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明
衡
往
来
』
の
撰
者
・
書
名
・
内
容
・
文
体
に
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て

服

部

嘉

香

 
本
稿
は
、
本
学
院
国
語
国
文
学
会
の
『
国
文
学
研
究
』
第
三
号
に
発
表

し
た
〈
『
本
朝
文
理
』
の
書
簡
群
と
人
間
性
〉
に
接
続
す
る
も
の
で
あ

り
、
同
第
二
号
の
く
『
竹
取
物
語
』
の
女
性
性
侍
り
文
体
と
商
業
文
V
と

も
関
聯
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
都
合
に
よ
り
延
引
し
た
。
本
稿
を
御
覧
下

さ
る
節
は
、
右
二
稿
を
御
為
閲
賜
わ
ら
ば
幸
で
あ
り
、
相
通
じ
て
何
か
と

御
垂
範
を
与
え
ら
れ
れ
ば
大
幸
で
あ
る
。

醐

．
『
明
衡
往
来
』
の
撰
者
は
、
『
本
朝
文
墨
』
の
そ
れ
と
同
一
人
藤
原
明
衡

で
、
 
『
文
粋
』
の
書
簡
が
平
安
前
半
期
、
十
世
紀
末
期
の
学
者
・
文
人
ら
九
人

の
、
本
格
的
な
純
漢
文
か
、
そ
れ
に
近
い
尺
腰
体
の
も
の
の
み
で
あ
る
に
対

し
、
 
『
往
来
』
は
、
啓
蒙
の
目
的
を
以
て
編
纂
さ
れ
た
明
衡
目
人
の
作
に
成
る

男
子
用
書
簡
文
三
聖
で
あ
っ
て
、
擬
漢
文
体
も
し
く
は
和
習
漢
文
体
と
も
い
ふ

べ
き
特
種
の
文
体
を
確
立
し
て
み
る
。
平
安
末
期
、
十
一
世
紀
の
前
半
近
く
に

成
立
し
た
も
の
で
、
『
竹
取
物
語
』
か
ら
『
源
氏
物
語
』
へ
の
仮
名
文
字
文
学

も
出
現
し
た
後
で
あ
る
が
、
初
期
の
漢
詩
文
隆
盛
の
絵
波
を
承
け
、
後
代
へ
脈

を
残
し
た
過
渡
的
内
容
を
持
ち
、
且
つ
、
 
『
国
粋
』
・
『
往
来
』
二
書
と
も
同

一
人
の
述
作
で
あ
る
こ
と
に
因
み
、
硬
質
文
化
の
変
遷
の
跡
を
明
き
ら
か
に
し

て
み
た
い
。

 
内
容
は
、
当
時
の
貴
族
生
活
の
定
時
・
臨
時
の
行
事
・
作
法
・
故
事
・
慣
例

な
ど
の
出
典
・
由
来
に
関
す
る
質
疑
・
応
答
、
雅
俗
の
社
交
・
儀
礼
・
歓
会
、

そ
の
他
各
種
の
人
事
・
雑
事
に
わ
た
る
仮
定
事
項
を
、
年
賀
状
・
祝
賀
状
・
弔

慰
状
・
誘
引
状
・
照
会
状
・
依
頼
状
等
々
の
仮
定
書
簡
文
の
型
に
作
成
し
た
も

の
を
、
上
・
中
・
下
の
三
巻
を
更
に
そ
れ
ぐ
本
・
末
に
分
か
ち
、
長
短
二
百

十
鯨
篇
を
収
め
て
い
る
が
、
上
・
中
二
巻
に
は
、
二
・
三
の
例
外
を
除
い
て

は
、
往
信
と
返
信
と
を
並
べ
、
下
巻
は
往
信
の
み
の
形
と
し
て
お
り
、
往
返
の

形
式
と
見
え
る
も
の
は
、
発
受
信
者
を
異
に
し
て
い
る
。

 
書
名
は
、
『
明
衡
往
来
』
の
外
、
『
明
塚
消
息
」
・
『
雲
州
往
来
』
・
『
雲

州
消
息
』
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
 
「
雲
州
」
は
、
明
豊
が
出
雲
守
で
あ
っ
た
こ
と

に
因
ん
で
の
称
で
あ
る
。
も
し
出
雲
守
在
任
中
の
編
著
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
成

年
度
も
割
り
出
せ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
在
任
期
間
が
詳
か
で
な
い
の
で
、
今
の

と
こ
ろ
、
そ
の
望
み
は
な
い
。
石
川
謙
博
士
は
、
大
著
『
古
往
来
に
つ
い
て
の

研
究
』
の
中
で
、
書
名
が
区
々
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
『
明
星
往
来
』
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『
明
衡
往
来
』
の
撰
者
・
書
名
・
内
容
・
文
体
に
つ
い
て



・
は
恐
ら
く
後
人
に
よ
っ
て
編
纂
せ
ら
れ
、
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い

い
、
ま
た
、
集
中
の
一
事
項
に
因
ん
で
、
収
載
書
簡
は
、
明
言
の
五
十
歳
前
後

に
綴
っ
た
も
の
か
ら
七
十
八
歳
に
至
る
ま
で
の
作
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い

か
と
「
た
だ
何
と
な
く
」
思
わ
れ
る
と
推
考
し
て
お
ら
れ
る
。
権
威
者
の
言
で

あ
る
か
ら
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
に
は
少
し
別
の
考
が
あ

る
の
で
、
私
見
を
述
べ
て
示
教
を
得
た
い
と
思
う
。

 
奮
時
代
の
傳
本
に
は
、
後
人
の
編
纂
と
い
う
例
が
多
い
。
殊
に
『
往
来
』
の

場
合
、
明
衡
死
没
の
年
ま
で
の
作
を
含
む
か
と
の
推
定
の
あ
る
限
り
、
生
前
の

自
撰
は
あ
り
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、
後
人
の
編
纂
と
見
る
外
は
な
い
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
重
要
な
、
普
及
・
承
傳
の
広
く
、
久
し
い
書
に

 
つ
い
て
は
、
そ
の
資
料
と
な
っ
た
も
の
の
原
形
の
若
干
部
分
が
残
っ
て
い
る

か
、
原
形
が
ど
ん
な
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
の
記
録
か
、
後
人
の

推
考
が
あ
っ
て
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
原
形
が
編
纂
可
能
の
状
態
で
あ

 
つ
た
と
す
れ
ば
、
功
は
原
作
者
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
 
「
明
衡
撰
」
も
し
く
は
「

明
当
作
」
で
差
支
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
原
作
者
の
意
図
に
な
い
形
に
編
纂

さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
よ
く
あ
る
「
門
弟
筆
記
」
．
「
門
人
何
某
撰
」
・
「
門
弟

等
何
某
謹
題
」
な
ど
と
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
謄
本
の
中
に
は
、
長
い
歳
月

の
間
に
、
未
定
稿
の
資
料
の
断
片
々
々
を
、
一
人
な
い
し
数
同
人
か
数
異
人
が

何
種
類
か
に
聚
集
・
整
蓋
し
た
と
い
う
よ
う
な
複
雑
な
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ

は
そ
れ
で
、
奥
書
な
ど
で
由
来
が
明
き
ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

 
わ
た
く
し
は
、
四
種
の
称
が
あ
る
の
は
、
論
衡
が
心
覚
え
式
に
あ
れ
こ
れ
と

書
い
て
い
た
た
め
と
思
い
た
い
の
で
あ
る
。
も
し
出
雲
守
在
任
中
の
作
で
あ
る

と
の
五
明
が
立
て
ば
、
『
悪
書
類
従
』
本
に
あ
る
題
名
の
「
雲
州
消
息
巻
上
出

雲
守
明
衡
撰
」
は
、
彼
の
任
務
に
対
す
る
か
し
こ
ま
り
の
表
わ
れ
と
し
て
、
彼

自
身
一
度
は
書
い
て
い
た
も
の
が
、
古
写
本
な
ら
び
に
刊
本
と
し
て
傳
わ
っ
た

も
の
か
と
推
定
し
て
差
支
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
か
し
こ
ま
り
ほ
ど
で
な

い
と
し
て
も
、
 
「
出
雲
守
」
を
風
流
に
唐
名
呼
び
と
し
て
、
気
軽
く
「
雲
州
消

息
」
と
も
、
 
「
雲
州
往
来
」
と
も
、
そ
の
時
の
気
分
で
草
稿
の
一
・
二
に
書
い

た
の
が
残
っ
て
い
た
と
推
測
し
て
も
い
い
。
 
「
明
衡
往
来
」
に
し
て
も
、
堂
々

と
名
乗
っ
た
も
の
と
す
る
の
は
考
え
過
ぎ
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
前
人
未
発
の

新
文
体
・
新
組
織
の
試
み
を
発
表
す
る
の
だ
と
い
う
気
構
え
か
ら
、
 
「
明
衡
が

創
意
の
文
」
に
成
る
書
簡
文
集
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
「
明
言
往

来
」
ま
た
は
「
明
衡
消
息
」
と
名
づ
け
て
流
布
を
期
し
た
と
推
解
さ
れ
な
い
で

も
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
し
か
し
、
以
上
は
、
根
拠
の
弱
い
推
考
に
過
ぎ
な
い
。
今
少
し
深
く
考
え
て

み
た
い
。

 
わ
た
く
し
は
、
少
な
く
と
も
大
部
分
が
咀
衡
の
自
撰
で
あ
る
こ
と
を
疑
い
た

く
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
全
体
の
組
織
が
整
然
と
し
て
い
る
。
前
記
し
た

通
り
、
上
・
中
の
二
巻
は
、
月
次
往
返
の
形
式
を
採
り
、
下
巻
は
往
信
形
式
の

み
で
あ
る
か
ら
、
下
巻
は
あ
る
い
は
後
人
の
補
か
と
も
見
え
る
部
分
も
あ
る

が
田
文
趣
・
文
調
の
上
か
ら
味
わ
い
を
追
求
す
る
と
、
一
貫
し
て
二
目
人
の
筆

致
と
見
る
方
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
点
が
あ
る
し
、
全
体
を
通
じ
て
の
取
材
の
排

列
・
用
語
・
書
式
の
工
夫
の
統
一
・
整
頓
に
か
な
り
意
を
用
い
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
下
巻
の
日
付
も
、
上
・
中
巻
と
同
様
、
正
月

か
ら
十
二
月
置
で
春
夏
秋
冬
の
順
序
を
追
い
、
そ
の
あ
と
に
、
季
節
よ
り
も
内

容
の
事
項
を
主
と
し
た
も
の
若
干
を
、
 
「
雑
」
の
つ
も
り
で
あ
ろ
う
、
単
に
「

月
日
」
と
記
し
て
添
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
著
者
の
意
図
と
し
て
汲
む
べ
き
も

の
が
あ
る
と
し
て
い
い
で
あ
ろ
ヶ
。
も
し
後
人
の
編
纂
と
す
る
な
ら
ば
、
明
豊
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は
現
形
の
排
列
・
統
一
を
予
想
し
て
あ
ま
り
に
も
都
合
よ
く
過
不
及
の
な
い
資

料
を
残
し
て
お
い
た
こ
と
に
な
る
。
二
・
，
三
の
ほ
ゴ
同
文
の
重
複
は
あ
る
が
、

こ
れ
は
明
目
の
不
注
意
か
、
転
写
の
誤
か
、
後
人
の
補
失
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い

は
、
資
料
と
し
て
は
こ
の
何
倍
か
の
も
の
が
あ
り
、
後
の
編
纂
者
が
そ
の
中
か

ら
必
要
と
す
る
も
の
を
選
び
出
し
た
と
す
る
の
な
ら
ば
、
画
期
的
な
貴
重
資
料

の
多
く
を
む
ぎ
く
棄
除
す
る
勇
気
が
編
纂
者
に
あ
っ
た
ろ
う
と
は
断
じ
か
ね

る
こ
と
で
、
む
し
ろ
あ
れ
こ
れ
不
揃
い
の
ま
㌧
、
も
っ
と
浩
漸
な
も
の
1
現

存
の
原
形
と
は
似
も
つ
か
ぬ
も
の
一
を
残
し
た
と
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。 

第
二
に
は
、
こ
の
書
が
論
文
体
の
提
唱
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
内
容

が
整
然
と
し
て
い
る
の
は
、
明
き
ら
か
に
あ
る
一
人
が
、
つ
ま
り
明
解
が
、
意

識
的
も
し
く
は
意
志
的
に
時
代
の
要
求
に
応
じ
、
も
し
く
は
そ
れ
を
明
察
し

て
、
計
画
的
に
自
己
の
創
意
・
新
見
を
以
て
構
成
し
よ
う
と
し
た
意
図
を
反
映

し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
季
節
・
用
件
に
適
合

す
る
異
文
・
佳
句
を
、
几
上
・
座
右
の
当
用
に
た
や
す
く
捜
博
し
得
る
形
に
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
あ
る
噌
人
の
事
前
の
計
画
に
基
づ
く
も
の
と
認
め

る
べ
き
で
あ
っ
て
、
複
数
の
編
纂
者
の
意
図
の
合
集
と
は
考
え
ら
れ
な
い
性
質

の
も
の
で
あ
る
。

 
第
三
に
は
、
明
衡
に
『
新
猿
楽
記
』
の
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
猿
楽
見

物
の
家
族
の
そ
れ
み
＼
の
特
徴
・
特
技
を
挙
げ
、
娘
と
そ
の
夫
と
の
こ
と
に
託

し
て
、
書
簡
往
来
体
の
素
材
と
も
い
う
べ
き
物
名
列
挙
の
常
識
読
本
式
の
も
の

に
書
き
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
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君
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介
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菅
綾
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文
選
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史
紀
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書
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語
。
孝
経
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…
…
日
記
。
申
文
。
消
息
。
往
来
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文
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ナ
ラ
ン

上
手
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…
…
量
異
二
藍
言
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匡
衡
。
文
時
。
直
幹
等
一
哉
。

 
こ
う
い
う
並
べ
方
で
、
書
簡
で
は
な
い
が
、
物
名
列
挙
の
方
法
を
採
っ
て
お

り
、
往
来
体
・
往
来
物
の
形
式
の
先
駆
的
特
色
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明

衡
の
意
思
を
推
察
す
る
と
、
『
本
朝
文
粋
』
は
漢
詩
文
・
物
腰
体
の
名
文
集
、

『
明
答
往
来
』
は
書
簡
文
奥
書
、
『
新
猿
楽
記
』
は
そ
れ
ら
の
中
間
的
性
質
の

も
の
、
こ
の
一
連
の
計
画
を
以
て
啓
蒙
を
試
み
た
こ
と
が
明
き
ら
か
に
看
取
さ

れ
る
。

二

 
以
上
の
観
点
か
ら
い
っ
て
、
明
衡
は
初
か
ら
自
発
的
意
志
を
以
て
三
書
を
成

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
往
来
』
に
四
種
の
名
称
が
あ
る
の
は
、
初
か
ら
一
定
し

か
ね
た
が
た
め
で
あ
っ
て
、
四
種
の
名
称
も
、
恐
ら
く
彼
の
思
い
つ
き
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
 
『
本
朝
文
粋
』
は
『
唐
文
粋
』
の
称
に
倣
っ
て
名
づ
け
た
こ
と

が
明
き
ら
か
で
あ
る
以
上
、
明
衡
の
命
名
と
考
え
て
よ
く
、
 
『
新
猿
楽
記
」
は
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内
容
と
相
応
ず
る
名
称
と
し
て
の
明
衡
の
命
名
で
あ
ろ
う
し
、
同
書
の
著
者
の

名
を
「
右
京
大
夫
明
衡
」
と
し
て
い
る
の
は
、
 
『
往
来
』
に
「
雲
州
消
息
」
．

「
雲
州
往
来
」
と
名
づ
け
よ
う
と
し
た
彼
の
心
理
と
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

わ
た
く
し
が
『
文
墨
』
の
著
者
を
明
衡
と
す
る
の
は
、
一
つ
は
、
国
書
刊
行
会

本
に
あ
る
「
新
刊
本
朝
文
歌
序
」
の
文
の
冒
頭
に
、
道
春
林
船
蛸
が
「
本
朝
文

粋
十
四
巻
明
衡
撰
。
」
と
明
き
ら
か
に
書
き
出
し
て
い
る
の
に
拠
る
の
で
あ
る

が
、
『
新
猿
楽
記
」
は
『
新
華
書
類
従
」
本
の
奥
書
に
、

 
 
遠
聞
。
新
猿
楽
記
。
藤
原
明
衡
所
二
述
作
一
之
狂
言
綺
語
也
。
謎
二
町
人
一

 
 
令
二
書
写
［
重
加
糖
校
合
一
個
。

と
あ
る
の
を
傍
証
と
す
る
の
で
あ
る
。

 
石
川
博
士
に
は
、
書
名
に
つ
い
て
別
の
推
考
が
あ
る
。
重
ね
て
私
見
を
述

べ
、
教
を
乞
う
こ
と
と
し
た
い
。

 
 
 
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
題
號
の
つ
け
方
で
、
 
『
表
在
往
来
』
・
『
季

 
 
綱
往
来
』
・
『
菅
丞
相
往
来
』
と
い
っ
た
や
う
に
、
撰
作
者
の
名
を
そ
の

 
 
ま
ま
に
題
号
と
し
た
の
が
六
部
の
内
の
三
部
を
占
め
て
い
る
点
で
あ
る
。

 
 
 
こ
の
や
う
な
命
名
の
仕
方
は
平
安
時
代
に
限
っ
た
こ
と
で
、
鎌
倉
時
代

 
 
以
降
の
往
来
に
は
断
じ
て
見
当
．
ら
な
い
。
尤
も
平
安
時
代
の
も
の
は
、
書

 
 
体
の
製
作
者
た
る
明
年
な
り
季
綱
が
直
ち
に
一
巻
の
編
輯
者
で
あ
っ
た
か

 
 
ど
う
か
疑
は
し
い
。
恐
ら
く
後
人
が
編
輯
し
て
、
題
號
の
な
い
ま
ま
に
仮

 
 
り
に
明
衡
の
往
来
、
季
綱
の
往
来
と
呼
ん
で
い
た
と
こ
ろ
が
ら
、
遂
に
『

 
 
明
認
往
来
』
・
『
季
綱
往
来
』
と
い
っ
た
や
う
な
固
有
の
題
號
と
な
っ
た

 
 
の
で
あ
ら
う
。

 
石
川
博
士
の
編
者
後
人
説
は
こ
㌧
に
も
変
り
は
な
い
が
、
書
名
に
つ
い
て

は
、
撰
作
者
名
を
冠
す
る
二
例
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
わ
た
く
し
の
推
考
を
進
め
る
な
ら
ば
、
第
一
に
、
特
に
編
著
鑑
み
ず
か
ら

が
「
明
衡
の
往
来
」
で
あ
る
と
し
、
 
「
愈
愈
の
往
来
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

明
白
に
示
す
た
め
に
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
し
て
『
明
衡
往
来
』
・
『
季
綱

往
来
』
と
命
名
し
た
の
で
は
な
い
か
。
第
二
に
、
『
季
綱
往
来
」
が
『
明
衡
往

来
』
に
次
い
で
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
さ
㌧
か
新
組
を
加
え
た
「

わ
が
季
綱
の
往
来
」
で
あ
る
こ
と
を
目
立
た
す
た
め
に
、
先
行
の
『
明
衡
往

来
』
の
名
に
倣
っ
て
『
季
綱
往
来
」
と
み
ず
か
ら
命
名
し
た
の
で
は
な
い
か
。

第
三
に
、
後
々
固
有
名
詞
を
用
い
な
く
な
っ
た
の
は
、
す
で
に
『
明
衡
往
来
』

や
『
季
綱
往
来
』
に
よ
っ
て
往
来
体
の
文
体
や
用
例
な
ど
が
個
人
の
作
と
し
て

一
鷹
の
形
に
定
め
ら
れ
た
以
上
、
以
後
の
類
書
は
、
自
ヨ
の
名
を
冠
す
る
ほ
ど

に
は
新
風
・
別
体
の
も
の
を
創
案
・
作
成
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
た
の
で
、

用
途
や
趣
向
や
文
体
に
基
づ
い
て
命
名
す
る
外
は
な
い
と
し
て
、
『
縄
氏
往

来
」
・
『
十
二
月
往
来
』
・
『
垂
髪
往
来
』
 
・
『
庭
訓
往
来
」
 
・
『
喫
茶
往

来
』
・
『
尺
素
往
来
』
・
『
鎌
倉
往
来
』
・
『
手
習
往
来
』
等
々
と
名
づ
け
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
た
い
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
 
『
季
綱

往
来
』
は
、
書
名
に
、
 
『
雲
州
往
来
」
な
り
『
明
衡
往
来
』
な
り
の
前
例
が
あ

っ
た
が
た
め
に
、
迷
う
こ
と
な
く
一
書
名
を
以
て
足
り
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
明

衡
に
は
前
例
が
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
ま
た
、
書
名
よ
り
も
内
容
の
創
案
に
苦

心
し
た
が
た
め
に
、
書
名
は
、
時
の
思
い
つ
き
の
ま
㌧
に
、
 
「
雲
州
消
息
」
と

し
、
 
「
雲
州
往
来
」
と
し
、
 
「
鳥
類
往
来
」
と
も
、
 
「
明
衡
消
息
」
と
も
書
い
・

た
の
で
は
な
い
か
。
現
に
、
彼
の
『
新
猿
楽
記
」
に
は
、
 
「
五
ノ
君
ノ
夫
ハ
」
の

項
に
、
 
「
日
記
。
申
文
。
消
息
。
往
来
。
」
と
並
べ
て
あ
っ
て
、
 
「
消
息
」
と

「
往
来
」
と
の
間
に
、
質
別
も
性
別
も
明
き
ら
か
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

四
種
の
書
名
が
意
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
怪
し
む
に
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
結
論
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を
い
え
ば
、
四
種
の
名
称
も
明
衡
の
思
い
つ
き
で
あ
り
、
文
も
自
作
、
排
列
も

自
撰
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
も
し
問
題
を
絞
っ
て
、
 
「
雲
州
i
」
二
種

と
「
春
里
1
」
二
種
と
の
ど
れ
を
よ
り
多
く
自
発
的
か
と
定
め
ね
ば
な
ら
ん

と
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
は
、
「
右
京
大
夫
明
衡
」
と
思
い
合
わ
せ
て
、
後
者
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

り
も
前
者
に
可
能
性
が
多
い
と
し
た
い
。
し
か
し
、
今
日
に
お
い
て
は
、
明
夕

が
和
習
特
殊
文
体
の
創
始
者
で
あ
る
点
を
尊
重
し
て
「
窪
窪
」
を
冠
し
、
下
半

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
、
名
実
共
に
往
来
体
の
先
駆
を
な
し
た
こ
と
、
や
が
て
通
称
と
し
て
、
後

世
、
男
子
に
往
来
、
女
子
に
消
息
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
更
に

大
部
分
が
往
返
仕
立
て
の
内
容
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
「
往
来
」
の
方
を
採

り
、
 
『
明
衡
往
来
』
の
一
称
に
固
め
る
こ
と
が
歴
史
的
意
義
が
明
き
ら
か
に
な

る
と
思
う
の
で
あ
る
。
殊
に
、
 
『
本
朝
翌
冬
』
の
書
簡
は
、
実
例
か
ら
上
国
し

た
た
め
に
名
文
が
多
く
、
生
ま
く
し
い
人
間
像
が
躍
動
し
て
い
る
に
反
し
、

「
往
来
』
は
自
作
の
啓
蒙
書
で
あ
る
た
め
に
教
育
的
で
あ
り
、
教
育
的
で
あ
る

た
め
に
通
俗
的
で
あ
り
、
明
衡
の
指
導
的
意
識
に
よ
る
作
文
で
あ
る
た
め
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

必
ず
し
も
純
漢
文
の
名
文
揃
い
で
な
く
、
そ
れ
が
後
来
の
往
来
物
を
呼
び
出
す

規
範
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
文
体
推
移
の
歴
史
的
意
義
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
平
安
朝
時
代
を
通
じ
て
は
、
純
漢
文
の
尺
墨
田
と
、
擬

漢
文
の
往
来
体
と
、
和
文
の
消
息
体
と
が
、
多
少
の
時
聞
差
を
以
て
並
び
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。

 
 
新
文
体
の
提
唱
に
当
た
っ
て
、
韻
学
・
博
識
の
明
衡
が
、
な
ぜ
純
漢
文
を

避
け
て
擬
漢
文
体
を
用
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
改
め
て
；
一
口
し
て
お
き

た
い
。
第
一
に
は
、
男
子
の
書
簡
実
力
の
砥
下
し
た
こ
と
、
第
二
に
は
、
書
簡

新
人
の
た
め
に
適
切
な
指
導
の
必
要
を
感
じ
た
こ
と
、
そ
こ
に
時
代
の
要
求
が

あ
る
と
思
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
遣
唐
使
停
止
以

『
明
衡
往
来
』
の
撰
者
・
書
名
・
内
容
・
文
体
に
つ
い
て

来
、
海
外
文
化
の
刺
戟
が
薄
れ
る
に
つ
れ
て
、
男
子
の
漢
詩
文
創
作
の
力
は
衰

え
る
一
方
で
あ
っ
た
か
ら
、
書
簡
文
も
、
学
者
で
な
い
限
り
、
場
合
に
よ
っ
て

は
学
者
で
あ
っ
て
も
、
正
し
い
尺
積
層
で
書
く
人
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
、
純

漢
文
よ
り
は
程
度
を
低
く
し
た
、
日
本
人
向
き
の
和
製
漢
文
の
範
文
を
教
え
よ

う
と
し
た
こ
と
が
一
つ
。
書
簡
新
人
と
い
う
の
は
、
教
養
の
な
い
一
般
人
の
間

に
書
簡
の
利
用
が
広
ま
っ
た
現
象
に
基
づ
い
て
名
づ
け
て
み
た
の
で
あ
る
が
、

彼
等
に
は
も
ち
ろ
ん
純
漢
文
の
邑
智
体
な
ど
は
書
け
な
い
の
で
、
和
製
漢
文
の

手
引
書
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
二
つ
。
当
時
、
貴
族
・
学
者
以
外
の

一
般
人
の
間
に
、
書
簡
の
利
用
が
ど
の
程
度
に
広
ま
っ
た
か
、
正
確
に
は
捉
え

が
た
い
が
、
京
都
遷
都
後
の
平
和
に
馴
れ
て
社
交
・
達
用
の
範
囲
が
広
く
な
っ

た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
 
『
枕
草
子
』
に
、

地
方
か
ら
の
書
簡
に
そ
の
地
の
進
物
の
添
え
て
な
い
の
は
興
ざ
め
が
す
る
と
い

っ
て
い
る
の
は
、
書
簡
往
返
の
範
囲
が
京
都
以
外
の
地
方
に
及
ん
だ
こ
と
を
証

し
て
い
る
し
、
ふ
み
こ
と
ば
の
無
礼
な
の
は
不
愉
快
だ
と
い
っ
て
い
る
の
は
、

書
き
馴
れ
な
い
人
、
書
簡
の
作
法
を
知
ら
な
い
人
の
多
く
な
っ
た
こ
と
を
思
わ

せ
る
も
の
で
あ
り
、
書
簡
新
人
が
ど
れ
ほ
ど
か
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
証
し
て

い
る
。
明
衡
自
身
は
も
ち
ろ
ん
尺
腰
体
の
書
け
な
い
人
で
は
な
い
が
、
尺
尊
体

よ
り
は
書
き
易
い
、
い
さ
㌧
か
を
通
俗
化
し
た
日
本
書
簡
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル

と
し
て
の
往
来
体
を
創
案
し
、
文
範
と
し
て
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
通

俗
化
の
手
段
と
し
て
は
、
彼
は
、
形
は
男
子
に
必
須
の
漢
文
で
は
あ
る
が
、
和

製
の
漢
語
や
、
俗
語
や
、
辿
り
易
い
語
法
・
文
脈
を
交
え
た
も
の
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
を
擬
漢
文
・
和
習
漢
文
・
和
臭
漢
文
と
の
み
評
し
去
る
の
が
従

来
の
定
説
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
わ
た
く
し
は
、
そ
う
い
う
新
文
体
を
案
出
し

た
明
衡
の
創
意
を
高
く
評
価
し
た
い
の
で
あ
る
。
書
簡
関
係
の
刊
行
物
で
、
こ
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れ
ほ
ど
当
代
な
ら
び
に
後
世
に
広
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
は
な
い
。
そ
れ

は
、
単
に
通
俗
化
を
狙
っ
た
が
た
め
の
功
積
で
は
な
く
、
普
及
の
範
囲
や
そ
の

数
量
の
上
か
ら
い
う
の
で
も
な
く
、
外
来
の
影
響
を
排
除
し
て
ハ
男
子
書
簡
文

体
の
日
本
化
を
志
し
つ
～
日
本
書
簡
の
本
質
な
ら
び
に
書
簡
現
象
に
新
し
い
方

向
を
決
定
し
て
、
昭
和
現
代
の
大
勢
を
ま
で
支
配
す
る
水
源
を
開
い
た
点
を
偉

と
し
た
い
の
で
あ
る
。

三

 
要
す
る
に
、
明
浜
の
往
来
体
は
画
期
的
の
も
の
で
あ
っ
て
、
 
『
往
来
』
の
組

織
も
、
文
例
も
、
文
体
も
前
例
が
な
く
、
当
代
な
ら
び
に
後
世
へ
か
け
て
の
書

簡
要
素
が
明
暮
に
よ
っ
て
量
定
さ
れ
た
か
の
観
が
あ
る
。
試
み
に
そ
の
要
素
を

挙
げ
て
み
る
と
、

 
 
ま
ず
内
容
か
ら
見
て
の
特
徴
は
、
 
（
一
）
用
件
・
用
途
を
制
定
し
た
こ

と
、
 
（
二
）
往
返
形
式
を
採
用
し
た
こ
と
、
 
（
三
）
季
節
挨
拶
を
挿
入
し
た
こ

と
、
 
（
四
）
年
中
行
事
や
慣
例
に
つ
い
て
解
説
し
た
こ
と
、
 
（
五
）
物
名
列
挙

に
よ
る
知
識
を
与
え
る
こ
と
、
 
（
六
）
漢
字
お
よ
び
故
事
・
熟
語
の
知
識
を
与

え
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
り
、

 
文
体
よ
り
見
て
の
特
徴
は
、
 
（
一
）
也
文
体
の
成
立
、
 
（
二
）
男
性
性
侍
ル

文
体
の
併
用
、
 
（
三
）
候
文
体
の
散
見
、
 
（
四
）
文
章
・
用
語
の
和
文
化
、

（
五
）
頭
語
と
結
語
を
置
い
た
こ
と
、
（
六
）
敬
語
的
表
現
を
多
用
し
た
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
。

 
用
件
・
用
途
の
設
定
は
、
漸
減
の
翻
案
で
あ
っ
た
。
正
倉
院
御
物
書
簡
・
萬

葉
書
簡
・
文
粋
書
簡
に
も
あ
り
は
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
実
際
に
用
い
た
書
簡

の
傳
存
で
あ
る
た
め
に
、
残
さ
れ
た
書
簡
に
扱
わ
れ
た
だ
け
の
用
件
・
用
途
の

外
に
出
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
往
来
』
は
、
凡
そ
書
簡
と
し
て
日
常

生
活
に
必
要
な
社
交
・
達
用
の
あ
れ
こ
れ
を
想
定
し
て
年
賀
状
・
招
待
状
・
祝

賀
状
・
弔
慰
状
・
誘
引
状
・
贈
り
物
状
・
依
頼
状
・
照
会
状
・
無
沙
汰
の
詫
、
等

々
に
わ
た
り
、
仮
定
事
項
に
よ
る
往
返
の
範
文
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
書
簡
往
返
の
形
式
は
、
こ
れ
も
正
倉
院
御
物
書
簡
・
萬
葉
書
簡
・
文
粋
書
簡

に
あ
る
が
、
や
は
り
必
要
に
応
じ
て
実
際
に
取
り
交
わ
し
た
も
の
が
残
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
人
に
教
え
る
た
め
の
範
例
で
は
な
い
。
 
「
往
来
」
の
称
が
、

い
つ
頃
、
誰
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
か
と
い
う
史
実
は
明
き
ら
か
で
は
な
い

が
、
明
衡
は
、
『
礼
記
』
の
「
礼
尚
二
往
来
一
。
」
に
因
ん
で
名
づ
け
た
か
も
知

れ
な
い
。
 
「
消
息
」
も
同
義
で
、
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
が
消
え
る
の
は
往
、
生

ま
れ
、
ふ
え
る
の
は
息
（
生
息
．
子
息
な
ど
参
照
。
）
、
要
す
る
に
「
往
来
」
と
同

義
で
あ
る
が
、
当
時
二
語
と
も
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
手

紙
を
も
ら
え
ぱ
必
ず
返
事
を
出
す
と
い
う
社
交
意
識
と
そ
の
必
要
が
あ
っ
て
往

返
形
式
を
上
・
中
二
巻
に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
季
節
挨
拶
は
、
現
存
の
古
書
簡
に
は
見
る
こ
と
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
明
衡

は
、
凡
そ
書
簡
と
し
て
の
用
件
・
用
途
、
な
ら
び
に
書
簡
儀
礼
に
因
み
、
こ
れ

あ
る
を
必
要
と
し
て
、
煩
雑
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
作
例
を
示
し
た
。
こ
れ
は
、

書
簡
形
式
と
し
て
後
世
へ
影
響
を
残
し
て
い
る
。

 
年
中
行
事
・
慣
例
の
解
説
は
、
書
簡
内
容
の
通
俗
化
と
共
に
教
育
化
を
必
要

と
し
た
も
の
で
、
明
衡
好
み
の
学
的
要
素
を
織
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
後
の

往
来
物
の
範
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

 
物
名
列
挙
に
よ
る
知
識
の
習
得
は
、
明
衡
み
ず
か
ら
が
『
新
猿
楽
記
』
に
先

例
を
示
し
、
『
往
来
』
に
用
い
、
後
世
の
範
と
し
た
も
の
で
、
江
戸
時
代
に
至
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る
ま
で
の
往
来
物
に
頻
出
す
る
の
で
あ
る
。

 
漢
字
お
よ
び
故
事
・
熟
語
の
書
簡
も
、
ま
た
明
衡
好
み
の
学
的
方
法
で
あ
っ

て
、
廷
臣
に
、
地
方
官
に
、
下
級
宮
吏
に
目
標
を
置
い
た
か
と
思
わ
れ
る
の
・
で

あ
る
が
、
，
更
に
み
ず
か
ら
は
予
想
だ
に
も
し
な
か
っ
た
後
世
の
武
士
や
庶
民
の
，

教
育
資
料
と
竜
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

Q
年
頭
誘
引
の
状

右
改
年
之
後
。
富
貴
万
福
幸
甚
草
々
。
抑
陽
春
広
報
。
可
レ
楽
者
是
時

也
。
新
酒
之
会
。
遊
覧
之
興
。
柳
欲
レ
付
二
騨
尾
一
。
殊
有
二
允
容
一
所
望
可
レ

足
Q
毎
駐
在
二
面
拝
一
。
謹
言
。

○
右
 
返
 
濃

厚
改
年
之
後
。
須
三
先
拝
眉
温
顔
一
也
。
而
連
日
参
内
之
間
。
干
レ
今
上
如
。

調
弦
之
処
。
耳
介
二
玉
章
【
。
旦
為
レ
悦
旦
為
レ
世
理
。
抑
聴
レ
鶯
翫
レ
花
之
興

已
得
二
其
時
一
。
策
レ
主
管
レ
車
之
態
。
欲
レ
随
目
高
駕
一
。
今
付
二
騨
尾
藩
命
「
。

還
二
二
異
言
「
耳
。
今
明
之
間
参
拝
将
レ
遂
二
心
懐
一
。
不
宣
謹
言
。

 
往
信
の
「
足
」
は
「
み
た
す
」
。
日
付
は
正
月
八
日
。
左
少
将
辮
藤
原
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ダ
イ
ジ

右
馬
頭
殿
へ
充
て
た
文
。
返
信
の
「
異
言
」
は
不
承
諾
の
意
。
日
付
は
「
遁
時
」

と
あ
る
。
即
時
の
意
。
 
「
乃
時
」
・
「
乃
刻
」
．
「
即
日
」
・
「
即
時
」
な
ど

と
も
書
い
た
q
当
時
は
、
文
使
を
待
た
せ
て
折
返
し
返
事
を
書
き
、
託
し
た
も

の
で
、
-
時
に
は
別
霜
立
証
も
あ
っ
た
が
。
1
返
事
即
時
は
、
相
手
に
対

す
る
礼
節
と
も
な
っ
て
た
も
の
で
、
当
然
、
礼
は
往
来
を
尚
ぶ
の
実
行
と
も
な

っ
た
。
文
粋
書
簡
に
較
べ
て
文
品
は
落
ち
る
し
、
稚
拙
の
感
さ
え
あ
る
が
、
通

『
明
衡
往
来
』
の
撰
者
・
書
名
・
内
容
・
文
体
に
つ
い
て

俗
化
を
旨
と
し
て
、
四
字
句
は
多
い
が
、

て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

四

四
六
餅
馬
体
か
ら
絶
縁
し
よ
う
と
し

 
文
体
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
新
事
実
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
明
衡
書
簡

に
は
、
文
尾
に
「
也
」
を
用
い
た
例
が
多
く
、
そ
れ
に
次
い
で
男
子
専
用
の
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
う
ら
い
お
わ
ん
ぬ

侍
ル
」
が
多
く
、
 
「
候
」
・
「
候
 
 
畢
」
が
散
見
す
る
。

 
也
文
体
は
、
明
衡
の
創
案
で
は
な
い
。
小
野
道
風
・
藤
原
佐
理
の
書
簡
に
も

用
い
ら
れ
、
も
と
く
唐
風
尺
順
体
に
習
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
柳
宗
元
・

韓
退
之
・
欧
陽
脩
・
蘇
東
披
な
ど
、
唐
宋
諸
家
の
書
簡
文
体
も
み
な
こ
れ
で
あ

っ
た
し
、
 
「
也
」
の
外
、
 
「
鰍
」
・
「
耳
」
 
・
「
乎
」
・
「
哉
」
 
・
「
 
」
 
・

「
焉
」
な
ど
も
用
い
た
。
漢
文
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
明
衡
は
、
そ

れ
ぞ
れ
を
和
習
化
し
、
通
俗
化
し
、
日
本
人
の
も
の
と
し
た
と
こ
ろ
に
創
意
が

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
助
動
詞
・
助
詞
は
す
で
に
『
古
事
記
』
に
用
い
ら
れ
、
本
居

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
み
ざ
ま

宣
長
は
『
古
事
記
傳
』
で
、
「
厳
法
」
の
中
に
、
漢
字
と
古
語
の
助
字
と
し
，

て
、
之
・
省
・
 
・
乎
・
哉
・
也
・
可
・
及
・
勿
・
相
な
ど
約
五
十
語
の
訓
み

方
・
用
法
を
解
説
し
て
い
る
の
で
、
明
王
は
単
に
唐
宋
諸
家
か
ら
学
ん
だ
わ
け

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
明
衡
は
明
衡
な
り
に
、
こ
れ
ら
を
和
文
化
文
体
の
申

に
溶
け
込
ま
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
シ
 
ル

 
 
〇
一
見
之
後
即
以
可
二
返
奉
一
也
。
 
〇
一
日
三
秋
之
思
。
却
而
可
レ
察
也
。

 
 
 
 
 
 
シ
 
 
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ

 
 
○
早
事
二
返
血
【
也
。
 
○
只
逐
二
涼
風
一
許
也
。
 
○
文
士
一
両
輩
可
二
相

 
 
 
 
レ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ズ

 
 
招
一
驚
。
「
為
二
聯
句
一
也
。
 
○
必
可
二
御
覧
一
也
。
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こ
の
僅
か
な
引
用
を
見
て
も
、
漢
文
の
形
で
は
あ
る
が
、
書
き
下
せ
ば
、
国

文
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
る
し
、
「
給
」
・
「
奉
」
．
・
「
御
」
な
ど
の

敬
語
が
あ
る
ご
と
、
 
「
被
」
 
・
「
御
」
 
・
「
相
」
な
ど
と
、
明
細
に
よ
っ
て
書

簡
用
語
と
し
て
の
慣
用
が
固
め
ら
れ
た
こ
と
が
解
る
。

 
也
文
体
に
つ
い
て
特
に
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
尺
積
体
か
ら
分
離
す
る
と
共

に
、
そ
の
痕
跡
を
十
分
に
除
去
し
か
ね
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
明
衡
は
、
分
離

す
る
た
め
に
は
、
動
乱
体
の
用
語
を
和
ら
げ
、
和
製
漢
語
を
加
え
、
俗
語
を
交

え
、
重
ね
言
葉
を
用
い
、
文
尾
・
文
申
に
「
侍
」
・
「
候
」
を
置
い
て
和
文
化

を
図
り
、
書
簡
の
品
位
・
礼
節
・
威
儀
を
正
し
く
す
る
た
め
に
、
「
也
」
・
「

鰍
」
・
「
耳
」
な
ど
を
多
く
温
存
し
、
さ
す
が
に
僅
か
で
は
あ
っ
た
が
「
 
」

・
「
焉
」
ま
で
を
用
い
て
桂
岡
を
救
う
工
夫
を
し
た
の
で
あ
る
。
明
衡
の
也
文

体
の
冒
頭
に
は
、
 
「
右
」
を
置
い
た
例
が
極
め
て
多
い
。
柳
宗
元
に
「
右
伏
テ

以
レ
バ
…
…
…
」
が
あ
り
、
蘇
東
披
に
「
右
載
啓
ス
…
…
…
」
な
ど
も
あ
っ
て
、

尺
憤
文
の
慣
用
で
あ
る
こ
と
が
明
き
ら
か
で
あ
り
、
正
倉
院
御
物
書
簡
に
も
見

え
、
文
粋
書
簡
に
も
十
六
通
の
う
ち
二
通
に
用
い
て
あ
り
、
 
『
古
事
記
』
の

み
ぎ
の
く
だ
り

「
右
件
」
云
々
の
例
も
近
似
の
も
の
と
い
え
る
が
、
平
衡
の
は
、
書
簡
頭
語
と

し
て
特
に
重
点
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
ク

 
 
○
右
久
不
二
参
三
一
馳
。
従
二
公
務
一
之
間
。
無
二
寸
暇
一
之
故
塁
。
…
…
恐
々
謹

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
ノ

 
 
言
。
○
右
五
節
之
間
。
何
等
測
候
哉
。
…
…
謹
言
。

 
外
来
の
用
語
を
日
本
式
に
生
か
せ
た
例
で
あ
る
。

 
一
一
書
簡
二
百
十
四
通
の
う
ち
、
也
文
体
は
八
十
パ
セ
ン
ト
、
侍
文
体
は
三

十
パ
セ
ン
ト
、
候
文
体
は
十
パ
セ
ン
ト
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
也
」
と

「
侍
」
と
の
差
は
か
な
り
大
き
く
、
そ
の
上
、
明
衡
の
意
志
的
な
扱
い
は
、

「
也
」
は
文
尾
の
抑
え
と
し
て
い
る
に
対
し
、
 
「
侍
」
は
抑
え
の
気
味
が
弱

く
、
そ
れ
を
以
て
新
文
体
の
決
定
的
な
条
件
と
し
て
い
な
い
。
 
「
候
」
は
文
尾

・
文
中
に
、
気
紛
れ
に
用
い
た
か
と
思
わ
れ
る
程
度
の
こ
と
で
、
候
文
体
と
し

て
確
立
し
た
の
は
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

 
侍
文
体
は
、
女
性
性
侍
り
文
体
に
対
す
る
硬
質
の
も
の
で
、
男
性
団
匪
文
体

と
し
て
男
子
の
専
用
で
あ
っ
た
。
例
を
挙
げ
て
み
る
。
，

 
 
 
 
ク
 
シ
 
 
ル
 
ル

 
 
○
可
二
申
楽
一
環
。
 
○
可
レ
勤
二
雑
役
一
侍
。
 
○
明
日
於
二
禁
省
一
可
二
申

 
 
承
一
侍
。
 
○
面
目
之
至
不
二
申
尽
一
一
。
 
○
人
々
被
レ
一
門
。
 
○
遷
御

 
 
 
 
ノ
 
ヲ
リ
 
 
ビ
 
ル

 
 
産
平
安
由
承
。
悦
侍
。

 
用
言
連
接
は
「
ベ
ク
侍
る
」
が
最
も
多
く
、
 
「
ズ
侍
る
」
が
こ
れ
に
次
ぐ
。

「
侍
る
」
は
卑
自
の
謙
語
。
動
詞
で
あ
る
が
、
書
簡
文
で
は
、
補
助
動
詞
と
し

て
助
動
詞
の
よ
う
に
な
り
、
助
動
詞
「
干
し
」
の
連
用
形
に
連
接
さ
せ
る
の
で

あ
る
。
也
文
体
は
、
擬
漢
文
体
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
漢
文
体
の
踏
襲
で
あ
る
か

ら
、
語
法
も
そ
れ
に
従
い
、
侍
文
体
は
、
特
に
和
文
化
へ
の
意
図
を
以
て
新
し

い
文
脈
の
開
拓
を
試
み
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

〇
五
節
舞
姫
の
事

右
五
節
之
間
何
等
事
書
哉
。
江
州
舞
姫
如
二
乱
丁
「
云
々
。
如
何
。
新
宰
相

童
女
。
被
二
相
挑
一
之
由
承
レ
之
。
君
霜
物
緒
奈
止
様
三
三
レ
思
給
。
三
三
未

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ル
 
 
 
 
 
シ
テ
 
 
シ
ル
 
 
ニ
 
シ

レ
漏
。
不
レ
能
二
参
内
【
侍
。
対
二
寒
月
一
町
レ
寝
相
像
侍
。
心
静
参
謁
。
可
レ
尽

二
心
事
一
也
。
可
レ
然
之
時
。
猶
可
レ
有
二
恩
間
一
也
。
謹
言

日
付
は
「
十
一
月
 
日
」
。
署
名
は
「
侍
従
源
」
、
画
名
は
謹
上
書
き
で
、
「
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謹
上
 
新
少
将
殿
」
と
あ
る
。
五
節
は
毎
年
十
一
月
中
に
朝
廷
で
催
さ
れ
る
新

穀
祝
で
、
新
嘗
祭
。
天
皇
「
代
に
一
度
の
大
嘗
祭
も
あ
る
。
新
宰
相
は
こ
こ
で

は
充
名
の
人
、
新
た
に
近
衛
少
将
と
な
っ
た
平
某
。
 
「
君
霜
物
」
云
々
は
、
 
「

君
、
下
の
者
を
な
ど
よ
う
に
思
し
召
さ
せ
給
ふ
。
」
と
で
も
窪
む
か
。
全
文
の
意

は
、
こ
の
度
の
五
節
は
ど
う
い
う
御
予
定
か
不
明
で
あ
る
が
、
近
江
の
国
の
舞

姫
が
京
の
女
に
劣
ら
ぬ
と
い
う
の
で
召
さ
れ
る
そ
う
で
す
が
、
本
当
で
す
か
。

殊
に
貴
殿
の
息
女
が
そ
れ
に
交
っ
て
技
を
競
わ
れ
る
由
を
耳
に
し
ま
し
た
が
、

鄙
の
下
ら
ぬ
者
を
、
ど
の
よ
う
に
思
し
召
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
、
気
が
か

り
で
す
。
賜
暇
の
期
限
ま
だ
余
裕
が
あ
っ
て
引
籠
り
中
で
す
の
で
、
徒
ら
に
寒

月
と
対
坐
し
、
夜
も
寝
ら
れ
ず
、
思
い
を
廻
ら
せ
て
お
り
ま
す
。
拝
面
萬
々
を

期
し
た
く
、
御
都
合
の
よ
ろ
し
い
時
、
お
運
び
下
さ
れ
ば
幸
で
す
。
1
こ
れ

に
対
す
る
返
信
は
、
江
州
の
舞
姫
、
新
宰
相
の
童
女
云
々
は
先
例
に
背
く
こ
と

で
あ
り
、
「
此
問
者
事
等
誰
人
嘉
肴
。
尤
不
審
也
。
…
…
承
御
暇
日
数
。
可
参

啓
侍
。
」
と
あ
る
。
 
「
也
」
・
「
侍
」
・
「
候
」
の
三
語
を
含
む
一
例
を
挙
げ

た
の
で
あ
る
が
、
国
語
的
表
現
・
用
語
が
目
立
つ
の
で
、
通
俗
化
・
和
文
化
の

傾
向
が
著
し
く
見
え
る
の
で
あ
る
。

五

 
男
性
性
論
文
体
は
男
子
専
用
で
あ
る
が
、
女
性
性
説
文
体
は
女
子
専
用
で
あ

る
と
同
時
に
逃
男
子
か
ら
女
子
に
送
る
消
息
に
も
こ
れ
を
用
い
る
。
名
称
に
つ

い
て
注
意
す
べ
き
点
は
、
男
性
性
命
文
体
の
「
侍
」
は
、
動
詞
四
段
活
用
の
終

止
形
で
呼
ん
で
「
男
性
性
侍
ル
文
体
」
と
な
り
、
女
性
歩
侍
文
体
は
動
詞
ラ
行

変
格
活
用
の
終
止
形
が
「
侍
り
」
で
あ
る
か
ら
、
女
性
性
侍
り
文
体
と
い
う
の

『
明
衡
往
来
』
の
撰
者
・
書
名
・
内
容
・
文
体
に
つ
い
て

が
正
し
く
、
平
安
朝
時
代
の
物
語
・
日
記
・
随
筆
な
ど
の
女
子
の
作
品
に
あ
る

書
簡
は
、
ほ
と
ん
ど
が
女
性
性
侍
り
文
体
が
用
い
ら
れ
た
。

 
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
文
体
に
つ
い
て
は
、
実
作
と
仮
作
と
の
区
別
が
あ

る
。
書
簡
は
私
生
活
に
属
す
る
私
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ど
れ
も
が
筆
者
の
現

実
生
活
を
反
映
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
作
品
の
中
に
あ
る
書
簡

は
、
実
生
活
に
お
い
て
実
際
に
往
返
し
た
実
作
書
簡
と
、
筆
者
が
作
り
物
語
の

中
に
書
き
入
れ
た
仮
作
書
簡
と
に
分
か
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
蜻
蛉
日
記
』
や

『
枕
草
子
』
の
中
の
書
簡
は
実
作
書
簡
で
あ
り
、
『
源
氏
物
語
」
の
そ
れ
は
仮

作
書
簡
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
、
ど
の
程
度
ま
で
実
作
で
あ
り
、
仮
作
で
あ
る

か
、
疑
わ
し
い
も
の
が
あ
る
。
一
々
の
詮
索
は
本
稿
の
拘
泥
す
べ
き
こ
と
で
も

な
く
、
ま
た
困
難
な
こ
と
で
も
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
実
作
書
簡
に
は
何
ぢ
か

の
潤
色
を
加
え
た
も
の
が
あ
ろ
う
し
、
仮
作
書
簡
に
も
、
仮
作
で
は
あ
る
が
、

実
際
往
返
の
書
簡
を
根
拠
と
し
た
も
の
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
純
仮
作
書
簡
は
多

く
作
り
物
語
に
、
非
仮
作
書
簡
（
実
作
書
簡
）
は
日
記
・
随
筆
に
あ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
の
両
者
を
較
べ
る
と
、
仮
作
書
簡
は
、
興
味
本
位
に
書
か
れ
、
ま

た
読
ま
れ
る
に
反
し
、
非
仮
作
書
簡
は
、
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

そ
こ
に
人
生
が
躍
動
し
、
人
間
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
の
感
を
与
え

る
。
前
掲
の
例
で
い
え
ば
、
『
源
氏
』
の
世
界
は
、
仮
定
の
人
生
、
架
空
の
人

間
i
モ
デ
ル
は
あ
る
と
し
て
も
。
1
を
扱
っ
て
い
る
に
対
し
、
『
蜻
蛉
」
は

事
実
に
基
づ
い
た
悲
劇
の
生
活
・
人
間
を
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
こ
の
こ
と
は
、
 
『
明
衡
往
来
』
と
文
粋
書
簡
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
あ

る
。
『
明
器
往
来
』
は
名
文
家
の
案
に
成
る
模
範
的
な
書
簡
範
文
集
で
は
あ
る

が
、
何
か
生
き
た
も
の
が
な
い
。
『
本
朝
文
粋
』
の
書
簡
は
数
が
少
な
く
論
議

を
呼
ぶ
も
の
も
あ
る
が
、
実
生
活
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
明
白
な
人
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間
話
・
人
生
相
が
描
破
さ
れ
て
い
る
。
書
簡
と
し
て
の
面
臼
さ
は
ど
ち
ら
に
あ

る
か
、
読
む
人
に
よ
っ
て
異
に
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
書
簡
の
現
在

性
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
、
実
作
書
簡
の
方
に
心
惹
か
れ
る
。
現
在
性
と

は
、
一
通
の
書
簡
を
し
た
た
め
た
時
点
に
お
い
て
の
筆
者
の
生
活
・
心
境
の
全

部
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
そ
こ
に
青
め
ら
れ
た
人
間
像
・
人
生
相

は
、
そ
の
ま
ま
永
久
に
一
で
な
い
も
の
が
多
い
が
。
i
温
存
さ
れ
る
。
筆

者
が
後
に
え
ら
く
な
っ
て
も
、
だ
め
に
な
っ
て
も
、
書
簡
の
生
命
・
価
値
に
は

何
の
変
化
も
な
く
生
き
て
行
く
。
人
を
欺
か
ず
、
己
れ
を
飾
る
こ
と
も
な
い
真

実
、
そ
れ
こ
そ
が
書
簡
の
真
生
命
に
外
な
ら
な
い
。

 
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
本
稿
に
取
り
上
げ
た
『
明
衡
往
来
』
の
仮
作

の
範
文
書
簡
が
、
『
本
朝
文
粋
」
の
実
作
書
簡
に
劣
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
時
代
の
要
求
に
応
じ
て
、
も
し
く
は
先
ん
じ
て
、
模
範
書
簡
文
集
を
出
し

た
こ
と
は
感
謝
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
時
代
と
い
う
広
い
意
味
で
の
現
在
性
も

尊
重
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
し
、
仮
作
書
簡
も
、
非
仮
作
書
簡
も
、
筆
者
の
作

で
あ
る
限
り
、
筆
者
の
創
作
書
簡
で
あ
る
こ
と
に
誤
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ま
た
感
謝
す
べ
き
こ
と
と
思
う
の
で
あ
る
。

余

談

 
書
簡
の
名
称
を
「
往
来
」
・
「
消
息
」
・
「
手
紙
」
の
三
つ
の
面
か
ら
考
え
・

る
と
、
お
の
ず
か
ら
書
簡
の
社
交
的
意
義
を
明
き
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
が
解

る
。 

往
来
 
本
欄
に
書
い
た
よ
う
に
、
『
礼
』
、
の
「
礼
尚
二
往
来
一
。
」
か
ら
出
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
く
れ
い

い
る
が
、
詳
し
く
い
え
ば
、
 
『
礼
記
』
の
「
曲
礼
」
上
に
、
「
礼
尚
二
往
来
一
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

面
面
不
レ
来
。
非
レ
礼
也
。
来
而
レ
不
レ
往
。
言
言
レ
礼
也
。
」
で
、
「
往
き
」
且
つ

き
た「

来
る
」
の
意
。
こ
れ
を
手
紙
の
称
に
用
い
た
の
は
、
手
紙
は
互
に
消
息
を
通

ず
る
も
の
、
返
事
は
必
ず
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
へ

 
消
息
『
諺
草
」
，
に
、
「
文
選
、
李
義
の
注
に
云
ふ
、
消
は
往
を
言
ふ
也
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

既
往
な
る
が
故
に
消
ゆ
。
息
は
来
を
言
ふ
也
、
求
む
る
所
兄
か
ら
し
む
、
故
に
息

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ん
し
ん

也
。
書
札
と
い
ふ
も
往
来
の
意
に
て
、
又
音
信
の
義
も
あ
る
故
な
る
べ
し
。
」

と
あ
る
。
出
所
は
、
『
易
経
』
の
「
豊
卦
」
の
「
天
地
盈
虚
。
与
レ
時
消
息
。
」

あ
た
り
か
と
い
わ
れ
る
。

 
手
紙
 
江
戸
時
代
か
ら
の
称
。
「
手
」
は
文
字
の
義
、
「
手
紙
」
は
文
字

を
し
た
た
め
た
紙
の
こ
と
。
書
簡
の
義
に
用
い
た
。
書
簡
は
筆
蹟
を
美
し
く

し
、
相
手
に
好
感
を
与
え
る
こ
と
、
そ
れ
が
礼
を
失
わ
な
い
こ
と
に
な
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
社
交
意
識
を
含
め
た
。

 
こ
れ
ら
に
対
照
す
る
と
、
中
国
で
は
手
紙
の
用
具
と
そ
の
変
遷
と
に
よ
る
名

称
を
用
い
て
お
り
、
文
化
史
的
痕
跡
は
留
め
て
い
る
が
、
社
交
意
識
は
薄
い
。

用
具
を
「
文
房
四
宝
」
な
ど
と
い
っ
て
、
趣
味
的
に
尚
ぶ
風
習
が
あ
る
た
め
か

と
思
う
。

 
書
簡
 
 
「
簡
」
は
竹
の
札
の
義
。
最
も
古
い
時
代
に
竹
を
削
っ
て
脱
脂
、

乾
燥
し
、
つ
な
ぎ
列
ね
て
文
字
を
刻
し
た
こ
と
に
因
ん
で
の
称
。

 
書
翰
 
 
「
翰
」
は
鳥
の
羽
の
義
。
鳥
の
羽
根
で
竹
札
、
木
札
、
布
な
ど
に

文
字
を
書
い
た
頃
が
あ
っ
た
。

 
尺
憤
 
 
「
腰
」
は
方
板
の
義
。
漢
代
の
制
に
、
皇
帝
の
詔
書
は
経
一
尺
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
き
い
つ

寸
の
四
角
な
木
板
に
書
く
の
が
例
で
あ
っ
て
、
詔
書
の
こ
と
を
「
尺
一
」
と
呼
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へ

ん
だ
。
後
に
手
紙
一
般
の
称
と
な
っ
た
が
、
必
ず
し
も
尺
と
は
限
ら
ず
、
寸
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

共
に
短
い
手
紙
の
義
に
用
い
、
対
し
た
簡
は
長
文
の
も
の
を
い
っ
た
。

 
書
札
 
 
木
札
の
こ
と
。

 
せ
き
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ろ
ぎ
ぬ

 
尺
素
 
 
「
素
し
は
白
畠
の
こ
と
。
布
に
書
い
た
手
紙
を
い
う
。
短
い
と
い

う
意
味
と
、
意
の
至
ら
ぬ
粗
末
な
手
紙
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

 
寸
楮
 
 
「
楮
」
は
こ
う
ぞ
。
製
紙
の
原
料
か
ら
紙
の
こ
と
を
指
し
、
「
尺

楮
」
と
も
用
い
た
。

 
雁
信
 
漢
の
蘇
武
が
飼
奴
の
囚
と
な
り
、
死
を
伝
え
ら
れ
た
頃
、
天
子
昭

帝
が
国
境
近
く
で
狩
を
し
、
雁
を
射
落
と
し
た
と
こ
ろ
、
足
に
畠
書
が
あ
り
、

「
武
等
在
二
某
沢
中
一
」
と
あ
っ
た
の
で
、
飼
奴
に
交
渉
し
て
蘇
武
ら
を
還
さ
せ

た
と
い
う
故
事
に
因
ん
で
の
称
。
「
雁
畠
」
、
「
雁
書
」
な
ど
と
も
。

 
雁
の
た
よ
り
 
 
日
本
で
も
上
代
以
来
、
 
「
雁
の
使
」
・
「
雁
の
ゆ
き
か

ひ
」
・
「
雁
の
玉
づ
き
」
な
ど
と
い
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
雁
信
の
故
事
と
合
併

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
渡
り
鳥
の
行
き
か
い
に
手
紙
の
往
返
を
思
い
寄
せ
た
あ
た

り
、
い
か
に
も
日
本
趣
味
豊
か
な
称
と
い
え
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
ブ
ツ
バ
サ

 
玉
づ
さ
 
『
大
言
海
』
に
「
飛
翅
の
略
転
」
と
あ
る
。
ま
た
、
使
者
は
美

 
あ
ず
さ

し
い
梓
の
杖
を
つ
い
て
文
の
取
次
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
の
称
と
も
。
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『
明
衡
往
来
』
の
撰
者
・
書
名
・
内
容
・
文
体
に
つ
い
て


