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賀
茂
保
憲
女
集
』
の
研
究

保
憲
女
の
漢
詩
文
受
容
と
家
意
識

中

島

絵
 
里
 
子

 
『
賀
茂
保
憲
女
集
』
は
、
保
憲
女
と
い
う
一
人
の
女
性
が
、
平
安
時
代
中
期

に
確
か
に
生
き
て
い
た
こ
と
を
示
す
唯
一
の
証
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
生

涯
を
賀
茂
家
で
過
ご
し
、
当
時
の
歌
壇
と
の
直
接
の
交
渉
も
見
出
せ
な
い
保
憲

女
は
、
長
大
な
序
文
を
持
つ
独
特
の
家
集
を
遺
す
こ
と
で
、
千
年
の
問
そ
の
名

を
留
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

 
以
前
、
保
憲
女
の
発
想
と
漢
詩
文
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
、
保
憲
女
の

和
歌
が
『
千
載
佳
句
』
の
表
現
を
踏
ま
え
て
い
た
り
、
ま
た
、
序
文
、
和
歌
に

見
ら
れ
る
捕
え
ら
れ
る
動
物
と
い
う
発
想
が
、
漢
詩
文
の
影
響
に
よ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
（
注
1
）
。
そ
う
し
た
保
憲
女
の
漢
詩
文
の

素
養
は
、
彼
女
の
学
問
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
を
伺
わ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。

 
今
回
は
、
更
に
『
保
憲
女
集
』
に
見
ら
れ
る
漢
詩
文
の
素
養
を
指
摘
し
、
ま

た
、
そ
れ
と
関
わ
る
保
憲
女
の
家
意
識
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
七
九
 
な
み
だ
も
て
お
も
ひ
つ
づ
け
し
み
つ
ぐ
き
の
ふ
で
の
う
み
と
も
な
り

 
 
 
 
に
け
る
か
な
（
注
2
）

 
「
涙
を
流
し
な
が
ら
、
絶
え
ず
思
い
続
け
た
私
の
歌
々
が
、
筆
の
海
と
も
呼

べ
る
ほ
ど
に
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
」
と
い
う
こ
の
歌
に
は
、
胸

に
あ
ふ
れ
る
思
い
を
歌
に
し
て
い
っ
た
保
憲
女
の
心
情
が
読
み
取
れ
る
が
、
第

の
序
文
の
次
の
表
現
を
見
て
み
る
。

 
し
づ
の
を
だ
ま
き
く
り
か
へ
し
、
い
や
し
き
心
一
つ
を
千
種
に
な
し
て
、

言
ひ
集
め
た
れ
ば
、
あ
る
は
四
十
文
字
、
あ
る
は
二
十
文
字
な
ど
し
て
言

 
ひ
集
め
た
れ
ば
、
三
十
文
字
に
だ
に
続
く
る
こ
と
難
き
を
、
取
り
集
め
た

 
 
れ
ば
、
淡
海
の
海
の
水
茎
も
尽
き
ぬ
べ
く
、
書
き
集
め
ば
、
陸
奥
の
檀
の

 
 
紙
も
す
き
あ
ふ
ま
じ
く
、
心
に
い
る
る
こ
と
の
は
の
あ
は
れ
な
み
は
、
起

 
 
く
と
伏
す
み
思
ひ
集
め
た
る
こ
と
ど
も
、
涙
に
煮
た
し
果
て
て
ん
と
思
へ

 
 
ど
…

 
「
淡
海
の
海
の
水
茎
ほ
ど
の
数
の
筆
も
尽
き
て
し
ま
う
旨
ま
た
、
「
陸
奥
の
檀

の
紙
も
漉
く
の
が
間
に
合
わ
な
い
」
ほ
ど
の
多
く
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
記
さ

れ
て
お
り
、
「
海
」
「
水
茎
」
「
涙
」
な
ど
、
和
歌
と
共
通
す
る
用
語
の
使
用
が

見
ら
れ
る
（
注
3
）
。

 
そ
し
て
、
一
七
九
番
の
歌
の
「
ふ
で
の
う
み
」
と
い
う
表
現
は
、
『
保
憲
女
癖
』

以
前
の
歌
に
は
用
例
が
見
出
だ
せ
な
い
。
そ
こ
で
漢
詩
文
を
見
て
み
る
と
「
筆

海
」
と
い
う
言
葉
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。

①
『
李
善
注
文
選
』
「
上
文
年
並
表
」

 
 
塞
中
葉
之
詞
林
 
酌
前
修
之
筆
海
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（
『
文
選
』
藝
文
印
書
舘
）

②
．
『
盈
川
集
』

 
 
「
原
州
百
泉
県
令
李
君
神
道
碑
」
 
楊
燗

 
 
文
場
筆
海
 
下
底
等
於
星
辰
 
男
用
談
叢
 
鰹
錨
協
於
風
雅

 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
四
庫
全
書
』
）

③
 
『
騎
丞
集
」

 
 
「
秋
日
送
サ
大
旱
京
師
」
 
騎
賓
王

 
 
 
請
振
詞
鋒
用
開
筆
海
 
人
為
四
韻
用
慰
九
秋

 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
四
庫
全
書
』
）

楊
燗
と
騎
二
王
は
唐
の
詩
人
で
、
王
勃
、
墨
摺
隣
ら
と
共
に
四
傑
と
称
さ
れ

て
い
る
。

 
そ
し
て
、
こ
の
「
筆
海
」
は
わ
が
国
の
漢
詩
文
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

④
 
『
旧
風
藻
』

 
 
「
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」
 
従
五
位
下
大
白
助
背
無
償
行
文

 
 
嘉
賓
韻
小
雅
 
設
席
嘉
大
同
 
竪
流
開
筆
海
 
肇
桂
登
談
叢

 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
書
店
）

⑤
 
『
華
氏
家
集
』

 
 
「
夢
高
侍
郎
」
 
島
田
忠
臣

 
 
愁
與
寒
菊
向
背
燃
 
筆
海
馬
君
為
此
目
 
長
悲
片
月
早
蹄
泉

 
 
 
 
 
 
 
 
（
小
島
憲
之
氏
『
田
氏
家
集
注
 
巻
之
中
』
和
泉
書
院
）

⑥
 
『
警
吏
部
集
』

 
 
 
「
観
右
親
衛
藤
亜
型
述
懐
詩
思
改
本
韻
依
次
奉
和
」
 
大
江
匡
衡

 
 
観
衛
一
名
將
 
工
詩
稟
自
天
 
花
詞
裁
似
錦
 
風
骨
軟
於
錦
 
筆
海
珠
初

 
 
出
 
學
山
金
暗
掲

 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
群
書
類
従
』
「
文
筆
」
）

⑦
 
『
本
朝
文
粋
』

 
 
 
「
七
言
北
堂
文
選
寛
宴
各
倒
句
三
遠
念
賢
士
風
」
 
菅
三
品

 
 
遂
使
詞
賦
帯
磁
、
弁
玉
石
於
藁
蕎
之
阿
、
引
序
篇
辞
、
分
脛
滑
於
筆
海
之

 
 
岸
。

 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
新
日
本
文
学
大
系
』
岩
波
書
店
）

 
保
憲
女
の
「
ふ
で
の
う
み
」
が
、
こ
れ
ら
漢
詩
文
の
「
筆
海
」
の
日
本
読
み

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
『
本
朝
文
粋
』
に
と
ら
れ
て
い
る
菅
三
品
、
菅
原
文
時
の
漢
詩
文
の
表
現
「
光

傾
島
山
之
嶺
、
遊
魚
疑
沈
鉤
餌
碧
浪
」
と
保
憲
女
の
第
二
の
序
文
（
四
季
の
序
）

の
「
水
に
や
ど
れ
る
か
げ
を
、
い
を
は
お
つ
」
と
い
う
表
現
が
、
共
通
し
て
い

る
こ
と
は
、
以
前
に
述
べ
た
が
（
注
4
）
、
こ
の
「
筆
海
」
も
文
時
の
も
の
に

見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
そ
し
て
、
『
保
憲
女
集
』
以
降
に
は
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
に
用
例

が
見
ら
れ
た
。

 
 
万
葉
集
に
い
れ
る
歌
は
、
こ
れ
を
の
ぞ
か
ず
、
古
今
よ
り
こ
の
か
た
七
代

 
 
の
集
に
い
れ
る
歌
を
ば
、
こ
れ
を
載
す
る
事
な
し
⑩
た
“
し
、
詞
の
苑
に

 
 
あ
そ
び
、
筆
の
海
を
く
み
て
も
、
空
と
ぶ
鳥
の
あ
み
を
も
れ
、
．
水
に
す
む

 
 
魚
の
つ
り
を
の
が
れ
た
る
た
ぐ
ひ
は
、
昔
も
な
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
今
も

 
 
隣
し
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。

 
『
保
憲
女
集
』
の
「
ふ
で
の
う
み
」
は
、
「
筆
海
」
を
「
ふ
で
の
う
み
」
と
し

て
用
い
た
最
も
早
い
例
で
あ
り
、
漢
詩
文
の
用
語
を
和
歌
に
取
り
入
れ
る
と
い

う
保
憲
女
の
作
歌
態
度
を
干
せ
る
。

 
保
憲
女
の
こ
う
し
た
漢
詩
文
の
素
養
は
、
育
っ
た
賀
茂
家
の
環
境
に
よ
る
と
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こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

 
作
者
の
父
保
憲
は
、
陰
陽
道
に
お
い
て
様
々
な
活
躍
を
し
、
名
声
を
得
て
い

た
人
物
で
あ
り
、
官
位
も
従
四
位
下
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
嫡
子
光
栄
は
肥
厚
を

父
よ
り
受
け
継
ぎ
、
従
四
位
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
ま
た
保
憲
の
弟
、
保
憲
女

の
叔
父
と
し
て
は
保
胤
、
章
章
、
保
道
等
が
お
り
、
保
章
と
そ
の
息
子
為
政
は

文
章
博
士
と
な
っ
て
お
り
、
保
胤
は
菅
原
文
時
の
門
下
で
文
学
を
志
し
、
「
池

亭
記
」
や
「
日
本
往
生
極
楽
記
」
を
著
し
た
文
名
高
い
人
物
で
あ
る
。

 
保
憲
女
は
、
こ
う
し
た
、
学
問
を
す
る
に
は
恵
ま
れ
た
環
境
で
、
女
性
で
あ

り
な
が
ら
も
漢
詩
文
の
知
識
を
吸
収
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
保
憲
女

は
、
第
四
の
序
文
に
自
ら
を
客
観
的
に
「
か
も
う
ち
な
る
を
ん
な
」
と
書
い
て

い
る
。

 
 
此
歌
は
、
天
の
御
門
の
御
時
に
、
庖
瘡
と
い
ふ
も
の
お
こ
り
て
、
や
み
け

 
 
る
な
か
に
、
か
も
う
ち
な
る
を
ん
な
、
よ
う
つ
の
人
に
劣
れ
り
け
り
、
さ

 
 
る
中
に
、
た
だ
庖
瘡
を
な
む
す
ぐ
れ
て
や
み
け
る

 
三
田
村
雅
子
氏
や
久
保
木
寿
子
氏
に
よ
っ
て
、
す
で
に
保
憲
女
へ
の
影
響
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
曽
祢
好
忠
（
注
5
）
は
、
「
毎
月
集
三
百
六
十
首
和
歌
」
の

序
に
、

 
 
…
人
は
か
し
こ
ぎ
 
顔
を
つ
く
町
 
わ
れ
は
は
か
な
き
 
事
を
残
し
お
き

 
 
て
 
花
散
る
 
春
の
朝
木
の
葉
の
落
つ
る
秋
の
夕
月
の
あ
き
ら
け

 
 
き
 
夏
の
夜
 
風
の
さ
び
し
き
 
冬
の
暁
ま
で
に
 
し
る
せ
る
事
は
 
を

 
 
こ
な
れ
ど
 
親
の
つ
け
て
し
 
名
に
し
お
は
“
 
な
を
好
忠
と
 
人
も
見

 
 
る
が
に
（
注
6
）

と
、
自
分
の
名
前
を
記
し
て
い
る
の
で
、
保
憲
女
は
こ
の
影
響
を
受
け
た
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
自
分
を
語
る
時
に
、
名
前
や
家
系
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
の

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
の
研
究
-
保
憲
女
の
漢
詩
文
受
容
と
家
意
識
i

な
か
っ
た
平
安
女
流
文
学
の
中
で
、
執
筆
契
機
の
序
と
も
呼
ば
れ
る
第
四
の
序

文
に
、
こ
う
し
て
素
性
を
明
か
し
た
と
こ
ろ
に
、
彼
女
の
並
々
な
ら
ぬ
思
い
が

感
じ
ら
れ
る
。

 
保
憲
女
は
こ
の
歌
集
を
編
ん
だ
の
が
、
他
の
誰
で
も
な
い
「
賀
茂
氏
の
女
」

で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
知
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
が
賀

茂
氏
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
、
強
い
氏
族
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
ま
た
、
自
分
の
周
辺
の
特
定
の
読
者
を
ま
ず
意
識
し
て
書
か
れ
た
当
時
の
女

性
文
学
と
は
異
な
り
、
歌
壇
と
の
直
接
の
関
わ
り
が
見
出
せ
な
い
保
憲
女
は
、

自
分
の
家
集
の
読
者
が
、
後
世
の
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
予
測
し
て
、
素
性
を

書
き
記
し
て
お
く
必
要
を
感
じ
た
と
も
言
え
よ
う
。

 
そ
し
て
、
対
句
表
現
が
多
く
用
い
ら
れ
、
漢
文
訓
読
調
の
語
彙
の
使
用
も
見

ら
れ
、
保
憲
女
の
思
想
が
綴
ら
れ
て
い
る
序
文
は
、
女
性
の
も
の
と
し
て
は
、

か
な
り
特
異
で
あ
り
、
む
し
ろ
男
性
的
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
も
、
優
れ
た
陰
陽

家
や
有
名
な
文
章
家
を
輩
出
し
て
い
る
賀
茂
氏
の
女
と
し
て
の
自
覚
と
自
負
を

感
じ
さ
せ
ゐ
。

 
し
か
し
、
保
憲
女
は
学
ぶ
意
欲
と
知
識
を
も
ち
な
が
ら
、
生
涯
を
賀
茂
家
で

過
ご
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
外
の
社
会
で
活
躍
す
る
親
族
た
ち
を
目
の
あ
た

り
に
し
な
が
ら
、
家
に
居
続
け
る
事
し
か
で
き
な
か
っ
た
保
憲
女
…
…
彼
女
は
、

そ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
兄
弟
と
自
分
を
比
較
し

た
表
現
を
、
集
中
唯
一
の
長
歌
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
四
 
ち
ぎ
り
あ
れ
ば
 
い
か
が
の
が
れ
ん
 
む
ま
る
と
も
 
か
ひ
こ
め
く

 
 
 
 
ち
て
 
鳥
の
子
の
 
か
へ
り
て
は
身
の
 
う
き
事
を
 
親
の
む
す
べ

 
 
 
 
る
 
心
の
う
ち
に
 
い
っ
か
あ
ぢ
は
ひ
 
く
く
む
ご
と
 
な
く
な
く

 
 
 
 
こ
も
り
有
り
げ
れ
ば
 
お
の
が
ふ
ね
ふ
ね
 
お
ひ
た
ち
て
か
く
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れ
し
親
の
 
羽
衣
 
み
な
忘
ら
れ
て
 
飛
び
な
ら
ひ
 
あ
る
は
賢
く

 
 
 
 
な
る
巣
子
の
 
賢
き
鷹
と
 
名
を
ふ
る
ひ
 
あ
る
は
は
か
な
く
 
さ

 
 
 
 
す
ら
へ
て
 
立
つ
と
居
る
と
に
 
思
ひ
つ
つ
 
嘆
き
の
下
を
 
下
り

 
 
 
 
上
り
今
や
は
か
な
き
死
に
す
る
と
 
さ
へ
っ
る
声
を
聞
く
人

 
 
 
 
は
 
い
そ
ひ
す
る
と
や
 
思
ふ
ら
む
 
あ
は
れ
か
な
し
き
 
我
が
身

 
 
 
 
か
な
…
…
人
な
み
な
ら
で
 
ひ
と
と
な
り
 
物
思
ふ
こ
と
は
 
大
沢

 
 
 
 
の
 
生
け
る
か
ひ
な
し
と
 
思
ひ
つ
．
つ
…

 
こ
の
歌
で
は
、
自
分
や
兄
弟
を
鳥
に
讐
え
、
「
あ
る
は
賢
く
な
る
巣
子
」
は

兄
弟
を
指
し
、
彼
ら
は
「
賢
き
鷹
」
と
し
て
名
声
を
得
て
い
る
が
、
自
分
は
「
は

か
な
く
さ
す
ら
へ
」
る
存
在
で
し
か
な
く
、
嘆
き
の
中
で
日
々
を
過
ご
し
、
も

う
す
ぐ
は
か
な
く
死
ん
で
し
ま
う
、
そ
し
て
そ
う
い
う
自
分
を
「
あ
は
れ
か
な

し
き
我
が
身
か
な
」
と
詠
ん
で
い
る
。

 
三
田
村
雅
子
氏
は
、
「
他
の
兄
弟
達
の
羽
振
り
の
よ
さ
が
一
層
彼
女
の
み
じ

め
さ
を
際
立
た
せ
る
も
の
と
な
る
。
」
（
注
7
）
と
さ
れ
、
久
保
木
寿
子
氏
は
兄

弟
達
の
活
躍
は
「
彼
女
自
身
の
不
如
意
な
生
を
対
照
的
に
明
確
化
す
る
も
の

だ
っ
た
。
」
（
注
8
）
と
さ
れ
て
い
6
。

 
保
憲
女
は
、
同
じ
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
も
、
女
性
で
あ
る
自
分
は
、
外
の
世

界
に
は
ば
た
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
立
場
の
自
分
を
「
人
な
み
な
ら
で
人
と
な

り
」
人
並
み
で
は
な
い
、
と
言
い
、
生
き
る
甲
斐
が
な
い
と
ま
で
思
っ
て
い
る
。

 
家
に
留
ま
る
し
が
な
か
っ
た
保
憲
女
は
、
自
分
自
身
を
家
族
と
比
較
し
て
矛

盾
を
感
じ
て
い
る
。
そ
う
い
う
保
憲
女
の
家
に
対
す
る
意
識
を
、
当
ひ
を
」
を

詠
ん
だ
歌
か
ら
読
み
と
い
て
み
た
い
。

 
 
 
 
 
 
あ
じ
ろ
の
ひ
を
を
、
う
ち
に
て

一
八
五

一
八
六

一
八
七

一
八
八

一
八
九

さ
ま
も
な
も
か
は
ら
で
な
み
は
あ
じ
ろ
ぎ
の
お
な
じ
う
ち
な
る
い
を

に
ぞ
あ
る
べ
き

す
ま
ひ
ぐ
さ
ほ
て
ふ
く
か
ぜ
に
ふ
き
つ
づ
ら
な
に
そ
し
る
ら
ん
さ
だ

め
な
き
よ
を

か
た
わ
き
て
吹
く
風
に
よ
る
す
ま
ひ
ぐ
さ
露
に
う
つ
る
ぞ
か
ひ
な
か

り
け
る

よ
に
い
れ
て
つ
き
の
か
げ
さ
す
ま
き
の
と
は
ゆ
ふ
つ
け
ど
り
の
ふ
ね

も
あ
け
け
る

営
め
な
き
や
ま
に
も
み
と
は
い
れ
つ
れ
ど
か
く
れ
ぬ
も
の
は
う
き
き

な
り
け
り

 
 
ひ
を
の
か
へ
し

一
九
〇
 
は
や
き
せ
も
あ
さ
き
は
た
が
ふ
お
な
じ
う
ち
も
ひ
を
ぞ
か
ば
ね
を
と

 
 
 
 
ら
ぬ
な
る
べ
し

 
雑
の
部
立
に
位
置
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
考
察
の
対
象
は
「
ひ
を
」
を
詠
み

込
ん
だ
歌
、
一
八
五
番
と
一
九
〇
番
で
あ
る
。

 
「
ひ
を
」
は
辞
書
を
引
く
と
、
鮎
の
稚
魚
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
『
和
名
類

聚
抄
』
に
は
、
「
鮒
音
響
 
今
案
俗
云
氷
魚
是
也
 
白
小
魚
名
聞
 
似
鮪
魚
群

一
二
寸
者
也
」
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
当
時
の
人
々
に
氷
魚
が
成
長
し
て

鮎
に
な
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
ま
た
、
当
時
の
「
氷

魚
」
が
、
鮎
の
稚
魚
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
疑
問
を
感
じ
な
い
わ

け
で
は
な
い
の
だ
が
、
と
に
か
く
『
和
名
抄
』
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
長

さ
一
、
二
寸
の
白
魚
に
似
た
小
魚
を
「
ひ
を
」
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
な
お
『
延
喜
式
』
巻
三
九
「
内
膳
司
」
に
よ
る
と
、
供
御
の
魚
と
し
て
、
毎

年
九
月
か
ら
十
月
の
間
、
献
上
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
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『
保
憲
女
集
』
よ
り
以
前
に
は
、
『
万
葉
集
』
に
一
例
、
『
後
撰
和
歌
集
』
に

一
例
、
『
大
和
物
語
』
に
二
例
、
『
蜻
蛉
日
記
』
に
五
例
見
ら
れ
、
ま
た
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
、
氷
魚
を
捕
る
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
る
網
代
と
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

 
一
八
五
番
で
あ
る
が
、
詞
書
は
「
網
代
の
氷
魚
を
宇
治
に
て
詠
ん
だ
歌
」
で

あ
る
。
上
の
句
の
「
様
も
名
も
変
は
ら
で
波
は
」
が
ど
こ
へ
続
く
の
か
が
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
他
の
用
例
は
見
出
せ
な
い
が
、
「
あ
じ
ろ
ぎ
の
」
の
「
あ
」
に
「
波

は
あ
り
」
の
「
あ
」
を
響
か
せ
て
、
「
様
も
名
も
変
は
ら
で
波
は
あ
り
」
と
し

て
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
「
あ
じ
ろ
ぎ
の
」
を
と
ば
し
て
、
「
同

じ
」
に
続
き
、
「
さ
ま
も
な
も
か
は
ら
で
な
み
は
お
な
じ
」
と
読
み
取
れ
な
い

だ
ろ
う
か
。

 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
上
の
句
に
は
、
次
に
挙
げ
る
第
一
の
序
文
の
表
現
．

が
参
考
に
な
る
。

 
 
大
き
な
る
川
、
小
さ
き
川
も
、
波
の
様
へ
だ
て
な
し
と
思
へ
ど
、
人
よ
り

 
 
劣
れ
る
人
の
、
す
ぐ
れ
た
る
ざ
え
あ
ら
は
る
る
こ
と
か
た
し
と
い
へ
ど
、

 
 
人
に
勝
り
た
る
人
の
劣
り
す
る
ざ
え
は
、
劣
り
た
る
言
の
葉
の
お
も
し
ろ

 
 
き
に
は
あ
ら
ず
。

 
身
分
が
低
い
人
の
才
能
は
世
に
表
れ
に
く
い
が
、
身
分
の
高
い
人
の
劣
っ
た

才
能
の
劣
っ
た
言
葉
は
お
も
し
ろ
く
な
い
、
と
訴
え
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
、

傍
線
部
は
「
大
き
い
川
も
小
さ
い
川
も
、
波
の
様
に
違
い
は
な
い
。
」
と
述
べ

て
い
る
。

 
つ
ま
り
、
「
様
も
名
も
変
は
ら
で
波
は
」
は
、
「
波
は
そ
の
様
子
も
名
前
も
変

わ
ら
な
い
、
大
き
い
川
で
も
小
さ
い
川
で
も
波
は
波
で
あ
る
」
と
解
釈
で
き
る

だ
ろ
う
。

 
下
の
句
の
「
あ
じ
ろ
ぎ
の
お
な
じ
う
ち
な
る
い
を
に
ぞ
あ
る
べ
き
」
は
、
う

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
の
研
究

保
憲
女
の
漢
詩
文
受
容
と
家
意
識
1

ぢ
に
地
名
の
「
宇
治
」
と
、
一
族
と
い
う
意
の
「
氏
」
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、

「
網
代
木
に
捕
わ
れ
て
い
る
氷
魚
も
、
同
じ
宇
治
川
に
い
る
他
の
魚
と
同
族
の

魚
で
あ
る
は
ず
だ
。
」
と
解
釈
し
た
。

 
一
首
の
意
は
「
大
き
い
川
で
も
小
さ
い
川
で
も
波
は
波
で
あ
る
よ
う
に
、
波

は
、
そ
の
様
子
も
名
前
も
変
わ
ら
な
い
。
網
代
木
に
捕
わ
れ
て
い
る
氷
魚
も
、

同
じ
宇
治
川
に
い
る
他
の
魚
と
同
族
の
魚
で
あ
る
は
ず
だ
。
」

 
氷
魚
も
、
宇
治
川
に
い
る
他
の
魚
と
同
じ
魚
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
「
網
代

の
氷
魚
」
と
し
て
常
に
捕
わ
れ
て
い
る
魚
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
へ
の
慨
嘆
を

読
み
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

 
『
保
憲
女
集
』
に
は
「
い
を
」
は
和
歌
に
三
例
が
見
ら
れ
る
。

二
二
 
 
青
柳
の
糸
に
や
い
を
は
か
か
る
ら
む
お
ろ
せ
る
か
げ
の
網
に
似
た
れ

 
 
 
 
ば

一
二
五
 
山
川
の
い
を
を
氷
の
と
ち
た
る
は
風
こ
そ
網
と
吹
き
結
び
け
れ

一
七
二
 
水
も
な
き
空
に
網
は
る
さ
さ
が
に
の
か
か
れ
る
虫
を
い
を
と
見
る
ら

 
 
 
 
ん

 
三
例
す
べ
て
が
網
と
同
出
し
て
お
り
、
三
田
村
雅
子
氏
は
こ
れ
ら
を
保
憲
女

の
「
自
閉
感
覚
を
う
た
う
歌
」
と
さ
れ
て
い
る
（
注
9
）
。
序
文
に
は
四
例
「
い

を
」
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
例
、
第
二
の
序
文
（
四
季
の
序
）
に
も

「
こ
ほ
り
に
と
ち
ら
る
る
い
を
は
、
ふ
ゆ
を
む
す
べ
る
あ
み
と
お
も
へ
り
」
と

い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
保
憲
女
の
自
由
を
な
く
し
た
魚
へ
の
関
心
の
深
さ
は
、

作
者
自
身
の
内
面
を
表
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
は
漢
詩
文
の
発
想
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
は
以
前
に
し
た
が
（
注
1
0
）
、
こ
の
一
八
五
番
の
「
網

代
木
に
捕
わ
れ
て
い
る
氷
魚
」
も
、
家
を
出
る
こ
と
の
な
い
自
分
自
身
を
象
徴

し
、
不
満
を
述
べ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
こ
の
歌
は
、
詞
書
が
「
あ
じ
ろ
の
ひ
を
を
、
う
ち
に
て
」
で
あ
る
の
で
、

実
際
に
宇
治
で
詠
ん
だ
歌
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
恋
の

歌
の
後
に
記
さ
れ
た
雑
の
序
を
ま
ず
、
見
て
み
た
い
。

 
 
し
き
の
う
た
、
こ
ひ
歌
と
は
さ
る
も
の
に
お
き
て
、
雑
ぞ
い
と
あ
は
れ
な

 
 
 
①

 
 
る
、
あ
る
は
旅
ゆ
く
人
の
、
お
も
し
ろ
き
と
こ
ろ
に
つ
け
て
、
ま
た
み
つ

 
 
う
み
の
か
た
づ
け
る
山
で
ら
の
心
す
ご
く
、
た
ふ
と
げ
な
る
に
、
き
の
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②

 
 
と
に
め
ぐ
り
て
経
を
よ
む
に
、
こ
ゑ
の
た
ふ
と
く
き
こ
ゆ
る
に
、
う
み
に

 
 
は
ふ
ね
の
こ
ぎ
ゆ
く
お
と
も
あ
ひ
て
、
あ
は
れ
な
る
に
…
あ
る
は
こ
こ
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③
1

 
 
ぼ
そ
き
や
ど
に
、
つ
れ
づ
れ
と
あ
め
の
ふ
る
を
な
が
め
る
た
る
を
な
む
、

 
 
④

 
 
ま
な
ご
を
ば
な
が
る
る
み
つ
に
た
と
へ
り

 
 
 
傍
線
部
①
以
降
は
旅
に
つ
い
て
の
記
述
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
旅
ゆ
く

 
 
人
」
と
い
う
よ
う
に
、
客
観
的
に
語
り
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
雑
の
歌
を
、
一
七
一
番
よ
り
、
一
九
四
番
の
長
歌
ま
で
見
て
み
る
と
、

 
 
雑
の
序
の
言
葉
と
対
応
す
る
歌
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
．
（
注
1
1
）
。

 
 
 
傍
線
部
②
、
海
や
舟
を
詠
ん
だ
歌
は
、

一
七
一
 
し
ほ
な
ら
で
は
ち
す
の
う
み
に
ご
ぐ
ふ
ね
、
の
お
く
の
こ
ゑ
を
ぞ
ほ
に

 
 
 
 
は
あ
げ
つ
る
（
注
1
2
）

一
七
四
 
わ
た
つ
み
を
な
み
の
ま
に
ま
に
み
わ
た
せ
ば
は
て
な
く
み
ゆ
る
世
の

 
 
 
 
中
の
う
さ

一
七
五
 
伊
勢
の
う
み
に
も
し
ほ
や
く
あ
ま
の
か
ぜ
を
い
た
み
そ
ら
を
し
ほ
む

 
 
 
 
る
君
に
ぞ
あ
る
べ
き

一
八
八
 
よ
に
い
れ
て
つ
き
の
か
げ
さ
す
ま
き
の
と
は
ゆ
ふ
つ
け
ど
り
の
ふ
ね

 
 
 
 
も
あ
け
け
る

一
九
一
 
か
ち
の
お
と
に
よ
る
こ
ぐ
ふ
ね
は
あ
は
れ
な
る
み
る
人
な
み
の
あ
や

 
 
 
、
は
か
ひ
な
し

 
ま
た
、
③
、
雨
を
詠
ん
だ
歌
は
、

一
七
三
・
雨
ふ
れ
ば
に
は
に
き
し
ろ
ふ
う
た
か
た
を
い
つ
れ
か
ま
つ
は
き
ゆ
る

 
 
 
 
と
そ
み
る

一
八
二
 
に
は
た
つ
み
き
し
の
み
の
こ
る
あ
は
み
な
に
を
の
の
え
く
た
す
な
が

 
 
 
 
め
な
り
け
り

④
、
「
ま
な
ご
を
ば
な
が
る
る
み
つ
」
つ
ま
り
涙
を
詠
ん
だ
歌
は
、

一
七
七
 
そ
む
け
ど
も
あ
ま
の
し
た
を
し
は
な
れ
ね
ば
い
つ
こ
に
も
よ
る
な
み

 
 
 
 
だ
な
り
け
り

一
七
九
 
な
み
だ
も
て
お
も
ひ
つ
づ
け
し
み
つ
ぐ
き
の
ふ
で
の
う
み
と
も
な
り

 
 
 
 
に
け
る
か
な

 
こ
れ
ら
、
序
文
と
和
歌
の
呼
応
、
ま
た
、
同
じ
言
葉
が
、
近
接
し
た
歌
に
用
．

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
ら
の
歌
は
実
際
の
経
験
と
い
う
よ
り

も
、
彼
女
の
雑
、
旅
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
作
り
出
さ
れ
、
こ
こ
に
ち
り
ば
め

ら
れ
て
い
る
印
象
を
う
け
る
。

 
武
内
は
る
恵
氏
は
『
保
憲
女
集
』
の
歌
の
歌
題
や
表
現
に
連
続
性
、
連
想
性

が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
集
の
歌
は
、
」
短
期
間
に
詠
み
だ
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
注
1
3
）
、
こ
こ
に
も
そ
れ
が
あ
て
は
ま
り
、
よ
っ

て
一
八
五
番
の
歌
も
、
実
際
に
宇
治
に
出
掛
け
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え
る
よ

り
、
保
憲
女
が
宇
治
の
網
代
が
描
か
れ
た
絵
を
見
た
か
し
て
、
そ
の
情
景
を
、

彼
女
独
自
の
発
想
で
、
歌
に
詠
み
込
ん
だ
可
能
性
の
方
が
高
い
と
．
考
え
ら
れ
る
。

 
続
い
て
一
九
〇
番
で
あ
る
が
、
「
氷
魚
の
返
し
」
と
い
う
詞
書
が
付
さ
れ
て

い
る
の
で
、
一
八
五
番
の
歌
の
返
し
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
注
1
4
）
。
と
い
う

こ
と
は
、
一
八
五
番
は
誰
か
に
贈
ら
れ
た
歌
で
、
こ
の
一
九
〇
番
は
そ
の
人
物

（46）



の
返
し
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
ま
で
に
、
こ
の
よ
う
に
贈
答
歌
と
い
う
形

の
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
保
憲
女
の
独
詠
歌
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の

歌
よ
り
後
、
集
の
末
尾
近
く
の
二
〇
四
番
か
ら
二
〇
八
番
に
、
贈
答
歌
が
見
ら

れ
る
。

二
〇
四
 
身
の
あ
は
に
お
も
ひ
く
た
せ
ば
め
み
か
け
て
た
だ
す
ぎ
く
れ
の
こ
ろ

 
 
 
 
も
と
そ
思
ふ

 
 
 
 
 
 
か
へ
し

二
〇
五
 
ほ
ど
へ
て
ぞ
あ
み
は
か
く
べ
き
す
ぎ
く
れ
の
さ
る
は
身
の
あ
は
に
ひ

 
 
 
・
さ
し
か
る
べ
く

 
 
 
 
 
 
ま
た
か
へ
し

二
〇
六
 
せ
き
も
あ
へ
ぬ
た
ぎ
つ
心
を
く
れ
ぐ
れ
と
い
か
が
見
な
れ
て
ひ
さ
し

 
 
 
 
か
る
べ
き

 
 
 
 
 
 
人
に
む
め
を
こ
ひ
た
れ
ば

二
〇
七
 
あ
ひ
お
も
ふ
き
み
が
た
め
に
は
む
め
が
え
に
を
れ
ば
い
と
ど
本
ノ
マ

 
 
 
 
マ
ト
云
々

 
た
だ
し
、
こ
れ
ら
も
相
手
の
名
前
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
序
文
に
も
、
そ

れ
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
何
ひ
と
つ
、
記
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

 
私
は
こ
れ
ら
四
首
に
つ
い
て
は
、
他
人
と
の
贈
答
の
可
能
性
も
あ
る
と
思
う

が
、
一
八
五
番
、
一
九
〇
番
に
関
し
て
は
、
贈
答
と
し
て
は
問
題
が
あ
る
と
思

う
。
一
八
五
番
の
歌
を
読
み
と
い
て
み
て
、
人
に
読
み
か
け
た
歌
と
考
え
る
に

は
無
理
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
返
し
は
一
八
五
番
の
歌
の
す
ぐ
後

に
記
さ
れ
ず
、
間
に
四
首
の
歌
が
あ
り
、
そ
れ
ら
、
一
八
六
番
か
ら
一
八
九
番

の
歌
は
「
す
ま
ひ
ぐ
さ
」
や
「
ゆ
ふ
つ
け
ど
り
」
な
ど
を
詠
み
込
ん
だ
、
「
ひ
を
」

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
の
研
究
-
保
憲
女
の
漢
詩
文
受
容
と
家
意
識

と
は
全
く
関
係
が
な
い
歌
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
保
憲
女
の
歌
は
、

短
期
間
に
次
々
と
詠
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
う
が
、
一
八
五
番
で
「
氷
魚
」

を
詠
ん
だ
保
憲
女
が
、
続
け
て
連
作
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
も
う
一
度
同

じ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
発
想
し
な
お
し
、
そ
れ
を
返
し
と
し
て
一
九
〇
番
に
記
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

 
自
分
で
詠
ん
だ
歌
を
返
し
と
し
て
記
す
と
捉
え
る
の
は
、
歌
の
常
識
か
ら
は

外
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
、
第
四
の
序
文
の
次
の
表
現
、

 
 
わ
が
身
の
は
か
な
き
こ
と
、
世
の
中
の
つ
ね
な
い
こ
と
、
な
が
む
る
ゆ
ふ

 
 
べ
、
空
に
た
ま
と
る
虫
を
詠
み
、
あ
る
時
は
、
あ
ま
の
た
ま
し
ひ
を
か
た

 
 
り
き
て
、
歌
合
を
し
て
、
勝
ち
負
け
は
心
ひ
と
つ
に
さ
だ
め
な
ど
し
て
ぞ

 
 
な
ぐ
さ
め
て
あ
か
し
く
ら
し
け
る
。

 
罹
病
中
に
、
た
っ
た
一
人
で
歌
合
を
心
に
思
い
浮
か
べ
て
歌
を
詠
ん
で
い
た

保
憲
女
を
思
う
と
き
、
自
分
で
自
分
の
歌
の
返
し
を
詠
ん
だ
と
い
う
発
想
も
、

可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
。

 
そ
れ
で
は
、
歌
を
見
て
い
き
た
い
。
「
は
や
き
せ
も
あ
さ
き
は
た
が
ふ
」
は

一
八
五
番
の
上
の
句
を
参
考
に
考
え
る
と
「
早
い
流
れ
で
も
、
浅
い
と
こ
ろ
は

浅
瀬
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
違
い
は
あ
る
。
」
と
解
釈
で
き
る
。
「
お
な
じ
う
ち

も
ひ
を
ぞ
か
ば
ね
を
と
ら
ぬ
な
る
べ
し
」
で
あ
る
が
「
ひ
を
の
か
ば
ね
」
で
あ

れ
ば
、
『
能
宣
集
』
に
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
 
 
 
宇
治
の
氷
魚
の
還
し
侍
る
人
の
、
昔
か
た
ら
ひ
侍
り
け
る
女
の
も

 
 
 
 
 
と
に
っ
か
は
せ
る

三
八
七
 
い
し
ま
ゆ
く
宇
治
の
川
波
流
れ
て
も
氷
魚
の
か
ば
ね
は
見
せ
む
と
思

 
 
 
 
ひ
き

 
 
 
 
こ
れ
が
返
し
し
て
、
え
む
、
氷
魚
は
と
ど
め
じ
、
と
ま
う
せ
ば
、
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三
八
八
 
生
き
た
ら
ば
く
ら
げ
の
骨
は
見
も
し
て
む
氷
魚
の
か
ば
ね
は
よ
る
か

 
 
 
 
た
に
よ
れ

 
こ
れ
ら
の
歌
も
、
す
こ
し
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
増
田
繁
夫
氏
の
『
能
宣
集

注
釈
』
（
注
1
5
）
を
参
考
に
し
て
、
解
釈
し
て
み
る
。

 
三
八
七
番
の
詞
書
は
、
「
宇
治
の
氷
魚
の
使
い
を
し
ま
す
人
が
、
昔
仲
良
く

し
て
い
ま
し
た
女
の
も
と
に
送
っ
た
歌
」
、
歌
は
、
「
岩
間
を
行
く
宇
治
の
川
波

に
流
さ
れ
る
よ
う
に
、
時
が
過
ぎ
て
も
、
あ
な
た
に
会
え
な
く
て
、
氷
魚
の
屍

の
よ
う
に
な
っ
た
わ
た
し
を
見
せ
た
い
と
思
っ
た
の
だ
。
」

 
三
八
七
番
の
詞
書
は
、
「
『
こ
の
歌
の
返
歌
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
も
ら
い
た
い
。

氷
魚
は
と
ど
め
て
は
お
か
な
い
』
と
申
す
の
で
。
」
、
歌
は
、
「
生
き
て
い
た
ら

く
ら
げ
の
ほ
ね
は
み
る
こ
と
も
し
よ
う
、
で
も
氷
魚
の
屍
は
流
れ
つ
く
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
い
い
、
わ
た
し
は
見
た
く
な
い
。
」

 
『
元
真
集
』
に
は
、
歌
句
に
異
同
は
あ
り
、
「
ひ
を
の
か
ば
ね
」
と
い
う
語
句

で
は
な
い
が
、
同
じ
贈
答
が
と
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
忘
れ
た
る
人
に
い
ひ
に
や
る
と
て

三
三
一
 
あ
し
ま
ゆ
く
う
ち
の
河
浪
流
れ
て
も
お
の
が
か
ば
ね
を
見
せ
む
と
そ

 
 
 
 
、
思
ふ

 
 
 
 
 
 
か
へ
し

三
三
二
 
世
に
し
へ
ば
く
ら
げ
の
ほ
ね
は
見
も
し
て
む
網
代
の
氷
魚
は
よ
る
方

 
 
 
 
も
あ
ら
じ

 
こ
れ
を
見
る
と
、
『
能
宣
集
』
の
詞
書
に
い
う
「
宇
治
の
氷
魚
の
使
い
」
は

元
真
の
こ
と
で
、
『
能
宣
集
』
三
八
七
番
は
元
真
が
、
彼
の
元
の
妻
に
贈
っ
た

歌
で
、
三
八
八
番
は
そ
の
妻
の
返
歌
を
能
宣
が
頼
ま
れ
て
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
と

推
測
で
き
る
。

 
ま
た
、
『
元
真
集
』
三
三
一
番
は
『
夫
木
集
』
に
も
と
ら
れ
て
お
り
、
作
者

は
元
真
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
四
句
目
は
「
氷
魚
の
か
ば
ね
」
と
な
っ

て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
忘
れ
た
る
人
に
い
ひ
や
る
 
 
元
真

＝
二
四
二
二
 
あ
し
ま
行
く
う
ち
の
川
浪
な
が
れ
て
も
氷
魚
の
か
ば
ね
は
見
せ

 
 
 
 
 
 
む
と
そ
思
ふ

 
「
ひ
を
の
か
ば
ね
」
は
『
能
襲
撃
』
で
は
「
氷
魚
の
屍
」
つ
ま
り
、
生
き
て

い
な
い
氷
魚
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 
『
保
憲
女
集
』
以
前
の
「
か
ば
ね
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
用
例
を
見
て

み
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
ま
ず
『
万
葉
集
』
に
は
、
「
屍
」
と
い
う
漢
字
が
詞
書
や
左
注
に
五
例
み
ら

れ
た
（
注
1
6
）
。
長
歌
の
用
例
を
あ
げ
る
。

 
 
 
 
 
う
み
ゆ
か
ば
 
 
 
み
つ
 
く
か
ば
、
ね
 
 
や
ま
ゆ
か
ば
 
 
く
さ
む
す
か
ば
ね

四
〇
九
四
…
海
行
者
 
美
都
久
屍
 
山
行
者
 
頓
興
須
屍
…

 
な
お
、
詞
書
、
左
注
、
歌
と
も
に
、
人
の
遺
体
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

 
『
宇
津
保
物
語
』
に
は
、
仮
名
書
き
の
「
か
ば
ね
」
が
五
例
見
ら
れ
た
（
注
1
7
）
。

や
は
り
人
の
遺
体
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
「
し
ろ
き
か
ば

ね
」
と
い
う
よ
う
に
遺
骨
と
い
う
意
で
用
い
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。

 
 
と
し
か
げ
申
す
、
「
日
本
に
年
八
十
歳
に
な
る
ち
・
は
・
侍
し
を
、
み
す

 
 
て
・
ま
か
り
わ
た
り
に
き
。
今
は
ち
り
は
ひ
に
も
な
り
侍
に
け
ん
。
し
ろ

 
 
き
か
ば
ね
を
だ
に
み
た
ま
へ
む
と
て
な
ん
、
い
そ
ぎ
ま
か
る
べ
き
」
と
申

 
 
す
。
（
一
 
と
し
か
げ
）

 
『
保
憲
群
集
』
よ
り
以
降
の
作
品
で
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
「
葵
」

に
一
例
、
「
宿
木
」
．
に
二
例
、
計
三
例
が
見
ら
れ
る
が
（
注
1
8
）
、
「
葵
」
の
用

（48）



例
は
急
逝
し
た
葵
の
上
の
野
辺
送
り
を
行
な
っ
た
後
の
次
の
表
現
に
見
ら
れ

る
。 

 
夜
も
す
が
ら
い
み
じ
う
の
の
し
り
つ
る
儀
式
な
れ
ど
、
い
と
も
は
か
な
き

 
 
御
か
ば
ね
ば
か
り
を
御
な
ご
り
に
て
、
暁
深
く
帰
り
た
ま
ふ
。

 
「
宿
木
」
の
用
例
は
、
大
君
の
一
周
忌
に
つ
い
て
薫
か
ら
相
談
を
受
け
た
阿

闊
梨
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
。

 
 
昔
、
別
れ
を
悲
し
び
て
、
か
ば
ね
を
つ
つ
み
て
あ
ま
た
の
年
頸
に
か
け
て

 
 
は
べ
り
け
る
人
も
、
仏
の
御
方
便
に
て
な
ん
、
か
の
か
ば
ね
の
ふ
く
ろ
を

 
 
棄
て
て
、
つ
ひ
に
聖
の
道
に
も
入
り
は
べ
り
に
け
る
。

 
「
葵
」
の
用
例
は
、
火
葬
を
行
な
っ
た
後
で
あ
る
の
で
、
「
御
遺
骨
」
ど
い
う

意
に
と
れ
、
「
宿
木
」
の
用
意
も
、
袋
に
入
れ
て
首
に
か
け
て
い
る
の
で
、
「
骨
」

と
と
れ
る
だ
ろ
う
。

 
以
上
、
例
を
み
て
み
る
と
「
か
ば
ね
」
と
い
う
語
句
は
、
人
が
亡
く
な
っ
た

あ
と
に
遺
さ
れ
た
亡
骸
（
遺
体
も
骨
も
内
包
し
た
）
を
意
味
し
て
い
る
言
葉
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 
こ
の
、
人
の
亡
骸
と
い
う
意
味
で
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
言
葉
を
「
氷
魚
の

か
ば
ね
」
と
し
て
用
い
た
と
こ
ろ
に
、
『
能
宣
集
』
の
歌
の
面
白
さ
が
あ
る
。

 
『
保
憲
女
集
』
の
「
ひ
を
ぞ
か
ば
ね
を
と
ら
ぬ
な
る
べ
し
」
と
い
う
発
想
も
、

こ
の
歌
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
注
1
9
）
。

 
そ
う
で
あ
れ
ば
、
『
保
憲
女
集
』
の
下
の
句
は
、
「
同
じ
宇
治
に
い
て
も
（
同

じ
氏
族
で
も
）
生
き
て
い
な
い
氷
魚
は
、
と
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
」
と
い
う

意
に
と
れ
る
。

 
「
か
ば
ね
」
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
案
が
あ
る
。
『
類
聚
名
義
抄
』
で
「
か
ば

ね
」
と
読
ま
れ
て
い
る
漢
字
は
、
「
酪
・
骸
・
戸
・
屍
」
で
あ
る
が
、
「
酪
」
と

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
の
研
究
一
保
憲
女
の
漢
詩
文
受
容
と
家
意
識
i

い
う
漢
字
は
、
『
説
文
』
で
は
、
禽
獣
の
骨
の
意
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
漢
，

字
の
知
識
の
あ
る
保
憲
女
が
、
「
か
ば
ね
」
を
魚
の
骨
の
意
と
し
て
用
い
て
い

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
同
じ
宇
治
に
い
て
も
（
同

じ
氏
族
で
も
）
、
氷
魚
は
骨
を
採
ら
な
い
。
骨
を
自
分
の
も
の
と
し
な
い
、
つ

ま
り
骨
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
に
と
れ
る
。

 
し
か
し
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
「
ひ
を
ぞ
か
ば
ね
を
と
ら
ぬ
な
る
べ
し
」
の
「
か

ば
ね
」
に
は
氏
姓
の
「
姓
」
が
か
け
ら
れ
、
同
じ
氏
族
で
も
、
氷
魚
は
姓
を
之

ら
な
い
、
一
族
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
を
訴
え

て
い
る
こ
と
に
は
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
一
九
〇
番
は
、
一
八
五
番
の
網
代
木
に
捕
わ
れ
て
い
る
氷
魚
も
、
同
じ

宇
治
川
に
い
る
他
の
魚
と
同
族
の
魚
で
あ
る
は
ず
だ
。
」
を
う
け
て
、
「
そ
う
は

い
っ
て
も
や
は
り
違
い
は
あ
る
の
だ
か
ら
、
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
い
わ
ば
諦

め
の
心
情
を
、
返
し
と
し
て
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
保
憲
女
は
、
第
一
の
序
文
に
お
い
て
、

 
①
泥
の
中
に
お
ふ
る
を
、
は
る
か
に
そ
の
蓮
卑
し
か
ら
ず
、
谷
の
底
に
匂
ふ

 
 
か
ら
に
そ
の
は
ち
す
い
や
し
か
ら
ず
、
宮
の
内
の
花
と
い
へ
ど
も
、
咲
く

 
 
こ
と
は
隔
て
な
し

ま
た
、

 
②
大
き
な
る
川
、
小
さ
き
川
も
、
波
の
様
へ
だ
て
な
し
と
思
へ
ど
、
人
よ
り

 
 
劣
れ
る
人
の
、
す
ぐ
れ
た
る
ざ
え
あ
ら
は
る
る
こ
と
か
た
し
と
い
へ
ど
、

 
 
人
に
勝
り
た
る
人
の
、
劣
り
す
る
ざ
え
は
、
劣
り
た
る
言
の
葉
の
お
も
し

 
 
ろ
き
に
は
あ
ら
ず

と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
基
本
的
に
人
に
貴
賎
が
な
い
こ
と
を
訴
え
て
い

る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
後
に
は
次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。
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松
の
ね
の
び
、
い
つ
も
お
ほ
か
れ
ど
、
夏
の
野
に
い
で
て
引
か
ず
、
あ
や

 
 
め
ぐ
さ
お
ほ
か
り
と
い
へ
ど
も
、
春
の
子
の
日
に
引
か
ず
、
同
じ
く
く
ら

 
 
ぶ
る
駒
と
い
へ
ど
も
、
賢
き
に
は
ま
け
ぬ
、
同
じ
き
か
ち
ゆ
み
と
い
へ
ど

 
 
も
、
的
に
当
た
ら
ぬ
は
負
け
ぬ
、
同
じ
き
相
撲
と
い
へ
ど
、
力
弱
き
に
は

 
 
勝
ち
ぬ
と
お
も
へ
ば
、
い
か
で
か
へ
だ
て
の
な
か
ら
む

 
①
、
②
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
保
憲
女
で
あ
る
が
、
現
実
は
し
っ
か
り
と

見
つ
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
子
の
日
の
松
は
、
夏
の
野
で
は
ひ
か
な
い
、
菖
蒲

草
は
た
く
さ
ん
生
え
て
い
て
も
、
春
の
子
の
日
に
引
か
な
い
…
な
ど
と
い
っ
た

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
列
挙
し
て
、
「
ど
う
し
て
隔
て
の
な
い
こ
と
が
あ
る
だ

ろ
う
か
」
と
結
ん
で
い
る
。

 
自
分
の
疑
問
に
、
客
観
的
な
事
象
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
的
に
自

分
自
身
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
〇
番
の

歌
も
、
同
様
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
保
憲
女
は
、
網
代
に
捕
わ
れ
て
い
る
氷
魚
に
、
他
の
親
族
と
同
じ
賀
茂
氏
の

人
間
で
あ
る
の
に
、
家
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
て
嘆

き
、
し
か
し
、
そ
の
事
実
を
受
け
入
れ
て
生
き
る
し
か
な
い
こ
と
も
十
分
わ
か
っ

て
お
り
、
歌
に
表
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

 
「
名
」
「
氏
」
「
姓
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
は
、
保
憲
女
が
「
家
」
を
強
く
意

識
し
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

 
以
上
、
保
憲
女
の
漢
詩
文
受
容
の
一
例
と
し
て
「
ふ
で
の
う
み
」
を
、
そ
し

て
家
意
識
に
つ
い
て
、
二
首
の
和
歌
を
中
心
に
考
察
し
た
。

 
「
ふ
で
の
う
み
」
と
い
う
言
葉
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、
保
憲
女
の
漢
詩
文
の

知
識
と
、
そ
れ
ら
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
保
憲
女
の
自
負
を
感
じ
さ
せ
た
。
そ

し
て
、
一
八
五
番
と
一
九
〇
番
の
保
憲
女
独
特
の
歌
は
、
そ
の
よ
う
な
知
識
を

得
な
が
ら
も
、

で
歌
を
詠
み
、

で
あ
っ
た
。

当
時
の
文
壇
と
直
接
交
渉
を
す
る
こ
と
な
く
、
た
っ
た
ひ
と
り

家
集
を
遺
す
こ
と
を
試
み
た
保
憲
女
の
家
意
識
を
物
語
る
も
の

 
注

ω
拙
稿
「
『
賀
茂
保
憲
女
集
』
の
研
究
-
保
憲
女
の
発
想
と
漢
詩
文
I
I
」
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
新
樹
』
1
1
 
平
8
・
9
）

②
以
下
に
引
用
す
る
本
文
は
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
 
昭
6
0
）
に
よ

 
る
も
の
で
あ
る
が
、
適
宜
、
仮
名
を
漢
字
に
改
め
た
。

㈹
序
文
と
和
歌
の
呼
応
に
つ
い
て
は
、
私
も
以
前
か
ら
重
視
し
、
述
べ
て
き
た

 
が
、
木
村
佳
世
子
氏
が
「
賀
茂
保
憲
女
集
の
構
成
-
二
つ
の
視
点
か
ら
l

 
I
」
（
『
小
論
』
6
 
昭
6
3
・
3
）
に
お
い
て
、
大
変
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い

 
る
こ
と
を
、
久
保
木
寿
子
氏
の
「
賀
茂
保
憲
女
集
の
形
成
試
論
1
一
序
と
和

 
歌
の
対
応
が
示
す
も
の
一
」
（
『
白
梅
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
3
2
 
平
8
）

 
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

の
コ
に
同
じ
。

㈲
三
田
村
雅
子
氏
「
賀
茂
保
憲
女
集
の
位
相
i
〈
鳥
〉
の
表
象
・
歌
か
ら
序

 
へ
一
」
（
『
和
歌
文
学
新
論
』
明
治
書
院
．
昭
5
7
・
5
）

 
久
保
木
寿
子
氏
「
賀
茂
保
憲
女
集
試
論
一
初
期
百
首
と
暦
的
観
念
卜
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
『
文
学
・
語
学
』
掛
 
平
成
7
吃
8
）

㈲
神
作
光
一
氏
・
島
田
良
二
氏
『
曽
祢
好
忠
集
全
釈
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
笠
間
書
院
 
昭
5
0
・
1
1
）

ω
㈲
三
田
村
雅
子
氏
論
文
。

㈹
㈲
久
保
木
寿
子
氏
論
文
。
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㈲
三
田
村
雅
子
氏
「
賀
茂
保
憲
女
一
水
と
空
の
凝
視
i
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
6
1
・
1
2
）

⑩
の
に
同
じ
。

⑪
久
保
木
寿
子
氏
は
㈹
に
あ
げ
た
論
文
に
お
い
て
、
雑
の
序
と
対
応
す
る
和
歌

 
と
し
て
、
一
七
三
、
一
七
七
、
一
七
九
番
歌
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

吻
一
七
一
番
の
歌
と
雑
の
序
の
語
句
と
の
対
応
は
、
筑
紫
女
学
園
大
学
王
朝
文

 
学
研
究
会
に
お
い
て
小
塩
豊
美
氏
（
梅
光
院
生
）
が
指
摘
さ
れ
た
。

03
嵩
烽
ﾍ
る
恵
氏
「
賀
茂
保
憲
女
集
」
考

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
古
典
和
歌
論
叢
』
明
治
書
院
 
昭
6
3
）

⑳
こ
の
よ
う
な
詞
書
の
用
例
と
し
て
、
工
藤
重
矩
先
生
に
『
源
氏
物
語
』
「
初
音
」

 
の
次
の
例
を
教
え
て
頂
い
た
。
「
小
松
の
御
返
り
を
め
づ
ら
し
と
見
け
る
ま

 
ま
に
、
あ
は
れ
な
る
古
言
ど
も
書
き
ま
ぜ
て
」
（
明
石
の
姫
君
の
、
松
を
詠

 
み
込
ん
だ
返
歌
を
指
し
て
い
る
。
）

⑯
増
田
繁
夫
氏
『
能
宣
集
注
釈
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
日
本
古
典
文
学
会
貴
重
本
刊
行
会
 
平
7
・
1
0
）

㈹
正
宗
敦
夫
編
『
萬
葉
集
総
索
引
単
語
篇
漢
字
篇
』
（
平
凡
社
）
に
よ
り
検

 
索
し
、
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
か
ら
引
い
た
。

㈲
宇
津
保
物
語
研
究
会
『
宇
津
保
物
語
 
本
文
と
索
引
』
（
笠
間
書
院
 
昭
4
8
・

 
3
）
に
よ
り
検
索
し
引
用
し
た
。

03
r
山
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』
中
央
公
論
社

09
ｼ
に
も
『
能
宣
集
』
と
『
保
憲
女
集
』
の
共
通
す
る
語
句
と
し
て
「
の
ど
け

 
き
か
げ
」
を
見
出
せ
た
。

 
、
一
八
九
 
ち
り
か
か
る
花
な
き
夏
は
鏡
山
の
ど
け
き
か
げ
そ
ま
さ
る
べ
ら
な

 
 
 
 
 
る
（
『
能
宣
集
』
）

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
の
研
究
-
保
憲
女
の
漢
詩
文
受
容
と
家
意
識
1

一
五
八

ま
っ
と
い
ひ
て
き
み
を
み
ど
り
の
色
ふ
か
く
の
ど
け
き
か
げ
に
ち

幽
は
か
く
れ
ん
（
『
保
憲
女
集
』
）

 
本
稿
は
平
成
八
年
度
西
日
本
国
語
国
文
学
会
（
於
熊
本
県
立
大
学
）
に
お
け

る
口
頭
発
表
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
が
、
席
上
、
工
藤
重
矩
先
生
、
今
西
祐
「

郎
先
生
に
ご
教
示
頂
き
ま
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
再
考
い
た
し
ま
し
た
。
先
生

方
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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