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身
と
身
体
の
相
異

は
じ
め
に

古
代
後
期
平
安
朝
期
に
お
い
て
、
果
た
し
て
「
身
体
論
」
は
可
能
か
と
考
え
た
と

き
、
当
時
言
葉
と
し
て
は
「
身
」
と
「
身
体
」
の
区
別
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を

念
頭
に
い
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

も
と
は
と
言
え
ば
、q

源
氏
物
語
の
柏
木
と
い
う
人
物
の
人
物
論
を
考
え
て
い
る
途

中
で
あ
っ
た
。
構
想
論
的
視
座
か
ら
、
物
語
の
一
部
と
二
部
を
つ
な
ぐ
接
点
を
柏
木

の
人
物
よ
り
は
か
り
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
を
引
く
と
、「
身
」
は
次
の
よ
う
に
出
て
く

る
。

１
　
人
や
動
物
の
体
。
肉
体
。
厳
密
に
は
頭
部
四
肢
を
除
い
た
胴
体
の
部
分
を
い
う

が
、
頭
部
以
外
の
部
分
、
ま
た
は
全
身
を
さ
し
て
も
い
う
。「
微
（
み
）
の
盛
り
人

と
も
し
き
ろ
か
も
」（
記
歌
謡
・
九
五
）「
身
は
人
に
し
て
沼
の
底
に
沈
み
、
頭
は
蛇

に
し
て
沼
の
き
し
に
臥
せ
り
き
」（
肥
前
国
風
土
記
）

２
　
人
間
・
動
物
・
魚
鳥
・
貝
類
な
ど
の
肉
。
骨
や
皮
に
対
し
て
い
う
。

３
　
人
自
身
。
肉
体
を
持
っ
た
一
人
一
人
の
人
を
さ
し
て
い
う
が
、
自
分
自
身
を
さ

す
こ
と
が
多
い
。「
倭
文
手
纏
（
し
つ
た
ま
き
）
数
に
も
あ
ら
ぬ
身
に
は
あ
れ
ど
千
年

に
も
が
と
思
ほ
ゆ
る
か
も
」（
万
九
〇
三
）「
我
が
身
は
か
よ
わ
く
物
は
か
な
き
あ
り

さ
ま
に
て
、
中
々
な
る
物
思
ひ
を
ぞ
し
給
ふ
」（
源
氏
・
桐
壷
）

４
　
人
の
あ
り
さ
ま
。
立
場
、
地
位
、
身
分
な
ど
、
世
の
中
で
規
定
さ
れ
た
人
の
状

態
を
い
う
。「
た
わ
や
め
の
吾
が
身
に
し
あ
れ
ば
」（
万
五
四
三
）「
死
に
け
む
こ
そ
あ

は
れ
な
れ
。
な
に
の
身
に
こ
の
た
び
は
な
り
ぬ
ら
ん
」（
枕
九
）「
高
き
身
に
は
生
ま

れ
な
が
ら
、
ま
た
、
人
よ
り
も
こ
と
に
口
惜
し
き
契
り
に
も
あ
り
け
る
か
な
」（
源

氏
・
幻
）

５
　
全
身
全
霊
。
生
命
。
生
き
て
い
る
も
の
と
し
て
の
人
の
す
べ
て
を
い
う
。「
身

の
候
は
ば
こ
そ
仰
せ
言
を
も
う
け
た
ま
は
ら
め
」（
大
鏡
・
道
長
伝
）

６
　
身
内
。
縁
者
。
ま
た
、
味
方
。

７
　
身
ぶ
り
。
姿
か
っ
こ
う
。

８
　
刀
剣
類
の
刃
の
付
い
て
い
る
部
分
。
刀
身
。
使
用
し
な
い
と
き
は
鞘
の
中
に
収

め
て
お
く
こ
と
か
ら
の
称
。
矢
に
も
い
う
。

９
　
蓋
付
き
の
容
器
・
器
具
の
、
本
体
の
部
分
。

10

着
物
の
、
襟
・
袖
・
衽
な
ど
を
除
い
た
体
の
前
後
を
覆
う
部
分
。
身
頃
に
同

じ
。つ

ま
り
、
辞
書
の
１
か
ら
す
れ
ば
「
身
」
と
い
う
言
葉
は
、
同
時
に
「
身
体
」
の

意
味
で
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
身
体
」
の
方
は
、

「
か
ら
だ
。
体
躯
」
と
だ
け
見
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
は
４
の
例
な
ど
か
ら

「
身
上
」「
身
の
上
」
な
ど
と
も
い
い
、「
身
体
」
と
は
、「
肉
体
」
そ
の
も
の
だ
け
を

さ
す
。
そ
れ
は
、「
身
体
」
が
肉
体
と
い
う
実
物
そ
の
も
の
の
意
味
で
使
わ
れ
る
の

に
対
し
、「
身
」
の
方
は
文
化
的
歴
史
的
意
義
を
も
言
葉
の
う
ち
に
含
ん
で
使
用
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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「
心
え
ぬ
宿
世
う
ち
そ
へ
り
け
る
身
を
思
ひ
つ
づ
け
て
」（
帚
木
）
と
か
、「
さ
き

の
世
の
契
り
し
ら
る
る
身
の
う
さ
に
行
く
末
か
ね
て
た
の
み
が
た
さ
よ
」（
夕
顔
）

「
数
な
ら
ぬ
身
を
見
ま
う
く
思
し
捨
て
む
も
」（
葵
）
な
ど
の
例
を
み
る
と
、
そ
こ
に

は
人
生
観
照
と
し
て
我
が
身
を
ふ
り
か
え
る
気
持
ち
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら

も
、
文
化
性
や
歴
史
性
が
、
使
わ
れ
る
言
語
に
付
与
さ
れ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。ち

な
み
に
源
氏
物
語
に
は
、「
身
体
」
す
な
わ
ち
「
か
ら
だ
」
と
い
う
言
葉
、
そ

の
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
思
う
に
、「
身
体
」
と
は
、w

我
々
の
存
在
の
起

点
と
な
る
も
の
で
あ
る
。「
身
」
と
「
身
体
」
と
い
う
言
葉
の
あ
り
方
を
考
え
て
み

る
と
、「
身
」
と
い
う
言
葉
は
、「
存
在
の
起
点
」
と
い
っ
た
よ
う
な
意
義
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、「
身
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
、「
自
分
自
身
」
の
あ

り
よ
う
と
世
界
そ
の
も
の
と
の
関
係
は
、
即
自
的
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
と
い
っ
た
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
身
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
、
自
分
と
い
う
も
の
が
、
世

界
内
存
在
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
は
、
認
識
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
古

代
に
お
い
て
、
身
体
論
が
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
問
題
と
し
て
立
て
ら
れ
よ
う
が

な
か
っ
た
の
に
は
、「
身
」
と
い
う
言
葉
で
、
肉
体
そ
の
も
の
を
も
表
し
て
き
た
と

こ
ろ
か
ら
み
て
、
当
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。

た
と
え
ば
、
紫
式
部
日
記
に
み
ら
れ
る
有
名
な
「
水
鳥
の
」
の
歌
を
考
え
て
み
よ

う
。『
式
部
日
記
』
に
も
、
や
は
り
、「
身
体
」
と
い
う
語
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
世
界
そ
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
化
し
た
作
者
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ

が
。

い
か
で
、
い
ま
は
な
ほ
、
も
の
忘
れ
し
な
む
、
思
ひ
が
ひ
も
な
し
、
罪
も
深
か

な
り
な
ど
、
明
け
た
て
ば
、
う
ち
な
が
め
て
、
水
鳥
ど
も
の
思
ふ
こ
と
な
げ
に

遊
び
あ
へ
る
を
見
る
。

水
鳥
を
水
の
上
と
や
よ
そ
に
見
む
わ
れ
も
浮
き
た
る
世
を
す
ぐ
し
つ
つ

か
れ
も
、
さ
こ
そ
、
心
を
や
り
て
遊
ぶ
と
見
ゆ
れ
ど
、
身
は
い
と
苦
し
か
ん
な

り
と
、
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
。

こ
の
よ
う
に
、
筆
者
は
（
あ
え
て
式
部
と
は
言
わ
な
い
）、「
身
体
」
の
か
わ
り
に

「
身
」
を
使
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
う
ち
な
が
め
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
筆
者
は
茫

と
し
た
状
態
に
あ
る
。
そ
の
と
き
、
目
に
映
っ
た
も
の
が
、
水
に
浮
く
水
鳥
で
あ
っ

た
。「
水
の
上
と
や
よ
そ
に
見
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
筆
者
は
水
鳥
を
自

身
に
た
と
え
る
。
そ
の
「
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
」
身
と
は
、
他
な
ら
ぬ
「
い
と
苦
し
き
」

身
で
あ
る
。「
よ
そ
ふ
」
と
は
、「
引
き
比
べ
る
」
と
か
「
た
と
え
る
」
と
か
、「
見

立
て
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
対
象
化
す
る
こ
と
と
は
違
う
。
つ
ま
り
、
筆
者
は

自
分
と
同
じ
よ
う
に
、
現
世
に
生
き
る
苦
し
み
を
隠
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
水
に

遊
ぶ
鳥
の
姿
を
た
だ
、
あ
て
て
い
る
の
で
あ
る
。「
ま
し
て
、
思
ふ
こ
と
の
な
の
め

な
る
身
な
ら
ま
し
か
ば
」
つ
ま
り
、「
思
ふ
こ
と
」
が
「
な
の
め
な
ら
ぬ
」
身
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
感
慨
に
浸
っ
て
し
ま
う
自
分
で
あ
る
と
告
白
す
る
。
そ
し
て
、

筆
者
は
肉
体
す
な
わ
ち
、「
身
体
」
と
は
使
わ
な
い
。
こ
こ
で
筆
者
の
身
体
観
を
考

え
て
み
る
と
、「
身
」
と
は
、「
身
の
上
」
の
「
身
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
水
鳥
」
の

よ
う
な
「
身
」
で
あ
る
と
い
っ
て
も
や
は
り
、
そ
こ
に
は
肉
体
そ
の
も
の
を
実
感
し

て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

身
体
認
識
を
持
た
ず
し
て
、
ど
う
し
て
そ
こ
に
筆
者
自
身
が
対
象
化
さ
れ
て
あ
る

と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
も
そ
こ
に
対
象
化
さ
れ
た
自
己
が
あ
る
と
し
た
ら
、
き
わ
め

て
う
す
い
「
自
我
」
が
み
え
て
は
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
何
も
古
代

の
文
学
に
対
す
る
侮
辱
で
も
批
判
で
も
な
い
。
我
々
は
あ
ま
り
に
も
現
代
の
観
点
に

立
っ
て
古
典
の
世
界
を
捉
え
よ
う
と
し
て
は
い
な
い
か
と
い
う
、
自
分
に
対
す
る
自

己
批
判
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

Ⅰ
　
身
と
身
体

言
葉
に
は
、
時
代
時
代
の
意
識
の
あ
り
よ
う
が
こ
も
っ
て
い
る
。
現
在
で
も
「
身
」
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と
「
身
体
」
は
言
葉
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
使
わ
れ
て
い
る
が
、「
身
」
と
い
う
言
葉
を

使
う
と
き
は
、
古
代
か
ら
の
伝
統
性
が
含
ま
れ
て
あ
り
、「
身
体
」
と
い
う
言
葉
を

使
う
と
き
は
、
そ
の
言
葉
を
使
う
今
こ
こ
で
の
実
存
が
含
ま
れ
て
あ
る
。
ま
た
、

「
身
」
で
は
、
大
方
の
中
に
と
り
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
即
自
的
意
識
が
前
提
と

な
っ
て
い
て
、「
身
体
」
で
は
、
他
人
及
び
他
者
と
の
間
に
お
い
て
、
自
分
自
身
が

主
体
的
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

と
は
、
花
と
こ
の
歌
を
詠
む
作
者
と
は
、
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
落
ち
着

き
な
く
散
る
花
と
落
ち
つ
か
な
い
自
身
の
心
と
は
、「
し
づ
心
な
く
」
で
一
致
す
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
し
づ
心
な
く
散
る
「
花
」
に
自
分
の
心
を
相
対
化
し
て
詠
ま

れ
た
歌
で
は
な
い
。「
水
鳥
」
と
い
い
、「
散
る
花
」
と
い
い
、
そ
こ
に
は
鳥
と
し
て

の
水
鳥
が
な
く
、
花
び
ら
と
し
て
の
「
花
」
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
の
は
、

「
憂
き
世
を
恨
む
苦
し
み
」
で
あ
り
、「
ゆ
く
季
節
を
惜
し
む
」
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ

の
作
者
の
心
情
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
相
対
化
さ
れ
た
世
界
と
は
、
作
者
自
身
の
心

情
は
心
情
と
し
て
、
水
鳥
や
花
の
あ
り
よ
う
と
は
分
か
た
れ
た
か
た
ち
で
明
確
化
さ

れ
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

以
前
か
ら
、
源
氏
物
語
を
「
女
の
物
語
」
と
言
う
呼
び
方
が
あ
る
。
古
い
文
学
史

的
な
捉
え
方
で
は
あ
る
が
、
確
か
に
源
氏
物
語
を
女
性
の
登
場
人
物
か
ら
中
心
に
据

え
て
考
え
て
い
る
点
で
は
、
作
品
論
と
し
て
の
一
面
を
つ
い
て
い
る
。「
女
の
宿
世

は
霧
ふ
た
が
る
心
地
す
」
と
は
、
源
氏
物
語
三
部
世
界
の
大
君
の
言
葉
で
あ
る
が
、

宇
治
の
姫
君
と
し
て
、
薫
の
申
し
出
に
も
応
じ
な
い
大
君
の
人
生
観
が
よ
く
表
れ
た

も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
言
葉
に
源
氏
物
語
の
作
者
が
、
物
語
に
託
し
た
一
つ
の
テ

ー
マ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
霧
ふ
た
が
る
」
と
は
、
文
字
ど
お
り
、
先
が
見
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
女
性
の

人
生
は
な
か
な
か
見
通
し
の
利
か
ぬ
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
桐
壷
更
衣
、
藤
壷
、

紫
上
、
女
三
宮
と
光
源
氏
に
関
わ
る
女
性
の
生
涯
は
、
確
か
に
先
が
見
え
ぬ
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
女
性
に
共
通
す
る
の
が
「
紫
の
ゆ
か
り
」
で
あ
る
。「
ゆ
か
り
」

と
は
、
因
縁
の
言
い
で
あ
る
か
ら
、「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
は
、
紫
の
縁
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
、
上
記
の
四
人
は
風
体
が
似
通
っ
て
い
る
点
で
、
光
源
氏
を
引
き
つ
け
た
。

そ
こ
に
物
語
の
人
物
を
創
造
し
て
い
く
う
え
で
の
起
動
力
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
は
、
具
体
的
な
一
人
の
女
性
を
指
す
と
考
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
、

光
源
氏
を
引
き
つ
け
る
「e

ア
ニ
マ
的
女
性
像
」
母
性
な
る
も
の
の
総
体
と
思
わ
れ
、

「
光
源
氏
」
と
い
う
人
物
の
個
性
の
創
造
に
一
役
を
買
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
物
語
を
生
み
出
し
て
い
く
力
、
す
な
わ
ち
想
像
力
と
関
係
す
る
言
葉
の
役
割
が

推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
も
う
一
度
「
身
」
の
辞
書
的
意
味
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
今

度
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
。

１
　
人
間
ま
た
は
他
の
動
物
の
か
ら
だ
。
身
体
。
肉
体
。「
変
化
の
人
と
い
ふ
と

も
女
の
身
持
ち
た
り
」（
竹
取
物
語
）

２
　
骨
、
皮
に
対
し
て
、
人
間
や
鳥
獣
魚
貝

な
ど
の
肉
を
い
う
。
し
し
。
し
し
む
ら
。

３
　
そ
の
人
の
か
ら
だ
の
意
か
ら
転
じ

て
、
そ
の
人
自
身
。
自
身
。
特
に
他
人
に
対
し
て
、
お
の
れ
自
身
を
い
う
。「
其
を

取
る
と
　
さ
わ
く
御
民
も
　
家
忘
れ
　
身
（
み
）
も
た
な
知
ら
ず
　
鴨
じ
も
の
　
水

に
浮
き
居
て
」（
万
葉
一
　
五
十
）「
身
は
い
や
し
な
が
ら
、
母
な
ん
宮
な
り
け
る
」

（
伊
勢
物
語
八
四
）

４
　
そ
の
人
自
身
の
有
様
、
ま
た
は
位
置
。
そ
の
人
の
立
場
。

身
の
上
。
身
の
さ
ま
。「
数
に
も
あ
ら
ぬ
身
に
は
あ
れ
ど
」（
万
葉
五
　
九
〇
三
）「
ゆ

ゆ
し
き
身
に
侍
れ
ば
、
か
く
て
か
く
て
お
は
し
ま
す
も
」（
源
氏
物
語
桐
壺
）
５
　
そ

の
人
自
身
が
世
に
占
め
る
地
位
。
そ
の
人
自
身
の
分
限
、
程
度
。
身
分
。
分
際
。
身

の
程
。「
身
は
し
も
な
が
ら
」（
古
今
雑
体
一
〇
〇
三
）

６
　
命
あ
る
か
ら
だ
。
生
命
。

「
残
り
少
な
し
と
身
を
お
ぼ
し
た
る
御
心
の
う
ち
に
」（
源
氏
物
語
御
法
）

７
　
か

ら
だ
の
こ
な
し
。
身
振
り
。
か
っ
こ
う
。
ま
た
、
声
色
と
同
様
に
、
見
せ
物
と
し
て

の
身
振
り
も
い
う
。

８
　
そ
の
人
に
関
係
あ
る
者
。
そ
の
人
の
縁
者
。

９
　
衣

服
の
袖
、
襟
、
衽
を
除
き
、
胴
体
を
覆
う
部
分
。

10
容
器
、
外
装
、
外
観
な
ど
に
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対
し
て
な
か
み
を
な
す
も
の
。

11

刀
剣
の
鞘
に
収
ま
っ
て
い
る
部
分
。

12

容
器
の
蓋
に
対
し
て
、
物
を
入
れ
る
側
。

13

木
材
で
樹
皮
の
内
側
に
あ
る
部
分
。

と
あ
る
。

つ
ま
り
、
辞
書
の
１
や
２
の
例
か
ら
考
え
れ
ば
、
や
は
り
「r

身
」
と
「
身
体
（
か

ら
だ
）」
の
区
別
は
、
明
確
で
は
な
く
、「
身
」
で
「
身
体
」
の
意
を
ま
か
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、「
そ
れ
で
は
、
身
が
も
た
な
い
」
と
い
う
の
と
、「
そ
れ
で
は
、
身
体

（
か
ら
だ
）
が
も
た
な
い
」
と
い
う
の
と
で
は
、
明
ら
か
に
違
い
が
あ
ろ
う
。「
身
が

も
た
な
い
」
に
は
、
辛
い
心
情
が
こ
も
り
、「
身
体
（
か
ら
だ
）
が
も
た
な
い
」
に
は
、

疲
れ
て
つ
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
肉
体
そ
の
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
。
す
べ
て

身
と
い
う
言
葉
で
身
体
と
い
う
意
味
が
、
補
え
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
こ
こ
は
こ
れ
以
上
追
求
せ
ず
、
論
を
元
に
戻
す
こ
と
に
し
た
い
。

そ
こ
で
次
に
、「
正
身
」
と
い
う
言
葉
を
み
て
み
よ
う
。
古
代
に
あ
っ
て
、
三
人

称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、「
自
身
」
を
「
他
者
」
と
し
て
対

峙
的
に
捉
え
る
視
点
が
確
立
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

Ⅱ
　
「
正
身
」
と
い
う
語
に
つ
い
て

「
正
身
」
は
、「
さ
う
じ
み
」
と
読
み
、
源
氏
物
語
に
は
32
例
み
ら
れ
る
。
こ
の

言
葉
自
体
は
、「
正
身
も
、
女
房
た
ち
も
、
か
や
う
に
御
心
や
り
て
」（『
真
木
柱
』
新

体
系
134
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
そ
の
人
本
人
（
こ
こ
で
は
玉
鬘
）」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

三
人
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
い
わ
ば
、
源
氏
物
語
で
は
「
彼
」
と
か

「
彼
女
」
に
あ
た
る
、
三
人
称
表
現
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、『
末
摘
花
巻
』
の
例
。

命
婦
、
あ
な
う
た
て
、
た
ゆ
め
給
へ
る
、
と
い
と
お
し
け
れ
ば
、
知
ら
ず
顔
に

て
わ
が
方
へ
往
に
け
り
。
こ
の
若
人
ど
も
、
は
た
、
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
御
有
様

の
を
と
聞
き
に
、
罪
ゆ
る
し
聞
こ
え
て
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
も
嘆
か
れ
ず
、

た
ヾ
思
ひ
も
よ
ら
ず
に
は
か
に
て
、
さ
る
御
心
も
な
き
を
ぞ
思
ひ
け
る
。
正
身

は
、
わ
れ
に
も
あ
ら
ず
、
恥
づ
か
し
く
つ
つ
ま
し
き
よ
り
ほ
か
の
事
ま
た
な
け

れ
ば
、

源
氏
が
強
引
に
末
摘
花
の
部
屋
に
入
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
命
婦
も
側
近
の
女
房
た

ち
も
源
氏
と
知
っ
て
遠
慮
を
す
る
。
命
婦
や
源
氏
に
対
し
て
、
そ
の
当
人
末
摘
花
は
、

「
わ
れ
に
も
あ
ら
ず
、
恥
づ
か
し
く
つ
つ
ま
し
き
よ
り
ほ
か
の
事
ま
た
な
け
れ
ば
」

と
い
う
状
態
に
あ
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
真
木
柱
』
の
例
も
、

さ
ぶ
ら
ひ
に
人
び
と
声
し
て
、「
雪
す
こ
し
隙
あ
り
。
夜
は
ふ
け
ぬ
ら
ん
か
し
」

な
ど
、
さ
す
が
に
ま
ほ
に
は
あ
ら
で
、
そ
ヽ
の
か
し
聞
こ
え
て
、
こ
は
づ
く
り

あ
へ
り
。
中
将
、
木
工
な
ど
、「
あ
は
れ
の
世
や
」
な
ど
う
ち
嘆
き
つ
ヽ
語
ら

ひ
て
臥
し
た
る
に
、
正
身
は
い
み
じ
う
思
ひ
し
づ
め
て

と
、
あ
る
よ
う
に
、
人
び
と
や
中
将
木
工
な
ど
に
対
し
て
、
北
の
方
当
人
は
、
こ
う

だ
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

正
身
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ
方
を
み
る
と
、
こ
の
よ
う
に
他
者
に
対
し
て
の
そ
の

人
と
い
う
よ
う
に
、「
そ
の
人
」
自
身
が
は
っ
き
り
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
。

し
か
し
、
身
や
身
体
が
他
人
に
対
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
意
識
さ
れ

て
あ
る
か
ら
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
目
の
前
に
他
人
の
顔
が
見
え
て
い
る
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
の
時
の
自
分
の
顔
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
己
れ
自
身
は
、
客
観

的
に
己
れ
自
身
を
捉
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
だ
。
意
識
と
し
て
最
も
遠
い
の
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
自
身
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
、
自
分
の
肉
体
は
、
現
実
と

主
観
の
間
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
時
間
と
空
間
そ
の
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
従
っ

て
、
源
氏
物
語
に
も
ど
る
と
、「
正
身
」
と
い
う
三
人
称
表
現
が
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
源
氏
物
語
作
者
に
自
我
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
は
、
す
ぐ
に
は
言

え
な
い
。
た
だ
、
自
我
の
確
立
と
文
学
的
地
位
は
全
く
、
古
典
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
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関
係
の
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
正
身
」
と
い
う
言
葉
の
存
在
を
思
う
と
き
、「
ゆ
か
り
」
と
い
う
縁
の
な
か
で
、

そ
の
当
人
の
「
形
代
」
と
し
て
の
誰
々
と
い
う
関
係
性
が
あ
る
と
き
、
物
語
の
創
造

力
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
が
示
さ
れ
る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、「
か
ら
だ
」
と
い
う
語
は

t辞
書
に
よ
る
と
、「
魂
の
か
え
る
と
こ
ろ
、

か
ら
」
と
あ
り
、「
ぬ
け
が
ら
」
の
「
か
ら
」
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
今
で
い
う
身
体

と
は
少
々
意
味
が
違
っ
て
く
る
。
源
氏
物
語
な
ど
に
「
身
体
」
の
語
が
み
ら
れ
な
い

と
い
う
こ
と
は
、「
身
」
と
い
う
言
葉
が
す
な
わ
ち
、「
か
ら
だ
（
肉
体
）」
の
意
を

か
ね
て
い
て
、
そ
の
意
味
で
「
身
」
と
「
身
体
」
の
使
い
分
け
は
、
必
要
が
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ
　
柏
木
に
お
け
る
身
意
識
の
成
立

―
源
氏
物
語
の
古
代
と
近
代
―

そ
こ
で
、
柏
木
巻
冒
頭
を
問
題
に
し
た
い
。
以
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
だ

が
、
源
氏
物
語
の
本
文
を
「

y文
章
」
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
主
語
が
な
い
。
例

え
ば
、衛

門
督
の
君
、
か
く
の
み
悩
み
わ
た
り
た
ま
ふ
こ
と
な
ほ
お
こ
た
ら
で
、
年
も

返
り
ぬ
。
大
臣
北
の
方
、
思
し
嘆
く
さ
ま
を
み
た
て
ま
つ
る
に
、
強
ひ
て
か
け

離
れ
な
ん
命
か
ひ
な
く
、
罪
お
も
か
る
べ
き
こ
と
を
思
ふ
心
は
心
と
し
て
、
ま

た
、
あ
な
が
ち
に
、
こ
の
世
に
離
れ
が
た
く
惜
し
み
と
ど
め
ま
ほ
し
き
身
か
は
、

い
は
け
な
か
り
し
ほ
ど
よ
り
、
思
ふ
心
異
に
て
、
何
事
を
も
人
に
今
、
一
際
勝

ら
む
と
、
公
私
の
事
に
触
れ
て
、
な
の
め
な
ら
ず
思
ひ
の
ぼ
り
し
か
ど
、
そ
の

心
か
な
ひ
難
か
り
け
り
と
、
一
つ
二
つ
の
節
ご
と
に
身
を
思
ひ
落
と
し
て
し
こ

な
た
、
な
べ
て
の
世
の
中
す
さ
ま
じ
う
思
ひ
な
り
て
、
後
の
世
の
行
ひ
匂
ひ
深

く
す
す
み
に
し
を
、
親
達
の
御
恨
み
を
思
ひ
て
、
野
山
に
も
あ
く
が
れ
む
道
の

重
き
絆
し
な
る
べ
く
思
え
し
か
ば
、
と
さ
ま
か
う
ざ
ま
に
紛
ら
は
し
つ
つ
過
ぐ

し
つ
る
を
、
遂
に
名
を
世
に
立
ち
ま
ふ
べ
く
も
思
え
ぬ
物
思
ひ
の
一
方
な
ら
ず

身
に
添
ひ
に
た
る
は
、
我
よ
り
ほ
か
に
誰
か
は
辛
き
、
心
づ
か
ら
も
て
損
な
ひ

つ
る
に
こ
そ
あ
め
れ
と
思
ふ
に
、
恨
む
べ
き
人
も
な
し
、
仏
神
を
も
か
こ
た
ん

か
た
な
き
は
、
こ
れ
み
な
さ
る
べ
き
に
こ
そ
あ
ら
め
、
誰
も
千
歳
の
松
な
ら
ぬ

世
は
、
遂
に
と
ま
る
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
を
、
か
く
人
に
も
少
し
う
ち
忍
ば
れ
ぬ

べ
き
程
に
て
、
な
げ
の
あ
は
れ
を
も
掛
け
給
ふ
人
の
あ
ら
む
こ
そ
は
、
一
つ
思

ひ
に
燃
え
ぬ
る
徴
に
は
せ
め
、
せ
め
て
長
ら
へ
ば
、
自
ず
か
ら
あ
る
ま
じ
き
名

を
も
立
ち
、
我
も
人
も
や
す
か
ら
ぬ
乱
れ
出
で
く
る
や
う
も
あ
ら
む
よ
り
は
、

な
め
し
と
心
を
い
給
ふ
ら
ん
あ
た
り
に
も
、
さ
り
と
も
思
し
許
い
て
ん
か
し
、

万
の
事
、
い
ま
は
の
と
ぢ
め
に
は
皆
消
え
ぬ
べ
き
わ
ざ
な
り
、
ま
た
異
ざ
ま
の

過
ち
し
な
け
れ
ば
、
年
頃
物
の
折
節
ご
と
に
は
、
ま
つ
は
し
な
ら
ひ
給
ひ
に
し

方
の
あ
は
れ
も
出
で
き
な
ん
、
な
ど
つ
れ
づ
れ
に
思
ひ
続
く
る
も
、
打
ち
返
し

い
と
味
き
な
し
。

こ
れ
は
、
岩
波
新
古
典
体
系
本
文
で
あ
る
。
ご
覧
の
よ
う
に
「
大
臣
北
の
方
」
に

始
ま
り
、
引
用
の
最
後
ま
で
、
一
文
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
旧
の
古
典
体

系
お
よ
び
、
小
学
館
本
文
で
は
、
旧
が
、「
身
か
は
」「
過
ぐ
し
つ
る
を
」「
誰
か
は

つ
ら
き
」「
人
も
な
し
」「
こ
そ
は
あ
ら
め
」「
し
る
し
に
は
せ
め
」「
わ
ざ
な
り
」

「
許
い
て
ん
か
し
」「
味
き
な
し
」
の
箇
所
で
、
９
つ
の
文
と
し
、
小
学
館
は
「
身
か

は
」「
人
も
な
し
」
以
下
同
じ
で
、
７
つ
の
文
と
し
て
い
る
。
句
読
点
お
よ
び
、「

」

は
解
釈
の
う
ち
で
あ
る
。
い
ま
、
解
釈
の
検
討
に
入
る
余
地
は
な
い
の
で
別
に
ゆ
ず

る
が
、
新
古
典
体
系
の
本
文
の
方
が
、
身
体
観
を
失
っ
た
柏
木
の
心
情
を
捉
え
や
す

く
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
論
点
を
戻
し
て
み
よ
う
。

「
思
し
嘆
く
さ
ま
を
み
た
て
ま
つ
る
」
の
は
、
誰
で
あ
ろ
う
か
。「
文
章
」
と
考

え
れ
ば
、
読
者
が
い
る
。
す
る
と
、
読
者
が
こ
こ
だ
け
読
ん
だ
場
合
、
す
ぐ
に
「
柏

木
」
で
あ
る
と
気
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
ひ
と
つ
。
前
の
文
よ
り
主
語
は
、
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「
衛
門
督
の
君
」
と
考
え
ら
れ
る
。「
柏
木
」
と
い
う
人
物
名
で
は
な
い
。
当
時
に
あ

っ
て
は
、
柏
木
で
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
衛
門
の
督
と
い
う
役
職
身
分
の
方
が
、

人
間
関
係
の
基
本
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、「
た
て

ま
つ
る
」
と
い
う
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
敬
語
は
人
間
関
係
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
た
て
ま
つ
る
」
は
、
誰
が
「
み
た
て
ま
つ
る
」
の
か
と
、

考
え
る
場
合
の
手
掛
か
り
と
な
る
。
ま
た
、
身
分
制
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
現
在
以

上
に
敬
語
が
厳
密
に
使
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
作
者
＝
語
り
手
と
の
関
係
で

い
う
と
、「
た
て
ま
つ
る
」
さ
え
あ
れ
ば
、
い
ち
い
ち
誰
が
そ
う
述
べ
た
か
と
い
う

こ
と
は
必
要
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
と
す
る
か
で
あ
る
が
、
物
語
の
「
文
章
」

に
主
語
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
な
い
こ
と
は
、「
私
」
と
い
う
主
体
の
捉
え
方
が
は
っ

き
り
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
身
分
制
度
と
は
、

言
い
換
え
れ
ば
何
者
で
あ
る
か
を
い
ち
い
ち
明
示
す
る
必
要
の
な
か
っ
た
社
会
と
も

言
え
る
。
そ
こ
で
は
、「
柏
木
」（
考
え
て
み
れ
ば
本
名
で
は
な
い
）
で
あ
る
よ
り
も
、

「
衛
門
督
」
で
あ
る
こ
と
の
方
が
先
決
で
あ
り
、
人
々
も
「
柏
木
」
と
し
て
接
す
る

よ
り
「
衛
門
督
」
と
し
て
見
る
。
当
人
も
ま
た
、「
柏
木
」
と
し
て
の
考
え
よ
り
も

「
衛
門
督
」
と
し
て
行
動
思
考
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
だ
け
、
個
と
し
て
の
主
体
は

明
確
に
は
な
り
え
ず
、
即
自
的
な
大
方
の
な
か
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
柏
木
巻
冒
頭
の
箇
所
に
か
え
れ
ば
、

u従
来
か
ら
み
ら
れ
て
き
た
よ

う
な
、
柏
木
自
身
の
「
内
的
独
白
」
で
あ
る
と
か
死
を
意
識
し
た
と
こ
ろ
の
「
自
我
」

の
問
題
で
あ
る
と
か
に
お
い
て
、
あ
ら
た
に
考
え
な
お
す
べ
き
と
こ
ろ
が
出
て
は
こ

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
内
的
独
白
と
か
自
我
の
問
題
と
か
と
い
う
も
の
は
、

近
代
の
文
学
批
評
の
用
語
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ

を
古
代
の
物
語
に
援
用
す
る
こ
と
の
是
非
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。

源
氏
物
語
の
書
か
れ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
身
分
と
い
う
も

の
が
、
個
と
し
て
の
、「
わ
た
く
し
的
」
な
部
分
よ
り
先
立
っ
て
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
れ
ば
、
こ
の
柏
木
巻
に
お
い
て
の
「
自
我
」
で
あ
る
と
か
、「
内
的
独
白
」
で
あ

る
と
か
と
み
る
も
の
は
、
逆
に
柏
木
を
個
人
と
し
て
強
く
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。

i以
前
に
も
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
が
、『
柏
木
巻
』
に
、
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ

る
。

あ
れ
聞
き
給
へ
。
何
の
罪
と
も
思
し
よ
ら
ぬ
に
、
占
ひ
よ
り
け
む
女
の
霊
こ
そ
。

誠
に
、
さ
る
御
執
の
身
に
添
ひ
た
る
な
ら
ば
、
い
と
は
し
き
身
も
ひ
き
か
へ
、

や
ん
ご
と
な
く
こ
そ
な
り
ぬ
べ
け
れ
。
さ
て
も
、
お
ほ
け
な
き
心
あ
り
て
、
さ

る
ま
じ
き
過
ち
を
引
き
出
で
て
、
人
の
御
名
を
も
立
て
、
身
を
も
顧
み
ぬ
た
ぐ

ひ
、
昔
の
世
に
も
な
く
や
は
あ
り
け
る
と
、
思
ひ
な
す
に
、
な
ほ
、
気
配
煩
は

し
く
、
か
の
御
心
に
、
か
か
る
咎
を
知
ら
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
世
に
長
ら
へ
ん

事
も
、
い
と
、
ま
ば
ゆ
く
思
ゆ
る
は
、
げ
に
、
こ
と
な
る
御
光
な
る
べ
し
。
深

き
過
ち
も
な
き
に
、
見
合
は
せ
た
て
ま
つ
り
し
夕
べ
の
程
よ
り
、
や
が
て
、
か

き
乱
り
、
惑
ひ
そ
め
に
し
魂
の
、
身
に
も
帰
ら
ず
な
り
に
し
を
。
か
の
院
の
内

に
あ
く
が
れ
歩
か
ば
、
結
び
と
ど
め
給
へ
。

「
御
執
」
の
添
う
た
「
身
」
と
は
、
も
う
自
分
の
「
身
」
で
は
な
い
。
自
分
の
身

で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
の
身
だ
と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

古
今
「
恋
二
　
五
七
一
」
の
歌
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

恋
し
き
に
わ
び
て
魂
ま
ど
ひ
な
ば
む
な
し
き
骸
の
名
に
や
残
ら
む

恋
い
に
破
れ
、
魂
が
「
ま
ど
ひ
な
ば
」
後
に
残
る
も
の
は
、
む
な
し
き
「
か
ら
」

と
し
て
の
己
が
身
。
そ
ん
な
浮
き
名
は
流
し
た
く
な
い
と
歌
っ
て
い
る
。
引
用
の

『
柏
木
』
に
も
、「
や
が
て
、
か
き
乱
り
、
惑
ひ
そ
め
に
し
魂
の
、
身
に
も
帰
ら
ず
な

り
に
し
を
。
か
の
院
の
内
に
あ
く
が
れ
歩
か
ば
、
結
び
と
ど
め
給
へ
」
と
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、「
魂
」
と
「
身
」
の
関
係
に
お
け
る
「
身
」
の
意
識
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こ
そ
、
ま
さ
に
「
魂
」
に
と
っ
て
の
「
か
ら
」
す
な
わ
ち
、
魂
の
戻
る
所
と
意
識
さ

れ
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
思
え
ば
、
柏
木
は
極
め
て
古
代
的
人
物
で
あ
っ
た
。

こ
こ
も
一
人
の
人
物
の
内
的
独
白
と
い
う
よ
り
も
、
身
体
観
を
失
い
、「
か
ら
」
と

な
っ
た
「
身
」
の
ま
ま
、
茫
漠
と
し
て
あ
る
が
ま
ま
に
さ
ま
よ
う
、
自
分
自
身
そ
の

ま
ま
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
し
か
な
い
。
柏
木
に
と
っ
て
は
、「
身
」
は
ま
さ
に

魂
の
抜
け
殻
と
し
て
の
「
か
ら
だ
」
＝
「
か
ら
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
か
ら
」
的

な
「
身
」
と
い
う
身
体
観
が
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
柏
木
独
特
の
意
識
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
「
魂
」
と
「
身
」
の
関
係
は
、
同
時
代
の
古
今
集

に
既
に
み
ら
れ
る
「
魂
」
的
な
「
浮
遊
す
る
こ
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
と
同
じ
位
相
に

あ
る
。
こ
れ
を
柏
木
の
古
代
性
と
一
応
な
づ
け
て
お
い
た
。

以
前
か
ら
、
こ
の
巻
が
、
ひ
と
り
の
人
物
の
「
独
白
」
に
多
く
の
部
分
を
占
め
て

始
ま
る
と
い
う
、
巻
の
特
異
性
を
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
柏
木
と
い
う
人
物
自
体
が
、

源
氏
物
語
に
お
い
て
の
「
古
代
性
」
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
柏
木
は
人
物
と
し

て
は
、
第
一
部
の
世
界
か
ら
物
語
に
登
場
す
る
。
登
場
人
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物

語
時
点
で
の
物
語
が
そ
え
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
柏
木
の
人

物
像
に
一
部
と
二
部
の
「
分
岐
」
が
み
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
源
氏

物
語
の
内
な
る
「
古
代
」
と
は
、
物
語
の
「
カ
タ
リ
」
に
潜
む
神
話
性
で
あ
る
。
柏

木
の
独
白
は
、
衛
門
督
と
し
て
の
自
分
と
、
私
的
な
自
分
と
の
葛
藤
と
い
う
よ
り
、

混
沌
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。「
主
観
」
の
定
立
と
は
、
あ
る
意
味
、
二

つ
の
自
分
の
対
峙
が
意
識
さ
れ
る
と
き
で
は
な
い
の
か
。
源
氏
物
語
の
内
な
る
「
近

代
」
が
開
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
物
語
の
人
物
が
や
が
て
、
個
と
し
て
の
「
自

分
自
身
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
世
界
だ
と
い
え
よ
う
。

注q

拙
稿
「
柏
木
の
身
意
識
に
つ
い
て
」（
論
究
日
本
文
学
第
六
号
一
九
九
六
年
）

w

「
運
動
力
知
覚
力
の
体
系
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
、〈
我
れ
惟
う
〉
に
と
っ

て
の
対
象
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
己
れ
の
平
衡
状
態
へ
と
向
っ
て
ゆ
く
生
き
ら
れ
た

意
味
の
総
体
で
あ
る
。」（
み
す
ず
書
房
刊
　
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
著
『
知
覚
の
現
象

学
』「
自
己
の
身
体
の
綜
合
」
255
）
つ
ま
り
、
身
体
を
抜
き
に
し
て
は
、「
我
れ
惟
う
」

こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ポ
ン
テ
ィ
は
〈
我
れ
惟
う
〉
と
き
の

「
純
粋
性
」
に
問
題
を
立
て
る
。

e

何
も
心
理
学
に
依
拠
し
よ
う
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
参
考
河
合
隼
雄
『
紫
マ
ン

ダ
ラ
』（
小
学
館
・
平
成
12
年
７
月
刊
）

r

『
広
辞
苑
』
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

t

『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
は
、
解
説
と
し
て
「
形
態
と
し
て
の
身
体
。
心
に
対
し

て
い
う
。「
か
ら
」
と
関
係
あ
る
か
。」
と
あ
り
、
肉
体
。
身
体
。
の
意
と
し
て
「
体
…

今
俗
呼
加
良
太
」（
和
名
抄
）
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、『
忠
岑
十

』
の

「

」
な
ど
の
よ
う
に
、
形
式
と
い
う
意
味
や
、
形
と
い
う
意
味
で
は
既
に
み
ら
れ
る
。

y

も
ち
ろ
ん
、
物
語
音
読
論
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
上
で
考
え
て
い
る
。

当
時
に
お
い
て
文
法
体
系
な
ど
な
か
っ
た
こ
と
は
、
当
然
な
の
で
「
文
」
と
い
う
概
念

は
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
「
、。」
も
意
味
が
な
い
。
す
べ
て
「
近
代
」
の
概
念
で
あ
る
。

本
論
は
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
あ
え
て
便
宜
上
「
文
」「
文
章
」
と
言
う
。

u

「
こ
こ
に
語
ら
れ
る
柏
木
の
屈
折
す
る
心
内
語
（
独
白
）
は
、
根
源
的
な
人
生
志

向
と
し
て
死
を
自
ら
に
招
き
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
略
―
柏
木
の
主
観
を
超
え
て
、

こ
の
巻
の
世
界
を
始
動
さ
せ
る
重
く
苦
し
い
確
固
た
る
序
段
と
な
っ
て
い
る
。」（
小

学
館
古
典
文
学
全
集
『
柏
木
』
頭
注
）

i

拙
稿
「
古
今
集
に
み
る
古
代
の
こ
こ
ろ
―
源
氏
物
語
柏
木
の
人
物
論
に
向
け
て
―
」

（『
伝
承
文
化
の
展
望
』
福
田
晃
古
希
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
三
弥
井
書
店
）

《
附
記
》

「
正
身
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
「
ゆ
か
り
」「
形
代
」
と
と
も
に
、
源
氏
物
語
の
比

喩
表
現
と
し
て
の
「
形
代
論
」
と
し
て
ま
と
め
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

ま
た
、
本
文
引
用
は
ほ
と
ん
ど
岩
波
新
古
典
文
学
体
系
に
従
っ
て
い
る
。

（
尼
崎
市
立
尼
崎
高
校
教
諭
）
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