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『
尚
書
中
候
』

に
お
け
る
殿
湯
の
受
命
神
話
に
つ
い
て

小
稿
は
、
『
尚
設
問
中
侯
』
(
以
下
、
『
中
侯
』
と
略
す
)
が
構
想
す
る
段

湯
の
受
命
神
話
を
と
り
あ
げ
、
と
く
に
そ
こ
に
装
置
さ
れ
て
い
る
瑞

祥
の
構
造
を
考
察
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
テ
!
?

を
も
う
け
る
理
由
は
、
つ
、
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

『
中
侯
』
は
歴
代
の
聖
王
な
ど
に
顕
現
し
た
と
さ
れ
る
瑞
祥
を
も

っ
ぱ
ら
説
く
。
そ
れ
も
あ
り
き
た
り
の
そ
れ
で
は
な
く
、
神
的
一
一
一
一
口
語

i
啓
示
と
認
め
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
う
し
た
啓
示
を
中

心
に
据
え
て
、
そ
の
周
辺
に
天
象
や
草
木
な
ど
の
瑞
祥
を
配
置
し
た

太
平
・
受
命
の
神
話
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。
神
の
意
志
に
み
ち
あ

(

1

)

 

ふ
れ
て
い
る
の
が
、
内
中
侯
』
の
世
界
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
い
お
う
。
太
平
の
そ
れ
の
ば
あ
い
、
宇
宙
の
最
高
神
i

笑
天
上
帝
が
龍
・
亀
を
神
伎
と
し
て
太
平
王
の
寅
帝
・
奨
・
舜
、
そ

し
て
周
公
に
太
平
の
啓
示
を
く
だ
す
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
構
想
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
受
命
の
そ
れ
の
ば
あ
い
は
、
こ
う
で
あ
る
。

間

時患

;間

王
朝
を
ひ
ら
く
受
命
王
に
、
五
帝
l
蒼
帝
霊
威
仰
・
赤
帝
赤
燦
怒
・

黄
帝
含
枢
紐
・
白
帝
自
招
拒
・
里
小
帝
汁
光
紀
の
な
か
の
相
当
す
る
ひ

と
つ
が
受
命
帝
と
な
っ
て
、
龍
・
亀
以
外
の
も
の
を
神
使
と
し
て
そ

の
啓
示
を
く
だ
す
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
構
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
は
夏
手
段
湯
、
お
よ
び
局
の
文
王
・
武
王
が
と
り
あ
げ
れ
ら

れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
『
中
侯
』
の
神
話
構
想
に
は
、
じ
つ
は
起
点
が
あ
っ

た
。
文
王
・
武
王
の
受
命
i
周
の
受
命
神
話
と
、
周
公
の
太
平
i
周

の
太
平
神
話
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

『
中
侯
』
は
ま
ず
、
既
存
の
局
に
つ
い
て
の
受
命
・
太
平
説
を
と

り
あ
げ
る
。
そ
れ
ら
に
装
置
さ
れ
て
い
た
受
命
・
太
平
の
瑞
祥
に

独
自
の
理
論
を
適
用
し
、
そ
れ
に
し
た
が
う
象
徴
や
穏
喰
を
あ
た
え

て
、
周
の
受
命
・
太
平
が
受
命
帝
〈
蒼
帝
霊
威
仰
)
・
笑
天
上
帝
の
神

意
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
周
の
受
命
・
太
平
神
話
を
構
想
し
た
の



ち
、
『
中
侯
』
は
段
湯
以
上
の
受
命
神
話
、
黄
帝
・
桑
・
舜
の
太
平
祢

話
を
加
上
す
る
。
周
の
受
命
・
太
平
を
弁
証
し
た
理
論
を
援
用
す
る

象
徴
性
を
も
っ
瑞
祥
を
あ
ら
た
に
作
成
し
、
そ
れ
ら
の
受
命
・
太
平

ハ
4
)

を
神
意
に
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
。
席
以
外
の
そ
れ
ぞ
れ
の
神
話

が
、
ほ
か
の
緯
蓄
に
は
徴
し
え
な
い
『
中
侯
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ

っ
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
中
候
』

が
つ
づ
る
受
命
・
太
平
神
話
は
・
周
の
受
命
・
太
平
を
神
学
的
に
合

ハ
5
)

理
づ
け
る
た
め
に
こ
そ
構
想
さ
れ
た
も
の
と
認
め
う
る
の
で
あ
る
。

小
稿
は
、
く
わ
し
い
考
察
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
以
上
の
な
か
で
、

受
命
神
話
に
し
ぼ
る
第
一
歩
と
す
る
。
『
中
侯
』
の
そ
れ
ら
が
周
の

受
命
神
話
を
起
点
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
と
く
に
段
湯
の
受
命
神
話

を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ぶ
り
だ
し
う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
わ
た
し
は
、
段
湯
の
そ
れ
に
装
置
さ
れ
て
い
る
複
雑
な
構
造
を
も

っ
瑞
祥
に
注
自
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
瑞
祥
を
作
成
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
『
中
侯
』
、
が
ま
ず
以
て
周
の
そ
れ
に
せ
拍
手

し
た
こ
と
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
そ
の
考
察
に
さ
き
だ
っ
て
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
一
中
侯
』
の
伏
文
は
後
漢
の
は
じ
め
の
文
献
に
も

と
め
う
る
が
、
そ
の
最
終
的
な
成
立
に
つ
い
て
わ
た
し
は
こ
う
考
え

て
い
る
。
『
中
侯
』
は
当
時
の
漢
王
朝
、
が
崩
壊
の
兆
し
を
み
せ
て
い

た
後
漢
末
に
お
い
て
新
し
い
構
想
の
も
と
に
再
編
集
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
鄭
玄
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
つ
よ
い
、

と
。
十
八
篇
あ
る
『
中
侯
』
の
篇
名
も
そ
の
と
き
に
あ
た
え
ら
れ
、

ま
た
現
存
す
る
明
中
侯
』
に
付
さ
れ
て
い
る
注
に
つ
い
て
も
、
鄭
玄

の
そ
れ
と
基
本
的
に
は
認
め
て
よ
い
、
と
い
う
た
ち
ば
を
と
る
の
で

(
6〕

点
γ
Q
O

さ
て
殻
湯
の
受
命
神
話
は
、
『
中
侯
』
の
な
か
で
も
「
錐
予
命
」

と
い
う
一
篇
に
構
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
き

お
こ
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

夏
祭
、
無
道
に
し
て
(
直
下
の
〉
関
龍
逢
を
殺
し
、
皇
図
を
絶
滅
し
、

歴
紀
を
壊
乱
す
。
天
下
を
残
賊
す
れ
ば
、
賢
人
は
遁
逃
す
。
色
に

淫
し
慢
易
し
て
、
組
宗
に
事
え
ず
。
(
夏
祭
無
道
、
殺
関
龍
逢
、
絶
滅

皇
図
、
壊
乱
歴
紀
。
残
賊
天
下
、
賢
人
遁
逃
。
淫
色
慢
易
、
不
事
担
宗
)

〔
太
平
御
覧
巻
八
二
等
託

受
命
神
話
と
し
て
は
ま
ず
、
設
湯
の
受
命
を
可
能
に
す
る
契
機
か
ら

は
じ
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
oe

右
は
そ
う
し
た
叙
述
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
夏
祭
の
無
道
ぶ
り
を
強
調
し
て
天
命
を
失
っ
た
理

由
を
の
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
注
目
す

べ
き
は
、
「
自
車
問
凶
を
絶
滅
し
、
歴
紀
を
壊
乱
す
」
の
く
だ
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
付
さ
れ
て
い
る
鄭
玄
の
「
皇
は
天
な
り
。
紀
は
綱
紀
な
り
。
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L
さ

エ
〈
の
函
歴
、
龍
逢
引
き
て
以
て
祭
を
諌
む
る
な
り
」
〈
皇
、
天
也
。
紀
、

綿
紀
也
。
天
之
図
庭
、
龍
逢
引
以
諌
梨
也
〉
〔
太
平
御
覧
巻
八
二
引
〕
と
い
う

注
に
よ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
解
し
う
る
。

「{
p
i
図
」
は
「
天
図
」
と
い
い
か
え
う
る
も
の
で
あ
り
、
「
歴
紀
」

は
歴
数
の
綱
紀
、
す
な
わ
ち
宇
宙
の
す
ぐ
れ
て
規
則
た
だ
し
い
秩
序

と
パ
ラ
フ
レ
ィ
ィ
ズ
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
鄭
玄
は
そ
れ
ら
を
ま

と
め
て
「
天
の
図
歴
」
と
よ
び
、
そ
れ
を
引
き
あ
い
に
だ
し
て
関
龍

逢
が
夏
祭
を
諌
め
た
と
い
う
。
と
す
る
と
「
天
の
図
歴
」
は
天
子
が

〈

8
〉

よ
る
べ
き
模
範
と
と
ら
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、

『
中
侯
』
が
尭
の
太
平
神
話
の
な
か
で
、
太
平
を
招
来
し
た
震
に
う
け

し
め
る
笑
天
上
帝
の
啓
示
j

「
図
書
」
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
「
図
書
」
に
は
、
笑
天
上
帝
の
神
性
を
お
び
た
棄
に
よ
っ
て
の

み
支
配
を
貫
徹
し
う
る
、
聖
な
る
宇
宙
の
秩
序
が
書
き
し
る
さ
れ
て

い
た
。
突
に
は
そ
れ
を
か
た
ど
る
太
平
国
家
の
構
想
が
課
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
夏
は
太
平
を
招
来
し
た
王
朝
と
は

認
め
ら
守
れ
て
い
な
い
。
あ
と
で
の
べ
る
よ
う
に
、
ほ
か
の
王
朝
と
異

に
し
て
禅
譲
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
る
も
の
の
、
間
夫
天
よ
帝
の
下
位
神

!
五
帝
の
ひ
と
つ
の
白
帝
白
招
拒
を
受
命
帝
と
し
、
そ
の
神
性
を
源

泉
に
据
え
る
神
聖
王
初
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
し
た
菱
が

支
配
を
貫
徹
す
る
と
き
、
そ
の
模
範
と
な
る
べ
き
白
帝
白
招
拒
の
啓

示
が
想
定
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
右
で
い
う
「
皇

図
」
「
歴
紀
」
で
あ
る
。
図
は
啓
示
一
般
を
指
す
名
称
で
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
「
白
玉
函
」
、
す
な
わ
ち
天
(
自
帝
白
招
拒
)
か
ら
伝
達
さ
れ
た

図
に
は
「
歴
紀
」
が
書
き
し
る
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
鄭
玄
が
両

者
を
ま
と
め
て
「
天
の
図
歴
」
と
よ
ん
だ
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
右
の
く
だ
り
の
主
旨
は
、
夏
祭
が
そ
う
し

た
も
の
に
し
た
が
わ
ず
、
破
壊
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し

て
こ
こ
に
、
自
帝
白
招
拒
の
神
聖
王
朝

i
夏
の
天
命
喪
失
と
い
う
宇

宙
論
的
事
件
は
合
理
化
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
の
ベ
る
一
方
で
、
『
中
侯
』
は
殻
湯
が
受
命
す
る

伏
線
を
し
く
。
そ
の
有
徳
ぶ
り
を
強
調
す
る
叙
述
を
用
意
す
る
の
で

点
す
心
。

は

く

も

ろ

も

ろ

天
乙
〈
日
湯
〉
、
一
去
に
在
り
し
と
き
、
諸
の
諮
問
は
綴
負
し
て
徳
に

帰
す
。
〈
天
乙
在
選
、
諸
海
霞
械
負
帰
徳
)
〔
芸
文
類
家
巻
十
一
一
一
等
引
〕

段
湯
は
徳
を
修
め
て
い
た
の
で
、
隣
国
の
人
々
は
子
供
を
背
負
っ
て

ま
で
か
れ
の
も
と
に
や
っ
て
き
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
つ
ぎ
に
、
『
中
侯
』
は
殻
湯
の
た
め
に
顕
現
す
る
受
命

の
瑞
祥
を
装
援
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

東
の
か
た
洛
(
水
)
に
観
し
、
実
壌
に
習
礼
す
。
(
厚
さ
)
三
分
の
壁

し
hγ

ぞ

を
降
し
、
洛
水
に
沈
め
、
退
き
て
立
つ
。
栄
光
は
起
こ
ら
ず
し

い

の

川

は

も

ち

て
、
黄
魚
、
双
躍
し
、
出
で
て
一
濯
に
隣
る
。
黒
鳥
、
雄
を
以
い

て
(
?
)
、
魚
に
随
い
て
ま
た
止
ま
り
、
化
し
て
盟
問
玉
と
為
る
。

( 18 ) 



き

ざ

う

赤
(
文
〉
勤
ま
れ
て
臼
く
、
玄
精
の
天
乙
、
神
福
を
受
け
ん
。
築

こ
と
ご
と

を
伐
ち
て
克
ち
、
一
ニ
年
に
し
て
天
下
悉
く
合
せ
ん
、
と
。
(
東
観

乎
洛
、
習
礼
尭
壇
。
降
一
ニ
分
袋
、
沈
於
治
水
、
退
立
。
栄
光
不
起
九
寅
魚

双
躍
、
出
掛
於
壇
。
慰
問
烏
以
雄
、
随
魚
亦
止
、
化
為
黒
玉
。
赤
勅
回
、
玄

精
天
乙
、
受
神
福
。
伐
架
克
、
一
ニ
年
天
下
悉
合
〉

(
9〉

〔
太
平
御
覧
巻
八
一
一
一
等
引
〕

般
湯
は
洛
水
に
の
ぞ
み
)
か
つ
て
棄
が
そ
の
ほ
と
り
に
築
い
た
祭
壇

で
、
発
の
よ
う
に
祭
儀
を
お
こ
な
う
。
そ
の
の
ち
壁
玉
を
洛
水
に
沈

め
る
祭
儀
、
す
な
わ
ち
沈
壁
の
礼
を
、
や
は
り
震
の
よ
う
に
お
こ
な

う
。
と
こ
ろ
が
桑
の
と
き
と
違
っ
て
、
栄
光
は
お
こ
ら
ず
、
そ
の
か

わ
り
に
寅
魚
が
お
ど
り
で
て
祭
壇
に
の
ぼ
る
。
や
が
て
黒
烏
が
飛
ん

で
き
て
、
寅
魚
の
も
と
に
止
ま
る
。
す
る
と
そ
の
黒
烏
は
黒
玉
と
化

し
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
は
、
般
湯
に
対
す
る
受
命
の
神
的
一
一
一
一
同
語
i

啓

示
が
書
き
し
る
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
く
だ
り
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
が
論
じ
ね
ば
な
ら
な

い
問
題
は
二
点
ほ
ど
あ
る
。
第
一
は
、
段
湯
は
莞
と
お
な
じ
く
沈
壁

の
礼
を
お
こ
な
う
、
が
、
十
寵
何
の
そ
の
と
き
と
異
に
し
て
栄
光
が
お
こ
ら

な
か
っ
た
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
は
、
黄
魚
と
里
山
烏
と

は
い
か
に
し
て
段
、
湯
の
受
命
の
瑞
祥
と
な
り
う
る
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

ま
ず
第
一
の
点
で
あ
る
。
『
中
侯
』
に
お
け
る
沈
壁
の
礼
は
、
莞
、

そ
し
て
舜
の
両
者
、
が
お
こ
な
い
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
ら

が
招
来
し
た
太
平
の
と
き
、
ま
た
禅
譲
を
お
こ
な
わ
ん
と
す
る
と

き
、
そ
れ
を
お
こ
な
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
沈
壁

の
礼
の
す
ぐ
あ
と
は
必
ず
、
栄
光
が
ひ
か
り
輝
き
、
美
気
が
世
界
に

あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た
る
と
い
っ
た
現
象
を
も
う
け
る
。
門
中
侯
』
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
啓
示
を
語
り
か

け
よ
う
と
す
る
美
天
上
帝
の
神
意
の
表
徴
と
と
ら
え
う
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
『
中
侯
』
は
実
・
舜
に
美
天
上
帝
と
の
神
的
同
等

性
を
措
定
し
て
い
た
か
ら
、
回
天
天
上
帝
か
ら
莞
・
舜
へ
の
啓
示
は
理

論
的
に
も
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
と
で

指
摘
す
る
よ
う
に
設
湯
に
は
美
天
上
帝
で
は
な
く
、
五
帝
の
ひ
と
つ

の
黒
帝
汁
光
紀
の
神
性
を
措
定
し
て
い
た
。
『
中
候
』
は
沈
壁
の
礼

を
お
こ
な
い
う
る
神
的
資
格
を
、
段
湯
に
あ
た
え
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
設
湯
が
尭
を
ま
ね
て
沈
壁
の
礼
を
お
こ
な

い
、
栄
光
が
生
じ
な
か
っ
た
と
わ
ざ
わ
ざ
設
定
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
最
初
の
王
朝
・
夏
の
よ
う
に
禅
譲
で
は
な
く
、

殻
は
放
伐
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
る
王
朝
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
い
ま
す
こ
し
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

摩
史
事
実
と
し
て
夏
爵
は
舜
か
ら
禅
譲
を
う
け
た
。
こ
の
事
実
を

無
視
し
え
な
い
づ
中
侯
』
は
、
実
か
ら
舜
へ
の
禅
譲
の
際
に
装
置
し

た
、
桑
が
お
こ
な
う
沈
壁
の
礼
を
舜
に
も
お
こ
な
わ
せ
る
。
そ
の
禅
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議
神
話
で
あ
る
「
考
河
命
」
一
篇
に
「
桑
の
行
う
所
の
如
く
す
」
(
如

露
所
行
〉
〔
清
河
郡
本
〕
と
の
ベ
、
夏
民
へ
の
禅
譲
姥
命
じ
る
啓
示
を

書
き
し
る
す
「
河
図
」
を
顕
現
さ
せ
る
の
で
あ
引
o

だ
が
し
か
し

『
中
侯
』
は
、
そ
う
し
た
禅
譲
を
白
帝
白
招
拒
を
受
命
帝
と
す
る
白
い

金
徳
の
夏
閣
内
の
受
命
と
は
認
め
な
い
。
別
に
そ
の
受
命
神
話
を
構
想

す
る
の
で
あ
る
が
、
夏
王
朝
は
禅
譲
に
は
じ
ま
る
こ
と
に
は
か
わ
り

が
な
い
で
あ
ろ
う
。
笑
天
上
帝
の
神
意
に
そ
の
は
じ
ま
り
は
支
持
さ

れ
て
い
る
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
中
侯
』
は
、
夏
に
つ

づ
く
王
朝
・
般
を
ひ
ら
く
般
湯
の
受
命
神
話
を
構
想
す
る
と
き
、
そ

の
段
、
湯
に
笑
天
上
帝
の
神
意
を
問
う
沈
壁
の
礼
を
お
こ
な
わ
せ
、
神

意
の
表
徴
の
顕
現
を
想
定
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
か
く
し
て
肢
は
夏

と
異
に
し
て
禅
譲
で
は
な
く
、
や
が
て
放
伐
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
る

は
ず
の
慰
問
帝
汁
光
紀
の
神
聖
王
朝
で
あ
る
こ
と
が
、
つ
よ
く
示
唆
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
つ
ぎ
に
、
『
中
侯
』
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
殻

湯
に
対
す
る
受
命
の
瑞
J

祥
が
装
置
さ
れ
う
る
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の

第
二
の
問
題
、
す
な
わ
ち
寅
魚
・
黒
鳥
の
顕
現
で
あ
る
。
行
論
の
つ

ご
う
で
黒
鳥
か
ら
と
り
あ
げ
よ
う
。

ま
ず
そ
の
黒
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
五
徳
終
始
に
お
け
る
水
徳
の

股
湯
を
象
徴
す
る
色
で
あ
る
。
そ
う
し
た
黒
鳥
が
去
と
化
す
。
そ
こ

に
は
架
を
伐
っ
て
天
下
を
統
一
せ
よ
、
と
の
神
的
言
語
が
書
き
し
る

さ
れ
て
い
た
。
設
湯
広
対
す
る
受
命
の
啓
示
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
鄭

玄
が
「
黒
鳥
は
、
里
小
菅
汁
光
紀
の
使
い
な
り
」
門
里
山
鳥
、
一
黒
帝
汁
光
紀

之
使
也
〉
〔
太
平
御
覧
巻
八
一
一
一
等
引
〕
と
註
す
る
よ
う
に
、
黒
烏
は
殻
湯

の
受
命
帝
に
ほ
か
な
ら
ぬ
里
山
帝
汁
光
紀
が
設
湯
に
お
く
つ
た
天
啓
伝

達
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
o

と
す
る
と
『
中
侯
』
が
そ
う
し
た
啓
示

の
な
か
で
、
段
湯
に
つ
玄
精
」
を
冠
し
て
い
る
こ
と
に
は
積
麗
的
な

意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
o

玄
は
黒
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
玄
一
精
」

と
は
設
湯
が
黒
帝
汁
光
紀
の
精
に
よ
る
感
生
帝
で
あ
る
こ
と
を
一
部
す

の
で
あ
る
o

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
も
、
莞
・
舜
の
ば
あ
い
に
う
か
が

い
え
た
啓
示
の
シ
ス
テ
ム
を
確
認
で
き
る
。
『
中
侯
b

は
殿
湯
の
感

生
帝
説
を
そ
の
受
命
神
話
に
リ
ン
グ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
殻
湯
と

そ
の
受
命
帝
i
黒
帝
汁
光
紀
と
の
神
的
向
等
性
を
成
立
さ
せ
、
両
者

の
あ
い
だ
の
一
一
一
缶
詰
的
交
流
、
す
な
わ
ち
啓
示
を
可
能
に
し
た
の
で
あ

る。
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さ
て
つ
ぎ
は
、
黒
鳥
の
ま
え
に
顕
現
し
た
と
さ
れ
て
い
る
寅
魚
の

問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
に
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

ず
緯
蓄
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
魚
の
象
徴
性
は
こ
う
と
ら

え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
手
足
も
翼
も
な
い
こ
と
か

ハ
ロ
)

ら
、
放
伐
の
対
象
と
な
る
も
の
の
孤
立
無
援
の
状
況
で
あ
る
、
と
。

す
る
と
こ
の
ば
あ
い
の
魚
は
、
設
湯
の
放
伐
に
よ
る
夏
祭
の
滅
亡
を

象
徴
し
て
い
る
、
と
ま
ず
は
い
い
え
よ
う
。
ま
た
そ
う
し
た
魚
に
夏



件
戒
を
象
徴
す
る
色
を
冠
す
る
と
、
段
、
湯
の
受
命
神
話
に
お
け
る
魚
の

象
徴
性
は
い
っ
そ
う
あ
き
ら
か
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し

『
中
候
』
は
、
黄
魚
を
顕
現
さ
せ
た
。
そ
の
色
は
金
徳
i
夏
の
築
を

象
徴
す
る
白
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
『
中
候
』
の
ど
の

よ
う
な
意
図
が
伏
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
の
鄭
玄
の
注
に
、
わ
れ
わ
れ
は
注
目
し
て
み
よ

う
。
そ
れ
は
「
魚
は
足
翼
な
け
れ
ば
、
然
、
孤
に
し
て
時
に
党
な

く
、
伐
つ
べ
き
を
言
う
な
り
。
黄
は
土
の
色
な
り
。
土
は
水
を
、
過
む

る
所
以
な
り
。
今
、
土
、
湯
に
帰
す
る
は
、
別
ち
金
助
な
り
」
(
魚
者

無
足
翼
、
言
架
孤
時
無
党
、
可
伐
也
。
演
者
、
土
色
。
土
所
以
遁
水
。
今
土

〈
臼
)

帰
湯
、
則
金
助
会
〉
〔
太
平
御
覧
巻
八
三
等
引
〕
で
あ
る
。

ま
ず
そ
の
前
半
、
す
な
わ
ち
「
魚
は
足
翼
な
け
れ
ば
、
築
、
孤
に

し
て
時
に
党
な
く
、
伐
つ
べ
き
を
一
一
一
一
向
う
な
り
」
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

黄
色
を
問
題
と
せ
ず
、
魚
の
象
徴
性
を
そ
の
ま
ま
殻
湯
の
受
命
神
話

に
あ
て
は
め
る
注
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
つ
づ
く
注
の
後
半
に
お
い
て
、
鄭
玄
は
黄
色
の
象
徴
性
を

と
り
あ
げ
て
、
「
黄
は
土
の
色
な
り
。
土
は
水
を
遺
む
る
所
以
な
り
。

今
、
土
、
湯
に
帰
す
る
は
、
周
ち
金
助
な
り
」
と
の
べ
る
。
こ
う
し

た
な
か
で
、
黄
色
の
象
徴
性
か
ら
鄭
玄
が
演
縛
す
る
、
も
う
ひ
と
つ

の
魚
の
象
徴
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
と
で
指
摘
し
、

ま
ず
は
鄭
玄
の
注
を
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
よ
う
。
そ
れ
は
こ
う
で
あ

る。
黄
魚
の
黄
色
は
土
の
色
で
あ
る
。
そ
の
土
は
水
を
止
め
潟
ら
せ

る
。
土
は
水
を
制
す
る
属
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
黄
魚
の
顕
現
が

象
徴
す
る
、
こ
の
よ
う
な
土
が
股
湯
に
帰
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
金

助
」
で
あ
る
、
と
。
鄭
玄
は
水
・
土
・
金
の
関
係
に
も
と
ぞ
つ
い
て
、

段
湯
に
よ
る
放
伐
を
弁
一
読
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
真
意
は

十
分
に
は
く
み
と
り
え
な
い
。

じ
つ
は
そ
れ
を
理
解
す
る
関
鍵
は
、
「
金
助
」

i
金
へ
の
援
助
ー

に
も
と
め
う
る
の
で
あ
る
。
鄭
玄
の
注
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
す
る

と
、
こ
の
「
金
助
」
は
段
、
湯
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
段
湯
を
金
徳
と
認
め
る
主
張
に
ほ
か
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
殻
湯
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
五
行
の
相

生
原
理
の
五
徳
終
始
に
お
い
て
水
徳
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
椙

勝
原
理
の
そ
れ
に
お
い
て
は
金
徳
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
五
徳
終
始
は
、
と
く
に
放
伐
に
よ
る
王
朝

ハ
日
比
〉

交
替
を
系
統
だ
て
る
も
の
で
あ
っ
た
。
黄
色
に
託
さ
れ
た
象
徴
性

は
、
い
よ
い
よ
殻
、
湯
に
よ
る
放
伐
の
弁
-
証
に
か
か
わ
る
も
の
と
認
め

う
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
水
を
制
す
る
土
が
金
徳
の
殻
湯
に
帰

服
す
る
と
い
い
か
え
う
る
鄭
玄
の
注
は
、
放
伐
の
対
象
と
な
る
夏
祭

の
位
置
、
す
な
わ
ち
相
勝
原
理
の
五
徳
終
始
に
お
い
て
金
徳
の
一
代

ま
え
を
占
め
る
木
徳
を
射
程
に
い
れ
る
も
の
と
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
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い
。
鄭
玄
は
そ
う
し
た
木
徳
の
夏
を
起
点
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
さ
か

の
ぼ
る
五
徳
終
始
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
、
ぎ

の
よ
う
で
あ
る
。

土
i
土
徳
は
夏
前
一
代
、
水
j
水
徳
は
夏
前
二
代
に
そ
れ
ぞ
れ
あ

た
る
。
す
な
わ
ち
土
が
水
を
制
す
と
い
う
こ
と
は
、
菱
前
一
代
に
よ

る
夏
前
二
代
の
放
伐
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
土
が
段
湯

に
帰
す
と
い
う
こ
と
は
、
黄
色
い
土
徳
の
夏
前
一
代
が
金
徳
の
段
湯

に
帰
服
す
る
こ
と
を
示
す
。
と
す
る
と
こ
れ
は
、
夏
前
一
代
に
つ
守
つ

い
て
肢
が
ひ
か
ら
れ
た
こ
と
を
い
い
、
そ
の
あ
い
だ
に
あ
る
は
ず
の

木
徳
の
夏
を
五
徳
終
始
か
ら
抹
殺
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
受
命
王

朝
と
し
て
の
資
格
を
夏
は
失
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
う
し
た
夏

の
架
は
い
わ
ゆ
る
匹
夫
に
す
ぎ
ず
、
段
湯
が
お
こ
な
わ
ん
と
す
る
放

伐
は
、
こ
こ
に
弁
証
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
鄭
玄
の
注
の
後
半
は
解
き
あ
か
し
う
る
の
だ
が
、

処
理
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
右
の

五
徳
終
始
で
あ
る
。
相
勝
原
理
の
そ
れ
は
、
歴
史
王
朝
と
し
て
は
夏

よ
り
の
ち
の
放
伐
に
よ
る
王
朝
交
替
を
示
し
、
そ
れ
よ
り
以
前
の

尭
・
舜
な
ど
は
位
置
づ
け
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
わ

れ
わ
れ
は
、
夏
前
一
代
・
夏
前
二
代
と
表
記
し
た
わ
け
だ
が
、
五
徳

終
始
が
循
環
す
る
王
朝
交
替
理
論
と
認
め
う
る
以
上
、
そ
う
し
た
王

朝
の
想
定
は
理
論
と
し
て
は
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た

こ
と
が
第
一
の
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
の
問
題
は
こ
う
で
あ
る
。
鄭
玄
の
注
が
右
の
よ
う
で

あ
る
と
す
る
と
、
土
が
設
湯
に
帰
し
た
と
い
う
一
点
の
み
が
段
、
湯
に

よ
る
放
伐
を
弁
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
黄
色
の
象
徴
性
も
こ
れ
に
つ

き
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
水
と
土
と
の
か
か
わ
り

に
言
及
し
て
、
夏
前
一
代
に
よ
る
夏
前
二
代
の
放
伐
を
示
唆
し
て
い

る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
鄭
玄
が
魚
の
象
徴
す
る
と
こ

ろ
を
そ
の
よ
う
に
も
解
し
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
魚
の
象
徴
性

を
放
伐
の
対
象
と
な
る
も
の
の
孤
立
無
援
な
る
状
況
と
認
め
る
こ
と

に
は
か
わ
り
が
な
い
が
、
さ
ら
に
こ
う
も
と
ら
え
た
。
魚
は
水
生
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
水
を
象
徴
し
て
い
る
、
と
。
鄭
玄
は
魚
に
み
た

こ
の
ふ
た
つ
の
象
徴
性
を
あ
わ
ぜ
た
。
す
る
と
魚
は
、
水
徳
の
王
朝

の
滅
亡
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
土
徳
i
夏
前
一
代
に
よ
る
水
徳
i
夏
前
二
代
の
放
伐
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
鄭
玄
の
注
の
後
半
は
か
な
り
複
雑

な
構
造
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
が
『
中
侯
』
の

本
来
の
意
図
し
た
寅
魚
の
象
徴
性
を
つ
き
え
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
こ
の
第
一
ニ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
う
考
え
ら
れ
る
。
す
く
な

く
と
も
黄
色
の
象
徴
性
に
つ
い
て
の
鄭
玄
の
注
は
、
『
中
俣
』
の
そ

れ
を
と
き
ほ
ぐ
す
も
の
と
は
認
め
う
る
。
あ
と
で
指
摘
す
る
よ
う

に
、
夏
・
般
の
興
亡
を
相
勝
原
理
に
し
た
が
っ
て
弁
証
し
う
る
瑞
祥

( 22 ) 



の
作
成
が
『
中
侯
』
に
は
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
魚
に
つ

い
て
の
鄭
玄
の
解
釈
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
夏
祭
放
伐
の
啓
示

を
う
け
る
段
湯
の
受
命
神
話
の
な
か
に
そ
れ
が
装
置
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
夏
の
色
を
冠
し
て
い
な
く
と
も
、
夏
祭
の
状

況
を
象
徴
し
て
い
る
と
解
す
る
の
が
ご
く
自
然
で
あ
る
。
ま
た
そ
の

よ
う
に
解
し
て
こ
そ
、
夏
を
五
徳
終
始
か
ら
抹
殺
す
る
黄
色
の
象
徴

性
と
補
完
的
な
関
係
を
も
ち
え
、
寅
魚
は
段
湯
の
受
命
の
瑞
祥
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
鄭
玄
も
実
際
に
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
鄭
玄
の
注
の
前
半
を
想
起
し
よ
う
。
「
魚
は
足
翼
な
け
れ
ば
、

梨
、
孤
に
し
て
時
に
党
な
く
、
伐
つ
べ
き
を
言
う
な
り
」
は
、
そ
の

色
を
問
題
と
せ
ず
、
魚
を
夏
祭
滅
亡
の
象
徴
と
認
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
注
の
後
半
に
お
い
て
、
魚
に
か
か
わ
る
別
な
る
象
徴

性
も
示
し
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
魚
の
象
徴
性
を
水
と
と
ら
え
た

と
き
、
た
ま
た
ま
寅
色
の
土
と
魚
の
そ
れ
と
が
相
勝
原
理
に
し
た
が

ハ日〉

う
関
係
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
な
に
ゆ
え
に
『
中
侯
』
は
、
黒
鳥
・
黄
魚
と
い
う
ほ
か

の
緯
警
に
は
徴
し
え
な
い
独
自
な
瑞
祥
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
理
由
は
こ
う
い
え
る
。
『
中
侯
』
は
既
存
の
照
の
受
命
説

に
も
と
を
つ
い
た
腐
の
受
命
神
話
を
さ
き
に
構
想
し
、
そ
の
の
ち
そ
れ

を
モ
デ
ル
と
し
て
段
湯
の
受
命
神
話
の
構
想
に
着
手
し
た
か
ら
で
あ

(
日
)

る
、
と
。
行
論
の
う
え
で
必
要
な
そ
の
受
命
神
話
の
あ
ら
ま
し
だ
け

を
、
い
ま
は
の
べ
て
お
こ
う
。

『
中
侯
』
が
も
と
守
つ
い
た
既
存
の
周
の
受
命
説
は
、
文
王
に
顕
現
し

た
赤
雀
を
そ
の
瑞
祥
と
す
る
、
先
秦
以
来
の
そ
れ
と
、
武
王
に
顕
現

し
た
白
魚
を
そ
の
瑞
祥
と
す
る
、
『
肖
書
』
「
太
誓
」
が
一
示
す
そ
れ
と

で
あ
る
。
た
だ
『
中
侯
』
に
あ
っ
て
は
、
赤
雀
も
「
太
誓
」
に
徴
し

う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
連
続
す
る
ひ
と
つ
の
周

の
受
命
神
話
と
し
て
構
想
す
る
。
赤
雀
・
白
魚
を
一
組
と
な
る
べ
き

屑
の
受
命
の
瑞
祥
と
認
め
、
そ
れ
ら
に
独
自
な
理
論
を
適
用
し
て
象

徴
や
隠
聡
を
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
三
点
に
ま
と
め

う
る
。第

一
点
は
こ
う
で
あ
る
。
赤
雀
・
白
魚
の
色
に
注
自
す
る
と
、
こ

の
ふ
た
つ
の
瑞
祥
は
桔
勝
原
理
の
五
徳
終
始
に
お
け
る
赤
い
火
徳
i

周
、
白
い
金
徳
i

般
の
色
を
冠
し
て
い
る
。
『
中
侯
』
は
、
放
伐
に

よ
る
殻
・
周
の
興
亡
の
弁
証
に
桔
勝
原
理
を
適
用
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
『
中
侯
』
は
そ
の
一
方
で
、
相
生
原
理
の
五
徳
終
始
を
自
己

の
基
本
的
立
場
と
し
て
い
た
。
殻
・
周
を
黒
い
水
徳
か
ら
青
い
木
徳

へ
の
交
替
と
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
第
二
点
で
あ

る
。
そ
し
て
第
三
点
は
、
そ
の
基
本
的
立
場
を
つ
ら
ぬ
く
た
め
の
装
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震
に
つ
い
て
で
あ
る
。
『
中
侯
』
は
ま
ず
、
も
と
も
と
天
啓
伝
達
者

で
も
あ
っ
た
赤
雀
に
、
あ
ら
た
に
作
成
し
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
神
的
言

語
を
伝
達
さ
せ
る
。
そ
の
前
半
に
、
文
王
を
受
命
帝
!
蒼
帝
霊
威
仰

の
精
に
よ
る
感
生
帝
と
す
る
神
的
言
語
を
お
く
。
文
王
に
受
命
帝
と

の
神
的
問
等
性
を
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
半
に
、
そ

う
し
た
文
王
で
あ
れ
ば
こ
そ
う
け
う
る
段
約
討
伐
を
命
じ
る
神
的
言

語
、
す
な
わ
ち
受
命
の
啓
示
を
示
す
の
で
あ
る
。
冠
す
る
色
に
整
合

性
は
な
い
が
、
赤
雀
を
周
の
受
命
帝
の
天
啓
伝
達
者
と
す
る
の
で
あ

る
。
く
わ
え
て
た
ん
な
る
瑞
祥
に
す
ぎ
な
か
っ
た
白
魚
に
も
そ
の
色

は
お
き
、
天
啓
伝
達
者
を
か
ね
さ
せ
る
。
受
命
の
啓
示
の
武
王
へ
の

切
れ
目
な
き
連
続
性
を
主
張
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
解
決
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
っ
た
。
文
王
と
異
に
し
て
感
生
帝
で
は

な
い
武
主
に
、
啓
示
を
く
だ
し
う
る
神
的
資
格
を
あ
た
え
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
装
蜜
と
す
る
の
が
、
武
王
へ
の
文

王
の
遺
書
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
武
王
に
は
天
命
の
正
統
な
る

後
継
者
と
い
う
神
的
資
格
が
受
命
王
・
文
王
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

以
上
が
周
の
受
命
神
話
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
中

候
』
は
股
湯
の
受
命
神
話
を
構
想
す
る
に
あ
た
り
、
一
皮
・
般
の
興
亡

を
相
勝
原
理
に
し
た
が
っ
て
弁
-
証
し
う
る
瑞
祥
、
ま
た
殻
湯
を
相
生

原
理
の
五
徳
終
始
に
お
い
て
黒
い
水
徳
に
位
置
づ
け
う
る
、
天
啓
伝

達
者
も
か
ね
る
瑞
祥
の
作
成
が
課
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の

作
成
に
は
制
限
が
あ
っ
た
。
周
の
そ
れ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

『
中
侯
』
に
許
さ
れ
た
そ
の
作
成
の
た
め
の
材
料
は
、
烏
と
魚
だ
け

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
中
侯
』
は
ま
ず
、
関
川
の
受
命
の
啓
示
に
し
た
が
う
殻
湯
の
そ
れ

を
作
成
し
た
う
え
で
、
天
啓
伝
達
者
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
の
色
と
設

の
受
命
帝
・
盟
小
帝
汁
光
紀
と
の
あ
い
だ
に
整
合
性
を
も
た
せ
る
た
め

に
、
黒
鳥
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
『
中
侯
』
は
殻
湯
を
黒
い
水
徳
に

位
置
づ
け
る
こ
と
を
最
優
先
し
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
周
の
赤
雀
に

認
め
た
ね
じ
れ
を
こ
の
よ
う
に
解
消
し
た
た
め
に
、
周
の
受
命
神
話

の
よ
う
に
ふ
た
つ
の
瑞
祥
の
色
に
よ
っ
て
夏
・
殻
の
興
亡
を
弁
証
す

る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
『
中
侯
b

は
寅
魚
を
作
成

し
た
。
そ
れ
は
以
上
に
論
じ
た
よ
う
に
、
変
則
で
は
あ
っ
た
が
、
相

勝
原
理
に
し
た
が
っ
て
夏
・
殻
の
興
亡
を
弁
証
し
う
る
瑞
祥
で
あ
っ

〈刊む

た
の
で
あ
る
。
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注(

1

)

『
中
俣
』
の
こ
の
よ
う
な
特
異
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
弓
尚
書
中
侯
』

に
お
け
る
太
平
神
話
と
太
平
国
家
」
(
日
本
中
国
学
会
報
第
四
五
集

日
本
中
国
学
会
一
九
九
三
年
〉
の
導
入
部
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
〉
小
稿
に
お
い
て
も
ち
い
る
受
命
帝
と
い
う
タ
ー
ム
を
、
念
の
た
め
に

規
定
し
て
お
く
。
受
命
の
神
的
言
語
i

啓
一
訴
を
、
王
朝
を
ひ
ら
く
受
命
玉



に
く
だ
す
五
帝
の
一
帝
を
受
命
帝
と
よ
ぶ
の
で
あ
る
。

(
3
〉
そ
う
し
た
な
か
の
い
く
つ
か
の
神
話
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
て
い

る
。
前
掲
「
『
尚
書
中
侠
』
に
お
け
る
太
平
神
話
と
太
平
国
家
」
に
お
い

て
黄
帝
・
尭
・
舜
の
太
平
神
話
を
と
り
あ
げ
、
拙
稿
「
禅
譲
と
受
命

i
緯

蓄
に
お
け
る
夏
風
の
受
命
神
話

l
」
(
中
村
環
八
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学

論
集
汲
古
書
院
一
九
九
六
年
)
に
お
い
て
夏
風
の
受
命
神
話
を
と
り

あ
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
太
平
・
受
命
神
話
の
ほ
か
に
、
『
中
侯
』

は
禅
譲
神
話
を
構
想
す
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
太
平
の
う
ち
に
お
こ
な
わ
れ

る
尭
か
ら
舜
へ
の
禅
譲
神
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
尭
の
太
平
神
話
の
な
か
に

包
摂
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
舜
か
ら
夏
馬
へ
の
禅
譲
神
話
も
あ

る
。
発
・
舜
の
擦
と
お
な
じ
よ
う
に
、
禅
譲
を
命
じ
る
美
天
上
帝
の
啓
示

が
装
置
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
天
地
崩
壊
的
な
く
だ
り
も
そ
の

禅
譲
神
話
に
は
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
『
中
侯
』
は
舜
か
ら
夏
風
へ
の
禅
譲

を
そ
の
よ
う
に
構
想
し
て
、
そ
の
禅
譲
を
夏
掲
の
受
命
と
は
認
め
な
い
。

そ
れ
は
夏
掲
の
た
め
に
受
命
神
話
を
あ
た
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
以
上
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
禅
譲
と
太
平
国
家

i
『
尚
書

中
侯
』
に
お
け
る
禅
譲
神
話
i
」
(
中
国
文
化
漢
文
学
会
会
報
五
二
号

大
塚
漢
文
学
会
一
九
九
四
年
)
・
前
掲
「
禅
譲
と
受
命
」
を
参
照
さ
れ

た
い
。
な
お
本
論
に
お
い
て
も
、
舜
・
夏
偏
向
の
際
の
禅
譲
神
話
に
つ
い
て

は
す
こ
し
ふ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ハ
4
)

こ
こ
で
神
話
の
意
味
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
、
あ
る
事
象
を
根
拠
づ

け
、
関
連
さ
つ
け
る
た
め
に
象
徴
や
罷
輸
な
ど
に
よ
っ
て
翠
性
を
お
び
て
語

ら
れ
る
も
の
を
神
話
と
よ
ぶ
ば
あ
い

J

が
あ
る
。
わ
た
し
が
使
う
神
話
は
そ

う
し
た
意
味
で
あ
る
。

〈

5
〉
『
中
侯
』
が
こ
の
よ
う
な
意
図
を
も
つ
に
い
た
り
た
経
緯
は
、
い
ま

は
お
く
。
た
だ
そ
の
意
図
と
、
『
中
侯
』
に
も
注
を
ほ
ど
こ
し
て
い
た
鄭

玄
の
経
書
解
釈
学
と
が
ほ
ぼ
か
さ
な
る
こ
と
だ
け
は
、
つ
ぎ
に
指
摘
し
て

お
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
た
し
が
『
中
候
』
を
と
り
あ
げ
る
理
由
も
示
し

う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。
鄭
玄
の
経
書
解
釈

の
設
計
函
と
で
も
い
う
べ
き
コ
ハ
芸
論
』
の
伏
文
に
「
太
平
嘉
瑞
、
図
書

之
出
、
必
亀
龍
街
負
駕
。
寅
帝
・
尭
・
舜
・
周
公
、
是
其
正
也
。
若
馬
観

河
見
長
人
、
皐
陶
於
洛
見
黒
公
、
湯
登
発
台
、
見
黒
鳥
至
、
武
王
渡
河
、

白
魚
躍
、
文
玉
、
赤
雀
止
於
戸
、
秦
穆
公
、
自
雀
集
於
車
、
是
其
変
也
」

ハ
詩
文
王
序
疏
引
)
と
あ
る
。
天
神
の
神
的
言
語

i
啓
示
の
顕
現
を
「
正
」

「
変
」
の
両
パ
タ
ー
ン
に
分
類
す
る
の
で
あ
る
。
「
正
」
の
そ
れ
は
『
中
侯
』

の
太
平
神
話
を
、
「
変
」
の
そ
れ
は
『
中
侯
』
の
受
命
神
話
を
、
そ
れ
ぞ

れ
援
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
美
天
上
帝
に
よ
る
太
平
の
啓
示
の

顕
現
が
「
正
」
の
そ
れ
、
受
ム
叩
帝
に
よ
る
受
命
の
啓
示
の
顕
現
が
「
変
」

の
そ
れ
と
基
本
的
に
は
と
ら
え
う
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
『
六
芸
論
』

の
叙
述
と
、
『
中
候
』
の
意
図
と
が
か
さ
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ

と
で
あ
る
。
鄭
玄
が
経
書
解
釈
に
志
向
し
た
も
の
、
そ
れ
は
周
公
に
な
る

周
の
太
平
国
家
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
太
平
国
家
は
、
美
天
上
帝
の
神
性

を
源
泉
に
据
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
周
公
は
受
天
上
帝

の
啓
示
を
う
け
て
い
た
と
の
想
定
が
欠
か
し
え
な
い
。
そ
れ
が
右
で
一
一
小
さ

れ
る
、
受
天
上
帝
の
啓
一
示

l
「
図
書
」
を
う
け
る
周
公
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
こ
で
は
、
文
王
・
武
王
に
よ
る
周
の
受
命
も
重
要
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
か
れ
ら
の
受
命
に
よ
っ
て
周
は
ひ
ら
か
れ
、
つ
ぎ
の
段
階
と
し
て
府

公
が
太
平
を
招
来
す
る
の
で
あ
る
。
『
六
芸
評
出
の
雨
パ
タ
ー
ン
は
、
そ
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う
し
た
局
。
受
命
・
太
平
を
神
意
の
帰
結
と
す
る
た
め
に
加
上
さ
れ
た
受

命
・
太
平
の
系
譜
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
中
侯
』
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
に
し
た
が
っ
て
、
郷
玄
の
そ
の
よ
う
な
意
図
の
解
明
が
期
待
で
き

る
の
で
あ
る
。
な
お
『
六
芸
論
』
に
一
が
さ
れ
る
天
啓
を
う
け
る
皐
陶
・
秦

の
諺
公
も
ま
た
、
『
中
候
』
に
み
え
る
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、
『
中
候
』
が
構

想
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
受
命
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
郵
玄
が

そ
う
し
た
も
の
た
ち
を
「
変
」
の
パ
タ
ー
ン
に
組
み
い
れ
る
理
由
は
、
こ

う
で
あ
る
。
周
に
か
わ
る
秦
王
朝
の
出
現
を
観
念
の
世
界
に
お
い
て
否
定

し
、
神
意
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
は
席
で
あ
る
こ
と
を
補
強
す
る
た
め
で
あ

る
、
と
。
皐
陶
l
黒
公
・
穆
公
i
白
雀
の
色
に
、
こ
れ
を
う
か
が
い
う
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
鄭
玄
の
意
図
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
論
じ
よ

。

〉
内
ノ

ハ
6
〉
前
掲
「
禅
譲
と
受
命
」
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
た
ち
ば
を
と
る
根
拠

に
つ
い
て
や
や
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
注

〈

5
)
に
注
目
す
る
と
、
『
中
侯
』
の
内
容
に
通
暁
し
て
い
た
制
御
玄
を
う
か

が
い
う
る
こ
と
も
い
い
そ
え
て
お
こ
う
。
な
お
小
稿
に
お
い
て
引
用
す
る

『
中
候
』
の
伏
文
・
そ
の
注
に
つ
い
て
は
、
安
居
呑
山
・
中
村
理
八
編
『
重

修
総
書
集
成
巻
二
ハ
審
・
中
侯
〉
』
(
明
徳
出
版
社
一
九
七
六
年
〉

を
第
一
の
資
料
と
す
る
が
、
皮
錫
瑞
『
尚
書
中
俣
疏
託
』
、
あ
る
い
は
私

見
に
よ
っ
て
選
別
し
、
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
コ
メ

ン
ト
は
、
最
小
問
限
度
お
こ
な
う
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
た
読
み
く
だ
す
際
、

(
〉
で
補
っ
た
笛
所
も
あ
る
。

〈

7
〉
こ
こ
で
は
、
あ
と
で
と
り
あ
げ
る
鄭
玄
注
が
付
さ
れ
て
い
る
『
太
平

御
覧
』
ハ
中
華
護
局
一
九
六

O
年
)
所
引
を
示
し
た
。
た
だ
『
太
平
御

覧
』
は
そ
の
出
血
ハ
を
宮
内
書
帝
命
於
』
と
し
て
い
る
が
、
皮
錫
瑞
の
校
比

に
し
た
が
っ
て
『
中
侯
』
「
径
予
命
」
の
佼
文
と
認
め
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
侠
文
と
文
字
の
異
向
が
す
こ
し
あ
る
叙
述
が
『
関
元
占
経
』
(
巻
六
〉

に
は
あ
り
、
そ
の
出
品
ハ
は
『
中
候
』
と
開
示
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
安
居
・
中
村
前
掲
書
は
、
司
太
平
御
覧
』
所
引
を
『
尚
晶
一
一
首
帝
命
験
』

に
、
『
関
元
占
経
』
所
引
を
『
中
侯
』
に
、
そ
れ
ぞ
れ
分
属
さ
せ
る
。

〈

8
〉
以
下
の
論
述
に
お
い
て
、
『
中
侯
』
が
構
想
す
る
莞
・
舜
の
太
平
神

話
・
太
平
田
家
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
は
、
前
掲
弓
尚
書
中
侯
』
に
お
け
る

太
平
神
話
と
太
平
田
家
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ハ
9
〉
『
宋
書
』
「
符
瑞
士
山
上
」
に
「
湯
在
一
豪
、
能
修
其
徳
。
伊
塾
将
応
湯
命
、

夢
乗
船
過
日
月
之
傍
。
湯
乃
東
至
子
洛
、
'
説
帝
莞
之
壇
、
沈
壁
退
立
、
黄

魚
双
瞬
、
里
山
鳥
槌
魚
止
子
壊
、
化
為
黒
玉
。
又
有
黒
亀
、
並
赤
文
成
字
、

一
一
一
一
口
夏
祭
無
道
、
湯
当
代
之
」
と
あ
り
、
『
中
侯
』
の
叙
述
と
そ
の
内
容
を

ほ
ぼ
お
な
じ
く
す
る
。
孫
毅
『
古
徴
書
』
は
右
の
傍
点
部
分
を
『
洛
書
霊

准
聴
』
の
伏
文
と
し
、
実
爽
『
黄
氏
佼
書
考
』
も
こ
れ
に
し
た
が
う
。
だ

が
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
認
め
う
る
積
極
的
な
根
拠
は
開
示
さ
れ
て
は
い

な
い
。
わ
た
し
は
、
右
の
沈
壁
の
礼
を
め
ぐ
る
叙
述
は
発
・
舜
の
そ
れ
と

お
な
じ
よ
う
に
『
中
侯
』
を
出
品
ハ
と
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ハ
ぬ
〉
こ
の
ほ
か
内
中
候
』
は
、
府
公
に
太
平
到
来
の
祭
儀
と
し
て
沈
壁
の

礼
を
お
こ
な
わ
せ
る
。
た
だ
現
存
す
る
『
中
侯
』
の
伏
文
に
は
、
武
王
・

成
主
が
お
こ
な
う
沈
壁
の
礼
の
叙
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
郵
玄
が
か
か

わ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
『
中
侯
』
の
そ
れ
と
は
認
め
え
な
い
。
両
者
を

鄭
玄
が
「
正
」
の
パ
タ
i
γ

に
分
類
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。

「
正
」
の
そ
れ
は
、
沈
獲
の
礼
を
お
こ
な
い
え
た
も
の
た
ち
の
系
譜
に
ほ
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か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

〈
江
)
「
考
河
命
」
の
主
要
な
部
分
は
、
「
在
位
十
有
四
年
、
奏
鎧
石
盤
第
、

未
罷
雨
天
大
雷
雨
、
疾
風
発
屋
伐
木
。
梓
鼓
播
地
、
鍾
繋
乱
行
、
舞
人
頓

伏
、
楽
正
狂
走
。
舜
乃
擁
権
持
衡
市
笑
回
、
明
哉
、
夫
天
下
非
一
人
之
天

下
也
。
亦
見
於
鐘
石
笠
第
乎
。
:
;
:
舜
乃
設
壇
於
河
、
如
実
所
行
、
至
於

下
税
。
容
光
休
豆
、
賀
龍
負
図
。
長
三
十
二
尺
、
置
於
壇
畔
。
赤
文
緑

錯
、
其
文
日
、
禅
於
夏
后
、
天
下
康
昌
」
(
清
河
郡
木
)
で
あ
る
。
な
お

尭
・
舜
の
際
の
禅
譲
神
話
に
は
装
寵
さ
れ
て
い
な
い
、
右
の
前
半
に
の
べ

ら
れ
る
音
楽
に
生
じ
る
兵
常
現
象
を
注
ハ
3
)
で
天
地
崩
壊
的
な
く
だ
、
り
と

い
っ
て
い
る
の
で
中
の
る
。

(
ロ
〉
あ
と
で
ふ
れ
る
が
、
既
存
の
周
の
受
命
説
に
、
武
王
に
顕
現
し
た
自

魚
を
そ
の
瑞
祥
と
す
る
、
『
尚
書
』
「
太
替
」
が
示
す
も
の
が
あ
る
。
た
だ

こ
の
白
魚
の
魚
の
象
徴
性
は
不
祥
な
も
の
と
は
認
め
え
な
い
。
魚
の
そ
れ

は
、
天
に
つ
ら
な
る
聖
な
る
川
、
寅
河
の
霊
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

不
祥
と
み
な
す
の
は
、
す
ぐ
れ
て
総
書
的
な
解
釈
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

ハ
お
〉
こ
こ
で
は
『
太
平
御
覧
』
ハ
中
華
書
局
一
九
六

O
年
)
所
引
を
示

し
た
。
た
だ
そ
れ
に
は
「
寅
者
、
土
色
」
の
四
字
が
な
い
。
『
関
元
占
経
』

ハ
巻
一
二

O
)
所
引
の
「
賞
、
土
色
。
明
土
帰
湯
」
に
し
た
が
っ
て
、
そ

の
よ
う
に
補
っ
た
。
ま
た
『
葉
氏
佼
書
考
』
は
、
部
玄
注
の
最
後
を
「
今

土
帰
湯
、
剣
勝
点
〈
」
に
つ
く
る
。
「
助
」
の
上
に
「
金
」
の
一
字
を
加
え

る
の
が
、
本
来
の
鄭
玄
注
で
あ
る
。
氏
錫
瑞
『
尚
設
問
中
候
疏
証
』
参
照
。

(
日
比
)
相
勝
原
理
の
五
徳
終
始
は
、
五
徳
の
な
か
で
別
な
徳
が
さ
き
の
徳
に

勝
っ
て
い
く
よ
う
に
、
興
亡
す
る
荷
王
朝
の
対
立
抗
争
を
前
提
と
し
、
前

一
代
に
対
す
る
現
王
朝
の
援
位
性
を
強
調
す
る
系
譜
と
い
え
る
。
す
な
わ

ち
放
伐
を
支
持
す
る
も
の
と
認
め
う
る
の
で
あ
る
。

〈
日
)
さ
ら
に
鄭
玄
に
回
向
し
て
い
う
な
ら
ば
、
問
題
、
が
も
う
一
点
の
こ
っ
て

い
る
。
注
〈
5
〉
に
引
い
た
『
六
芸
論
』
を
想
起
し
よ
う
。
そ
こ
で
は
股
湯

の
受
命
の
瑞
祥
と
し
て
黒
鳥
の
み
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
鄭
玄
は
寅
魚
を

示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る

Q

そ
れ
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
回
一
川
底
的
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
『
六
十
一
変
恕
に
お
い
て
示
さ
れ
る
瑞
祥
は
天
啓
伝
達
者
の

神
的
役
割
も
か
ね
る
も
の
に
か
、
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
黄
魚
に
は
そ
の
資
格
が

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
つ
ぎ
の
一
点

は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
黄
魚
の
顕
現
は
、
鄭
玄
の
構
想
す
る

王
朝
交
替
に
お
い
て
は
段
湯
の
受
命
の
瑞
祥
の
ひ
と
つ
と
し
て
欠
か
し
え

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

(
日
〉
や
が
て
お
お
や
け
に
す
る
拙
稿
「
『
尚
書
中
候
』
に
お
け
る
周
の
受

命
神
話
に
つ
い
て
」
(
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
第
一
部
九
九
号

一
九
九
六
年
)
が
、
そ
の
詳
論
で
あ
る
。

〈
立
〉
紙
幅
の
関
係
で
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
瑞
祥
は
受
命
帝
が

く
だ
す
も
の
と
は
認
め
え
な
い
。
一
方
の
滅
亡
と
一
方
の
興
起
と
を
弁
-
証

す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
顕
現
さ
せ
る
主
体
は
一
方
の
受
命
帝
で
は
な

く
、
ま
た
一
方
の
そ
れ
で
も
な
い
。
両
者
は
五
帝
の
な
か
で
は
同
格
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
長
天
上
帝
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
そ
の
神
意
は
、
受
命
帝
の
天
啓
伝
達
に
深
く
か
か
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
と
く
に
赤
雀
・
白
魚
は
構
造
的
な
象
徴
性
を

も
つ
も
の
と
い
え
る
。
『
中
侯
』
は
周
の
受
命
神
話
の
結
び
に
示
す
穀
物

を
ふ
く
む
赤
烏
に
、
そ
う
し
た
象
徴
性
を
集
約
す
る
の
で
あ
る
。
前
掲

「
『
尚
書
中
侯
』
に
お
け
る
周
の
受
命
神
話
に
つ
い
て
」
は
、
以
上
の
こ
と
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も
く
わ
し
く
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

-
小
稿
は
平
成
七
年
度
大
塚
漢
文
学
会
大
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
内
容
に

加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
香
川
大
学
)
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