
『
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物
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の
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性
性
侍
り
文
体
と
商
業
文

服

部

嘉

香

一

 
 
「
女
性
性
」
と
い
う
理
由
 
平
安
朝
時
代
に
は
、
書
簡
文
体
は
、
男
子

に
三
体
、
女
子
に
一
体
が
あ
っ
た
。
男
子
は
尺
綾
体
と
往
来
体
と
消
息
体
の
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
べ
り

，
体
、
女
子
に
消
息
体
の
一
，
体
で
あ
る
が
、
男
子
の
消
息
体
に
は
、
男
性
性
侍
文

体
と
女
性
性
侍
文
体
と
の
別
が
立
て
ら
れ
る
の
で
、
男
子
に
は
四
体
と
い
う
方

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
ん
な
せ
う
そ
こ

が
正
し
い
。
女
子
の
一
体
は
、
仮
名
文
字
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
女
消
息
」
・

を
ん
な
ぶ
み

 
「
女
文
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
男
子
も
用
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

 
「
女
消
息
」
・
「
女
性
消
息
交
」
 
・
「
女
性
侍
文
体
」
な
ど
、
女
子
専
用
の
よ

う
に
い
う
呼
称
は
、
特
に
平
安
中
期
以
後
に
お
い
て
妥
当
で
な
い
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
女
性
的
性
質
を
帯
び
だ
も
の
と
し
て
「
女
性
性
消
息
文
」
と
呼

ぶ
方
が
正
し
い
と
い
え
る
場
合
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
女
性
的
」
・
「
女
牲

調
」
と
い
っ
て
も
よ
く
、
「
軟
質
」
も
し
く
は
目
軟
体
」
と
い
い
か
え
て
も
い

い
。
相
対
し
て
、
男
性
の
意
味
を
冠
す
る
場
合
は
、
「
男
性
性
消
息
文
」
・
「
男

性
的
」
 
・
「
男
性
調
」
・
「
硬
質
」
・
「
硬
体
」
消
息
文
と
す
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
「
女
性
性
消
息
体
（
交
）
」
・
「
男
性
性
消
息
体
（
文
）
」
と
し

て
対
照
さ
せ
て
お
く
。

 
女
性
性
消
息
体
は
、
和
文
調
の
侍
文
体
を
指
す
。
そ
れ
は
、
平
安
初
期
、
男

性
文
学
独
走
の
間
に
あ
っ
て
『
竹
取
物
語
』
に
現
わ
れ
、
男
性
性
消
息
体
は
、

漢
文
、
も
し
く
は
擬
漢
文
調
の
侍
文
体
と
し
て
、
平
安
後
期
、
也
文
体
と
共
に
、

『
明
衡
往
来
」
 
（
別
名
『
雲
州
消
息
」
）
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
。
和
文
調
と

漢
文
調
と
の
間
に
は
、
も
ち
ろ
ん
内
容
の
扱
い
方
を
始
め
、
文
体
・
文
調
・
用

語
・
語
法
の
上
に
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
語
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
和

文
調
の
場
合
は
、
 
「
急
ぎ
ま
か
で
侍
り
。
」
（
『
源
氏
物
語
』
）
の
よ
う
に
、
文

の
終
止
に
は
、
ラ
行
変
格
活
用
の
動
詞
と
し
て
の
終
止
形
「
侍
り
」
が
用
い
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ル

れ
、
漢
文
調
で
は
（
 
「
可
勤
雑
役
侍
」
 
（
『
明
衡
往
来
』
）
の
よ
う
に
、
文
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
 
ニ
 
 
一

終
止
は
、
四
段
活
用
の
動
詞
と
し
て
の
終
止
形
「
侍
る
」
で
結
ば
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
し
忙
が
っ
て
、
女
性
性
消
息
体
は
「
侍
り
文
体
」
、
男
性
性
「
消
息
体
は

「
侍
る
文
体
」
と
呼
ん
で
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

 
な
お
、
室
町
時
代
に
始
ま
り
江
戸
・
明
治
時
代
に
か
け
て
用
い
ら
れ
た
6
5

（
ま
み
ら
せ
候
）
は
、
 
「
侍
り
」
が
鎌
倉
時
代
武
士
用
語
か
ら
起
こ
っ
た
「
候
」

に
圧
倒
さ
れ
て
衰
退
し
、
女
子
も
「
候
」
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
語

調
を
和
ら
げ
て
「
ま
み
ら
せ
候
」
と
し
、
女
子
専
用
の
敬
語
的
表
現
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

 
仮
名
で
書
か
れ
た
竹
取
書
簡
 
『
竹
取
物
語
』
は
、
そ
の
内
容
、
そ
の

原
拠
、
そ
の
作
者
、
そ
の
文
章
、
そ
の
文
体
、
そ
の
成
立
年
月
な
ど
に
つ
い
て

諸
説
様
々
、
む
し
ろ
紛
々
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
巨
細
に
わ
た
る
検
討
は
避

け
て
お
く
。
岡
一
男
博
士
の
、
作
者
は
僧
正
遍
昭
、
年
代
は
貞
観
十
八
年
の
あ
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た
り
か
ら
と
し
て
、
西
暦
の
八
七
六
年
以
後
と
見
、
文
体
は
擬
漢
文
も
し
く
は

宣
命
体
の
真
名
文
の
原
文
が
あ
っ
た
か
と
い
う
加
納
諸
平
の
推
考
を
排
し
て
、

最
初
か
ら
仮
名
文
字
で
書
か
れ
た
も
の
だ
と
す
る
説
に
従
っ
て
お
く
。
そ
う
す

る
と
ハ
 
『
竹
取
』
は
、
紫
式
部
が
い
っ
た
通
り
、
仮
名
文
字
で
書
か
れ
た
「
物

 
 
 
 
 
 
 
 
お
や

語
の
出
で
来
は
じ
め
の
祖
」
で
あ
り
、
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
時
に
、
中
に
収
め

ら
れ
た
書
簡
も
、
和
文
で
書
か
れ
た
「
消
息
文
の
出
で
来
は
じ
め
の
祖
」
と
な

る
。
そ
れ
は
、
次
の
五
通
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
や
む
べ
の
う
ち
ま
ろ

 
 
 
畳
】
 
代
金
下
賜
の
願
状
（
漢
部
内
麿
か
ら
か
ぐ
や
姫
へ
）

 
 
み
 
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
く
み

 
 
皇
子
の
君
、
自
余
弄
い
や
し
き
工
匠
ら
と
も
ろ
と
も
に
、
同
じ
所
に
隠
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
か
さ

 
 
み
た
ま
ひ
て
、
か
し
こ
き
玉
の
枝
を
作
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
官
も
賜
は
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
つ
か
ひ

 
 
と
仰
せ
た
ま
ひ
き
。
こ
れ
を
こ
の
ご
ろ
案
ず
る
に
、
御
使
と
お
は
し
ま
す

 
 
べ
き
か
ぐ
や
姫
の
要
じ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
け
り
と
承
は
り
て
、
こ
の
宮
よ

 
 
り
賜
は
ら
む
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
う
け
い
 
 
 
 
あ
 
べ
の
み
う
 
し

 
 
 
【
二
】
 
注
文
請
状
（
唐
商
王
卿
か
ら
阿
部
御
主
人
へ
）

 
 
 
 
か
は
ご
ろ
も

 
 
火
鼠
の
皮
衣
、
こ
の
国
に
な
き
も
の
な
り
。
音
に
は
聞
け
ど
も
、
い
ま
だ

 
 
見
ぬ
も
の
な
り
。
世
に
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
国
に
も
も
て
ま
う
で
来

 
 
な
ま
し
。
い
と
難
き
あ
き
な
ひ
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
も
し
天
竺
に
た
ま

 
 
さ
か
に
も
て
渡
り
な
ば
、
も
し
長
者
の
あ
た
り
に
と
ぶ
ら
ひ
求
め
む
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
が
ね

 
 
な
き
物
な
ら
ば
、
使
に
添
へ
て
金
を
ば
返
し
奉
ら
む
。

凹
三
】
 
不
足
代
金
請
求
状
（
王
卿
よ
り
阿
部
御
主
人
へ
）

火
鼠
の
皮
衣
、
辛
う
じ
て
、
人
を
出
し
て
求
め
て
奉
る
。
今
の
世
に
も
、

昔
の
世
に
も
、
こ
の
皮
は
た
は
や
す
く
な
き
も
の
な
り
け
り
。
昔
か
し

こ
き
天
竺
の
ひ
じ
り
、
こ
の
国
に
も
て
渡
り
て
侍
り
け
る
、
西
の
山
寺
に

あ
り
と
聞
き
お
よ
び
て
、
お
ほ
や
け
に
申
し
て
、
辛
う
じ
て
買
ひ
取
り
て

 
 
あ
た
ひ
こ
が
ね

奉
る
。
価
の
金
ず
く
な
し
と
、
国
司
、
使
に
申
し
し
か
ば
、
王
卿
が
物
事

へ
て
買
ひ
た
り
。
今
、
金
五
十
両
賜
は
る
べ
し
。
船
の
帰
ら
む
に
つ
け
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ち

た
び
送
れ
。
も
し
金
賜
は
ぬ
も
の
な
ら
ば
、
皮
衣
の
質
返
し
た
べ
。

 
 
 
 
 
 
 
ふ
み

四
四
】
 
慰
謝
の
文
（
か
ぐ
や
姫
か
ら
竹
取
の
翁
へ
）

こ
の
国
に
生
ま
れ
ぬ
る
と
な
ら
ば
、
歎
か
せ
奉
ら
ぬ
ほ
ど
ま
で
侍
る
べ

き
を
、
侍
ら
で
過
ぎ
別
れ
ぬ
る
こ
と
、
返
す
返
す
本
意
な
く
こ
そ
覚
え

侍
れ
。
脱
ぎ
お
く
衣
を
か
た
み
と
見
給
へ
。
月
の
出
で
た
ら
む
夜
は
見
お

こ
せ
た
ま
へ
。
見
す
て
奉
り
て
罷
る
空
よ
り
も
落
ち
ぬ
べ
き
心
地
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
か
ど

【
五
】
 
哀
別
の
文
（
か
ぐ
や
姫
か
ら
帝
へ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
ゴ

か
く
あ
ま
た
の
人
を
た
ま
ひ
て
留
め
さ
せ
た
ま
へ
ど
、
許
さ
ぬ
迎
へ
ま
う

 
 
 
 
 
 
ゐ

で
来
て
、
と
り
当
て
罷
り
ぬ
れ
ぽ
、
口
惜
し
く
悲
し
き
こ
と
、
宮
仕
へ
つ

 
 
ま
っ

か
う
奉
ら
ず
な
り
ぬ
る
も
、
か
く
わ
づ
ら
は
し
き
身
に
て
侍
れ
ば
、
心
得

ず
お
ぼ
し
め
し
つ
ら
め
ど
も
、
心
づ
よ
く
承
は
ら
ず
な
り
し
こ
と
、
な
め

げ
な
る
も
の
に
お
ぼ
し
め
し
と
ど
め
ら
れ
ぬ
る
な
む
、
心
に
と
ど
ま
り
侍

り
ぬ
る
。

 
 
今
は
と
て
天
の
羽
衣
き
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
ぬ
る

以
上
五
通
の
外
に
、
歌
書
簡
の
往
返
が
数
ケ
所
に
あ
る
。

ま
ず
、
書
簡
の
交
体
と
し
て
、
左
の
諸
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
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竹
取
書
簡
の
書
簡
現
象
 
書
簡
交
と
し
て
の
新
し
い
現
象
は
、
次
の
六

ケ
条
で
あ
る
。

 
（
剛
）
女
性
性
消
息
文
が
、
書
簡
史
上
最
初
に
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
（
二
）
そ
れ
が
男
子
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
は
べ
り

 
（
三
）
女
性
性
侍
文
体
と
し
て
未
来
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。

 
（
四
）
発
信
者
が
庶
民
男
子
・
商
人
男
子
・
貴
族
女
子
で
あ
り
、
受
信
者
が

 
 
 
女
・
男
・
男
（
帝
）
で
あ
る
こ
と
。

 
（
五
）
書
簡
意
識
の
裏
付
に
よ
っ
て
鄭
重
味
を
含
み
、
す
で
に
言
文
一
致
で

 
 
 
な
い
こ
と
。

 
（
六
）
明
治
・
大
正
時
代
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
内
容
を
持
つ
商
業

 
 
 
書
簡
文
の
あ
る
こ
と
。

 
第
一
の
、
女
性
性
消
．
息
文
が
男
女
両
用
と
し
て
『
竹
取
』
に
初
見
で
あ
る
か

否
か
は
、
確
信
を
以
て
断
定
し
か
ね
る
。
 
『
竹
取
』
以
前
に
、
ま
た
同
時
代

に
、
類
似
の
物
語
・
説
話
の
類
が
絶
無
だ
っ
た
と
は
断
定
し
か
ね
る
か
ら
で
あ

る
。
九
世
紀
の
後
半
に
、
貴
族
・
庶
民
の
問
に
、
粗
雑
あ
る
ひ
は
稚
拙
な
が
ら

も
消
息
体
の
書
簡
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
あ
る
も
の
が
物
語
・
説
話

の
類
に
利
用
さ
れ
、
そ
う
い
う
消
息
文
を
含
む
多
く
の
物
語
作
品
の
中
の
鶏
群

の
一
鶴
と
し
て
『
竹
取
』
の
み
が
伝
え
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
突
如
と
し
て

『
竹
取
』
一
編
の
み
が
孤
立
し
た
名
作
と
し
て
出
現
し
た
と
思
う
に
は
、
構
想

・
構
文
が
あ
ま
り
に
整
い
過
ぎ
て
い
る
の
感
が
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
現
在
の

と
こ
ろ
、
現
存
の
も
の
と
し
て
は
最
古
の
名
作
に
最
初
の
名
文
書
簡
が
あ
る
と

い
う
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。

 
第
二
の
、
そ
れ
ら
の
女
性
性
消
息
文
が
男
子
作
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
う
い
う

文
体
革
命
の
偉
業
が
学
識
あ
る
男
子
の
手
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら

『
竹
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の
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ば
、
新
文
体
の
開
花
は
、
今
少
．
し
長
い
低
迷
・
低
調
の
期
間
を
要
し
た
で
あ
ろ

う
と
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。
女
子
を
疑
下
し
て
い
う
の
で
は
な

い
。
男
子
の
教
養
が
必
須
で
、
厳
し
く
、
激
し
い
の
に
対
し
、
女
子
が
長
く

 
ざ
え「

才
」
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
た
め
の
準
備
不
足
を
思
う
の
で
あ
る
。

 
紀
貫
之
の
『
土
左
日
記
』
は
、
作
者
を
女
子
に
仮
託
し
、
女
文
と
し
て
書
い

て
い
る
が
、
貫
之
が
漢
交
の
書
け
る
学
識
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
文
致
も
和
文
体

な
が
ら
、
漢
文
式
に
簡
潔
・
淡
泊
で
、
時
と
し
て
生
硬
な
部
分
も
あ
り
、
後
期

の
女
流
全
盛
の
頃
に
見
る
よ
う
な
物
の
あ
は
れ
の
情
趣
・
余
情
・
甘
え
・
美
化

と
い
っ
た
よ
う
な
趣
が
見
え
な
い
の
は
当
然
と
い
っ
て
い
い
こ
と
で
あ
っ
て
、

男
子
が
女
文
の
創
定
を
試
み
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
『
竹
取
』
と
な
る

と
、
 
『
土
左
」
よ
り
は
六
十
年
ば
か
り
先
ん
じ
た
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
作
り

物
語
と
実
録
物
と
の
相
違
が
あ
る
と
は
い
え
、
和
文
で
書
か
れ
た
文
品
が
健
康

で
、
素
朴
で
、
流
暢
で
、
一
と
息
に
二
節
を
刻
む
墨
隈
文
、
地
の
文
、
会
話
の

文
、
消
息
の
文
に
は
長
・
短
全
文
の
変
化
に
意
を
用
い
、
物
の
あ
は
れ
の
情
趣

・
余
情
・
甘
え
・
美
化
も
な
か
な
か
に
豊
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
に
女
流
作

家
が
固
事
文
以
外
は
、
範
と
し
た
抜
巧
と
い
っ
て
よ
く
、
同
じ
く
男
子
作
で
あ

り
な
が
ら
、
 
『
竹
取
』
が
『
土
左
』
以
上
に
遙
か
に
女
文
の
趣
を
示
し
て
い
る

点
は
、
平
安
文
化
生
活
の
女
性
化
が
す
で
に
萌
し
て
い
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ

瀕
つ
。

 
第
三
の
、
．
女
性
性
消
息
文
が
侍
文
体
で
あ
る
こ
と
は
、
平
安
全
期
を
通
じ
て
・

の
主
調
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
片
鱗
が
『
竹
取
』
に
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ

き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
王
卿
の
文
に
一
ヶ
所
、
か
ぐ
や
姫
の
文
に
僅
か
に
五
ヶ
所

を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
が
、
地
の
文
に
は
多
く
用
い
ら
れ
、
会
話
の
部
分
に
更

に
多
く
、
消
息
の
中
の
六
を
一
と
す
れ
ば
、
地
の
文
の
頻
度
数
は
五
、
、
会
話
の

（3）



部
分
の
は
十
の
割
合
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
敬
語
と
し
て
は
、
 
「
奉
る
」
、

「
給
ふ
」
が
主
調
を
な
し
て
は
い
る
も
の
の
、
 
「
侍
り
」
が
や
が
て
こ
れ
に
代

ろ
う
と
す
る
未
来
性
が
看
取
さ
れ
る
。
わ
た
く
し
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
諸
本
に

よ
っ
て
異
同
は
あ
る
が
、
侍
文
体
の
消
息
の
重
な
も
の
の
数
は
、
 
『
竹
取
」
に

五
、
 
『
落
窪
物
語
』
に
五
七
、
 
『
蜻
蛉
日
記
』
に
＝
奇
曲
、
 
『
源
氏
物
語
』
に

二
七
一
、
 
『
枕
草
子
』
に
一
九
で
あ
る
。
侍
文
体
が
『
竹
取
』
に
始
ま
っ
て

『
源
氏
』
に
最
高
峰
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
第
四
に
、
発
・
受
信
者
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
頃
、
貴
族
．
庶
民
の
間
に

書
簡
往
返
の
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
文

例
〔
一
〕
は
、
宮
中
奉
仕
の
金
銀
細
工
人
の
長
、
漢
部
内
麿
が
か
ぐ
や
姫
に
充

て
た
庵
の
、
文
例
〔
二
〕
と
〔
三
〕
は
唐
の
商
人
か
ら
阿
部
御
主
人
に
送
っ
た

も
の
で
、
こ
の
三
通
の
発
信
者
は
庶
民
と
見
て
よ
く
、
受
信
者
は
、
か
ぐ
や
姫

を
貴
族
の
姫
君
と
す
れ
ば
、
宮
中
の
帝
と
共
に
貴
族
階
級
と
し
て
対
さ
せ
る
こ

と
も
無
稽
で
な
い
か
ら
、
姫
と
帝
と
の
和
歌
の
往
返
や
、
帝
へ
の
姫
の
哀
別
の

書
状
も
、
貴
族
相
互
め
文
と
見
て
よ
く
、
竹
取
の
翁
へ
の
慰
謝
の
文
は
育
て
の

親
へ
の
も
の
で
、
目
下
か
ら
目
上
へ
の
書
簡
の
例
と
な
ろ
う
。
帝
と
姫
と
の
問

 
 
 
お
ほ
ん
ふ
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ん
か
へ
り
ご
と

で
は
、
 
「
御
文
を
書
き
て
通
は
せ
給
ふ
。
御
返
事
さ
す
が
に
憎
か
ら
ず
聞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
ん
う
た

え
か
は
し
給
ひ
て
、
お
も
し
ろ
き
木
草
に
つ
け
て
も
、
御
歌
を
詠
み
て
っ
か
は

す
。
」
と
本
文
に
あ
っ
て
、
そ
の
歌
交
が
出
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、

ふ
み

文
で
は
上
下
の
別
が
あ
り
、
歌
で
は
同
格
で
あ
り
、
往
返
も
度
々
で
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。

 
第
五
の
、
鄭
重
味
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
も
ま
た
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

国
文
学
者
・
国
語
学
者
の
間
で
は
、
平
安
朝
物
語
類
の
文
章
は
当
時
の
口
語
体

を
写
し
た
も
の
だ
と
い
う
説
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
妥
当
だ
と
は
い

え
な
い
も
の
が
あ
る
。
最
も
古
い
『
竹
取
』
で
も
、
口
語
忍
野
の
跡
は
す
で
に

薄
い
の
で
は
な
い
か
。
 
『
落
窪
』
や
『
蜻
蛉
』
で
も
、
本
文
に
は
ユ
ー
マ
ラ
ス

な
文
致
が
あ
り
な
が
ら
、
書
簡
と
な
る
と
、
「
雨
蛙
」
（
『
蜻
蛉
』
 
「
尼
帰
る
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き

の
し
ゃ
れ
。
）
な
ど
稀
少
の
例
外
を
除
い
て
は
譜
誰
性
を
棄
て
、
生
ま
じ
め
な

文
章
と
し
て
い
る
し
、
厳
粛
な
文
章
さ
え
少
な
く
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
消

息
文
が
す
で
に
言
文
一
致
で
な
く
、
言
文
分
離
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
消
息
文
は
、
身
分
の
高
下
を
問
わ
ず
、
鄭
重

に
書
く
べ
き
も
の
で
あ
る
し
、
相
手
に
よ
っ
て
文
章
の
待
遇
に
注
意
す
べ
き
で
，

あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
が
た
め
の
文
章
へ
の
表
わ
れ
で
は
な
い
か
。
 
『
文

選
』
あ
た
り
か
ら
の
恒
接
の
影
響
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
書
簡

と
し
て
の
形
式
化
と
い
う
こ
と
が
、
自
然
に
芽
生
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

卑
自
敬
語
の
「
侍
り
」
が
女
性
性
消
息
交
の
中
に
、
 
「
侍
る
」
が
男
性
性
消
息

文
の
中
に
浸
染
・
深
化
し
て
数
多
い
の
も
、
そ
う
い
う
心
理
の
潜
在
か
ら
の
こ

と
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
第
六
の
商
業
書
簡
文
の
こ
と
、
こ
れ
は
実
に
驚
く
べ
き
現
象
と
い
わ
ね
ば
な

ら
ん
。
作
者
が
博
学
の
僧
正
遍
昭
で
あ
る
と
し
て
も
、
彼
の
創
作
と
は
い
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
第
一
、
日
本
人
の
根
性
か
ら
出
た
も
の
と
も
思
え
な
い
の
で
あ

る
。
委
し
く
後
述
し
た
い
。

二

 
わ
が
国
最
初
の
庶
民
書
簡
 
文
例
〔
一
〕
は
、
特
に
わ
が
国
最
初
の
和

文
の
書
簡
と
し
て
の
名
誉
を
持
つ
。
古
く
万
葉
仮
名
書
簡
二
通
は
あ
る
が
、
完

文
と
も
い
え
な
い
し
、
先
行
例
も
、
後
続
例
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
 
『
竹

取
』
以
前
に
消
息
文
を
収
め
た
物
語
・
説
話
の
類
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
、
文

（4）



例
〔
一
〕
は
極
め
て
貴
重
な
、
名
誉
あ
る
、
わ
が
国
最
初
の
女
性
性
消
息
文
と

せ
ね
ば
な
ら
ん
。
か
ぐ
や
姫
が
、
い
い
寄
る
皇
子
や
貴
族
の
う
る
さ
い
妻
問
い

に
困
じ
果
て
て
、
そ
の
う
ち
の
五
入
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
難
題
を
持
ち
か
け
、

 
 
い
し
づ
く
り
の
み
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
ら
も
ち

る
。
石
作
皇
子
に
は
天
竺
に
あ
る
仏
の
御
石
の
鉢
を
、
軽
軽
皇
子
に
は
東
海

の
蓬
莱
の
山
に
あ
る
黄
金
の
木
の
一
枝
を
、
右
大
臣
阿
部
御
主
人
に
は
唐
土
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
は
ご
ろ
も

「
あ
る
火
に
焼
け
ぬ
火
鼠
の
蓑
 
（
皮
衣
）
を
、
大
伴
大
納
言
に
は
竜
の
首
に
あ

 
 
 
 
 
 
 
い
そ
の
か
み

る
五
色
の
珠
を
、
石
上
中
納
言
に
は
燕
の
持
つ
子
安
貝
を
持
ち
帰
っ
て
賜
わ
る

な
ら
ば
、
そ
の
方
の
お
気
持
に
従
わ
う
と
い
う
。
そ
の
ど
れ
も
が
実
在
し
な
い

こ
と
を
姫
が
承
知
の
上
で
の
難
題
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
車
持
皇
子
は
「
心

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
く
み

た
ば
か
り
あ
る
人
」
で
、
隠
れ
家
に
金
銀
細
エ
に
長
け
た
工
匠
ら
六
人
を
入
れ

て
似
せ
物
の
黄
金
の
木
の
枝
を
造
ら
せ
、
か
ぐ
や
姫
に
待
参
し
た
と
こ
ろ
へ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
み

折
か
ら
六
人
の
工
匠
が
庭
に
来
て
駆
込
み
訴
え
を
す
る
。
長
の
漢
部
内
麿
が
文

ば
さ
み

挾
に
並
ん
だ
文
を
差
出
す
の
で
、
姫
は
「
こ
の
奉
る
女
を
取
れ
。
」
と
い
い
、

取
り
上
げ
て
披
見
す
る
と
、
文
例
〔
一
〕
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
好
計
が
露

見
す
る
。
皇
子
は
一
生
の
恥
で
あ
る
と
、
深
山
に
隠
れ
住
ん
で
、
姿
を
見
か
け

る
人
も
な
く
な
っ
た
と
い
う
物
語
な
の
で
あ
る
。
漢
部
は
帰
化
人
の
姓
で
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
く
も
ど
こ
ろ

が
、
何
代
か
の
後
で
あ
ろ
う
か
ら
日
本
人
と
見
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
作
物
所

 
つ
か
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
け
こ

の
司
で
あ
る
が
、
家
子
の
賃
金
を
皇
子
の
御
使
（
妻
妾
の
義
。
）
で
あ
ら
せ

ら
れ
る
か
ぐ
や
姫
よ
り
頂
き
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
庶
民
と
見
て
い
い

で
あ
ろ
う
。
文
を
文
系
の
先
に
挿
し
て
差
出
す
の
は
貴
人
へ
の
礼
で
あ
っ
た
か

ら
、
こ
の
点
か
ら
も
庶
民
の
礼
に
従
っ
た
こ
と
が
解
る
。
文
も
、
敬
語
は
多
い

が
、
焦
り
気
味
の
口
調
で
、
十
分
に
は
整
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
、
却
っ
て
庶

民
ら
し
さ
を
見
せ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
わ
が
国
最
初
の
和
文
の
女
性
性
消
息

文
が
、
庶
民
か
ら
の
も
の
で
、
男
子
の
作
で
、
内
容
が
、
賃
金
下
賜
の
願
状
、

『
竹
取
物
語
』
の
女
性
性
侍
り
文
体
と
商
業
交

純
商
業
文
で
は
な
い
が
、
代
金
請
求
状
で
あ
る
こ
と
は
、
日
常
往
返
の
普
通
消

息
文
も
か
な
り
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
せ
ら
れ
る
。

 
貴
族
の
歌
書
簡
こ
の
段
の
物
語
に
は
、
歌
書
簡
の
往
返
が
二
回
あ
る
。

一
つ
は
竹
取
の
翁
が
車
持
皇
子
の
苦
心
談
を
聞
い
て
深
く
同
情
し
た
歌
と
そ
の

返
歌
で
あ
る
。

【
六
】
 
．
竹
取
の
翁
か
ら
車
持
皇
子
へ
歌
書
簡

く
れ
竹
の
よ
よ
の
竹
と
り
野
山
に
も
さ
や
は
わ
び
し
き
ふ
し
を
の
み
見
し

【
七
】
 
返
 
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
ぐ
さ

わ
が
塞
け
ふ
乾
け
れ
ば
わ
び
し
さ
の
千
種
の
数
も
忘
ら
れ
ぬ
べ
し

 
竹
取
の
翁
が
、
私
も
長
ら
く
生
業
の
上
に
苦
労
を
し
て
来
た
が
、
お
話
の
よ

う
な
苦
し
さ
に
遭
う
た
こ
と
は
な
い
、
と
同
情
し
た
に
対
し
て
、
車
持
皇
子
は
、

苦
心
・
鯉
難
を
重
ね
て
、
涙
に
襖
も
濡
れ
た
が
、
今
日
は
黄
金
の
枝
を
差
上
げ

た
の
で
、
そ
れ
も
乾
い
て
、
苦
労
も
忘
れ
た
こ
と
よ
、
と
応
え
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
皇
子
と
姫
と
の
間
に
も
歌
の
往
返
が
あ
る
。

【
八
】
 
車
持
皇
子
か
ら
か
ぐ
や
姫
へ
歌
書
簡

い
た
づ
ら
に
身
は
な
し
っ
と
も
玉
の
枝
に
手
折
ら
で
さ
ら
に
帰
ら
ま
し
や

は

【
九
】
 
返
 
し

ま
こ
と
か
と
聞
き
て
見
つ
れ
ば
言
の
葉
も
か
ざ
れ
る
玉
の
枝
に
ぞ
あ
り
け

（5）



る

 
た
と
え
命
を
失
う
と
も
、
玉
の
枝
を
手
に
入
れ
な
い
で
は
帰
り
ま
せ
ん
、
と

い
う
の
に
対
し
、
工
匠
ら
の
駆
込
み
訴
え
が
あ
っ
た
後
な
の
で
、
か
ぐ
や
姫
か

ら
は
、
偽
物
と
知
っ
て
安
心
し
た
。
言
葉
で
欺
い
た
偽
物
で
あ
っ
た
こ
と
よ
、

と
応
え
た
の
で
あ
る
。

 
わ
が
国
最
初
の
商
業
書
簡
文
 
文
例
〔
二
〕
．
〔
三
〕
は
、
唐
の
国
の

貿
易
商
王
卿
の
文
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
純
粋
の
商
業
書
簡
文
で
、
商
魂
の

逞
し
さ
、
車
引
の
巧
み
さ
は
正
に
唐
国
根
性
丸
出
し
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
事
は

貞
観
期
の
日
本
の
世
相
を
反
映
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
、
実
際
に
商
取
引
に
使

わ
れ
た
交
書
が
あ
っ
て
、
偶
然
日
本
の
作
者
に
利
用
さ
れ
、
見
事
な
女
性
性
消

息
交
の
形
と
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
当
時
上
流
社
会
に
は
奢
修
．
淫
逸
の

風
俗
が
起
こ
り
、
家
は
寝
殿
造
と
な
り
、
衣
服
・
調
度
も
華
美
を
極
め
、
歌
舞

・
音
曲
・
歌
合
・
詩
合
・
扇
合
・
双
六
・
囲
碁
・
曲
水
の
宴
等
々
、
あ
れ
こ
れ

の
遊
び
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
頃
で
あ
る
。
こ
の
感
情
浮
動
に
乗
じ
て
商
人
が
活

躍
し
、
男
女
貴
族
へ
の
誘
惑
も
甚
だ
し
く
な
り
、
国
内
需
給
で
は
事
足
り
ず
、

唐
商
の
輸
入
も
歓
迎
さ
れ
た
折
柄
、
阿
部
御
主
人
は
火
船
の
皮
衣
の
必
要
に
迫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
ろ
こ
し
ぶ
ね

ら
れ
た
。
そ
こ
に
、
た
ま
た
ま
唐
土
船
が
当
時
日
唐
貿
易
の
要
港
で
あ
っ
た
博

多
の
浦
に
来
た
こ
と
を
知
っ
て
、
御
主
人
は
、
小
野
房
守
と
い
う
の
を
使
と
し

て
、
罫
書
王
卿
が
滞
在
す
る
博
多
附
近
の
唐
人
町
に
遣
わ
し
、
前
渡
金
幾
ば
く
か

を
添
え
、
書
簡
を
以
て
火
食
の
皮
衣
を
注
文
す
る
。
そ
の
返
事
が
文
例
〔
二
〕

で
あ
る
。
文
意
は
、
一
御
注
文
の
品
は
唐
国
（
日
本
の
意
で
は
な
い
。
）
に

も
ご
ぎ
い
ま
せ
ん
。
名
に
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
一
見
し
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
世
に
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
唐
に
も
来
て
お
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
と
て
も
見
込
み
薄
で
あ
り
ま
す
が
、
幸
い
に
イ
ン
ド
に
で
も
あ
り
ま

し
て
、
た
ま
た
ま
唐
に
渡
来
し
た
の
を
富
豪
ど
も
が
持
っ
て
い
ま
し
た
な
ら
ば

翼
い
受
け
て
参
り
ま
す
。
も
し
型
物
入
手
が
困
難
で
し
た
ら
、
お
預
り
の
前
金

は
御
返
済
い
た
し
ま
す
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
阿
部
御
主
人
は
、
日
本
に
な
い

と
思
う
の
で
自
分
（
唐
商
）
に
注
文
し
た
。
し
か
し
、
唐
に
も
な
い
ら
し
い
。

王
卿
は
「
，
占
め
た
1
」
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
抜
け
目
の
な
い
注
文
請
状

を
送
っ
た
の
で
あ
る
。

 
小
野
房
守
は
同
船
し
て
唐
に
渡
り
、
や
が
て
博
多
に
帰
着
し
た
。
そ
の
こ
と

を
直
ぐ
京
に
知
ら
せ
る
。
御
主
人
は
脚
の
速
い
駿
馬
を
以
て
博
多
に
房
守
を
迎

え
る
。
引
墨
は
そ
の
馬
を
飛
ば
し
て
、
箱
詰
の
皮
衣
と
王
卿
の
書
簡
を
携
え
、

僅
か
七
日
で
京
に
帰
り
、
御
主
入
に
皮
衣
と
文
例
〔
三
〕
の
納
品
通
知
兼
不
足

代
金
請
求
状
を
渡
す
。
そ
の
内
容
は
、
1
苦
心
の
末
、
御
下
命
の
火
鼠
の
皮

衣
を
使
を
出
し
て
買
い
入
れ
ま
し
た
の
で
上
納
い
た
し
ま
す
。
現
今
は
も
ち
ろ

ん
、
昔
と
て
も
こ
の
皮
は
容
易
に
入
手
し
が
た
い
物
で
あ
り
ま
し
た
。
幸
い
古

い
頃
、
イ
ン
ド
の
尊
い
高
僧
が
唐
に
持
っ
て
来
て
お
り
ま
し
た
の
が
西
方
の
山

寺
に
あ
る
と
聞
き
及
び
ま
し
た
の
で
、
な
か
な
か
手
離
し
ま
せ
ん
の
を
、
公
儀

の
お
声
が
か
り
を
煩
わ
し
、
よ
う
や
く
買
い
取
り
ま
し
た
の
で
差
出
し
ま
す
。
、

世
話
に
な
り
ま
し
た
そ
の
地
の
役
入
が
代
金
不
足
の
由
を
使
に
申
し
ま
し
た
の

で
、
私
が
立
て
替
え
て
支
払
っ
て
お
き
ま
し
た
。
お
預
り
の
前
金
の
外
に
金
五

十
両
を
、
弊
船
出
帆
前
に
間
に
合
う
よ
う
お
届
け
願
い
ま
す
。
も
し
不
足
金
を

下
さ
ら
ぬ
場
合
は
、
皮
衣
の
現
品
を
お
返
し
願
い
ま
す
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

御
主
人
が
現
品
を
見
る
と
、
箱
は
瑠
璃
を
様
々
に
彩
色
し
て
あ
り
、
皮
衣
は
紺

青
に
輝
き
、
毛
の
末
端
は
金
色
燦
然
と
し
た
も
の
な
の
で
、
僅
か
な
不
足
金
、

何
程
の
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
、
歓
喜
し
て
唐
の
方
を
伏
し
拝
み
、
自
分
は
門
の

（6）
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と
こ
ろ
ま
で
持
参
し
て
、
竹
取
の
翁
を
通
じ
て
か
ぐ
や
姫
に
届
け
さ
せ
る
。
姫

は
こ
れ
を
見
て
、
一
時
は
、
あ
る
い
は
本
物
か
と
、
不
安
を
覚
え
た
ぐ
ら
い
だ

っ
た
が
、
こ
の
皮
衣
を
火
に
焼
い
て
、
も
し
焼
け
な
い
時
は
、
結
婚
の
承
諾
も

や
む
を
得
な
い
か
と
い
う
由
を
翁
が
取
り
次
ぐ
と
、
御
主
人
は
天
に
も
昇
る
心

地
で
火
に
焼
く
こ
と
を
承
諾
す
る
。
焼
か
せ
て
み
る
と
、
 
「
め
ら
め
ら
と
焼
け

ぬ
。
」
 
（
「
め
ら
め
ら
」
は
諸
書
に
解
を
示
し
て
い
な
い
ほ
ど
の
名
句
で
あ

る
。
 
「
ぼ
や
ぼ
や
と
」
だ
け
で
は
当
た
ら
な
い
が
、
 
「
火
が
な
め
る
よ
う
に
、

ぼ
や
ぼ
や
と
」
と
で
も
い
う
感
じ
で
あ
る
。
）
．
と
い
う
始
末
と
な
り
、
 
「
大

臣
、
こ
れ
を
見
給
ひ
て
、
御
忌
は
草
の
葉
の
色
し
て
み
た
ま
へ
り
。
」
と
、
悲

喜
劇
で
終
る
の
で
あ
る
。

 
王
卿
の
文
は
、
二
通
と
も
委
曲
・
周
到
、
抜
け
目
の
な
い
、
模
範
的
な
商
業

文
で
あ
る
。
前
に
は
、
品
の
見
つ
か
ら
ぬ
節
は
、
前
受
金
は
返
す
と
書
い
て
お

り
な
が
ら
、
後
の
文
で
は
、
不
足
金
を
下
さ
ら
な
い
な
ら
、
現
品
を
返
却
さ
れ

た
い
と
い
っ
て
、
前
受
金
の
こ
と
に
は
何
ら
触
れ
て
い
な
い
。
違
約
金
と
し
て

没
収
す
る
意
味
を
示
す
文
言
が
あ
る
わ
け
で
で
も
な
い
。
．
ま
た
、
王
卿
は
北
九

州
地
方
に
幾
日
か
商
売
を
す
る
の
で
、
「
船
の
帰
ら
ん
に
つ
け
て
た
び
送
れ
。
」

と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
種
の
居
催
促
で
も
あ
る
。
ま
こ
と
に
ず
る
さ

を
隠
し
た
抜
け
目
の
な
い
交
で
あ
る
が
、
地
の
本
文
に
抜
け
目
の
あ
る
の
は
、

ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
本
草
綱
目
』
に
は
、
火
鼠
は
西
域
、
南
海
大

州
の
野
火
の
中
に
産
し
、
そ
の
毛
皮
で
布
に
織
る
が
、
汚
れ
た
時
に
は
火
中
に

入
れ
て
洗
う
と
あ
る
。
こ
の
火
に
焼
け
ぬ
意
味
の
こ
と
は
、
か
ぐ
や
姫
の
最
初

の
難
題
申
出
で
の
時
に
い
わ
せ
た
か
っ
た
。
ま
た
、
本
文
に
は
、

 
 
も
ろ
こ
し
ぶ
ね

か
の
唐
土
船
来
け
り
。
小
野
房
守
ま
う
で
来
て
ま
う
上
る
、
と
い
ふ
を

『
竹
取
物
語
」
の
女
性
性
侍
り
文
体
と
商
業
文

 
 
 
 
 
 
と

聞
き
て
、
歩
み
疾
う
す
る
馬
を
も
ち
て
、
走
ら
せ
迎
へ
さ
せ
給
ふ
時
に
、

馬
に
乗
り
て
筑
紫
よ
り
た
だ
七
日
に
上
り
ま
う
で
来
た
り
。

と
あ
る
。
房
守
が
王
卿
の
船
で
博
多
に
帰
着
し
、
上
京
す
る
由
を
誰
が
阿
部
御

主
人
に
知
ら
せ
た
か
。
そ
れ
を
聞
い
て
駿
馬
を
博
多
へ
走
ら
せ
て
房
守
を
迎

え
、
房
守
は
そ
の
馬
で
七
日
で
京
に
上
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
 
『
竹
取
』

に
後
れ
る
こ
と
五
十
年
、
廷
長
五
年
（
抽
ニ
ゼ
）
に
奉
算
し
た
『
延
喜
式
」
に
よ
れ

ば
、
京
都
か
ら
大
宰
府
ま
で
の
行
程
は
、
上
り
三
十
日
、
下
り
十
四
日
、
海
路

な
ら
ば
上
り
下
り
共
に
三
十
日
を
要
す
る
と
あ
る
。
 
「
筑
紫
」
と
あ
る
の
は
博

多
近
く
の
唐
人
町
の
こ
と
で
、
大
宰
府
よ
り
は
少
し
近
く
、
五
十
年
の
前
後
も

あ
る
の
で
、
多
少
の
相
違
は
あ
ろ
う
が
、
仮
に
同
じ
日
数
と
す
れ
ば
、
房
守
の

博
多
着
を
京
に
知
ら
せ
る
に
上
り
三
十
日
、
御
主
人
が
房
守
の
帰
国
を
知
っ
て

即
日
迎
え
の
駿
馬
を
走
ら
せ
た
そ
の
馬
は
下
り
七
日
、
房
守
が
そ
れ
に
乗
っ
て

京
に
帰
り
着
く
ま
で
が
七
日
、
そ
こ
で
御
主
人
は
皮
衣
を
見
て
驚
喜
し
、
唐
の

方
、
多
分
王
卿
の
書
状
ま
で
を
伏
し
拝
み
、
房
守
か
別
使
を
仕
立
て
て
不
足

金
五
十
両
を
博
多
で
待
つ
王
卿
に
曳
け
さ
せ
る
の
に
駿
馬
の
便
に
よ
る
と
し
て

．
更
に
七
日
と
い
う
手
順
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
房
守
の
復
命
は
四
十
四
日
目
と

な
り
、
王
卿
が
五
十
両
を
入
手
す
る
の
は
五
十
一
日
目
と
な
る
が
、
ど
ん
な
も

の
で
あ
ろ
う
。
房
守
は
、
な
ぜ
、
博
多
帯
と
同
時
に
そ
の
地
の
駿
馬
を
傭
っ

て
、
七
日
な
り
、
十
日
な
り
で
入
京
す
る
手
段
を
採
ら
な
か
っ
た
か
。
本
文
で

は
、
一
頭
の
駿
馬
が
七
日
で
行
き
、
七
日
で
帰
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
か
に
駿

馬
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仮
に
駅
．
馬
の
便
を
利

川
し
て
、
宿
場
々
々
で
馬
を
代
え
、
乗
り
継
ぎ
乗
り
継
ぎ
急
ぐ
と
し
て
も
、
往

復
共
片
道
七
日
は
む
つ
か
し
い
で
あ
ろ
う
。
待
ち
に
待
つ
御
主
人
に
一
刻
も
早

（7）



く
届
け
て
喜
ば
す
場
面
を
描
こ
う
と
し
て
、
 
「
歩
み
疾
う
す
る
馬
」
に
よ
っ
て

「
た
だ
七
日
に
上
り
」
と
い
う
鮮
や
か
さ
を
見
せ
よ
う
と
し
て
の
、
作
者
の
ミ

ス
で
は
な
い
の
か
。

 
ま
た
、
く
せ
者
の
唐
商
王
卿
が
、
不
足
金
五
十
両
と
引
換
に
し
な
い
で
、
前

以
て
房
守
に
皮
衣
を
渡
す
と
い
う
の
は
、
大
様
に
過
ぎ
る
感
が
あ
り
、
唐
入
の

商
慣
習
と
し
て
も
、
ど
う
か
と
思
う
。
注
文
主
を
信
用
し
て
い
る
と
し
て
も
、

五
十
両
の
た
め
に
五
十
一
日
も
待
つ
と
い
う
の
は
、
北
九
州
各
地
の
取
引
に
幾

日
か
を
費
す
と
し
て
も
、
長
過
ぎ
る
滞
留
と
な
り
は
し
な
い
か
。

 
今
一
つ
、
文
例
〔
三
〕
に
は
一
ケ
所
「
侍
り
」
が
あ
る
。
尊
い
高
僧
に
つ
い

て
の
叙
述
で
あ
る
か
ら
、
敬
意
を
含
め
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
女
性
性
消
息
文

に
現
わ
れ
た
最
初
の
「
侍
り
」
と
し
て
記
録
し
て
お
き
た
い
。

 
王
卿
の
二
通
の
交
は
、
大
正
三
年
十
月
初
刊
の
拙
著
『
最
新
商
用
文
精
義
』

に
引
用
し
た
の
が
最
初
の
紹
介
で
あ
る
。
 
（
後
出
の
二
．
三
の
類
書
に
転
載
さ

れ
て
い
る
。
）
題
材
か
ら
い
っ
て
純
粋
に
日
本
種
で
は
な
く
、
中
国
種
で
あ
ろ

う
。
当
時
舶
載
の
向
こ
う
の
小
説
な
ど
に
あ
っ
た
も
の
を
和
文
化
し
た
の
か
も

知
れ
な
い
が
、
ま
だ
出
典
を
見
出
し
か
ね
て
い
る
。
大
方
の
御
示
教
也
仰
ぎ
た

い
。
一
千
一
百
年
ば
か
り
も
前
、
十
世
紀
に
も
入
ら
ぬ
頃
に
、
日
本
の
散
文
文

学
の
第
一
名
作
晶
の
『
竹
取
物
語
』
の
中
に
、
こ
う
い
う
模
範
的
な
商
業
書
簡

文
が
あ
る
こ
と
は
、
奇
蹟
的
な
驚
き
で
あ
る
。
文
学
史
で
は
軽
視
し
て
も
、
書

簡
史
の
上
か
ら
は
貴
重
な
文
献
的
価
値
を
認
め
ね
ば
な
ら
ん
も
の
で
あ
る
。

 
皮
衣
に
つ
い
て
も
歌
書
簡
の
往
返
が
あ
る
。
阿
部
御
主
人
が
皮
衣
を
竹
取
の

翁
に
渡
す
時
に
歌
〔
一
〇
〕
を
添
え
た
の
は
、
今
日
こ
そ
は
涙
に
濡
れ
虎
挟
も

乾
い
て
、
皮
衣
を
晴
着
に
着
る
こ
と
で
し
ょ
う
と
、
心
も
浮
き
立
つ
思
い
か
ら

で
あ
る
が
、
 
「
め
ら
め
ら
と
焼
け
ぬ
」
と
な
り
、
姫
は
箱
に
返
歌
だ
け
を
入
れ

て
返
し
た
の
で
あ
る
。

【
一
〇
】
 
阿
部
御
主
人
か
ら
か
ぐ
や
姫
へ
歌
書
簡

か
ぎ
り
な
き
お
も
ひ
に
や
け
ぬ
革
ご
ろ
も
被
か
は
き
て
け
ふ
こ
そ
は
着
め

【
＝
】
 
返
 
し

の
こ
り
な
く
燃
ゆ
と
知
り
せ
ば
か
わ
ご
ろ
も
お
も
ひ
の
ほ
か
に
お
き
て
見

ま
し
を

 
返
歌
〔
一
一
〕
は
、
無
残
に
燃
え
つ
く
し
て
し
ま
う
も
の
と
知
っ
て
い
た
な

ら
ば
、
心
配
な
ど
せ
ず
、
 
「
思
ひ
（
“
火
）
」
の
外
に
置
い
て
、
焼
か
ず
に
眺

め
て
い
た
も
の
を
、
の
意
で
あ
る
。

 
女
性
性
侍
文
体
の
最
初
の
名
文
 
文
例
〔
四
〕
．
〔
五
〕
は
、
か
ぐ
や

姫
の
消
息
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
物
語
の
構
想
が
、
化
身
説
話
・
求
婚
説
話

・
昇
天
説
話
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
、
消
息
文
も
、
古
い
頃
か
、
当
代
に

流
布
し
た
伝
説
・
説
話
の
中
に
あ
る
も
の
の
転
用
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
は
確

か
め
よ
う
が
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
原
作
の
ま
ま
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
し
、
恐
ら
く
『
竹
取
』
の
作
者
が
改
作
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
書
簡
史

の
上
か
ら
は
、
王
卿
の
文
は
転
迷
種
、
か
ぐ
や
姫
の
文
は
そ
の
典
拠
が
申
国
種

で
な
く
、
虚
日
本
夕
で
、
日
本
人
の
作
に
な
る
和
文
消
息
文
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
発
信
者
は
女
性
で
あ
る
が
、
文
は
男
子
の
作
で
あ
る
こ
と
、
女
性
性
消
息

文
体
が
こ
れ
に
始
ま
る
こ
と
は
前
に
六
ケ
条
中
に
挙
げ
た
が
、
上
層
階
級
の
文

で
あ
る
こ
と
、
女
性
調
侍
文
体
と
し
て
名
文
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
『
竹
取
』

に
初
見
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に
上
層
階
級
と

（8）



い
う
の
は
、
貴
族
階
級
の
こ
と
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
は
月
世
界
の
美
女
で
あ
る

が
、
美
を
愛
す
る
平
安
女
性
の
逸
身
性
の
あ
こ
が
れ
の
母
系
化
で
あ
り
、
帝
も

平
安
男
性
の
尊
崇
す
る
最
高
の
存
在
と
し
て
、
女
性
に
は
こ
の
上
な
い
あ
こ
が

れ
で
あ
る
。
竹
細
工
人
で
あ
っ
た
竹
取
の
翁
は
か
ぐ
や
姫
の
お
か
げ
で
富
み
栄

え
、
五
人
の
貴
族
と
同
列
の
生
活
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
書
簡
史
的
に

は
、
こ
の
二
通
の
消
息
の
発
・
受
信
者
を
貴
族
と
見
て
差
支
は
な
い
。
貴
族

消
息
で
あ
る
か
ら
、
前
の
三
通
の
庶
民
の
文
に
較
べ
て
遙
か
に
晶
格
が
あ
る
。

王
卿
の
文
は
商
業
書
簡
文
と
し
て
模
範
的
だ
と
は
い
っ
た
も
の
の
、
文
と
し
て

は
た
ど
た
ど
し
く
、
文
意
を
貫
ぬ
き
が
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
の
文

は
流
麗
・
暢
達
で
文
意
も
徹
り
、
敬
意
．
情
味
共
に
豊
か
で
あ
る
。
四
ヶ
所
の

「
侍
り
」
は
、
原
意
の
ま
ま
の
動
詞
、
敬
語
と
し
て
の
動
謁
、
丁
寧
語
と
し
て

の
動
詞
、
助
動
詞
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
補
助
動
詞
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し

て
お
り
、
早
く
も
後
々
の
自
在
性
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
侍
交
体
の
始

源
と
し
て
変
化
あ
る
用
法
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
「
侍
り
」
の
数
は
少
な

い
が
、
「
「
侍
文
体
の
祖
」
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
十
分
の
意
義
が
あ
る
と
せ
ね

ば
な
ら
ん
。

あ
っ
て
、
旅
程
の
こ
と
は
何
と
も
見
当
が
つ
か
な
い
。
本
稿
で
は
、
唐
船
再
来

の
時
の
、
駿
馬
が
七
日
で
着
京
し
た
と
い
グ
点
に
違
和
を
感
じ
た
の
で
、
そ
の

方
を
問
題
と
す
る
に
止
め
た
。
旅
程
の
、
上
り
三
十
日
、
下
り
十
四
日
と
い
う

点
も
、
理
由
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
は
問
題
外
と
し
て
お
く
。

 
4
ペ
ー
ジ
の
上
段
、
帝
と
か
ぐ
や
姫
と
の
歌
話
の
往
返
に
つ
い
て
、
帝
の
は

「
お
ほ
ん
歌
」
と
し
、
か
ぐ
や
姫
に
「
お
ん
返
り
ご
と
」
と
あ
る
の
は
誤
植
で

は
な
い
。
上
代
に
は
、
敬
語
「
み
」
に
「
御
」
字
を
充
て
、
特
に
天
皇
に
は
「

大
」
字
を
冠
し
て
「
大
御
“
お
ほ
み
」
と
し
て
用
い
た
が
、
そ
の
「
み
」
が
援

音
便
で
「
ん
」
と
な
り
、
 
「
お
ほ
ん
」
と
読
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
 
「
お
ん

返
り
ご
と
」
は
か
ぐ
や
姫
の
も
の
だ
と
解
る
の
で
あ
る
。

（9）

 
京
都
・
博
多
間
の
旅
程
に
つ
い
て
は
、
な
お
一
疑
が
あ
る
。
初
め
の
唐
船
博

多
入
港
の
こ
と
を
阿
部
御
主
人
が
ど
う
し
て
知
っ
た
か
、
王
卿
が
着
報
を
送
っ

た
と
す
れ
ば
上
り
三
十
日
、
小
野
房
守
が
命
を
承
け
て
下
向
す
る
の
が
下
り
十

四
日
、
計
四
十
四
日
を
要
し
、
そ
の
間
、
王
卿
は
、
北
九
州
の
各
地
を
商
用

旅
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
や
は
り
長
過
ぎ
る
感
が
あ
る
。
原
文
に
は
「
そ

 
 
 
 
 
 
 
も
ろ
こ
し
ぶ
ね

の
年
わ
た
り
け
る
唐
土
船
の
王
卿
と
い
ふ
者
の
許
に
文
を
書
き
て
」
、
心
た
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
が
ね

か
な
小
野
房
守
を
使
と
し
て
、
「
か
の
浦
に
を
る
王
卿
に
金
を
取
ら
す
。
」
と

『
竹
取
物
語
」
の
女
性
性
侍
り
交
体
と
商
業
文


