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「
承
や
び
」
は
動
詞
「
承
や
ぶ
」
の
名
詞
化
し
た
も
の
で
、
「
承
や
ぶ
」
は

「
象
や
」
（
宮
・
御
屋
）
に
「
神
ぶ
」
「
荒
ぶ
」
「
ち
は
や
ぶ
」
な
ど
と
同
じ
接
尾

語
の
つ
い
た
語
と
い
わ
れ
る
。
和
語
と
し
て
も
古
く
か
ら
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
風
流
」
「
風
流
士
」
「
遊
士
」
「
風
流
娘
子
」
「
美
也
備
（
動
詞
）
」
と
し

て
み
え
る
万
葉
の
「
承
や
び
」
は
、
八
世
紀
は
じ
め
か
ら
中
期
に
ほ
ぼ
集
中
す

（１）る。
『
万
葉
集
』
に
と
っ
て
の
「
風
流
」
ｌ
「
承
や
び
」
は
「
胄
丹
吉
奈
良
の

都
」
と
詠
ま
れ
た
大
陸
風
の
色
鮮
や
か
な
都
市
、
平
城
京
の
成
立
と
密
接
に
か

（２）

か
わ
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

「
風
流
」
ｌ
「
承
や
ぶ
」
（
動
詞
）
・
「
承
や
び
」
を
仮
に
別
の
語
で
説
明
す

る
と
す
れ
ば
、
宮
廷
を
形
成
す
る
し
わ
ざ
、
い
か
に
も
宮
廷
ふ
う
の
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。
後
期
万
葉
が
、
平
安
文
学
へ
と
つ
ら
な
る
水
脈
の
中
で
醸

成
し
つ
つ
あ
っ
た
、
独
特
の
表
現
空
間
や
表
現
行
為
を
「
風
流
」
Ｉ
「
承
や

（３）

ぶ
」
「
承
や
び
」
を
手
掛
り
に
探
ろ
う
と
思
う
。

ゑたい。
！
集
・
後
期
万
葉

１
前
采
女
の
活
躍

ま
ず
は
巻
十
六
の
歌
の
由
縁
に
「
風
流
び
た
る
娘
子
」
と
評
さ
れ
る
、
「
前

後
期
万
葉
の
特
質
を
「
風
流
」
Ｉ
「
承
や
び
」
と
い
う
こ
と
か
ら
と
ら
え
て
の
采
女
」
に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

後
期
万
葉
と
「
風
流
」

さ
き

由
縁
に
よ
れ
ば
、
「
前
の
采
女
」
は
「
風
流
び
た
る
娘
子
」
だ
っ
た
が
、
捧

げ
持
つ
眼
前
の
盃
を
浅
い
山
の
井
に
見
た
て
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
の

怒
り
を
解
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
采
女
が
酒
や
歌
を
奉
り
、
天
皇
の
怒
り

を
鎮
め
た
話
な
ら
『
記
』
『
紀
』
に
も
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
、
巻
十
六
の
由

縁
も
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
。

た
と
え
ば
「
豊
楽
」
の
折
、
三
重
采
女
が
槻
の
葉
が
浮
い
て
い
る
の
を
知
ら

ず
に
な
お
も
大
御
酒
を
奉
っ
て
、
天
皇
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
が
、
「
天
語

安
積
香
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
き
心
を
吾
が
念
は
莫
く
に（媚一六一毎

右
の
歌
、
伝
へ
て
云
は
く
、
蔦
城
王
、
陸
奥
国
に
遣
は
さ
れ
る
時
に
、

国
司
の
祇
承
、
緩
怠
な
る
こ
と
異
に
甚
だ
し
。
こ
こ
に
王
の
意
悦
び
ず

し
て
、
怒
り
の
色
面
に
顕
れ
ぬ
。
飲
饒
を
設
け
た
れ
ど
、
肯
へ
て
宴
楽

猪
股
と
き
わ

せ
ず
。
こ
こ
に
前
の
采
女
あ
り
、
風
流
び
た
る
娘
子
な
り
。
左
手
に
腸

を
捧
げ
、
右
手
に
水
を
持
ち
、
王
の
膝
を
撃
ち
て
、
こ
の
歌
を
詠
む
。

す
な
は
ち
王
の
意
解
け
悦
び
て
、
楽
飲
す
る
こ
と
終
日
な
り
、
と
い
ふ
。
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傍
線
部
「
温
雅
」
が
古
典
文
学
大
系
本
の
『
紀
』
で
は
『
名
義
抄
』
に
よ
っ
て

「
承
や
び
か
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
采
女
日
媛
の
「
形
容
温
雅
」
は
「
面
貌
端
麗
」
と
対
句
に
な
っ
て
、

姿
・
形
の
す
ば
ら
し
さ
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
大
化
改
新
の
詔
に
も
「
凡
そ
采

女
は
郡
少
領
以
上
の
姉
妹
及
び
子
女
の
形
容
端
麗
な
る
も
の
を
貢
げ
」
と
あ
っ

て
、
通
説
で
も
采
女
は
い
わ
ゆ
る
美
し
い
女
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
『
雄
略
紀
』
の
日
媛
説
話
は
、
な
ぜ
采
女
の
外
見
は
す
ば
ら
し

く
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
の
起
源
を
も
の
が
た
る
と
読
む
こ
と
が
で
き

よ
う
。
采
女
の
「
温
雅
」
「
端
麗
」
と
い
っ
た
外
見
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
「
国

内
に
居
る
民
」
が
皆
振
い
怖
じ
、
「
皇
太
后
と
皇
后
」
も
ひ
ど
く
か
し
こ
ん

だ
、
鎮
め
よ
う
も
な
く
荒
々
し
い
天
皇
の
怒
り
を
和
ら
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
こ
そ
必
要
と
さ
れ
た
。

『
記
』
『
紀
』
の
荒
々
し
く
怒
る
天
皇
と
、
そ
れ
を
歌
や
姿
に
よ
っ
て
鎮
め

る
采
女
と
の
関
係
は
始
原
的
に
は
、
三
重
や
倭
と
い
っ
た
土
地
の
共
同
体
を
訪

（４）

れ
る
神
と
神
を
迎
え
る
女
と
の
関
係
に
遡
る
だ
ろ
う
。
士
地
の
共
同
体
を
代
表

す
る
女
の
力
に
よ
っ
て
、
神
は
そ
の
地
に
迎
え
ら
れ
鎮
ま
り
、
共
同
体
に
は
豊

歌
」
を
献
じ
て
ゆ
る
さ
れ
た
の
は
有
名
で
あ
る
（
雄
略
記
）
。
ま
た
ひ
ど
く
怒
っ

た
ま
ま
吉
野
か
ら
宮
中
に
も
ど
っ
た
天
皇
を
、
倭
の
采
女
日
媛
が
酒
を
捧
げ
て

迎
え
る
と
、
怒
り
は
一
転
し
て
「
顔
色
悦
色
」
に
な
っ
た
が
、
こ
の
日
媛
は

「
承
や
び
」
な
采
女
で
も
あ
っ
た
。

→
：
…
倭
の
采
女
日
媛
を
し
て
酒
を
挙
げ
て
迎
へ
進
ら
し
む
。
天
皇
、
采
女

の
面
貌
端
麗
、
形
容
温
雅
を
見
し
て
、
乃
ち
顔
色
悦
色
び
た
ま
ひ
て
…
…

（雄略紀）

穣
や
繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
巻
十
六
の
「
安
積
山
・
…
：
」
の

歌
と
由
縁
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
祇
承
」
を
行
う
「
国
司
」
は
か
つ
て
の
土
地
の
豪
族
の
位
置
に
あ
り
、
陸

奥
国
を
代
表
す
る
采
女
が
、
天
皇
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
王
に
歌
を
奉
る
。
盃
を
歌

に
よ
っ
て
別
の
も
の
に
見
た
て
る
手
法
は
、
「
天
語
歌
」
に
通
じ
て
も
い
る
。

「
安
積
山
」
が
陸
奥
国
の
地
名
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
土
地
の
名
は
土
地
の
起
源

に
か
か
わ
る
も
の
だ
か
ら
、
起
源
を
奉
ら
れ
た
王
は
神
と
し
て
称
え
ら
れ
た
こ

と
に
な
ろ
う
。
結
局
葛
城
王
は
神
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
怒
り
を

収
め
た
、
と
ゑ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
巻
十
六
の
前
采
女
と
王
と
の
関
係
は

明
ら
か
に
天
皇
と
采
女
、
さ
ら
に
は
神
と
神
を
迎
え
る
女
の
関
係
を
再
現
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
陸
奥
国
で
活
躍
し
た
の
は
、
現
役
の
采
女
で
な
く
「
前
の
采
女
」
で

あ
っ
た
点
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

采
女
に
は
任
期
が
な
い
の
で
、
「
前
の
采
女
」
に
は
特
殊
な
事
情
が
考
え
ら

れ
る
。
養
老
六
（
七
二
二
）
年
に
陸
奥
国
周
辺
の
情
勢
不
安
定
を
理
由
に
采
女
貢

進
が
廃
止
さ
れ
た
（
続
紀
）
。
陸
奥
国
か
ら
の
采
女
貢
進
は
、
太
宝
二
（
七
○
二
）

年
時
点
に
は
ま
だ
は
じ
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
（
続
紀
）
の
で
、
こ
の
廃
止
は
貢

進
開
始
直
後
の
こ
と
に
な
る
。
律
令
制
度
が
、
少
な
く
と
も
辺
境
の
地
陸
奥
国

の
采
女
貢
進
に
関
し
て
は
、
浸
透
す
る
間
も
な
く
動
揺
を
き
た
し
て
い
た
の
を

（５）

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

養
老
六
年
の
陸
奥
国
采
女
廃
止
は
、
「
前
の
采
女
」
に
ま
つ
わ
る
、
い
わ
ゆ

る
歴
史
的
な
事
情
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
意
外
に
無
視
で
き
な
い
重
要
な
問
題

を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
は
「
職
能
民
」
な
い
し
「
民
間
の
芸
能
者
」
の
成

立
を
か
い
ま
承
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
網
野
善
彦
に
よ
れ
ば
、
律
令
制

の
弛
緩
・
変
質
の
過
程
で
諸
官
司
の
下
に
あ
っ
た
多
様
な
職
能
民
が
独
自
に
職
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特集・後期万葉

律
令
制
の
弛
緩
・
変
質
を
要
因
と
し
、
職
能
者
た
ち
が
宮
廷
を
離
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
職
能
民
」
や
「
民
間
の
芸
能
者
」
が
成
立
し
た
、
と
網
野
は
い

う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
宮
廷
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
次
に
風
流
び
と
歌
垣
と

の
関
連
を
糸
口
に
、
表
現
な
い
し
広
く
表
現
行
為
の
問
題
と
し
て
の
八
世
紀
の

（７）

宮
廷
な
る
も
の
を
か
い
ま
み
て
み
た
い
。

能
集
団
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
「
国
家
的
な
保
証
を
期
待

し
え
な
く
な
っ
た
後
宮
十
二
司
に
属
す
る
女
性
官
人
の
中
で
、
芸
能
を
身
に
つ

け
た
女
性
を
は
じ
め
、
下
級
の
女
性
官
人
た
ち
が
、
独
自
の
女
性
職
能
集
団
と

し
て
の
遊
女
の
一
つ
の
中
心
を
な
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い

（６）う。
網
野
の
想
定
す
る
の
は
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

八
世
紀
、
北
の
先
端
に
「
前
の
采
女
」
の
登
場
す
る
の
と
ち
ょ
う
ど
前
後
し

て
、
南
の
大
宰
府
に
万
葉
の
遊
女
た
る
「
遊
行
女
婦
」
が
登
場
す
る
の
だ
（
６

《麦三Ｊ！六）Ｏ
「
前
の
采
女
」
の
「
風
流
び
」
は
「
遊
行
女
婦
」
の
成
立
と
か
か
わ
っ
て
い

る
。
日
媛
と
ち
が
っ
て
、
前
采
女
は
そ
の
姿
の
「
風
流
び
」
な
様
が
怒
り
を
鎮

め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
の
「
風
流
び
」
の
本
質
は
、
王
の
怒
り
を

解
い
た
と
い
う
結
果
や
、
そ
の
力
に
は
な
い
。
「
安
積
山
」
の
歌
は
も
ち
ろ

ん
、
歌
を
よ
む
時
の
「
左
手
に
腸
を
捧
げ
、
右
手
に
水
を
持
ち
、
王
の
膝
を
撃

ち
て
」
と
い
う
所
作
を
も
ふ
く
め
た
、
そ
の
場
で
の
表
出
行
為
そ
の
も
の
が
、

「
風
流
び
」
と
評
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
「
職
能
民
」
な

い
し
「
民
間
の
芸
能
者
」
の
成
立
は
、
今
表
現
の
側
か
ら
と
ら
え
か
え
せ
ば
、

歌
や
し
ぐ
さ
や
音
曲
な
ど
の
技
が
、
表
現
行
為
そ
の
も
の
と
し
て
熟
練
し
て
い

く
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

２
宮
廷
と
歌
垣
ｌ
側

天
平
八
（
七
三
六
）
年
十
二
月
に
歌
舞
所
の
貴
族
た
ち
が
葛
井
広
成
の
家
で
宴

を
開
い
た
。
「
古
曲
二
節
」
と
あ
り
、
「
古
歌
を
唱
ふ
く
し
」
と
あ
る
か
ら
二

首
の
万
葉
歌
は
曲
に
あ
わ
せ
て
う
た
わ
れ
た
ら
し
い
。
「
風
流
意
気
の
士
、
億

に
こ
の
中
集
へ
る
が
中
に
あ
ら
ぱ
：
．
．
：
」
と
あ
る
が
、
宴
の
主
人
の
葛
井
広
成

を
は
じ
め
歌
舞
所
で
古
来
の
音
曲
や
歌
や
舞
を
修
練
し
て
い
る
王
・
臣
た
ち
は

「
風
流
意
気
の
士
」
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。
『
古
今
集
』
仮
名
序
や
『
大
和
物

語
』
に
も
承
え
る
安
積
山
の
歌
も
、
「
風
流
び
た
る
娘
子
」
の
前
采
女
が
当
時

よ
く
知
ら
れ
た
古
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
風
流
び
に
は
古
い
歌

を
う
た
い
伝
え
る
面
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
此
来
古
憐
盛
り
に
興
り
」
と
い
う
状
況
は
、
た
と
え
ば
二
年
前
の
天
平
六

年
に
「
難
波
曲
・
倭
部
曲
・
浅
茅
原
曲
・
広
瀬
曲
・
八
裳
刺
曲
」
と
い
っ
た
ま

さ
に
古
曲
に
よ
る
歌
垣
が
、
聖
武
天
皇
の
御
前
で
華
や
か
に
行
わ
れ
て
い
た
こ

（８）

と
な
ど
を
背
景
に
し
て
い
る
と
い
う
。

ｌ

天
皇
、
朱
雀
門
に
御
し
て
歌
垣
を
覧
る
。
男
女
二
百
四
十
余
人
、
五
品
已

冬
十
二
月
十
二
日
に
、
歌
僻
所
の
諸
の
王
・
臣
等
、
葛
井
連
広
成
の
家
に

集
ひ
て
宴
す
る
歌
二
首
。

比
来
、
古
傑
盛
り
に
興
り
、
古
歳
漸
に
晩
れ
ぬ
。
理
に
、
共
に
古
情
を

尽
く
し
、
同
じ
く
古
歌
を
唱
ふ
く
し
。
故
に
、
こ
の
趣
に
擬
へ
て
、
鞭

Ｉ

た

哀

さ

か

ち
古
曲
二
節
を
献
る
。
風
流
意
気
の
士
、
償
に
こ
の
中
集
へ
る
が
中
に

い

そ

釣

も

ひ

あ
ら
ぱ
、
争
ひ
て
念
心
を
発
し
、
各
古
体
に
和
せ
よ
。

我
屋
戸
の
梅
咲
き
た
り
と
告
げ
造
ら
ぱ
来
と
云
ふ
に
似
た
り
散
去
と
も
吉

し

（

６

三

一

）

春
さ
れ
ば
を
を
り
に
を
を
り
鴬
の
鳴
く
吾
が
嶋
そ
息
ま
ず
通
は
せ
（
一
三
）
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朱
雀
門
の
歌
垣
の
中
に
「
交
り
雑
は
」
つ
た
者
た
ち
の
中
に
も
、
五
品
以
上

の
「
風
流
あ
る
者
」
が
い
た
。
広
成
の
も
と
に
集
ま
っ
た
風
流
び
の
者
た
ち
は

「
古
曲
」
「
古
体
」
を
聞
い
て
は
争
っ
て
唱
和
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
ま
た

歌
垣
の
人
中
に
積
極
的
に
「
交
り
雑
は
」
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
者
た
ち
で
も

あ
っ
た
の
だ
。

称
徳
天
皇
宝
亀
元
（
七
七
○
）
年
に
は
、
広
成
と
同
じ
葛
氏
ら
六
氏
が
歌
垣
に

供
奉
し
た
記
事
が
あ
り
、
彼
ら
も
お
そ
ら
く
風
流
び
な
者
と
い
わ
れ
た
で
あ
ろ

う
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
も
「
古
詩
」
四
首
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
古
詩

の
歌
詞
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
「
を
と
め
ら
に
…
…
」
「
ふ
ち
も
せ
も
…
…
」

の
二
首
と
お
な
じ
く
、
短
歌
体
の
歌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

蔦
井
・
船
・
津
・
文
・
武
生
・
蔵
六
氏
の
男
女
二
百
冊
人
、
歌
垣
に
供
奉

す
。
其
の
服
は
並
び
に
青
擦
の
細
布
の
衣
を
著
し
、
紅
の
長
紐
を
垂
る
。

男
女
相
並
び
、
行
を
分
け
て
徐
に
進
む
。
歌
ひ
て
曰
く
、

を
と
め
ら
に
を
と
こ
た
ち
そ
ひ
ふ
ゑ
な
ら
す
に
し
の
承
や
こ
は
よ
る
づ
よ

の承や。

其
の
歌
垣
歌
ひ
て
曰
く
、

ふ
ち
も
せ
も
き
よ
く
さ
や
け
し
は
か
た
が
は
ち
と
せ
を
ま
ち
て
す
め
る
か

はかも。

位
下
栗
栖
王
・
門
部
王
・
従
五
位
下
野
中
王
ら
を
頭
と
な
し
、
本
末
を
以

て
唱
和
す
。
難
波
曲
・
倭
部
曲
・
広
瀬
曲
・
八
裳
刺
曲
の
音
を
な
し
て
、

都
中
の
士
女
を
縦
観
せ
し
め
、
歓
を
極
め
て
罷
む
。
歌
垣
に
奉
ぜ
る
男
女

ら
に
禄
を
給
ふ
こ
と
差
あ
り
。
（
続
紀
、
天
平
六
年
二
月
）

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
可
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
０
ｇ
ｌ
８
■
Ⅱ
０
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
Ⅱ
１
１
１
０
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

上
の
風
流
あ
る
者
皆
そ
の
中
に
交
り
雑
は
る
。
正
四
位
下
長
田
王
・
従
四

だ
が
も
ち
ろ
ん
風
流
び
の
者
の
参
加
し
、
古
歌
に
よ
っ
て
進
行
す
る
歌
垣

は
、
か
つ
て
水
辺
や
岡
辺
や
市
と
い
っ
た
場
で
行
わ
れ
た
歌
垣
そ
の
も
の
で
は

な
い
。
天
平
六
年
、
宝
亀
元
年
両
度
の
歌
垣
は
、
中
国
の
踏
歌
の
影
響
を
受
け

（９）

て
宮
廷
化
し
た
も
の
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
、
王
た
ち
が
歌
頭
を
つ
と
め
、
本
と

末
と
の
行
列
に
分
れ
た
古
曲
の
唱
和
（
天
平
六
年
）
、
男
女
の
行
列
に
整
然
と
分

れ
、
華
や
か
な
揃
い
の
衣
装
に
身
を
つ
つ
ん
だ
特
定
の
氏
族
の
歌
い
手
・
舞
い

手
た
ち
の
群
れ
（
宝
亀
元
年
）
、
と
い
う
儀
式
化
・
様
式
化
さ
れ
た
展
開
の
様
子

が
『
続
紀
』
の
記
事
か
ら
髻
髭
と
す
る
。
こ
こ
に
は
、
家
も
名
も
不
明
の
未
知

の
者
ど
う
し
が
接
触
し
、
歌
を
戦
わ
せ
あ
う
か
つ
て
の
歌
垣
の
面
影
す
ら
な
い

（皿）

か
に
承
え
る
。
風
流
び
な
者
が
古
歌
を
う
た
い
、
宮
廷
化
し
た
歌
垣
に
参
加
す

る
行
為
は
、
か
つ
て
所
作
や
声
を
と
も
な
っ
て
い
た
歌
の
面
影
へ
の
回
帰
を
願

う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
問
題
は
宮
廷
化
の
内
実
で
あ
っ
た
。

朱
雀
門
歌
垣
の
歌
頭
の
う
ち
、
栗
栖
王
は
前
年
十
二
月
着
任
し
た
ば
か
り
の

雅
楽
頭
で
あ
る
。
雅
楽
寮
頭
が
歌
頭
の
一
人
を
勤
め
た
こ
の
歌
垣
に
は
、
頭
の

も
と
に
管
理
さ
れ
た
楽
人
た
ち
が
参
加
す
る
と
と
も
に
、
難
波
曲
以
下
の
曲
目

（ｕ）

も
ま
た
雅
楽
寮
の
管
理
、
掌
握
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
平
安
朝
以
降
、
も
っ

ぱ
ら
唐
楽
な
ど
の
東
洋
的
楽
舞
の
府
と
な
る
雅
楽
寮
は
、
当
初
日
本
的
楽
舞
・

東
洋
的
楽
舞
の
二
本
だ
て
で
発
足
し
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
雅
楽
寮
に
は
任
命
し
た
頭
の
も
と
、
楽
を
管
理
し
楽
人
を
支
配
す
る

官
衛
と
し
て
の
性
能
と
同
時
に
、
「
曲
課
を
試
練
す
る
」
（
令
集
解
）
教
習
の
面

が
あ
る
。
管
理
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
寮
が
歌
舞
の
技
を
修
得
し
、
磨
い
て
い

く
た
め
の
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
宮
廷
化
の
内
実
を
表
現
な
い
し
広
く
表
現

歌
の
曲
折
ご
と
に
決
を
挙
げ
節
を
な
す
。
其
の
余
の
四
首
は
並
び
に
是
れ

古
詩
な
り
。
ま
た
煩
し
く
載
せ
ず
。
．
：
…
（
続
紀
、
宝
亀
元
年
三
月
）
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特・集後期万葉

外
来
の
楽
舞
の
う
ち
耳
慣
れ
な
い
「
麿
羅
楽
」
の
、
「
摩
羅
」
と
い
う
国
は

朝
鮮
済
州
島
の
歌
羅
、
中
央
ア
ジ
ア
の
吐
火
羅
、
ビ
ル
マ
南
部
の
堕
羅
な
ど
の

説
が
あ
る
。
婆
理
舞
は
バ
リ
島
の
舞
、
久
太
舞
は
南
方
イ
ン
ド
の
舞
で
い
ず
れ

も
物
真
似
的
要
素
の
強
い
も
の
ら
し
い
。
こ
の
度
羅
楽
の
人
員
六
十
二
人
は
天

平
三
（
七
三
一
）
年
に
雑
楽
生
の
人
数
を
定
め
た
時
点
ま
で
に
新
た
に
加
わ
っ
た

も
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
令
の
規
定
で
は
師
十
二
人
、
楽
生
六
十
人
で
あ
っ

た
唐
楽
の
人
員
が
、
三
十
九
人
に
減
じ
る
な
ど
の
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
（
続

紀
）
。
ま
た
大
同
四
（
八
○
九
）
年
に
は
ベ
ト
ナ
ム
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
一
部
か
ら

タ
イ
の
東
部
に
か
け
て
の
王
国
で
あ
っ
た
国
の
、
イ
ン
ド
系
の
楽
、
林
邑
楽
が

新
た
に
寮
に
加
わ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
一
方
で
高
麗
楽
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い

（過）

た
散
楽
は
弘
仁
十
（
八
一
九
）
年
に
は
ふ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
（
以
上
、
類
従

三
代
格
）
。
だ
が
滑
稽
な
物
真
似
的
要
素
が
強
く
、
当
代
性
を
生
命
と
し
た
散
楽

（皿）

系
の
芸
能
は
民
間
に
出
て
い
く
こ
と
で
生
き
延
び
て
い
っ
た
。

教
習
・
試
練
の
過
程
で
、
あ
る
技
は
重
要
な
比
重
を
し
め
る
よ
う
に
な
り
、

ま
た
あ
る
技
は
軽
く
扱
わ
れ
、
変
貌
し
つ
つ
別
の
場
を
求
め
て
い
く
の
だ
。
教

行
為
の
側
か
ら
承
る
と
き
見
落
と
せ
な
い
。
以
下
の
よ
う
に
、
日
本
古
来
の
楽

舞
は
、
隣
国
の
象
な
ら
ず
、
遠
く
、
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
楽
舞
と
同
じ
場
で
修
練

さ
れ
て
い
た
。

〔
日
本
的
楽
舞
〕

久
米
舞
、
五
節
舞
、
楯
臥
舞
、
筑
紫
舞

〔
東
洋
的
楽
舞
〕

度
羅
舞
（
婆
理
舞
、
久
太
舞
、
那
禁
女
舞
、
韓
与
レ
楚
奪
レ
女
舞
）
、
唐
楽
、

（吃）

高
麗
楽
、
新
羅
楽
、
伎
楽

し
か
し
な
に
も
雅
楽
寮
に
限
ら
ず
、
当
時
宮
廷
で
行
わ
れ
た
、
天
平
勝
宝
四

（
七
五
二
）
年
四
月
の
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
、
天
平
宝
字
七
（
七
六
三
）
年
正
月

朝
堂
で
の
宴
な
ど
こ
そ
、
一
つ
の
場
が
、
た
が
い
に
異
種
の
技
ど
う
し
に
む
け

て
、
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

習
の
場
た
る
八
世
紀
の
雅
楽
寮
は
、
こ
れ
以
前
に
も
以
後
に
も
な
い
よ
う
な
規

模
で
、
遠
く
海
を
わ
た
っ
て
き
た
異
質
な
、
種
々
の
楽
舞
の
声
、
物
真
似
的
な

し
ぐ
さ
、
器
楽
の
技
と
、
日
本
の
そ
れ
と
が
、
担
い
手
達
に
よ
っ
て
一
つ
の
場

で
実
際
に
試
練
さ
れ
て
い
た
、
種
々
の
技
の
競
合
と
精
錬
の
場
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

盧
舎
那
大
仏
の
像
成
り
て
、
始
め
て
開
眼
す
。
是
の
日
、
東
大
寺
に
行
幸

す
。
天
皇
親
ら
文
武
百
官
を
率
ゐ
て
設
斎
大
会
す
。
．
：
…
既
に
し
て
雅
楽

寮
お
よ
び
諸
寺
の
種
灸
の
音
楽
並
び
に
威
く
来
り
集
ふ
。
復
た
王
臣
諸
氏

の
五
節
、
久
米
舞
、
楯
伏
、
踏
歌
、
抱
袴
等
の
歌
舞
あ
り
。
東
西
よ
り
声

を
発
し
、
庭
を
分
ち
て
奏
す
。
作
す
所
の
奇
偉
、
勝
げ
て
記
す
べ
か
ら

ず
。
仏
法
東
帰
し
て
よ
り
斎
会
の
儀
、
い
ま
だ
嘗
て
此
の
如
く
盛
ん
な
る

は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
・
・
：
．
．
（
続
紀
天
平
勝
宝
四
年
）

帝
、
閤
門
に
御
し
て
五
位
已
上
お
よ
び
蕃
客
・
文
武
百
官
主
典
已
上
を
朝

堂
に
饗
す
。
唐
、
吐
羅
・
林
邑
・
東
国
・
隼
人
ら
の
楽
を
作
し
、
内
教
坊

の
踏
歌
を
奏
す
。
客
主
の
主
典
已
上
こ
れ
に
次
ぐ
。
踏
歌
に
供
奉
せ
る
百

官
人
お
よ
び
高
麗
の
蕃
客
に
綿
を
賜
ふ
こ
と
差
あ
り
。
：
：
：（同天平宝字七年）

３
宮
廷
と
歌
垣
ｌ
側
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後期万葉と「風流」

と
い
う
宣
命
を
発
す
る
聖
武
天
皇
じ
し
ん
、
共
同
体
の
神
に
ま
で
遡
る
天
皇
と

（Ⅳ）

は
ま
っ
た
く
違
っ
た
天
皇
た
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

八
世
紀
の
歌
垣
が
、
中
国
の
踏
歌
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
は
、
こ
こ
に
も

歌
舞
の
技
術
の
競
合
の
一
過
程
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

（昭）
な
い
。
『
万
葉
集
』
巻
六
に
登
場
す
る
歌
舞
所
の
存
在
も
、
単
に
古
い
歌
舞
を

と
の
べ
ま
た
、

大
仏
開
眼
の
時
は
、
諸
寺
の
種
な
の
音
楽
（
呉
楽
・
胡
楽
・
中
楽
・
散
楽
・
高
麗

楽
）
、
大
伴
・
佐
伯
に
よ
る
久
米
舞
、
檜
前
忌
寸
・
土
師
宿
祢
ら
に
よ
る
楯
伏

舞
と
い
っ
た
日
本
古
来
の
舞
、
女
漢
人
に
よ
る
踏
歌
、
唐
女
に
よ
る
抱
袴
と
い

（妬）

っ
た
外
国
か
ら
の
舞
が
「
東
西
よ
り
声
を
発
し
庭
を
分
ち
て
奏
」
し
た
。
こ
の

時
、
『
東
大
寺
要
録
』
（
供
養
章
第
三
、
開
眼
供
養
会
）
に
よ
れ
ば
、
天
平
宝
字
七

年
の
宴
に
象
え
る
「
林
邑
楽
」
も
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
の
歌
舞
が
他

の
異
国
の
歌
舞
の
中
の
ひ
と
つ
と
し
て
競
演
し
て
い
る
様
を
伝
え
て
い
よ
う
。

多
種
多
様
な
外
国
の
人
た
に
よ
る
多
様
な
技
芸
の
競
合
す
る
空
間
の
実
現
は
、

大
仏
開
眼
供
養
が
共
同
体
の
神
の
儀
礼
で
は
な
く
、
世
界
宗
教
た
る
仏
教
の
斎

（略）

会
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
大
仏
に
帰
依
し

種
々
法
中
永
波
仏
大
御
言
之
国
家
護
我
多
仁
波
勝
在
止
聞
召
食
国
天
下
乃
諸

国
示
…
…
（
第
十
三
詔
）

三
宝
乃
奴
止
仕
奉
流
天
皇
羅
我
命
盧
舎
那
像
能
大
前
仁
奏
賜
部
止
奏
久
…
…

（第十二詔）

復
興
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
な
歌
舞
の
競
合
と
無

関
係
で
は
な
か
っ
た
。

歌
舞
所
は
令
の
規
定
に
は
な
く
、
『
万
葉
集
』
の
記
事
が
唯
一
の
資
料
で
あ

る
。
雅
楽
寮
は
次
々
と
新
た
な
東
洋
的
楽
舞
を
受
入
れ
、
教
習
に
力
を
入
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
的
音
楽
部
の
独
立
を
目
的
と
し
て

宮
中
の
な
か
に
臨
時
的
に
設
け
、
貴
族
ら
が
自
由
に
出
入
り
し
て
日
本
的
歌
舞

（四）

の
復
興
に
つ
と
め
た
も
の
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
歌
舞
所
の
諸
王
・
臣
が
個

人
宅
に
集
ま
り
、
各
々
「
古
体
」
に
和
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
頭
の
も
と

に
管
理
さ
れ
た
正
式
な
雅
楽
寮
と
い
う
も
の
と
は
違
っ
た
、
ゆ
る
や
か
な
集
ま

り
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
「
古
憐
」
「
古
情
」
「
古
歌
」
「
古
曲
」
「
古

体
」
と
た
た
ゑ
か
さ
ね
ら
れ
て
い
た
「
古
」
は
、
唐
・
新
羅
・
高
麗
か
ら
ア
ジ

ア
一
帯
の
楽
舞
に
対
し
て
日
本
の
も
の
、
新
た
に
次
為
と
伝
来
す
る
も
の
に
対

し
て
在
来
の
も
の
を
称
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
そ
れ
は
日
本
的
歌
舞
に
郷
愁
を
感
ず
る
人
々
に
よ
る
日
本
的
歌
舞
の

復
興
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は
少
し
違
う
は
ず
だ
。
「
古
歌
を
唱
ふ
く
し
」

「
古
曲
二
節
」
と
は
い
い
つ
つ
も
、
一
首
め
は
梅
花
の
歌
、
二
首
め
は
鴬
の
な

く
嶋
の
歌
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
梅
花
は
周
知
の
よ
う
に
渡
来
の
花
で

漢
詩
の
表
現
か
ら
き
て
い
る
と
い
わ
れ
、
嶋
は
中
国
風
の
人
工
庭
園
で
あ
り
、

奈
良
朝
に
お
け
る
当
代
性
を
も
っ
た
歌
詞
で
あ
る
。
葛
井
広
成
の
蔦
井
氏
は
百

済
の
王
辰
爾
を
祖
と
す
る
渡
来
系
の
氏
族
で
も
あ
る
。
「
古
憐
盛
り
に
興
」

る
と
は
、
異
種
と
の
接
触
と
競
合
に
日
本
の
歌
や
舞
や
楽
が
無
関
係
で
は
あ
り

え
ず
、
異
種
の
中
に
さ
ら
さ
れ
、
も
ま
れ
る
う
ち
に
自
ら
も
変
容
し
つ
つ
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
。

宮
廷
は
「
宮
」
「
御
屋
」
、
す
な
わ
ち
神
と
し
て
の
天
皇
の
い
ま
す
と
こ
ろ
だ

か
ら
、
天
皇
に
奉
仕
す
る
様
灸
な
技
術
者
を
抱
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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特集・後期万葉

『
象
や
ぶ
」
「
ゑ
や
ぴ
」
が
和
語
と
し
て
古
く
か
ら
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
諺

神
の
宮
に
仕
え
る
し
わ
ざ
や
、
神
の
宮
に
仕
え
る
し
わ
ざ
を
身
に
つ
け
た
さ
ま

を
い
う
の
で
あ
っ
て
よ
い
。
采
女
日
媛
の
「
温
雅
」
Ｉ
「
象
や
び
か
」
は
こ
れ

に
あ
た
ろ
う
。
だ
が
聖
武
天
皇
か
ら
称
徳
（
孝
謙
）
天
皇
の
八
世
紀
は
、
天
皇

じ
た
い
が
決
定
的
に
変
貌
し
た
。
聖
武
・
称
徳
の
も
と
に
お
け
る
宮
廷
は
、
技

そ
の
も
の
を
自
己
展
開
さ
せ
る
要
因
を
は
ら
む
競
合
の
空
間
で
あ
る
。
宮
廷
と

い
う
空
間
の
内
実
を
、
異
種
の
技
の
競
い
合
い
の
さ
な
か
に
現
わ
れ
る
空
間
と

し
て
と
ら
え
て
ゑ
た
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
宮
廷
と
は
、
か
つ
て
の
歌
垣
が
他

者
ど
う
し
の
接
触
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
よ
り
大
き
な
規
模
で
展
開
し
つ
つ

あ
る
空
間
な
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
「
風
流
ぶ
」
「
風
流
び
」
と
は
、
表
現
行
為
に
と
っ
て
の
宮
廷
を

形
成
す
る
し
わ
ざ
で
あ
り
、
宮
廷
ふ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
「
風

流
び
」
と
い
わ
れ
る
者
た
ち
は
、
異
種
ど
う
し
の
接
触
と
競
合
を
に
な
っ
た
者

た
ち
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

４
仙
女
・
風
流
士
・
遊
行
女
婦

こ
こ
で
安
積
山
の
前
采
女
の
「
風
流
び
」
ぶ
り
を
も
う
一
度
ふ
り
か
え
っ
て

承よう。
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
て
宴
を
楽
し
ま
な
い
王
は
、
国
司
に
と
っ
て
取
り
付
く

島
の
な
い
相
手
で
あ
っ
た
。
「
国
司
の
祇
承
、
緩
怠
な
る
こ
と
異
に
甚
だ
し
」

と
は
そ
の
ま
ま
国
司
と
王
と
の
接
点
の
な
さ
を
示
し
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
前

采
女
が
左
手
に
腸
を
捧
げ
、
右
手
に
持
っ
た
酒
器
で
王
の
膝
を
打
っ
て
拍
子
を

と
り
な
が
ら
、
「
安
積
山
：
・
・
：
」
と
詠
じ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
今
「
王
の
膝
を

（加）

撃
ち
て
」
に
注
目
さ
れ
た
い
。
た
だ
拍
子
を
と
る
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
、
相
手

の
膝
を
打
つ
必
要
は
な
い
。
王
の
膝
を
打
つ
、
と
い
う
所
作
は
自
ら
の
身
体
か

「
山
に
し
居
れ
ば
」
は
題
詞
に
よ
れ
ば
、
宮
中
よ
り
佐
保
宅
に
下
が
．
っ
て
い
る

状
態
を
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
「
風
流
び
無
承
」
と
は
、
天
皇
の
も
と
に
出
仕
し
て

い
る
状
態
な
ら
ば
「
風
流
び
」
な
技
を
為
す
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
い
い
で

あ
る
。
「
承
や
び
」
の
「
承
や
」
は
や
は
り
宮
中
の
意
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
た

だ
し
、
今
佐
保
宅
か
ら
女
郎
の
為
し
た
し
わ
ざ
が
言
葉
尻
ど
お
り
に
「
風
流
び

無
承
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
山
に
居
る
こ
と
を
積
極
的
に
活
か
し

て
、
宮
中
の
天
皇
へ
と
贈
り
物
を
し
た
に
相
違
な
く
、
こ
れ
に
「
風
流
び
無

み
」
な
ど
と
い
う
歌
を
添
え
た
こ
と
じ
た
い
、
む
し
ろ
風
流
び
な
し
わ
ざ
な
の

で
あ
る
。
風
流
び
な
表
現
行
為
は
、
異
質
な
者
ど
お
し
の
間
に
成
立
す
る
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
、
坂
上
女
郎
は
宮
中
と
山
居
と
い
う
落
差
を
巧
承
に
利
用
し
た

のだ。前
采
女
や
坂
上
女
郎
と
い
っ
た
風
流
び
な
女
た
ち
は
、
時
と
し
て
仙
女
に
見

た
て
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

ら
諺
技
を
も
っ
て
引
き
出
し
て
き
た
や
性
的
な
要
素
を
ふ
く
む
所
作
で
あ
る
。

こ
の
所
作
に
よ
っ
て
こ
そ
、
前
采
女
は
娘
子
Ｉ
ヲ
ト
メ
な
の
だ
。
触
れ
合
え
な

い
者
と
の
接
触
が
、
精
錬
さ
れ
た
技
を
働
か
せ
る
な
か
に
実
現
さ
れ
て
い
く
。

表
現
空
間
と
し
て
の
宮
廷
の
成
立
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
陸
奥
国
で
の
風
流
び

な
し
わ
ざ
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
万
葉
集
』
で
は
他
に
、
坂
上
郎
女
も
ま
た
風
流
び
な
技
を
身
に
つ
け
て
い

た
ら
し
い
。
次
の
歌
は
聖
武
天
皇
に
献
上
し
た
も
の
。

天
皇
に
献
る
歌
一
首
大
伴
坂
上
郎
女
、
佐
保
の
宅
に
在
り
て
作
る

ｌ

足
引
の
山
に
し
居
れ
ば
風
流
び
無
象
吾
為
る
わ
ざ
を
割
目
賜
ふ
な
（
４
三
）
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後期万葉と「風流」

仙
媛
は
あ
そ
び
の
さ
な
か
に
あ
る
「
遊
士
」
に
出
逢
お
う
と
、
わ
ざ
わ
ざ
仙

郷
た
る
蓬
莱
を
出
、
遠
く
海
を
わ
た
っ
て
き
た
。
変
化
し
た
嚢
綬
は
、
海
を
た

だ
よ
う
の
に
都
合
の
よ
い
中
が
空
洞
に
な
っ
た
鰻
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
仙
術

を
巧
み
に
働
か
せ
て
現
わ
れ
て
く
る
風
流
び
な
仙
媛
と
会
う
こ
と
が
で
き
る
の

は
た
だ
「
風
流
士
」
の
象
と
い
う
わ
け
だ
。
「
凡
客
の
望
承
見
る
所
な
ら
じ

か
」
、
「
風
流
士
」
で
な
く
て
は
、
仙
女
の
変
化
を
見
破
れ
ず
、
嚢
總
は
た
だ
の

嚢
綬
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

梅
の
花
が
夢
に
現
わ
れ
、
ぷ
ず
か
ら
「
美
也
備
た
る
は
な
」
と
な
の
る
の
は
、

琴
が
夢
に
娘
子
と
化
し
て
現
わ
れ
た
梧
桐
日
本
琴
の
書
簡
な
ら
び
に
歌
（
５
〈
ご

（虹）

’
三
と
同
様
の
『
遊
仙
窟
』
趣
味
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
梅
花
が
美
し
い

女
に
変
身
し
て
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
蓬
莱
山
に
住
む
仙
媛
が
嚢
綬

に
変
身
し
て
宴
席
に
や
っ
て
来
た
と
い
う
よ
う
な
、
神
仙
術
に
よ
っ
て
自
在
に

変
身
す
る
仙
女
像
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

後
に
梅
の
歌
に
追
和
す
る
四
首
（
貝
冤
ｌ
全
、
略
）

う
め
の
は
な
い
め
に
か
た
ら
く
美
也
備
た
る
は
な
と
あ
れ
も
ふ
さ
け
に
う

か

べ

こ

そ

（

全

一

）

春
二
月
、
諸
大
夫
等
、
左
少
弁
巨
勢
宿
奈
麻
呂
朝
臣
の
家
に
集
ひ
て
宴
す

る
歌
一
首

海
原
の
遠
き
渡
を
遊
士
の
遊
を
見
む
と
な
づ
さ
ひ
そ
来
し
（
６
ご
宍
）

右
の
一
首
、
白
き
紙
に
書
き
て
屋
の
壁
に
懸
著
く
。
題
し
て
云
は
く
、

蓬
莱
の
仙
媛
の
化
れ
る
嚢
鰻
は
、
風
流
秀
才
の
士
の
為
な
り
。
こ
れ
凡

客
の
望
承
見
る
所
な
ら
じ
か
、
と
い
ふ
。

「
松
浦
川
に
遊
ぶ
序
」
と
歌
も
『
文
選
』
の
種
々
の
情
賦
や
「
遊
仙
窟
」
の

語
句
、
「
序
十
歌
十
答
詩
（
答
歌
）
＋
更
贈
歌
十
更
報
歌
」
の
構
成
を
ま
な
ん
で

（躯）

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
の
も
外
見
の
卓
越
し
た
美
し
さ
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
意
気
雲
を
凌
ぎ
、
風
流
世
に
絶
え
た
り
」
と
い
う
女
た

ち
で
あ
っ
た
。

仙
女
は
魚
を
釣
る
魚
夫
の
児
の
姿
で
男
の
前
に
現
わ
れ
る
。
男
は
女
達
の
郷

・
家
を
聞
き
、
「
神
仙
」
で
は
な
い
か
、
と
問
い
掛
け
る
。
『
記
』
『
紀
』
の
通

松
浦
川
に
遊
ぶ
序

余
、
暫
に
松
浦
の
県
に
往
き
て
遁
遥
し
、
軌
か
に
玉
島
の
潭
に
臨
ゑ
て
遊

覧
す
る
に
、
忽
ち
に
魚
を
釣
る
女
子
等
に
値
ひ
ぬ
。
花
の
容
双
び
な
く
、

光
り
た
る
儀
匹
な
し
。
意
気
雲
を
凌
ぎ
、
風
流
世
に
絶
え
た
り
。
僕
問
ひ

て
曰
く
、
「
誰
が
郷
誰
が
家
の
児
ら
そ
、
け
だ
し
神
仙
な
ら
む
か
」
と
い

ふ
。
娘
等
皆
咲
承
答
へ
て
曰
く
、
「
児
等
は
漁
夫
の
舎
の
児
、
草
の
庵
の

微
し
き
者
な
り
。
郷
も
な
く
家
も
な
し
、
何
そ
称
げ
云
ふ
に
足
ら
む
。
た

だ
性
水
に
便
ひ
、
ま
た
心
山
を
楽
し
ぶ
。
あ
る
と
き
に
は
洛
浦
に
臨
ゑ
て

徒
ら
に
玉
魚
を
羨
し
び
、
あ
る
と
き
に
は
巫
峡
に
臥
し
て
空
し
く
煙
霞
を

望
む
。
今
邊
遁
に
貴
客
に
遭
遇
ひ
ぬ
。
感
応
に
勝
へ
ず
、
諏
ち
欺
曲
を
陳

ぶ
。
今
よ
り
後
に
、
豈
偕
老
に
あ
ら
ざ
る
べ
け
む
」
と
い
ふ
。
下
官
対
へ

て
曰
く
、
「
唯
々
、
敬
み
て
芳
命
を
奉
は
ら
む
」
と
い
ふ
。
時
に
、
日
は

山
の
西
に
落
ち
、
蕊
馬
去
な
む
と
す
。
遂
に
懐
抱
を
申
べ
、
因
り
て
詠
歌

を
贈
り
て
曰
く
、
（
貝
壹
、
略
）
答
ふ
る
詩
に
曰
く
穴
壼
、
略
）
蓬
客
の
更

に
贈
る
歌
三
首
穴
壹
ｌ
表
略
）
娘
等
の
更
に
報
ふ
る
歌
三
首
穴
天
Ｉ
き
、

略）
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特集・後期万葉

例
か
ら
す
れ
ば
診
男
の
側
が
家
や
名
を
尋
ね
る
の
は
求
婚
を
意
味
し
諺
答
え
れ

ば
婚
姻
が
成
立
す
る
は
ず
だ
が
、
問
い
掛
け
の
明
解
さ
に
対
し
て
答
え
は
は
じ

め
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
漁
夫
の
舎
の
児
・
草
庵
の
微
し
き
者
だ
か
ら
、
郷
も

家
も
無
い
と
言
う
が
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
言
葉
ど
お
り
に
受
け
止
め
る
こ
と
は
で

き
ず
、
素
性
を
即
答
す
る
の
を
避
け
る
言
い
回
し
で
あ
る
。
仙
女
な
の
か
、
と

い
う
点
に
つ
い
て
も
直
接
の
答
え
は
な
く
、
「
洛
浦
」
・
「
巫
峡
」
と
い
っ
た

神
仙
謹
に
馴
染
承
深
い
地
の
登
場
に
よ
っ
て
そ
れ
と
な
く
に
お
わ
せ
る
程
度
。

で
は
、
男
の
求
婚
は
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、
最
後

に
は
「
豈
偕
老
に
あ
ら
ざ
る
べ
け
む
」
と
女
の
側
か
ら
誘
い
を
掛
け
る
。
男
は

た
だ
た
だ
「
唯
ぺ
敬
ゑ
て
芳
命
を
奉
は
ら
む
」
と
誘
い
を
受
け
る
ば
か
り
だ

が
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
こ
こ
に
至
っ
て
当
初
の
、
男
が
求
婚
し
て
女
が
答
え

る
と
い
う
関
係
が
逆
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
短
い
な
が
ら
も
、

「
序
」
の
女
た
ち
の
会
話
術
の
自
在
さ
に
は
、
『
遊
仙
窟
』
の
仙
女
た
ち
の
張

小
西
甚
一
の
ま
と
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
六
朝
後
期
か
ら
唐
代
の
風
流
の

要
素
は
「
琴
・
詩
・
酒
・
妓
」
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
妓
女
と
の
交
遊
・
交
情
を

享
楽
す
る
こ
と
は
仙
界
の
女
た
る
風
流
な
神
女
と
の
そ
れ
に
見
た
て
ら
れ
た
と

（認）いう
。
仙
薬
の
服
用
、
呼
吸
法
、
房
中
な
ど
の
身
体
の
鍛
練
に
よ
っ
て
不
老
不

死
を
得
た
仙
人
と
仙
女
と
の
無
限
の
歓
楽
の
実
現
が
六
朝
期
の
道
教
の
理
想
で

あ
っ
た
。
後
期
万
葉
に
お
い
て
は
、
中
国
古
来
の
儒
教
的
道
徳
性
を
あ
ら
わ
す

風
流
で
は
な
く
、
こ
の
六
朝
後
期
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の
道
教
の
神
仙
志
向
の

（鯉）

影
響
を
受
け
た
風
流
が
好
ま
れ
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
ぜ
人

之
は
六
朝
後
期
ｌ
唐
代
の
風
流
を
と
く
に
好
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
恋
愛
の
プ
ロ
た
る
妓
女
と
風
流
士
と
の
交
遊
・
交
情

が
、
高
度
な
技
術
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
そ
の
も
の
を
た
の
し

「
序
」
の
女
た
ち
の
会
話
術
の
自
在
さ
に
唾

郎
と
の
応
答
ぶ
り
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

む
も
の
で
あ
る
点
だ
。
「
風
流
士
」
「
遊
士
」
た
ろ
う
と
す
る
後
期
万
葉
の
文

人
た
ち
が
求
め
、
神
仙
と
の
出
逢
い
に
見
た
て
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
も
、

洗
練
さ
れ
た
技
を
も
っ
て
宴
の
場
に
出
か
け
て
く
る
異
質
な
相
手
と
の
接
触
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
そ
の
背
景
に
は
宮
廷
の
成
立
が
あ
っ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
文
人
た
ち
が
仙
女
と
の
交
遊
に
見
た
て
た
の
は
、
前
采
女
や

（妬）

坂
上
女
郎
と
い
っ
た
風
流
び
な
女
た
ち
と
の
そ
れ
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
た
と
え
ば
大
伴
旅
人
作
と
さ
れ
る
「
松
浦
川
に
遊
ぶ
序
」

と
歌
が
九
州
で
描
か
れ
た
こ
と
の
背
景
の
一
つ
に
は
、
遊
行
女
婦
と
の
交
遊
が

（邪）

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
六
朝
ｌ
唐
代
の
風
流
士
が
、

妓
院
へ
の
訪
問
と
妓
女
と
の
遊
び
を
仙
窟
で
の
仙
女
と
の
交
遊
に
見
た
て
、

（”）

『
遊
仙
窟
』
と
い
う
小
説
を
作
っ
た
よ
う
に
。
ち
な
承
に
年
代
の
明
ら
か
な
遊

行
女
婦
の
初
出
は
、
上
京
す
る
大
宰
帥
大
伴
旅
人
へ
む
け
て
「
吟
」
っ
た
遊
行

女
婦
児
島
、
天
平
二
（
菫
ｅ
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

注
（
１
）
本
稿
で
と
く
に
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
風
流
び
の
例
を
挙
げ
る
。
巻
二
・
一
二

六
’
七
、
「
石
川
女
郎
贈
大
伴
宿
祢
田
主
歌
一
首
」
「
大
伴
田
主
報
贈
歌
一
首
」
は

と
も
に
「
遊
士
」
「
風
流
士
」
を
よ
み
こ
み
、
左
注
に
田
主
を
「
風
流
秀
絶
」
と

評
す
る
。
年
代
不
明
だ
が
持
統
・
文
武
朝
と
さ
れ
、
用
例
と
し
て
は
古
い
。
が
田

主
は
旅
人
の
弟
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
期
万
葉
の
範
畷
に
考
え
ら
れ
る
。
巻
七
・

一
二
九
五
の
旋
頭
歌
に
「
遊
士
の
飲
む
酒
杯
に
」
、
巻
八
・
一
四
二
九
、
若
宮
魚

麻
呂
の
「
調
」
し
た
長
歌
「
桜
花
歌
」
に
「
遊
士
の
緩
の
た
め
と
」
。
い
ず
れ
も

八
世
紀
初
頭
か
。
な
お
、
「
風
流
」
を
「
み
や
び
」
と
訓
む
に
つ
い
て
は
最
古
の

例
は
醍
醐
寺
本
『
遊
仙
窟
』
正
安
二
（
一
三
○
○
）
年
点
ま
で
下
り
、
『
万
葉
集
』

で
は
「
み
や
び
」
と
訓
め
な
い
と
す
る
説
が
あ
る
。
梅
野
き
み
子
『
え
ん
と
そ
の

周
辺
』
（
一
九
七
九
、
笠
間
書
院
）
。
し
か
し
、
本
稿
の
主
旨
か
ら
は
「
み
や
び
」

で
よ
し
と
す
る
。

（
２
）
森
野
宗
明
「
み
や
び
」
「
解
釈
と
鑑
賞
』
（
一
九
七
七
・
一
）
は
平
城
宮
す
な

わ
ち
都
市
の
形
成
と
「
み
や
び
」
を
か
か
わ
ら
せ
る
。
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後期万葉と「風流」

（
３
）
『
万
葉
集
」
の
「
風
流
」
は
『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」

を
用
意
し
た
も
の
と
し
て
、
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
森
野
宗
明
注
２
論
、
秋

山
度
「
伊
勢
物
語
・
『
み
や
び
』
の
論
」
・
高
橋
文
二
「
風
流
か
ら
の
逸
脱
ｌ
男

の
視
点
と
鄙
び
」
と
も
に
『
国
文
学
』
（
一
九
七
九
・
一
）
、
菊
田
茂
男
「
み
や
ぴ

と
こ
と
ば
」
『
国
文
学
』
（
一
九
八
三
・
七
）
な
ど
。

（
４
）
采
女
を
巫
女
的
存
在
と
し
て
と
ら
え
た
の
は
折
ロ
信
夫
「
宮
廷
儀
礼
の
民
俗

学
的
考
察
ｌ
采
女
を
中
心
と
し
て
」
『
全
集
』
第
十
六
巻
。

（
５
）
門
脇
頼
二
『
采
女
ｌ
献
上
さ
れ
た
豪
族
の
娘
た
ち
』
（
一
九
六
五
、
中
公
新

書）。
（
６
）
網
野
善
彦
「
遊
女
と
非
人
・
河
原
者
」
『
大
系
仏
教
と
日
本
人
８
性
と
身

分
』
（
一
九
八
九
、
春
秋
社
）
。
ま
た
服
藤
早
苗
「
遊
行
女
婦
か
ら
遊
女
へ
」
『
日

本
女
性
生
活
史
１
原
始
・
古
代
』
（
一
九
九
○
、
軍
京
大
学
出
版
会
）
も
別
の

視
点
か
ら
、
女
性
官
人
を
遊
女
の
源
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
服
藤
が
本
来
歌

舞
の
ア
ソ
ピ
は
男
女
の
「
遊
男
」
「
遊
女
」
で
行
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
遊
男

は
、
遊
女
と
相
違
し
て
、
専
業
的
職
能
的
な
人
間
集
団
に
は
転
化
し
な
か
っ
た
」

と
す
る
の
は
い
か
が
か
。
「
遊
士
」
た
ら
ん
と
し
た
貴
族
た
ち
を
、
「
律
令
官
人
」

と
い
う
見
方
と
は
ち
が
っ
た
側
面
か
ら
見
直
す
こ
と
は
で
き
ま
い
か
。

（
７
）
呉
哲
男
は
「
〈
う
た
い
手
〉
の
発
生
Ｉ
宮
廷
歌
人
の
『
時
間
」
」
（
『
国
文
学
』

一
九
八
九
・
一
）
で
「
い
う
ま
で
も
な
く
古
代
の
宮
廷
と
は
、
一
方
で
は
政
治
的

な
権
力
の
集
中
す
る
実
体
と
し
て
の
場
所
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
同
じ
宮
廷
と
い

う
場
所
の
一
点
を
占
め
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
位
相
を
異
に
す
る
表
現
者
の
空
間
と

で
も
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
し
た
。
」
と
の
べ
て
い
る
。

（
８
）
吉
井
巌
『
万
葉
集
全
注
』
（
一
九
八
四
、
有
斐
閣
）
。

（
９
）
た
と
え
ば
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
二
』
補
注
ｕ
ｌ
⑲
。

（
蛆
）
歌
垣
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
猪
股
弓
遊
行
』
と
歌
垣
ｌ
遊
行
女
婦
の

発
生
ま
で
」
「
古
代
文
学
』
調
（
一
九
九
○
・
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
ｕ
）
荻
美
津
夫
「
歌
憐
所
と
大
歌
所
」
『
日
本
古
代
音
楽
史
論
』
（
一
九
七
七
、
吉

川
弘
文
館
）
は
歌
舞
所
で
教
習
さ
れ
た
と
す
る
．
な
お
歌
舞
所
に
つ
い
て
は
後
述

する。
（
妃
）
「
日
本
的
歌
舞
」
と
「
東
洋
的
楽
舞
」
か
ら
な
る
こ
と
と
、
以
上
の
ま
と
め

方
に
つ
い
て
は
、
林
屋
辰
三
郎
「
東
洋
的
楽
舞
の
伝
来
と
雅
楽
寮
」
『
中
世
芸
能

史
の
研
究
』
（
一
九
六
○
、
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
『
令
集
解
』
引
用

の
尾
張
浄
足
の
説
に
よ
っ
た
と
す
る
楽
舞
の
内
容
は
、
林
屋
の
ま
ま
で
は
な
く
細

注
は
省
略
し
た
。

（
過
）
林
屋
、
注
哩
の
指
摘
に
よ
る
。

（
皿
）
散
楽
を
調
習
し
た
散
楽
戸
は
天
応
二
（
七
八
二
）
年
に
は
廃
止
に
な
っ
て
い

る
（
続
紀
）
。
植
木
行
宣
は
、
物
真
似
芸
の
本
質
が
当
代
性
に
あ
り
、
当
代
性
の

欠
落
に
よ
っ
て
簡
単
に
没
落
も
す
る
し
、
同
時
に
「
当
代
性
を
保
ち
つ
づ
け
る
こ

と
で
本
来
の
枠
組
み
を
こ
え
て
し
ま
う
」
側
面
も
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
散
楽
は

む
し
ろ
後
者
の
例
で
、
国
家
的
教
習
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
猿
楽
へ

の
道
を
た
ど
っ
た
。
「
東
洋
的
楽
舞
の
伝
来
」
『
日
本
芸
能
史
１
原
始
・
古
代
』

（
一
九
八
一
、
法
政
大
学
出
版
局
）
。

（
妬
）
楽
舞
の
に
な
い
手
は
『
東
大
寺
要
録
」
に
よ
る
。

（
妬
）
「
世
界
宗
教
」
の
概
念
は
柄
谷
行
人
『
探
求
』
Ⅱ
（
一
九
八
九
、
講
談
社
）
。

（
Ⅳ
）
一
三
詔
で
は
さ
ら
に
、
黄
金
が
「
三
宝
乃
勝
神
枳
大
御
言
乎
蒙
利
天
坐
神
地

坐
神
乃
相
宇
豆
奈
比
奉
佐
枳
波
倍
奉
利
又
天
皇
御
霊
多
知
乃
恵
賜
比
撫
賜
夫
事
依
且
」

顕
れ
た
と
す
る
。
こ
こ
で
は
仏
の
力
と
天
地
神
の
力
と
天
皇
の
祖
霊
の
力
と
が
並

列
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
皇
じ
し
ん
、
高
天
原
に
つ
ら
な
る
神

と
し
て
で
は
な
く
、
異
質
な
神
々
の
諸
力
の
う
ご
め
く
た
だ
中
に
身
を
置
こ
う
と

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
斎
藤
英
喜
は
聖
武
に
と
っ
て
の
「
天
皇
御
霊
」
が
す

で
に
、
『
紀
』
な
ど
に
み
え
る
天
皇
霊
と
は
違
っ
て
、
仏
教
的
な
祖
霊
を
あ
ら
わ

す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
「
聖
武
天
皇
施
入
勅
願
文
」
（
天
平
感
宝
元
年
五
月
）
に

み
え
る
「
七
廟
尊
霊
」
と
い
う
表
現
か
ら
推
定
し
て
い
る
。
孝
謙
（
称
徳
）
天
皇

は
聖
武
の
「
異
教
」
へ
の
志
向
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
「
異
教
」
の
力
を
自
ら
の

周
り
に
呼
び
込
ん
だ
と
論
じ
る
。
「
宣
命
と
異
教
ｌ
孝
謙
（
称
徳
）
女
帝
論
の
た

め
に
」
古
代
文
学
会
例
会
口
頭
発
表
な
ら
び
に
レ
ジ
ュ
メ
に
よ
る
（
一
九
九
○
・

一一）。

（
肥
）
「
難
波
曲
・
倭
部
曲
…
…
」
と
い
っ
た
古
い
歌
曲
名
じ
た
い
、
中
国
伝
来
の

も
の
に
歌
曲
名
が
あ
っ
た
の
に
な
ら
っ
て
つ
く
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
賀
古
明

「
古
代
歌
曲
名
考
ｌ
序
説
」
『
国
学
院
雑
誌
』
（
一
九
六
七
・
六
）
。

（
岨
）
林
屋
辰
三
郎
、
注
哩
論
お
よ
び
荻
美
津
夫
、
注
ｕ
論
。

（
釦
）
右
手
の
「
水
」
は
「
モ
ヒ
」
と
訓
ん
で
酒
器
と
す
る
藤
井
貞
和
の
説
に
よ

る
。
な
お
、
藤
井
は
前
采
女
の
所
作
が
芸
能
的
所
作
で
あ
り
、
こ
の
由
縁
が
「
采

女
が
歌
舞
に
携
わ
っ
た
、
つ
ま
り
采
女
が
伝
承
者
の
一
種
で
あ
っ
た
こ
と
の
記
憶

を
残
し
て
い
る
伝
承
」
だ
と
指
摘
す
る
。
弓
万
葉
集
』
の
伝
承
関
係
歌
」
『
物
語

文
学
成
立
史
』
（
一
九
八
七
、
東
京
大
学
出
版
局
）
。
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特集・後期万葉

『
日
本
書
紀
』
は
日
本
古
典
大
系
、
『
古
事
記
』
は
日
本
思
想
大
系
、
『
続
日
本
紀
』
は

現
代
思
潮
社
、
『
万
葉
集
』
は
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
私
に
あ
ら
た
め
た
と
こ

ろがある。

（
型
）
小
島
憲
之
「
万
葉
集
と
中
国
文
学
と
の
交
流
」
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文

学
中
』
（
一
九
六
四
、
塙
書
房
）
。

（
犯
）
小
島
憲
之
「
遊
仙
窟
の
投
げ
た
影
」
注
幻
所
収
。

（
羽
）
小
西
甚
一
「
風
流
と
『
み
や
び
』
ｌ
琴
・
詩
・
酒
・
妓
の
世
界
」
『
国
文
学
』

（一九八二・一○）

（
型
）
岡
崎
義
恵
「
風
流
の
思
想
」
『
日
本
芸
術
思
潮
」
（
一
九
四
七
）
。

（
お
）
「
風
流
士
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
大
伴
田
主
と
戯
歌
を
交
わ
し
た
石
川
女
郎
（
注

１
参
照
）
も
ま
た
、
漢
籍
の
「
風
流
」
の
知
識
を
駆
使
し
て
田
主
に
挑
む
「
風
流

び
」
な
女
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
妬
）
「
児
等
は
魚
夫
の
舎
の
児
…
…
郷
も
な
く
家
も
な
し
」
と
い
う
対
応
の
し
か

た
は
、
下
っ
て
『
和
漢
朗
詠
集
』
「
遊
女
」
の
「
白
波
の
よ
す
る
な
ぎ
さ
に
よ
を

す
ぐ
す
海
人
の
子
な
れ
ば
や
ど
も
さ
だ
め
ず
」
に
ま
で
素
性
を
隠
す
表
現
の
類
型

と
し
て
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
。
鈴
木
日
出
男
は
「
名
を
明
か
さ
な
い
と
い
う
発
想

を
と
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
次
元
の
二
者
が
幻
想
や
非
日
常
的
空
間
で
一
時

的
に
で
も
交
り
う
る
と
い
う
し
く
み
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
」
と
論
じ
て
い
て
示
唆

的
で
あ
る
。
「
和
歌
に
お
け
る
対
人
性
」
『
国
語
と
国
文
学
』
（
一
九
八
三
・
五
）

『
古
代
和
歌
史
論
』
（
一
九
九
○
、
東
京
大
学
出
版
会
）
所
収
。

（
”
）
八
木
沢
元
『
遊
仙
窟
全
講
増
訂
版
』
「
解
題
」
（
一
九
七
五
、
明
治
書
院
）

に
よ
る
。
な
お
、
小
島
憲
之
注
幻
論
は
、
松
浦
川
は
吉
野
川
と
並
ん
で
万
葉
人
の

神
仙
境
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
『
遊
仙
窟
』
の
「
仙
窟
」
を

文
字
ど
お
り
神
仙
の
窟
と
解
し
て
い
た
と
す
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な

い。
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