
「
猿
蓑
」
所
収
「
は
っ
し
ぐ
れ
の
巻
」
の
三
四
の
句
に
つ
い
て

1

そ

の

　

生

活

史

的

背

景

な

ど

！

野
　
　
地
　
　
潤
　
　
家

「
猿
意
」
　
（
元
碩
四
年
刊
）
　
巻
之
玉
に
収
め
ら
れ
た
歌
仙
「
は
っ
し
ぐ
れ
の

巻
」
は
、
芭
蕪
・
去
来
・
凡
兆
・
史
邦
の
四
吟
か
ら
成
り
、
そ
の
興
行
は
元
膝

三
年
十
月
に
京
都
で
催
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

カ

イ

ツ

タ

ロ

ヒ

歌
仙
「
は
っ
し
ぐ
れ
の
巻
」
は
、
発
句
「
鳶
の
羽
も
刷
ぬ
は
っ
し
ぐ
れ
」

こ
の
わ

（
去
来
）
　
か
ら
、
挙
句
　
「
枇
杷
の
古
葉
に
木
芽
も
え
た
つ
」
　
（
史
邦
）
に
至
る

ま
で
、
三
十
六
句
そ
れ
ぞ
れ
に
力
を
こ
め
た
詠
み
ぶ
り
で
、
そ
の
素
材
面
か
ら

も
注
目
す
べ
き
も
の
が
見
ら
れ
る
。
在
来
、
芭
蕉
連
句
の
解
釈
・
鑑
賞
に
あ
た

っ
て
は
、
連
句
の
性
格
か
ら
、
主
と
し
て
前
句
・
附
句
両
旬
間
の
附
合
の
こ
と

に
焦
点
が
あ
わ
さ
れ
、
力
点
が
お
か
れ
て
い
た
。
連
句
の
展
開
の
す
が
た
を
と

ら
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
芭
薫
の
一
座

し
、
あ
る
い
は
指
導
し
た
連
句
作
品
に
は
、
そ
の
一
句
二
句
に
当
時
の
庶
民

生
活
の
把
握
の
た
し
か
さ
が
見
ら
れ
る
。
蕉
風
連
句
の
解
釈
・
鑑
賞
に
は
、
そ

の
面
を
見
お
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
「
は
・
つ
し
ぐ
れ
の
巻
」
の
中
か
ら
、
三
四
の
句
を
選
び
、
そ
の

生
活
史
的
背
景
を
お
さ
え
つ
つ
、
句
の
俳
訝
詩
情
に
及
ぶ
試
み
を
、
一
つ
の
お

ぼ
え
が
き
と
し
て
記
し
て
お
き
た
い
。

〓

1
。
芙
蓉
の
は
な
の
は
ら
は
ら
と
ち
る
　
　
　
　
　
邦

1
3
吸
物
は
崇
が
さ
れ
し
す
い
せ
い
ん
じ
　
蕉

1
1
三
塁
あ
ま
り
の
道
か
1
え
け
る
　
　
　
　
　
来
　
　
　
　
　
　
－

こ
れ
ら
の
う
ち
、
「
吸
物
は
」
の
句
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
中
村
俊
定
　
6
1

氏

が

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

「
は
や
手
ま
わ
し
よ
く
結
構
な
吸
物
も
出
来
た
こ
と
だ
の
意
。
前
句
の
道
の

咲
く
場
を
、
寺
院
の
庭
園
な
ど
と
見
て
客
振
舞
を
趣
向
し
、
客
の
挨
拶
の
こ
と

ば
ら
し
く
仕
立
て
た
も
の
。
水
前
寺
は
地
名
で
あ
る
が
、
蓮
花
観
賞
の
場
に
ふ

さ
わ
し
く
、
ま
た
お
の
ず
か
ら
水
前
寺
海
苔
な
ど
の
淡
泊
清
楚
な
味
わ
い
も
連

想
さ
れ
、
夏
の
舞
や
か
な
気
分
が
匂
う
。
」
　
（
「
芭
蕉
句
集
」
、
日
本
古
典
文

学
大
系
、
昭
和
3
7
年
6
月
5
日
、
岩
波
書
店
刊
、
三
七
五
ペ
）

と
、
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

－
　
「
吸
物
」
と
い
え
ば
、
獅
子
文
六
氏
の
作
品
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
た
一
節
が
あ
る
。

そ
の
う
ち
に
、
吸
物
が
出
た
。
鉢
盛
料
理
は
、
冷
た
い
も
の
ば
か
り
だ
が
、



そ
れ
が
、
唯
一
の
例
外
だ
っ
た
。
私
は
、
頭
ば
か
り
カ
ッ
と
火
照
っ
て
、
食
慾

ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
が
、
吸
物
が
山
た
途
端
に
、
勘
左
街
門
氏
が
再
び
中
央

に
進
み
出
て
、

「
エ
ー
、
ど
な
た
も
、
吸
物
が
出
ま
し
た
け
ん
、
ア
グ
ラ
を
お
組
み
に
な
っ

て
、
お
寛
ろ
ざ
下
さ
い
。
」

と
、
論
理
不
明
な
こ
と
を
喋
っ
た
。

後
で
聞
い
た
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
、
〃
吸
物
の
挨
拶
〃
と
い
っ
て
、
宴
会
に

必
須
の
も
の
で
あ
り
、
以
後
は
無
礼
講
に
な
る
合
図
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、
一
座
の
空
気
が
、
乱
れ
て
き
た
。
私
　
（
引
用
者
淳
、
犬
丸
）
も

手
酌
で
、
数
盃
を
韮
ね
た
。
（
「
て
ん
や
わ
ん
や
」
）

右
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
鉢
盛
料
理
に
よ
る
宴
席
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ

こ
か
ら
四
国
地
方
0
西
南
部
の
食
生
活
の
一
面
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は

〃
吸
物
の
挨
拶
〃
が
宴
席
に
お
い
て
独
特
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。

日
本
料
理
に
お
け
る
「
吸
物
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
幸
田

完
伴
翁
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
吸
物
は
今
人
質
汁
の
童
と
し
て
の
み
解
す
れ
ど
、
三
汁
七
菜
若
く
は
九
葉

の
献
立
と
す
れ
ば
、
最
初
の
汁
は
味
噌
汁
、
次
の
は
椀
盛
、
こ
れ
は
魚
烏
琉
栗

を
取
交
へ
て
醤
油
仕
立
、
最
も
豊
美
に
し
、
扱
最
優
に
出
し
摘
む
る
の
が
吸
物

に
て
、
淡
泊
を
旨
と
し
、
塩
仕
立
、
或
は
怪
に
醤
油
の
影
を
見
す
る
ほ
ど
に

し
、
眼
籍
も
用
ゐ
る
こ
と
は
あ
れ
ど
、
発
く
る
L
か
ら
ぬ
や
う
に
し
て
、
酒
を

は
ず
ま
し
む
る
を
常
式
と
す
る
こ
と
、
鰐
書
の
類
を
考
へ
て
知
る
べ
し
。
さ
れ

ば
吸
物
出
づ
れ
ば
酒
は
そ
れ
よ
り
一
ト
し
き
り
し
て
終
り
と
す
る
が
宜
し
き
客

振
に
て
、
こ
～
に
挨
拶
あ
り
て
詩
の
主
人
涙
を
質
し
謝
し
、
満
足
愉
悦
、
歓
を

官
た
る
こ
と
を
叙
ぶ
る
な
り
。
」
（
「
滞
芭
蕉
七
郎
竺
昭
和
割
年
1
月

3
0
日
、
中
央
公
論
社
刊
、
・
三
四
五
ぺ
）

こ
こ
で
、
露
伴
翁
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
吸
物
の
味
は
、
九
分
ま
で
塩
に

よ
っ
て
な
さ
れ
、
残
り
一
分
の
皆
掛
は
風
味
を
つ
け
る
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。

吸
物
の
味
加
減
は
至
っ
て
む
ず
か
し
く
、
一
流
の
料
亭
を
預
か
る
板
前
は
、
た

だ
吸
物
の
味
加
減
を
見
る
だ
け
で
、
あ
と
は
み
な
が
働
き
や
す
い
よ
う
に
に
ら

み
を
き
か
し
て
い
る
だ
け
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
吸
物
の
味
加
減
は
、
分
量
で

き
め
て
お
い
て
も
、
塩
や
習
油
に
よ
っ
て
、
き
き
の
い
い
の
と
わ
る
い
の
と
が

あ
る
か
ら
、
舌
で
お
ぼ
え
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
哲
油
は
煮
す
ぎ
る
と
風
味
が

失
せ
て
し
ま
う
か
ら
、
ま
ず
煮
出
汁
が
捉
ま
っ
た
ら
塩
を
入
れ
、
煮
立
つ
間
際

に
醤
油
を
お
と
し
、
味
加
減
を
し
て
す
ぐ
火
を
と
め
、
お
椀
に
盛
っ
て
す
す
め

る
よ
う
に
す
る
。
そ
の
際
、
椀
種
は
も
ち
ろ
ん
別
に
下
捕
え
し
て
、
先
に
お
椀

に
盛
り
こ
ん
で
お
く
よ
う
に
す
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
吸
物
に
か
ぎ
ら
ず
、
塩
を
入
れ
て
調
味
す
る
際
に
は
、
二
度
に
使
う

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
初
め
に
す
こ
し
入
れ
る
の
は
、
そ
の
材
料
の
持
味
を
生

か
す
た
め
で
あ
り
、
二
度
目
の
は
味
を
と
と
の
え
る
た
め
と
い
う
の
で
あ
る
。

材
料
と
い
え
ば
、
林
語
堂
が
、
「
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
美
味
求
真
哲
学

は
、
結
局
次
の
三
点
に
煮
つ
ま
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
即
ち
新
鮮
さ
と
、
風

味
と
、
歯
ざ
は
り
で
あ
る
。
世
界
第
一
流
の
名
割
烹
師
で
も
、
、
料
理
す
べ
き
新

鮮
な
材
料
が
な
け
れ
ば
、
縮
緬
甘
藍
の
料
理
一
皿
も
造
れ
な
い
わ
け
で
あ
っ

て
、
事
実
こ
の
道
の
名
人
は
、
割
烹
術
の
半
分
ま
で
は
材
料
の
仕
入
れ
に
あ
る

と
い
っ
て
ゐ
る
。
」
　
（
「
続
生
活
の
発
見
」
、
九
四
ペ
）
と
述
べ
て
い
る
。
材

料
・
風
味
・
歯
ざ
は
り
　
－
　
林
語
生
は
味
覚
の
究
柄
の
も
の
を
、
こ
の
よ
う
に

と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
前
掲
の
句
の
「
吸
物
」
の
ば
あ
い
も
、
「
水
前
寺

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

海
苔
」
を
椀
種
と
し
て
お
り
、
「
吸
物
」
の
材
料
そ
の
も
の
が
一
句
の
素
材
と

し
て
も
新
し
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
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－
　
「
臨
時
客
応
接
」
　
（
和
田
信
定
秘
授
、
和
田
信
篤
・
増
田
敬
故
筆
受
、

文
政
二
年
刊
）
　
に
よ
れ
ば
、
そ
の
第
五
十
四
項
に
、

「
客
人
酌
酎
か
取
り
紛
れ
、
吸
物
の
出
し
を
心
付
か
ず
、
主
人
も
同
様
、
お

吸
ひ
な
さ
れ
な
ど
、
挨
拶
延
引
せ
ば
、

や
わ
ら

給
仕
よ
り
主
人
へ
向
ひ
、
お
吸
物
が
出
ま
し
た
と
和
か
に
云
ふ
べ
し

主
人
よ
り
客
人
へ
お
吸
ひ
な
さ
れ
と
挨
拶
に
及
ぶ
。
客
人
、
吸
物
を
吸
ひ
、

杭
を
下
へ
置
き
掛
く
る
頃
、
主
人
よ
り
酒
を
勧
む
る
。
」
　
（
同
上
書
、
四
十
一

オ
・
ウ
、
表
記
、
引
用
者
に
よ
り
便
宜
改
め
た
点
が
あ
る
。
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
主
人
の
側
か
ら
す
る
客
あ
し
ら
い
の
こ
と

が
主
と
し
て
説
か
れ
て
い
て
、
吸
物
を
賞
味
し
た
客
が
、
ど
う
あ
い
さ
つ
す
べ

き
か
に
つ
い
て
は
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
ふ
つ
う
に
は
、
あ
る
じ

か
ら
〃
吸
物
の
挨
拶
〃
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
受
け
て
、
客
と
し
て
の
箕
揚
の
あ

い
さ
つ
を
か
え
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
ま
づ
で
か
さ
れ
し
水
前
寺
」
は
、

「
吸
物
」
を
賞
味
し
た
者
　
（
客
）
　
の
あ
い
さ
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、

中
七
「
ま
づ
で
か
さ
れ
し
」
に
中
心
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
生
活
語
と

し
て
の
実
感
も
こ
も
っ
て
い
る
。

－
　
「
吸
物
」
と
い
え
ば
、
谷
蛤
洩
一
郎
氏
の
「
陰
翳
礼
揖
」
に
あ
る
、
つ

ぎ
の
一
節
は
、
つ
と
に
こ
と
に
聞
こ
え
て
い
る
。
．

「
私
は
、
吸
ひ
物
税
を
前
に
し
て
、
椀
が
微
か
に
耳
の
奥
へ
絡
む
や
う
に
ジ

イ
と
鳴
っ
て
ゐ
る
、
あ
の
遠
い
虫
の
音
の
や
う
な
お
と
を
聴
き
つ
～
此
れ
か
ら

食
べ
る
物
の
味
は
ひ
に
思
ひ
を
ひ
そ
め
る
時
、
い
つ
も
自
分
が
三
昧
境
に
惹
き

入
れ
ら
れ
る
の
を
覚
え
る
。
茶
人
が
湯
の
た
ぎ
る
お
と
に
尾
上
の
松
風
を
連
想

し
な
が
ら
無
我
の
境
に
入
る
と
云
ふ
の
も
、
恐
ら
く
そ
れ
に
似
た
心
持
ち
な
の

で
あ
ら
う
。
日
本
の
料
理
は
食
ふ
も
の
で
な
く
て
見
る
も
の
だ
と
云
は
れ
る

が
、
か
う
云
ふ
場
合
、
私
は
見
る
も
の
で
あ
る
以
上
に
瞑
想
す
る
も
の
で
あ
る

と
云
は
う
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
、
闇
に
ま
た
1
く
岨
粗
の
灯
と
漆
の
岩
と
が
合

奏
す
る
無
言
の
作
用
な
の
で
あ
る
。
」
　
（
「
陰
翳
礼
讃
」
ヾ
昭
和
1
4
年
6
月
3

日
、
創
元
社
刊
、
八
〇
ペ
）

谷
崎
潤
一
郎
氏
は
、
主
と
し
て
、
「
わ
れ
）
′
＼
の
料
理
が
常
に
陰
翳
を
基
調

と
し
、
闇
と
云
ふ
も
の
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
」
　
（
同
上

台
、
八
二
ペ
）
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
「
吸
物
」
の
裳
味
ぶ
り
に

し
て
も
、
一
般
的
で
あ
り
つ
つ
こ
ま
か
く
鋭
く
か
つ
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
「
ま
づ
で
か
さ
れ
し
」
の
ほ
う
は
、
「
吸
物
」
そ
の
も
の
　
（
材
料
を

含
む
。
）
　
の
賞
味
に
関
心
が
は
ら
わ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
「
吸
物
」
の
こ
と
か
ら
、
や
や
離
れ
て
い
く
が
、
木
村
素
衛
博
士
は
、

そ
の
随
想
「
忠
言
右
食
べ
た
話
」
の
中
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
老
酒
の
乾
杯
を
重
ね
な
が
ら
御
馳
走
を
い
た
だ
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
ふ
と

何
気
な
く
こ
れ
は
な
ん
で
す
か
と
聞
い
て
見
た
も
の
が
あ
っ
た
。
魚
の
抽
で
す

よ
と
い
ふ
答
へ
で
あ
っ
た
。
舌
ざ
は
り
も
歯
ざ
は
り
も
い
い
も
の
だ
っ
た
。
親

の
菅
が
こ
ん
な
に
軟
く
な
る
の
で
す
か
と
聞
い
て
見
た
。
冊
時
間
煮
て
あ
り
ま

す
か
ら
と
い
ふ
答
へ
で
あ
っ
た
。
私
は
抄
か
ら
ず
㌍
い
た
。
顎
の
骨
で
も
州
時

間
煮
て
ゐ
れ
ば
と
け
て
来
る
も
の
か
と
。

い
づ
れ
に
し
て
も
支
那
料
理
は
う
ま
い
。
世
界
で
一
等
う
ま
い
か
も
知
れ
な

い
。
そ
ん
な
こ
と
を
恩
ひ
な
が
ら
、
そ
し
て
ま
た
日
本
人
が
さ
つ
と
ゆ
が
い
た

菜
っ
葉
を
花
鰹
と
電
池
で
食
ふ
こ
と
や
魚
肉
を
さ
っ
さ
と
切
っ
て
刺
身
と
称
し

て
舌
鼓
打
つ
こ
と
や
、
生
卵
を
こ
つ
ん
と
た
た
き
つ
け
て
茶
碗
に
落
し
て
一
息

に
呑
み
下
す
こ
と
な
ど
思
っ
て
ゐ
た
。
と
、
ぐ
き
り
と
来
た
も
の
が
あ
る
。
そ

の
日
本
人
と
、
顎
を
冊
時
間
煮
て
食
ふ
中
国
人
と
。
1
な
る
ほ
ど
日
本
人
は

短
気
で
あ
る
。
」
　
（
「
雪
解
」
、
一
五
九
ペ
）

そ
の
こ
と
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
別
と
し
て
、
淡
泊
な
も
の
を
好
み
賞
す
る
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傾
向
は
、
日
本
人
の
ば
あ
い
、
か
な
り
つ
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
ま
試
み
に
目
に

触
れ
え
た
さ
ま
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
、

○
秋
の
食
物
で
、
松
茸
の
出
る
時
が
一
番
秋
ら
し
い
感
じ
が
す
る
。
お
天
気

の
よ
い
時
に
、
松
茸
の
料
理
な
ど
は
、
何
と
な
く
う
れ
し
い
も
の
で
あ

る
。
春
の
筍
、
初
夏
の
照
と
い
ふ
や
う
に
、
我
々
は
実
際
に
食
物
に
よ
っ

て
、
時
候
を
思
ひ
出
す
。
そ
し
て
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
そ
れ
に
閉
聯
し
て

思
ひ
出
す
も
の
で
あ
る
。
（
宮
城
道
雄
、
「
軒
の
雨
」
、
三
〇
ペ
）

○
私
は
蟹
が
好
き
な
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
だ
か
好
き
な
の
で
あ
る
。
蟹
、

蝦
、
L
や
こ
、
何
の
養
分
に
も
な
ら
な
い
や
う
な
食
べ
も
の
ば
か
り
好
き

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
好
む
も
の
は
、
酒
で
あ
る
。
（
太
宰
治
、
「
津

軽
」
、
昭
和
2
2
年
4
月
1
0
日
、
前
田
出
版
社
刊
、
四
六
ペ
）

〇
七
月
三
日
　
（
明
治
三
十
六
年
）
　
（
前
略
）
之
よ
り
先
き
瞳
中
、
宮
沢
村
田

村
氏
来
訪
。
一
番
列
苗
に
て
来
れ
り
と
て
玉
川
鮎
二
藍
お
く
ら
る
。
大
な

る
は
五
寸
に
稔
れ
り
。
好
昧
可
苗
。
予
が
病
中
未
だ
か
つ
て
か
く
の
如
き

物
を
口
に
入
れ
L
を
覚
え
ず
。
（
兄
的
紅
葉
「
病
中
日
記
」
）

○
幼
少
時
代
か
ら
魚
類
で
育
っ
て
来
た
漁
村
生
れ
の
私
は
、
魚
を
欠
い
だ
精

進
料
理
の
や
う
な
食
事
の
連
続
で
は
、
味
覚
の
死
滅
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で

あ
っ
た
。
「
白
い
御
飯
に
と
1
を
添
へ
て
た
べ
る
」
と
い
ふ
の
が
、
私
な

ど
嬰
児
の
折
に
は
賛
沢
の
極
致
と
し
て
ゐ
た
の
だ
。
塩
釜
で
焼
く
厨
の
浜

焼
を
菜
食
の
頂
上
と
し
て
ゐ
た
の
だ
。
（
正
宗
白
鳥
「
人
間
嫌
ひ
」
）

以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
E
氏
そ
れ
ぞ
れ
に
、
好
み
の
典
型
の
よ
う
な
も
の
が

述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
あ
る
共
通
の
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

－
　
「
吸
物
は
先
山
来
さ
れ
し
す
い
せ
ん
じ
」
、
く
さ
ぐ
さ
の
食
生
活
の
中

で
、
「
吸
物
」
が
芭
蕉
に
よ
っ
て
的
確
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
多
角
的
な
日

本
人
の
食
生
活
の
中
か
ら
、
選
び
と
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
決
し
て
鈍
く
な

い
。
む
し
ろ
、
鋭
く
選
ば
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
「
吸
物
」
を
軽
く
扱
っ

て
い
る
ご
と
く
で
あ
っ
て
、
決
し
て
軽
い
扱
い
に
お
わ
っ
て
い
な
い
。
食
生
活

の
一
角
と
し
て
の
「
吸
物
」
か
ら
は
、
さ
ら
に
生
活
と
し
て
の
底
の
深
さ
が
う

か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

つ
ぎ
に
、

1
4
三
見
あ
ま
り
の
道
か
1
え
け
る
　
　
　
　
乗

と
い
う
句
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
中
村
俊
定
氏
は
、
「
ま
だ
三
盟
あ
ま
り

み
ち
の
h
ソ

の
道
程
を
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
意
。
前
句
の
、
『
先
山
来
さ
れ
し
』
の

語
を
人
の
出
立
の
際
と
見
た
付
。
主
の
も
て
な
し
に
、
三
見
余
の
道
を
ひ
か
え

な
が
ら
出
発
し
か
ね
て
い
る
さ
ま
。
」
　
（
同
上
「
芭
蕉
句
集
」
、
三
七
六
ペ
）
　
一

と
説
い
て
い
る
。
去
来
の
句
と
し
て
、
む
し
ろ
平
明
で
あ
り
、
語
句
の
歯
で
も
　
6
4

難
解
な
ふ
L
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

－
　
「
三
里
あ
ま
り
」
の
「
遺
」
と
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、
丹
羽
文
雄
氏
の

作
晶
「
愛
慾
」
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
お
も
い
だ
す
。

「
炭
に
限
ら
ず
、
配
給
と
な
る
と
虫
賀
村
の
人
々
は
二
見
の
村
役
場
に
出
向

き
、
米
の
配
給
所
は
ま
だ
そ
こ
か
ら
半
盟
も
遠
く
に
歩
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
豆
腐
屋
に
二
望
、
酒
屋
に
三
塁
は
昔
の
こ
と
、
川
一
つ
越
せ
ば
米
尾
も
酒
、

屋
も
豆
腐
屋
も
あ
っ
た
が
、
配
給
制
圧
に
な
っ
て
か
ら
は
昔
に
逆
戻
り
し
た
。

と
こ
ろ
で
村
の
人
々
に
は
、
歩
く
こ
と
は
何
と
も
思
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
月
の

一
里
向
か
ふ
の
村
か
ら
世
間
話
に
あ
そ

び
に
来
て
、
ま
た
そ
の
晩
の

内
に
帰

っ
て
い
く
。
こ
れ
が
六
十
を
越
え
た
お
ば
あ
さ
ん
で
あ
っ

た
。
峯
さ
ん

の
と
こ
ろ
は
隠
居
と
本
宅
が
任
か
十
米
ぐ
ら
ゐ
し
か
離
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
が
、

酒
の
配
給
が
あ
る
と
、
親
子
別
々
に
二
里
隼
の
配
給
所
に
出
向
い
た
。
虫
賀
村



の
配
給
を
誰
か
が
一
括
し
て
震
っ
て
来
た
な
ら
ば
都
合
が
よ
い
と
思
は
れ
た

が
、
互
に
誘
ひ
合
っ
て
味
噌
の
配
給
を
取
り
に
い
っ
た
。
互
の
便
利
を
は
か
る

と
い
ふ
よ
り
、
人
々
は
歩
く
こ
と
を
愉
し
ん
で
ゐ
る
風
で
あ
っ
た
。
少
く
と

も
苦
に
し
て
ゐ
な
い
点
は
、
愉
し
み
の
分
に
は
い
っ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
。
」

（
「
愛
慾
」
、
昭
和
2
2
年
5
月
1
2
日
、
朝
明
書
院
刊
、
三
～
四
ペ
、
傍
線
は
引

用
者
。
）

こ
の
作
品
は
、
太
平
洋
戦
争
下
、
東
京
か
ら
北
関
東
の
あ
る
村
に
疎
開
を
し

て
、
農
村
の
生
活
を
「
第
三
者
の
目
と
し
て
」
　
（
丹
羽
氏
自
身
の
こ
と
ば
）
と

ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
第
三
者
の
日
」
と
は
い
え
、
村
の
人
た
ち

の
「
歩
く
こ
と
」
を
、
都
会
人
の
目
で
見
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
だ

け
、
村
の
人
た
ち
の
脚
力
を
、
多
少
誇
張
し
て
と
ら
え
て
い
る
面
も
な
く
は
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
村
人
の
健
脚
の
さ
ま
が
、
お
ど
ろ
き
の
目
で
見
ら
れ
て

い
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。

丹
羽
文
雄
氏
は
ま
た
、
そ
の
作
品
「
箪
笥
」
に
お
い
て
、
「
彼
（
引
用
者

ス
ヰ

注
、
主
人
公
末
吉
さ
ん
）
が
こ
の
村
に
来
る
ま
で
に
は
、
す
で
に
山
道
を
一
望

歩
い
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
ま
た
一
盟
歩
い
て
町
に
出
て
い
く
の

で
あ
る
。
こ
の
村
の
人
は
二
三
里
を
歩
く
こ
と
は
、
都
会
人
が
二
夕
停
留
所
を

歩
く
の
と
同
じ
で
あ
る
が
、
彼
は
も
つ
と
健
脚
で
、
五
六
里
歩
く
こ
と
は
何
で

も
な
か
っ
た
。
」
　
（
「
箪
笥
」
、
「
女
の
侮
蔑
」
所
収
、
昭
和
2
2
年
1
月
1

日
、
三
昧
書
林
刊
、
九
五
～
九
六
ペ
）
と
も
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、
さ
ら
に
二
三
の
例
を
引
く
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

○
捕
ま
っ
て
ゐ
た
の
は
比
嘉
惣
平
君
　
（
引
用
老
注
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
え

り
）
で
あ
っ
た
。
全
く
馬
鹿
な
眼
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
船
を
降
り
て
か

ら
市
街
地
（
ヒ
ユ
ウ
ス
ト
ン
）
を
目
あ
て
に
し
て
歩
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、

道
を
迷
っ
て
ゐ
た
。
英
語
が
ま
る
き
り
わ
か
ら
な
い
被
は
タ
ヰ
シ
を
拾

ふ
こ
と
も
知
ら
ず
に
、
た
だ
お
と
な
し
く
嚢
す
ぐ
に
歩
い
て
行
っ
た
。

こ
と
な
ら
三
里
や
五
里
は
汗
も
か
か
な
い
男
で
あ
る
。
（
石
川
達

三
、
「
テ
キ
サ
ス
の
一
夜
」
、
「
若
き
日
の
伶
理
」
所
収
、
昭
和
1
4
年
1
2

月
1
0
日
、
実
業
之
日
本
社
刊
、
二
四
二
～
二
四
三
ペ
、
傍
線
は
引
用
者
）

○
私
も
段
々
吉
積
さ
ん
　
（
引
用
者
往
、
六
〇
才
の
老
博
士
、
東
京
か
ら
疎

開
。
）
　
の
気
指
に
感
染
し
た
の
か
舞
か
な
気
指
に
な
っ
て
、
そ
の
と
き
傍

の
戸
棚
か
ら
ウ
ヰ
ス
キ
ー
の
性
を
取
っ
て
、
「
ど
う
で
す
、
一
杯
」
と
す

～
め
て
み
た
。
す
る
と
吉
積
さ
ん
は
尻
込
み
し
て
、
大
げ
さ
に
頚
を
振

り
、
急
に
帰
る
と
云
ひ
出
し
て
縁
側
に
出
て
行
っ
た
。

「
駄
目
で
す
な
あ
」
と
苦
笑
す
る
と
、

「
い
や
、
そ
ん
な
も
の
を
頂
く
と
、
あ
と
の
二
十
町
が
歩
け
な
く
な
っ
て

し
ま
ふ
」

そ
ん
な
こ
と
を
云
ひ
な
が
ら
苦
積
さ
ん
は
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
（
井
上
友

一
郎
「
辟
蓮
」
）

○
出
の
用
意
と
は
、
出
る
前
に
何
を
し
、
何
を
考
へ
て
ゐ
た
か
、
重
に
乗
っ

て
き
た
か
歩
い
て
き
た
か
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
道
か
田
舎
道
か
、
ど
う
い

ふ
用
件
、
ど
う
い
ふ
心
も
ち
で
そ
の
場
へ
出
て
き
た
か
…
…
と
い
ふ
や
う

な
用
意
の
こ
と
で
す
。

か
り
に
田
舎
道
を
三
里
も
歩
い
て
き
た
と
す
れ
ば
靴
は
匹
で
よ
ど
れ
て

ゐ
る
だ
ら
う
し
、
歩
き
つ
け
な
い
人
、
心
照
の
弱
い
人
、
そ
の
年
輩
に
よ

っ
て
相
当
疲
れ
て
ゐ
る
だ
ら
う
し
、
そ
の
反
対
の
こ
と
も
考
へ
ら
れ
ま

す
。
（
「
金
子
洋
文
脚
本
集
」
、
昭
和
2
2
年
1
1
月
2
5
日
、
富
国
出
版
社

刊
、
一
四
四
ペ
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
（
と
く
に
お
し
ま
い
の
は
）
特
殊
な
事
例
と
い
え
る

が
、
前
者
に
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
健
脚
へ
の
修
辞
的
誇
張
が
み
ら
れ
、
つ
ぎ
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の
に
は
辞
去
の
場
面
が
よ
く
写
さ
れ
て
い
る
。

田
舎
の
人
は
、
親
戚
・
知
人
の
う
ち
へ
出
か
け
て
も
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な

い
か
ぎ
り
、
夜
道
に
な
っ
て
も
、
わ
が
家
へ
帰
ろ
う
と
す
る
。
日
が
群
れ
る

と
、
遺
は
急
に
遠
く
な
っ
た
よ
う
な
感
じ
に
な
る
。
田
舎
の
人
は
、
距
髭
に
関

し
て
、
た
と
え
ば
、
道
の
り
を
た
ず
ね
ら
れ
、
「
遠
い
一
里
半
に
、
近
い
二
里

で
す
な
あ
。
」
と
い
う
こ
た
え
か
た
を
し
た
り
す
る
。

－
　
「
三
皇
あ
ま
り
の
道
か
ゝ
え
け
る
」
と
い
う
去
来
の
句
に
は
、
日
本
人

ヽ

　

ヽ

の
田
舎
の
く
ら
し
の
な
か
の
歩
く
と
い
う
い
と
な
み
の
断
面
が
よ
く
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
そ
ぞ
ろ
歩
き
で
は
な
い
、
く
ら
し
の
中
で
歩
か
ざ

ヽ

　

ヽ

る
を
え
な
い
歩
き
で
あ
る
。
「
三
里
あ
ま
り
」
の
「
遺
」
は
、
日
常
の
歩
行

距
離
で
あ
る
ば
あ
い
も
あ
り
、
や
や
改
ま
っ
た
歩
行
距
離
で
あ
る
ば
あ
い
も
あ

る
。
田
舎
で
あ
っ
て
も
、
徒
歩
に
よ
る
こ
う
し
た
動
き
か
た
は
、
も
う
し
だ
い

に
少
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
交
通
機
関
の
普
及
は
、
こ
う
し
た
徒

歩
に
よ
る
生
活
感
覚
と
生
活
感
棺
と
を
、
ち
が
っ
た
も
の
に
し
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
。去

来
の
こ
の
句
、
「
三
埋
あ
ま
り
の
道
か
ゝ
え
け
る
」
が
、
月
並
に
堕
す
る

か
も
し
れ
な
い
危
さ
を
持
ち
つ
つ
、
月
並
の
平
浅
さ
に
陥
っ
て
い
な
い
の
は
、

辞
去
の
挨
拶
と
し
て
の
こ
の
句
に
、
生
活
の
断
面
が
的
確
に
妾
わ
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

四

な
ほ
h
ソ

1
3
ひ
と
り
直
し
今
朝
の
腹
だ
ち

1

1

う

む

を

1
9
い
ち
ど
き
に
二
日
の
物
も
喰
て
置

2
0
雪
け
に
さ
む
き
鴫
の
北
風

来兆邦

こ
れ
ら
の
う
ち
、
「
1
9
い
ち
ど
き
に
二
日
の
物
も
喰
て
㌍
」
に
つ
い
て
は
、

中
村
俊
定
氏
が
、
「
二
日
分
の
食
料
を
一
度
に
食
べ
て
お
く
、
所
謂
食
い
だ
め

ひ
と
り
も
の

で
あ
る
。
前
句
を
気
ま
ぐ
れ
者
、
わ
が
ま
ま
な
独
身
者
と
兄
か
え
て
、
そ
の
風

変
り
な
習
性
を
句
作
し
た
の
で
あ
る
。
」
　
（
同
上
「
芭
蕉
句
集
」
三
七
七
ペ
）

と
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
「
所
謂
食
ひ
だ
め
」
と
「
そ
の
風
変
り
な
習
慣
」

と
は
、
そ
の
ま
ま
重
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。

t
め
じ
き

ー
　
「
沼
食
」
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
氏
は
、
．
「
以
前
は
一
度
に
う
ん
と
物

†
マ

を
食
っ
て
置
い
て
、
其
あ
と
一
日
も
二
日
も
食
は
ず
に
は
居
ら
れ
る
人
、
又
は

長
い
間
飲
ま
ず
食
は
ず
に
、
平
気
で
居
ら
れ
る
人
が
随
分
と
多
か
っ
た
の
で
あ

る
。
近
世
に
な
っ
て
か
ら
で
も
、
血
気
盛
ん
な
壮
年
の
中
に
は
、
稀
々
に
さ
う

t
め
じ
き

い
ふ
男
が
あ
っ
て
、
淫
食
と
称
し
て
是
も
武
勇
の
一
つ
の
や
う
に
、
評
判
に
も

す
れ
ば
自
慢
に
も
し
て
居
た
。
実
際
又
戦
国
の
時
代
に
は
、
急
な
任
に
遠
く
へ

遣
ら
れ
る
と
か
、
も
し
く
は
敵
の
中
に
潜
み
匿
れ
て
居
る
と
か
、
こ
の
特
技
の

必
要
な
場
合
が
毎
度
あ
っ
た
。
」
　
（
「
村
と
学
童
」
、
昭
和
2
0
年
9
月
3
0
日
、

朝
日
新
聞
社
刊
、
一
〇
四
～
一
〇
五
ペ
）
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
農
家
の
大
食
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
農
民
作
家
の
和
田
伝
氏
が
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

○
重
労
働
は
必
須
に
大
食
と
な
っ
て
現
れ
る
。
菅
か
ら
一
升
飯
を
食
ふ
と
言

ひ
、
一
升
ぶ
ち
の
ウ
ド
ン
を
食
ふ
と
言
ほ
れ
て
、
百
姓
の
大
食
ひ
は
通
り
相
場

マ
マ

と
な
っ
て
来
た
。
確
に
、
重
労
働
を
す
る
農
繁
期
と
も
な
れ
ば
、
平
生
の
や
う

に
麦
と
そ
の
他
の
雑
崇
を
泥
へ
な
い
生
一
本
の
米
の
飯
を
昔
は
言
葉
通
り
一
升

も
食
っ
た
で
あ
ら
う
。
今
日
は
さ
う
い
ふ
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
で

も
、
雑
穀
や
芋
を
入
れ
て
の
一
日
斑
と
言
へ
ば
大
変
な
も
の
に
な
る
と
思
は
れ

る
。
米
ば
か
り
に
し
て
も
五
合
や
六
合
は
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
炭
焼
な
ど

は
、
今
日
も
そ
の
重
労
働
の
ゆ
ゑ
に
、
白
に
六
回
、
一
升
の
飯
は
食
は
な
い
と

持
た
ぬ
と
告
白
し
て
ゐ
る
。
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○
部
落
の
水
車
場
ま
で
粉
挽
に
、
天
秤
棒
で
一
俵
の
小
麦
を
背
の
人
は
平
気

で
持
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
う
い
ふ
芸
当
は
今
の
人
に
は
で
き
な

い
。
さ
う
い
ふ
百
姓
た
ち
が
集
ま
っ
て
の
娯
楽
に
、
「
食
ひ
ッ
く
ら
べ
」
な
ど

と
い
ふ
こ
と
を
や
り
、
や
れ
一
升
飯
を
ぺ
ろ
り
と
平
ら
げ
た
の
、
一
升
の
ウ
ド

ン
を
平
ら
げ
て
な
は
そ
の
上
に
何
杯
平
ら
げ
た
の
と
蛮
勇
を
競
っ
た
の
で
あ
っ

た
。○

農
家
で
の
大
食
ひ
は
、
ま
た
つ
別
の
か
た
ち
で
も
行
は
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
重
労
働
と
い
ふ
よ
り
も
、
生
活
が
あ
ま
り
に
ゆ
と
り
が
な
く
、
他
に
慰
安

や
娯
楽
を
求
め
る
遠
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
来
る
ロ
の
慰
安
、
口
の
娯
楽
と
い
ふ

あ
ら
は
れ
で
あ
る
。

食
ひ
正
月
と
い
ふ
言
葉
も
あ
っ
て
、
農
家
で
の
慰
安
は
食
ふ
こ
と
で
行
は
れ

る
。
暗
い
か
ら
暗
い
ま
で
の
働
き
で
は
、
他
に
慰
安
も
求
め
難
く
、
食
ふ
と
い

ふ
最
も
直
接
的
な
方
法
で
し
か
こ
れ
を
と
る
遠
が
な
い
の
で
あ
っ
た
。
言
葉

通
り
、
食
ふ
の
が
た
の
し
み
な
の
で
あ
っ
た
。
食
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
、
栄
兼
と

い
ふ
こ
と
か
ら
で
な
く
、
た
の
し
み
と
し
て
行
ふ
形
で
あ
ら
ほ
れ
る
大
食
ひ
、

消
費
の
無
駄
は
、
見
積
れ
ば
莫
大
な
も
の
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
が
今

日
も
や
は
り
行
ほ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
（
「
草
茅
記
」
、
昭
和
2
1
年
6
月
5

日
、
生
活
社
刊
、
二
九
～
三
一
ペ
）

農
家
に
お
け
る
大
食
に
は
、
い
わ
ゆ
る
溜
食
の
ほ
か
、
禿
労
働
か
ら
く
る
も

の
、
娯
楽
・
競
争
と
し
て
行
な
わ
れ
る
も
の
、
慰
安
そ
の
も
の
と
し
て
な
さ
れ

る
も
の
な
ど
、
種
々
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

大
食
の
う
ち
、
「
一
升
飯
」
と
い
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
も
見
ら
れ
る
。

つ
る
か
け

○
あ
の
爺
は
弦
掛
の
藤
次
兵
術
。
八
十
八
で
一
升
の
飯
残
さ
ぬ
。
今
年
は
ち

ゃ
う
ど
九
十
五
。
（
「
近
松
浄
瑠
箪
集
」
、
「
冥
途
の
飛
甜
」
、
岩
波
古

典
文
学
大
系
、
一
八
三
ペ
）

○
嘲
筒
押
し
は
、
浅
い
底
の
土
木
工
事
な
ど
で
は
、
女
人
夫
三
人
ぐ
ら
ゐ
で

行
は
れ
る
が
、
十
尋
二
十
尋
で
は
も
う
女
の
力
に
余
っ
て
、
六
人
か
ら
八

人
も
の
男
の
力
を
倍
ら
ね
ば
な
ら
な
い
俗
に
「
咄
箇
押
し
一
升
飯
」
と
い

は
れ
る
ほ
ど
の
労
働
な
の
だ
℃
　
（
織
田
作
之
助
「
わ
が
町
」
、
昭
和
1
8
年

4
月
2
0
日
、
錦
城
出
版
社
刊
、
九
四
ペ
）

1
広
島
県
下
、
あ
る
地
方
で
は
、
「
仕
事
幽
霊
め
し
弁
慶
」
‥
と
言
わ
れ

る
。
こ
こ
ろ
は
、
〃
百
姓
好
き
の
仕
事
き
ら
い
〃
に
い
く
ら
か
似
て
い
る
が
、

幽
霊
と
弁
慶
と
の
対
比
に
は
、
お
の
ず
と
大
食
漢
の
す
が
た
も
う
か
が
わ
れ

る
。さ

て
、
話
は
飛
躍
し
て
い
く
が
、

O
「
サ
ン
チ
ョ
ー
（
パ
ン
ザ
）
、
お
前
に
知
っ
て
置
い
て
業
ひ
た
い
が
、
一

月
の
問
も
食
事
を
せ
ず
に
ゐ
る
の
が
武
者
修
行
者
の
誉
な
の
ぢ
や
。
ま
た

食
事
を
す
る
に
し
て
も
、
手
に
入
り
次
第
の
物
で
す
べ
き
も
の
ぢ
や
。
」

（
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
ー
サ
ン
チ
ョ
ウ
、
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
、
昭
和
2

年
5
月
1
5
日
、
新
潮
社
刊
、
六
七
ペ
）

わ

し

　

　

　

′

ヽ

ひ

O
「
私
は
自
分
の
代
を
引
い
て
行
く
」
と
サ
ン
チ
ョ
ー
は
言
っ
た
、
「
そ
し

て
こ
の
饅
頭
を
持
っ
て
あ
そ
こ
の
小
川
へ
行
っ
て
、
三
日
分
会
ひ
潜
め
し

て
き
ま
し
よ
。
」
　
（
同
上
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
、
四
八
八
ペ
）

○
マ
ド
モ
ア
ゼ
ル
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
は
、
底
知
れ
ぬ
淵
の
や
う
に
よ
く
食

っ
た
。
∴
モ
オ
パ
ッ
サ
ン
「
ロ
ン
ド
の
姉
妹
」
）

○
彼
は
お
茶
を
い
く
ら
で
も
飲
む
。
ま
る
で
、
貯
水
タ
ン
ク
の
よ
う
だ
。

（
映
画
「
シ
ベ
リ
ヤ
物
語
」
）

と
、
見
て
く
る
と
、
洋
の
東
西
を
と
わ
ず
、
沼
食
・
大
食
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
か
よ
う
面
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
修
辞
表
現
に
も
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
も
の

が
見
ら
れ
る
。
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さ
て
、
大
食
＝
活
版
に
お
け
る
飽
和
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
心
理
学
者
の
望

月
彷
氏
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
飢
餓
を
完
全
に
み
た
す
と
飽
和
の
状
態
に
な
る
。
或
る
食
物
の
主
観
的
な

飽
和
伯
は
そ
の
熱
責
と
か
、
或
ひ
は
そ
の
蛋
白
質
の
含
有
只
艮
と
か
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
て
し
ま
ふ
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
食
品
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
胃

校
の
責
は
そ
の
食
品
の
胃
内
の
滞
留
を
決
定
し
、
同
時
に
胃
内
の
溶
解
の
軽
重

を
決
定
す
る
。
（
ケ
ス
ト
ネ
ル
）
飽
和
佃
の
高
い
の
は
、
た
と
へ
ば
焼
い
た
り

焙
っ
た
り
し
た
肉
、
脂
肪
な
ど
で
あ
り
、
ま
た
コ
コ
ア
、
コ
ー
ヒ
ー
も
飽
和
値

が
高
い
。
し
か
し
こ
の
飽
和
伍
と
主
観
的
な
飽
和
性
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な

マ
マ

い
。
後
者
は
或
る
食
物
に
十
分
飽
き
る
ま
で
に
ど
の
く
ら
ひ
食
べ
ら
れ
る
か
、

食
べ
る
気
分
を
も
つ
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
飢
餓
の
程
度
が
同
じ
で
あ
つ
て

も
、
い
つ
も
同
じ
飽
和
の
状
態
或
ひ
は
同
じ
程
度
に
胃
の
充
活
す
る
ま
で
食
べ

ら
れ
る
と
き
ま
っ
て
ゐ
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
食
べ
よ
う
と
感
じ
る
わ
け
で

も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
魚
の
料
理
を
十
分
食
べ
た
あ
と
で
も
、
更
に
相
当
の
分
量

の
肉
を
摂
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
肉
が
も
う
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い

ふ
ほ
ど
に
な
っ
て
も
、
な
は
デ
ザ
ー
ト
を
チ
ー
ズ
と
一
緒
に
摂
る
こ
と
が
出
来

る
。
し
か
し
ど
ん
な
に
天
才
的
に
上
手
な
献
立
を
作
っ
た
に
し
て
も
、
も
う
こ

れ
以
上
は
食
べ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
状
態
に
は
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
状

態
を
完
全
飽
和
に
な
っ
た
と
い
ふ
。
こ
の
完
全
飽
和
に
い
た
る
ま
で
の
ひ
と
つ

ひ
と
つ
の
飽
和
の
状
態
を
部
分
飽
和
と
い
ふ
こ
と
に
し
よ
う
。
部
分
飽
和
は
つ

ま
り
或
る
一
極
の
食
品
に
対
し
て
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
相
対

的
の
性
質
を
有
っ
て
ゐ
る
。
」
　
（
「
食
慾
の
心
理
学
」
、
昭
和
2
1
年
4
月
1
5
日
、

太
虚
堂
霞
一
好
刊
、
二
八
－
二
九
ペ
）

－
　
沼
食
・
大
食
に
か
ぎ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
食
生
活
に
お
け
る
、
完
全
飽

和
・
、
部
分
飽
和
に
つ
い
て
は
、
思
い
あ
た
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

さ
て
、
す
で
に
見
て
き
た
、

1
3
吸
物
は
先
出
来
さ
れ
し
す
い
ぜ
ん
じ
　
蕉

1
9
い
ち
ど
き
に
二
日
の
物
も
喰
て
置
　
　
兆

の
両
句
を
見
比
べ
つ
つ
、
同
じ
く
「
狼
藁
」
所
収
歌
仙
に
出
て
く
る
、

R
蕗
の
芽
と
り
に
行
燈
ゆ
り
け
す
　
　
　
蕉

1
1
魚
の
骨
L
は
ぶ
る
迄
の
老
を
見
て
　
　
〃

1
梅
岩
菜
ま
り
こ
の
宿
の
と
ろ
1
汁
　
　
〃

4
灰
う
ち
た
1
く
う
る
め
一
枚
　
　
　
　
兆

か
を
る

9
ゆ
ふ
め
L
に
か
ま
す
ど
喰
へ
ば
凪
薫
．
〃

1
0
水
雷
の
酢
茎
に
春
も
く
れ
つ
1
　
　
　
〃

こ
れ
ら
芭
蕉
・
凡
兆
両
者
の
食
生
活
に
か
か
わ
る
句
を
比
べ
れ
ば
、
共
に
鋭

い
季
節
感
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
と
り
あ
げ
か
た
も
鋭
角
的
で
あ
る
の
に
気
づ

く
。
こ
う
し
た
句
作
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
庶
民
の
食
生
活
を
、
風
流
・
風
雅

の
視
点
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
俳
詔
者
の
態
度
で
あ
る
。

芭
蕉
の
「
吸
物
は
」
の
句
も
、
凡
兆
の
「
い
ち
ど
き
に
」
の
句
も
、
そ
れ
ぞ

ヽ

　

ヽ

れ
に
そ
の
句
だ
け
の
単
発
的
製
作
で
は
な
く
、
俳
謂
者
と
し
て
の
芭
斉
・
凡
兆

の
庶
民
生
活
へ
の
観
人
か
ら
ひ
さ
だ
さ
れ
、
造
型
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ

る
。
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五

つ
ぎ
に
、

2
0
雪
け
に
さ
む
き
嶋
の
北
風

邦

の
史
邦
の
句
に
つ
い
て
は
、
寺
田
露
伴
翁
が
、
「
一
句
の
仕
立
柄
お
も
し
ろ

し
。
島
の
二
芋
に
力
有
。
て
、
」
（
「
籍
芭
蕪
七
郎
集
」
三
四
七
ペ
）
と
述



ベ
て
い
る
。
眼
力
の
不
足
は
、
「
島
の
一
字
に
力
有
り
て
」
と
い
う
よ
う
に
は

な
か
な
か
見
抜
け
な
い
。

わ
た
く
し
の
ば
あ
い
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
辻
村
太
郎
氏
の
「
島
の
地
理

物
語
」
を
読
ん
で
い
て
、
「
風
力
の
烈
し
い
の
は
島
の
自
然
的
環
境
の
特
質
の

一
つ
で
あ
る
。
」
と
あ
る
の
に
出
あ
い
、
改
め
て
感
じ
入
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

辻
村
太
郎
氏
は
、
島
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
く
。

「
障
害
物
に
乏
し
い
島
供
は
一
般
に
風
の
強
い
所
で
あ
る
。
島
に
近
い
性
質

を
も
っ
た
半
島
の
尖
端
部
が
己
に
さ
う
で
あ
る
。
砂
丘
が
多
い
御
前
崎
で
は
数

年
前
に
、
思
ひ
が
け
ず
沙
涙
の
特
産
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
、
立
派
な
風
些
二

綾
石
が
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
ス
プ
ル
バ
ル
ド
の
島
に
も
あ
る
し
、
地
中
海

の
火
山
島
グ
ル
カ
ノ
か
ら
も
報
告
さ
れ
て
ゐ
る
。
我
が
国
で
は
硫
黄
島
が
長
ら

く
唯
一
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
私
は
大
島
の
三
原
山
と
三
宅
島
の

火
口
で
も
そ
の
実
例
を
見
つ
け
た
。

風
力
の
烈
し
さ
を
示
す
現
象
の
一
つ
は
、
風
あ
た
り
が
強
い
磯
に
臨
む
急
斜

面
に
生
え
る
濯
木
林
の
特
有
な
形
で
あ
る
。
気
流
の
行
く
へ
を
指
し
し
め
し

て
、
租
冠
が
覇
け
づ
っ
た
や
う
な
形
に
憺
き
、
溝
形
の
形
状
に
な
っ
た
所
も
あ

る
。
そ
れ
は
冬
の
北
西
風
が
吹
き
す
さ
む
酒
田
附
近
の
海
岸
に
、
夏
の
季
節
風

が
猛
烈
な
ス
マ
ト
ラ
東
北
最
の
印
度
洋
岸
に
見
ら
れ
る
。
新
島
あ
た
り
で
は
畑

の
ふ
ち
に
並
ぶ
椿
の
水
が
、
西
風
に
吹
き
摸
め
ら
れ
て
片
枝
と
な
り
、
旗
の
や

う
な
形
の
奇
妙
な
相
客
を
見
せ
て
ゐ
る
。
種
子
ケ
島
の
海
岸
で
は
砂
丘
の
砂
が

高
い
所
ま
で
這
ひ
あ
が
っ
て
屠
る
し
、
喜
界
島
で
は
有
孔
虫
の
毅
を
ま
じ
へ
た

珊
瑚
砂
が
海
岸
か
ら
遠
い
所
ま
で
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
五
十
米
の
高
さ
に
達
す
る

水
天
宮
の
砂
山
を
造
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
」
　
（
「
島
の
地
理
物
語
」
、
昭
和

2
1
年
7
月
1
0
日
、
生
活
社
刊
、
二
七
～
二
八
ペ
）

1
「
鴫
の
北
風
」
と
い
う
と
き
、
作
者
史
邦
の
形
象
は
、
ど
こ
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
雪
げ
に
寒
き
」
島
の
生
活
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
の
こ

と
に
ち
が
い
な
い
。
「
北
風
」
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
が
、
そ
こ
に
は
風
力

の
は
げ
し
さ
を
こ
め
て
い
る
。
短
句
な
が
ら
、
日
本
列
島
の
自
然
の
典
型
と
し

て
の
島
が
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

六

さ
て
、
こ
の
歌
仙
の
挙
句
は
、

こ
わ
め

3
6
枇
杷
の
古
窯
に
木
芽
も
え
た
つ

主
ノ

で
あ
る
。

こ
の
句
に
．
つ
い
て
、
中
村
俊
定
氏
は
、
「
枇
杷
の
暗
緑
色
の
ひ
ろ
葉
に
、
樹

々
の
み
ど
り
が
映
え
る
光
且
聖
濃
淡
の
対
照
の
美
し
さ
で
あ
る
。
」
　
（
「
同
上

「
芭
蕉
句
集
」
、
三
八
二
ペ
）
と
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

岡
本
か
の
子
氏
は
、
枇
杷
の
若
芽
に
つ
い
て
、
「
枇
杷
の
葉
の
く
ろ
太
「
＼
と

し
た
塊
に
、
黄
蛸
悦
が
二
三
本
づ
つ
揃
へ
て
さ
1
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
枇
杷
の

若
芽
の
東
で
あ
る
。
や
が
て
ほ
ぐ
れ
て
、
そ
の
間
よ
り
あ
た
た
か
き
黄
色
の
つ

マ
マ

ぶ
ら
な
実
が
、
必
ず
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
必
ず
生
れ
て
来
る
そ
の
確
さ
。

わ
た
く
L
は
誰
に
も
約
束
し
て
宜
い
。
」
　
（
「
散
華
抄
」
、
昭
和
2
4
年
1
0
月
2
5

日
、
大
東
出
版
社
刊
、
一
七
二
ペ
）
と
述
べ
て
い
る
。

広
島
市
内
で
も
、
四
月
二
〇
日
こ
ろ
に
な
れ
ば
、
枇
杷
の
新
芽
が
し
ん
し
ん

と
古
葉
に
対
し
て
直
立
す
る
よ
う
に
も
え
た
っ
て
さ
わ
や
か
で
あ
る
。
枇
杷
の

ヽ

　

ヽ

古
葉
に
対
し
て
、
枇
杷
の
新
芽
の
も
え
た
っ
て
く
る
発
見
が
こ
の
句
に
は
こ
め

ら
れ
て
い
る
。
観
念
的
対
比
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
お
も
う
に
、
史
邦

の
着
実
な
写
生
が
も
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
昭
和
2
1
年
1
0

月
、
一
部
初
塙
、
昭
和
4
5
年
4
月
4
日
成
稿
）
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