
シ
ノ
ブ
考

（
二
）

血
偵
圭
麦
藷
貝
7
丁

四
中
世

動
詞
の
シ
ノ
ブ
に
つ
い
て
、
前
号
で
上
代
・
中
古
と
時
代
別
に
、
そ
の
意
味
・
用
法
を
例
を
挙
げ
な
が
ら
見
て
来
た
。
今
号
で
は
、
次
の

中
世
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
結
果
を
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

初
め
に
上
代
で
は
、
現
代
で
も
耳
に
す
る
「
我
慢
す
る
」
意
の
シ
ノ
ブ
（
忍
）
が
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
場
台
、
一
字

一
音
書
き
の
そ
の
確
例
か
ら
判
断
し
て
、
第
三
音
節
は
濁
音
「
活
用
は
バ
行
上
二
段
活
用
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の

用
例
数
は
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
わ
ず
か
に
噌
例
出
て
来
た
だ
け
で
、
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
こ
の
時
代
、
第
三
音
節
が
清
音
の
シ
ノ
フ
（
偲
）
の
方
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
て
、
意
味
も
「
思
い
慕
う
」
「
賞
美
す
る
」
の
二
つ

に
分
か
れ
、
用
例
数
も
そ
れ
ぞ
れ
三
十
九
例
、
十
七
例
と
多
か
っ
た
。
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ま
た
、
活
用
は
シ
ノ
ブ
（
忍
）
と
は
違
い
、
ハ
行
四
段
活
用
で
あ
っ
た
。

続
い
て
中
百
に
入
る
と
、
上
代
で
一
例
し
か
な
か
っ
た
「
我
慢
す
る
」
意
の
シ
ノ
ブ
（
忍
）
が
相
当
数
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、

そ
の
用
法
は
、
上
に
来
る
副
詞
工
と
呼
応
し
て
「
え
忍
ば
れ
ず
（
我
慢
デ
キ
ナ
イ
）
」
の
よ
う
に
、
可
能
の
意
を
含
む
も
の
、
ま
た
は
下
に

係
助
詞
モ
と
下
二
段
活
用
動
詞
ア
ブ
（
敢
）
を
伴
っ
て
「
忍
び
も
あ
へ
ず
（
我
慢
シ
キ
レ
ナ
イ
）
」
の
形
を
と
る
も
の
、
そ
の
他
逆
接
の
条

件
を
伴
う
も
の
や
命
令
形
で
呼
び
か
け
る
も
の
な
ど
、
か
な
り
類
型
化
し
て
い
た
。
ま
た
活
用
は
、
四
段
も
上
二
段
も
そ
れ
ぞ
れ
例
が
あ
り
、

ど
ち
ら
と
も
決
め
か
ね
た
。

一
方
シ
ノ
ブ
（
偲
）
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
賞
美
す
る
」
意
の
も
の
が
、
中
古
以
降
ほ
と
ん
ど
そ
の
姿
を
消
し
、
わ
ず
か
に
歌
に
使
わ
れ

る
だ
け
と
な
る
。
た
だ
「
思
い
慕
う
」
意
の
方
は
、
主
と
し
て
故
人
や
遠
方
に
い
る
人
を
対
象
と
し
て
、
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
使
用

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
活
用
で
、
大
半
が
上
代
同
様
四
段
活
用
な
の
に
、
中
に
明
ら
か
に
上
二
段
活
用
と
と
れ
る
も

の
が
出
て
来
る
。
こ
の
事
実
は
、
シ
ノ
フ
（
偲
）
が
シ
ノ
ブ
（
忍
）
と
混
同
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
中
古
で
は
も
う
一
つ
、
シ
ノ
ブ
（
忍
）
の
方
に
「
秘
密
に
す
る
」
意
の
も
の
が
見
ら
れ
た
。
用
例
数
か
ら
い
う
と
、
こ
れ
は
「
我

慢
す
る
」
意
の
シ
ノ
ブ
（
忍
）
を
か
な
り
上
ま
わ
っ
て
い
た
。
ま
た
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
上
二
段
活
用
の
も
の
が
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、

シ
ノ
ブ
（
忍
）
・
シ
ノ
フ
（
偲
）
共
に
、
活
用
は
四
段
・
上
二
段
の
画
方
に
揺
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
第
三
音
節
の
清
濁
に
関
し
て
は
、
中
吉
に
入
る
と
傍
証
資
料
が
な
く
、
な
か
な
か
決
定
し
が
た
い
。
た
だ
し
、
嘉
凧
聚
名
諜
9

（
観
智
院
本
）
で
は
、
シ
ノ
ブ
（
忍
）
だ
け
が
項
目
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
し
か
も
第
三
音
節
に
は
声
点
が
二
つ
付
い
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
推

し
て
、
多
分
シ
ノ
フ
（
偲
）
は
、
中
吉
に
入
る
と
シ
ノ
ブ
（
忍
）
に
引
き
ず
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
、
一
語
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
　
（
注
1
）
以
上
、
上
代
・
中
古
の
シ
ノ
ブ
を
ま
と
め
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
。
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A

シ
ノ
ブ
（
忍
）

四
段
ま
た
は
上
二
段

①
我
慢
す
る
、
妾
偲
す
る

②
秘
密
に
す
る
、
隠
す
、
こ
っ
そ
り
と
行
う



B

シ
ノ
ブ
（
偲
）

四
段
ま
た
は
上
二
段

①
思
い
慕
う
、
な
つ
か
し
く
思
う

②
賞
美
す
る
、
ほ
め
た
た
え
る

な
お
、
右
の
う
ち
A
①
、
②
お
よ
び
B
①
は
前
号
の
末
尾
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
意
味
的
に
か
な
り
接
近
し
て
い
る
た
め
、
す
っ
き
り
と

一
つ
の
意
味
に
決
定
し
に
く
い
例
も
あ
る
こ
と
を
付
記
し
、
以
下
中
世
以
降
の
シ
ノ
ブ
（
忍
）
な
ら
び
に
シ
ノ
ブ
（
偲
）
に
つ
い
て
見
て
行

く
こ
と
に
し
た
い
。

中
世
・
近
世
の
作
品
は
、
あ
る
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
な
る
べ
く
多
く
の
作
品
に
当
た
っ
て
み
た
。
そ
の
調
査
結
果
の
あ

ら
ま
し
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
用
例
数
も
余
り
多
く
な
く
、
用
法
も
そ
れ
程
複
雑
で
は
な
か
っ
た
シ
ノ
ブ
（
偲
）
の
方
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
す

る
。
　
（
注
2
）

初
め
に
シ
ノ
ブ
（
偲
）
の
う
ち
、
美
し
い
景
色
や
植
物
・
鳥
類
な
ど
を
対
象
に
し
て
「
賞
美
す
る
」
の
意
を
表
す
B
②
は
、
す
で
に
中
古

で
も
歌
に
数
例
出
て
来
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
そ
の
傾
向
は
中
世
以
降
も
変
わ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
の
例
を
探
す
べ
く
、
今
回
は
中
世
以
降

の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
十
三
代
集
を
一
通
り
ひ
も
と
い
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
意
味
に
と
れ
る
も
の
は
、
わ
ず
か
に
左
に
挙
げ
る
数
例

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

o
ゆ
か
ん
人
こ
ん
人
し
の
べ
春
霞
立
田
の
山
の
は
つ
桜
ば
な

o
ふ
る
雪
に
い
う
ま
ど
は
せ
る
梅
の
花
鶯
の
み
や
わ
き
て
し
の
ば
ん

o
し
の
ぶ
べ
き
こ
れ
や
か
ぎ
り
の
月
な
ら
ん
さ
だ
め
な
き
よ
の
そ
で
の
わ
か
れ
は

〈
新
古
今
・
一
・
八
五
V

〈
新
古
今
・
一
六
・
一
四
四
二
〉

〈
続
古
今
・
一
三
・
＝
七
〇
〉
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o
見
し
ま
ま
に
思
ひ
や
り
て
そ
し
の
ば
る
る
と
よ
の
あ
か
り
の
月
の
お
も
か
げ

＊
6
お
も
ふ
事
い
は
で
の
杜
の
こ
と
の
は
は
し
の
ぶ
る
色
の
ふ
か
き
と
を
し
れ

右
の
う
ち
、
「
新
古
今
和
歌
集
」
の
初
め
の
例
は
、
作
者
が
大
伴
家
持
な
の
で
、

例
は
、
「
梅
の
花
」
「
月
」
「
葉
（
言
の
葉
と
の
掛
詞
）
」
な
ど
を
対
象
に
し
て
、

〈
新
後
撰
・
六
・
四
七
五
V

〈
続
千
載
・
一
一
・
一
〇
八
二
〉

し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
中
世
以
降
も
B
②
の
シ
ノ
ブ
が
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

に
比
べ
て
も
一
段
と
低
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
左
に
掲
げ
る
例
は
、
シ
ノ
ブ
（
偲
）
を
「
賞
美
す
る
」
の
意
に
と
っ
て
と
れ
な
く
も
な
い
。

　
　
o
秋
ご
と
に
し
の
ぶ
こ
こ
ろ
も
色
そ
へ
ば
都
の
月
よ
な
れ
し
と
そ
お
も
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
玉
葉
．
五
．
六
九
二
V

　
　
o
雲
の
う
へ
に
な
れ
み
し
月
そ
し
の
ば
る
る
我
が
世
ふ
け
ゆ
く
秋
の
な
み
だ
に
　
　
　
　
　
　
　
く
風
雅
．
一
五
．
一
五
五
九
V

　
　
o
し
の
ば
れ
ん
物
と
も
な
し
に
を
ぐ
ら
山
軒
ば
の
松
ぞ
な
れ
て
久
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
風
雅
．
一
六
．
一
七
四
四
V

　
　
o
こ
と
の
葉
の
花
た
ち
ば
な
に
し
の
ぶ
そ
よ
代
々
の
昔
の
風
の
に
ほ
ひ
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
新
続
古
今
．
三
．
二
八
一
V

普
通
、
シ
ノ
ブ
（
偲
）
が
「
賞
美
す
る
」
で
は
な
く
、
も
う
一
つ
の
「
思
い
慕
う
」
の
意
を
示
す
場
合
、
お
お
む
ね
そ
の
対
象
は
、
亡
く

な
っ
た
人
や
思
い
出
の
場
所
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
例
で
は
、
シ
ノ
ブ
（
偲
）
対
象
が
「
月
」
「
松
」
「
花
橘
」
な
ど
自

然
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
シ
ノ
ブ
（
偲
）
を
「
賞
美
す
る
」
の
意
に
と
り
た
い
気
も
す
る
が
、
た
だ
、
初
め
の
三
首
は
順
に
「
な
れ
し
」

「
な
れ
み
し
」
「
な
れ
て
久
し
き
」
と
い
う
語
と
併
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
の
も
の
と
は
い
え
、
そ
れ
は
「
慣
れ
親
し
ん
だ
」

も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
こ
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
の
「
新
続
古
今
和
歌
築
」
の
例
も
名
詞
の
「
昔
」
を
伴
う

『
万
葉
集
」
す
な
わ
ち
上
代
の
例
と
な
る
。
そ
の
他
の

い
ず
れ
も
シ
ノ
ブ
（
偲
）
が
「
賞
美
す
る
」
の
意
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
使
用
率
は
、
前
代
の
中
古
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の
で
、
や
は
り
「
花
橘
」
を
た
だ
単
に
「
賞
美
す
る
」
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見
て
昔
の
風
の
匂
い
を
「
思
い
慕
う
」
の
意
に
と
る
の
が
適

切
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
、
上
代
で
美
し
い
景
色
や
心
に
響
く
動
物
・
植
物
な
ど
を
見
て
、
純
粋
に
そ
れ
を
め
で
「
賞
美
す
る
」

の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
た
シ
ノ
ブ
（
偲
）
と
は
異
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
、
上
代
で
あ
れ
だ
け
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
B
②
の
シ
ノ

ブ
（
偲
）
は
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
「
思
い
慕
う
」
、
す
な
わ
ち
B
①
の
意
に
移
行
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
そ
の
「
思
い
慕
う
」
意
の
シ
ノ
プ
（
偲
）
は
中
世
以
後
も
盛
ん
に
使
わ
れ
、
用
法
的
に
も
前
代
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。

ま
ず
、
「
人
」
（
固
有
名
詞
も
含
む
）
を
対
象
と
し
て
「
思
い
慕
う
」
と
使
っ
た
シ
ノ
ブ
（
偲
）
に
は
左
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
　
o
人
し
れ
ず
そ
な
た
を
し
の
ぶ
心
を
ば
か
た
ぶ
く
月
に
た
ぐ
へ
て
そ
や
る
　
　
　
　
　
　
　
　
く
新
古
今
．
一
八
．
一
七
八
五
V

　
　
o
も
し
、
夜
し
つ
か
な
れ
ば
、
窓
の
月
に
故
人
を
し
の
び
、
猿
の
こ
ゑ
に
袖
を
う
る
ほ
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
方
丈
記
＞

　
　
o
こ
れ
に
つ
け
て
も
天
下
の
人
、
小
松
の
お
と
ど
の
御
事
を
そ
し
の
び
申
し
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
平
家
物
語
．
四
＞

　
　
o
か
の
召
公
を
し
の
び
け
ん
国
の
民
の
ご
と
く
に
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
東
関
紀
行
V

　
　
o
な
き
人
を
し
の
ぶ
思
ひ
の
な
ぐ
さ
ま
ば
あ
と
を
も
千
た
び
と
ひ
こ
そ
は
せ
め
　
　
　
　
　
　
　
〈
風
雅
．
一
七
．
二
〇
〇
三
＞

　
　
o
う
ゑ
置
き
し
人
を
や
花
も
し
の
ぶ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
菟
玖
波
集
．
一
二
五
〉

ま
た
、
「
人
」
の
中
に
は
、
前
代
で
も
す
で
に
見
ら
れ
た
が
、
「
自
分
」
を
指
す
場
合
も
あ
る
。

　
　
o
あ
ら
ざ
ら
ん
後
し
の
べ
と
や
［
死
後
二
自
分
ノ
コ
ト
ヲ
思
イ
出
シ
テ
ク
レ
ト
イ
ッ
テ
］
袖
の
香
を
花
橘
に
と
ど
め
お
き
け
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
新
古
今
・
八
・
八
四
四
V
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o
し
の
ば
れ
ん
も
の
と
も
見
え
ぬ
わ
が
身
か
な
あ
る
ほ
ど
だ
に
も
た
れ
か
と
ひ
け
る
　
　
　
　
　
く
続
後
撰
．
一
五
．
九
四
九
V

　
　
o
思
ひ
出
で
て
し
の
ぶ
人
あ
ら
ん
ほ
ど
こ
そ
あ
ら
め
【
慕
ッ
テ
ク
レ
ル
人
ノ
ア
ル
ウ
チ
ハ
マ
ダ
イ
イ
ガ
】
、
そ
も
ま
た
ほ
ど
な
く
う
せ

　
　
　
て
、
聞
き
つ
た
ふ
る
ば
か
り
の
末
々
は
哀
と
や
は
思
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
徒
然
草
．
三
〇
＞

　
　
o
我
を
し
の
ぶ
人
、
色
作
り
て
美
男
な
ら
ざ
る
は
な
か
り
し
に
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
好
色
一
代
女
．
一
V

そ
の
他
、
中
古
と
同
じ
よ
う
に
、
「
思
い
慕
う
」
対
象
は
、
場
所
・
時
節
・
自
然
現
象
・
具
象
物
・
抽
象
的
事
項
な
ど
種
々
雑
多
で
あ
る
。

う
ち
、
「
場
所
」
と
し
て
は
、
思
い
出
に
残
っ
て
い
る
地
や
、
か
っ
て
栄
え
た
都
・
忘
れ
ら
れ
な
い
国
な
ど
、
広
狭
さ
ま
ざ
ま
を
対
象
と
し

て
い
る
が
、
併
用
語
と
し
て
比
較
的
多
い
の
は
「
跡
」
で
あ
る
。

　
　
o
い
ま
は
さ
は
う
き
世
の
さ
が
の
の
べ
を
こ
そ
露
消
え
は
て
し
跡
と
し
の
ば
め
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
新
古
今
．
八
．
七
八
七
＞

　
　
o
秋
の
草
を
心
に
そ
め
し
身
な
れ
ば
、
花
な
き
時
は
そ
の
跡
を
し
の
び
、
此
頃
は
色
に
心
を
な
ぐ
さ
め
つ
つ
．
．
〈
発
心
集
．
六
V

　
　
o
年
釆
経
テ
月
ノ
ア
カ
キ
夜
、
サ
ル
ベ
キ
人
々
旧
キ
跡
ヲ
シ
ノ
ビ
テ
彼
コ
ニ
集
テ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
十
訓
抄
．
三
V

　
　
o
歎
キ
ア
ラ
ン
人
此
跡
ヲ
シ
ノ
ビ
テ
永
ク
衆
苦
充
満
ノ
世
界
ヲ
ス
テ
、
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
沙
石
築
．
九
V

　
　
o
い
に
し
へ
に
あ
ら
ず
な
が
ら
の
は
し
柱
ふ
り
に
し
跡
を
し
の
ば
ず
も
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
く
玉
葉
．
一
四
．
二
〇
七
四
V
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次
に
「
時
節
」
に
は
、
春
や
秋
な
ど
の
季
節
・
心
に
残
っ
た
瞬
間
・
何
ら
か
の
事
件
の
起
こ
っ
た
時
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
伴
う

言
葉
と
し
て
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
は
「
昔
」
と
「
古
（
い
に
し
へ
）
」
で
あ
る
。
此
の
二
語
は
、
今
回
調
査
を
し
た
作
品
の
ほ
と
ん
ど
に

ど
ち
ら
か
の
用
例
が
あ
る
ほ
ど
、
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
。

　
　
o
御
庵
室
の
旧
跡
に
は
、
昔
を
圏
ぶ
と
お
ぼ
し
く
て
、
老
木
の
桜
ぞ
さ
き
に
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
〈
平
家
物
語
．
一
〇
〉

　
＊
o
し
の
ぶ
れ
ど
か
へ
ら
ぬ
も
の
を
な
に
と
又
む
か
し
を
今
に
お
も
ひ
い
づ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
〈
続
拾
遺
．
一
八
．
噌
二
五
四
＞

　
　
o
都
ま
で
語
る
も
遠
し
思
ひ
寝
に
し
の
ぶ
昔
の
夢
の
な
ご
り
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
±
ハ
夜
日
記
＞

　
　
o
さ
ぞ
な
げ
に
昔
を
今
と
倒
劃
ら
む
伏
見
の
里
の
秋
の
あ
は
れ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
問
は
ず
が
た
り
．
五
V

　
　
o
い
や
し
き
も
よ
き
も
昔
は
し
の
ぶ
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
菟
玖
波
集
．
一
四
四
一
V

　
　
o
い
つ
ま
で
命
の
露
、
草
の
庵
に
宿
り
し
て
、
昔
を
し
の
ぶ
草
の
垣
に
し
げ
く
露
の
お
ち
ぶ
れ
い
で
た
る
、
わ
が
身
か
な
と
．
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
御
伽
草
子
・
小
町
章
紙
V

　
　
o
た
だ
さ
へ
も
住
み
な
れ
ぬ
と
こ
ろ
は
も
の
う
い
に
、
い
と
ど
昔
を
し
の
ば
れ
た
れ
ば
、
過
ぎ
ゆ
く
月
日
を
も
明
か
し
か
ね
．
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
天
草
杢
半
家
物
語
・
一
＞

　
　
o
与
作
小
ま
ん
が
身
の
上
と
む
か
し
し
の
ぶ
の
つ
ゆ
涙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
近
松
．
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
〉

55



　
　
o
お
な
じ
く
は
あ
れ
な
い
に
し
へ
思
ひ
い
で
の
な
け
れ
ば
と
て
も
し
の
ば
ず
も
な
し
　
　
　
　
　
〈
新
古
今
・
一
八
・
一
七
七
九
＞

　
　
o
そ
の
名
に
つ
け
て
い
に
し
へ
を
忘
れ
ず
し
の
ぶ
人
も
あ
る
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
中
務
内
侍
日
記
V

　
　
o
い
に
し
へ
を
し
の
ぶ
は
老
の
な
ら
ひ
そ
と
思
ふ
に
ご
ゆ
る
わ
が
涙
か
な
　
　
　
　
　
〈
続
櫻
拾
遺
二
七
・
二
四
九
〉

　
＊
o
思
出
で
の
な
き
い
に
し
へ
を
し
の
ぶ
る
は
身
の
う
き
こ
と
や
猶
ま
さ
る
ら
ん
　
　
　
　
　
〈
新
後
拾
遺
・
一
六
・
一
三
五
五
＞

　
　
o
い
に
し
へ
を
し
の
ぶ
の
軒
の
露
も
う
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
新
撰
菟
玖
波
集
・
六
三
二
V

　
　
o
お
も
へ
ば
い
に
し
へ
を
何
を
し
の
ぶ
の
草
衣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
閑
吟
巣
二
五
九
V

他
に
併
用
語
彙
で
、
比
較
的
量
が
多
く
目
に
つ
い
た
も
の
は
、
抽
象
的
事
項
の
「
形
見
」
「
言
の
葉
」
「
面
影
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
、
亡
く
な
っ
た
人
な
ど
を
思
い
出
す
よ
す
が
と
な
る
語
彙
な
の
で
、
用
例
数
が
多
い
の
は
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
る
。

　
　
o
た
れ
な
り
と
お
く
れ
さ
き
だ
つ
ほ
ど
あ
ら
ば
か
た
み
に
し
の
べ
水
ぐ
き
の
跡
　
　
　
　
　
　
　
〈
新
古
今
・
八
・
一
九
八
七
＞

　
　
o
身
に
そ
へ
て
こ
れ
を
か
た
み
と
し
の
ぶ
べ
き
あ
と
さ
へ
い
ま
は
と
ま
ら
ざ
り
け
り
　
　
　
　
く
新
勅
撰
・
一
八
・
一
二
四
三
V

　
　
o
待
ち
恋
ひ
し
む
か
し
は
今
も
し
の
ば
れ
て
か
た
み
久
し
き
み
つ
の
浜
舩
　
　
　
　
　
　
　
　
く
新
拾
遺
・
一
九
・
一
七
三
一
V
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o
を
し
へ
お
く
此
こ
と
の
は
を
し
の
び
な
む
身
は
青
海
の
浪
に
な
が
れ
ぬ

o
の
ち
も
又
し
の
ぶ
ば
か
り
の
こ
と
の
は
を
御
た
つ
ね
あ
り
し
に
．
．
．

o
持
経
を
ひ
ら
く
折
々
も
ま
つ
こ
と
の
は
を
し
の
び
．
．
．

　
　
〈
保
元
物
語
・
下
V

　
　
〈
申
務
内
侍
日
記
V

〈
問
は
ず
が
た
り
・
二
〉

　
　
o
先
帝
の
御
面
影
忘
れ
ん
と
す
れ
ど
も
忘
ら
れ
ず
、
し
の
ば
ん
と
す
れ
ど
も
し
の
ば
れ
ず
。

　
　
o
な
ご
り
な
き
け
ふ
拭
き
の
ふ
を
し
の
べ
ど
も
た
つ
お
も
か
げ
は
は
つ
る
日
も
な
し

　
　
〇
一
目
見
し
夜
半
の
面
影
を
二
た
び
し
の
ぶ
心
も
な
ど
か
な
か
ら
ん
。

　
　
o
忘
れ
は
草
の
名
に
あ
れ
ど
、
し
の
ぶ
は
人
の
面
影

　
　
o
し
の
ぶ
べ
き
面
影
だ
に
も
身
に
そ
は
ず
あ
り
し
一
夜
の
や
み
の
う
つ
つ
は

以
上
、
中
世
以
降
の
B
の
シ
ノ
ブ
（
偲
）
に
つ
い
て
、
用
例
を
挙
げ
な
が
ら
見
て
来
た
。
結
局
、

け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
、
①
の
「
思
い
慕
う
」
は
、
中
世
半
ば
く
ら
い
ま
で
は
、
「
人
」

を
対
象
と
し
、
盛
ん
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
中
世
も
末
に
な
る
と
、

る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
十
七
世
紀
初
め
に
成
っ
た
『
日
葡
辞
書
」
に
、
シ
ノ
ブ

い
て
、
②
の
「
賞
美
す
る
」
は
、
時
代
と
共
に
ま
す
ま
す
裏
退
し
て
行
き
、
①
に
吸
収
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
、
わ
ず
か
に
歌
に
使
わ
れ
る
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
場
所
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
思
い
慕
う
」
範
囲
は
狭
ま
り
、
大
半
が
「
人
」
を
対
象
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
偶
）
は
独
立
し
た
項
目
が
な
く
、

　
　
　
　
　
〈
平
家
物
語
・
濯
頂
V

　
〈
新
勅
撰
二
八
二
二
四
六
V

　
　
　
　
〈
問
は
ず
が
た
り
・
二
〉

　
　
　
　
　
　
〈
謡
曲
・
藍
染
川
V

〈
新
続
古
今
二
四
二
四
二
＝
▽

B
の
用
法
は
前
代
の
中
古
と
よ
く
似
て

　
　
「
時
節
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ノ
ブ
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（
忍
）
の
中
に

ま
た
（
偲
ぶ
）
人
を
恋
い
慕
う

と
追
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
す
で
に
シ
ノ
ブ
と
言
え
ば
、
「
忍
ぶ
」
の
方
が
主
流
で
あ
り
、
「
偲

ぶ
」
は
特
に
「
人
」
に
対
し
て
言
う
語
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
代
語
で
も
「
偲
ぶ
」
と
い
う
と
、
も
っ
ぱ
ら
「
人
」
（
特
に
故
人
）

を
思
い
慕
う
場
合
に
用
い
る
の
で
、
時
代
と
共
に
、
B
の
シ
ノ
ブ
（
偲
）
は
用
法
が
狭
く
な
っ
て
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
シ
ノ
ブ
（
偲
）
の
第
三
音
節
は
、
注
1
に
記
し
た
よ
う
に
、
上
代
と
違
っ
て
、
お
そ
ら
く
中
古
に
は
濁
習
化
し
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
上
二
段
活
用
の
例
も
出
て
来
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
来
た
用
例
の
前
に
＊
印
を
つ

け
た
も
の
が
そ
れ
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
量
こ
そ
少
な
い
が
、
上
二
段
活
用
の
明
ら
か
な
例
な
の
で
、
シ
ノ
ブ
（
偲
）
の
活
用
に
関
し
て
は
、

ま
だ
四
段
と
上
二
段
の
画
万
に
揺
れ
て
い
て
、
し
っ
か
り
と
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
そ
う
だ
。

そ
れ
で
は
続
い
て
、
も
う
一
つ
の
A
の
シ
ノ
ブ
（
忍
）
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
A
の
中
で
、
「
我
慢
す
る
」
の
意
を
表
す
①
の
シ
ノ
ブ
（
忍
）
は
、
中
古
で
は
用
法
的
に
か
な
り
類
型
化
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、

中
世
以
降
も
相
変
わ
ら
ず
よ
く
出
て
来
る
型
は
、
シ
ノ
ブ
（
忍
）
の
下
に
係
助
詞
モ
と
下
二
段
活
用
動
詞
ア
フ
（
敢
）
の
未
然
形
ア
へ
、
そ

し
て
打
消
し
の
助
勲
詞
ズ
が
付
い
た
シ
ノ
ピ
モ
ア
ヘ
ズ
（
我
慢
で
き
な
い
の
意
）
と
い
う
形
を
と
る
も
の
と
後
に
逆
接
の
表
現
を
伴
う
も
の

で
あ
る
。o

恋
し
さ
を
し
の
び
も
あ
へ
ず
空
蝉
の
う
つ
し
心
も
な
く
な
り
に
け
り

〈
無
名
墓
f
V

o
忍
び
も
あ
へ
ず
よ
、
と
泣
き
け
り
。

〈
発
石
集
・
七
V

o
郭
公
し
の
び
も
あ
へ
ず
も
ら
す
な
り
五
月
ま
つ
ま
の
去
年
の
ふ
る
声

〈
新
千
載
・
三
・
二
＝
二
V



o
と
ふ
に
つ
ら
さ
の
涙
し
の
び
も
あ
へ
ぬ
気
色
を
見
て
・

o
袖
を
顔
に
押
し
あ
て
て
忍
び
も
あ
へ
ず
泣
き
居
た
り
。

●

〈
曽
我
物
語
・
一
二
V

　
　
〈
義
経
記
・
二
V

　
＊
o
か
り
そ
め
の
旅
の
別
れ
と
忍
ぶ
れ
ど
老
は
涙
も
え
こ
そ
と
ど
め
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
新
古
今
・
九
・
八
八
九
＞

　
　
o
涙
の
雨
し
つ
く
と
ふ
り
て
、
し
の
ぶ
と
す
れ
ど
ふ
し
ま
ろ
ぴ
泣
く
け
し
き
を
男
聞
き
つ
け
て
…
　
〈
宇
治
拾
遺
．
九
ノ
三
V

　
　
O
我
の
み
は
う
さ
を
も
し
ひ
て
し
の
ぶ
と
も
か
は
る
が
う
へ
の
人
は
い
つ
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
〈
風
雅
・
一
三
・
一
二
七
六
V

　
　
o
都
と
て
雲
の
た
ち
ゐ
に
忍
べ
ど
も
山
の
い
く
へ
を
へ
だ
て
き
ぬ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
続
千
載
．
八
．
八
三
〇
＞

　
　
O
火
を
つ
く
づ
く
と
な
が
め
さ
せ
給
へ
る
御
ま
み
の
忍
ぶ
と
す
れ
ど
い
た
う
時
雨
さ
せ
給
へ
る
を
…
　
　
　
〈
増
鏡
．
一
六
V

　
　
ま
た
、
上
に
来
る
副
詞
工
を
打
消
し
表
現
で
承
け
て
、
エ
シ
ノ
バ
ズ
の
形
で
「
我
慢
が
で
き
な
い
」
の
意
を
表
す
も
の
、
お
よ
び
命

令
形
で
「
我
慢
し
な
さ
い
」
と
奨
励
の
意
を
表
す
も
の
も
比
較
的
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　
o
鳴
く
声
を
え
や
は
翻
ぬ
郭
公
初
卯
の
花
の
か
げ
に
か
く
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
新
古
今
．
三
．
一
九
〇
＞

　
　
o
物
ネ
タ
ミ
シ
給
ハ
ヌ
事
、
本
文
二
見
エ
タ
レ
ド
モ
、
ソ
レ
シ
モ
エ
シ
ノ
ビ
給
ハ
ズ
…
　
　
　
　
　
　
　
〈
十
訓
抄
．
八
V

　
　
o
草
が
く
れ
見
え
ぬ
を
し
か
も
つ
ま
こ
ふ
る
声
を
ば
え
こ
そ
し
の
ば
ざ
り
け
れ
　
　
　
　
　
　
　
く
玉
葉
．
四
．
五
五
七
V
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o
よ
の
ま
に
も
き
ゆ
べ
き
物
を
露
霜
の
い
か
に
し
の
べ
と
た
の
め
お
く
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
〈
新
古
今
二
五
・
＝
二
四
一
＞

　
　
o
逢
ふ
こ
と
の
さ
は
る
か
た
κ
も
な
れ
と
て
や
し
の
べ
と
の
み
は
人
の
い
ふ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
く
新
葉
・
一
四
・
八
七
七
V

　
　
o
し
の
べ
と
や
空
行
く
月
に
ち
ぎ
ら
ま
し
た
が
し
た
ふ
べ
き
別
な
ら
ね
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
新
後
拾
遺
・
八
・
八
五
四
V

中
古
に
見
ら
れ
た
A
①
の
類
型
的
表
現
の
う
ち
、
中
世
に
入
っ
て
ほ
と
ん
ど
出
て
来
な
か
っ
た
も
の
は
、
副
詞
ヨ
ク
（
能
く
）
と
呼
応
す

る
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
。
代
わ
っ
て
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
併
用
語
彙
と
し
て
目
立
つ
も
の
に
「
恥
」
と
「
苦
」
が
あ
る
。

　
　
o
恥
を
忍
び
て
賎
し
く
も
命
を
全
う
し
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
記
・
五
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？

　
　
o
世
に
あ
ら
ん
と
お
も
は
ば
恥
を
し
の
び
て
益
を
か
う
ぶ
れ
と
こ
そ
申
せ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
曽
我
物
語
・
四
＞

　
　
o
人
二
阯
ヲ
忍
ン
デ
米
ヲ
コ
ハ
ン
ヨ
リ
ハ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
中
華
若
木
詩
抄
・
中
〉

o
苦
し
み
を
忍
ぶ
故
に
大
き
な
る
供
養
と
な
る
に
こ
そ
あ
ら
め
。

o
ヨ
テ
苦
ヲ
忍
テ
皮
ヲ
バ
カ
ル
。

〇
一
度
き
る
時
、
紡
緩
の
辛
苦
を
し
の
ぶ
。

　
〈
発
心
集
・
三
〉

　
〈
沙
石
果
・
二
〉

〈
曽
我
物
語
・
一
〉



　
　
o
幾
た
び
か
辛
苦
を
忍
び
ぬ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
雨
月
物
語
・
浅
芽
が
宿
V

そ
の
他
、
中
世
で
目
に
つ
い
た
の
は
、
助
動
詞
の
ベ
シ
を
後
に
伴
う
も
の
で
、
こ
れ
は
量
が
か
な
り
多
か
っ
た
。

　
　
o
さ
れ
ど
も
期
来
り
て
生
を
謝
せ
ば
、
理
を
演
べ
て
忍
び
ぬ
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
海
道
記
V

　
　
o
忍
ぶ
べ
き
物
と
も
人
の
お
も
は
ぬ
は
か
ず
な
ら
ぬ
身
の
う
き
名
な
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
〈
続
千
載
・
＝
・
一
一
三
〇
＞

　
　
o
人
面
獣
心
の
積
悪
こ
れ
を
も
忍
ぶ
べ
く
は
誰
を
か
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
記
・
一
四
V

　
　
o
シ
ノ
ブ
ベ
ケ
ン
ヤ
ト
云
ハ
、
コ
ラ
ヘ
ラ
レ
ウ
モ
ノ
カ
ト
云
心
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
中
華
若
木
詩
抄
・
中
V

　
　
o
難
儀
出
で
来
ん
時
、
広
き
心
を
も
っ
て
其
難
を
忍
ぶ
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
仮
名
草
子
・
伊
曽
保
物
語
V

以
上
、
シ
ノ
ブ
（
忍
）
の
う
ち
、
「
我
慢
す
る
」
の
意
を
表
す
A
①
に
つ
い
て
見
て
来
た
が
、
シ
ノ
ビ
モ
ア
ヘ
ズ
、
エ
シ
ノ
ビ
ズ
な
ど
打

消
表
現
で
示
す
例
が
目
立
つ
の
は
、
「
我
慢
す
る
」
こ
と
自
体
が
、
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
、
当
然
出
て
来
た
用
法
で

あ
る
。
併
用
語
の
「
恥
」
や
「
苦
」
が
多
い
の
も
意
味
的
に
考
え
て
十
分
に
納
得
が
行
く
。
命
令
形
で
呼
び
か
け
た
り
、
助
動
詞
の
ベ
シ
を

伴
う
例
が
多
い
の
も
、
「
我
慢
す
る
」
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
な
の
で
、
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
り
、
命
じ
た
り
す
れ
ば
、

必
然
的
に
出
て
来
る
用
法
に
な
る
。
つ
ま
り
、
中
世
に
お
け
る
A
①
の
シ
ノ
ブ
（
忍
）
は
、
お
お
む
ね
前
代
と
変
わ
ら
ず
、
用
法
的
に
は
特

に
問
題
は
な
い
。
た
だ
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
作
品
で
、
A
①
「
我
慢
す
る
」
の
用
例
致
が
A
②
の
「
秘
密
に
す
る
、
隠
ず
、

こ
っ
そ
り
と
行
う
」
に
比
べ
て
減
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
で
も
今
回
調
査
し
た
中
世
の
『
保
藷
『
平
治
物
語
」
『
東
関
紀
行
」

「
十
六
夜
日
記
」
「
中
務
内
侍
旦
記
b
、
「
徒
然
草
」
「
御
伽
草
子
」
「
閑
吟
集
」
蓋
本
平
家
物
語
」
お
よ
び
近
世
の
西
鶴
・
芭
蕉
・
近
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松
な
ど
の
作
品
で
は
、
A
①
の
用
例
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
総
体
的
に
A
①
の
使
用
量
が
減
じ
て
い
る
の
は
、
こ
の
語
を

単
独
で
使
う
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
複
合
語
と
し
て
用
い
る
回
数
が
増
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
複
合
語
の
中
で
、
と
り
わ
け
多
か
っ

た
も
の
は
、
シ
ノ
ビ
ア
ヘ
ズ
（
忍
び
敢
へ
ず
）
、
シ
ノ
ビ
ガ
タ
シ
（
忍
び
難
し
）
、
シ
ノ
ビ
カ
ヌ
（
忍
び
か
ぬ
）
の
三
種
で
、
い
ず
れ
も

「
我
慢
す
る
」
こ
と
が
出
来
な
い
と
か
困
難
だ
と
か
の
否
定
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

o
袖
を
か
ほ
に
お
し
あ
て
て
、
し
の
び
あ
へ
ぬ
さ
ま
、
目
も
あ
て
ら
れ
ず
。

o
心
は
た
け
く
も
て
な
せ
ど
も
、
忍
び
あ
へ
ぬ
涙
の
顔
に
こ
ぼ
れ
け
る
こ
そ
、
哀
れ
な
れ
。

o
こ
れ
を
み
る
に
、
い
と
い
た
う
悲
し
う
て
、
し
の
び
あ
へ
ず
泣
き
居
り
け
り
。

o
ミ
ヅ
カ
ラ
忍
ビ
ア
ヘ
ヌ
御
気
色
ニ
テ
「
実
ニ
ハ
シ
カ
ナ
リ
」
ト
仰
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
．
．
．

o
忍
び
あ
へ
ず
ほ
の
め
か
す
だ
に
あ
る
も
の
を
や
が
て
も
ま
ね
く
花
す
す
き
か
な

　
　
　
　
〈
平
家
物
語
・
灌
頂
V

　
　
　
　
　
〈
保
元
物
語
・
下
〉

　
　
　
　
〈
閑
居
友
・
下
ノ
四
V

　
　
　
　
　
　
〈
十
訓
抄
・
五
〉

〈
新
千
載
二
四
・
一
五
二
一
V

o
た
と
し
へ
な
き
人
の
御
さ
ま
を
見
る
に
つ
け
て
も
忍
び
難
く
て
、
を
り
を
り
の
返
冨
も
わ
り
な
く
ま
ぎ
ら
は
し
て
し
た
る
程
．
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
無
名
墓
f
V

o
子
を
お
も
ふ
心
の
や
み
は
猶
忍
び
が
た
く
、
道
を
か
へ
り
み
る
恨
み
は
や
ら
ん
方
な
く
・
・
．
　
　
　
　
　
〈
士
ハ
夜
日
記
V

o
此
ム
ス
メ
ヲ
見
テ
、
心
ニ
カ
ケ
テ
イ
カ
ニ
モ
忍
ガ
タ
ク
覚
ケ
ル
マ
マ
ニ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
沙
石
集
．
一
V
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o
病
に
犯
さ
れ
ぬ
れ
ば
、
そ
の
愁
忍
び
難
し
。

o
と
ふ
に
つ
ら
さ
の
あ
は
れ
も
し
の
び
が
た
く
お
ぼ
え
て
・

■
　
　
　
O

　
〈
徒
然
草
・
一
二
三
〉

〈
問
は
ず
が
た
り
・
五
〉

　
　
o
し
の
び
か
ね
な
み
だ
の
た
ま
の
を
を
た
え
て
こ
ひ
の
み
だ
れ
そ
そ
で
に
見
え
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
＜
新
勅
撰
・
一
一
・
六
九
三
＞

　
　
〇
五
郎
は
し
ほ
る
、
袖
に
し
の
び
か
ね
、
し
ば
し
は
い
で
こ
そ
か
ね
た
り
け
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
曽
我
物
語
・
七
V

　
　
o
ま
こ
と
に
身
に
思
ひ
あ
り
と
覚
し
く
て
、
し
の
び
か
ね
た
る
言
の
葉
の
色
に
出
で
音
に
立
て
て
も
、
た
だ
泣
く
の
み
な
る
有
様
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
世
阿
弥
・
五
音
V

　
　
o
し
の
び
か
ね
し
ほ
ひ
も
し
ら
ぬ
波
の
音
を
猶
吹
き
寄
す
る
袖
の
浦
風
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
新
続
古
今
。
一
一
・
一
〇
七
一
V

　
　
o
つ
き
ぬ
御
物
思
ひ
に
秋
の
あ
は
れ
さ
さ
へ
打
ち
添
へ
て
忍
び
か
ね
さ
せ
ら
れ
た
と
申
す
。
　
　
　
　
＾
天
草
本
平
家
物
語
・
四
〉

右
に
述
べ
た
よ
う
な
複
合
語
化
し
た
例
が
質
量
共
に
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
中
世
以
降
、
「
我
慢
す
る
」
意
の
シ
ノ
ブ
（
忍
）

が
量
的
に
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
と
思
う
。

そ
れ
で
は
続
い
て
、
A
②
の
「
秘
密
に
す
る
」
意
の
シ
ノ
ブ
（
忍
）
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
よ
う
。
こ
の
意
味
の
場
合
、
前
代
で
は
人
の

行
動
を
一
変
9
動
詞
と
共
に
使
わ
れ
た
例
が
多
く
、
特
に
当
時
の
貴
餐
調
の
生
活
様
式
を
反
映
し
て
、
「
通
フ
」
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
、
中
世
に
入
る
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
「
通
フ
」
よ
り
も
出
入
に
関
し
た
言
葉
の
方
が
多
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
で

　
　
〇
三
月
十
五
日
の
暁
、
し
の
び
つ
つ
八
嶋
の
た
ち
を
ま
ぎ
れ
出
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
平
家
物
語
・
一
〇
V
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o
我
は
今
夜
矧
ぴ
て
こ
の
家
を
出
で
ん
と
思
ふ
こ
と
あ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
閑
居
友
．
下
ノ
七
V

　
　
O
し
の
び
つ
、
い
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
問
は
ず
が
た
り
・
一
V

　
　
o
夜
ふ
か
く
も
し
の
び
て
出
る
わ
か
れ
ぢ
に
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
新
撰
菟
玖
波
築
．
一
六
〇
六
V

　
　
o
屋
島
の
館
を
し
の
び
ま
ぎ
れ
出
て
こ
れ
ま
で
迷
ひ
来
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
天
草
杢
半
家
物
語
．
四
＞

　
　
o
し
し
て
も
わ
す
れ
ぬ
此
な
さ
け
ふ
か
く
し
の
び
て
出
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
〈
近
松
．
冥
途
の
飛
脚
V

さ
ら
に
、
人
の
行
動
に
関
し
て
言
え
ば
、
「
秘
密
に
す
る
」
よ
り
も
も
っ
と
そ
の
度
合
い
が
増
し
、
積
極
的
に
他
人
の
目
か
ら
逃
れ
る
意

味
で
使
う
例
が
増
え
て
い
る
。
動
詞
で
い
う
と
「
隠
ル
」
や
「
籠
ル
」
、
名
詞
だ
と
「
人
目
」
と
の
併
用
例
が
相
当
数
あ
る
こ
と
が
、
そ
の

証
拠
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
o
此
の
男
、
烈
、
人
に
か
く
れ
て
時
料
と
ぶ
ら
ひ
け
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
発
心
集
．
八
＞

　
　
O
シ
ノ
ピ
テ
ユ
カ
リ
有
ケ
ル
人
ノ
モ
ト
ニ
カ
ク
レ
ヰ
テ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
沙
石
果
．
一
V

　
　
o
し
の
び
て
も
の
に
こ
も
り
は
べ
る
に
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
中
務
内
侍
日
記
V

　
　
o
寺
・
社
な
ど
に
し
の
び
て
こ
も
り
た
る
も
を
か
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
徒
然
草
．
一
五
V
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o
長
月
の
暮
れ
つ
か
た
、
賀
茂
に
忍
び
て
御
籠
り
の
程
．
．

〈
増
鏡
・
一
二
V

　
　
o
車
に
積
て
人
目
を
こ
そ
創
し
に
、
今
は
物
具
し
た
る
兵
ど
も
京
中
に
充
満
せ
り
。

　
　
o
念
仏
ヲ
信
ジ
テ
、
人
目
ニ
ハ
シ
ノ
ビ
ツ
、
ヒ
ソ
カ
ニ
数
返
シ
ケ
リ
。

　
　
o
こ
れ
も
、
人
目
を
し
の
ば
ん
と
て
、
た
が
ひ
に
い
さ
め
い
さ
め
ら
れ
て
．
．
．

　
　
o
女
な
ん
ど
は
、
し
と
や
か
に
人
目
を
忍
ぶ
も
の
な
れ
ば
．
．
．

　
　
o
惜
し
か
ら
ず
の
う
き
名
や
、
つ
、
む
も
忍
ぶ
も
人
目
も
恥
も
、
よ
い
程
ら
ひ
の
こ
と
か
な
う
。

そ
の
他
、
中
古
で
は
、
人
間
の
曹
怒
哀
楽
に
関
す
る
動
詞
の
う
ち
、

た
。
中
世
以
後
も
こ
れ
ら
は
引
き
続
き
出
て
は
来
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
に
は
多
く
な
い
。

以
上
、
A
②
の
シ
ノ
ブ
（
忍
）
は
中
古
と
申
世
で
併
用
語
彙
に
微
妙
な
差
が
あ
る
が
、

さ
て
、
B
②
の
「
賞
味
す
る
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
B
①
「
思
い
慕
う
」
、
そ
し
て
A
①
「
我
慢
す
る
」

〈
平
治
物
語
・
上
V

　
〈
沙
石
集
・
二
V

　
　
〈
曽
我
物
語
・
三
〉

〈
世
阿
弥
・
拾
玉
得
花
V

　
〈
閑
吟
集
・
二
六
六
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
泣
ク
」
や
対
義
語
「
ア
ラ
ハ
ル
」
と
共
に
使
わ
れ
た
例
が
多
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
不
安
や
苦
悩
に
さ
い
な
ま
れ
、
な
か
な
か

落
ち
着
く
事
が
出
来
な
か
っ
た
中
世
武
家
社
会
の
日
常
生
活
を
、
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
A
②
「
秘
密
に
す
る
」
と
用
例

を
挙
げ
な
が
ら
中
世
以
降
の
憲
味
・
用
法
を
見
て
来
た
が
、
前
号
末
尾
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
シ
ノ
ブ
（
忍
．
偲
）
は
、
意
味
的
に
B
②
を

除
く
あ
と
の
三
つ
が
非
常
に
接
近
し
て
い
る
。
先
に
取
り
挙
げ
た
「
古
今
和
歌
集
」
に
続
き
、
そ
の
約
三
百
年
後
に
成
っ
た
鴨
新
古
今
和
歌

集
」
の
例
で
、
検
証
し
て
み
よ
う
。

　
＊
o
ほ
と
と
ぎ
す
忍
ぶ
る
も
の
を
か
し
は
木
の
も
り
て
も
声
の
聞
え
け
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
く
新
古
今
．
一
一
．
一
〇
四
六
V
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こ
の
歌
は
「
人
知
れ
ず
そ
っ
と
思
い
慕
っ
て
い
た
の
に
、
あ
な
た
に
声
を
聞
か
れ
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
を
い
う
た
め
に
、
例
と
し
て
「
時

鳥
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
は
こ
っ
そ
り
鳴
い
て
い
る
の
に
、
柏
木
の
森
を
洩
れ
て
声
が
聞
こ
え
て
し
ま
っ
た
」
と
歌
っ
た

も
の
で
あ
る
。
ほ
と
と
ぎ
す
は
、
人
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
そ
っ
と
鳴
く
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
で
は
シ
ノ
ブ
は
A
②
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
は
恋
の
部
の
歌
な
の
で
、
た
だ
鳴
く
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
恋
す
る
気
持
ち
が
明
ら
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
B
①
の
意
に
も

当
て
は
ま
る
。
さ
ら
に
、
そ
っ
と
思
い
慕
う
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
忍
耐
心
が
必
要
に
な
る
。
す
る
と
、
表
向
き
現
れ
て
は
い
な
い
が
、

A
①
の
意
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
複
敢
の
類
似
し
た
意
味
を
有
す
る
語
彙
は
、
徐
々
に
第
二
義
的
な
も
の
が
、
主

立
っ
た
強
い
意
味
の
も
の
に
同
化
・
吸
収
さ
れ
て
行
く
。
こ
の
場
合
の
シ
ノ
ブ
は
、
主
と
し
て
A
②
の
意
味
で
使
わ
れ
、
A
①
や
B
①
の
意

味
は
弱
い
。
そ
し
て
、
こ
の
弱
い
意
味
の
方
は
、
用
法
が
限
定
さ
れ
、
独
目
の
世
界
で
生
き
続
け
て
行
く
。
A
①
が
打
消
し
の
語
や
「
苦
」

「
恥
」
を
伴
っ
た
類
型
的
表
現
で
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
B
①
が
主
に
人
を
対
象
に
し
た
用
法
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
こ

と
な
と
は
、
そ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

替
同
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
上
代
で
こ
そ
動
詞
シ
ノ
ブ
は
左
の
よ
う
に
載
然
と
区
別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
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A
シ
ノ
ブ
（
忍
）
　
バ
行
上
二
段
　
①
我
慢
す
る

B
　
シ
ノ
ブ
（
偲
）
　
ハ
行
四
段
　
　
①
思
い
慕
う

②
賞
美
す
る

右
の
三
つ
を
使
用
量
か
ら
見
る
と
、
B
①
が
最
も
多
く
、
そ
れ
に
拮
抗
す
る
形
で
B
②
が
続
き
、
A
①
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
使
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
．
と
こ
ろ
が
、
中
古
に
入
る
と
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
崩
壊
で
甲
乙
の
区
別
が
な
く
な
り
、
連
用
形
の
s
i
n
O
b
・
－
（
忍
）

と
s
i
n
o
F
i
（
偲
）
が
混
同
す
る
。
こ
こ
で
第
二
音
節
の
n
O
が
n
o
に
変
わ
っ
た
と
同
様
、
第
三
音
節
の
b
i
も
b
i
と
な
っ
て
、

お
そ
ら
く
F
i
を
巻
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
号
で
も
触
れ
た
が
、
霜
毒
で
、
シ
ノ
ブ
は
「
忍
」
だ
け

が
、
第
三
音
節
に
声
点
が
二
つ
付
い
た
形
で
出
て
来
る
こ
と
か
ら
判
断
で
き
る
。
ま
た
意
味
的
に
は
、
中
古
に
入
る
と
、
A
の
方
に
新
た
に

②
秘
密
に
す
る
の
意
が
加
わ
り
、
相
当
の
勢
い
で
使
わ
れ
始
め
る
。
そ
し
て
、
上
代
で
は
存
在
の
薄
か
っ
た
A
①
も
、
急
激
に
用
例
薮
が

増
す
。
総
じ
て
A
が
B
を
上
回
る
よ
う
に
な
る
が
、
特
に
B
②
は
B
①
に
吸
収
さ
れ
た
形
で
、
わ
ず
か
に
歌
に
だ
け
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。



A
が
B
を
凌
駕
し
始
め
た
の
は
、
多
分
中
古
の
初
め
で
、
そ
の
ま
ま
勢
い
を
持
続
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
古
辞
書
の
う
ち
、
B
が

饅
頭
屋
本
と
易
林
本
の
節
用
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
A
は
先
述
し
た
「
類
聚
名
義
抄
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
新
撰
字
鏡
」

「
色
葉
字
類
抄
」
「
和
玉
篇
」
の
他
、
文
明
・
明
応
・
天
正
・
鰻
頭
屋
・
黒
本
・
易
林
な
ど
の
各
節
用
集
に
項
目
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
言
え
る
と
思
う
。
こ
う
し
て
中
古
以
降
、
シ
ノ
ブ
は
お
お
む
ね
A
の
①
②
、
そ
し
て
B
①
が
残
る
形
に
な
る
。
こ
の
う
ち
A
①
は
、

徐
々
に
用
法
が
限
ら
れ
、
A
②
に
圧
倒
さ
れ
て
行
く
。
こ
の
稿
の
最
初
に
記
し
た
よ
う
に
、
A
①
は
現
代
で
も
「
恥
を
シ
ノ
ブ
」
「
不
目
由

を
シ
ノ
ブ
」
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
文
章
語
的
な
性
格
が
強
い
。
ま
た
B
①
も
次
第
に
対
象
が
「
故
人
」
お
よ
び
「
昔
」
に
限
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
現
在
に
ま
で
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
中
古
で
使
わ
れ
出
し
た
A
②
は
、
衰
え
る
こ
と
な
く
そ
の
勢
い
を
保
ち
続
け
、

現
代
語
で
も
「
世
を
シ
ノ
ブ
姿
」
「
建
物
の
陰
に
シ
ノ
ブ
」
な
ど
日
常
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
シ
ノ
ブ
の
活
用
は
、
や
は
り
中
古

初
め
の
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
崩
壊
で
上
二
段
が
四
段
に
変
わ
り
出
し
、
時
代
と
共
に
四
段
化
し
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
現

在
で
も
、
シ
ノ
ブ
が
五
段
活
用
動
詞
で
あ
る
こ
と
か
ら
納
得
が
行
く
。
　
（
注
3
）

以
上
、
二
回
に
わ
た
り
、
動
詞
の
シ
ノ
ブ
に
つ
い
て
そ
の
意
味
・
用
法
を
見
て
来
た
が
、
調
査
不
十
分
で
な
か
な
か
思
う
よ
う
な
結
果
を

得
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
す
こ
ぶ
る
不
本
恵
で
は
あ
る
が
、
大
方
の
ご
叱
正
を
期
待
し
て
、
今
回
は
こ
の
辺
で
筆
を
措
く
こ
と
に
し
た

い
。

注
1
以
下
、
シ
ノ
フ
（
偲
）
の
第
三
音
節
は
中
古
で
す
で
に
濁
音
化
し
た
も
の
と
判
断
し
、

に
は
、
シ
ノ
ブ
と
す
る
。

中
世
・
近
世
の
用
例
を
掲
げ
る
際
な
ど

注
2
中
世
・
近
世
の
用
例
採
取
に
当
た
っ
て
は
、
公
刊
の
索
引
類
を
参
照
に
し
た
。
今
こ
こ
で
一
つ
一
つ
書
き
記
す
こ
と
は
省
略
す

る
が
、
あ
ら
か
た
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
旧
版
）
が
底
本
に
な
る
。
ま
た
、
歌
は
「
国
歌
大
観
」
に
よ
っ
た
。

注
3

霧
に
は
「
我
、
こ
れ
を
聞
て
捨
る
に
忍
び
ず
』

古
文
を
重
ん
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（士

l
柵
津
の
釜
）
な
ど
上
二
段
の
例
が
多
い
。
こ
れ
は
作
者
が
擬
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