
し
いc
い
か
に
官
命
と
は
い
え、

出
発
を
せ
か
さ
れ
て、

取
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
用
意
を
し
た
ら

ぬ
か
も

20
1
四
三
六
四

の
ら
に
物
い
は
ず」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

官
命
だ
か
ら

．

万
葉
集
巻―
-
0
は
防
人
歌
を
中
心
に
し
た
異
色
あ
る
一
巻
で
あ

．
る。

防
人
歌
に
は
悲
喜
こ
も
ご
も、

読
む
人
の
胸
を
打
つ
作
が
多

ぃ
c

集
中
屈
指
の
印
象
深
い
巻
で
あ
る。

そ
の
中
に
次
の
一
首
が

20
1
四
三
二
七

妻
を
思
り
心
情
が
よ
く
出
て
い
る
が、
一
面
旅
の
あ
わ
た
だ
し
さ

が
想
像
さ
れ
る。

防
人
召
集
命
令
が
あ
っ
て、

出
発
ま
で
に
は
い

く
ら
の
時
間
も
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る。

そ
れ
に
類
す
る

作
品
は
数
首
見
る
こ
と
が
で
き
る。

．

た

も
の
は

．．
 

水
鳥
の
発
ち
の
急
ぎ
に
父
母
に
物
言
ず
来
に
て
今
ぞ
悔
し
き

20
1
四
三
三
七

な
る

防
人
に
発
た
む
さ
わ
き
に
家
の
妹
が
業
ぺ
き
こ
と
を
言
は
ず
来

一
且
出
発
す
れ
ば、

数
年
間
は

だ
っ
た
の
か、

そ
の
辺
が
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る。

し
か
し
あ

は
む

「
立

わ
が
妻
も
画
に
か
さ
と
ら
む
暇
も
が
旅
行
く
我
は
見
つ
つ
し
の

ね
つ
も

あ
る。

水
鳥
の
立
た
む
よ
そ
ひ
に
妹
の
ら
に
物
い
は
ず
来
に
て
思
ひ
か

帰
還
で
き
な
い
の
に、

な
お
父
母
に
別
離
の
あ
い
さ
つ
さ
え
交
わ

す
暇
が
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で�

痛
ま
し
い
限
り
で
あ
る。

四

三
三
七
の
歌
に
は
類
歌
が
あ
る。

巻
一
四
東
歌
の
相
聞
の
中
に、

14
1
三
五
二
八

右
の
一
首
題
詞
が
な
い
の
で、

詳
細
を
知
る
を
得
な
い
が、

た
む
よ
そ
ひ
に
」
は
何
の
た
め
の
出
発
で
あ
っ
た
の
か、

単
な
る

旅
行
へ
の
出
で
立
ち
か、

ど
う
い
う
場
合
の
「
立
た
む
よ
そ
ひ
」

る
い
は
防
人
と
し
て
の
出
発
で
は
な
か
っ
た
か。

ど
う
も
多
分
に

そ
う
も
感
じ
ら
れ
る。

と
い
う
の
は
普
通
の
出
発
で
あ
れ
ば、
「
妹

こ
そ
即
刻
集
合
し
た
け
れ
ば
な
ら
ず、

従
っ
て
「
発
ち
の
急
ぎ
に」

と
い
う
こ
と
も
当
然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う。

東
歌
中
に
も
防
人
歌
と

題
す
る
五
首
が
あ
り、

分
類
こ
そ
は
そ
れ
に
属
し
て
い
な
い
が、

束
国
人
が
こ
の
作
を
な
す
没
ど
の
急
ぎ
の
旅
と
い
う
の
は、

ま
ず

万
葉
集
の
「
わ
が
妻
も
画
に
か
き
と
ら
む
暇
も
が
」

小
考

井

上

富

蔵

- 11 -



全
注
釈

わ
た
し
の
妻
を
画
に
描
き
取
る
ほ
ど
の
暇
も
ほ
し

い
も
の
だ。

召
集
の
手
続
な
ど
の
こ
と
は、

首
か
ら
下
命
か
ら
出
発
ま
で
の
時
間
は
低
と
ん
ど
な
い
に
近
か
っ

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

更
に
妙
に
思
わ
れ
る
の
は
次
の
一

首
で

と
の
一

首
で
は
用
件
も
告
げ
ら
れ
ず
呼
び
出
さ
れ、

そ
の
ま
ま
西

下
し
た
よ
う
で
あ
る
。

準
備
も
別
離
の
あ
い
さ
つ
も
あ
っ
た
も
の

で
は
な
い
。

さ
て、

以
上
出
発
の
早
急、

あ
わ
た
だ
し
い
状
況
な
ど
を
考
え

た
の
で
あ
る
か、

最
初
の
作
品
も
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
あ
る
c

こ
れ
に
つ
い
て
諸
注
を
参
照
す
る
と、

た
だ
こ
の
際
考
え
て
見
た
い
の
は
「
画
に
か
き
と
ら
む
暇
も
が
」

20
1
四
三
七
六

あ
る。

•

あ
も
し
し

旅
行
き
に
行
く
と
知
ら
ず
て
母
父
に
言
申
さ
ず
て
今
ぞ
悔
し
け

一

切
不
明
で
あ
る
が、

右
の
数

私
の
妻
を
絵
に
描
き
取
る
暇
が
欲
し
い
。

吾
が
表
の
す
が
た
を、

う
つ
し
画
に
か
き
と
ら
む

暇
も
が
な
あ
れ
か
し。

以
上
の
諸
解
す
べ
て
大
岡
小
異
で
あ
る。

し
い
説
明
は
な
い
。

し
か
し、

点
が
存
す
る。

と
も
か
く、

ス
ケ
ッ
チ
風
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

そ
れ
な
ら
い
く
ら
の
時
問
も
必
要
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う。

も
っ
と
も
父
母
要
子
に
あ
い
さ
つ
も
仕
事
の
指
示
も
で
き
な
か

っ
た
ほ
ど
忙
し
い
の
に、

ま
し
て
ス
ケ
ッ
チ
画
に
し
て
も、

そ

ん
な
暇
は
な
い
の
が
当
然
と
い
う
論
も
生
ず
る
で
あ
ろ
う。

ど

の
程
度
の
暇
が
あ
っ
た
か
が
問
題
で
あ
る
が、

そ
れ
に
は
何
の

．

手
が
か
り
も
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

画
に
書
き
た
い
欲
求
だ

け
は
旺
盛
で
あ
る。

、
「
画
に
か
き
取
ら
む
暇
」

で
あ
る
が、

細
密
画
を
描
く
の
な
ら

古
義
文
学
大
系

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

出
発
の
あ
わ
た
だ
し
さ
が
大
事
な
用

件
連
絡
を
失
な
わ
せ
た
の
で
あ
る。

四
三
六
四
の
歌
も
「
発
た
む
さ
わ
き
」

に
要
に
十
分
な
指
示
も

防
人
応
召
の
場
合
と
考
え
て
然
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ど
の
注
釈
書
に
も
目
新

考
え
て
見
る
と
い
く
つ
か
の
問
題．
一2ー

（
訓
釈
）

妻
の
姿
を
絵
に
描
き
と
ら
う
時
間
も
ほ
し
い
。

注
釈

我
が
姿
を
も
絵
に
描
き
取
る
暇
も
あ
れ
ば
よ
い
。

（
口

訳
）



古
典
大
系

に
は
諸
説
が
あ
る。菅

の
根
の
形
を
益
物
に
名
き
つ
け
て

く」
は
即
ち
「
掻
く」
で
あ
る。
ま
た
染
料
で
衣
服
を
色．つ
け
る

衣
を
引
っ
掻
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。
「
か

け
る
要
が
あ
る。
こ
れ
が
「
か
く」
で
あ
る。
つ
ま
り
菅
の
根
で

ぐ
ら
い
の
こ
と
で
は
染
ま
る
は
ず
が
な
い。
力
を
込
め
て
押
し
つ

か
も

11
1
二
四

る
の
か、
も
し
前
者
と
す
れ
ば、
た
だ
根
で
模
様
と
か
色
を
書
く

さ

邑
の
語
の
用
例
は
全
く
な
いc

君
が
た
め
手
力
疲
れ
織
れ
る
衣
ぞ
春
さ
ら
ば
い
か
な
る
色
に
細

と
し
て
木
簡
が
出
た
こ
と
は、
よ
く
報
道
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

「
画
に
か
き
と
ら
む」
の
面
は
紙
に
画
く
の
で
あ
ろ
う
か。

そ
の
点
が
甚
だ
疑
問
で
あ
るc
何
と
な
れ
ば、
当
時
は
紙
は
貴

璽
品
で
あ
る。
官
庁
や
貴
族
な
ど
な
ら
入
手
も
で
き
ょ
う
が、

束
国
人
殊
に
庶
民
の
若
い
脊
年
な
ど
に
紙
の
一
枚
で
も
用
意
が

あ
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い。
現
に
奈
良
京
の
発
掘
遺
物

る。
宮
中
で
さ
え
木
簡
で
あ
るc
紙
は
諸
国
か
ら
の
貢
物
で
あ

り、
容
易
に
庶
民
が
入
手
で
き
る
も
の
で
は
な
い。
万
葉
集
中、

紙
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
「
書

く」
と
い
う
こ
と
も
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い。

現
に
「
害
く」
の
集
中
例
は
次
の
二
例
に
過
ぎ
な
い。

う
た
て

も
り

真
島
住
む
卯
名
手
の
丼
社
の
菅
の
根
を
衣
に

が糾
つ
け
著
せ
む

子
も
か
も

7
l
-
-＝一
四
四

う

け

水
の
上
に
数

寄d
如
を
わ
が
命
を
妹
に
逢
は
む
と
誓
約
ひ
っ．
る

さ
て、
右
の
例
の
中、

そ
の
外、「
ゑ
が
く」
と
い
う
語
も
集
中
に
は
見
当
ら
た
い。

二二
四
四
の
「
菅
の
根
を
衣
杷

が引
つ
け」

ら
行
な
わ
れ
て
い
た。
衣
に
模
様
を
帯
く
と
い
う
よ
り
は
摺
っ
た

も
の
で
あ
る。

7
ー
―
二
八
一

7
1.―
――――――
九

外
て
ば
吉
け
む

つ
き
草
に
衣
色
ど
b

ll
ど
も
う
つ
ろ
ふ
色
と
い
ふ
が
苦
し
—3ー

な
ど、
衣
と
摺
る
と
い
う
関
連
の
作
は
多
い。
「
菅
の
根
を
衣
に

か
き
つ
け」
は
実
際
は
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か、
不
案
内
で
あ

る。
菅
の
根
で
も
っ
て
衣
服
に
直
接
色
つ
け
を
ナ
る
こ
と
な
の
か

あ
る
い
は、
菅
の
根
か
ら
染
科
を
取
っ
て
そ
れ
で
衣
服
を
染
色
す

と
い
う
の
が
当
時一
般
の
風
習
で
あ
る。
摺
る
と
い
う
こ
と
が
専

す
り
ご
ろ
も

鍛
者
は、
考
や
古
義
の
説
に
焚
成
す
る。
何
と
た
れ
ば、「
摺
衣」

古
義

万
葉
考

噛
は
借
字、
掻
付
に
て
摺
な
り

カ
ツ
ス
リッケ

谷
付
は
摺
箸
と
云
む
が
如
し



き
彫
り
に
す
る
な
ど
の
搭
さ
と
考
え
る
必
捜
が
あ
る
で
あ
ろ
う。

き
も
細
工
刀
な
ど
で
板
に
線
を
描
く
と
か、

削
り
取
っ
て
顔
を
浮

引
っ
掻
い
て
線
面
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う。

然
る
時
は
紙

こ
す
り
つ
け
る
の
で
あ
る
う。

そ
れ
は
衣
服
を
強
く
押
さ
え
て
引

っ
か
く
よ
う
に
こ
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る。

こ
こ
に
も
掻
（
作
業

右
の
「
衣
に
か
き
つ
け
」
は、

冒
頭
の
「
画
に
か
き
と
ら
む
暇

も
が
」
の
「
か
き
」
に
通
ず
る
と
考
え
る。

「
か
ぎ」
を
「
扱
さ」

い
く
つ
か
の
疑
問
点
が
氷
解
す
る。

板
な
ど
に

と
考
え
て
こ
そ、

の
必
要
も
な
い。

難
点
の
一
は
解
決
す
る。

次
に
板
な
F
に
引
っ

掻
く
こ
と
は
可
な
り
の
時
間
を
要
す
る。
だ
か
ら
こ
そ

云T

もが」
と
い

9
心
惜
発
露
化
も
な
っ
た
の
で
あ
る。
こ
の
一
首
は
「
か
き
」
を、

「
掻
き
」
と
解
釈
し
て
こ
そ
心
情
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る。

掻

ー
岡
山
就
実
短
期
大
学
教
授
ー

が
考
え
ら
れ
る。

に
し
て
も、
い
わ
ゆ
る
摺
る
の
で
あ
る
か
ら、

相
当
に
力
を
摂
し
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