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例
】「
奉
レ
存
レ
候
」
→
「

奉
ぞ
ん
じ
た
て
ま
つ
り
さ
う
ら
ふ

存

候

」

◦
研
究
文
献
の
引
用
に
つ
い
て

一
、
引
用
に
あ
た
り
、
旧
字
・
異
体
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

一
、
引
用
文
の
傍
線
は
原
則
と
し
て
著
者
に
よ
る
。

一
、
注
記
内
で
書
誌
の
み
を
記
載
す
る
際
は
敬
称
を
略
し
た
。



1 はじめに

は
じ
め
に

一
　
本
書
の
目
的
と
「
軽
み
」
研
究
の
現
状

本
書
は
、
俳
文
学
研
究
に
お
い
て
長
年
の
あ
い
だ
異
端
視
さ
れ
て
き
た
蕉
門
俳
人
、
広
瀬
惟い

然ぜ
ん

（
？
～
正
徳
元
年
〔
一
七
一
一
〕）
と
、

各
務
支し
こ
う考

（
寛
文
五
年
〔
一
六
六
五
〕～
享
保
十
六
年
〔
一
七
三
一
〕）
に
お
け
る
「
軽
み
」
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
る
。「
軽
み
」
と
は
、
松
尾
芭
蕉
（
正
保
元
年
〔
一
六
四
四
〕～
元
禄
七
年
〔
一
六
九
四
〕）
が
そ
の
晩
年
に
、
自
派
の
指
針
と
し
て
提

唱
し
た
俳
諧
観
で
あ
る
。
そ
の
教
説
は
、
門
人
た
ち
に
よ
っ
て
折
々
に
書
き
留
め
ら
れ
、
論
書
や
書
簡
の
中
に
祖
述
の
形
で
蓄
積
さ
れ
た
。

そ
の
早
い
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
芭
蕉
の
郷
里
伊
賀
の
門
人
で
、
当
地
の
俳
壇
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
土ど
ほ
う芳

（
明
暦
三
年
〔
一

六
五
七
〕
～
享
保
十
五
年
〔
一
七
三
〇
〕）
の
著
書
『
三さ
ん

冊ぞ
う
子し

』（
元
禄
十
五
年
成
立
）
に
記
録
さ
れ
た
、
元
禄
三
年
の
発
句
「
木
の
も
と
に
汁

も
鱠
も
桜
か
な
」
に
対
す
る
「
か
る
み
を
し
た
り
」
と
の
発
言
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
芭
蕉
の
最
後
の
旅
と
な
っ
た
元
禄
七
年
の
大
坂
行
き

の
餞
別
句
会
に
お
い
て
、
芭
蕉
が
「
今
思
ふ
体て
い
は
、
浅
き
砂
川
を
見
る
ご
と
く
、
句
の
形
・
付
心
と
も
に
軽
き
な
り
。
其そ
の
所
に
至
り
て

意
味
あ
り
」
と
述
べ
た
こ
と
を
、
江
戸
の
門
人
子し
さ
ん珊
が
俳
諧
撰
集
『
別
座
鋪
』
の
序
文
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
年
、
門
弟
に
宛
て

て
書
か
れ
た
芭
蕉
書
簡
を
み
る
と
、「
か
る
み
と
興
と
専
に
御
は
げ
み
、
人
々
に
も
御
申
可な
さ
る
べ
く

被
成
候
」（
六
月
二
十
四
日
付
杉さ
ん
ぷ
う風

宛
）、「
随

分
新
意
の
か
る
み
に
す
が
り
、
お
と
り
な
き
様
に
」（
七
月
十
日
付
曽
良
宛
）
な
ど
と
い
っ
て
「
軽
み
」
の
句
を
作
る
こ
と
を
勧
め
、
ま
た

彼
ら
の
作
品
に
つ
い
て
も
「
い
ま
だ
か
る
み
に
移
り
兼か
ね
、
し
ぶ
〳
〵
の
俳
諧
散
々
の
句
」（
八
月
九
日
付
去き
ょ
ら
い来

宛
）、「
惣
体
か
る
み
あ
ら

は
れ
大
悦
不
す
く
な
か
ら
ず

少
候
」（
九
月
二
十
三
日
付
意い
せ
ん専

・
土
芳
宛
）
な
ど
と
評
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
元
禄
三
年
頃
か
ら
志
し
た
「
軽
み
」
の
俳
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こ
と
ば
に
よ
る
詩
の
創
造
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
重
要
な
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
掲
『
三
冊
子
』
の
以
下
の
記
述
で
あ
る
。

常
風
雅
に
い
る
も
の
は
、
思
ふ
心
の
色
、
物
と
な
り
て
、
句
姿
定
る
も
の
な
れ
ば
、
取
物
自
然
に
し
て
子
細
な
し
。
心
の
色
う
る
は

し
か
ら
ざ
れ
ば
、
外
に
詞
を
た
く
む
。

つ
ま
り
、「
常
に
俳
諧
に
専
心
し
て
い
る
者
は
、
感
じ
た
そ
の
ま
ま
を
句
に
し
て
も
詩
ら
し
い
姿
が
整
う
の
で
、
特
別
に
技
巧
を
労
す

必
要
も
な
い
、
心
の
内
実
が
よ
く
な
い
か
ら
そ
れ
を
言
葉
遊
び
で
ご
ま
か
そ
う
と
す
る
の
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
遡
れ
ば
、

『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
「
や
ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
万
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。
世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ

ざ
繁
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、
言
ひ
出
せ
る
な
り
）
（
（

」
に
ま
で
繋
が
る
き
わ
め
て
素
朴
な
詩
歌

観
だ
が
、
重
要
な
の
は
後
半
の
「
心
の
色
う
る
は
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
外
に
詞
を
た
く
む
」
と
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
土
芳
は
、「
外
に

詞
を
た
く
む
」
原
因
が
「
心
の
色
う
る
は
し
か
ら
ざ
」
る
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
常
風
雅
に
い
る
」
と
い
う
の
も
、
当

然
言
葉
の
問
題
で
は
な
く
、
精
神
的
に
風
雅
を
志
し
て
い
る
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。

ま
た
芭
蕉
晩
年
の
弟
子
で
、「
軽
み
」
の
教
え
を
よ
く
理
解
し
た
と
い
わ
れ
る
彦
根
蕉
門
の
許き
ょ
り
く六

（
明
暦
二
年
〔
一
六
五
六
〕～
正
徳
五
年

〔
一
七
一
五
〕）
も
、「
俳
諧
自
讃
之
論
）
（
（

」
に

か
る
き
と
い
ふ
は
、
発
句
も
付
句
も
求
め
ず
し
て
直
に
見
る
ご
と
き
を
い
ふ
也
。
言
葉
の
容
易
な
る
、
趣
向
の
か
る
き
事
を
い
ふ
に

あ
ら
ず
。
腸
の
厚
き
所
よ
り
出
て
、
一
句
の
上
に
自
然
あ
る
事
を
い
ふ
也
。

と
述
べ
て
い
て
、
土
芳
の
主
張
と
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
「
軽
み
」
と
は
、
頭
を
使
っ
て
考
え
ず
と

も
手
に
取
る
よ
う
に
句
意
が
明
瞭
な
も
の
を
い
う
の
で
あ
り
、
簡
単
な
言
葉
を
使
っ
た
り
、
句
の
構
成
を
単
純
に
し
た
り
す
る
こ
と
で
は

な
い
。
心
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
て
、
句
の
表
現
に
自
ら
表
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
だ
」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
土
芳
と

風
は
、
最
晩
年
に
至
っ
て
、
句
作
り
に
欠
か
せ
な
い
概
念
と
な
り
、
ま
た
作
品
評
価
の
基
準
と
な
る
ほ
ど
の
重
要
な
理
念
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
芭
蕉
の
俳
諧
観
を
知
る
た
め
に
は
、「
軽
み
」
の
理
解
は
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
芭

蕉
の
「
軽
み
」
に
関
す
る
言
説
は
、
そ
の
概
念
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
作
品
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
断
片
的
な
感
想
、
批

評
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
、
従
来
の
研
究
で
は
そ
れ
ら
の
発
言
内
容
か
ら
帰
納
的
に
「
軽
み
」
の
本
質
を
導
き
出
そ
う

と
す
る
手
段
が
と
ら
れ
て
き
た
が
、
芭
蕉
が
「
軽
み
」
の
例
と
し
た
特
定
の
作
品
に
研
究
が
集
中
し
た
り
、
作
品
中
の
「
軽
み
」
要
素
の

認
定
、
す
な
わ
ち
「
ど
の
よ
う
な
点
を
「
軽
み
」
と
す
る
か
」
が
論
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
り
す
る
問
題
が
生
じ
た
。
結
果
的
に
、「
蕉

風
俳
諧
の
究
極
的
な
美
的
理
念
な
の
か
、
あ
る
い
は
蕉
風
展
開
史
上
に
お
け
る
最
終
的
な
風
調
・
句
体
な
の
か
、
は
た
ま
た
芭
蕉
晩
年
に

お
け
る
自
由
無
礙
の
芸
境
芸
位
な
の
か
、
さ
ら
に
は
造
化
に
随
い
造
化
に
か
え
る
芭
蕉
の
生
き
方
や
人
生
観
の
謂
な
の
か
）
（
（

」
等
の
議
論
が

あ
っ
て
、
現
在
に
至
っ
て
も
そ
の
評
価
は
一
定
し
な
い
。

二
　「
軽
み
」
論
へ
の
疑
問

─
心
と
言
葉

─

諸
説
に
共
通
す
る
「
軽
み
」
認
識
は
、
お
お
よ
そ
「
作
為
や
観
念
の
過
剰
を
排
し
、
日
常
性
の
中
に
、
日
常
的
な
平
易
な
こ
と
ば
に
よ

る
詩
の
創
造
の
実
現
を
め
ざ
す
理
念
）
（
（

」
と
の
規
定
に
代
表
さ
れ
る
。
し
か
し
、
夙
に
雲き

ら英
末
雄
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
）
（
（

、
芭
蕉
が

「
軽
み
」
を
唱
え
は
じ
め
た
元
禄
時
代
初
期
に
は
、
俳
壇
全
体
に
「
や
す
ら
か
な
風ふ
う
て
い体

」（
和わ
き
ゅ
う及

編
『
番ば
ん
じ
ょ
う匠

童
わ
ら
わ

』
元
禄
二
年
刊
）
が
流
行

し
て
い
て
、
日
常
的
な
題
材
と
日
常
的
な
言
葉
に
よ
る
表
現
は
、
当
時
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
芭
蕉
が
そ
う
し
た
表
現
の

み
を
庶
幾
し
て
い
た
の
な
ら
、
門
人
に
向
け
て
こ
と
さ
ら
に
「
軽
み
」
の
実
践
を
求
め
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実

際
芭
蕉
は
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
を
込
め
て
「
軽
み
」
を
説
い
た
。
こ
の
点
か
ら
、
芭
蕉
の
「
軽
み
」
唱
導
に
は
、
単
に
「
日
常
的
な
平
易
な
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来
ら
一
部
の
弟
子
た
ち
の
非
難
の
み
を
根
拠
と
し
て
、「
軽
み
」
研
究
か
ら
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
う
し
た
彼
ら
へ
の
誤

解
が
、「
軽
み
」
研
究
の
混
乱
の
一
因
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
先
行
研
究
に
お
け
る
惟
然
の
評
価

ま
ず
惟
然
に
関
し
て
は
、
鈴
木
重
雅
氏
が
昭
和
初
期
に
惟
然
の
総
合
的
研
究
に
取
り
組
み
、
惟
然
の
生
涯
と
俳
諧
活
動
、
俳
風
に
つ
い

て
豊
富
な
資
料
を
用
い
て
詳
細
に
論
じ
た
『
俳
人
惟
然
の
研
究
』（
俳
書
堂
、
一
九
三
三
年
）
を
刊
行
し
て
お
り
、
現
在
も
裨
益
す
る
と
こ

ろ
が
多
い
。
鈴
木
氏
は
、
芭
蕉
に
近
侍
し
て
い
た
時
期
の
惟
然
の
俳
風
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

芭
蕉
の
膝
下
に
教
え
を
受
け
た
の
は
暫
く
の
間
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、「
藤
の
実
」
を
見
れ
ば
分
る
様
に
、
そ
の
俳
風
は

醇
乎
と
し
て
醇
な
る
蕉
風
の
句
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
内
容
か
ら
言
へ
ば
、
客
観
的
、
叙
景
的
な
も
の
が
殆
ん
ど
全
部
を
占
め
て

居
る
。（
略
）「
藤
の
実
」
時
代
に
お
け
る
惟
然
の
句
は
彼
の
最
も
光
彩
を
放
て
る
も
の
で
あ
つ
て
、
之
を
芭
蕉
の
句
集
中
に
挿
入
し

て
置
い
て
も
、
殆
ん
ど
甄
別
し
難
き
者
、
比
々
皆
然
り
で
あ
る
。
こ
の
ま
ゝ
で
行
つ
た
な
ら
ば
、
彼
の
進
境
更
に
著
し
く
、
其
風
の

徒
を
凌
ぐ
に
至
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。

と
述
べ
、
景
気
を
重
視
し
た
初
期
の
惟
然
句
を
高
く
評
価
す
る
一
方
で
、
後
年
惟
然
が
さ
か
ん
に
取
り
組
ん
だ
口
語
調
俳
諧
に
つ
い
て
は
、

芭
蕉
の
滅
後
は
、
之
が
啓
導
の
指
針
を
失
つ
て
、
軽
洒
の
極
、
放
恣
に
流
れ
、
邪
路
に
陥
る
に
至
つ
た
の
は
、
蓋
し
、
已
む
を
得
ぬ

事
な
が
ら
深
く
惜
む
べ
き
で
あ
る
。

と
し
て
、
芭
蕉
没
後
の
惟
然
の
俳
風
を
難
じ
て
い
る
。

ま
た
「
軽
み
」
研
究
の
嚆
矢
と
し
て
知
ら
れ
る
中
村
俊
定
氏
は
、「
芭
蕉
晩
年
の
風
調
〝
か
る
み
〟
に
就
て
」（『
国
文
学
研
究
』
七
号
、

一
九
三
六
年
十
一
月
）
に
お
い
て
、『
去
来
抄
』
に
み
え
る
「（
口
語
調
句
は
）
句
と
は
見
え
ず
」「（
先
師
の
）
宣
ひ
け
る
を
聞
ま
ど
ひ
、
我

許
六
は
同
じ
こ
と
を
逆
の
方
向
か
ら
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
彼
ら
の
主
張
は
、
言
葉
の
良
し
悪
し
を
考
え
る
前
に
自
分

の
心
を
整
え
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
軽
み
」
を
実
践
す
る
上
で
不
可
欠
な
プ
ロ
セ
ス
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
点
が
他
門
の
「
や
す
ら
か
な
風
体
」
と
芭
蕉
の
「
軽
み
」
に
お
け
る
差
異
で
あ
り
、
芭
蕉
が
こ
と
さ
ら
に
「
軽
み
」
を
重
要
視
し
た

の
も
、
そ
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
縷
々
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、『
三
冊
子
』
の
引
用

部
の
少
し
前
に
は
、「
高
く
心
を
悟
り
て
俗
に
帰
れ
と
の
教
え
な
り
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
「
俗
に
帰
る
」
前
に
「
心
」
を
高
く
保
つ
こ

と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
軽
み
」
に
お
い
て
は
、
や
は
り
表
現
面
の
特
徴
だ
け
で
な
く
、「
軽
み
」
の
「
心
」
と
は
何
か
、

「
重
み
」
の
「
心
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
が
必
要
と
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
蕉
門
俳
人
へ
の
注
目

本
書
で
惟
然
と
支
考
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
よ
る
。
惟
然
は
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）、
支
考
は
同
三
年
の
入

門
で
あ
り
、
実
際
に
親
炙
し
た
期
間
は
決
し
て
長
く
な
い
が
、
芭
蕉
の
最
後
の
旅
と
な
っ
た
同
七
年
の
大
坂
行
に
同
道
す
る
な
ど
、
芭
蕉

か
ら
か
な
り
信
頼
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
期
間
を
通
じ
て
芭
蕉
が
意
識
的
に
相
当
の
力
を
こ
め
て
取

り
組
ん
だ
テ
ー
マ
こ
そ
が
「
軽
み
」
で
あ
っ
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
最
晩
年
の
芭
蕉
は
、
周
囲
の
俳
諧
作
者
の
評
価
に
あ
た
っ
て
「
軽
み
」
に
合
致
す
る
作
品
を
賞
賛
し
、
そ
こ
か
ら
遠

い
も
の
ほ
ど
厳
し
く
批
判
す
る
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
す
で
に
、「
軽
み
」
が
芭
蕉
の
作
品
評
価
の
基
準
と
し
て
、
ま
た

到
達
す
べ
き
理
想
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
惟
然
や
支
考
は
「
軽
み
」
の
唱
道
者
と
し
て

の
芭
蕉
に
親
し
み
、
芭
蕉
の
側
で
は
、
彼
ら
に
「
軽
み
」
の
実
践
者
と
し
て
の
素
質
を
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
芭
蕉
と
「
軽
み
」
の
時
代
を
共
有
し
た
惟
然
と
支
考
も
、
十
分
な
俳
論
研
究
、
作
品
研
究
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
許
六
や
去
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以
上
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
惟
然
の
口
語
調
俳
諧
と
蕉
風
、
特
に
「
軽
み
」
と
の
関
係
性
が
論
点
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
意
見
の
対
立
が
あ
っ
て
、
い
ま
だ
明
確
な
解
決
を
み
て
い
な
い
。
本
書
で
は
、
惟
然
の
句
の
表
現
、
俳

論
、
人
生
観
の
各
方
面
か
ら
そ
の
特
徴
を
探
り
、「
軽
み
」
と
の
関
係
を
論
じ
る
。

五
　
先
行
研
究
に
お
け
る
支
考
の
評
価

ま
と
ま
っ
た
支
考
研
究
の
嚆
矢
と
し
て
は
、
各
務
虎
雄
氏
の
『
俳
文
学
研
究
』（
文
学
社
、
一
九
三
七
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
書
で
は

「
支
考
系
譜
」
に
お
い
て
支
考
一
族
の
系
譜
を
探
り
、「
誹
・
俳
観
」「
平
話
論
」「
変
化
論
」「
姿
情
論
」「
虚
実
論
」
の
五
項
目
を
設
け
て

そ
の
俳
論
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
芭
蕉
の
祖
述
を
含
む
俳
論
と
し
て
正
当
に
扱
っ
て
お
り
、
分
析
も
支
考
の
著
述
を
縦
横

に
用
い
て
詳
細
に
行
っ
て
い
る
が
、「
軽
み
」
に
直
接
関
連
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
説
い
て
は
い
な
い
。

ま
た
、
乾
裕
幸
氏
の
「
か
る
み
へ
の
展
開
」（『
初
期
俳
諧
の
展
開
』
桜
楓
社
、
一
九
六
八
年
）
で
は
、「
句
姿
・
し
を
り
」
と
「
談
林
的

軽
み
（
拍
子
・
遣
句
）」
を
止
揚
し
た
と
こ
ろ
に
蕉
門
の
「
軽
み
」
が
あ
る
と
し
、
こ
れ
は
支
考
の
「
詞
の
拍
子
に
か
ゝ
る
時
は
、
か
な
ら

ず
姿
を
忘
る
ゝ
物
也
」（『
十
論
易
弁
抄
』）
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

ま
た
、
早
く
か
ら
支
考
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
、
論
じ
て
き
た
の
は
堀
切
実
氏
で
あ
る
。
同
氏
は
「『
続
猿
蓑
』
試
論
」（『
文
学
』
一

九
六
九
年
二
月
号
、
同
年
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書 

芭
蕉
Ⅰ
』
に
収
録
）
に
お
い
て
、
従
来
支
考
の
偽
選
説
が
濃
い
影
を
落
と
し
て
い
た

『
続
猿
蓑
』
の
価
値
を
再
評
価
し
、
そ
の
編
纂
事
情
と
作
品
評
価
の
両
面
か
ら
こ
れ
を
と
ら
え
な
お
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
後
者
の
作
品

分
析
に
お
い
て
「
軽
み
」
に
言
及
し
、『
続
猿
蓑
』
の
連
句
「
猿
蓑
に
」
の
巻
、「
八
九
間
」
の
巻
の
表
現
を
『
猿
蓑
』『
炭
俵
』
の
連
句

作
品
と
比
較
す
る
。
そ
の
結
果
、
同
氏
は
『
続
猿
蓑
』
の
作
品
の
特
徴
と
し
て
、
①
素
材
に
お
け
る
世
俗
の
生
活
の
俳
諧
化
、
②
表
現
に

お
け
る
具
象
性
、
イ
メ
ー
ジ
の
尊
重
、
③
伝
統
的
抒
情
性
へ
の
憧
憬
と
興
趣
的
展
開
の
傾
向
、
の
三
点
を
指
摘
す
る
。
①
、
②
は
「
軽

が
得
手
に
ひ
き
か
け
」
た
も
の
と
す
る
惟
然
批
判
を
引
き
、
惟
然
の
口
語
調
は
「
軽
み
」
の
「
皮
相
な
模
倣
」
で
あ
り
、「
安
易
な
邪
道
」

に
陥
っ
た
結
果
だ
と
し
て
い
る
。

ま
た
復
本
一
郎
氏
も
論
考
「
か
る
み
の
論
─
惟
然
を
追
っ
て
─
」（『
元
禄
文
学
の
開
花
Ⅱ
』
勉
誠
社
、
一
九
九
二
年
）
で
惟
然
の
俳
風
と

「
軽
み
」
と
を
比
較
し
て
論
じ
た
が
、
最
終
的
に
は
鈴
木
氏
と
同
様
に
、
元
禄
七
年
に
惟
然
が
編
ん
だ
『
藤
の
実
』
を
「
軽
み
」
の
選
集

と
認
め
つ
つ
、
後
の
口
語
調
俳
諧
の
評
価
に
関
し
て
は
去
来
の
言
に
賛
同
す
る
。

し
か
し
近
年
、
こ
れ
を
蕉
風
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
説
も
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
小
瀬
渺
美
氏
は
、「
蕉
門
に
お
け
る
惟
然

─
軽
み
を
中
心
と
し
た
俳
諧
系
譜
─
」（
さ
る
み
の
会
『
東
海
の
俳
諧
史
』
泰
文
堂
、
一
九
六
九
年
）
に
お
い
て
、
後
年
の
惟
然
の
創
作
態

度
に
「
軽
み
」
の
自
覚
が
あ
る
と
し
、
そ
の
作
品
に
つ
い
て
も
「
惟
然
が
芭
蕉
に
師
事
し
た
時
期
の
、
芭
蕉
の
俳
諧
理
念
に
ど
こ
か
で
か

か
わ
る
作
家
的
血
脈
の
上
に
あ
っ
た
一
つ
の
実
り
」
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
沢
木
美
子
氏
は
、
鈴
木
氏
以
来
の
惟
然
に
関
す
る
単
著
と
し
て
『
風
羅
念
仏
に
さ
す
ら
う
─
口
語
俳
句
の
祖
惟
然
坊
評
伝
─
』

（
翰
林
書
房
、
一
九
九
九
年
）
を
刊
行
し
、
惟
然
の
生
涯
や
関
で
の
評
価
、
遺
品
に
つ
い
て
新
た
な
資
料
も
提
示
し
な
が
ら
論
じ
、
惟
然
が

芭
蕉
供
養
の
た
め
に
制
作
し
た
和
讃
「
風
羅
念
仏
」
の
再
現
に
努
め
た
。
沢
木
氏
は
、
右
の
著
書
に
お
い
て
、
惟
然
の
口
語
調
句
を
芭
蕉

の
俳
諧
観
に
呼
応
す
る
「
軽
快
句
」
で
あ
る
と
し
、
小
瀬
氏
と
同
様
に
芭
蕉
の
「
軽
み
」
の
影
響
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
中
森
康
之
氏
も
、

「
蕉
門
を
彩
る
人
々
」（
佐
藤
勝
明
氏
編
『
松
尾
芭
蕉
』、
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
に
惟
然
を
取
り
上
げ
、
後
年
の
俳
諧
活
動
を
含
む
生

活
全
般
を
芭
蕉
の
「
無
分
別
」
や
「
軽
み
」
の
実
践
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
堀
切
実
氏
は
、「
芭
蕉
晩
年
の
『
か
る
み
』
の
風
に
同
調

し
な
い
門
人
が
生
じ
た
の
は
な
ぜ
か
」（『
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
三
十
六
巻
十
三
号
、
学
燈
社
、
一
九
九
一
年
十
一
月
）
に
お
い
て
、

惟
然
を
「
軽
み
」
か
ら
の
逸
脱
者
で
あ
る
と
し
つ
つ
、「
惟
然
の
〝
蕉
風
〟」（『
芭
蕉
と
俳
諧
史
の
展
開
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
）
に

お
い
て
は
、
口
語
表
現
を
用
い
た
句
に
も
芭
蕉
と
同
質
の
滑
稽
性
・
主
観
的
判
断
に
よ
る
表
現
法
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
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六
　
本
書
の
構
成

右
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
以
下
で
は
具
体
的
に
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
る
。

第
一
部
「
芭
蕉
の
「
軽
み
」
解
釈
」
で
は
、
近
代
以
降
現
在
ま
で
の
「
軽
み
」
研
究
文
献
に
お
い
て
、
何
が
「
軽
み
」
と
さ
れ
て
き
た

の
か
を
探
り
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
新
た
な
視
座
を
提
示
す
る
。

第
一
章
「
先
行
研
究
に
お
け
る
評
価
」
で
は
、
現
在
ま
で
に
公
表
さ
れ
て
き
た
俳
文
学
関
係
の
論
文
の
う
ち
、
芭
蕉
の
「
軽
み
」
に
つ

い
て
言
及
し
た
も
の
を
挙
げ
、
そ
の
成
果
を
整
理
す
る
。
こ
れ
ま
で
「
軽
み
」
に
関
わ
る
論
考
は
多
数
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
論
者
の
注

目
す
る
点
や
扱
う
資
料
が
異
な
る
た
め
、
そ
の
結
論
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
第
一
節
「「
軽
み
」
論
の
史
的
展
開
」
で
は
、
概
念
論
か
ら

作
品
論
へ
の
移
行
、
概
念
論
と
し
て
の
展
開
、
考
証
学
的
な
視
点
、
連
句
へ
の
着
目
、
撰
集
論
へ
の
展
開
、
相
対
化
の
試
み
、
門
人
の

「
軽
み
」
論
の
七
項
目
を
立
て
、
研
究
史
の
流
れ
を
追
っ
た
（
文
献
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
従
来
作
成
さ
れ
て
い
る
「
軽
み
」
研
究
の
リ
ス

ト
を
参
照
し
た
）。
第
二
節
「「
軽
み
」
研
究
史
の
概
観
」
で
は
、
従
来
の
論
説
の
方
向
性
が
表
現
の
特
徴
を
定
め
る
こ
と
に
偏
り
、
思
想

的
側
面
に
つ
い
て
は
各
論
者
の
見
方
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
現
状
を
指
摘
し
た
。

第
二
章
「「
花
見
の
句
の
か
か
り
」
考
」
で
は
、
元
禄
三
年
作
の
芭
蕉
の
花
見
の
句
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
軽
み
」
の
要
素
、
す
な
わ

ち
通
俗
性
の
志
向
と
リ
ズ
ム
の
追
求
が
、
本
来
の
芭
蕉
の
意
図
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、『
三
冊
子
』
に
い
う

「
か
か
り
」
の
語
義
の
検
証
を
通
し
て
、
芭
蕉
が
当
該
句
に
こ
め
た
「
軽
み
」
の
思
想
的
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
部
「
惟
然
に
お
け
る
軽
み
の
展
開
」
で
は
、
芭
蕉
入
門
後
の
惟
然
が
芭
蕉
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
築
き
、
ま
た
芭
蕉
が
さ
か
ん

に
説
い
た
「
軽
み
」
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
を
、
具
体
的
な
事
実
と
作
品
に
基
づ
い
て
検
討
す
る
。

第
一
章
「
惟
然
と
芭
蕉
」
で
は
、
惟
然
の
入
門
か
ら
芭
蕉
の
死
没
ま
で
の
両
者
の
交
流
を
た
ど
り
、
芭
蕉
が
そ
の
最
晩
年
の
旅
に
惟
然

み
」
の
風
調
の
具
体
相
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
が
、
③
は
『
炭
俵
』『
深
川
』『
別
座
鋪
』
以
来
「
軽
み
」
か
ら
失
わ
れ
つ
つ

あ
っ
た
「
伝
統
的
叙
情
性
の
回
復
」
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
と
推
定
し
た
。『
続
猿
蓑
』
は
実
質
的
に
芭
蕉
・
支
考
の
共
編
で
あ
り
、

「
猿
蓑
に
」
の
巻
は
芭
蕉
・
惟
然
と
の
三
吟
で
あ
る
。
こ
の
点
、
支
考
と
「
軽
み
」
の
関
連
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。

堀
切
氏
は
、
初
期
の
論
考
を
『
蕉
風
俳
論
の
研
究
─
支
考
を
中
心
に
─
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
二
年
）
に
ま
と
め
、
支
考
の
姿
情
論

に
お
い
て
「
軽
み
」
の
風
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
支
考
は
「
姿
」
の
重
視
に
と
も
な
っ
て
「
理
屈
」
の
排
斥
を
説
く
が
、「
理
屈
」

は
従
来
「
軽
み
」
論
に
お
い
て
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
重
み
」
や
「
ね
ば
り
」
の
一
つ
で
あ
り
、「
姿
」
が
「
新
し
み
」
や
「
流
行
」
と

と
も
に
説
か
れ
る
点
で
、「
軽
み
」
に
深
く
関
連
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
『
俳
聖
芭
蕉
と
俳
魔
支
考
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
は
、「
軽
み
」
の
風
を
「
題
材
に
お
け
る
日
常
性
と
そ
れ
に

伴
う
表
現
に
お
け
る
平
明
性
」
と
し
て
ふ
ま
え
、
支
考
は
「
俗
談
平
話
」
の
思
想
と
「
姿
先
情
後
」
の
説
に
よ
っ
て
「
軽
み
」
を
継
承
し

た
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
中
森
康
之
氏
は
『
芭
蕉
の
正
統
を
継
ぎ
し
も
の
─
支
考
と
美
濃
派
の
研
究
─
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
八
年
二
月
）
に
お
い
て
、

従
来
難
解
・
衒
学
的
と
し
て
閑
却
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
解
釈
も
困
難
で
あ
っ
た
支
考
の
思
想
性
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
内
実
を
「
心
と
言

葉
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
俳
諧
観
に
あ
る
と
し
た
。
と
く
に
従
来
、
虚
と
実
に
分
け
て
説
か
れ
て
い
た
虚
実
論
を
、「
虚
実

自
在
」
と
い
う
一
つ
の
は
た
ら
き
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
核
を
「
人
情
の
機
微
を
敏
感
に
察
知
で
き
る
臨
機
応
変
の
自
在
な
心
」
だ
と
規

定
し
た
。
た
だ
し
、
同
書
で
は
「
軽
み
」
に
関
す
る
直
接
的
な
言
及
は
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
支
考
俳
論
に
お
け
る
近
年
の
成
果
は
堀
切
氏
や
中
森
氏
の
研
究
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
堀
切
氏

が
指
摘
し
た
姿
情
論
・
俗
談
平
話
に
お
け
る
表
現
論
と
し
て
の
「
軽
み
」
や
、
中
森
氏
が
論
じ
た
思
想
的
な
側
面
を
ふ
ま
え
、
支
考
の

「
軽
み
」
を
構
造
的
に
捉
え
て
み
た
い
。
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支
考
の
経
歴
と
俳
論
を
整
理
し
て
、
そ
の
言
説
が
芭
蕉
の
教
導
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

第
一
章
「
支
考
と
芭
蕉
」
で
は
、
支
考
の
経
歴
と
芭
蕉
と
の
交
流
を
、
第
一
節
「
芭
蕉
入
門
前
の
支
考
」・
第
二
節
「
蕉
風
俳
諧
と
の

出
会
い
」・
第
三
節
「
芭
蕉
随
伴
期
の
支
考
」
の
三
期
に
分
け
て
整
理
し
た
。
惟
然
と
同
様
、
支
考
も
晩
年
の
芭
蕉
に
高
く
評
価
さ
れ
信

頼
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
章
で
は
具
体
的
な
資
料
に
よ
っ
て
こ
れ
を
追
認
し

た
。第

二
章
「
支
考
の
表
現
と
思
想
」
で
は
、
支
考
の
俳
論
や
思
想
の
な
か
に
み
え
る
「
軽
み
」
の
要
素
に
つ
い
て
論
じ
た
。
第
一
節
「
支

考
俳
論
の
特
殊
性
」
で
は
、
支
考
の
俳
論
が
他
の
門
人
た
ち
の
聞
書
的
な
俳
論
と
は
異
な
り
、
一
定
の
体
系
性
を
も
っ
て
構
築
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
第
二
節
「
俗
談
平
話
を
正
す
」・
第
三
節
「
姿
情
の
論
」
で
は
、
従
来
か
ら
「
軽
み
」
の
影
響
と
し
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
俗
談
平
話
お
よ
び
姿
情
論
に
つ
い
て
、
心
と
こ
と
ば
の
一
体
化
、
人
間
の
精
神
的
融
和
を
目
指
す
点
に
、
支
考
な
り
の
「
軽

み
」
の
展
開
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
四
節
「
支
考
の
思
想
と
生
き
方
─
世
情
の
人
和
─
」
で
は
、
そ
う
し
た
人
間
精
神
と

俳
諧
と
の
関
わ
り
に
見
出
さ
れ
る
支
考
の
「
軽
み
」
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

第
三
章
「
支
考
と
地
方
俳
壇
」
で
は
、
支
考
の
地
方
で
の
蕉
風
唱
導
の
あ
り
方
を
、
具
体
的
な
資
料
を
挙
げ
て
論
じ
た
。
ま
ず
第
一
節

「
支
考
の
地
方
行
脚
」
に
お
い
て
、
彼
の
生
涯
に
お
け
る
行
脚
と
俳
論
書
制
作
と
の
関
係
を
整
理
し
、
第
二
節
「『
東
西
夜
話
』
の
「
軽

み
」」
で
は
、
北
陸
で
の
現
地
俳
人
へ
の
指
導
内
容
を
『
東
西
夜
話
』
に
よ
っ
て
確
認
し
、「
風
雅
は
す
な
ほ
な
る
べ
し
」「
物
の
あ
く
ま

で
見
る
ま
じ
き
い
さ
め
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
教
説
の
な
か
に
「
軽
み
」
が
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
第
三
節
　「
仮
名
碑

建
立
と
仮
名
詩
」
で
は
、
京
都
双
林
寺
の
仮
名
碑
建
立
事
業
の
内
容
と
、
仮
名
碑
か
ら
仮
名
詩
へ
の
展
開
を
整
理
し
、
支
考
な
り
に
芭
蕉

の
俳
諧
観
を
後
世
に
伝
え
る
べ
く
行
っ
た
顕
彰
活
動
と
し
て
、
彼
の
俳
論
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。

以
上
、
本
書
で
は
三
部
八
章
に
わ
た
り
、
惟
然
・
支
考
と
芭
蕉
の
「
軽
み
」
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
た
論
を
展
開
し
、
全
体
の
総
括

を
随
行
さ
せ
、
彼
の
作
風
や
人
格
を
賞
賛
し
て
い
た
こ
と
を
資
料
に
よ
っ
て
示
す
。

第
二
章
「
惟
然
の
表
現
と
思
想
」
で
は
、
惟
然
が
芭
蕉
か
ら
受
け
継
い
だ
特
徴
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
表
現
と
思
想
の
両
面
か
ら
論
じ
る
。

第
一
節
「
惟
然
の
口
語
調
俳
諧
に
対
す
る
批
判
」
で
は
、
去
来
・
許
六
ら
に
始
ま
る
惟
然
批
判
の
論
調
を
整
理
し
、
芭
蕉
没
後
の
口
語
調

俳
諧
に
批
判
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
第
二
節
「
元
禄
七
年
以
前
の
俳
風
」・
第
三
節
「
元
禄
八
年
以
降
の
俳
論
と
俳
風
」

で
は
、
芭
蕉
生
前
・
没
後
に
お
け
る
惟
然
の
作
風
を
比
較
し
、
芭
蕉
没
後
の
逸
脱
と
さ
れ
た
口
語
表
現
も
、
芭
蕉
生
前
か
ら
そ
の
指
導
に

し
た
が
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
四
節
「「
あ
だ
な
る
風
」
と
「
軽
み
」」
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
出
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
惟
然
と
芭
蕉
の
作
風
の
共
通
点
を
、
去
来
が
伊
賀
の
俳
風
と
し
て
示
し
た
「
あ
だ
な
る
風
」
の
視
点
か
ら
指
摘
し
た
。

第
五
節
「
惟
然
の
思
想
と
生
き
方
─
「
か
ろ
き
生
涯
」
の
知
足
─
」
で
は
、
そ
う
し
た
作
風
を
支
え
て
い
る
両
者
の
思
想
的
な
つ
な
が

り
を
「
知
足
」
と
い
う
側
面
か
ら
説
明
し
、
こ
れ
も
「
軽
み
」
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

第
三
章
「
惟
然
と
地
方
俳
壇
」
で
は
、
惟
然
が
地
方
行
脚
の
な
か
で
説
い
た
俳
談
と
、
芭
蕉
顕
彰
の
事
跡
を
取
り
上
げ
、
両
者
と
も
に

「
軽
み
」
を
根
底
と
す
る
芭
蕉
と
の
つ
な
が
り
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
一
節
「
惟
然
の
地
方
行
脚
と
そ
の
特
色
」

で
は
、
惟
然
が
芭
蕉
没
後
に
行
っ
た
行
脚
の
概
略
を
示
し
、
第
二
節
「
朱
拙
と
惟
然
─
『
梅
桜
』『
け
ふ
の
昔
』
の
俳
論
─
」・「
第
三
節
　

千
山
と
『
二
葉
集
』」
で
は
、
九
州
行
脚
・
播
州
行
脚
に
よ
っ
て
知
遇
を
得
た
朱し
ゅ
せ
つ拙

・
千せ
ん
ざ
ん山

と
の
関
わ
り
や
、
現
地
で
説
か
れ
た
俳
論
が

彼
ら
の
俳
諧
活
動
に
与
え
た
影
響
を
考
察
す
る
。
第
四
節
「
惟
然
の
芭
蕉
顕
彰
─
風
羅
念
仏
と
芭
蕉
像
─
」
で
は
、
第
三
節
と
も
関
わ

る
惟
然
の
俳
諧
活
動
と
し
て
、
芭
蕉
像
の
建
立
や
風
羅
念
仏
の
創
作
に
つ
い
て
も
触
れ
、
惟
然
の
「
軽
み
」
的
生
き
方
の
多
様
性
に
つ
い

て
考
え
た
。

第
三
部
「
支
考
に
お
け
る
軽
み
の
展
開
」
で
は
、
同
門
俳
人
か
ら
の
攻
撃
に
よ
っ
て
長
ら
く
「
俗
臭
の
多
い
野
心
家
」
と
い
う
先
入
観

の
も
と
に
、
信
頼
に
値
し
な
い
人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
支
考
を
取
り
上
げ
、
惟
然
と
と
も
に
「
軽
み
」
唱
導
期
の
芭
蕉
に
随
時
し
た
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第
一
部
　
芭
蕉
の
「
軽
み
」
解
釈

は
巻
末
の
「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
行
っ
た
。

注

（
（
） 『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）
の
「
か
る
み
」
の
項
（
堀
信
夫
執
筆
）
に
よ
る
。

（
（
） 

中
野
沙
恵
「
か
る
み
」『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
三
十
巻
十
号
（
特
集
・
古
典
文
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
、
一
九
八
五
年
九
月
）

（
（
） 「
元
禄
俳
壇
と
芭
蕉
」（『
芭
蕉
講
座
』
第
三
巻
（
有
精
堂
、
一
九
八
三
年
）、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

元
禄
俳
諧
集
』
解
説
（
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年
）。
た
だ
し
雲
英
氏
は
、
当
代
俳
壇
に
お
け
る
芭
蕉
の
特
殊
性
も
認
め
て
お
り
、
点
業
を
捨
て
た
こ
と
、
新
風
の
希
求
、
造

化
随
順
の
思
想
な
ど
を
そ
の
具
体
相
と
し
て
挙
げ
る
。

（
（
） 

引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 

古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

（
（
） 

元
禄
十
一
年
成
立
、
の
ち
『
俳
諧
問
答
』
と
し
て
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
に
刊
行
。


