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清
和
の

bain官

-m
a
(白
身
)
に
就
い
て

ー

.

藩
文
老
倍
を
播
-
時
'
太
組
太
宗
南
紀
共
に
諸
虚
に

｢
b
ai
ni一

yal
m
a
の
某
を
某
職
に
任
じ
た
｣
と
か
T
某
を
罰
し
官
む
敷
け
て

b
a
i
n
i
yalm
a
と
し
た
｣
と
か
い
ふ
や
う
な
記
事
が
見
え
る
｡
此

の

b
a山
n
iy
alm
a
が
漢
字
で
何
と
為
さ
れ
て
居
る
か
と
い
ふ
に
'

老
標
太
組
紀
に
封
厳
す
る
漢
文
太
組
箕
録
に
は
'
之
に
相
雷
す
る

個
所
が
な
い
が
'
太
宗
紀
に
封
鷹
す
る
漢
文
太
宗
茸
録
で
は
'
明

ら
か
に

｢
自
身
｣
と
記
さ
れ
て
居
る
｡

一
例
を
拳
げ
れ
ば
'
老
倍

天
聴
元
年
四
月
十
九
日
の
保
に
t

m
ungga
n

bai
ln
yalm
a
be
w

esibufi
beiguw
an

obuh
a

(人
名
)

ヲ

陛
シ
テ

備
禦
ト

ナセ
リ

と
あ
る

の
を

'

漢
文
太
宗
要
録
天

聴
元

年

四

月
丁

酉

朔
乙

卯

(
帥

九
)

の
債
に
･

潤

孟
安
係
白
身
'
擢
馬
偏
禦
｡

と
記
す
如
き
で
あ
っ
て
t

bai
niyal
m
a
と
自
身
と
が
相
首
す
る

語
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
所
で
あ
る
｡

然
ら
ば
此
の
清
文
の

b
ai
r】iya
-
m
a
漢
文
の
自
身
と
い
ふ
の
は

何
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
か
o
右
の
例
か
ら
し
て
或
種
の
地
位
と

か
所
属
階
級
を
不
す
も
の
1
如
-
解
せ
ら
れ
る
が
'

1
鰹
そ
れ
は

何
で
あ
る
か
.
叉
何
故

bai
n
iy
ah

aと
あ
る
の
を
白
身
と
記
し

て
居
る
か
､
そ
れ
は
果
し
て
安
嘗
な
課
語
で
あ
る
か
'
安
雷
な
詩

語
と
す
れ
ば
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
'
且
叉
両

者
の
牽
生
の
前
後
如
何
と
い
ふ
事
に
就
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
ふ
｡
併
し
清
朝
の
史
書
を
播
S
て
も
寡
聞

の
致
す

と

こ

ろ
'
何
等
之
に
資
す
べ
き
記
事
を
見
出
し
得
な
い
の
で
'
教
に
虚

業
の
7
靖
を
記
し
て

bai
n
iy
al
m
a
の
解
語
と
な
し
'
以
て
大
方

25
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の
叱
正
示
教
を
仰
ぎ
度
と
考

へ
る
の
で
あ
る
｡

二

今
愚
案
を
記
す
に
雷
っ
て
'
先
づ
便
宜
上
浦
文
老
倍
と
漢
文
茸

録

(
帥
錦
紗
雛

帥
州
硝
篭

槻
約
割
釧
朋
紳
給

耶
佃
㌶

.～
4J
r詣

)

と
に
見
え
る
両
者
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
｡

二

両
語
の
明
ら
か
に
封
鷹
す
る
例

1
'
太
宗
天
聴
元
年
四
月
丁
酉
朔
乙
卯
(
十
九
日
･}
⊥
剛
引

2
'
太
宗
天
聴
三
年
十

7
月
王
手
朔
己
丑
(
八
日
)

〔茸
鋒
〕

伊
井
牛
克
卜
薩
木
恰
囲
'
党
八
旗
兵
登
城
｡
上
召

至
御
前
親
酌
以
金
属
｡
以
白
身
授
馬
備
禦
､
子
孫

世
襲

不

巻

云
々

〔老
桧
〕

ibain
i
rui
sa
m
h

a

t

u
,
j
a

kBn
g
B
s

a=i
n
en
em
e

牛

景ノ

八

旗
n

リ

先
ニ

h
eEen

d

e

tafaka
sem
e
juteri
h
Gta
f
i
h
an
i
g
a
tai
aisin

城

二
誉
レ
ジ
ト
テ
御
前
二
召
シ
テ

汗
ノ

手

ラ

金

i
h
a
n
tah
an
d
e
arki
b
uf
i
.
b

a主
niy
alm

a
b
e
w
esibu
fi

ノ

杯

二

酒
ヲ
輿
へ

ヲ

陸
シ
テ

b
e
]+g
u
w
an
obu
h
a
j
us
e
om
oside
hafan
lash
atarak
G
･･･

備
襲
ト

ナ
セ
リ

子

孫

IL
官
ヲ

師
タ
ズ

8
'
太
宗
崇
徳
元
年
六
月

甲
戊
朔
(
初

7
日

)

〔茸
錬
〕

賜
覇
墨
爾
轡
勅
書
日
'
蘭
額
墨
粛
啓
乃
蒙
古
啄
蜘

路
部
落
自
身
人
-
-
･国
是
授
馬
牛
藻
草
京
｡
-
･･･

〔
老
桧
〕
-
-
em
etZSJ'
d
a
d

e
m
onggo
g
uru
n
ikara∝
n
山

初

メ

(原
)
優
古

固

ノ
噂
倒
恥

ノ

b

ai
niyal
m
a
bike,･･････s
e
m
e
n
lr
u

ニ
ang
g
in

O
b
u
h
a
.O
･･･

ナ
リ
キ

‥
･ト
テ
牛
条

章
京
ト

ナ

セリ
｡

二
'
老
桧
太
組
紀
に
在

-

て
漢

文
太

組
茸

録
に
白

身

の
語

な

き

例
1
'
天
命
六
年
四
月
十

1
日
.

2
'
天
命
七
年
正
月
十
三
日

3
'
同

正
月
二
十
四
日

4
'
天
命
八
年
荘
月
五
日

三
'
老
槙
太
宗
紀
に
鹿
-
て
漢
文
太
宗
茸
録
に
自
身
の
語
な
き
例

1
'
天
聴
四
年
正
月
十
九
日

2
､
天
聴
四
年
三
月
八
日

3
､
天
聴
四
年
三
月
二
十
日

4
､
天
聴
四
年
十
月

(
日
附
不

明
)
5
'
天
聴
五
年
五
月
四
日

6
'
天
聴
六
年
jE
月
十
七
日

E
It
漢
文
茸
録
に
白
身
の
語
あ
-
て
老
桜
に

b
ai
hiyat
m
aの
語

な
き
例

崇
徳
元
年
五
月
乗
手
(
二
十
七
日
)

但
'
太
組
茸
録
に
は
白
身
の
語
見
え
ず
'

五
'
漢
文
茸
録
に
白
身
の
語
あ
る
も
老
倍
に
該
宮
原
棺
欠
-
る
を

以
て
封
照
L
が
た
き
例

1
'
天
聴
七
年
九
月
乙
巳
(
十
六
日
)

2
'
天
聴
七
年
九
月
王

子
(
二
十
三
日
し

3
'
天
聴
八
年
B
I月
苧
酉
○
ハ
日
)

4
､
天

-26-
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聴
八
年
十

一
月
乙
丑
へ
十
三
日
)

5
'
天
聴
八
年
十
二
月
壬
寅

(
二
十
日
)

6
､
天
聴
九
年
六
月
丁
未
(
二
+
九
日
)

7
､
天

聴
十
年
二
月
乙
酉
〔
十
日
)

8
'
天
聴
十
年
二
月
辛
丑

(
二
十

六
日
)
9
'
崇
徳
二
年
七
月
己
巳
(
三
日
)

10
'
崇
徳
二
年
七

月
英
未
(
十
七
日
)

11
'
崇
徳
四
年
八
月
甲
寅
(
二
十
九
日
)

12
'
崇
徳
五
年
日
月
丙
子
(
二
十
五
日
)

I1
.
崇
徳
五
年
七
月

庚
辰
朔

14
'
崇
徳
五
年
十

一
月
薬
巳
(
十
六
日
)

15
､
崇
徳

六
年
八
月
甲
辰
朔

16
'
崇
徳
七
年
九
月
英
酉
(
六
日
)

以
上
の
如
-

ba主
niyalm
a
と
白
身
と
の
封
鷹
す
る
例
は
僅
か
三

で
あ
る
が
'
他
の
例
は
雷
然
封
庶
す
べ
-
し
て
記
録
の
際
互
に
欠

け
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
以
上
'
そ
の
例
と
し
て
は
決

し
て
少
し
と
些
言
へ
ぬ
の
で
あ
っ
て
'
是
に
よ
っ
て
清
和

bai

niya-m
a
自
身
な
る
一
種
の
階
級
と
も
稀
す
べ
き
も
の
1
存
し
た

事
は
疑
ふ
飴
地
は
な
い
｡
而
し
て
前
記
の
例
に
て
は
日
附
の
み
で

具
標
的
の
文
例
は
省
略
し
た
が
'
そ
の
多
-
は

b
ai
n
iy
alm
a
或

は
白
身
の
者
の
任
官
'
叉
は
本
官
者
が
罪
に
よ
っ
て

ba山
niyalm
a

自
身
に
庶
劫
さ
れ
た
事
を
言
っ
た
も
の
で
'
茸
例
に
徴

す

る
時

ba主
niyalm
a
白
身
の
者
は
多
-
備
禦

叉
は
牛
藻
草
京
等
に
初

任
さ
れ
'
虚
罰
の
際
は
備
禦
の
如
き
は
固
よ
少
､
副
将
参
将
の
如

き
地
位
の
者
が
時

に
bai
niyal
m
a
自
身
に
動
け
ら
れ
る
事
の
あ

っ
た
の
む
知
-
得
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
右
の
例
か
ら
締
約
す
る

と
き

b
ai
n
iy
a-m
a
白
身
が
決
し
て
高
い
地
位
と
か
階
級
の
も
の

で
な
-
何
か
特
殊
の
も
の
で
あ
る
事
が
自
ら
推
測
し
得
ら
れ
る
で

あ
ら
う
｡

三

然
ら
ば
清
初
に
於
る
此
の

bai
n;yalm
a
自
身
は
果
し
て
如
何

な
る
意
味
の
語
'
如
何
な
る
性
質
如
何
な
る
地
位
を
示
す
も
の
で

あ
ら
う
か
｡
之
に
関
し
て
先
づ
吾
人
の
脳
裏
に
浮
ぶ
の
は
'
其
の

低
い
地
位
階
級
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
ふ
鮎
か
ら
し
て
類

想
さ
れ
易
い
奴
僕
の
如
き
も
の
で
あ
る
か
香
か
と
い
ふ
事

で
あ

-
､次
に
考
へ
ら
れ
る
の
は
､其
の
言
葉
の
上
か
ら
し
て
支
部
に
塙

-
か
ら
存
し
た
自
身
'
自
丁
或
は
叉
日
本
や
朝
鮮
で
用
ひ
ら
れ
た

自
丁
と
い
ふ
語
と
同
様
の
語
で
あ
る
か
香
か
と
い
ふ
事
で
あ
る
｡

そ
こ
で
解
説
の
1
と
し
て
先
づ
奴
僕
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
か

否
か
と
い
ふ
事
か
ら
考

へ
て
み
よ
う
O
t冗
釆
支
部
で
は
苗
-
か
ら

奴
蝉
奴
隷
が
あ
つ
た
が
'
北
方
民
族
に
も
奴
隷
が
あ
-
'
就
中
元

朝
に
最
も
甚
し
-
清
朝
に
於
て
も
同
様
で
あ
っ
た
事
は
'
従
爽
諸

単

著
の
論
述
考
話
さ
れ
る
所
で
あ
っ
て
隠
れ
も
な
い
事
実

で
あ

る
｡

(
掛
別
語

舶
譜

恥
詣

納
謂

鰯
謂

諾

絹
朗
鮎
長

滝

)

27
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併
し
今
清
朝
の
奴
隷
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
'
此
に
述

る
必
要
も
格
別
な
い
と
思
ふ
の
で
'
其
本
質
に
は
簡
れ
ぬ
事
と
し

●

●
●

て
､
唯
清
朝
の
記
録
に

奴が
何
と
記
さ
れ
'
そ
れ
が
果
し
て

自身

と
呼
ば
れ
た
も
の
と
同

一
と
考
へ
得
る
や
否
や
を
槍
す
る
に
止
め

た
い
｡
そ
れ
に
は
同
.Lj-
満
文
老
倍
と
漢
文
茸
録
と
に
奴
が
何
と

記
さ
れ
て
居
る
か
を
み
る
の
が
早
道
で
あ
ら
う
｡
先
づ
漢
文
茸
録

の
例
に
就
い
て
み
る
に
'
某
を
虚
罰
す
る
時
'
｢
免
死
串
職
籍
其

象
'
鞭

l
百
馬
奴
｣
と
い
ふ
や
う
に
記
し
て
居
る
に
封
し
て
'
満

文
老
桜
で
は
t

w
ara
b
e
nakafi.t
a
n
g
g
p

g
u
s
i
h
a
tataha.h
e
r

gen
efule･

殺
ス
事
ヲ

止
メ
テ

首

鞭

打

チ
ダ
リ
磯

ヲ

革
メ

h
e
boig
on
tatah
a
e
】g
e
n

sa
r
g
a
n

i

b
cy
e
i

teil
e
b
e
･･････

家
ヲ

籍
シ

夫

妻

ノ

身

ノ
ミ
ヲ
～･･････

b
ood
e

a

ha

buh
e.

ノ家
二

奴
僕

ト
シ
テ

輿
へ
タ
ヮ

と
い
ふ
や
う
に
記
す
の
が
例
で
あ
る
｡
馬
奴

aha
buhe
と
記

さ
れ
る
以
上
'
其
の
言
葉
の
上
に
於
て
叉
用
例
の
鮎
か
ら
し
て
'

此
む
奴

ah
a
(
G
ru
be
は
女
虞
評
語
の
奴
碑
を

.a
･h
抑h
･.ai
と
う

つ
し
て
居
る
O
a
h
a

と
同
じ
で
あ
る
事
言
を
保
た
ぬ
)
が

b
ai

n
iyalm
a
白
身
と
同

】
で
あ
る
と
些
言
ひ
得
な
い
の
で
あ
っ
て
､

従
っ
て
其
の
意
味
は
異
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
｡
但
し
奴
か

ら
任
官
す
る
者
の
有
っ
た
尊
は
､
bai
n
iyal
m
a

の
任
官
と
相
似

た
事
で
･
僅
か
な
が
ら
実
録
に
其
の
例
を
見
出
し
得
る
(
太
宗
賓
錬

天
聴
七
年

F
..最

批
如
離
鮎

桝
)
が
'
さ
-
と
て
之
虜

て
奴
と

b
ai
n
iy
al･

m
a

と
が
同
1
で
あ

る
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
ぬ
の
で
あ
っ
て
'
両

者
は
本
質
に
於
て
垂
-
別
の
も
の
と
思
ふ
.

右
の
如
-

b
ai
n
iy
atm
a
自
身
と

ah
a
奴
僕
と
が
同
じ
で
な

い
と
す
れ
ば
､
衆
に
は
支
部
の
自
身
自
T
t
日
本
朝
鮮
の
自
丁
と

同
じ
も
の
で
あ
る
か
香
か
に
就
い
て
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
0
庸
書

謡

選
車
窓
等
に
よ
れ
ば
･
唐
代
の
白
身
は
･
無
出
身
者
･由

仕

･の
資
格
な
き
者
と
か
'
平
民
と
か
い
つ
た
意
味
の
語
で
あ
る
事
が

分
る
(東
川
徳
治
氏
典
梅
参
照
)
｡
白
丁
も
亦
同
様
と
思
は
れ
る
｡
嘗

て
故
今
西
博
士
は
重
文
第
九
年
(

大

正
七
年
)
第
四
故
に
｢
朝
鮮
自
丁
考
｣

28=

を
載
せ
て
'
｢
朝
鮮
で
は
支
部
か
ら
自
丁
と
い
ふ
語
を
移
用
し
な

が
ら
'
李
朝
に
至
っ
て
は
本
秀
の
艮
屈
の
柄
で
あ
っ
た
も
の
が
'

賎
民
中
の
購
民
の
稀
呼
と
な
っ
た
旨
｣
を
論
ぜ
ら
れ
､
更
に
漢
書

以
下
幾
多
の
例
を
奉
げ
て

｢
自
丁
は
支
部
に
於
て
無
位
無
動
の
常

民
丁
夫
の
稀
で
あ
っ
て
購
民
で
な
い
事
｣
'
｢
日
杢
肉
質
に
於
て
も

同
棲
で
あ
る
事
｣
'
及
び
｢
自
丁
と
並
宿
さ
れ
る
閑
良
閑
人
は
無
職

無
品
の
士
な
る
事
｣
等
を
明
快
に
論
述
さ
れ
た
.

之
に
依
れ
ば
支

部
朝
鮮
日
本
の
自
丁
抹
元
釆
無
位
無
動
の
常
民
丁
夫
で
あ
っ
て
'

決
し
て
牒
民
で
な
-
'
結
局
自
身
と
同
義
の
語
と
冨
ひ
得
る
の
で
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あ
る
｡
要
す
る
に
自
身
白
丁
は
出
仕
の
資
格
な
き
者
'
無
位
無
動

の
丁
年
男
子
の
義
で
あ
-
'
更
に
推
し
損
め
れ
ば

｢
出
任
せ
ざ
る

平
民
｣
の
義
で
な
い
か
と
思
は
れ
る
.
そ
れ
は

｢
白
｣
の
文
義
か

ら
し
て
も
考
へ
ら
れ
る
所
で
あ
っ
て
'
本
釆
之
は
無
飾
'
無
線
の

義
を
有
し
て
居
っ
て
'
決
し
て
購
し
い
意
味
は
な
い
の
で
あ
る
｡

而
し
て
朝
鮮
で
は
李
朝
に
入
っ
て
自
丁
の
義
が
撃
化
し
た
が
'
支

部
で
は
恐
-
格
別
の
奨
化
な
い
も
の
と
想
像
さ
れ
る
｡
か
-
考
へ

て
来
る
時
･
今
疑
問
と
な
っ
て
居
る
清
初
の
自
身
(
謂

聖

も
恐

く
右
と
同
義
で
'
同
語
同
義
を
襲
用
し
釆
-
'
や
は
り
無
位
無
動

の
平
民
'
或
は
出
仕
資
格
な
き
者
'
乃
至
は
出
仕
資
格
あ
る
も
任

官
せ
ざ
る
者
と
い
っ
た
意
晩
の
語
で
な
か
ら
う
か
と
考

へ
ら
れ

る
｡
警

時
･
此
の
自
身
(
謂

;
))

蒜

嘗

清
洲
語
の

bai
n
i･

yalm
a
も
右
の
義
と
解
し
て
美
文
な
-
'
否
か
-
解
す
る
の
が
安

雷
と
思
ふ
が
果
し
て
如
何
で
あ
ら
う
か
｡
然
し
そ
れ
を
決
定
す
る

に
は

b
ai
n
iy
almaと
い
ふ
語
の
満
洲
語
と
し
て
の
意
味
を
先
に

考
究
す
べ
き
で
あ
る
と
息
ふ
の
で
'
之
を
明
ら
か
に
す
る
篤
に
次

に
満
洲
語
の
辞
典
に
就
い
て
清
洲
語
と
し
て
の

bainiyalm
aの

意
味
を
検
討
し
て
み
た
い
｡

兜
づ
御
製
増
訂
清
文
鑑
巻
十
人
類
五
に
は
t
b
ai
n
iy
al
m
a

を

白
人
と
辞
し
て

｢
任
な
き
閑
人
｣
を
S
ふ
と
詮
明
し
'
五
億
清
文

鑑
に
は
之
を
｢
閑
人
｣
と
葦
し
て
｢
無
職
の
人
'
職
掌
な
-
て
閑
な

る
人
｣
と
詮
明
し
'
叉
盛
右
に
あ
る
清
文
紙
童
や
清
文
真
書
等
は
之

に

｢
平
白
人
｣
の
課
を
附
し
て
居
る
｡
卸
ち
/任
な
き
閑
人
､
無
職

無
官
の
人
と
い
ふ
義
に
解
す
る
も
の
で
'
食
後
の
平
白
人
と
い
ふ

の
も

蓋
し
同
義
で
あ
る
.
箇
清
文
総
量
等
に

b
aJ+
む
の
も
の
を

解
し
て
t
等
間
､
無
事
'
罷
'
地
方
的
'
平
白
'
白
々
の
六
義
と

し
て
居
る
が
'
｢
地
方
的
｣
を
除
-
以
外
の
五
毒
は
略
同
義
で
あ
る

か
ら

b
ai
n
iy
alm
a
を
平
白
人
と
葦
す
る
の
も
雷
魚
の
事
で
あ
ら

う
｡
然
し
こ
れ
だ
け
で
は
清
洲
語
の
解
鰐
と
し
て
は
ま
だ
不
十
分

で
あ
る
か
ら
'
次
に

Z
ah
aroff
の
満
露
鮮
典
に
何
と
課
し
て
あ

る
か
を
看
て
､
之
が
常
香
を
考
へ
た
い
o

Z
ah
aro
ff

の
鮮
典
に

は
四
種
の
諸
を
附
し
て
居
る
｡
即
ち
軸
野
人
'
非
官
吏
'
布
衣
'

拘
平
民
cov̂
閑
居
し
て
居
る
人
々
'
叫
閑
な
人
t
と
い
ふ
の
が
是
で

あ
る
｡
川
の
野
人
絃
未
開
野
蟹
の
義
で
は
な
-
'
野
に
遺
賢
あ
り

の
野
人
で
'
官
に
仕
へ
な
い
無
位
無
冠
の
人
を
い
ふ

の
で
あ

っ

て
'
非
官
吏
､
布
衣
と
い
ふ
の
と
同
じ
で
あ
る
｡
従
っ
て
榊
の
平

民
と
い
ふ
の
も
通
謀
か
と
思
は
れ
る
｡
と
に
角
官
途
に
就
か
ず
し

て
民
間
に
在
る
人
'
公
人
で
な
-
て
平
民
と
い
ふ
義

に
外

な

ら

ぬ
.
然
し
そ
れ
で
は

一
般
の
人
民
を
全
部
包
含
す
る
の
か
と
い
へ

ば
'
そ
れ
は
多
少
疑
絃
し
く
'
均
し
-
尊
属
と
S
つ
て
も
何
か
特
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殊
の
技
能
あ
り
て
官
に
仕
へ
な
い
或
榛
の
入
監

息
味
す
る
の
で
は

な
か
ら
う
か
｡
従
っ
て
こ
の
鮎
か
ら
し
て
料
桝
に
聾
げ
て
居
る
閑

居
人
･
閑
人
と
い
ふ
の
も
言
は

待ゞ
棟
的
な
無
官
の
人
の
義
の
如

く
解
す
べ
き
で
な
い
か
と
考
へ
る
｡

然
ら
ば

Z
ah
ar.ff

の
鮮
典

の
詩
語
も
.
結
局
前
記
清
文
鑑
や
清
文
紙
童
等
の
詩
と
同

一
な
わ

け
で
'
任
な
き
閑
人
'
平
白
人
､
野
人
'
平
民
と
い
っ
た
言
葉
は

何
れ
も
単
純
生

息
味
で
な
く

何
か
特
殊
の
技
能
あ
り
て
任
官
せ

ず
閑
居
せ
る
人
々
の

7
圏
を
意
味
す
る
も
の
と
思
ふ
｡

従
っ
て
か

l

る
人
士
で
あ
る
か
ら
何
等
か
の
横
倉
に
功
労
で
も
あ
る
時
､
任

官
し
て
低
い
な
が
ら
も
或
は
備
禦
と
な
-
牛
藻
草
京
と
な
っ
た
の

で
あ
ら
う
｡
か
-
考

へ
て
更
に

一
骨
其
の
義
を
推
し
詰
め
れ
ば
'

日
本
で
い
ふ

｢
郷
士
｣
の
如
き
も
の
に
嘗
り
は
せ
ぬ
か
と
も
思
は

れ
る
｡

即
ち
何
か
特
殊
の
技
能
あ
-
な
が
ら
官
に
就
か
ず
し
て
閑

居
せ
る
人
'
野
に
在
る
平
民
=
郷
士
と
解
し
て
如
何

で
あ

ら
う

か
｡以

上
述
べ
る
如
-
清
洲
語
と
し
て
の

bai
niyalm
a
を
解
す
る

時
'
結
局
そ
れ
は
漢
語
の
自
身
と
同
義
に
な
る
の
で
あ
っ
て
､
清

文
に

bai
Liyal
m
a
と
記
し
そ
れ
に
封
謄
す
る
漢
文
に
白
身
と
記

し
た
事
は
､
そ
の
意
味
語
義
に
於
て
正
し
-
合
致
L
t
何
等
疑
念

を
挿
む
飴
地
も
な
い
安
雷
の
事
と
解
し
得
る
次
第
で
あ
る
｡

衛
之
に
蹄
聯
し
て
三
日
し
て
お
き
た
い
の
は
'
前
記
の
如
-
蘇

文
紙
尭
'
清
文
尭
書
等
に

b
ai
の
課
を
記
し
た
中
に

｢
地
方
的
｣

と
い
ふ
語
の
あ
る
事
で
あ
る
.
言
ふ
迄
も
な
-

ba
は
土
地
､
地

方
の
義
で
あ
-
t
i
は
所
有
格
を
示
す
助
詞
で
あ
る
か
ら
'
之
を

地
方
的
と
課
し
て
芸
文
な
い
O
煎
る
時

bai
niyah
a
を

｢
･･地

方
の
人
｣
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
が
'
茸
際
満
文
老
倍
の
用
例
か

ら
す
れ
ば
'
｢
何
地
方
の
人
｣
と
い
ふ
時
に
は
t
b
a
山
n
iy
atm
a
と

夫
々
離
し
て
書
き
'
連
書
す
る
事
は
な
い
や
う
で
あ
る
か
ら

b
ai

n
iy
at

maと
baj達
吉
の
時
は
'
や
は
-
之
と
直
別
あ
-
と
し
て

何
か
特
殊
の
義
に
解
す
る
方
が
よ
-
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
｡

若
し
強
ゐ
て

b
ai
n
iya-m
a
を
地
方
人
と
解
す
る
な
ら
ば
'｢
-
元

方
に
在
る
人
｣
の
義
か
ら
韓
じ
て

｢
-
-
･地
方
に
荘
-
て
任
官
し

な
い
や
う
な
特
殊
の
人
｣
の
義
に
な
っ
た
も
の
と
解
す
れ
ば
'
前

記
の
平
白
人
と
関
係
付
け
得
る
か
と
も
思
ふ
｡
然
し
之
は
多
少
牽

強
的
に
な
る
の
で
'
唯
思
ひ
付
だ
け
を
併
せ
記
す
に
止

め

て
お

く
〇

四

以
上
述
べ
た
所
に
よ
っ

て明
ら
か
な
如
-
'
満
洲
語
の

b
ai

n
iyatm
a
と
漢
語
の
自
身
と
は
'
其
意
義
に
於
て
登
然

)
致
す
る
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の
で
あ
る
か
ら
'
清
文
老
桧
に

b
ai
n
iy
a-m
aと
あ
る
所
を
漢
文

要
録
に
白
身
と
記
す
の
は
雷
然
の
事
で
あ
-
'
且
叉
清
和
に
か
1

る
名
柄
の
下
に
呼
ば
れ
た
或
種
の
園
鰐
階
級
の
存
し
た
事
が
は
つ

普
-
と
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
｡
所
で
此
に
考
へ
て
み
ね
ば
な
ら
ぬ

事
は
t
か
-
の
如
-
両
者
が
意
義
に
於
て
一
致
す
る
の
は
雷
然
の

事
と
し
て
'
そ
の
意
義
を
は
な
れ
て
両
者
の
語
晋
外
形
の
上
に
閲

係
あ
-
は
せ
ぬ
か
と
い
ふ
事
で
あ
る
｡
即
ち

bain
]'y

atmaと
自

身
と
哩
音
の
上
に
何
等
か
関
係
な
い
か
'

1
か
ら
他
の
1
が
諜
為

さ
れ
て
新
に
造
ら
れ
た
の
で
な
い
か
と
い
ふ
事
で
あ
る
｡
前
記
の

如
-
漢
語
の
自
身
は
支
那
に
苗
-
か
ら
存
し
た
語
で
あ
る
｡
之
に

反
し
浦
洲
語

bai
n
iyatm
a
が
何
時
か
ら
存
し
た
か
'
清
朝
以
前

既
に
存
し
た
語
で
あ
る
か
分
明
し
な
い
｡
か
の
女
虞
諸
語
'
釆
文

を
見
て
も
奴
婦
と
い
ふ
語
慧

る
が

(
鐸

h9
:f
i工

酎
tib｡は
)

･

b
ai

n
;yal
m
a
叉
は
之
に
関
係
あ
-
さ
う
な
語
は
全
然
見
雷
49
ず
､
従

っ
て
清
朝
以
前
の
存
在
に
就
い
て
徴
す
べ
き
資
料
が
な
い
が
'
怒

ら
-
存
在
し
な
い
の
で
な
い
か
と
思
ふ
｡
然
る
時
雨
語
の
存
在
の

新
古
と
い
ふ
鮎
か
ら
し
て
､自
身
と
い
ふ
漢
語
か
ら

b
ai

niya

t

m
a

と
い
ふ
清
洲
語
が
新
た
に
造
ら
れ
た
の
で
な
か
ら
う
か
と
い
ふ

7

の
想
像
が
下
さ
れ
る
｡
そ
れ
を
確
め
得
る
の
は
そ
の
語
音
に
関
し

て
で
あ
る
｡
即
ち
現
在
北
平
語
で
白
は

.Pa
i

P
o
.
(K
arlg
ren
.

A
n
aty
tic
D
ict;on
a
r
y
p
,gt
t
)

で
あ
る
が
'
元
代
中
原
音
韻
に
も

白
は

pay
(
翫

讐

詣

配
穏
馳
謂

柑
鱒
詰

所
)

と
誉

れ
て
居

っ
て
'
少
-
と
も

p
ai
の
音
は
大
し
て
奨
化
し
て
居
ら
ぬ
｡

而

し
て
之
が
俗
書

b
ai
に
響
-
事
は
何
人
も
気
付
く
析
で
あ
る
か

ら
t
か
1

る
鮎
か
ら
し
て
之
が
満
洲
語
と
し
て
の

b
ai
n
;yatm
a

の

b
ai
に
な
っ
た
で
あ
ら
う
と
見
得
ら
れ
ぬ
事
は
な
い
の
で
あ

る
O
叉
､
身
は
硯
重
曹

瑠
n
(K
ar】gren
ibjd,p
,
2
5
6
)

で
､
中

原
音
韻
で
は

批in

と
な
っ
て
居
る
が
'
之
は
晋
を
と
ら
ず
し
て

其
の
意
味
を
と
っ
て
満
洲
語
の
人
､
身
鰹
の
義
で
あ
る

n
iyalm
a

に
意
課
し
て
'
前
の

b
ai
と
合
し
て

bai
niya
lm
a
と
い
ふ
新

語
を
造
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

へ
る
の
で
あ
る
｡
蓋
し
満
洲
語

に
は
本
木

bai
niyatm
a
の

b
a山
と
い
ふ
語
が
あ
っ
た
も
の
か
､

そ
し
て
そ
れ
が
李
白
と
か
閑
と
か
い
ふ
義
を
有
し
た
も
の
か
疑
は

し
い
｡
閑
を
意
味
す
る
語
と
し
て
は
別
に

ab
g
ari
と
か

sE
aと

い
ふ
語
が
あ
-
'
叉
無
館
の
意
味
の
白
色
を
表
は
す
語
と
し
て
は

ran
gg
iy
an
が
あ
る
｡
故
に
自
身
に
相
苦
る
満
洲
語
と
し
て
は
寧

ろ

叫anggiyan

n
iy
alm
a
と
で
も
い
ふ
べ
き
で
あ
る
の
に
'
こ

と
さ
ら
に

b
ai
n
iy
Lltm
a
と
言
っ
た
の
は
'
自
身
の
白
を
音
課

し
身
を
意
課
し
て
新
語
を
造
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
の
推
測
を
十
分

に
確
め
得
る
や
う
な
束
が
す
る
の
で
あ
る
｡
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但
し

1
両
に
於
て
'
満
文
老
倍
と
漢
文
茸
録
と
を

比
較

す

る

に
'
茸
録
は
老
桔
(
今
日
我
々
の
披
見
し
得
る
老
槍
は
乾
隆
の
時
修
正
を

加

へ
ら
れ
Ll
に
せ
よ
'
全
般
に
亘
っ
て
修
正
さ
れ
た

と
は
琴

ら
れ
柱
i
)を
そ
の
材
料
の

】
と
し
て
居
る
か
ら
'
此
鮎
か
ら
し

て

は

bai
n
iy
a
t
m
a
を
課
し
て
自
身
と
し
た
も
の
t

bai
niya
lm
a

が
前
に
存
し
て
自
身
が
後
に
出
釆
た
も
の
1
や
う
に
も
考

へ
ら
れ

ぬ
事
は
な
い
｡
然
し
前
記
の
如
-
自
身
と
い
ふ
語
は
漢
語
と
し
て

苗
-
か
ら
存
す
る
語
で
あ
る
か
ら
､
た
と

へ
漢
文
茸
録
が
後
に
作

ら
れ
た
に
し
て
も
'
必
ず
し
も

b
qi
n
iy
al
m
a
か
ら
自
身
と
い
ふ

語
が
造
ら
れ
た
と
望

コロ
へ
ぬ
の
で
あ
っ
て
'
や
は
-
逆
に
漢
語
で

あ
る

｢
自
身
｣
が
党
に
満
洲
人
に
侍

へ
ら
れ
て

b
ai
n
iy
a-m
a
と

な
-
'
之
が
鳩
語
と
し
て
老
槙
に
録
さ
れ
た
の
む
茸
録
に
は
啓
の

自
身
を
以
て
吉
富
し
た
と
み
る
の
が
安
富
で
あ
ら
う
.

何
も
う

1
つ
注
意
す
べ
き
は
'
御
製
増
訂
清
文
鑑
に

b
aisin
自
丁
'
官

(
敬
)
無
-
閑
居
す
る
人
を

baisin
と
い

ふ

と
記
し
'
清
文
徳
義
､
清
文
童
書
等
に

b
a山sin
.
abgar山
b
an
j
imbiと
同
じ
'
無
官
守
言
茸
之
逸
人
'

暇
逸之
暇

と
記

し
'更
に

Z
aharoff
の
満

露辞

典

には

baisin
支
部
語
の
白
人

'仙

租
税貢
税

を免除
さ
れ
た
も
の
'

免
税
の
も
の
'
拘
勤
務
を
免
除
さ
れ
た
も
の
'
仕
事

か
ら
解
放
さ
れ
た
も
の
'
自
由
の
身
に
あ
る
も
の
'

閑
地
に
あ
る
も
の
'
退
職
者
､
閑
な
人
'
無
籍
の
者

と
記
し
'
類
語
と
し
て

ab
gari
を
記
し
て
居
る
事
で
あ
る
0

此

に
所
謂
自
丁
白
人
と
い
ふ
の
は
'
漢
語
に
於
て
自
身
と
同
義
の
語

で
あ
る
｡
其
意
味
に
於
て
同

一
の
言
葉
に
封
し
清
洲

語

と

し

て

baisin
が
あ
る
外
に
'
自
身
に
封
す
る
語
と
し
て

bdi
niyalm
a

が
あ
る
の
は
'
茸
は
飴
計
な
事
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
'
此

鮎
か
ら
し
て
も
t
b
ai
n
7.y
alm
a
は
他
の
語
と
別
に
何
等
か
の
都

合
で
自
身
を
寛
し
直
し
て
造
っ
た
語
で
な
か
ら
う
か
と
の
推
測
を

下
し
得
る
や
う
で
あ
る
｡
因
に

baisin
は
自
身

.P
ai
瑠
n

の
薄

青
と
思
は
れ
る
の
に
.
之
を
自
丁
と
鐸
暮
し
た
の
は
'
別
に

b
ai

n
;yalm
a
I
白
身
と

考
へ
ら
れ
た
事
か
ら
寓
別
す
る
馬
で
あ
っ
た

か
'
そ
れ
と
も
他
に
理
由
が
あ
っ
た
の
か
'
叉
何
れ
が
先
に
出
衆

た
語
で
あ
る
か
等
の
鮎
に
閲
し
て
は
今
何
等
の
考
察
を
も
加

へ
得

な
い
.

五

以
上
で

bai
n
iyalm
a
と
白
身
と
は
結
局
同
義
同
語
で
あ
り
'

白
身
か
ら

b
ai
nJ'yalm
a
な
る
語
が
造
ら
れ
た
と
解
す
べ
き
も
Q
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で
あ
る
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
ふ
.
然
ら
ば
其
の

b

ai
n
il

yal
m
a
な
る
階
級
､
圏
髄
は
清
洲
に
何
時

頃
か
ら
存
し
た
も
の
か

と
い
ふ
に
･
こ
れ
亦
之
を
確
め
得
る
資
料
が
な
い
の
甘
あ
る
0
但

前
述
の
如
-
女
虞
鐸
語
に
之
に
類
す
る
語
が
な
い
限
り
'
明
代
の

清
洲
族
問
に
存
し
た
と
は
容
易
に
考

へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
'

や
は
-
記
録
に
見
え
る
鮎
に
本
づ
い
て
老
桧
の
記
録
が
始
っ
た
時

代
'
即
ち
明
末
清
初
頃
か
ら
漸
-
明
ら
か
な
存
在
に
な
っ
た
も
の

と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
O
然
も
記
録
上
太
組
の
時
代
に
飴
-
多
-

な
く
'
太
宗
時
代
に
入
っ
て
多
-
な
っ
た
事
か
ら
考
へ
れ
ば
'
や

は
-
清
朝
の
興
起
後
そ
の
部
族
の
費
展
充
寛
と
共
に
自
ら
形
成
出

現
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
な
か
ら
う
か
｡
若
し
臆
測
が
許
さ
れ
る

な
ら
ば
'
太
組
時
代
兵
制
が
垂

へ
ら
れ
る
や
う
に
な
る
と
共
に
'

7
般
敢
骨
組
織
が
奨
化
し
複
雑
化
し
て
釆
て
'
そ
の
結
果
此
に

7

の
特
殊
な
圏
鰹
'
階
級
と
い
っ
た
も
の
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
'

そ
れ
を
支
部
の
語
か
ら
し
て
新
し
い
清
洲
語
を
造
り

(baisin
と

別
に
｡
baisin
の
例
老
曙
に
は
見
常
ら
す
)
呼
稀
す
る
に
至
っ
た

の
で
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
｡
尤
も
第
二
節
に
記
し
た
如
-
'
此
の

自
身
は
蒙
古
族
に
も
存
し
た
事
が
見
え
る
か
ら
'
満
洲
族
と
別
に

此
方
面
の
部
族
に
も
早
-
か
ら
存
し
た
の
で
な
い
か
と
想
像
さ
れ

ぬ
で
も
な
い
が
'
今
十
分
蒙
古
族
の
融
合
状
態
融
合
組
織
に
就
S

て
究
め
る
研
が
な
い
の
で
確
言
す
る
を
得
な
い
｡
但
村
民
蔵
本
明

妙
筆
夷
詩
悟
に
'
閑
人
-
塔
晃
等
苦
塩

d
e

rhan
ktimdn
と
あ

-
'
こ
の

darhan
の
詳
解
を
求
め
て
み
る
に
'
座
右
に
在
る

K
o
w
a
訂
w
s
kj
蒙
露
体
節
典
に
は

｢
役
目
へ
積
金
)
な
-
己
の
意
の

ま
1

に
行
ふ
人
｣
と
説
明
し
て
居
-
t
S
ch
m
id
t
蒙
猫
露
辞
典
に

も

｢
税
を
免
れ
た
人
｣
の
評
を
附
し
'
叉
陸
軍
省
下
永
意
次
氏
編

著
の
豪
古
語
大
鮮
典
に
も

｢
免
税
さ
れ
た
る
者
｣
と
の
葦
を
あ
げ

て
ゐ
る
｡
無
論
こ
の
語
に

｢
職
人
｣
｢
技
術
者
｣

と
い
ふ
意
味
は

あ
る
が
'
第
二
の
義
と
し
て
の
右
の
意
味
が
存
す
る
の
で
あ

っ

て
'
然
る
時

d
arh
an
卸
閑
人
は
'
前
述
の
所
と
併
せ
考
へ
て
此

に
所
謂
白
身

bai
niyah
a
と
相
似
た
意
味
の
語
と
言
へ
ぬ
事
は

な
い
O
.

故
に
若
し
之
が
同

7
或
は
相
似
た
所
の
語
と
す
れ
ば
'
蒙

古
に
は
明
代
既
に
か
1

る
特
殊
地
位
の
も
の
が
存
し
た
わ
け
で
あ

っ
て
従
っ
て
'
明
末
清
和
に
蒙
盲
族
間
に
満
身
の
人
が
存
す
る
事

は
別
に
不
可
議
な
事
で
は
な
い
が
'
果
し
て
明
代
か
1
る
者
が
茸

を
し
た
か
､
｢
詩
語
｣
は
茸
在
し
な
-
と
も
唯
語
だ
け
を
書
き
留
め

る
や
う
な
事
も
あ
つ
た
と
恩
は
れ
る
か
ら
'
直
に
断
定
す
る
を
得

ず
､
侍
今
後
の
究
明
に
保
ち
た
い
｡
要
す
る
に
明
末
清
和
以
前
蒙

古
清
洲
諸
地
方
の
部
族
間
に
此
の
白
身
な
る
者
が
存
し
た
か
'
そ

の
卑
生
が
何
時
で
あ
る
か
は
'
今
容
易
に
論
断
し
得
な
い
の
で
あ
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つ
て
'
と
に
か
-
記
録
の
上
か
ら
し
て
は
明
末
清
朝
輿
超
後
に
於

て
始
め
て
硯
は
れ
た
と
み
る
べ
き
も
の
1
如
-
'
何
等
か
融
合
組

練
上
の
特
異
な
る
撃
化
に
よ
っ
て
硯
は
れ
た
も
の
で
な
か
ら
う
か

と
思
惟
す
る
の
で
あ
っ
て
'
此
に
不
十
分
な
が
ら
臆
詮
を
述
べ
て

大
方
の
叱
寧
不
敬
を
仰
ぎ
慶
い
と
考
へ
る
次
第
で
あ
る
｡

(軸
蜘
針
詣

駈
朋
汁
新
駅

雛
謡

諾

蒜

絹
)

(
追

記
)

明
末
清
和
以
前
'
蒙
古
に
自
身
が
存
し
た
か
香
か
は
資
料
不
足

で
確
言
出
来
ぬ
旨
を
右
に
述
べ
た
が
'
其
復
改
あ
っ
て
元
史
を
磨

い
て
み
る
に
'
今
日
迄
に
自
身
の
文
字
が
ニ
ケ
所
見
雷
つ
た
｡
郎

ち1
世
慧

紀
讐

雪
空

十
二
年
四
月
壬
戊
の
催

-ヽノ
(

中
書
省
臣
慮
冊
柴
講
立
親
指
析
経
営
嘩
穀
｡
秩
五
品
.
所
用

官
吏
以
善
晋
馬
｡
勿
限
自
身
人
｡
帝
然
之
｡

ヽ
ノ二

丈
宗
本
紀
望

天
暦
元
年
十

一
月
庚
申
の
保

(

用
江
南
行
基
御
史
王
掘
仁
言
汰
近
歳
自
身
入
官
者
｡

の
二
つ
で
あ
る
｡
右
の
例
に
よ
れ
ば
元
代
明
ら
か
に
自
身
が
あ
-
､

然
も
そ
れ
が
官
途
に
在
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
｡
但
こ
れ
だ
け
で
は

其
の
性
質
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
充
分
分
-
か
ね
る
が
'
二

例
に
よ
っ
て
も
之
が
相
常
用
ゐ
ら
れ
て
居
た
事
が
知
ら
れ
て
甚
だ

興
味
が
あ
る
.
従
っ
て
之
が
漢
人
を
指
し
た
か
そ
れ
と
も
蒙
盲
人

に
み
ら
れ
た
か
分
ら
ぬ
に
せ
よ
'
明
末
蒙
盲
人
に
自
身
が
あ
る
事

は
'
右
の
元
代
の
事
茸
と
何
等
か
関
係
あ
る
も
の
で
'
元
代
漢
人

乃
至
蒙
古
人
間
に
於
て
配
合
構
成
の
一
分
子
を
な
し
て
居
た
も
の

で
な
い
か
･U
考

へ
ら
れ
る
.
此
の
鮎
今
後
元
史
を
席
-
時
更
に
幾

多
の
例
に
接
し
得
る
か
も
知
れ
ず
'
そ
れ
を
保
っ
て
更
に
推
移
を

考
究
す
る
事
と
し
た
い
が
､
と
-
あ
へ
ず
補
正
の
一
端
と
し
て
'

此
に
寓
目
し
得
た
所
を
追
記
し
て
お
-
.
(昭
和
十
一
年
八
月
五
日
)

北
平
研
究
院
の
考
古
皐
的
活
動

北
.*
研
究
院
史
拳
骨
考
古
組
主
任
絵
柄
租
氏
は

河
南
隣
西
地
方
を

考
古
撃
的
観
察
を
行
っ
た
が
'
.
そ
れ
は
険
西
考
古
拳
骨
と
協
力
し
て

周
の
尊
京
費
堀
を
準
備
す
る
た
め
で
あ
る
0

同
遺
跡
は
西
安
の
西
三

十
飴
支
里
の
大
夏
村
'

鵡
村

一
帯
に
わ
た
-
'
出
土
の
遺
物
も
周
代

の
古
物
の
ほ
か
に
新
石
器
時
代
の
遺
物
を
も
含
ん
で
ゐ
る
O

険
西
考

古
拳
骨
に
て
日
下
峯
理
中
の
開
港
基
の
遺
物
は

最
下
層
に
お
い
て
粗

粒
簡
単
な
黒
白
花
文
の
土
器
を
出
土
し
て
を
-
'

こ
れ
よ
-
六
米
ば

か

-
上
層
に
て
仰
紹
斉
家
坪
風
の
彩
文
土
券
を
出
土
し
て
ゐ
る
.

し

た
が
っ
て
彩
陶
文
化
が
新
石
器
時
代
末
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば

開
弗

素
の
黒
白
花
文
陶
の
文
化
は
正
に
新
石
器
時
代
と
い
は
る
べ
-
'
宴

に
新
石
器
時
代
研
究
の
重
要
L･t
資
料
で
あ
る
と
い
ふ
O

ま
た
徐
氏
は

別
に
河
南
渉
牌
の
唐
主
峰
'

熊
耳
寺
'
清
泉
寺
､
安
陽
の
賛
山
'
孝

義
の
宋
陵
'

洛
陽
の
白
馬
寺
'
龍
門
等
を
も
合
せ
て
調
査
し
た
Q
唐

王
瞭

･
賛
山
の
造
像
は
ほ
と
ん
ど
破
壊
さ
れ
て
ゐ
る
が
'

前
者
に
は

響
堂
山
と
等

し
い
剰
趣
の
多
い
が
注
意
さ
れ
た
.

(
大
公
報
よ
-
)
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