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僻
案
抄
古
筆
切
管
見

―
伝
阿
仏
尼
筆
鯉
切
―

日
比
野　

浩　

信

　

藤
原
定
家
が
三
代
集
の
歌
に
施
注
し
た
僻
案
抄
の
伝
本
は
、大
き
く
甲
・
乙
に
二
分
類
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
を
「
初
稿
本
」「
再
稿
本
」
と
す
る
説
、

初
稿
本
を
「
一
類
本
」、
再
稿
本
を
「
二
類
本
」
と
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
な
い
も
の
を
「
三
類
本
」
と
し
て
三
分
類
す
る
説
、
一
類
本
の
う
ち
の

一
部
の
伝
本
を
「
草
稿
本
」
と
し
て
分
離
す
る
こ
と
で
全
体
を
四
分
類
す
る
説
な
ど
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
間
の
関
連
性
に

つ
い
て
も
、
主
に
一
類
本
を
先
行
す
る
も
の
と
考
え
る
旧
来
説
に
対
し
て
、
二
類
本
か
ら
一
類
本
と
三
類
本
が
派
生
し
た
と
す
る
考
え
方
も
示

さ
れ
、
そ
の
生
成
過
程
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
俯
瞰
し
た
う
え
で
有
効
な
伝
本
の
影
印
も
提
供（

１
）さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、

僻
案
抄
の
古
筆
切
に
つ
い
て
も
、
海
野
圭
介
氏
に
よ
る
収
集
・
整
理
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

　
ａ
伝
阿
仏
尼
筆
鯉
切
（
四
葉
）

　

ｂ
伝
二
条
為
道
筆
六
半
切
（
六
葉
）

　
ｃ
伝
藤
原
定
家
筆
六
半
切
（
二
葉
）

　

ｄ
筆
者
未
詳
六
半
切
（
一
葉
）

　
ｅ
伝
頓
阿
筆
四
半
切
（
一
葉
）

　

ｆ
伝
兼
好
筆
四
半
切
（
一
葉
）
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ｇ
伝
寿
暁
筆
四
半
切
（
一
葉
）

　

ｈ
伝
小
倉
実
教
筆
四
半
切
（
一
葉
）

　

ｉ
伝
相
良
為
続
筆
四
半
切
（
一
葉
）

の
八
種
十
八
葉
が
紹
介（

２
）さ

れ
て
い
る
。

　

僻
案
抄
の
伝
本
・
本
文
に
つ
い
て
、
稿
者
に
特
に
異
見
や
新
知
見
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
海
野
氏
の
ご
報
告
以
降
に
、
管
見
に
入
っ
た

僻
案
抄
の
古
筆
切
が
複
数
あ
る
。
そ
れ
ら
の
紹
介
も
兼
ね
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
今
後
の
再
検
討
に
資
す
る
こ
と
と
し
た
い
。　

た
だ
し
、
同
じ
僻
案
抄
の
断
簡
と
し
て
は
、
ま
と
め
て
一
括
提
示
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
今
回
は
ま
ず
、
ａ

伝
阿
仏
尼
筆
鯉
切
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　

な
お
、
模
写
切
な
ど
も
、「
転
写
本
」
と
考
え
て
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
と
し
、
新
出
の
断
簡
に
は
、
同
種
の
断
簡
の
合
計
枚
数
を
示
す
た

め
に
、
海
野
氏
紹
介
の
断
簡
番
号
に
続
く
番
号
を
付
し
た
。
ま
た
、
本
文
の
比
較
に
は
、
主
と
し
て
日
本
歌
学
大
系
所
収
本
（
志
香
須
賀
本
と

呼
称
。
以
下
同
）
を
用
い
た
が
、
他
に
も
一
類
本
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
高
松
宮
旧
蔵
本
（
歴
博
本
）・
天
理
大
学
図
書
館
蔵
伝
藤
原
為
家

筆
本
（
天
理
本
）、
二
類
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
鷹
司
家
旧
蔵
本
（
書
陵
部
本
）・
國
學
院
大
學
付
属
図
書
館
蔵
伝
二
条
為
重
筆
本
（
國
學
院
本
）・

刊
年
不
明
版
本
（
版
本
）・
群
書
類
従
本
（
類
従
本
）、
三
類
本
は
斯
道
文
庫
蔵
為
兼
奥
書
本
（
斯
道
文
庫
本
）、
京
都
大
学
付
属
図
書
館
蔵
中
院

文
庫
長
享
元
年
仙
源
筆
本
（
京
大
本
）
を
も
参
照（

３
）し

た
。

　

な
お
、
各
断
簡
の
本
文
掲
出
に
際
し
て
、（　

）
内
に
施
注
歌
の
集
名
と
歌
番
号
を
示
し
、
断
簡
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
、
後
掲
図

版
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
（
縦
セ
ン
チ
×
横
セ
ン
チ
）
と
し
て
、
そ
の
数
値
の
み
記
載
す
る
こ
と
と
し
た
。
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ａ
伝
阿
仏
尼
筆　
鯉
切

　

新
撰
古
筆
名
葉
集（

４
）の

阿
仏
尼
の
項
の
筆
頭
に
「
鯉
切　

四
半
古
今
注　

哥
二
行
書　

白
或
ハ
ウ
ス
茶
地　

鯉
又
ハ
家
形
等
ノ
キ
ラ
画
ア
リ
」

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
文
化
版
の
古
筆
名
葉
集
で
は
「
鯉
之
下
絵　

四
半
切
」、
古
筆
切
目
安
で
は
「
鯉
之
下
絵　

四
半
切　

僻
案
抄
」、
類
葉

集
に
は
「
鯉
之
下
絵　

四
半　

僻
案
抄　

九
行
十
行
」
と
あ
る
。
鎌
倉
中
期
頃
の
書
写
で
、
も
と
は
四
半
形
の
冊
子
本
。
一
面
の
行
数
は
、
類

葉
集
に
「
九
行
十
行
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
管
見
に
触
れ
た
鯉
切
は
、『
古
筆
学
大
成
』
所
収
切
の
う
ち
の
一
葉
（
図
196
）
が
九
行
、

あ
と
は
新
出
切
と
模
写
切
を
含
め
て
十
行
で
あ
る
。
こ
の
図
196
は
、
模
写
断
簡
7
（
後
掲
）
の
直
前
に
当
た
る
が
、
二
葉
の
間
に
「
こ
の
哥
か

す
さ
へ
か
け
さ
へ
昔
よ
り
（
書
陵
部
本
）」
と
い
う
本
文
が
欠
け
て
い
る
。
模
写
断
簡
7
は
一
面
完
存
の
十
行
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
前
の
図
196

の
左
端
一
行
が
切
断
さ
れ
た
上
で
の
九
行
残
存
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
当
該
鯉
切
の
一
面
当
た
り
の
行
数
は
現
時
点
で
は
全

て
十
行
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　

ま
た
、
鯉
以
外
の
紋
様
も
あ
り
、
藻
塩
草
所
収
切
で
は
家
屋
の
紋
様
が
刷
り
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
附
属
目
録
に
は
「
秋
田
切　

鯉
ノ
下
絵

ト
モ
云
」
と
あ
り
、
や
は
り
鯉
の
紋
様
を
含
む
、
同
じ
く
伝
阿
仏
尼
筆
の
古
今
集
切
が
存
し
て
い
る
な
ど（

５
）、

切
名
と
書
写
内
容
に
関
し
て
は
、

解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
稿
者
も
思
う
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、全
て
割
愛
し
、こ
こ
で
は
、料
紙
の
紋
様
に
関
わ
ら
ず
、伝
阿
仏
尼
筆
（
冷

泉
為
相
と
す
る
異
伝
も
存
す
る
）
僻
案
抄
切
を
「
鯉
切
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
海
野
氏
に
よ
っ
て
四
葉
が
紹
介
さ
れ
、
二
類
本

相
当
の
本
文
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
模
写
切
を
含
め
て
五
葉
の
鯉
切
が
管
見
に
触
れ
た
。
ま
ず
は
、
本
文
を
掲
出
し

て
お
く
。

5
「
北
条
時
宗
と
そ
の
時
代
展
」
図
録
所
収
切
（
古
今
集
九
八
・
一
一
一
・
一
二
六
）

　
　
　
　

つ
ね
な
ら
は
と
て
こ
そ
心
も
あ
ら
は
に

　
　
　
　

き
こ
え
め
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こ
ま
な
へ
て
い
さ
み
に
ゆ
か
む
ふ
る
さ
と
は

　
　

ゆ
き
と
の
み
こ
そ
は
な
は
ち
る
ら
め

　
　
　
　

こ
ま
な
へ
て
は
な
ら
へ
て
也
う
ち
つ
れ
た
る

　
　
　
　

よ
し
な
り
な
め
て
と
も
か
く
お
な
し
事
也

　
　

お
も
ふ
と
ち
は
る
の
山
辺
に
う
ち
む
れ
て

　
　

そ
こ
と
も
い
は
ぬ
た
ひ
ね
し
て
し
か

　
　
　
　

お
も
ふ
と
ち
と
は
お
も
ふ
人
と
ち
ひ
き
て

　
　
　
　

く
し
て
そ
こ
と
さ
し
て
も
ゆ
か
ぬ
春
の
山
に

6　

個
人
蔵
切
（
古
今
集
一
五
二
・
一
六
〇
・
一
六
三
）

　
　
　
　

や
よ
や
ま
て
と
は
や
し
は
し
ま
て
と
い
ふ
心
也

　
　
　
　

ほ
と
ゝ
き
す
は
し
て
の
た
を
さ
と
い
ふ
と
り

　
　
　
　

な
れ
は
こ
の
世
に
我
す
み
わ
ひ
ぬ
我
を
と

　
　
　
　

く
さ
そ
へ
と
い
ふ
よ
し
の
こ
と
つ
て
な
り

　
　

さ
み
た
れ
の
そ
ら
も
と
ゝ
ろ
に
ほ
と
ゝ
き
す

　
　

な
に
を
う
し
と
か
よ
た
ゝ
な
く
ら
ん

　
　
　
　

と
ゝ
ろ
と
は
よ
る
も
し
つ
ま
ら
す
さ
は

　
　
　
　

き
な
く
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
也

　
　

む
か
し
へ
や
い
ま
も
こ
ひ
し
き
ほ
と
ゝ
き
す
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ふ
る
さ
と
に
し
も
な
き
て
き
つ
ら
む

7　

個
人
蔵
模
写
切
（
古
今
集
一
九
一
・
二
〇
八
）

　
　
　
　

両
説
と
い
ふ
明
月
い
た
れ
る
時
も
の
か
け

　
　
　
　

な
き
を
本
意
と
す
は
る
か
に
と
ふ
か
り
の

　
　
　
　

か
す
さ
へ
た
し
か
に
見
え
む
こ
そ
月
の

　
　
　
　

あ
か
き
心
に
か
な
ふ
へ
け
れ
は
両
説
あ
り

　
　
　
　

と
も
か
す
さ
へ
を
可
用

　
　

わ
か
門
に
い
な
お
ほ
せ
と
り
の
な
く
な
へ
に

　
　

け
さ
ふ
く
か
せ
に
か
り
は
き
に
け
り

　
　
　
　

此
鳥
さ
ま
〳
〵
に
清
輔
朝
臣
等
の
人
々
説
々

　
　
　
　

を
か
き
て
事
き
ら
さ
る
へ
し

　
　
　
　

こ
の
哥
か
り
は
き
に
け
り
と
い
ふ
に
鴈
と

8　

個
人
蔵
切
（
古
今
集
二
〇
八
）

　
　
　
　

い
ふ
説
は
あ
る
へ
か
ら
す
時
の
景
気

　
　
　
○あ

き
か
せす

ゝ
し
く
な
り
ゆ
く
こ
ろ
に
は
た
ゝ
き

　
　
　
　

な
れ
き
た
り
て
お
と
ろ
へ
ゆ
く
秋
草

　
　
　
　

の
中
に
お
り
ゐ
て
色
も
こ
ゑ
も
め
つ
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ら
し
き
こ
ろ
は
つ
か
り
そ
ら
に
き
こ
ゆ
る

　
　
　
　

当
時
あ
る
事
な
れ
は
つ
ね
の
人
の
門

　
　
　
　

庭
な
と
に
な
れ
こ
ぬ
鳥
を
と
を
く
も
と
め

　
　
　
　

い
た
さ
て
め
の
ま
へ
に
み
ゆ
る
事
に
つ
く

　
　
　
　

へ
し
と
思
給
也
い
は
ま
○ほ

し
か
ら
む
人
は

　
　
　
　

鳳
と
も
鸞
と
も
心
に
ま
か
せ
て
い
ひ
な
す

9
個
人
蔵
切
（
古
今
集
二
〇
八
）

　
　
　
　

い
ひ
○い

た
す
を
か
し
○く

き
こ
ゆ
こ
の
事
き
ゝ

　
　
　
　

て
の
ち
安
芸
国
に
か
よ
ふ
人
に
と
へ
は
み
な

　
　
　
　

お
な
し
さ
ま
に
き
ゝ
た
る
よ
し
を
申
也

　
　
　
　

大
和
河
内
な
と
に
も
あ
ま
ね
く
申
よ
し

　
　
　
　

を
き
こ
ゆ
ひ
と
へ
に
を
し
て
い
は
ん
よ
り

　
　
　
　

は
国
々
の
土
民
の
説
も
ち
ゐ
る
へ
く
や

　
　

あ
き
は
き
に
う
ら
ひ
れ
を
れ
は
あ
し
ひ
き
の

　
　

山
し
た
と
よ
み
し
か
の
な
く
ら
ん

　
　
　
　

う
ら
ひ
れ
□
ら
ふ
れ
と
い
ふ
事
は
も
の

　
　
　
　

お
も
ひ
う
れ
へ
た
る
心
也
し
な
へ
う
ら
ふ
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断
簡
5
は
、「
北
条
時
宗
と
そ
の
時
代
展
」
の
図
録（

６
）に

「
秋
田
切
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
個
人
蔵
切
。
図
版
を
見
る
に
、
稿
者
な
ど
は
蝋
箋
、

あ
る
い
は
焼
絵
か
な
ど
と
思
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
料
紙
で
あ
る
が
、
解
説
に
よ
る
と
、「
鯉
切
と
も
称
さ
れ
る
古
筆
切
で
、
赤
雲
母
で
梅
枝
が
摺

り
出
さ
れ
て
い
る
料
紙
に
藤
原
定
家
の「
僻
案
抄
」が
書
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）控
え
め
な
料
紙
は
鎌
倉
後
期
の
特
色
を
よ
く
示
し
て
い
る
も
の
。」

と
あ
る
。
三
行
目
「
な
へ
（
上
・
下
二
）」・
七
行
目
「
と
ち
（
上
二
・
下
）」
に
朱
の
声
点
を
付
す
。

　

八
行
目
一
二
六
番
歌
の
第
四
句
を
「
そ
こ
と
も
い
は
ぬ
」
と
し
て
い
る
が
、
古
今
集
で
は
、

　
「
し
ら
ぬ
」
私
稿
本
・
亀
山
切
・
基
俊
本
・
筋
切
・
元
永
本

　
「
い
は
ぬ
」
雅
俗
山
荘
本
・
永
治
本
・
前
田
本
・
天
理
本
・
伝
寂
連
筆
本
・
雅
経
本
・
永
暦
本
・
昭
和
切
・
建
久
本
・
寂
恵
本
・
伊
達
本

　
「
しい

は
イら

ぬ
」
静
嘉
堂
本
・
六
条
家
本

の
よ
う
に
あ
る（

７
）。

僻
案
抄
の
一
類
本
は
「
し
ら
ぬ
」
と
す
る
が
、
同
じ
一
類
本
中
で
も
歴
博
本
で
は
断
簡
同
様
「
い
は
ぬ
」
と
あ
り
、
二
類
本
・

三
類
本
に
「
い
は
ぬ
」
と
あ
る
な
ど
、各
分
類
に
よ
る
違
い
と
は
断
じ
が
た
い
。
定
家
の
著
述
と
し
て
も
、定
家
本
古
今
集
の
本
文
と
し
て
も
「
い

は
ぬ
」
の
ほ
う
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
し
ら
ぬ
」
と
す
る
も
の
の
ほ
う
を
、
何
ら
か
の
本
文
と
の
接
触
に
よ
っ
て
異
同
を
生
じ
た

と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
七
行
目
、
断
簡
と
一
類
本
で
は
「
な
め
て
と
も
か
く
お
な
し
事
也
」
と
あ
る
が
、
二
類
本
・
三
類
本
で
は
「
お
な
し
事
也
」
を
欠
く
。

他
の
箇
所
の
異
同
か
ら
鯉
切
は
、
概
ね
二
類
本
と
し
て
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
あ
る
以
上
は
、
現
存
伝
本

に
よ
る
比
較
だ
け
で
は
図
る
こ
と
の
出
来
な
い
本
文
の
在
り
方
を
も
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

断
簡
6
は
、
個
人
蔵
の
断
簡
。
雲
母
で
紋
様
が
刷
り
出
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
薄
く
疎
ら
で
、
そ
の
意
匠
は
判
然
と
し
な
い
。
五
行
目
「
と
ゝ

ろ
（
下
・
上
二
・
上
）」、
九
行
目
「
へ
や
（
下
二
・
上
）」
に
朱
の
声
点
を
付
す
。

　

七
行
目
に「
と
ゝ
ろ
と
は
よ
る
も
し
つ
ま
ら
す
」と
あ
る
が
、参
照
し
た
現
存
本
で
は
、「
と
ゝ
ろ
と
は
そ
ら
も
う
こ
く
や
う
に
と
い
ふ
也
よ
た
ゝ

と
は
よ
る
も
し
つ
ま
ら
す
（
天
理
本
）」
の
よ
う
に
あ
る
。
当
該
断
簡
で
の
「
と
ゝ
ろ
と
は
」
と
「
よ
た
ゝ
と
は
」
の
、「
と
は
」
の
目
移
り
に
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よ
る
波
線
部
の
誤
脱
で
あ
ろ
う
。

　

断
簡
7
は
、
個
人
蔵
の
模
写
切
で
、
志
香
須
賀
文
庫
旧
蔵
模
写
切
二
十
六
葉（

８
）の

う
ち
。
他
の
鯉
切
僻
案
抄
と
比
べ
る
と
、
行
が
斜
め
に
歪
み
、

文
字
も
字
形
が
乱
れ
て
た
ど
た
ど
し
い
が
、
臨
模
故
、
致
し
方
あ
る
ま
い
。
薄
様
の
鳥
の
子
紙
に
「
為
相
卿
古
今
集
抄
物
切
」
と
し
て
、
一
面

分
十
行
が
模
写
さ
れ
て
い
る
。
次
丁
に
当
た
る
断
簡
8
に
過
不
足
無
く
連
続
し
、
改
行
・
行
詰
に
も
特
に
作
為
的
な
不
自
然
さ
は
感
じ
ら
れ
な

い
と
こ
ろ
か
ら
、
い
ず
れ
か
か
ら
本
文
の
み
を
参
照
し
て
作
成
さ
れ
た
贋
物
な
ど
で
は
な
く
、
確
か
に
存
在
し
た
断
簡
を
臨
写
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
い
わ
ば
「
忠
実
な
転
写
本
」
で
あ
り
、
そ
の
本
文
は
、
鯉
切
の
当
該
箇
所
が
出
現
す
る
ま
で
の
「
繋
ぎ
」
と
し
て
の
役
割
は
果
た
し
得

よ
う
。
ま
た
、
当
該
模
写
切
が
一
面
分
十
行
を
完
存
し
て
い
る
こ
と
で
、
直
前
に
位
置
す
る
既
紹
介
の
一
葉
に
、
一
行
分
の
裁
断
を
認
め
得
た

こ
と
の
意
義
は
、
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

一
行
目
「
両
説
と
い
ふ
」
が
、
二
類
本
に
一
致
す
る
が
、
一
類
本
で
は
「
両
説
又
二
首
歌
な
と
い
ふ
」
す
る
中
で
、
同
じ
一
類
本
の
歴
博
本

は
波
線
部
を
傍
書
と
す
る
。
ま
た
、
四
行
目
「
あ
か
き
」
が
二
類
本
と
一
致
し
、
一
類
本
は
「
く
ま
な
き
」
と
す
る
中
で
、
歴
博
本
は
「
あ
か
」

を
見
セ
消
チ
、「
く
ま
な
」
と
傍
書
す
る
。
こ
れ
ら
の
異
同
は
、
二
類
本
を
基
と
し
た
傍
書
や
書
き
入
れ
が
、
一
類
本
に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
本

文
の
生
成
の
過
程
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

十
行
目
も
、「
こ
の
哥
か
り
は
き
に
け
り
と
い
ふ
に
鴈
と
」
の
「
哥
」
が
一
類
本
に
は
無
い
。
二
類
本
・
三
類
本
に
は
概
ね
あ
る
が
、
二
類
本

の
う
ち
、
定
家
自
筆
本
の
様
相
を
伝
え
て
最
重
要
視
さ
れ
る
書
陵
部
本
で
は
傍
書
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
鴈
と
」
が
二
類
本
で
は
断
簡
と
同

様
に
あ
り
、
一
類
本
で
は
「
此
鳥
雁
と
」
の
よ
う
に
あ
る
が
、
一
類
本
の
う
ち
、
や
は
り
定
家
自
筆
本
の
面
影
を
伝
え
る
と
推
測
さ
れ
る
歴
博

本
で
は
「
鴈
」
の
前
に
補
入
記
号
を
付
し
て
「
こ
の
鳥
」
を
傍
書
す
る
。
断
簡
本
文
の
傾
向
と
し
て
は
、
確
か
に
二
類
本
に
近
い
が
、
必
ず
し

も
合
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
二
類
本
か
ら
一
類
本
・
三
類
本
へ
分
岐
し
て
い
っ
た
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
例
も
あ
り
、
取
り
分

け
傍
書
の
付
加
と
そ
の
本
文
化
、
特
に
一
類
本
の
歴
博
本
・
二
類
本
の
書
陵
部
本
に
見
ら
れ
る
書
入
れ
や
傍
書
と
、
そ
の
本
文
化
に
つ
い
て
は
、

僻
案
抄
本
文
の
生
成
過
程
の
一
様
相
と
し
て
興
味
深
い
と
い
え
よ
う
。
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五
行
目
、
他
本
で
は
「
を
用
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
「
を
可
用
」
と
し
て
い
る
の
は
、
独
自
異
文
と
い
え
よ
う
が
、
大
き
く
問
題
と
す
る
必
要

は
な
か
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
模
写
切
と
は
い
え
、
看
過
で
き
な
い
異
同
を
含
む
「
鯉
切
」
の
本
文
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
現
時
点
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

代
用
と
し
て
の
資
料
的
価
値
を
持
つ
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

断
簡
8
は
、
模
写
断
簡
7
に
連
接
す
る
一
葉
。
雲
母
で
家
屋
と
庭
園
ら
し
き
紋
様
が
刷
り
出
さ
れ
て
い
る
が
、
雲
が
立
ち
こ
め
て
お
り
、
仙

家
で
あ
ろ
う
か
。
二
行
目
「
す
ゝ
し
く
」
の
前
に
挿
入
記
号
を
付
し
て
「
あ
き
か
せ
」
と
傍
書
、
九
行
目
「
ま
し
」
の
間
に
、
や
は
り
挿
入
記

号
を
付
し
て
「
ほ
」
を
補
う
が
、
こ
れ
は
、
誤
脱
に
気
付
い
て
の
挿
入
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
九
・
十
行
目
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

断　

簡

一
類
本

二
類
本

・
・
・
思
給
也
い
は
ま
○ ほ

し
か
ら
む
人

は
鳳
と
も
鸞
と
も
心
に
ま
か
せ
て
い
ひ

な
す

・
・
・
思
給
也

後
年
ニ
追
注
付

あ
る
好
士
…
…　
　
　
　
　
（
天
理
本
）

…
…
思
給
也
い
は
ま
ほ
し
か
ら
む
人
は

鳳
と
も
鸞
と
も
心
に
ま
か
せ
て
い
ひ
な

す
へ
し
た
か
ひ
に
し
る
へ
か
ら
す

近
年
あ
る
好
士
…
…　
　
（
書
陵
部
本
）

　

断
簡
が
、
従
来
の
指
摘
通
り
二
類
本
（
三
類
本
も
同
様
に
あ
る
）
に
相
当
す
る
本
文
で
あ
る
こ
と
は
瞭
然
で
あ
る
。
た
だ
、
一
類
本
の
中
で

も
歴
博
本
は
、「
思
給
也
」
と
「
後
年
追
注
付
」
の
間
に
、
大
き
く
鍵
点
を
付
し
て
「
い
は
む
と
お
も
は
む
人
は
心
に
か
ま
か
せ
て
い
ひ
な
す
へ

し
た
か
ひ
に
し
る
へ
か
ら
す
」
と
い
う
本
文
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。「
鳳
と
も
鸞
と
も
」
が
無
い
な
ど
の
相
違
は
あ
る
が
、
二
類
本
・
三
類
本
と

ほ
ぼ
同
様
の
本
文
で
あ
り
、
同
系
統
内
に
お
け
る
変
遷
と
、
他
系
統
へ
の
分
化
に
関
わ
る
本
文
を
示
す
箇
所
と
い
え
よ
う
。

　

断
簡
9
は
、
一
見
、
蝋
箋
あ
る
い
は
焼
絵
と
判
断
さ
れ
そ
う
な
料
紙
で
、
水
上
の
波
と
枝
垂
花
が
刷
り
出
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
当
該
断
簡
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を
掲
載
す
る
古
書
店
目
録
で
は
、「
蝋
箋
料
紙
」
と
記
載
し
て
い
る
。
し
か
し
、
子
細
に
観
察
す
る
に
、
刷
り
出
さ
れ
た
紋
様
の
線
上
に
雲
母
が

残
存
し
て
お
り
、
光
の
当
た
り
具
合
に
よ
っ
て
は
、
雲
母
の
輝
き
が
確
認
で
き
る
。
断
簡
5
の
解
説
が
い
う
「
赤
雲
母
」
は
こ
の
よ
う
な
も
の

を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
接
着
（
定
着
）
剤
や
雲
母
に
含
ま
れ
る
成
分
が
「
ヤ
ケ
」
を
お
こ
す
な
ど
す
る
こ
と
で
、い
わ
ゆ
る
「
焼
絵
」

の
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
美
術
・
工
芸
サ
イ
ト
か
ら
の
検
討
、
ご
教
示
を
賜
り
た
い
。

　

先
の
断
簡
7
・
8
と
同
じ
く
古
今
集
二
〇
八
番
歌
の
注
釈
箇
所
で
あ
る
が
、
断
簡
8
と
の
間
に
は
隔
絶
が
あ
る
。
料
紙
を
観
察
す
る
に
、
断

簡
8
と
こ
の
断
簡
9
は
、双
方
料
紙
右
下
に
手
擦
れ
に
よ
る
黒
ず
み
が
あ
り
、共
に
一
面
分
の
十
行
が
残
る
丁
の
裏
、す
な
わ
ち
右
側
の
頁
で
あ
っ

た
こ
と
が
判
る
。
つ
ま
り
断
簡
8
と
9
の
間
に
は
、
両
面
書
写
さ
れ
た
綴
葉
装
の
、
丁
の
表
に
あ
た
る
一
面
が
存
し
た
こ
と
が
推
断
で
き
る
。

両
面
書
写
の
相
剥
ぎ
さ
れ
た
一
面
分
で
あ
る
の
で
、
確
か
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ
り
、
今
後
の
出
現
が
望
ま
れ
る
。
な
お
、
七
行
目
「
う
ら
ひ

れ
を
れ
（
下
・
下
・
上
・
下
・
上
・
下
）」
に
朱
の
声
点
を
付
す
。
系
統
に
関
わ
る
異
同
と
し
て
、
四
～
六
行
目
を
比
較
し
て
お
こ
う
。

断　

簡

一
類
本

二
類
本

大
和
河
内
な
と
に
も
あ
ま
ね
く
申
よ
し

を
き
こ
ゆ
ひ
と
へ
に
を
し
て
い
は
ん
よ

り
は
国
々
の
土
民
の
説
も
ち
ゐ
る
へ
く

や

一
州
一
村
に
も
当
時
か
く
申
さ
ん
に
と

り
て
は
ひ
と
へ
に
を
し
て
い
は
む
よ
り

は
も
ち
ゐ
る
へ
し
但
可
随
人
々
所
好

（
天
理
本
）

大
和
河
内
な
と
に
も
あ
ま
ね
く
申

よ
し
き
こ
ゆ
ひ
と
へ
に
を
し
て
い

は
む
よ
り
は
国
々
土
民
の
説
も
ち
ゐ
る

へ
く
や
人
の
心
に
し
た
か
ふ
へ
し

（
國
學
院
本
）

　

二
類
本
（
三
類
本
も
同
じ
）
に
相
当
す
る
本
文
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
な
お
、
二
類
本
の
書
陵
部
本
で
は
、「
大
和
河
内
な
と
に
も
あ

ま
ね
く
申
よ
し
キ
コ
ユ
」
を
傍
書
、
一
類
本
の
歴
博
本
で
は
「
一
州
一
村
に
も
当
時
か
く
／
申
さ
ん
に
と
り
て
は
」
が
行
の
左
右
に
傍
書
さ
れ
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て
い
る
。
ま
た
、「
国
々
土
民
の
説
」
は
、
二
類
本
で
も
書
陵
部
本
で
は
傍
書
と
す
る
。
掲
出
箇
所
の
末
尾
、「
…
…
も
ち
ゐ
る
べ
く
や
」
に
続

け
て
二
類
本
で
は
「
人
の
心
に
し
た
か
ふ
へ
し
」
が
加
わ
る
が
、
一
類
本
で
は
「
も
ち
ゐ
る
べ
し
但
可
随
人
々
所
好
」
の
よ
う
に
続
く
。
た
だ
、

一
類
本
中
で
も
歴
博
本
は
「
…
…
も
ち
ゐ
へ
く
や
人
の
心
に
し
た
か
ふ
へ
し
」
と
し
な
が
ら
、傍
線
部
を
見
セ
消
チ
に
し
て
「
但
可
随
人
々
所
好
」

を
傍
書
す
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
本
文
が
断
簡
に
な
い
の
は
、
単
な
る
誤
脱
な
の
か
、
本
文
の
性
質
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
、
俄
に
判
断
は

で
き
な
い
。

　　

以
上
、
模
写
切
を
含
め
た
新
出
の
鯉
切
五
葉
に
つ
い
て
通
覧
し
た
。
本
文
の
生
成
や
系
統
の
分
岐
、
同
系
統
間
で
の
変
遷
を
示
唆
す
る
重
要

な
箇
所
の
断
簡
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
当
該
鯉
切
が
二
類
本
と
し
て
の
傾
向
を
持
ち
合
わ
せ
た
本
文
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
が
、

本
文
の
異
同
か
ら
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
分
類
で
き
て
い
る
と
言
い
難
い
所
も
あ
り
、
特
に
定
家
自
筆
本
の
様
態
を
留
め
る
と
思
し
き
一
類
本

の
歴
博
本
、
二
類
本
の
書
陵
部
本
に
見
ら
れ
る
傍
書
や
書
入
れ
を
考
慮
す
る
に
、
再
検
討
の
余
地
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　

僻
案
抄
は
、
他
の
歌
学
書
に
比
べ
て
も
多
く
の
伝
本
の
翻
刻
・
影
印
も
な
さ
れ
、
少
な
か
ら
ぬ
古
筆
切
の
存
在
も
確
認
で
き
る
か
ら
こ
そ
、

こ
れ
ら
恵
ま
れ
た
資
料
群
を
元
に
、
古
筆
切
を
も
加
味
し
た
伝
本
・
本
文
の
再
検
討
が
望
ま
れ
る
。
本
稿
も
資
料
と
し
て
供
す
る
と
こ
ろ
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、
古
筆
切
の
価
値
は
国
文
学
研
究
の
資
料
的
価
値
だ
け
で
は
な
い
。
特
に
鯉
切
の
料
紙
、
乃
ち
紋
様
の
絵
柄
や
、
加
工
方
法
な
ど
に
つ

い
て
の
、
美
術
・
工
芸
研
究
の
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
期
待
し
た
い
。

　

な
お
、
鯉
切
以
外
の
僻
案
抄
切
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
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注
（
１
）
古
今
集
注
釈
書
影
印
叢
刊
１『
僻
案
抄
』（
平
成
二
十
年　

勉
誠
出
版
）
の
佐
々
木
孝
浩
氏
の
解
題
「
二　
『
僻
案
抄
』
の
系
統
分
類
研
究
史
」
に

要
を
得
て
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
影
印
・
翻
刻
に
つ
い
て
も
「
三　
『
僻
案
抄
』
の
伝
本
と
影
印
・
翻
刻
」
に
一
覧
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
海
野
圭
介
氏
「『
僻
案
抄
』
古
筆
資
料
の
検
討
」（『
古
代
中
世
文
学
研
究
論
集　

第
三
集
』
平
成
十
三
年　

和
泉
書
院
）。

（
３
）
注
（
１
）
参
照
。

（
４
）
以
下
、
古
筆
名
葉
集
の
類
は
伊
井
春
樹
氏
編
『
新
版
古
筆
名
葉
集
』（
昭
和
六
十
三
年　

和
泉
書
院
）
に
拠
る
が
、
同
書
に
収
録
の
な
い
類
葉
集

は
個
人
蔵
写
本
に
拠
る
。

（
５
）
草
花
を
刷
り
出
し
た
見
ぬ
世
の
友
所
収
伝
阿
伝
尼
筆
古
今
集
切
に
附
属
す
る
極
札
に
は
、「
鯉
下
絵
」
を
墨
線
で
消
し
て
「
秋
田
切
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、『
古
筆
学
大
成
』
で
は
、「
鯉
魚
の
図
様
」
の
伝
後
京
極
良
経
筆
新
撰
朗
詠
集
切
に
対
し
て
「
鯉
切
本
新
撰
朗
詠
集
」
の
名
称
を

与
え
て
い
る
。

（
６
）「
北
条
時
宗
と
そ
の
時
代
展
」（
平
成
十
三
年
）。
大
き
さ
は
「
縦
二
三
・
六　

横
一
五
・
四
」
と
あ
る
。

（
７
）
久
曽
神
昇
氏
『
古
今
和
歌
集
成
立
論　

資
料
編
』（
昭
和
三
十
五
年　

風
間
書
房
）

（
８
）
久
曽
神
氏
の
メ
モ
に
よ
れ
ば
、
元
来
二
十
七
葉
で
、
伝
小
野
道
風
筆
小
島
切
が
失
わ
れ
て
い
る
が
、
他
に
伝
定
家
筆
唯
心
房
集
六
半
切
・
伝
源
俊

頼
筆
京
極
関
白
集
切
・
伝
寂
蓮
筆
法
門
百
首
切
な
ど
の
模
写
が
残
存
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
藤
原
俊
成
筆
了
佐
切
・
伝
藤
原
定
実
筆
（
佐
理
卿
と

す
る
）
筆
筋
切
と
、
伝
西
行
法
師
筆
白
河
切
後
撰
集
（
甲
・
乙
と
す
る
二
葉
）・
伝
二
条
俊
忠
筆
金
葉
集
切
が
、「
模
写
が
精
確
で
は
な
い
」
と
さ

れ
な
が
ら
も
、「
加
茂
季
鷹
臨
写
」
と
し
て
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
別
機
に
譲
り
た
い
。

　

な
お
、
一
連
の
模
写
切
の
中
に
は
、
四
隅
に
「　

の
よ
う
な
印
を
付
し
て
原
断
簡
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
も
あ
る
が
、
当
該
「
為
相
卿
古
今
集

勘
物
切
」
に
は
無
い
。
た
だ
し
、
字
高
は
、
歌
二
十
セ
ン
チ
内
外
、
釈
文
十
八
セ
ン
チ
内
外
の
他
の
鯉
切
と
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
。
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ａ
伝
阿
仏
尼
筆　
鯉
切　
6　

個
人
蔵
切
（
二
三
・
四
×
一
五
・
〇
）
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7　

個
人
蔵
模
写
切
（
二
四
・
七
×
一
七
・
五
）
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8　

個
人
蔵
切
（
二
一
・
九
×
一
五
・
七
）
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9
個
人
蔵
切
（
二
三
・
二
×
一
五
・
三
）
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同　

雲
母
紋
様
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