
　
　
　
は
じ
め
に

　

潁
原
退
蔵
が
昭
和
十
九
年
に
発
表
し
た
「
食
事
に
関
す
る
言
葉
の
二
三
」（『
学

海
』
第
一
巻
第
二
号
・
第
三
号　

注
1
）
は
、
い
わ
ゆ
る
学
術
論
文
と
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
何
気
な
い
日
常
的
な
食
に
関
わ

る
言
葉
で
あ
る
「
弁
当
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
古
俳
諧
か
ら
渉
猟
し
帰
納
法
的

に
説
き
明
か
し
た
も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
質
の
高
い
、
ま
た
興
味
深
い
論
文
で

あ
る
。

　

潁
原
の
論
文
は
、
古
俳
諧
に
お
け
る
「
弁
当
」
の
用
例
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、「
弁

当
」
が
簡
便
な
携
帯
用
の
食
事
で
あ
る
こ
と
に
説
き
至
っ
た
後
、「
弁
当
」
同
様

の
も
の
と
し
て
の
今
日
で
い
う
い
わ
ゆ
る
「
お
に
ぎ
り
」「
お
む
す
び
」
の
類
に

触
れ
な
が
ら
、
最
後
は
ほ
と
ん
ど
死
語
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
手
の
く
ぼ
」
と
い

う
「
お
に
ぎ
り
」
の
別
語
に
つ
い
て
の
膨
大
な
例
証
の
引
用
で
論
を
締
め
く
く
っ

て
い
る
。

　

食
に
関
す
る
こ
と
を
調
べ
る
に
は
、
料
理
本
な
ど
の
直
接
料
理
に
関
す
る
文
献

を
見
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
か
つ
有
効
で
あ
る
が
、
食
に
関
す
る
「
言
葉
」
と
い

う
こ
と
で
言
え
ば
、
江
戸
時
代
の
俳
諧
資
料
は
、
そ
れ
を
凌
駕
し
て
余
り
あ
る
質

と
量
を
備
え
た
宝
の
山
で
あ
っ
た
。
潁
原
は
そ
の
こ
と
に
い
ち
早
く
注
目
し
た
第

お
に
ぎ
り
・
お
む
す
び
・
焼
飯

　
　
　
　
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
資
料
か
ら 

― 一
人
者
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、潁
原
が
こ
の
論
文
の
中
で
わ
ず
か
に
触
れ
た
「
お
に
ぎ
り
」
や
「
お

む
す
び
」
に
つ
い
て
は
、
今
日
様
々
な
関
心
か
ら
ウ
ェ
ブ
上
で
多
種
多
様
に
触
れ

ら
れ
、
具
材
豊
か
な
「
お
に
ぎ
り
」「
お
む
す
び
」
を
紹
介
し
た
実
用
的
な
ペ
ー

ジ
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
史
的
に
と
ら
え
た
先
行
研
究
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
一
般
向
け
に
書
か
れ
た
増
淵
敏
之
『
お
に
ぎ
り
と
日
本
人
』（
洋

泉
社
・
二
○
一
七
）、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
「
お
に
ぎ
り
」
的
な
も
の
の
日
本
に
お

け
る
考
古
資
料
の
紹
介
を
中
心
と
し
た
『
お
に
ぎ
り
の
文
化
史　

お
に
ぎ
り
は
じ

め
て
物
語
』（
横
浜
市
歴
史
博
物
館
監
修
・
河
出
書
房
新
社
・
二
〇
一
九　

注
2
）

が
有
益
で
興
味
深
い
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、
両
書

に
お
い
て
も
、
記
述
の
根
拠
と
な
る
文
献
へ
の
言
及
は
乏
し
く
、
人
々
の
関
心
の

多
様
さ
と
大
き
さ
に
鑑
み
れ
ば
、「
お
に
ぎ
り
」「
お
む
す
び
」
に
つ
い
て
の
歴
史

的
な
研
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
。

　

筆
者
は
、
潁
原
が
論
文
の
中
で
本
格
的
に
は
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
お
に

ぎ
り
」
と
「
お
む
す
び
」、
さ
ら
に
そ
れ
ら
と
関
連
す
る
「
焼
飯
」
と
い
う
三
つ

の
言
葉
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
の
俳
諧
か
ら
そ
の
用
例
を
拾
い
だ
し
、
三
者
の
歴

史
的
な
関
係
を
「
言
葉
」
の
レ
ベ
ル
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
と
こ

母
　
利
　
司
　
朗

二
〇
九

お
に
ぎ
り
・
お
む
す
び
・
焼
飯
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
資
料
か
ら 

― 



ろ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
中
間
報
告
と
し
て
、
現
段
階
で
調
査
し
え
た
俳
諧

資
料
に
お
け
る
用
例
の
紹
介
を
中
心
と
し
な
が
ら
あ
ら
あ
ら
と
し
た
ス
ケ
ッ
チ
を

記
し
た
い
。

　
　
　
一
　
お
に
ぎ
り

　
「
お
に
ぎ
り
」と「
お
む
す
び
」と
い
う
言
葉
を
歴
史
的
に
辿
る
出
発
点
と
し
て
、

ま
ず
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
に
立
項
さ
れ
て
い
る
言
葉
の
説
明
を
見
て

み
よ
う
（
注
3
）。

　

ま
ず
「
お
に
ぎ
り
」。

　
　

お
‐
に
ぎ
り
【
御
握
】〔
名
〕（「
お
」
は
接
頭
語
）

（
1
）
自
分
の
手
を
に
ぎ
り
し
め
る
こ
と
を
い
う
幼
児
語
。（
省
略
）

（
2
）
握
飯
（
に
ぎ
り
め
し
）
を
い
う
丁
寧
語
。
お
む
す
び
。
も
と
、女
性
・

子
供
の
語
。

＊
薄
明
〔
1
９
４
６
〕〈
太
宰
治
〉

　
　

義
妹
の
置
い
て
行
っ
た
お
に
ぎ
り
を
頬
張
っ
た

＊
曠
野
〔
１
９
６
４
〕〈
庄
野
潤
三
〉
六

　
　

リ
ュ
ッ
ク
か
ら
お
握
り
を
出
し
て
食
べ
た

語
誌

（
1
）
古
く
は
「
に
ぎ
り
い
ひ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
材
料
と
な
る
「
御
飯
」

が
、上
代
の
「
い
ひ
」
か
ら
中
古
の
「
こ
は
い
ひ
」
を
経
て
、中
世
に
は
「
め

し
」
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、「
お
に
ぎ
り
」
も
、「
に
ぎ
り
い
ひ
」
か
ら
「
に

ぎ
り
め
し
」
を
経
て
生
じ
た
名
称
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
地
域
的
に
は
、西
日
本
で
は
「
お
に
ぎ
り
」「
に
ぎ
り
め
し
」
が
優
勢
、

東
日
本
で
は
「
お
む
す
び
」「
む
す
び
」
が
優
勢
。
東
京
で
も
古
く
は
「
お

む
す
び
」
で
、「
お
に
ぎ
り
」
は
、
上
方
か
ら
比
較
的
新
し
く
入
っ
て
き

た
こ
と
ば
が
広
ま
っ
た
も
の
。

　
「
語
誌
」
に
お
い
て
、（
1
）
で
は
歴
史
的
、（
2
）
で
は
地
理
的
視
点
か
ら
、「
お

に
ぎ
り
」
と
い
う
言
葉
が
説
明
さ
れ
る
が
、「「
お
に
ぎ
り
」
も
、「
に
ぎ
り
い
ひ
」

か
ら
「
に
ぎ
り
め
し
」
を
経
て
生
じ
た
名
称
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
説
明
が
具
体
的

に
い
つ
の
時
代
を
さ
す
の
か
が
不
明
で
あ
る
点
や
、
東
西
で
の
違
い
を
説
明
す
る

中
で
の
「
古
く
は
」
や
「
新
し
く
」
も
ま
た
、
具
体
的
に
い
つ
の
時
代
を
さ
す
の

か
が
不
明
で
あ
る
点
が
、
こ
の
言
葉
の
説
明
と
し
て
は
難
点
で
あ
る
。

　
「
語
誌
」（
1
）
で
説
か
れ
る
、「
に
ぎ
り
い
ひ
」
→
「
に
ぎ
り
め
し
」
→
「
お

に
ぎ
り
」
と
い
う
言
葉
の
変
遷
の
う
ち
、「
に
ぎ
り
い
ひ
」
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ

後
で
引
用
す
る
よ
う
に
、
俳
諧
で
は
「
握
り
飯
」「
握
飯
」「
に
ぎ
り
飯
」
な
ど
の

ル
ビ
の
な
い
漢
字
表
記
の
資
料
が
大
半
で
、少
な
く
と
も
明
確
に
「
に
ぎ
り
い
ひ
」

と
判
断
で
き
る
も
の
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
「
に
ぎ
り
め
し
」
に
つ
い
て
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
が
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

　
　

に
ぎ
り
‐
め
し 【
握
飯
】〔
名
〕

握
り
固
め
た
飯
。
形
は
丸
形
や
三
角
形
な
ど
で
、
中
に
梅
干
、
鮭
な
ど
を

入
れ
る
こ
と
が
多
い
。
む
す
び
。
に
ぎ
り
。
に
ぎ
り
い
い
。

＊
浮
世
草
子
・
新
色
五
巻
書
〔
１
６
９
８
〕
二
・
一

　
　

風
呂
敷
よ
り
に
ぎ
り
食
の
昼
食
喰
し
も
ふ
と
は
じ
ま
り

＊
浄
瑠
璃
・
曾
我
会
稽
山
〔
１
７
１
８
〕
一

　
　

朝
比
奈
が
握
り
拳
の
に
ぎ
り
め
し
、
喰
ら
ふ
て
見
よ

二
一
〇

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
四
号



＊
随
筆
・
守
貞
漫
稿
〔
１
８
３
７
～
５
３
〕
二
八

に
ぎ
り
め
し
〈
略
〉
今
世
は
掌
に
塩
水
を
付
て
握
レ
之
、
三
都
と

も
形
定
な
し

　

同
書
で
は
、
元
禄
十
一
（
一
六
九
八
）
年
刊
行
の
浮
世
草
子
『
新
色
五
巻
書
』

中
の
「
風
呂
敷
よ
り
に
ぎ
り
食
の
昼
食
喰
し
も
ふ
と
は
じ
ま
り
」
を
早
い
時
期
の

用
例
と
し
て
引
用
す
る
が
、
管
見
に
入
っ
た
俳
諧
の
用
例
に
は
、「
に
ぎ
り
め
し
」

と
読
む
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
時
期
を
遡
る
次
の
よ
う
な
も
の
が
み

つ
か
っ
た
。

　
　

あ
そ
び
ず
き
の
心
は
鳥
の
玉
子
な
り

　
　
　

に
ぎ
り
飯
に
て
狩
暮
す
友 
長
治

 

（『
境
海
草
』
万
治
三
〈
一
六
六
〇
〉
年
刊
）

　
　

飯
だ
こ
や
を
の
が
手
づ
か
ら
握
飯 

同
（
大
坂
）
寛
貞

 

（『
糸
屑
集
』
延
宝
三
〈
一
六
七
五
〉
年
序
刊
）

　
　
　

其
後
合
戦
旅
立
の
雲 

西
国

　
　

高
麗
の
内
を
ま
る
め
て
に
ぎ
り
食 

同

　
　
　

終
に
目
馴
ぬ
昼
前
の
山 

同

 

（『
見
花
数
寄
』
延
宝
七
〈
一
六
七
九
〉
年
刊
）

　
　

握
り
食
楢
の
か
れ
葉
に
包
添 

同
（
政
）

　
　
　

霰
丸
じ
て
軒
に
た
ば
し
る 

風
（『
中
庸
姿
』
同
年
刊
）

　
　
　

仏
の
会
座
に
よ
う
喰
の
を
握 

平

　
　

花
は
空
異
香
薫
じ
て
胡
麻
塩
ふ
り 

子

　
　
　

春
波
け
た
て
ゝ
□
吟
ず
る 

平

 

（『
大
坂
み
つ
が
し
ら
』
延
宝
九
〈
一
六
八
一
〉
年
序
刊
）

　

最
も
早
い
用
例
で
あ
る
『
境
海
草
』
で
は
、
前
句
の
「
鳥
の
玉
子
」
か
ら
付
句

の
「
に
ぎ
り
飯
」
が
連
想
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
室
町
期
に
描
か
れ
た
有
名

な
『
酒
飯
論
絵
巻
』
に
も
描
か
れ
て
い
る
卵
形
（
楕
円
形
）
の
「
鳥
の
子
に
ぎ
り
」

と
同
じ
も
の
を
さ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
酒
飯
論
絵
巻
』
の
成
立
し
た
場

は
京
都
。『
境
海
草
』
所
収
句
の
長
治
は
堺
の
作
者
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
室
町

か
ら
江
戸
初
期
の
上
方
で
は
、
卵
形
の
「
に
ぎ
り
め
し
」
が
一
般
的
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。『
糸
屑
集
』
の
「
飯
だ
こ
」
の
見
立
て
も
、卵
型
の
「
に
ぎ
り
め
し
」

を
背
景
に
し
た
見
立
て
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
ま
る
め
」（『
見
花
数
寄
』）、「
霰
丸

じ
て
」（『
中
庸
姿
』）
と
い
う
俳
書
に
見
え
る
言
葉
か
ら
は
、
ま
ん
丸
か
卵
型
か

の
差
異
が
不
明
な
が
ら
、
上
方
の
「
に
ぎ
り
め
し
」
が
、

　
　
　

下
冷
て
来
る
臥
勢
の
腹

　
　

三
角
な
飯
を
角
ミ
か
ら
喰
か
ゝ
り

 

（『
俳
諧
桃
八
仙
』
宝
暦
八
〈
一
七
五
八
〉
年
刊
）

と
い
う
よ
う
な
三
角
形
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、

　
　

人
な
み
や
我
等
も
花
の
握
り
め
し 

雲
水　

瓜
坊

 

（『
花
供
養
』
天
明
七
〈
一
七
八
七
〉
年
刊
）

　
　

若
草
や
握
り
飯
喰
ふ
た
紙
の
殼 

素
英

二
一
一

お
に
ぎ
り
・
お
む
す
び
・
焼
飯
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
資
料
か
ら 

― 



 

（『
齢
の
華
』
文
政
十
二
〈
一
八
二
九
〉
年
刊
）

　
　
　

楫
に
仕
立
る
樫
の
寸
法 

叟

　
　

有
明
に
旅
籠
の
外
の
握
り
飯 

然

 

（『
己
之
中
集
』
天
保
五
〈
一
八
三
四
〉
年
刊
）

　
　
　

岩
間
を
め
ぐ
る
水
の
清
ら
か

　
　

平
山
も
に
ぎ
り
飯
に
は
香
の
も
の

 

（『
露
錦
句
帖
』
天
保
十
〈
一
八
三
九
〉
年
成
）

　
　
　

腰
は
曲
れ
ど
松
は
常
盤
木 
静

　
　

鷹
狩
の
得
も
の
を
そ
こ
に
握
り
飯 
後

　
　
　

気
転
が
利
い
て
喜
伝
次
と
や
ら 

静

 

（『
二
度
の
か
け
』
文
久
二
〈
一
八
六
二
〉
年
写
）

な
ど
の
俳
諧
に
お
け
る「
花（
花
見
）」、「
若
草
」、「
旅
籠（
旅
籠
飯
）」、「
岩
間
」、「
鷹

狩
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
「
に
ぎ
り
め
し
」
が
、
野
外
で
の

簡
便
な
食
事
、携
行
食
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
に
ぎ
り
め
し
」
は
「
紙
」

で
包
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、
一
緒
に
添
え
ら
れ
た
「
香
の
も
の
」
も
楽

し
み
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

肝
心
の
「
お
に
ぎ
り
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
れ

を
詠
ん
だ
江
戸
期
の
俳
諧
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。「
お
に
ぎ
り
」

と
い
う
言
葉
の
初
出
は
明
治
以
降
の
近
代
に
ま
で
繰
り
下
げ
る
必
要
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
お
」
を
と
っ
た
「
に
ぎ
り
」
と
い
う
言
葉
（
そ
の
よ
う
な

言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
）
も
単
独
の
か
た
ち
で
は
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
て
い
な
い
。

　
　
　
二
　
お
む
す
び
　
付
・
焼
飯

　

つ
い
で
も
う
一
つ
の
「
お
む
す
び
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
。

冒
頭
に
あ
げ
た
潁
原
の
論
文
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

本
来
簡
便
を
主
と
す
べ
き
で
あ
つ
た
弁
当
が
、
こ
ん
な
風
に
も
つ
ぱ
ら
行
楽

用
の
も
の
に
な
つ
て
し
ま
ふ
と
、
実
際
遠
足
旅
行
な
ど
の
際
に
携
へ
る
阿
部

対
州
持
参
の
や
う
な
焼
飯
は
、
も
う
弁
当
と
い
へ
な
く
な
つ
て
く
る
。
そ
の

た
め
か
ど
う
か
、
一
方
で
さ
う
し
た
簡
素
な
食
料
と
し
て
握〇〇

飯〇〇

ま
た
は
結〇〇

び〇〇

と
い
ふ
言
葉
が
見
え
て
く
る
。
握
飯
や
結
び
の
名
称
も
あ
る
い
は
室
町
末
期

ぐ
ら
ゐ
ま
で
は
遡
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
管
見
で
は
、

　
　
　
　

田
夫
野
人
花
に
や
ど
れ
り
握
り
め
し 

松
淡
子

 

（
延
宝
年
間
、
功
用
群
鑑
）

　
　
　
　

焼
め
し
も
む
す
び
と
い
へ
ば
亦
や
さ
し
（
附
句
） 

心
友

 

（
延
宝
八
年
、
江
戸
宮
笥
）

　
　
　
　

む
す
ひ
飯イ
ヒ

梢
の
露
の
こ
ぼ
る
ゝ
は
（
附
句
） 

如
風

 

（
延
宝
九
年
、
七
百
五
十
韻
）

等
と
あ
る
の
が
ま
づ
古
い
。『
守
貞
謾
稿
』
二
十
八
に
は
「
に
ぎ
り
め
し
古

は
と
ん
じ
き
と
云
、
屯
食
也
。
今
俗
或
は
む
す
び
と
云
、
本
女
詞
也
」
と
あ

つ
て
、
三
都
の
握
飯
の
形
な
ど
に
つ
い
て
説
い
て
ゐ
る
。
結
び
0

0 

は
確
か
に

女
詞
で
あ
ら
う
。
お
む
す
び
の
名
は
優
し
い
な
が
ら
に
、
そ
の
簡
素
質
実
な

点
で
握
飯
は
全
く
日
本
的
な
食
品
で
あ
る
。
近
松
の
『
国
性
（
マ
マ
）爺
合
戦
』
に

二
一
二

京
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描
か
れ
た
和
藤
内
の
母
は
、
志
那
料
理
の
さ
ま
ざ
ま
な
珍
味
を
侑
め
ら
れ
て

も
、
結
局
「
つ
い
む
す
び
を
し
て
く
れ
」
と
ね
だ
ら
ず
に
を
れ
な
か
つ
た
。

　
「
簡
素
質
実
」な
食
料
と
し
て
の「
に
ぎ
り
め
し
」「
む
す
び
」「
む
す
び
飯（
い
ひ
）」

と
い
う
言
葉
が
、
遅
く
と
も
江
戸
時
代
の
は
じ
め
に
は
使
い
は
じ
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
お
」
を
接
頭
語
と
す
る
な
ら
ば
「
む
す
び
」
は
「
お

む
す
び
」
の
こ
と
と
な
る
。

　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
で
は
、「
む
す
び
」「
む
す
び
飯
（
い
ひ
）」
と

い
う
言
葉
は
立
て
ら
れ
ず
、「
お
む
す
び
」
と
「
む
す
び
め
し
」
が
、

　
　

お
‐
む
す
び 【
御
結
】〔
名
〕（「
お
」
は
接
頭
語
）

　
　
　
「
に
ぎ
り
め
し
（
握
飯
）」
を
丁
寧
に
い
う
語
。

　
　
　
　

＊
雑
俳
・
柳
多
留
‐
一
二
六
〔
１
８
３
３
〕

　
　
　
　
　

お
む
す
び
の
ほ
ど
け
た
を
喰
ふ
居
候

語
誌

（
１
）「
む
す
び
」
は
「
む
す
ぶ
」
の
名
詞
形
で
、「
む
す
ぶ
」
は
「
印
を

む
す
ぶ
」「（
手
を
）
む
す
ん
で
ひ
ら
い
て
」
な
ど
の
よ
う
に
、
て
の
ひ
ら

を
閉
じ
る
意
に
通
じ
、
飯
に
つ
い
て
「
に
ぎ
る
」
に
あ
た
る
が
、
動
詞
と

し
て
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。

（
２
）
地
域
的
に
は
、
東
日
本
は
「
お
む
す
び
」、
西
日
本
は
「
お
に
ぎ
り
」

で
あ
る
が
、
最
近
は
「
お
に
ぎ
り
」
が
一
般
的
呼
称
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

む
す
び
‐
め
し 【
結
飯
】
解
説
・
用
例
〔
名
〕

飯
を
両
手
で
握
り
固
め
た
も
の
。
に
ぎ
り
め
し
。
む
す
び
。

　

＊
明
治
大
正
見
聞
史
〔
１
９
２
６
〕〈
生
方
敏
郎
〉
政
府
の
恐
露
病
と

　
　

日
露
戦
争
・
一
〇

　
　
　

む
す
び
飯
の
米
は
氷
っ
て
針
の
如
く
と
い
ふ
や
う
な
愚
痴
が
出
は

　
　
　

じ
め
た

と
し
て
立
項
さ
れ
る
。「
お
む
す
び
」
の
早
い
使
用
例
は
天
保
四
（
一
八
三
三
）

年
刊
行
の
『
誹
風
柳
多
留
』
百
二
六
篇
所
収
の
句
。「
む
す
び
め
し
」
の
早
い
例

は
一
九
二
六
（
昭
和
元
年
）
の
『
明
治
大
正
見
聞
史
』
と
す
る
。
潁
原
の
引
用
し

た
「
む
す
び
」「
む
す
び
飯
（
い
ひ
）」
は
、
そ
れ
ら
を
は
る
か
に
遡
っ
た
時
代
の

使
用
例
で
あ
る
。

　

管
見
に
入
っ
た
俳
諧
資
料
の
中
で
は
、「
お
む
す
び
」
と
い
う
語
形
で
、

　
　

笈
摺
の
伊
達
は
め
で
た
く
思
は
れ
て 

紀
水

　
　
　

結
ぶ
の
神
の
前
で
お
む
す
び 

紀
鳴

 

（『
江
戸
に
し
き
』
宝
暦
九
〈
一
七
五
九
〉
年
刊
）

と
い
う
比
較
的
早
い
時
代
の
使
用
例
が
見
い
だ
さ
れ
た
。

　
「
お
む
す
び
」「
む
す
び
」
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
潁
原
の
引
用
し
た
二
句

目
の
、

　
　

焼
め
し
も
む
す
び
と
い
へ
ば
亦
や
さ
し
（
附
句
）　

心
友

と
い
う
句
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
「
焼
め
し
」
は
、
む
ろ
ん
現
在
の
炒
飯
（
チ
ャ
ー
ハ
ン
）
の
こ
と
で
は
な

い
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
、

　
　

や
き
‐
め
し 【
焼
飯
】〔
名
〕

（
１
）「
や
き
む
す
び
（
焼
結
）」
に
同
じ
。

　

＊
続
撰
清
正
記
〔
１
６
６
４
〕
六
・
清
正
鎧
の
事

　
　
　

腰
に
白
米
一
升
・
焼
飯
・
塩
、
少
し
う
ち
が
ひ
に
入
れ
て

　

＊
黄
表
紙
・
這
奇
的
見
勢
物
語
〔
１
８
０
１
〕

二
一
三

お
に
ぎ
り
・
お
む
す
び
・
焼
飯
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
資
料
か
ら 

― 



　
　
　

せ
な
か
に
は
や
き
め
し
の
や
う
な
う
ろ
こ
が
た
の
こ
け
が
し
ゃ
う

　
　
　

じ

と
記
す
「
や
き
む
す
び
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
や
き
む
す
び
」
に
つ
い
て
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、

　
　

や
き
‐
む
す
び 【
焼
結
】〔
名
〕

　
　
　

握
り
飯
に
塩
、
醤
油
、
味
噌
な
ど
を
つ
け
て
焼
い
た
も
の
。
焼
飯
。
焼
握

　
　
　

り
飯
。

　
　
　
　

＊
北
の
河
〔
１
９
６
５
〕〈
高
井
有
一
〉

　
　
　
　
　

弁
当
は
こ
の
地
方
で
焼
結
び
と
呼
ぶ
焼
い
た
握
飯
が
二
つ

と
、
早
い
使
用
例
と
し
て
昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年
の
小
説
を
あ
げ
る
が
、
先

ほ
ど
述
べ
た
「
に
ぎ
り
め
し
」
に
味
付
を
し
て
焼
い
た
も
の
、
と
い
う
。「
や
き

め
し
」
と
言
う
と
あ
ま
り
に
即
物
的
で
下
卑
た
印
象
を
受
け
る
が
、
そ
れ
を
「
む

す
び
」
と
言
う
と
な
に
か
し
ら
上
品
に
聞
こ
え
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　

興
味
深
い
の
は
、
当
時
広
く
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
「
に
ぎ
り
め
し
」
を

焼
い
た
の
で
あ
れ
ば
「
や
き
に
ぎ
り
」
と
で
も
言
え
ば
よ
い
も
の
を
、「
や
き
む

す
び
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
お
む
す
び
」
に
は
、「
む
す
び
」
と
い
う

短
い
語
形
と
「
む
す
び
い
ひ
」
と
い
う
長
い
語
形
の
両
方
が
あ
っ
た
が
、「
お
に

ぎ
り
」
に
は
、「
に
ぎ
り
い
ひ
」「
に
ぎ
り
め
し
」
と
い
う
長
い
語
形
は
あ
る
も
の

の
、
な
ぜ
か
「
に
ぎ
り
」
と
い
う
短
い
語
形
の
使
わ
れ
て
い
た
形
跡
が
な
い
。

　

こ
の
「
や
き
め
し
」
と
「
む
す
び
」（
む
す
ぶ
）
の
言
葉
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
句
例
も
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

焼
食
や
誰
岩
代
に
む
す
び
け
ん 

幽
山

　
　
　

反
古
に
つ
ゝ
む
山
本
の
雲 

素
堂

 

（『
誹
枕
』
延
宝
八
〈
一
六
八
〇
〉
序
刊
）

　
　

弓
杖
に
東
野
州
の
か
た
ぶ
き
て 

来

　
　
　

焼
め
し
む
す
ぶ
と
ば
か
り
の
塩 

同

 

（『
東
風
流
』
宝
暦
六
〈
一
七
五
六
〉
年
刊
）

　
『
誹
枕
』
の
「
む
す
び
」
は
、

　
　
　
　

有
間
皇
子
自
ら
傷
み
て
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
二
首

　
　

岩
代
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
ま
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
見
む

　
　

家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る

 

（『
万
葉
集
』
巻
二
・
一
四
一
、一
四
二
）

を
踏
ま
え
る
が
、
二
例
と
も
に
、「
む
す
び
」「
む
す
ぶ
」
を
、「
や
き
め
し
」
を

「
む
す
ぶ
」、
と
い
う
形
の
動
詞
と
し
て
用
い
て
い
る
。「
や
き
め
し
」
を
拵
え
る
、

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
基
本
的
に
、「
や
き
め
し
」
は
「
に
ぎ
り
め
し
」

を
焼
い
て
味
付
け
し
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
人
々
の
感
覚
や
思
考
、
文
物

を
知
る
た
め
に
重
宝
な
『
俳
諧
類
船
集
』（
延
宝
四
〈
一
六
七
六
〉
年
刊
）
に
は
、

「
握
」
か
ら
「
焼
め
し
」
が
付
合
語
と
し
て
連
想
さ
れ
て
お
り
、「
む
す
ぶ
」
か
ら

は
連
想
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
の
句
に
も
、

　
　
　

変
化
と
り
に
参
る
牢
人 

宅

　
　

夜
の
雨
焼
食
二
ツ
に
ぎ
ら
せ
て 

角

 

（『
花
摘
』
元
禄
三
〈
一
六
九
〇
〉
年
刊
）

の
よ
う
に
、「
や
き
め
し
」
を
拵
え
る
こ
と
を
、「
や
き
め
し
」
を
「
に
ぎ
る
」、

と
言
う
。
し
か
し
、「
に
ぎ
り
め
し
」
を
焼
い
た
「
や
き
め
し
」
を
「
に
ぎ
る
」

と
い
う
言
葉
は
、「
頭
痛
が
痛
い
」
の
よ
う
な
重
言
で
あ
り
、
そ
の
使
い
方
の
お

か
し
さ
を
避
け
る
た
め
に
、
別
に
、「
む
す
ぶ
」
と
い
う
言
葉
を
多
く
用
い
た
の

二
一
四
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、な
ぜ
「
む
す
ぶ
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
は
残
る
が
、紐
を
結
ん
だ
り
す
る「
む
す
ぶ
」手
の
形
が
心
な
し
か「
に

ぎ
り
め
し
」
を
作
る
「
に
ぎ
る
」
手
の
形
と
似
て
い
る
こ
と
が
、そ
の
背
景
に
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
や
き
め
し
」
と
「
に
ぎ
り
め
し
」
の
関
係
を
右
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
、
次

の
よ
う
に
江
戸
時
代
を
通
し
て
数
多
く
の
俳
諧
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

焼
め
し
も
あ
り
こ
め
つ
ぶ
も
あ
り

　
　

籠
り
人
の
帰
り
し
あ
と
の
神
社 
安
静

 

（『
鉋
屑
集
』
万
治
二
〈
一
六
五
九
〉
年
刊
）

　
　

焼
食
の
か
ほ
り
や
ふ
か
き
月
の
朝

　
　
　

鰯
を
い
れ
し
旅
の
わ
ら
づ
と 

存
朱

 

（『
伊
勢
俳
諧
長
帳
』
寛
文
年
間
以
前
成
）

　
　

松
吹
や
う
つ
ぶ
し
染
の
昼
寝
す
ぎ 

和
推

　
　
　

二
里
の
飛
脚
か
焼
食
は
無
理 

豆
人

 

（『
余
花
千
句
』
宝
永
二
〈
一
七
〇
五
〉
年
刊
）

ほ
ど
が
や
の
中
ほ
ど
に
武
蔵
相
模
の
境
あ
り
て
、
坂
有
。
焼
も
ち
坂

と
所
に
呼
り
。
此
所
に
て
始
て
の
旅
人
こ
は
飯
を
喰
ふ
な
り
と
い
ひ

な
ら
は
せ
り
。

　
　

こ
は
飯
を
今
蒸
花
や
翁
草 

全
角

　
　

焼
飯
の
一
半
黄
也
国
境 

立
志

 

（『
芋
の
子
』
正
徳
五
〈
一
七
一
四
〉
年
刊
）

　
　

弥
が
う
へ
に
積
か
さ
ね
た
る
普
請
小
屋 

遊
之

　
　
　

焼
飯
に
た
か
る
蝿
あ
ふ
ぎ
や
る 

杜
蘭

 

（『
梅
雨
の
後
』
宝
暦
二
〈
一
七
五
二
〉
年
刊
）

　
　

焼
飯
で
う
き
世
を
ま
は
る
夏
念
仏

　
　
　

榎
に
晴
ら
す
雨
の
獅
子
舞

 

（『
紅
葉
』
宝
暦
四
〈
一
七
五
四
〉
年
刊
）

　
　

峠
迄
受
合
駕
も
昼
下
り

　
　
　

女
房
の
力
焼
飯
で
喰
ふ 

同
（
武
州
騎
西
）
五
仙

 

（『
俳
諧
連
理
香
』
宝
暦
十
一
〈
一
七
六
一
〉
年
刊
）

　
　
　

草
鞋
も
買
ふ
た
時
は
珍
ら
し

　
　

焼
飯
を
腹
の
礫
に
持
て
行 

同
（
八
日
市
）
陸
浮　
（
同
）

　
　

喰
割
し
焼
飯
み
せ
ん
土
俵
入

 

（『
八
題
集
』
明
和
五
〈
一
七
六
七
〉
年
頃
刊
）

　
　
　

門
ま
で
ゆ
け
ば
楽
の
は
じ
ま
り 

禾

　
　

焼
め
し
を
面
々
の
腰
に
つ
ら
く
り
て 

翠

二
一
五

お
に
ぎ
り
・
お
む
す
び
・
焼
飯
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
資
料
か
ら 

― 



 

（『
花
供
養
』
享
和
二
〈
一
八
〇
二
〉
年
刊
）

　
　

焼
飯
を
不
掃
除
な
手
に
振
舞
て

　
　
　

体
も
汐
の
辛
い
船
頭 

同
（
東
武　

李
北
）

 
（『
や
ま
か
つ
ら
』　

文
化
十
二
〈
一
八
一
五
〉
年
刊
）

　
　

焼
め
し
を
喰
々
越
る
か
れ
野
哉 

其
山

 

（『
石
海
集
』
嘉
永
七
〈
一
八
五
四
〉
年
刊
）

　
　

呼
声
を
野
飼
の
駒
の
よ
く
し
り
て 

伍

　
　
　

焼
め
し
わ
れ
ば
梅
干
の
出
る 
川

 

（『
お
よ
び
ご
し
』
文
久
一
〈
一
八
六
一
〉
年
刊
）

　
「
に
ぎ
り
め
し
」
同
様
に
、「
旅
」「
草
鞋
」「
野
飼
の
駒
」「
籠
り
人
」
な
ど
、

家
で
の
食
事
で
は
な
い
外
で
の
食
事
、
と
く
に
旅
中
で
の
食
事
を
思
わ
せ
る
言
葉

と
一
緒
に
詠
ま
れ
た
り
、「
船
頭
」「
普
請
小
屋
」
な
ど
、
肉
体
労
働
の
人
々
の
野

外
で
の
食
事
を
思
わ
せ
る
言
葉
と
合
わ
さ
れ
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

　

潁
原
退
蔵
は
、「
食
事
に
関
す
る
言
葉
の
二
三
」
の
中
で
、「
お
に
ぎ
り
」
あ
る

い
は
「
お
む
す
び
」
と
言
わ
れ
て
い
る
身
近
な
食
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
お
む
す

び
の
名
は
優
し
い
な
が
ら
に
、
そ
の
簡
素
質
実
な
点
で
握
飯
は
全
く
日
本
的
な
食

品
で
あ
る
。」
と
語
っ
た
。
そ
れ
か
ら
八
十
年
近
く
が
た
っ
た
今
日
の
、「
お
に
ぎ

り
」「
お
む
す
び
」
に
つ
い
て
の
多
種
多
様
な
言
説
で
あ
ふ
れ
る
ウ
ェ
ブ
上
の
記

事
を
見
て
み
て
も
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
に
出
会
う
。

　

幼
い
こ
ろ
の
遠
足
や
運
動
会
で
頬
張
っ
て
食
べ
た
お
に
ぎ
り
に｢

お
ふ
く

ろ
の
味｣

の
記
憶
を
重
ね
る
人
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な

お
に
ぎ
り
は
、
日
本
人
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

お
に
ぎ
り
と
い
っ
て
も
、
米
、
具
材
、
塩
、
海
苔
な
ど
の
食
材
の
ほ
か
、

米
の
炊
き
方
、
塩
加
減
、
巻
き
方
、
握
り
方
な
ど
、
地
域
や
家
庭
に
よ
っ
て

独
自
の
発
展
を
遂
げ
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊
か
で
す
。

　

シ
ン
プ
ル
で
あ
り
な
が
ら
、
古
く
か
ら
日
本
人
に
愛
さ
れ
、
い
ま
な
お
進

化
し
つ
づ
け
る
お
に
ぎ
り
を
ひ
も
と
く
と
、
和
食
の
歩
み
や
日
本
人
の
食
文

化
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
注
4
）

　
「
お
に
ぎ
り
」
や
「
お
む
す
び
」
に
は
、
日
本
人
の
心
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
る

不
思
議
な
魅
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ざ
そ
れ
ら
の
言
葉
の
歴
史
を
辿
ろ
う
と
す

る
と
き
、
私
た
ち
は
、「
お
む
す
び
」
や
「
お
に
ぎ
り
」
と
い
う
言
葉
の
た
ど
っ

て
き
た
道
筋
を
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
食
に
関
す

る
言
葉
が
無
尽
蔵
に
眠
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
江
戸
時
代
の
俳
諧
資
料
の
う
ち
、
筆

者
の
見
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
は
、
僅
か
に
九
牛
の
一
毛
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
中

に
あ
っ
て
、
今
回
わ
ず
か
に
、「
お
に
ぎ
り
」
と
「
お
む
す
び
」
の
差
異
の
一
端

が
見
え
て
き
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
今
後
は
さ
ら
に
資
料
の
範
囲
を
広
げ
な

が
ら
「
お
に
ぎ
り
」
と
「
お
む
す
び
」
の
深
掘
り
を
こ
こ
ろ
み
た
い
。

　

注
（
1
）
『
潁
原
退
蔵
著
作
集　

第
十
六
巻
（
近
世
語
研
究
）
』
中
央
公
論
社
・

一
九
八
〇
、
所
収
。

（
2
）
二
〇
一
四
年
秋
の
横
浜
市
歴
史
博
物
館
企
画
展
「
大
お
に
ぎ
り
展 

― 

出

二
一
六

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
四
号



土
資
料
か
ら
み
た
穀
物
の
歴
史
」
の
図
録
を
も
と
に
作
ら
れ
た
書
籍
。

（
3
）
同
書
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
便
宜
上
、
一
部
省
略
し
た
り
、
表
記
を
改

め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
以
後
同
書
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
同
様
。

（
4
）https://story.ajinom

oto.co.jp/history/005.htm
l

　
　
　
「
味
の
素
株
式
会
社
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

令
和
四
年
九
月
九
日
閲
覧
。

※
引
用
文
献
は
以
下
の
資
料
に
よ
っ
た
。

『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』『
万
葉
集
』
…
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
、『
境
海
草
』

『
中
庸
姿
』『
花
摘
』…
日
本
文
学W

EB

図
書
館（
和
歌
＆
俳
諧
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）、

『
糸
屑
集
』
…
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
版
本
、『
見
花
数
寄
』
…
新
潟
大
学
佐
野

文
庫
（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
写
真
）、『
鉋
屑
集
』『
伊
勢
俳
諧
長

帳
』『
大
坂
み
つ
が
し
ら
』
…
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
、『
俳
諧
桃
八
仙
』

『
俳
諧
連
理
香
』
…
『
建
部
綾
足
全
集
』、『
齢
の
華
』『
二
度
の
か
け
』
…
『
雲
石
・

防
長
俳
諧
資
料
集
』、『
石
海
集
』
…
『
石
見
俳
諧
資
料
集
』、『
己
之
中
集
』
…
『 

古
典
文
庫
・
梅
室
関
係
俳
書
』、『
露
錦
句
帖
』『
梅
雨
の
後
』『
花
供
養
』
…
『
福

井
県
古
俳
書
大
観
』、『
江
戸
に
し
き
』『
余
花
千
句
』『
芋
の
子
』『
八
題
集
』
…
『
関

東
俳
諧
叢
書
』、『
誹
枕
』
…
『
日
本
俳
書
大
系　

談
林
俳
諧
集
』、『
東
風
流
』
…
『
東

風
流
―
宝
暦
俳
書
の
翻
刻
と
研
究
―
』、『
紅
葉
』
…
『
近
世
俳
諧
の
玉
手
箱
』、『
や

ま
か
つ
ら
』
…
『
芸
備
俳
諧
資
料
集
』、『
お
よ
び
ご
し
』
…
『
嵐
牛
俳
諧
資
料
集
』

　
付
記

　

本
稿
は
、
三
菱
財
団
人
文
科
学
研
究
助
成
（「
江
戸
時
代
の
古
典
籍
に
描
か
れ

た
和
食
文
化
の
研
究
」）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 

（
二
〇
二
二
年
九
月
十
六
日
受
理
）

 

（
も
り　

し
ろ
う　

本
学
名
誉
教
授
）

二
一
七

お
に
ぎ
り
・
お
む
す
び
・
焼
飯
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
資
料
か
ら 

― 




