竪
∧
石
上
眉
呂
が
男
ど
も
を
し
て
取
ら
し
め
る
使
役
的
意
味
＞

（

O
か
ぢ
と
り
1
（
舟
長
）
（
土
佐
日
記
）
＜
舟
長
が
舟
人
ど
も
を
し
て
招
が
し
め
る
使
役
的
意
味
∨

○
内
舎
人
↓
右
近
（
源
氏
）
＜
薫
が
宿
直
人
を
勘
常
す
る
を
内
舎
人
が
薫
に
封
す
る
敬
意
的
な
詞
態
∨

○
僧
都
1
薫
（
源
氏
）
＜
檜
都
が
浮
舟
を
出
家
さ
せ
た
使
役
的
意
味
∨
‥

ヽ
－
ノp

O
彿
＋
遊
人
＜
遊
人
が
邪
見
の
輩
に
封
し
て
使
役
＞

（

○
上
野
宮
1
比
叡
の
大
栓
＜
敬
意
＞
、

〇
戎
人
1
三
春
高
基
＜
敬
意
∨

○
右
大
所
1
政
肝
の
家
司
＜
殿
に
つ
き
で
敬
意
∨

○
致
仕
大
賢
三
誉
開
基
）
l
宮
内
の
君
∧
殿
に
つ
き
て
敬
意
∨

○
上
∧
仲
忠
の
手
を
爛
れ
し
む
．
る
使
役
の
意
＞

○
排
の
主
↑
↓
大
軍
丞
忠
遥
∧
相
互
敬
意
∨

○
右
の
お
と
ゞ
∧
上
に
つ
き
て
敬
意
V
、

宇
津
保
物
語
癖
有
の
「
し
む
し
に
就
い
て

361



114

．
閉
　
女
　
啓
　
放
く
　
箪
二
軍
節
二
輯

○
右
の
お
と
ゞ
⊥
左
の
お
と
、
ゞ
＜
敬
意
∨

ひ
修
理
大
夫
∧
女
御
に
つ
き
で
敬
意
∨
㌧

○
源
中
納
言
嵯
峨
院
＜
敬
意
∨

362

○
右
大
勝
∧
院
に
つ
き
て
敬
意
∨

↓
霊
眞
昏
及
び
一
そ
0
代
筆
の
癒
息
文
。
吉
曾
話
の
賢
者
は
自
分
の
子
息
、
姫
、
長
門
、
あ
て
官
、
殿
守
、
琵
忠
の
宰
相
、
あ
る

′
．
ヽ

人
等
で
、
1
し
め
」
の
用
ひ
ら
れ
て
受
嘗
該
人
物
は
、
彼
自
身
・
雲
宮
の
父
、
輿
世
人
、
物
事
、
・
妻
、
貿
忠
．
息
子
達
、
東

ヽ

l

で

．
宮
等
。
そ
の
荒
事
は
」
使
役
、
敬
意
に
亙
る
が
・
用
法
愛
想
的
で
奔
放
を
極
め
、
容
易
に
明
か
に
し
難
い
。
佃
後
述
参
照

ヽ
ノ

右
の
地
の
文
・
合
話
を
通
じ
て
「
疲
役
」
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
例
は
、
．
・
・
培
三
例
の
中
二
例
は
、
敬
意
的
な
何
も
の
も
含
蓄
姦
通

ヽ

ノ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

）

）

の
使
役
で
ぁ
る
が
、
他
の
一
例
及
び
イ
の
例
は
、
凡
て
何
ら
か
上
な
涙
に
つ
写
用
官
れ
て
濡
。
い
隻
於
て
合
話
中
に
「
し
む
」

′
．
．
＼
・
・

を
用
ひ
て
ゐ
る
人
物
は
、

）÷
英
字
）
1
∧
使
役
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
㌧

（
、
、
コ
窟
大
研
・
右
大
臣
・
修
理
大
夫
・
源
中
約
号
右
大
路
（
字
）
「
丁
修
理
大
夫
以
下
は
女
御
・
院
に
つ
き
で

（ヽ
ノ三

上
野
宮
・
致
仕
大
臣
三
春
高
基
（
字
）
1
－
喜
劇
的
人
物

′

1

．

ヽ

、

ノ四
堺
の
主
・
大
革
丞
忠
遠
（
宇
）
・
－
十
畢
者

（）
五
倍
都
（
源
）
事
彿
（
字
）
　
－
　
＜
使
役
∨

′
．
ヽ

ヽ
l
ノ

エ
バ
1
か
ぢ
と
．
叉
土
）
＜
使
役
∨
・
内
合
△
源
）
・
・
・
・
1
地
方
人
・
・
．
下
級
軍

′

l

（



）・
七
人
（
竹
取
）
＜
使
役
＞
・
戎
人
（
宇
津
保
）

（

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

・

－

ヽ

ノ

の
如
く
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
の
喜
劇
的
人
物
は
、
．
滋
野
眞
菅
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
七
高
皆
瀬
の
は
央
張
喜
劇
的
人
物
石
上

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
，
（

＼

麻
呂
に
関
係
し
、
宇
津
保
の
は
、
三
春
高
基
に
関
係
し
て
ゐ
る
。
佃
こ
の
「
人
ヽ
成
人
」
と
い
ふ
漠
然
と
指
さ
れ
て
ゐ
る
人
物
は
作
者
か

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

－

ノ

ら
の
待
遇
と
し
て
は
六
の
下
級
者
と
同
程
度
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
二
の
修
沸
大
夫
以
下
の
女
御
・
院
に
関
し
て
の
詞
迫
は
一
の
帝

（

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

（

の
御
言
葉
と
そ
の
高
貴
に
関
す
る
郡
に
相
通
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
又
、
右
大
堺
の
用
例
は
あ
て
官
の
父
な
る
左
大
勝
正
煩
と
い
ふ
権
力
者

に
つ
い
て
言
ひ
、
右
大
臣
は
左
大
臣
に
つ
い
て
も
言
っ
て
ゐ
る
、
こ
の
二
例
も
、
源
氏
に
於
て
内
舎
人
が
薫
大
将
に
こ
っ
い
て
言
ふ
如
く
矢

張
、
帝
・
女
御
・
院
等
に
は
及
ぶ
．
べ
く
も
な
い
が
、
一
種
の
高
貴
人
と
見
倣
し
得
ろ
人
物
に
つ
い
て
用
ひ
て
ゐ
る
、
と
見
る
の
は
蝕
わ
に
牽

強
で
あ
ら
う
か
。
暫
く
こ
の
牽
強
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
右
の
分
類
は
「
し
む
」
関
係
と
し
て
佃
左
の
通
り
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
と

）

　

　

　

　

　

）

思
ふ
。
輿
四
の
箪
者
と
玉
の
悌
・
侭
と
は
又
知
識
階
級
者
受
幸
で
傭
通
ず
る
と
見
倣
し
得
よ
う
。
即
ち

′

1

1

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

．

．

－

、

）
二
軍
貴
著
1
話
者
及
関
係
者

（）二
知
識
階
級
者
－
」
話
者
∵

′
l
ヽ

）
三
喜
劇
的
人
物
－
－
癒
着
及
関
係
者
＜
敬
意
の
用
例
の
み
＞

（ヽ
ノ四

下
級
者
1
話
者
＜
高
貴
高
級
者
に
つ
い
て
∨

′
．
ヽ

ヽ

－

ノ

、

．

　

ヽ

、

ノ

・

）

併
し
二
と
四
！
二
と
三
と
正
に
相
反
す
る
者
の
軌
に
完
も
む
し
が
特
に
存
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
文
考
へ
た
い
c
何

（
　
　
（
　
　
（
　
　
（

＼

－

ノ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

）

女
性
の
由
ひ
た
例
は
な
い
。
ハ
の
眞
菅
の
用
例
は
右
の
三
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
備
後
に
改
め
て
越
べ
た
い
。

（

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

二
、
活
用
及
び
接
盈

宇
津
僅
物
語
特
有
の
「
し
む
」
に
就
い
て
　
l
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閻
　
文
　
革
．
牧
　
師
二
各
　
節
二
輪

）

．
　
イ（

蓮
用
形
．

せ
（
讐
警
（
撃
・
票
丁
上
申
1
給
（
朋
）
・
容

）ロ（

364

未
然
形

せ
ト
1
し
め
－
・
－
ら
れ
∵
給

連
用
形

・
感
ぜ
・
赴
け
・
せ
（
聖
）
奏
せ
・
－
し
め
1
開
召
・
給
（
聖
）

．
連
鰐
形

起
さ
－
「
も
む
晶
T
I
－
故
l
こ

・
．
已
然
形

爛
れ
ー
ー
ー
し
む
れ
1
1
ば

）い
▼

未
然
形

丈
枇
）
・
乞
は
・
求
め
ノ
・
奉
ら
・
謀
ら
・
あ
ら
（
竿
っ
く
ら
・
聞
え
l
1
1
し
め
・
1
蕊
）
・
む
（
批
）
・
ば
・
す
・
ざ
。

連
用
形



射
ら
・
取
ら
・
率
ら
一
行
は
・
恩
は
・
食
は
・
（
心
）
つ
け
・
・
獣
・
（
心
つ
か
ひ
）
せ
・
ほ
ら
－
－
し
め
ト
て
（
写
し
・
給
（
配
）

終
止
形

∵
せ
・
嫌
は
1
し
む
ー
ベ
又
肛
）

蓮
濃
形

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

侮
ら
・
恩
は
・
心
は
・
も
ど
ろ
か
・
忌
ま
・
撃
∵
な
ぞ
の
所
に
か
任
ま
・
誰
か
め
で
さ
・
囲
え
・
坂
は
・
′
は
か
ら
「
I
L
む
る

っ
も
の
・
雷
・
五
月
・
は
・
五
㌢
は
・
奴
′

命
令
形

二
審
ら
　
ー
　
し
め
よ

丸
で
動
詞
未
然
形
ア
響
工
韻
に
接
感
す
る
が
、
↓
に
於
て
傍
瓢
の
語
の
や
う
な
変
悪
的
な
（
後
述
）
も
の
も
見
え
る
。
連
用
形
に
し
て
・

′
．
ヽ

．
、
－
ノ

敬
語
動
詞
を
件
は
な
い
も
の
の
多
い
の
も
ハ
の
特
色
で
あ
る
。
又
意
義
が
一
々
明
か
に
し
難
い
程
奔
放
紛
糾
し
て
ゐ
る
が
T
使
役
」
の
例

（

ヽ
－
ノ

が
割
合
多
い
の
も
ハ
の
時
色
の
一
つ
で
あ
る
。

（

今
一
腰
活
用
形
を
整
理
し
て
み
る
と
．

（ハ）（ロ）（イ）

○
　
　
し
め

し　し

め　め

〇
　
　
〇
　
．
〇
　
　
〇

〇
　
し
む
る
　
し
む
れ
　
○

し
む
　
し
む
る
　
　
○
　
　
し
め
（
よ
）

1
1
7
　
即
ち
下
二
段
活
用
J
奈
良
朝
時
代
の
1
使
役
」
の
「
し
む
」
と
同
活
用
で
あ
る
。

字
津
保
物
語
特
有
の
「
し
む
し
に
就
い
て

3r；5



囲
　
文
　
軍
　
政
　
第
二
▼
巻
　
第
二
輯

ヽ
l
ノ

佃
l
、
．
ロ
の
例
中
∵

′

．

1

1

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

○
（
致
仕
の
大
臣
｝
1
「
殿
は
何
と
か
せ
し
め
給
ふ
」

ヽ

ヽ

ヽ

1

1

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

、

．

、

宮
内
「
夏
の
甜
褒
せ
さ
せ
給
ふ
」
　
お
と
ゞ
「
何
庭
に
か
せ
ら
れ
し
…
…
」

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

○
嵯
峨
院
内
裳
に
奏
せ
さ
せ
紛
ふ
…
…
同
上
…
h
義
せ
し
め
給
ふ
…
奏
せ
を
紆
ふ

）
ハ

の

例

中

．

・

一

・

（

ヽ

、

　

　

　

　

ヽ

一

ヽ

ヽ

・
ひ
お
は
さ
む
∴
・
お
は
し
む
る

）

・
鉦
や
う
に
「
さ
す
」
1
す
」
と
「
し
む
」
と
二
様
の
詞
走
が
相
並
ん
で
混
じ
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
肝
が
あ
る
。
又
、
前
述
ハ
の

／

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

▼

r

 

l

∴
○
珍
ら
し
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
・

ヽ

　

ヽ

書
○
率
は
し
む
る

366

ヽ

　

ヽ

○
め
で
さ
し
む
．
る
∴
右
の
「
疹
ら
し
め
」
と
呼
應
し
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
）

ヽ

　

ヽ

0
販
は
し
む
るヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

の
如
き
は
宣
珍
ら
」
志
は
㌔
め
で
さ
」
遍
は
」
は
勿
論
左
様
な
動
詞
形
の
あ
る
筈
も
な
い
が
、
「
し
む
」
に
附
く
に
ふ
さ
は
し
い
條
件
、
・

即
ち
未
然
形
に
準
じ
、
及
び
ア
韻
を
も
っ
て
ゐ
る
。

七
、
宇
津
儀
の
「
し
む
」
の
資
料
性
の
検
討

こ
の
「
し
む
」
一
に
就
い
て
は
リ
既
に
多
少
票
て
き
た
や
う
に
ら
の
↓
の
用
例
を
二
律
に
考
へ
る
こ
と
の
で
悪
或
る
撃
が
夫
々

（
（
（

）

の
用
例
の
背
後
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
即
ち
イ
平
安
朝
一
般
の
用
例
と
ロ
字
津
保
一
般
の
用
例
と
の
間
の
使
用
数
が
飴
り
に
相

′
．
ヽ
（

達
し
で
ゐ
る
鮎
か
ら
見
る
と
∵
宇
搾
保
の
作
者
は
、
失
張
サ
彼
自
身
何
ら
か
三
し
む
」
－

こ
親
近
し
て
居
る
傾
向
が
見
え
る
。
進
ん
で
言
へ



．
ば
」
宇
津
保
の
．
作
者
に
は
、
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
「
し
む
し
が
他
の
作
者
よ
¢
は
用
ひ
ち
れ
易
い
何
ら
か
の
原
因
が
あ
る
と
見
ら
れ

る
？
然
る
に
、
ハ
滋
野
眞
常
な
る
一
人
物
の
特
有
用
語
＝
く
し
て
明
瞭
に
意
識
的
に
高
し
む
ト
妄
使
用
も
て
ゐ
る
の
を
認
め
ゐ
こ
宜
が
で
き

（

、

ノ

ヽ

．

ノ

）

る
。
「
し
む
」
一
ゲ
寿
察
す
る
に
普
つ
七
は
∵
苗
イ
ロ
．
ハ
三
種
の
意
識
（
意
識
的
或
は
無
意
識
的
｝
滋
そ
の
背
後
に
考
へ
定
め
て
置
く
二
l
と

′
．
ヽ
′
l
＞
／
＼

が
必
要
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
∴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

l
癖
単
に
考
へ
▼
る
な
ら
ば
・
・
撫
者
は
㍗
属
す
る
人
と
見
ろ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
料
ち
作
者
は
∵
彼
自
身
ノ
「
も
む
」
・
を
使
用
し
易
い
－
1

（

）

使
用
す
る
蹄
（
此
軽
的
．
が
あ
る
人
と
見
ち
れ
る
∵
若
も
こ
れ
ふ
高
車
の
．
′
「
も
む
L
使
用
者
の
分
頭
に
照
す
な
ら
ば
∵
l
朗
ち
男
子
の
知

（

識
階
級
人
と
し
て
浮
ん
で
来
る
気
も
す
る
。
知
識
階
廟
入
部
l
「
し
む
」
を
、
よ
カ
多
ぺ
用
ひ
た
で
あ
や
受
）
と
彗
‥
そ
れ
が
僧
に
せ
よ
撃

者
に
せ
よ
、
．
番
籍
訓
読
の
上
に
鹿
爪
ら
し
い
「
l
L
む
」
を
比
較
的
に
保
存
し
て
重
七
で
溝
ら
う
と
い
ふ
ー
寺
と
併
せ
察
せ
ら
れ
孝
完
な

小
。
若
し
儲
世
の
「
抄
物
」
が
湧
て
受
℃
む
」
の
欝
ら
寺
湧
（
郎
謡
村
）
が
空
て
「
ん
書
名
形
嘗
彗
彿
徒
の

方
に
・
・
「
も
む
」
・
知
残
存
ん
七
行
っ
た
｛
考
へ
．
ら
れ
這
同
じ
原
因
モ
霊
廟
革
豊
憲
こ
Å
保
有
さ
れ
て
行
．
つ
た
謹
孝
へ
．
受
忍
薫

併
も
∵
こ
の
件
者
が
自
分
の
語
群
を
∵
喜
劇
的
人
物
眞
菅
の
最
も
特
徴
駒
な
語
靡
ま
も
て
誇
張
し
．
人
笑
ひ
の
種
と
す
る
と
い
ふ
こ
と

は
考
ぺ
に
く
い
。
誇
張
I
J
せ
言
っ
た
が
、
確
に
こ
こ
で
は
技
巧
的
に
「
し
む
し
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
実
見
も
べ
き
で
あ
　
l
う
つ
。
1
（
佃
後
遇
巷

照
）
一
一
そ
れ
で
は
失
張
少
、
・
逆
に
、
喜
劇
的
な
上
野
宮
や
致
仕
大
臣
の
や
う
な
人
物
の
．
「
し
む
」
も
技
巧
的
で
あ
っ
た
せ
い
ふ
推
論
も
で
凄

る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
、
知
識
階
級
的
↓
し
む
」
を
、
か
け
離
れ
た
階
級
に
鼠
に
流
用
さ
せ
ろ
上
は
考
へ
も
れ
な
い
。
そ
も
そ
高
眞
菅

）

㌢
い
云
人
物
は
」
長
年
聞
太
宰
帥
上
し
て
田
舎
に
あ
り
、
京
大
か
ら
見
て
叉
前
述
拘
地
方
人
的
娘
蔑
的
な
人
物
で
も
あ
っ
て
∵
そ
の
田
舎
者

′
t
＼

の
詞
の
一
特
色
上
し
て
の
「
し
む
し
を
誇
張
し
た
的
か
ま
も
考
へ
．
ら
れ
な
く
も
な
い
。
而
も
叉
こ
の
老
帥
自
ら
は
∵
地
方
官
的
尊
大
盲
を

宇
津
保
物
語
特
有
の
「
し
む
し
に
就
い
て
．
一

367



120

国
　
文
　
堪
　
放
　
　
節
二
。
笹
．
第
二
輯

具
へ
て
．
あ
て
宮
を
東
宮
と
寧
ひ
、
あ
て
宮
を
東
宮
の
た
・
め
に
失
ほ
ん
と
す
る
や
帝
に
諒
へ
．
申
す
と
い
ふ
程
自
ら
を
貴
く
思
ひ
上
っ
て
ゐ

、
ノ

る
鮎
、
二
の
高
貴
者
の
街
ひ
を
持
っ
て
居
j
l
」
叉
あ
て
富
へ
ノ
の
滑
息
文
に
は
ー
感
の
教
養
空
示
さ
う
と
す
る
二
の
知
識
階
級
者
の
鹿
爪
ら

′

．

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

し
い
術
ひ
も
持
ち
合
せ
て
ゐ
る
。
一
口
に
言
へ
ば
．
、
滋
野
眞
菅
は
「
し
む
し
に
親
近
の
階
級
の
要
素
を
】
身
に
蒐
め
て
ゐ
る
と
も
言
へ
る
。
・

）

）

ヽ

－

ノ

）

即
ち
作
者
が
前
記
の
l
二
三
四
S
人
々
に
「
し
む
し
を
用
ひ
さ
せ
て
ゐ
る
そ
の
意
識
的
技
巧
の
、
一
つ
に
踪
合
さ
れ
、
強
化
さ
れ
て
ゐ
る

′

1

ヽ

（

（

′

l

）

の
が
展
菅
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
へ
る
。
然
ら
ば
、
作
者
は
、
ロ
に
屈
す
る
人
で
あ
る
と
簡
単
に
定
め
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
．
却

（

っ
て
r
矢
張
先
づ
は
平
安
朝
一
般
の
作
者
と
同
頑
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
ゾ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

・
さ
う
な
る
と
T
L
む
し
の
頻
出
す
る
芯
っ
い
て
は
、
作
者
に
筋
高
原
因
を
求
め
ず
、
そ
の
時
代
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。

潮
ち
字
津
保
。
l
作
ら
れ
た
頃
、
此
較
胡
「
し
む
与
潮
残
存
し
て
ゐ
七
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
霊
芯
地
の
文
に
「
奏
せ
さ
せ
給
ふ
L
．
と
奏

せ
し
め
治
せ
・
ぜ
混
じ
、
叉
同
趣
の
曾
話
中
．
に
「
せ
し
め
給
ふ
」
と
「
せ
．
さ
せ
船
ふ
L
J
凍
混
ず
る
七
聖
阜
掲
例
）
等
の
不
望
憲
ど
が
注

意
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
他
併
せ
考
ふ
べ
き
）
と
は
後
に
述
べ
る
。
・
併
し
こ
れ
為
こ
れ
で
片
附
l
け
て
し
よ
ふ
の
も
早
計
で
あ
る
。
一
醒
源
氏

な
ど
で
も
、
飴
楷
駕
密
的
と
は
言
へ
、
田
舎
人
の
言
兼
な
ど
は
T
撃
つ
ち
歪
み
た
る
」
「
番
な
ど
は
と
！
＼
打
歪
み
ぬ
べ
く
、
物
言
ふ
、
少

し
だ
み
た
る
楼
」
「
言
葉
ぞ
い
と
だ
み
た
り
け
る
」
（
宿
木
．
東
屋
、
玉
里
）
と
い
ふ
評
言
に
と
ど
ま
っ
て
、
賛
際
の
食
詰
は
大
腰
京
言
菜

に
折
謬
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
行
き
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
者
が
女
性
で
あ
り
、
且
つ
眞
に
田
舎
人
の
具
隈
的
語
詞
を
知
る
こ
と
も
比
較
的

に
不
可
能
で
つ
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
が
．
併
し
具
し
て
平
安
朝
時
代
の
文
革
語
に
ー
殊
に
源
氏
よ
り
は
瀧
代
の
、
こ
の
字
津
保
に
、

こ
れ
程
に
露
骨
に
酪
心
に
技
巧
的
に
現
は
さ
れ
る
は
ど
文
畢
技
術
が
進
ん
で
ゐ
た
か
ど
う
か
が
一
應
疑
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
、

さ
う
考
へ
る
と
叉
、
眞
菅
の
如
き
喜
劇
的
人
物
の
特
徴
語
と
し
て
「
し
む
し
が
利
用
さ
れ
る
た
め
に
は
」
　
そ
の
ヒ
ン
．
ト
が
輿
へ
ら
れ
る
こ

368



と
が
想
像
さ
れ
る
が
！
そ
の
ビ
ン
是
奈
達
か
ら
得
て
ゐ
る
か
・
芸
索
す
る
こ
と
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
九
州
太
宰
肝
的
な
の

か
、
又
は
、
久
方
に
京
に
願
っ
た
眞
菅
の
や
う
な
者
の
二
月
の
敬
語
の
勘
達
・
誤
用
・
濫
用
ぶ
。
の
寛
際
を
治
遠
張
し
た
鳥
の
な
の
か
↓

乃
至
は
或
る
階
級
人
の
特
徴
語
を
も
ぢ
り
誇
張
し
た
も
の
′
な
の
か
。

．
か
く
て
、
作
者
個
性
的
・
時
代
的
・
雪
階
級
的
・
文
革
技
術
的
＋
国
語
塾
血
豆
諸
方
か
ら
の
探
究
を
遜
げ
て
璧
口
的
に
結
雷
出
さ

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
璧
口
か
ら
琴
晋
れ
て
、
再
び
、
そ
の
時
代
や
作
者
や
、
そ
し
て
又
「
し
む
」
の
国
語
撃
的
・
国
語
史
的
祈
究
の

賛
料
と
し
て
三
の
字
津
保
物
語
の
用
例
が
利
用
で
き
る
の
で
あ
る
。
兎
に
角
、
奉
安
胡
一
般
例
と
字
津
保
、
文
字
津
保
＝
恨
例
と
兵
曹

用
語
例
と
ご
の
三
種
の
区
別
を
考
へ
つ
つ
、
宇
津
保
の
1
し
む
」
は
考
察
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
侍
宇
津
保
物
語
の
成
立
年
代
に

就
て
は
種
々
の
疑
ひ
も
あ
り
、
殊
に
松
下
」
折
口
両
氏
の
鎌
倉
時
代
誼
も
あ
る
こ
と
も
ー
脛
は
承
知
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

八
、
眞
菅
の
特
有
用
例
意
識

・
源
氏
で
は
前
述
の
や
う
に
僅
か
に
二
例
の
1
し
む
し
が
存
し
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。
「
し
む
」
・
が
字
津
保
に
於
て
多
い
の
は
、
源
氏
に
比

較
す
れ
ば
、
1
し
1
む
し
が
衰
へ
て
行
く
時
代
的
推
移
を
示
し
て
ゐ
る
と
言
へ
き
つ
で
あ
る
が
、
併
し
、
字
津
保
よ
。
は
前
代
の
作
と
思
は
れ

る
作
品
に
も
1
し
ぎ
が
少
い
の
を
見
る
と
、
宇
津
保
に
1
し
む
し
の
多
い
の
は
時
代
性
の
み
に
よ
る
も
の
と
は
思
は
れ
な
い
。
併
し
我

々
は
こ
こ
に
一
・
腰
「
も
む
」
の
国
語
史
的
変
化
推
移
を
国
語
箪
的
に
考
究
し
て
み
た
い
。

1
し
む
」
は
前
述
の
や
う
に
奈
良
朝
時
代
に
1
使
役
」
と
し
て
行
は
れ
、
平
安
朝
時
代
に
敬
語
化
す
る
傾
向
を
見
せ
つ
1
「
す
」
・
「
さ
す
」

に
そ
の
位
韻
を
奪
は
れ
で
・
表
徴
し
て
行
っ
て
ゐ
る
J
我
々
は
こ
の
「
し
む
し
の
運
命
に
就
い
て
考
へ
て
み
た
い
4

1
し
む
」
は
元
来
使
役
的
な
重
我
を
表
す
に
用
ひ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
七
が
、
使
役
に
於
て
は
命
令
者
と
被
命
令
者
と
の
掛
立
紬
係
登
別

字
津
保
物
語
特
有
の
「
し
む
し
に
就
い
て
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撃
　
致
　
節
こ
笹
　
節
二
輯

接
と
す
る
。
平
安
朝
の
貴
族
主
義
の
盛
条
は
多
く
の
敬
語
の
助
動
詞
的
慣
用
動
詞
を
国
定
さ
せ
て
ゐ
争
ト
1
例
へ
は
1
給
ふ
「
「
召
す
」
等

発
が
敬
語
的
慣
用
助
動
詞
化
さ
れ
て
ゐ
る
ー
が
、
か
う
↓
た
思
想
的
傾
向
は
・
1
し
む
」
の
能
動
者
の
動
作
（
9
・
）
を
表
す
こ
と
か
ら
／
そ

の
能
動
者
に
掛
す
る
階
級
的
意
識
を
強
化
し
て
行
き
違
に
敬
語
的
慣
用
語
の
二
穂
た
ら
し
め
た
と
考
へ
ら
れ
る
？
そ
れ
が
敬
語
化
し
て
用

ひ
ら
れ
る
時
は
、
「
給
ふ
し
の
や
う
に
も
は
や
そ
め
原
義
的
使
役
の
意
義
は
忘
れ
ら
れ
て
、
慣
用
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
1
給
ふ
」
も

原
巷
通
り
用
ひ
ら
れ
右
や
う
に
、
「
し
む
」
も
、
勿
論
使
役
と
し
て
も
用
ひ
ち
れ
る
。
併
し
こ
れ
だ
け
の
変
化
が
1
し
む
」
に
生
じ
た
ゞ
け

な
ら
ば
「
し
む
」
は
平
安
朝
に
至
っ
て
表
徴
し
て
行
く
こ
と
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
何
故
な
ら
使
役
を
表
す
詞
は
必
写
れ
を
要
す
る

か
易
で
あ
る
。
然
る
に
、
．
使
役
を
表
す
た
め
に
ー
新
に
「
す
『
さ
す
」
が
起
っ
て
∵
－
れ
が
1
し
む
」
の
位
迄
を
奪
っ
た
の
で
あ
る
j
L

む
し
の
衰
微
に
は
「
す
『
さ
す
L
の
盛
行
が
表
屈
し
て
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

∵
平
安
朝
の
「
す
」
は
、
奈
良
朝
の
「
す
」
の
壁
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ー
憂
つ
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
先
づ
変
化

も
た
と
み
て
考
へ
て
み
る
に
、
「
す
」
は
奈
良
胡
期
に
専
ら
敬
意
を
表
し
・
四
段
形
で
あ
っ
た
が
、
奉
安
朝
現
に
は
使
役
を
衆
ね
て
、
下
二

段
形
と
な
っ
て
ゐ
る
。
1
さ
す
」
は
新
譜
で
あ
る
。
整
我
・
活
用
形
は
1
す
」
と
同
．
じ
で
ー
唯
・
動
詞
の
未
然
形
の
語
尾
の
ア
韻
を
有
す
る

も
の
に
は
・
「
す
L
、
ブ
韻
な
き
l
も
の
に
は
「
さ
す
」
が
附
く
の
で
あ
る
。
「
さ
さ
の
成
立
に
つ
い
て
は
別
－
こ
考
へ
る
こ
と
1
し
て
先
づ
1
す
」

の
竪
琴
貰
奈
。
「
す
」
が
使
役
の
烹
ヵ
条
ね
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
∵
高
貴
人
が
動
作
さ
れ
る
禦
臼
㍉
表
現
は
盛
接
に
そ
の
動
作
を
表

し
七
ゐ
る
の
に
事
賢
は
、
他
人
を
し
て
間
接
に
忽
さ
し
め
て
あ
る
事
が
多
く
な
っ
て
ゐ
て
、
自
然
そ
の
高
貴
人
の
動
作
に
つ
い
て
の
敬
語

の
助
動
詞
が
使
役
化
し
て
行
っ
た
毒
へ
な
け
蒜
T
す
」
の
使
役
へ
の
意
義
変
化
は
説
明
も
難
い
で
あ
ら
う
り
壷
｛
－
れ
を
許
し
．
て
攻

に
四
段
か
ら
下
二
段
牝
の
過
程
を
考
へ
て
み
た
い
。
四
段
か
ら
下
二
段
化
し
た
の
は
、
「
一
か
く
る
㌧
云
そ
る
」
な
ど
品
詞
が
あ
り
、
上
下

370



123

一

二
段
形
動
詞
が
一
段
形
化
す
る
も
の
も
あ
る
と
い
ふ
風
に
」
大
袈
裟
な
変
化
が
、
漸
次
和
ら
げ
ら
れ
て
ゆ
く
傾
向
も
見
え
る
の
で
、
こ
の

風
洞
に
盛
っ
て
「
す
」
．
が
下
二
段
形
と
な
っ
た
と
皇
一
日
へ
な
つ
。
然
る
に
「
し
む
」
ヰ
元
凍
下
二
段
形
で
あ
っ
た
。
そ
の
受
け
る
動
詞
の
．

活
用
形
・
尾
韻
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
二
者
の
問
に
優
劣
を
生
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
す
」
「
も
む
」
の
音
韻
感
に
つ
い
七
や
て

の
時
代
の
人
の
好
倍
に
よ
る
と
い
ふ
よ
わ
は
か
な
い
。
「
す
『
し
む
」
は
、
等
し
ぺ
S
音
を
基
調
と
工
て
ゐ
る
輿
相
似
て
L
や
彗
こ
の
相

似
て
ゐ
一
品
が
、
両
者
の
位
置
を
交
換
さ
せ
易
か
っ
た
理
由
空
っ
で
あ
ら
う
言
し
む
」
の
頭
届
韻
埼
け
と
れ
ば
、
血
ち
㌦
も
む
L
‥
を
語

や
て
言
へ
ば
「
す
」
と
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
・

∴
も
め
　
し
め
．
一
し
む
　
し
む
る
　
し
む
．
れ
　
し
め
．
（
よ
）

∴
せ
一
　
せ
　
．
す
　
・
す
る
．
す
れ
　
　
∵
せ
六
よ
）
・

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

こ
の
両
者
の
音
感
に
於
て
、
「
し
め
」
に
は
使
会
の
厳
粛
味
が
あ
り
、
拇
々
苦
法
の
感
を
件
ふ
に
封
し
て
、
「
す
」
に
は
、
J
l
苧
つ
し
た
し
っ
．
こ

ヽさ
の
説
け
た
温
情
味
を
宣
ち
、
．
品
の
よ
さ
．
が
あ
る
。
「
さ
す
」
′
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
平
安
朝
時
代
に
於
て
儲
然
後
者
の
優
越
．
と
な
る

の
は
勿
論
で
あ
ら
う
4

二
然
る
に
」
「
す
」
．
に
歴
倒
さ
れ
乍
ら
も
、
「
し
む
し
は
命
気
息
奄
々
と
生
存
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
主
と
し
て
↓
し
む
」
の
厳
粛
批
重
味
を
嫌

は
な
い
と
こ
ろ
に
於
て
ゞ
あ
る
。
第
一
に
は
杢
尊
を
始
め
て
高
貴
な
階
級
人
で
あ
る
。
平
安
朝
の
一
般
例
が
、
敬
意
の
動
詞
を
件
ふ
通
例

に
な
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
も
そ
わ
一
つ
の
反
映
雪
空
9
も
の
で
は
な
い
か
。
．
而
し
て
こ
の
畠
貴
君
に
封
し
て
最
も
高
い
敬
意
を
厳
格
に

沸
ふ
べ
く
習
慣
づ
け
ら
れ
て
る
る
、
そ
の
高
貴
者
の
下
級
従
者
階
級
が
第
二
で
あ
る
？
彼
等
は
形
式
的
に
そ
の
束
縛
を
被
る
？
・
l
第
三
は
、

壁
間
あ
る
敢
禽
階
級
で
あ
る
。
特
に
こ
こ
で
は
そ
の
専
門
的
階
級
を
い
ふ
。
檜
侶
・
嬰
者
等
で
あ
る
。
こ
こ
で
侶
文
献
に
奮
い
言
葉
も
国

字
津
保
物
語
特
有
の
「
し
む
し
に
就
い
て
．
．
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図
　
文
　
軍
　
政
　
　
第
二
　
笹
　
節
こ
碑

足
し
て
一
般
社
食
よ
り
は
永
良
し
易
い
し
、
肛
重
な
鹿
爪
ら
し
い
「
も
む
」
の
如
き
は
侍
に
彼
等
の
街
ひ
に
迎
へ
ら
れ
易
い
。
特
出
は
、

地
方
官
で
あ
る
。
彼
等
は
古
来
「
み
こ
と
′
も
ち
」
と
し
て
t
「
す
め
ら
み
こ
と
」
の
「
み
こ
と
し
を
奉
じ
て
「
速
の
御
門
」
を
治
め
七
の
で

あ
る
。
地
方
に
於
け
る
そ
の
地
位
の
隼
貴
さ
は
．
中
央
に
於
け
る
右
蓮
の
第
一
の
場
合
に
此
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
．
面
も
、
長
く
地
方
に

あ
る
者
に
於
て
は
、
中
央
に
於
け
る
言
菜
の
変
化
に
自
ら
疎
く
、
更
に
叉
多
少
づ
つ
は
地
方
語
詑
を
も
蒙
る
㍗
第
五
に
、
右
の
四
つ
の
場

合
が
総
じ
て
男
性
に
於
て
よ
り
多
い
可
能
性
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
土
れ
は
理
論
的
に
さ
う
考
へ
た
の
で
あ
る
が
」
そ
の
蟹
例
は
前
に

奉
げ
て
、
こ
れ
晶
じ
分
類
に
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
一
般
に
は
、
「
す
L
が
普
及
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
右
の
「
し
む
」
は
文
字

通
り
残
存
で
あ
る
に
す
ぎ
な
．
い
。
併
し
唯
、
特
に
「
し
む
」
を
用
心
る
時
に
は
、
高
貴
は
愈
々
高
貴
に
、
下
級
者
の
畏
ま
り
は
愈
々
つ
つ

も
み
ぷ
か
く
、
知
識
人
蓮
の
街
ひ
は
轟
々
効
果
あ
る
の
で
あ
る
。
併
し
普
通
に
も
「
す
L
が
十
分
敬
意
を
表
し
得
る
の
で
、
な
る
べ
く
は

「
す
L
．
で
済
ま
す
。
命
、
時
折
、
長
く
地
方
官
を
つ
と
め
て
節
胡
し
た
者
に
、
意
外
珍
し
く
屡
々
「
し
む
」
が
現
れ
た
り
す
る
時
も
な
い

と
言
へ
ぬ
。
そ
の
時
、
そ
の
時
代
後
れ
を
知
ら
す
、
両
も
地
方
で
の
大
き
な
尊
大
ぶ
り
が
身
に
つ
い
て
、
得
々
然
た
る
者
が
そ
の
時
代
に

な
．
か
一
っ
七
と
は
言
へ
・
な
い
。
搭
乗
集
で
、
勿
論
使
役
の
意
味
で
あ
る
が
「
し
む
し
の
用
例
の
多
い
の
は
、
「
古
歌
」
で
あ
る
が
、
そ
の
次
に

は
地
方
官
乗
革
間
的
教
養
多
い
者
の
歌
に
多
い
4
宣
命
に
多
い
の
は
他
に
資
料
を
働
く
た
め
に
偏
し
て
ゐ
る
の
で
．
も
あ
る
が
∵
苗
は
竜

＼

命
の
空
足
を
表
す
と
共
に
か
か
る
宣
命
が
地
方
官
に
菩
て
地
方
に
遊
ば
れ
て
行
っ
た
と
い
ふ
こ
と
も
考
へ
．
ね
ば
な
ち
な
い
。
こ
の
現

象
が
地
方
官
に
於
て
固
定
し
、
中
央
の
一
般
的
好
佃
、
現
象
と
隔
つ
て
行
き
、
久
振
り
に
蹄
胡
す
る
者
の
言
菜
の
中
に
耳
障
）
に
．
き
か
れ

そ
の
故
に
多
少
の
囁
笑
を
蒙
っ
た
ら
う
と
い
ふ
こ
と
も
孝
へ
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
宇
渾
保
に
於
け
る
滋
野
眞
菅
の
如
き
は
そ
の
滑
稽
さ

を
過
度
に
誇
張
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
眞
菅
の
用
例
は
そ
れ
故
、
「
し
む
し
の
旅
行
時
代
に
宇
津
保
が
作
ら
れ
た
こ
と
一
望
不
し
て
ゐ
る

372



の
で
な
く
ー
却
っ
て
「
・
し
む
」
が
中
央
一
般
に
は
表
徴
し
て
ゐ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
ゐ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併

し
勿
論
戎
時
代
に
眞
菅
の
如
く
奔
放
に
中
央
に
於
て
使
肝
さ
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
何
県
菅
の
用
例
の
奔
放
さ
そ
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
別
に
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
こ
で
は
ー
眞
菅
の
用
語
に
「
し
む
」
が
特
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
ヒ
ン
ト
の
在
わ
由
に
こ
就
て

些
か
推
測
す
る
に
と
ゞ
め
て
お
く
。
推
察
が
牽
強
で
な
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。

九
、
宇
津
保
物
語
一
般
の
し
む

ヽ

　

ヽ

宇
渾
保
物
語
二
椴
に
於
て
は
、
戌
人
物
の
食
詰
の
中
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
地
の
文
に
於
て
も
現
れ
、
殊
に
そ
の
一
つ
1
は
「
奏
せ
さ
ふ

＼

給
ふ
㌧
漆
を
ふ
」
と
混
じ
て
琶
葦
に
於
て
も
、
「
祭
の
任
し
憲
に
於
け
る
例
（
抑
酬
）
は
、
「
せ
藩
ふ
、
せ
㌫
給
ふ
」

「
せ
ら
れ
L
L
雪
恐
ら
く
不
用
意
に
混
じ
て
ゐ
る
。
佃
眞
菅
の
用
例
の
中
で
も
、
・
眞
菅
の
言
菜
と
し
て
は
、
「
せ
し
め
給
ふ
べ
き
」
と
あ
る

ヽ

　

ヽ

等
雪
せ
さ
せ
給
ふ
べ
き
」
と
普
通
に
書
い
て
ゐ
る
。
野
っ
し
た
出
入
は
・
箪
純
に
、
「
し
む
し
か
ら
「
す
㌧
さ
す
」
へ
の
過
渡
期
的
時
代
的

反
映
と
み
て
・
字
津
保
の
制
作
時
代
を
繰
上
げ
て
は
な
ら
な
幸
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
著
し
然
ら
ば
、
そ
の
原
因
を
更
に
別
な
方
面
l

即
ち
作
者
の
階
級
性
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
知
識
階
級
的
男
性
（
蔀
）
に
掃
す
る
可
能
性
も
見
出
し
得
る
や
う
に
思
ふ
。
彼
は

眞
菅
以
外
の
人
物
に
も
牛
自
然
的
牛
意
識
的
に
↓
し
む
」
を
用
ひ
さ
せ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
骨
に
又
理
性
的
な
「
面
も
ほ
の
見

え
を
と
言
へ
よ
う
。
併
し
彼
自
ら
の
犯
し
た
混
乱
ば
、
不
洗
練
の
罪
に
厨
し
て
よ
か
ら
う
勺
府
右
の
作
者
の
推
定
に
就
て
は
、
内
容
及
び

形
式
の
他
の
鮎
か
ら
併
せ
考
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、
今
は
そ
れ
を
主
目
的
と
し
な
い
の
で
澄
明
は
や
め
る
。

、
・
ざ
て
以
上
長
く
述
べ
来
っ
た
が
∵
ご
己
は
、
宇
津
保
に
於
て
珍
し
く
頻
出
す
る
（
比
較
的
に
）
「
し
む
」
を
紹
介
し
∵
品
資
料
の
背

後
を
多
少
探
究
し
て
此
後
の
研
究
に
供
へ
．
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
こ
れ
以
上
決
く
入
る
こ
と
は
私
の
・
任
で
も
な
い
。
右
に
運
べ
た
ゞ
け
で
も

芋
挿
保
物
語
特
有
の
「
し
む
し
に
就
い
て
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園
　
文
　
撃
　
放
　
節
二
各
　
節
二
輪

遺
漏
多
い
こ
と
を
恐
れ
て
ゐ
る
。
閉
経
と
し
な
が
ら
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
い
た
こ
と
も
残
っ
て
ゐ
る
。
併
し
∵
－
れ
も
将
来
の
閉
院
に
残

し
て
今
は
筆
を
招
き
た
い
。

附
甲
本
論
文
の
資
料
調
査
に
就
き
友
人
永
井
洗
君
の
助
力
に
よ
る
肝
甚
だ
多
か
っ
た
こ
と
を
探
謝
す
る
。

本
論
を
印
刷
に
廻
す
に
常
っ
て
、
他
の
つ
い
で
に
瞥
見
し
た
「
大
鏡
『
水
鏡
」
に
は
「
し
む
」
一
が
相
雷
の
数
見
え
て
ゐ
る
初
は
意
外
で

あ
る
。
「
檜
鏡
L
に
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
偲
又
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
肝
が
な
い
で
も
な
い
が
、
今
は
こ
れ
以
上
爛
れ
る
こ
と
は
差
控
へ

て
お
く
。
倍
は
諸
家
の
御
研
究
と
御
意
見
を
仰
ぎ
た
い
。
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