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問
題
の
所
在 

は
じ
め
に 

空
間
と
は
︑あ
ら
ゆ
る
⽅
向
へ
広
が
り
を
持
た
場
所
の
こ
と
を
指
す
︒空
間
は
⼈
の
営
み
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
︒⼈
々
は
普
段
特
定
の
場
所
で
⽣
活
し
︑

時
に
は
そ
の
範
囲
を
越
え
て
往
来
す
る
︒
空
間
と
は
︑
そ
れ
を
区
切
る
視
点
に
よ
て
様
々
に
姿
を
変
え
る
も
の
で
あ
る
︒
現
代
に
お
い
て
も
︑
⽇
本
列
島
の
内
部
に

は
都
道
府
県
や
市
町
村
と
い
た
⾏
政
的
な
区
切
り
が
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
都
市
圏
と
い
う
概
念
も
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
⾏
政
的
な
区
分
に
よ
ら
ず
︑
社
会
的
・
経

済
的
な
つ
な
が
り
に
よ
る
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
空
間
は
様
々
な
視
点
や
区
切
り
を
内
包
し
た
多
⾯
的
な
も
の
で
あ
り
︑
⽣
活
の
基
礎

を
な
し
て
い
る
︒ 

 

こ
れ
は
︑
古
代
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒
古
代
の
⽇
本
と
い
う
も
の
を
根
源
か
ら
理
解
す
る
助
け
に
な
る
視
点
の
⼀
つ
が
空
間
で
あ
る
︒
令
制
国
の
成
⽴
や
畿
内

制
の
根
本
に
も
︑な
ぜ
そ
の
範
囲
が
⼀
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
成
⽴
し
た
の
か
と
い
う
空
間
の
問
題
が
存
在
す
る
︒古
代
に
お
け
る
空
間
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

た
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
︑
古
代
の
⽇
本
に
つ
い
て
も
深
い
理
解
に
は
い
た
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
本
論
⽂
は
︑
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
出
発
点
と
す
る
も
の
で

あ
る
︒ 

以
下
に
空
間
を
め
ぐ
る
従
来
の
研
究
を
概
観
す
る
︒ 

 
 第

⼀
節 

⽇
本
列
島
と
空
間 

⽇
本
列
島
全
体
を
⼀
つ
の
空
間
と
し
て
捉
え
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の
認
識
を
論
じ
た
研
究
は
い
く
つ
か
あ
る
が
︑
そ
れ
は
主
に
中
世
史
の
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
︒ 

村
井
章
介
⽒
は
︑国
家
⽀
配
の
客
体
と
な
る
べ
き
空
間
︑す
な
わ
ち﹁
王
⼟
﹂が
︑閉
じ
た
空
間
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
転
換
点
を
九
世
紀
に
求
め
た(

１)

︒

ま
た
︑
ケ
ガ
レ
の
観
念
に
着
⽬
し
︑
皇
都→

畿
内→

外
国
と
い
う
︑
浄
か
ら
穢
へ
の
段
階
的
な
同
⼼
円
構
造
を
指
摘
し
た(

２)

︒
伊
藤
喜
良
⽒
も
同
様
に
︑
天
皇
を
中
⼼

と
し
た
同
⼼
円
構
造
を
⾒
い
だ
し
︑天
皇→

⼤
内
裏→

洛
中→

洛
外→

⼭
城→

畿
外→
国
家
四
⾄
外
と
︑穢
が
強
く
な
る
と
い
う
思
想
や
意
識
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を

指
摘
し
た(

３)

︒
両
⽒
と
も
︑
国
家
の
外
に
存
在
す
る
﹁
化
外
﹂
を
意
識
し
︑
そ
の
外
に
ケ
ガ
レ
や
王
化
に
従
わ
な
い
者
を
追
放
す
る
意
識
が
あ
た
こ
と
に
⾔
及
し
て

い
る
︒
中
世
に
お
け
る
国
家
の
空
間
と
は
︑
天
皇
を
中
⼼
と
し
て
︑
そ
れ
を
お
び
や
か
す
も
の
を
外
に
排
除
す
る
構
造
を
持
て
い
た
と
い
え
る
︒
そ
の
よ
う
な
中
央



 

2 
 

か
ら
の
⾒
⽅
に
対
し
て
︑
周
縁
の
⼈
々
に
と
て
は
︑
異
域
は
も
う
⼀
つ
の
⽂
明
で
あ
た
と
す
る
⾒
⽅
も
提
⽰
さ
れ
て
い
る(

４)

︒ 
⼀
⽅
で
︑
古
代
史
に
お
い
て
は
︑
右
の
よ
う
な
列
島
全
体
を
捉
え
た
空
間
の
問
題
は
い
ま
だ
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
︒
古
代
史
に
お
い
て
最
も
議
論
さ
れ
て
き
た
空
間

の
問
題
は
畿
内
で
あ
ろ
う
︒
畿
内
は
︑﹃
⽇
本
書
紀
﹄
に
記
さ
れ
た
改
新
詔
で
初
め
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
が
⾒
え
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
東
は
名
墾
の
横
河
︑
南
は
紀

伊
の
兄
⼭
︑
⻄
は
⾚
⽯
の
櫛
淵
︑
北
は
近
江
の
狭
々
波
合
坂
⼭
を
畿
内
と
す
る
と
い
う
︒ 

凡
畿
内
︑
東
⾃
⼆
名
墾
横
河
⼀
以
来
︑
南
⾃
⼆
紀
伊
兄
⼭
⼀
以
来
︑︿
兄
︑
此
云
レ
制
﹀︒
⻄
⾃
⼆
⾚
⽯
櫛
淵
⼀
以
来
︑
北
⾃
⼆
近
江
狭
々
波
合
坂
⼭
⼀
以
来
︑
為
⼆
畿
内 

国
⼀
︒︵﹃
⽇
本
書
紀
﹄
⼤
化
⼆
年
︵
六
四
六
︶
正
⽉
甲
⼦
朔
条
︶ 

畿
内
制
に
つ
い
て
は
︑関
晃
⽒
が
畿
内
制
の
成
⽴
を
豪
族
の
居
住
地
で
あ
た
こ
と
に
求
め
た(

５)

︒⼤
津
透
⽒
は
関
⽒
の
説
を
肯
定
し
︑そ
の
上
で
⼤
化
前
代
の
⼤

和
王
権
の
故
郷
︑
⽀
配
地
で
あ
る
ウ
チ
ツ
ク
ニ
の
範
囲
が
畿
内
の
実
体
で
あ
る
と
し
た(

６)

︒
そ
う
し
た
⾒
⽅
に
対
し
︑
吉
川
聡
⽒
は
︑
畿
内
と
中
央
豪
族
の
旧
居
住
地

が
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
そ
し
て
⼤
化
前
代
の
畿
内
の
地
に
は
宮
の
経
営
を
⽀
え
る
ミ
ヤ
ケ
が
存
在
し
て
お
り
︑
そ
の
機
能
・
そ
こ
に
賦
課
さ

れ
た
労
役
が
︑
畿
内
制
成
⽴
の
前
提
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た(

７)

︒ 

右
の
よ
う
な
政
治
的
な
成
⽴
論
に
対
し
て
︑
空
間
認
識
と
結
び
つ
け
た
⾒
⽅
も
あ
る
︒
出
⽥
和
久
⽒
は
︑
⼤
和
王
権
に
と
て
地
形
的
な
ま
と
ま
り
と
⼈
間
の
空
間

認
知
の
能
⼒
に
み
あ
た
規
模
の
空
間
と
し
て
︑
そ
し
て
結
果
的
に
情
報
も
多
く
有
し
て
い
た
親
密
な
空
間
と
し
て
畿
内
の
領
域
が
成
⽴
し
た
と
し
た(

８)

︒
⾨
井
直

哉
⽒
も
同
様
に
︑
ヤ
マ
ト
政
権
の
⽀
配
者
層
が
あ
る
⼀
定
の
地
理
的
範
囲
を
親
密
な
空
間
と
み
な
し
︑
そ
の
空
間
を
畿
内
と
し
た
と
す
る(

９)

︒ 

畿
内
の
さ
ら
に
中
⼼
に
位
置
す
る
の
が
︑
都
城
で
あ
る
︒
⽂
学
作
品
の
中
で
は
﹁
み
や
こ
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
︒
⾶
⿃
に
宮
が
置
か
れ
た
の
に
始
ま
り
︑
本
格
的
な
都

城
で
あ
る
藤
原
京
が
成
⽴
し
︑そ
の
後
も
平
城
京
や
平
安
京
な
ど
が
造
営
さ
れ
た
︒各
都
城
の
成
⽴
史
や
形
態
に
つ
い
て
は
今
ま
で
数
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ

て
お
り
︑
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
中
で
も
特
に
着
⽬
し
た
い
の
が
空
間
と
し
て
の
都
城
で
あ
る
︒
こ
と
に
平
安
京
に
関
し
て
は
︑
そ
の
空
間
に
つ
い

て
︑
⽂
学
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
研
究
が
⾏
わ
れ
て
き
た
︒
⻄
村
さ
と
み
⽒
は
︑
⽂
学
に
よ
て
表
象
さ
れ
る
空
間
と
し
て
平
安
京
が
あ
た
と
す
る(

１
０)

︒
古
橋
信

孝
⽒
は
︑
郊
外
と
い
う
観
点
か
ら
︑
⽂
学
に
描
か
れ
た
平
安
京
の
周
辺
を
捉
え
よ
う
と
試
み
た(

１
１)

︒
平
安
京
と
い
う
空
間
は
︑
そ
こ
に
住
む
⼈
々
に
よ
て
︑
さ
か

ん
に
描
か
れ
︑
さ
ま
ざ
ま
に
表
現
さ
れ
て
き
た
︒
⽂
学
と
の
関
わ
り
が
⾮
常
に
強
い
空
間
で
あ
る
と
い
え
る
︒
そ
の
点
は
︑
そ
れ
ま
で
の
都
城
と
の
⼤
き
な
差
で
あ
ろ

う
︒ 

 

こ
の
よ
う
に
︑
⽇
本
と
い
う
国
⼀
つ
を
と
て
も
︑
⼤
⼩
さ
ま
ざ
ま
な
空
間
が
あ
り
︑
複
数
の
空
間
に
よ
る
複
合
体
で
あ
る
と
い
え
る
︒
そ
の
中
で
⼈
々
は
政
治
を

⾏
い
︑
⽣
活
を
営
み
︑
⽂
化
を
創
出
し
た
︒
そ
れ
で
は
︑
そ
の
空
間
と
は
い
か
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
︒ 
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第
⼆
節 

空
間
と
境
界 

 
先
に
畿
内
に
つ
い
て
述
べ
た
が
︑
は
じ
め
畿
内
は
四
つ
の
地
点
に
よ
て
区
切
ら
れ
た
︒
そ
の
よ
う
に
空
間
は
区
切
ら
れ
︑
そ
れ
に
よ
て
空
間
の
内
と
外
が
発
⽣

す
る
︒
そ
の
区
切
り
が
境
界
で
あ
る
︒ 

 

境
界
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
︑
⺠
俗
学
の
分
野
で
研
究
が
⾏
わ
れ
て
き
た
︒
柳
⽥
国
男
⽒
は
︑
境
界
と
し
て
の
⼭
に
つ
い
て
考
察
す
る
中
で
︑
境
界
祭
祀
の
⼀
つ
で

あ
る
⼿
向
が
︑
峠
の
⼭
頂
で
⾏
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た(

１
２)

︒
折
⼝
信
夫
⽒
は
︑﹁
さ
か
ひ
﹂
の
語
は
坂
に
関
連
す
る
と
し
︑
境
と
は
道
の
堺
に
な

た
地
点
だ
け
を
⾔
い
︑
そ
の
よ
う
な
地
点
と
地
点
と
を
横
に
連
ね
て
境
界
線
と
な
る
と
し
た(

１
３)

︒
こ
う
し
た
⺠
俗
学
の
成
果
を
受
け
て
︑
古
代
の
坂
が
幅
を
持
つ
境

界
地
帯
で
あ
る
こ
と
を
歴
史
学
の
観
点
か
ら
鈴
⽊
景
⼆
⽒
が
指
摘
し
て
い
る(

１
４)

︒
⾚
坂
憲
雄
⽒
は
︑
交
通
や
信
仰
な
ど
の
境
界
を
め
ぐ
る
多
様
な
事
象
に
つ
い
て
考

察
し
た
︒
例
え
ば
︑
古
代
に
お
け
る
﹁
チ
マ
タ
﹂
を
交
通
に
お
け
る
境
界
領
域
と
し
て
︑
そ
こ
で
様
々
な
儀
礼
や
祭
祀
が
⾏
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(

１
５)

︒ 
 

⽇
本
史
の
研
究
に
お
け
る
境
界
に
つ
い
て
︑
理
論
的
な
分
析
を
試
み
た
研
究
も
あ
る
︒
ブ
ル
ス
・
バ
ト
ン
⽒
は
︑
前
近
代
の
場
合
︑
国
境
の
よ
う
な
政
治
的
な

境
界
は
︑
権
⼒
の
⽇
常
的
な
作
⽤
に
よ
る
﹁
⾃
然
﹂
な
結
果
で
あ
り
︑
明
確
な
﹁
線
﹂
で
は
な
く
﹁
地
帯
﹂
で
あ
た
こ
と
を
指
摘
し
た(

１
６)

︒ 
 

境
界
の
観
念
的
な
⾯
だ
け
で
は
な
く
︑
具
体
的
な
境
界
と
な
る
地
点
に
つ
い
て
︑
個
別
の
研
究
も
⾏
わ
れ
て
き
た
︒ 

千
⾥
之
外
︑
四
⽅
之
堺
︑
東
⽅
陸
奥
︑
⻄
⽅
遠
値
嘉
︑
南
⽅
⼟
佐
︑
北
⽅
佐
渡
︿
与
⾥
﹀
乎
知
能
所
乎
︵
後
略
︶︵﹃
延
喜
式
﹄
陰
陽
寮
20
儺
祭
条
︶ 

 

古
代
に
お
け
る
境
界
と
し
て
注
⽬
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
︑
右
に
挙
げ
た
﹁
四
⽅
之
堺
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
災
い
を
も
た
ら
す
疫
⻤
を
払
う
儀
式
で
あ
る
儺
祭

で
読
ま
れ
る
祭
⽂
の
⼀
部
で
あ
る
︒﹁
四
⽅
之
堺
﹂
は
︑
こ
の
地
点
よ
り
外
へ
疫
⻤
を
追
放
す
る
こ
と
を
⽰
す
︒
こ
こ
に
⾒
え
る
地
名
の
う
ち
︑
陸
奥
に
つ
い
て
は
︑

地
域
⽀
配
と
い
う
観
点
で
出
⽻
国
と
と
も
に
触
れ
た
熊
⽥
亮
介
⽒
の
研
究
が
あ
る(

１
７)

︒
佐
渡
に
つ
い
て
は
︑
相
沢
央
⽒
・
⽵
⽥
和
夫
⽒
が
辺
境
と
し
て
の
佐
渡
の
性

格
を
様
々
な
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る(

１
８)

︒ 
 

境
界
の
地
は
そ
れ
だ
け
に
限
ら
な
い
︒
古
代
の
蝦
夷
や
越
後
・
佐
渡
︑
南
島
と
い
た
⽇
本
列
島
の
周
縁
に
当
た
る
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
焦
点
を
当
て
た
鈴
⽊
靖
⺠
⽒

の
研
究
が
あ
る(

１
９)

︒永
⼭
修
⼀
⽒
は
︑南
の
境
界
と
し
て
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
・
イ
オ
ウ
ガ
シ
マ
に
着
⽬
し
︑中
央
に
よ
る
⽀
配
・
管
理
に
関
す
る
研
究
を
⾏
た(

２
０)

︒ 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
の
例
を
⾒
て
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
そ
れ
は
明
確
な
地
点
を
指
す
の
で
は
な
く
︑﹁
境
界
領
域
﹂
と
も
呼
ぶ
べ
き
幅
の
あ
る
地
帯
で
あ
た
︒ 

 

意
識
さ
れ
る
境
界
は
⽇
本
列
島
そ
の
も
の
の
境
界
だ
け
で
は
な
い
︒都
城
と
畿
内
の
境
界
で
は
︑疫
神
の
侵
⼊
を
防
ぐ
た
め
の
祭
祀
が
⾏
わ
れ
た
︒四
⾓
四
堺
祭
や
︑

畿
内
⼗
堺
疫
神
祭
が
そ
れ
で
あ
る
︒
四
堺
祭
で
は
︑
疫
神
を
祀
る
地
点
が
⽰
さ
れ
る(

２
１)

︒
こ
こ
で
も
︑
境
界
は
明
確
な
点
で
は
な
く
そ
の
⼀
帯
で
あ
る
︒ 

こ
こ
ま
で
の
結
論
と
し
て
︑
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
⾒
て
も
︑
⼀
般
的
に
境
界
と
は
幅
を
持
つ
地
帯
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 
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そ
の
中
で
︑
都
城
の
境
界
の
み
が
異
な
る
様
相
を
⽰
す
︒
⾶
⿃
に
宮
が
置
か
れ
て
い
た
時
代
に
は
︑
京
の
内
外
を
画
す
る
明
確
な
指
標
は
な
か
た
が
︑
本
格
的
な

都
城
で
あ
る
藤
原
京
が
成
⽴
し
て
か
ら
は
︑
条
坊
に
よ
る
京
域
の
成
⽴
が
︑
そ
れ
ま
で
の
宮
室
と
藤
原
京
以
後
の
都
城
を
画
す
る
最
⼤
の
指
標
で
あ
る
と
い
う(

２
２)

︒

都
城
は
⼈
⼯
的
な
空
間
で
あ
る
︒
都
城
と
そ
の
外
を
区
切
る
境
界
は
条
坊
で
あ
り
︑
⼈
⼯
的
な
境
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
⽇
本
列
島
は
︑
そ
の
外
縁
部
は

幅
の
あ
る
境
界
領
域
を
持
て
い
た
が
︑
中
⼼
部
に
は
⼈
⼯
的
な
境
界
で
区
切
ら
れ
た
空
間
を
持
て
い
た
と
い
え
る
︒ 

 

第
三
節 

空
間
を
表
す
こ
と 

 

改
新
の
詔
や
儺
祭
の
祭
⽂
に
限
ら
ず
︑
古
く
は
あ
る
⼀
定
の
空
間
を
四
⾄
で
表
し
た
︒
ま
た
︑﹃
出
雲
国
⾵
⼟
記
﹄
に
⾒
ら
れ
る
郡
境
は
︑
多
く
は
⾃
然
地
形
で
あ

る
︒
現
代
の
地
図
の
よ
う
に
︑
空
間
は
正
確
な
線
で
囲
ま
れ
た
も
の
で
は
な
か
た
︒
後
に
も
述
べ
る
が
︑﹃
出
雲
国
⾵
⼟
記
﹄
で
は
︑
他
の
郡
や
国
と
の
境
界
を
特

定
の
地
点
か
ら
の
歩
数
に
よ
て
⽰
す
︒ 

通
⼆
国
東
堺
⼿
間
剗
⼀
︑
卅
⼀
⾥
⼀
百
⼋
⼗
歩
︒
通
⼆
⼤
原
郡
堺
林
垣
峰
⼀
︑
卅
三
⾥
⼆
百
歩
︒
通
⼆
出
雲
郡
堺
佐
雑
埼
⼀
︑
卅
⼆
⾥
卅
歩
︒
通
⼆
嶋
根
郡
堺
朝
酌 

渡
⼀
︑
四
⾥
⼆
百
六
⼗
歩
︒︵﹃
出
雲
国
⾵
⼟
記
﹄
意
宇
郡
条
︶ 

そ
れ
で
は
︑
古
代
に
は
空
間
を
視
覚
的
に
表
す
こ
と
は
⾏
わ
れ
な
か
た
の
だ
ろ
う
か
︒
現
存
し
な
い
が
︑
⾏
基
が
作
成
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
⾏
基
図
が
あ
る
︒
実

際
に
⾏
基
が
地
図
を
作
製
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
︑
史
料
を
⾒
る
と
︑
古
代
を
通
し
て
何
度
か
国
郡
の
図
を
作
成
す
る
こ
と
は
⾏
わ
れ
て
い
る
︒
最
古
の
例
は
⼤

化
⼆
年
︵
六
四
六
︶
年
で
あ
る
︒
国
々
の
境
界
を
書
や
図
に
よ
て
⽰
し
︑
そ
れ
を
奉
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
︒ 

宜
下
観
⼆
国
々
疆
堺
⼀
︑
或
書
︑
或
図
︑
持
来
奉
上
レ
⽰
︒
国
県
之
名
来
時
将
定
︒
国
々
可
レ
築
レ
堤
地
︑
可
レ
穿
レ
溝
所
︑
可
レ
墾
レ
⽥
間
︑
均
給
使
レ
造
︒
当
レ
聞
⼆
解

此
所
⼀
レ
宣
︒︵﹃
⽇
本
書
紀
﹄
⼤
化
⼆
年
⼋
⽉
癸
⾣
条
︶ 

そ
の
表
現
の
習
熟
度
の
如
何
と
史
実
性
は
別
と
し
て
︑
空
間
を
視
覚
的
に
表
す
と
い
う
試
み
は
⾏
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒ 

し
か
し
︑
や
は
り
古
代
に
お
い
て
は
︑
空
間
を
表
す
際
に
は
︑
視
覚
的
な
表
現
よ
り
記
述
に
よ
る
表
現
が
⼤
半
を
占
め
た
︒
古
代
の
⼈
々
は
あ
る
空
間
に
名
前
を
つ

け
︑
⾔
葉
で
表
現
を
し
た
︒
そ
の
⼀
例
が
︑
先
に
挙
げ
た
﹃
出
雲
国
⾵
⼟
記
﹄
の
よ
う
な
郡
の
範
囲
の
表
現
⽅
法
で
あ
る
︒ 

ま
た
︑
空
間
の
名
前
が
頻
繁
に
現
れ
る
の
が
数
々
の
⽂
学
作
品
で
あ
ろ
う
︒ 

古
代
に
お
い
て
︑
天
皇
が
い
る
場
所
は
国
の
中
⼼
で
あ
る
︒
そ
こ
は
﹁
み
や
こ
﹂
と
名
付
け
ら
れ
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
時
代
か
ら
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
︒
⾶
⿃
に
宮
が

置
か
れ
た
時
代
か
ら
︑
様
々
に
名
称
を
変
え
て
き
た
が
︑﹁
み
や
こ
﹂
と
い
う
空
間
⾃
体
は
平
安
時
代
ま
で
連
綿
と
引
き
継
が
れ
る
︒ 
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そ
し
て
平
安
時
代
に
は
︑﹁
花
の
み
や
こ
﹂
と
い
う
⾔
葉
が
現
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
て
﹁
み
や
こ
﹂
は
貴
族
の
中
に
特
別
な
イ
メ
ジ
を
獲
得
す
る
︒
能
因
の
次
の

歌
は
︑
伊
予
国
に
下
た
際
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
外
の
世
界
と
︑
そ
こ
か
ら
⾒
た
平
安
京
を
対
⽐
的
に
簡
潔
に
⽰
し
て
い
る
と
い
え
る
︒ 

在
⼆
予
州
⼀
︑
憶
⼆
洛
陽
花
⼀ 

藻
塩
や
く
海
辺
に
ゐ
て
ぞ
思
ひ
や
る
花
の
み
や
こ
の
花
の
盛
り
を
︵﹃
能
因
集
﹄
⼆
四
⼆
番
歌
︶(

２
３) 

 

⽇
本
の
中
に
は
当
然
︑﹁
み
や
こ
﹂
で
な
い
空
間
も
存
在
す
る
︒﹁
み
や
こ
﹂
に
住
む
⼈
々
は
︑
そ
う
し
た
外
の
空
間
に
﹁
ひ
な
﹂
や
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
名
前
を
付

け
た
︒﹁
ひ
な
﹂
や
﹁
ゐ
な
か
﹂
は
﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
平
安
時
代
の
⽂
学
に
⾄
る
ま
で
繰
り
返
し
描
か
れ
た
︒﹃
万
葉
集
﹄
で
は
︑
地
⽅
に
赴
任
し
た
国
司
が
﹁
ひ
な
﹂

を
詠
み
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
で
は
男
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
下
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
の
﹁
ひ
な
﹂
に
つ
い
て
は
︑
い
く
つ
か
研
究
が
⾏
わ
れ
て
い
る
︒
中
⻄
進
⽒
は
︑﹁
ひ
な
﹂
に

﹁
夷
﹂
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
化
外
の
国
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
し
た(

２
４)

︒
⼤
津
透
⽒
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
は
︑
畿
外
を
﹁
ひ
な
﹂
と
呼
ぶ

と
し
た(

２
５)

︒ 
 

平
安
時
代
に
な
る
と
︑
平
安
京
周
辺
の
場
所
に
名
称
が
つ
く
︒﹁
北
⼭
﹂﹁
東
⼭
﹂﹁
⻄
⼭
﹂
と
い
た
場
所
で
あ
る
︒
平
安
京
を
囲
む
よ
う
に
存
在
し
︑
平
安
京
か

ら
⾒
た
⽅
位
に
よ
て
名
付
け
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
場
所
は
︑
京
を
中
⼼
と
し
て
⼀
体
の
空
間
を
な
し
て
い
る
︒
⼭
に
よ
て
三
⽅
を
囲
ま
れ
た
平
安
京
は
︑
そ
れ
に
よ

て
形
成
さ
れ
る
地
形
に
名
前
を
付
け
た
︒
こ
れ
は
︑
平
安
京
の
特
徴
に
根
差
し
た
場
所
の
表
し
⽅
で
あ
る
と
い
え
る
︒ 

 
 第

四
節 

課
題
と
本
論
⽂
の
視
⾓ 

 

本
論
⽂
は
︑
古
代
の
⼈
々
が
あ
る
⼀
定
の
空
間
を
認
識
す
る
時
は
い
か
な
る
時
か
︑
そ
し
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
表
し
た
の
か
と
い
う
観
点
に
⽴
つ
︒ 

 

従
来
の
研
究
で
は
︑
空
間
や
境
界
そ
の
も
の
の
実
態
に
関
す
る
論
が
多
く
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
そ
の
⼀
例
が
︑
畿
内
制
の
政
治
的
・
地
理
的
な
解
明
や
︑
各
境

界
地
点
の
︑
中
央
と
の
交
流
や
中
央
に
よ
る
⽀
配
と
い
た
観
点
か
ら
の
考
察
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
は
当
時
の
⼈
々
の
意
識
と
い
う
観
点
が
乏
し
か
た
︒

確
か
に
︑
古
代
の
⼈
々
の
意
識
を
史
料
か
ら
探
る
こ
と
は
難
し
い
︒
し
か
し
︑
あ
る
⼀
定
の
空
間
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
こ
に
拠
点
を
置
く
⼈
々
が
何
ら

か
の
基
準
を
も
と
に
境
界
を
作
た
結
果
で
あ
る
︒
境
界
も
︑
始
め
か
ら
そ
こ
に
⾃
明
の
も
の
と
し
て
存
在
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
⼈
々
の
認
識
に
よ
て
作
り
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
⼈
々
の
主
観
が
な
け
れ
ば
⼀
定
の
空
間
は
存
在
し
な
い
︒
そ
こ
で
本
論
⽂
で
は
︑
あ
る
空
間
や
そ
れ
に
伴
う
場
所
が
ど
の
よ
う
に
認
識

さ
れ
︑
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
の
認
識
が
現
れ
た
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒ 

 

ま
た
︑
空
間
は
⼈
々
の
⽣
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
⼈
の
動
き
が
あ
る
︒
本
論
⽂
で
は
︑
個
々
⼈
が
あ
る
空
間
の
中
あ
る
い
は
そ
の
外
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を
ど
の
よ
う
に
動
き
︑
そ
れ
が
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
形
作
た
か
を
重
視
す
る
︒
国
や
郡
と
い
た
⼤
き
な
空
間
も
︑
そ
こ
に
居
住
し
︑
移
動
し
た
⼈
々

の
意
識
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒ 

 
ま
ず
︑
認
識
の
表
れ
と
い
う
点
で
重
要
な
の
は
︑
⽂
学
作
品
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
は
︑
そ
れ
が
作
ら
れ
た
時
代
背
景
に
影
響
を
受
け
た
思
想
が
反
映
さ
れ

て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
う
ち
︑
場
所
に
関
す
る
も
の
を
抽
出
し
︑
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
で
︑
当
時
の
空
間
認
識
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
先
に
述
べ

た
空
間
や
そ
れ
に
付
随
す
る
境
界
の
問
題
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
考
古
学
や
地
理
学
︑
⺠
俗
学
の
視
点
も
⽋
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
⼈
の
移
動
に
は
交
通
路
が
不
可

⽋
で
あ
る
し
︑境
界
の
成
⽴
に
は
⾃
然
地
形
が
関
わ
て
く
る
︒⽂
献
史
料
か
ら
の
情
報
に
限
ら
ず
︑実
際
的
な
視
点
も
取
り
⼊
れ
る
こ
と
で
︑よ
り
実
態
に
即
し
た
︑

説
得
⼒
の
あ
る
考
察
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
︒
本
論
⽂
は
︑
以
上
の
よ
う
な
多
様
な
分
野
の
資
料
や
成
果
を
参
照
し
︑
多
⾓
的
な
視
点
か
ら
の
考
察
を
試
み
る
︒ 

 

以
下
に
︑
本
論
⽂
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
記
す
︒ 

﹁
序
章―

⽇
中
都
城
空
間
⽐
較
論―
﹂
で
は
︑
論
⽂
全
体
の
前
提
と
し
て
︑
都
城
を
中
⼼
と
し
た
空
間
を
め
ぐ
る
⽂
学
表
現
に
つ
い
て
︑
⽇
唐
の
⽐
較
や
︑
奈
良
時

代
と
平
安
時
代
の
⽐
較
を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒ 

 

﹁
第
⼀
部 

奈
良
時
代
に
お
け
る
空
間
認
識
﹂
に
お
い
て
は
︑
奈
良
時
代
の
⼈
々
の
空
間
認
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
た
か
を
︑
中
央
と
地
⽅
の
関
係
や
︑
そ

れ
に
付
随
す
る
境
界
に
着
⽬
し
て
論
じ
る
︒
次
の
⼆
章
の
論
⽂
で
構
成
さ
れ
る
︒ 

 

第
⼀
章
﹁﹃
万
葉
集
﹄
に
み
る
﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
へ
の
意
識
﹂
で
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
を
史
料
と
し
て
︑
そ
こ
に
⾒
え
る
﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
が
ど
の
よ
う

な
実
態
を
持
つ
も
の
で
あ
た
の
か
を
論
じ
る
︒
歌
が
詠
ま
れ
た
時
代
背
景
は
こ
れ
ま
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
た
が
︑
そ
れ
を
考
慮
に
⼊
れ
︑
歴
史
学
の
知

⾒
か
ら
﹃
万
葉
集
﹄
に
描
か
れ
た
空
間
を
論
じ
る
︒ 

 

第
⼆
章
﹁
⼋
世
紀
に
お
け
る
境
界
認
識―

⼤
和
国
を
中
⼼
に―
﹂
で
は
︑
平
城
京
が
置
か
れ
た
⼤
和
国
と
そ
の
内
外
を
区
切
る
境
界
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
︑
認

識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
論
じ
る
︒
地
理
学
や
⽂
学
の
視
点
も
取
り
⼊
れ
︑
当
時
の
境
界
を
多
⾓
的
に
捉
え
る
︒ 

 

﹁
第
⼆
部 

平
安
京
を
め
ぐ
る
空
間
認
識
﹂に
お
い
て
は
︑平
安
時
代
の
平
安
京
を
論
点
の
中
⼼
に
据
え
る
︒そ
の
上
で
︑貴
族
の
移
動
や
︑﹁
み
や
こ
﹂﹁
ゐ
な
か
﹂

の
概
念
か
ら
⾒
た
平
安
京
を
取
り
巻
く
空
間
の
様
相
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
次
の
⼆
編
の
論
⽂
と
補
論
で
構
成
さ
れ
る
︒ 

 

第
⼀
章
﹁﹃
⼩
右
記
﹄
に
み
る
貴
族
の
移
動
と
平
安
京
﹂
で
は
︑
⼀
⼀
世
紀
の
貴
族
の
藤
原
実
資
の
⽇
記
で
あ
る
﹃
⼩
右
記
﹄
を
主
な
史
料
と
す
る
︒
そ
こ
に
⾒
え

る
貴
族
の
移
動
に
関
す
る
記
事
と
地
名
に
着
⽬
し
︑
平
安
京
周
辺
が
貴
族
た
ち
に
と
て
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
た
か
を
考
察
す
る
︒ 

 

第
⼆
章
﹁
平
安
貴
族
と
﹁
ゐ
な
か
﹂﹂
で
は
︑
主
に
⽂
学
作
品
に
⾒
ら
れ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
語
に
つ
い
て
考
え
る
︒
時
代
や
作
品
ご
と
の
⽤
例
を
分
析
し
︑
辞
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書
的
な
理
解
に
留
ま
ら
な
い
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
様
相
に
つ
い
て
︑
平
安
貴
族
の
視
点
か
ら
論
じ
る
︒ 

 
補
論
﹁
平
安
時
代
に
お
け
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂﹂
は
︑
第
⼆
部
第
⼆
章
で
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
た
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
語
に
着
⽬
す
る
︒
第
⼀
部
第
⼀
章

の
着
眼
点
に
な
ら
い
︑
類
似
す
る
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
の
関
係
を
通
し
て
︑
平
安
時
代
の
﹁
ひ
な
﹂
の
扱
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒ 

 

﹁
終
章―
国
⼟
と
空
間
認
識―

﹂
で
は
︑
空
間
認
識
の
諸
問
題
の
⼀
つ
と
し
て
流
刑
地
の
問
題
に
触
れ
る
︒
古
代
⽇
本
の
国
⼟
の
中
で
︑
流
刑
地
が
ど
の
よ
う
な
性

格
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
︒
最
後
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
古
代
に
お
い
て
⽇
本
の
国
⼟
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を
概
観
す
る
︒ 

 

以
上
の
構
成
に
よ
て
︑
古
代
の
空
間
認
識
の
様
相
と
そ
の
表
れ
⽅
を
把
握
す
る
︒
空
間
認
識
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
︑
当
時
の
⼈
々
の
意
識
を
明
ら
か
に
す

る
の
み
な
ら
ず
︑
都
城
や
畿
内
制
︑
交
通
路
な
ど
の
︑
空
間
と
密
接
に
関
わ
る
事
項
を
理
解
す
る
上
で
の
基
礎
と
な
る
だ
ろ
う
︒ 

 

註 
 (

１) 

村
井
章
介
﹁
王
⼟
王
⺠
思
想
と
九
世
紀
の
転
換
﹂︵﹃
⽇
本
中
世
境
界
史
論
﹄
岩
波
書
店
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︑
初
出
は
⼀
九
九
五
年
︶︒ 

(

２) 

村
井
章
介
﹁
中
世
⽇
本
列
島
の
地
域
空
間
と
国
家
﹂︵﹃
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
⽇
本
﹄
校
倉
書
房
︑
⼀
九
⼋
⼋
年
︑
初
出
は
⼀
九
⼋
五
年
︶︒ 

(

３) 

伊
藤
喜
良
﹁
中
世
国
家
と
領
域
観
﹂︵﹃
⽇
本
中
世
の
王
権
と
権
威
﹄
思
⽂
閣
出
版
︑
⼀
九
九
三
年
︶︒ 

(

４) 

村
井
︑
前
掲
註
︵
２
︶
論
⽂
︒ 

(

５) 

関
晃
﹁
畿
内
制
の
成
⽴
﹂︵﹃
⼭
梨
⼤
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
﹄
五
︑
⼀
九
五
四
年
︶︒ 

(

６) 

⼤
津
透
﹁
律
令
国
家
と
畿
内
﹂︵﹃
律
令
国
家
⽀
配
構
造
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
⼀
九
九
三
年
︑
初
出
は
⼀
九
⼋
五
年
︶︑
三
五―

三
六
⾴
︒ 

(

７) 

吉
川
聡
﹁
畿
内
と
古
代
国
家
﹂︵﹃
史
林
﹄
七
九
︵
五
︶︑
⼀
九
九
六
年
︶︒ 

(

８) 

出
⽥
和
久
﹁
畿
内
の
四
⾄
に
関
す
る
試
考―

そ
の
地
理
的
意
味
に
関
連
し
て―

﹂︵﹃
奈
良
⼥
⼦
⼤
学
21
世
紀CO

E

プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
集
６ 

古
代
⽇
本
と
東

ア
ジ
ア
世
界
﹄︑
⼆
〇
〇
五
年
︶︒ 

(

９) 

⾨
井
直
哉
﹁
古
代
⽇
本
に
お
け
る
畿
内
の
変
容
過
程―

四
⾄
畿
内
か
ら
四
国
畿
内
へ―

﹂︵﹃
歴
史
地
理
学
﹄
五
四―

五
︑
⼆
〇
⼀
⼆
年
︶︑
⼆
九
⾴
︒ 

(

１
０) 

⻄
村
さ
と
み
﹁
平
安
京
と
⽂
学
﹂︵﹃
平
安
京
の
空
間
と
⽂
学
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
〇
五
年
︑
初
出
は
⼀
九
九
⼋
年
︶︒ 

(

１
１) 

古
橋
信
孝
﹃
平
安
京
の
都
市
⽣
活
と
郊
外
﹄︵
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
九
⼋
年
︶︒ 

(

１
２) 

柳
⽥
国
男
﹁
峠
に
関
す
る
⼆
三
の
考
察
﹂︵﹃
柳
⽥
国
男
全
集
﹄
第
六
巻
︑
筑
摩
書
房
︑
⼀
九
九
⼋
年
︑
初
出
は
⼀
九
⼀
〇
年
︶︑
⼋
七
⾴
︒ 

(

１
３) 

折
⼝
信
夫
﹁
⺠
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
﹂︵﹃
折
⼝
信
夫
全
集
﹄
第
⼗
六
巻
︑
中
央
公
論
社
︑
⼀
九
六
七
年
︑
初
出
は
⼀
九
五
⼆
年
︶︑
三
三
⼆
⾴
︒ 
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 (
１
４) 

鈴
⽊
景
⼆
﹁
峠
・
境
と
古
代
交
通
﹂︵
鈴
⽊
靖
⺠
・
吉
村
武
彦
・
加
藤
友
康
編
﹃
古
代
⼭
国
の
交
通
と
社
会
﹄
⼋
⽊
書
店
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︶︑
⼀
⼋
七
⾴
︒ 

(
１
５) 

⾚
坂
憲
雄
﹃
境
界
の
発
⽣
﹄︵
講
談
社
︑
⼆
〇
〇
⼆
年
︶︒ 

(

１
６) 

ブ
ル
ス
・
バ
ト
ン
﹁﹁
境
界
﹂
と
は
何
か―

理
論
的
考
察
の
試
み
﹂︵
村
井
章
介
・
佐
藤
信
・
吉
⽥
伸
之
編
﹃
境
界
の
⽇
本
史
﹄︑
⼭
川
出
版
社
︑
⼀
九
九

七
年
︶︒ 

(

１
７) 

熊
⽥
亮
介
﹁
蝦
夷
と
蝦
狄
﹂︵﹃
古
代
国
家
と
東
北
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶︒ 

(

１
８) 

相
沢
央
﹁
北
の
辺
境
・
佐
渡
国
の
特
質
﹂︵﹃
越
後
と
佐
渡
の
古
代
社
会―

出
⼟
⽂
字
資
料
の
読
解―

﹄
⾼
志
書
院
︑
⼆
〇
⼀
六
年
︑
初
出
は
⼆
〇
〇
五
年
︶︒

⽵
⽥
和
夫
﹁﹁
北
辺
﹂
の
境
界
佐
渡
に
つ
い
て―

⽂
献
・
考
古
・
⺠
俗
学
の
視
点
か
ら―

﹂︵﹃
古
代
中
世
の
境
界
意
識
と
⽂
化
交
流
﹄
勉
誠
出
版
︑
⼆
〇
⼀
⼀

年
︶︒ 

(

１
９) 

鈴
⽊
靖
⺠
﹃
⽇
本
古
代
の
周
縁
史
﹄︵
岩
波
書
店
︑
⼆
〇
⼀
四
年
︶︒ 

(

２
０) 

永
⼭
修
⼀
﹁
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
・
イ
オ
ウ
ガ
シ
マ
考
﹂︵
笹
⼭
晴
⽣
先
⽣
還
暦
記
念
会
﹃
⽇
本
律
令
制
論
集
﹄
下
巻
︑
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
九
三
年
︶︒ 

(

２
１) 

四
堺
祭
で
指
定
さ
れ
る
の
は
︑
次
の
よ
う
に
和
邇
・
逢
坂
・
⼤
枝
・
⼭
崎
の
四
地
点
で
あ
る
︒ 

右
弁
官
下 

⼭
城
国 

和
邇
堺  

使 

蔭
⼦
橘
兼
舒 

従
三
⼈ 

陰
陽
允
中
原
善
益 

従
三
⼈  

祝 

⼩
属
秦
春
連 

従
三
⼈ 

奉
礼 
陰
陽
師
布
留
満
樹 

従
⼆
⼈  

祭
郎 

学
⽣
四
⼈ 

従
⼀
⼈ 

左
衛
⾨
府
⽣
美
努
定
信 

従
⼆
⼈  

看
督
⻑
⼀
⼈ 

従
⼀
⼈ 

⽕
⻑
⼀
⼈  

会
坂
堺 

同
前 

⼤
枝
堺 

同
前 

⼭
崎
堺 

同
前  

右
今
⽉
廿
七
⽇
爲
レ
祭
⼆
治
郊
外
四
所
⻤
気
⼀
︒
差
⼆
件
等
⼈
⼀
宛
レ
使
発
遣
者
︒
国
宜
⼆
承
知
︑
依
レ
例
供
給
⼀
︒
官
符
追
下
︒ 

天
暦
六
年
六
⽉
廿
三
⽇
⼤
史
阿
蘇
宿
禰 

 

右
⼤
弁
藤
原
朝
⾂ 

︵﹃
朝
野
群
載
﹄
天
暦
六
年
六
⽉
⼆
⼗
三
⽇
官
宣
旨
︶ 

(

２
２) 

⼩
澤
毅
﹁
古
代
都
市
﹁
藤
原
京
﹂
の
成
⽴
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
宮
都
構
造
の
研
究
﹄
⻘
⽊
書
店
︑
⼆
〇
〇
三
年
︑
初
出
は
⼀
九
九
七
年
︶︑
⼆
〇
⼆
︑
⼆
〇
七
⾴
︒ 
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 (
２
３) 

歌
番
号
は
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
平
安
私
家
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(
２
４) 

中
⻄
進
﹁
夷
﹂︵﹃
万
葉
史
の
研
究
﹄
桜
楓
社
︑
⼀
九
六
⼋
年
︶︒ 

(

２
５) 

⼤
津
透
﹁
万
葉
⼈
の
⽣
活
空
間
﹂︵﹃
律
令
国
家
⽀
配
構
造
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
⼀
九
九
三
年
︑
初
出
は
⼀
九
⼋
六
年
︶︒ 
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序
章―

⽇
中
都
城
空
間
⽐
較
論―

 
は
じ
め
に―

⽇
中
都
城
の
⽐
較
研
究
史―

 

 

空
間
認
識
の
問
題
は
⽇
本
に
限
ら
な
い
︒
は
じ
め
に
︑﹁
問
題
の
所
在
﹂
に
お
い
て
︑空
間
の
問
題
の
⼀
つ
に
都
城
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
︒簡
単
に
で
は
あ
る
が
︑

古
代
に
お
い
て
⽇
本
と
最
も
関
わ
り
の
あ
る
唐
の
都
城
と
の
⽐
較
を
通
し
て
︑
空
間
認
識
の
⽇
中
の
共
通
点
や
相
違
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒ 

 

和
銅
三
年
︵
七
⼀
〇
︶
に
遷
都
し
た
平
城
京
と
︑
延
暦
⼗
三
年
︵
七
九
四
︶
年
に
遷
都
し
た
平
安
京
は
︑
と
も
に
唐
の
⻑
安
に
倣
て
造
営
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
三
つ

の
都
城
に
つ
い
て
は
︑
歴
史
学
や
考
古
学
に
お
い
て
盛
ん
に
⽐
較
研
究
が
⾏
わ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
こ
れ
ら
の
都
城
の
構
造
や
⼟
地
利
⽤
な
ど
の
共
通
点
や
相

違
点
に
つ
い
て
は
︑
明
ら
か
に
な
た
部
分
が
多
い
だ
ろ
う
︒ 

 

岸
俊
男
⽒
は
︑
平
城
京
の
構
造
に
つ
い
て
︑
松
林
苑
や
五
徳
池
︑
秋
篠
川
が
そ
れ
ぞ
れ
⻑
安
の
⻄
内
苑
︑
曲
江
池
︑
永
安
渠
に
当
た
る
こ
と
︑
地
割
に
も
共
通
点
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
岸
⽒
は
ま
た
︑
⽂
献
史
料
に
⾒
え
る
平
安
京
の
呼
称
や
︑
坊
名
︑
殿
閣
・
諸
⾨
の
名
称
か
ら
︑
九
世
紀
初
め
に
は
平
安
京
を
唐
代
の
⻑

安
や
洛
陽
に
⽐
定
す
る
こ
と
が
始
ま
た
と
す
る(

１)

︒ 
 

館
野
和
⼰
⽒
は
︑
⻑
安
城
に
お
け
る
南
北
中
軸
線
の
性
格
は
平
城
京
に
も
あ
る
と
す
る
︒
⻑
安
城
の
南
北
軸
は
︑
城
の
南
に
あ
る
秦
嶺
⼭
脈
を
越
え
て
外
部
に
つ
な

が
る
軸
線
で
あ
り
︑
平
城
京
の
下
ツ
道
も
⼤
和
国
の
外
へ
と
続
く
道
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る(

２)

︒ 
 

王
維
坤
⽒
は
︑
平
城
京
の
南
北
⽅
向
の
条
数
が
⻑
安
の
南
北
⽅
向
の
条
数
と
⼀
致
す
る
こ
と
と
︑
平
城
京
の
⼀
坊
⼀
六
町
の
制
度
を
は
じ
め
︑
平
城
京
の
あ
ら
ゆ
る

構
造
が
⻑
安
を
模
倣
し
て
い
る
こ
と
を
⽰
し
た(

３)

︒ 
 

そ
の
⼀
⽅
で
︑⽇
中
の
都
城
に
は
相
違
点
も
あ
る
︒規
模
に
つ
い
て
は
︑平
城
京
は
⻑
安
の
約
四
分
の
⼀
︑平
安
京
は
⻑
安
の
約
三
分
の
⼀
で
あ
る
と
い
う
︒ま
た
︑

平
城
京
・
平
安
京
は
南
北
が
⻑
く
東
⻄
が
短
い
が
︑
⻑
安
は
東
⻄
が
⻑
く
南
北
が
短
い(

４)

︒ 

都
城
の
内
部
に
関
し
て
︑﹁
坊
﹂
の
構
造
に
相
違
が
あ
る
と
す
る
の
は
北
村
優
季
⽒
で
あ
る
︒
北
村
⽒
は
︑
城
墻
に
囲
ま
れ
た
⻑
安
の
坊
を
﹁
住
⺠
⽀
配
の
う
え
で

⽋
く
こ
と
の
で
き
な
い
施
設
﹂
で
あ
た
の
に
対
し
︑
⽇
本
の
場
合
︑
朱
雀
⼤
路
に
⾯
し
た
箇
所
に
の
み
坊
⾨
を
設
け
て
お
り
︑
住
⺠
の
移
動
を
制
限
す
る
よ
う
な
施

設
で
は
な
か
た
こ
と
に
⾔
及
し
た
︒
そ
の
上
で
︑﹁
唐
の
都
城
が
基
本
的
に
﹁
坊
﹂
の
集
合
か
ら
成
り
⽴
て
い
る
の
に
対
し
︑
⽇
本
都
城
内
部
の
区
画―

条
坊―

は
︑
直
線
道
路
を
規
則
的
に
配
し
︑
ま
た
そ
れ
に
よ
て
⼤
地
を
⽅
格
に
区
画
す
る
と
い
う
⾊
彩
が
強
く
︑
中
国
で
い
え
ば
む
し
ろ
﹁
阡
陌
﹂
と
の
類
似
性
が
⽬
⽴
つ

の
で
あ
る
︒﹂
と
し
た(

５)

︒ 
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奈
良
時
代
・
平
安
時
代
の
空
間
認
識
の
詳
細
な
論
点
に
つ
い
て
は
︑
各
章
で
論
じ
る
こ
と
と
す
る
︒
以
下
︑
本
序
章
で
は
︑
そ
れ
ら
の
前
提
と
し
て
︑
古
代
の
空
間

の
中
⼼
で
あ
る
都
城
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
︒
⻑
安
・
平
城
京
・
平
安
京
の
そ
れ
ぞ
れ
の
都
城
の
構
造
に
つ
い
て
︑
先
⾏
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
概
観
し
て
い
き
た

い
︒
そ
の
上
で
︑
各
都
城
を
描
い
た
⽂
学
作
品
と
の
関
連
も
⾒
て
い
く
︒ 

 

第
⼀
節 
⻑
安
の
構
造
と
唐
詩 

ま
ず
は
⻑
安
の
構
造
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒
⻑
安
は
︑
漢
の
時
代
に
⾸
都
と
な
て
以
来
︑
多
く
の
王
朝
が
⾸
都
と
し
た
︒
隋
の
⼤
興
城
を
継
承
し
た
唐
の
時
代
に

は
特
に
栄
え
た
と
さ
れ
る
︒
そ
の
⼤
き
さ
は
東
⻄
約
⼗
キ
ロ
︑
南
北
約
⼋
キ
ロ
で
あ
り
︑
東
⻄
に
⼗
四
条
︑
南
北
に
⼗
⼀
条
の
⼤
道
が
碁
盤
条
に
通
じ
て
い
た
︒ 

妹
尾
達
彦
⽒
は
︑
⻑
安
の
内
部
を
①
宮
城
︑
②
宮
城
の
背
後
に
広
が
る
禁
苑
︑
③
官
庁
街
の
皇
城
︑
④
官
僚
や
⼀
般
⼈
の
居
住
区
で
あ
る
外
郭
城
の
四
部
分
に
分
類

し
た
︒
宮
城
・
皇
城
・
外
郭
城
は
南
北
の
軸
線
で
貫
か
れ
︑
そ
れ
を
挟
ん
で
左
右
対
称
に
様
々
な
建
物
が
陰
陽
五
⾏
思
想
や
︑
当
時
の
政
治
的
判
断
に
も
と
づ
き
配
置

さ
れ
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
妹
尾
⽒
は
こ
の
プ
ラ
ン
を
﹁
北
部
中
央
の
太
極
宮
︵
隋
⼤
興
宮
︶
の
中
⼼
性
を
明
確
化
し
︑
そ
こ
に
居
住
す
る
天
⼦

皇
帝
を
︑
秩
序
の
根

源
と
み
な
す
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
︒
太
極
宮
は
︑
天
の
中
⼼
と
地
の
中
⼼
を
結
び
あ
わ
せ
る
空
間
︑
と
観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒﹂
と
す
る(

６)

︒ 

本
論
⽂
で
は
⼈
々
の
空
間
認
識
を
主
題
と
す
る
た
め
︑
多
く
の
⼈
々
が
居
住
す
る
空
間
に
⽬
を
向
け
た
い
︒
先
ほ
ど
の
妹
尾
⽒
の
四
分
類
の
う
ち
︑
④
官
僚
や
⼀
般

⼈
の
居
住
区
で
あ
る
外
郭
城
の
部
分
の
⼟
地
利
⽤
に
関
し
て
も
︑
妹
尾
⽒
⾃
⾝
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
⼋
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
前
半
の
中
唐
に

は
街
東
南
部
の
整
備
が
進
み
︑
曲
江
池
・
杏
園
・
慈
恩
寺
と
続
く
⼀
帯
は
城
内
の
⾵
致
地
区
と
な
て
い
た
と
い
う
︒
さ
ら
に
︑
⻑
安
の
南
郊
に
も
景
勝
地
が
広
が

て
い
た
︒
そ
の
こ
と
に
よ
り
︑
街
中
東
南
部
の
価
値
が
⾼
ま
り
︑
官
⼈
居
住
地
と
な
り
︑
官
僚
同
⼠
の
交
流
の
場
に
な
て
い
た
と
す
る(

７)

︒
曲
江
池
は
⻑
安
の
東
南

隅
か
ら
城
外
に
突
き
出
す
池
の
名
で
あ
る
︒
杏
園
は
︑
⻑
安
城
の
⻄
南
の
通
善
坊
に
あ
た
花
園
で
あ
る
︒
慈
恩
寺
は
⻑
安
城
内
の
東
南
部
︑
晋
︵
進
︶
昌
坊
に
あ

た
寺
院
で
あ
る
︒ 

ま
た
妹
尾
⽒
は
︑
唐
代
の
⼩
説
の
舞
台
に
つ
い
て
分
析
し
︑
街
東
官
僚
街
に
は
︑
⾼
官
を
主
⼈
公
と
し
た
物
語
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
話
を
蒐
集

し
た
主
体
が
官
⼈
で
あ
た
た
め
︑
⾃
分
た
ち
の
⽣
活
と
密
接
な
街
東
官
僚
街
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
た
と
推
測
す
る(

８)

︒ 

右
の
指
摘
を
裏
付
け
る
よ
う
に
︑
詩
に
も
⻑
安
の
東
部
や
南
部
の
地
名
が
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
る
︒
例
え
ば
︑
中
唐
の
詩
⼈
で
あ
る
⽩
居
易
は
﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
に
多
く

の
詩
を
残
し
て
い
る
が
︑
そ
の
中
で
も
先
ほ
ど
の
⻑
安
中
東
南
部
を
題
材
に
し
た
詩
を
詠
ん
で
い
る
︒ 

次
の
詩
は
︑
曲
江
の
秋
の
⾵
景
に
︑
⾃
⾝
の
⼈
⽣
が
過
ぎ
ゆ
く
こ
と
の
感
慨
を
重
ね
て
い
る
︒
⽩
居
易
は
し
ば
し
ば
⾃
⾝
の
感
慨
と
と
も
に
曲
江
を
詩
に
詠
ん
で
い
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る
が
︑
そ
の
⼀
例
と
し
て
引
⽤
す
る
︒ 

曲
江
早
秋
︿
⼆
年
作
﹀ 

⽩
居
易
︵﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
三
九
⼋
番
︶(

９) 
秋
波
紅
蓼
⽔ 

⼣
照
⻘
蕪
岸 

独
信
⼆
⾺
蹄
⾏
⼀ 

曲
江
池
⻄
畔 

 
早
涼
晴
後
⾄ 

残
暑
暝
来
散 

⽅
喜
炎
燠
銷 

復
嗟
時
節
換 

我
年
三
⼗
六 

冉
冉
昏
復
旦 

⼈
寿
七
⼗
稀 

七
⼗
新
過
レ
半 

且
当
⼆
対
レ
酒
笑
⼀ 
勿
レ
起
⼆
臨
⾵
歎
⼀ 

次
は
杏
園
の
棗
の
⽊
を
現
在
の
⾃
分
に
喩
え
て
い
る
詩
で
あ
る
︒
杏
園
が
詠
ま
れ
る
詩
は
﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
の
う
ち
で
こ
の
⼀
例
の
み
で
あ
る
︒ 

杏
園
中
棗
樹
詩 
⽩
居
易
︵﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
五
六
番
︶ 

⼈
⾔
百
果
中 

唯
棗
凡
且
鄙 
⽪
皺
似
⼆
⻲
⼿
⼀ 

葉
⼩
如
⼆
⿏
⽿
⼀ 

胡
為
不
⼆
⾃
知
⼀ 

⽣
レ
花
此
園
裏 
豈
宜
レ
遇
⼆
攀
玩
⼀ 

幸
免
レ
遭
傷
毀
⼀ 

⼆
⽉
曲
江
頭 

雑
英
紅
旖
旎 

棗
亦
在
⼆
其
間
⼀ 

如
三
嫫
対
⼆
⻄
⼦
⼀ 

東
⾵
不
レ
択
レ
⽊ 

吹
喣
⻑
未
レ
已 
眼
看
欲
⼆
合
抱
⼀ 

得
レ
尽
⼆
⽣
⽣
理
⼀ 

寄
レ
⾔
遊
レ
春
客 

乞
君
⼀
迴
視 

君
愛
⼆
繞
レ
指
柔
⼀ 

従
三
君
憐
⼆
柳
杞
⼀ 

君
求
⼆
悦
レ
⽬
艶
⼀ 

不
三
敢
争
⼆
桃
李
⼀ 

君
若
作
⼆
⼤
⾞
⼀ 

輪
軸
材
須
レ
此 

次
は
︑慈
恩
寺
で
⾏
く
春
を
惜
し
む
様
⼦
を
詠
む
︒﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄で
慈
恩
寺
を
詠
む
も
の
は
も
う
⼀
例
あ
る
が
︑そ
れ
も
⾃
⾝
の
感
慨
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る(

１
０)

︒ 

三
⽉
三
⼗
⽇
題
慈
恩
寺 

⽩
居
易
︵﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
六
三
⼀
番
︶ 

慈
恩
春
⾊
今
朝
尽 

尽
⽇
徘
徊
倚
⼆
寺
⾨
⼀ 

惆
悵
春
帰
留
不
レ
得 
紫
藤
花
下
漸
⻩
昏 

以
上
の
よ
う
に
︑
⻑
安
の
中
東
南
部
は
し
ば
し
ば
詩
の
題
材
に
な
る
ほ
ど
⾝
近
な
場
所
で
あ
た
こ
と
が
⾒
て
と
れ
る
︒
こ
の
他
に
も
︑
⽉
燈
閣
や
⽩
⿅
原
な
ど
︑

⻑
安
の
東
に
あ
た
る
場
所
が
遊
興
の
場
所
と
し
て
詩
に
現
れ
て
い
る(

１
１)

︒
ま
た
︑
具
体
的
な
地
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑﹁
遊
⼆
城
南
⼀
﹂
と
の
表
現
も
⾒
ら
れ 

る(

１
２)

︒ 

⻑
安
か
ら
少
し
離
れ
た
⼭
々
に
は
︑
貴
族
や
詩
⼈
た
ち
の
別
荘
が
あ
た
︒
そ
の
代
表
的
な
も
の
の
⼀
つ
が
終
南
⼭
で
あ
り
︑
盛
唐
の
詩
⼈
で
あ
る
王
維
も
そ
こ
に

別
荘
を
営
ん
で
い
た
︒
ま
た
︑
終
南
⼭
は
そ
の
中
に
あ
る
⽯
鼈
⾕
が
隋
唐
⻑
安
城
の
中
軸
線
の
基
準
と
さ
れ
る
ほ
ど
︑
⻑
安
に
と
て
重
要
な
地
で
も
あ
た(

１
３)

︒ 

⻑
安
の
南
だ
け
で
な
く
︑
東
の
郊
外
に
あ
た
る
⻑
安
城
東
の
通
化
⾨
・
春
明
⾨
外
の
地
域
︑
滻
河
と
灞
河
と
に
挟
ま
れ
た
⽩
⿅
原
北
麓
⼀
帯
︑
灞
河
東
岸
・
驪
⼭
の
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北
麓
に
も
別
荘
が
集
中
し
て
い
た
と
い
う
︒
こ
れ
ら
の
地
は
⻑
安
で
の
居
住
地
か
ら
近
い
こ
と
︑
⾃
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
︑
付
属
す
る
耕
作
地
の
⼟
地
価
値
の
⾼

い
こ
と
と
い
た
条
件
を
満
た
す
⼟
地
で
も
あ
る
と
さ
れ
る(

１
４)

︒ 
別
荘
で
は
︑
⽂
⼈
た
ち
が
様
々
な
⽂
化
活
動
が
⾏
わ
れ
︑
避
暑
納
涼
︑
読
書
︑
詩
歌
荘
作
な
ど
に
使
わ
れ
た
と
さ
れ
る(

１
５)

︒
⻑
安
周
辺
の
別
荘
は
︑
⾃
然
に
囲
ま

れ
︑
⽂
化
活
動
を
⾏
う
場
で
あ
た
︒
実
際
に
︑
前
述
の
王
維
は
︑
⾃
ら
の
終
南
⼭
の
別
荘
を
詩
の
題
材
に
し
て
い
る
︒
⼀
⼈
︑
別
荘
で
過
ご
す
⾃
ら
の
様
⼦
を
詠
ん

だ
も
の
で
あ
る
︒ 

終
南
別
業 
王
維 

中
歳
頗
好
レ
道 
晩
家
南
⼭
陲 

興
来
毎
独
往 

勝
事
空
⾃
知 

⾏
到
⼆
⽔
窮
処
⼀ 
坐
看
⼆
雲
起
時
⼀ 

偶
然
値
⼆
林
叟
⼀ 

談
笑
無
⼆
還
期
⼀ 

こ
の
よ
う
に
︑
⻑
安
の
南
郊
と
東
郊
に
別
荘
地
が
開
発
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
︑
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
官
⼈
の
居
住
地
が
⻑
安
の
街
東
中
南
部
に
集
中
し

て
い
る
こ
と
と
関
連
す
る
と
妹
尾
⽒
は
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
別
荘
が
⼀
定
の
場
所
に
集
中
す
る
の
は
︑
官
⼈
た
ち
の
往
来
を
緊
密
に
す
る
た
め
で
あ
り
︑
結
果
︑
官
⼈

た
ち
の
密
度
の
濃
い
交
流
が
可
能
に
な
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る(

１
６)

︒ 

こ
こ
ま
で
⾒
て
き
た
よ
う
に
︑
⻑
安
は
城
内
に
お
い
て
も
郊
外
に
お
い
て
も
︑
官
⼈
の
交
流
が
⾏
わ
れ
る
場
所
が
集
中
し
て
い
た
︒
そ
し
て
そ
れ
に
よ
て
唐
詩
の

空
間
も
影
響
さ
れ
︑
形
成
さ
れ
て
い
た
︒ 
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図
１ 

唐
代
の
⻑
安
︵
妹
尾
︑
⼆
〇
〇
⼀
年
よ
り
引
⽤
︶ 
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第
⼆
節 

平
城
京
の
構
造
と
﹃
万
葉
集
﹄ 

 
平
城
京
は
︑
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
唐
の
⻑
安
に
倣
て
造
営
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
都
城
で
あ
る
︒
そ
の
⼤
き
さ
は
東
⻄
が
四
・
三
キ
ロ
︑
南
北
が
四
・
⼋
キ

ロ
で
あ
た
︒
そ
の
内
部
に
は
条
坊
制
が
敷
か
れ
︑
東
⻄
に
⼋
坊
︑
南
北
に
九
条
の
道
が
碁
盤
状
に
通
て
い
た
︒
さ
ら
に
東
部
に
は
﹁
外
京
﹂
と
呼
ば
れ
る
部
分
が

張
り
出
し
て
い
た
︒ 

北
村
優
季
⽒
は
︑
⻑
安
を
意
識
し
た
平
城
京
の
造
営
に
つ
い
て
︑﹁
中
国
⽂
明
の
導
⼊
と
い
う
⼀
般
的
現
象
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
⼀
種
の
中
華
思
想
を
体
系
化
し
た
⼤

宝
律
令
の
理
念
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
た
︒﹂
と
す
る(

１
７)

︒ 

平
城
京
は
藤
原
京
か
ら
遷
都
し
た
︒
平
城
京
に
は
︑
⻑
安
に
倣
た
部
分
だ
け
で
な
く
︑
藤
原
京
か
ら
連
続
す
る
部
分
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
⼩
澤
毅

⽒
は
︑
条
坊
の
規
格
や
⼤
路
以
外
の
道
路
幅
が
⼀
致
す
る
こ
と
︑
京
内
に
お
け
る
寺
院
や
邸
宅
の
配
置
に
も
あ
る
程
度
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
︑
平
城
京
が
南

北
九
条
に
な
た
の
は
藤
原
京
の
実
質
的
な
京
域
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
⾼
い
こ
と
︑
藤
原
宮
の
建
物
が
解
体
さ
れ
て
平
城
宮
へ
運
ば
れ
た
こ
と
を
指
摘
し 

た(

１
８)

︒ 
 

平
城
京
で
は
︑
官
⼈
を
本
貫
地
か
ら
離
し
︑
京
へ
定
住
・
集
住
さ
せ
る
傾
向
が
強
め
ら
れ
た
こ
と
は
す
で
に
研
究
が
あ
る(

１
９)

︒
ま
た
︑
平
城
京
内
は
官
⼈
の
位
に

よ
て
居
住
地
の
分
布
が
異
な
た
こ
と
が
わ
か
て
い
る
︒
五
位
以
上
の
官
⼈
は
平
城
京
の
北
︑
ほ
ぼ
五
条
以
北
に
居
住
し
て
い
た
と
い
う(

２
０)

︒
し
か
し
︑
⻑
安

の
場
合
と
は
異
な
り
︑﹃
万
葉
集
﹄
な
ど
か
ら
官
⼈
の
⾏
動
の
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
︒ 

 

た
だ
し
︑京
の
少
し
外
側
に
あ
る
春
⽇
野
が﹃
万
葉
集
﹄に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
あ
る
︒古
橋
信
孝
⽒
は
︑平
城
京
の
郊
外
と
し
て
春
⽇
野
を
想
定
し
た(

２
１)

︒次
は
︑

﹁
野
遊
﹂
と
し
て
収
め
ら
れ
た
歌
の
⼀
⾸
で
あ
る
︒
春
⽇
野
が
遊
び
を
⾏
う
場
所
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
⽰
す
例
と
し
て
挙
げ
る
︒ 

春
⽇
野
之 

浅
茅
之
上
尓 

念
共 

遊
今
⽇ 

忘
⽬
⼋
⽅ 

︵
春
⽇
野
の
浅
茅
が
上
に
思
ふ
ど
ち
遊
ぶ
今
⽇
の
⽇
忘
ら
え
め
や
も 
﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼗
・
⼀
⼋
⼋
〇
番
歌 

作
者
不
明
︶ 

 

ま
た
︑﹃
万
葉
集
﹄
巻
六
・
九
四
九
番
歌
の
左
注
に
は
︑
遊
び
の
内
容
が
具
体
的
に
⽰
さ
れ
て
い
る
︒
神
⻲
四
年
正
⽉
に
皇
⼦
や
諸
⾂
ら
が
春
⽇
野
に
集
て
打
毬

を
⾏
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

右
︑
神
⻲
四
年
正
⽉
︑
数
王
⼦
及
諸
⾂
⼦
等
︑
集
⼆
於
春
⽇
野
⼀
⽽
作
⼆
打
毬
之
楽
⼀
︒ 

 

そ
の
⼀
⽅
で
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
か
ら
︑
平
城
京
の
時
代
の
官
⼈
た
ち
が
︑
都
城
の
中
の
住
居
と
は
別
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
を
持
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
薗
⽥

⾹
融
⽒
で
あ
る
︒
薗
⽥
⽒
は
⼤
伴
⽒
の
⽵
⽥
庄
や
跡
⾒
庄
に
着
⽬
し
た(

２
２)

︒
⽵
⽥
庄
も
跡
⾒
庄
も
︑
⼤
和
国
に
あ
る
⼤
伴
⽒
の
荘
園
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
⼤
伴
坂
上
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郎
⼥
は
⼆
つ
の
荘
園
で
の
歌
を
残
し
て
い
る
︒ 

⼤
伴
坂
上
郎
⼥
⽵
⽥
庄
作
歌
⼆
⾸ 

然
不
有 

五
百
代
⼩
⽥
乎 

苅
乱 

⽥
廬
尓
居
者 

京
師
所
念 

︵
然
と
あ
ら
ぬ
五
百
代
⼩
⽥
を
刈
り
乱
り
⽥
廬
に
居
れ
ば
み
や
こ
し
思
ほ
ゆ 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼋
・
⼀
五
九
⼆
番
歌 

⼤
伴
坂
上
郎
⼥
︶ 

⼤
伴
坂
上
郎
⼥
従
⼆
跡
⾒
庄
⼀
賜
⼆
留
レ
宅
⼥
⼦
⼤
嬢
⼀
歌
⼀
⾸
︿
并
短
歌
﹀ 

常
呼
⼆
跡  
吾
⾏
莫
国 

⼩
⾦
⾨
尓  

物
悲
良
尓  

念
有
之 

吾
児
乃
⼑
⾃
緒  

野
⼲
⽟
之  

夜
昼
跡
不
⾔  

念
⼆
思  

吾
⾝
者
痩
奴 

嘆
丹
師  

袖
左
倍
沾

奴  

如
是
許  
本
名
四
恋
者  

古
郷 

此
⽉
期
呂
⽑  

有
勝
益
⼟ 

︵
常
世
に
と 

我
が
⾏
か
な
く
に 

⼩
⾦
⾨
に 

も
の
悲
し
ら
に 

思
へ
り
し 

我
が
⼦
の
⼑
⾃
を 

ぬ
ば
た
ま
の 

夜
昼
と
い
は
ず 

思
ふ
に
し 

我
が
⾝

は
痩
せ
ぬ 

嘆
く
に
し 
袖
さ
へ
濡
れ
ぬ 

か
く
ば
か
り 

も
と
な
し
恋
ひ
ば 

故
郷
に 

こ
の
⽉
ご
ろ
も 

あ
り
か
つ
ま
し
じ 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
四
・
七
⼆
三

番
歌 

⼤
伴
坂
上
郎
⼥
︶ 

 

⽵
⽥
庄
や
跡
⾒
庄
の
よ
う
な
庄
は
︑
京
外
に
あ
る
⽣
活
基
盤
で
は
あ
る
が
︑
歌
の
中
の
﹁
⽥
廬
﹂
と
い
う
⾔
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
⽣
産
の
場
で
あ
た
こ
と

は
薗
⽥
⽒
も
指
摘
し
て
い
る(

２
３)

︒
そ
れ
は
︑
⻑
安
の
外
に
官
⼈
た
ち
が
構
え
た
別
荘
と
は
異
な
る
も
の
だ
ろ
う
︒
⻑
安
の
場
合
は
︑
隠
棲
や
詩
作
の
場
で
あ
た
︒

そ
れ
と
は
異
な
り
︑
平
城
京
外
の
家
は
そ
の
よ
う
な
遊
び
の
要
素
を
含
む
も
の
で
は
な
か
た
と
⾒
ら
れ
る
︒ 

 

そ
の
さ
ら
に
外
側
で
あ
る
⼤
和
国
と
周
辺
諸
国
と
の
往
来
の
様
⼦
に
つ
い
て
は
︑
本
論
⽂
第
⼀
部
第
⼆
章
で
詳
述
す
る
こ
と
に
す
る
︒
簡
潔
に
述
べ
る
と
︑
平
城
京

か
ら
旅
を
す
る
⼈
々
は
︑平
城
京
で
は
な
く
⼤
和
国
を
取
り
囲
む
⼭
々
を
境
界
と
し
て
認
識
し
て
い
た
︒つ
ま
り
︑⾃
然
地
形
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
︒

そ
れ
に
は
︑
平
城
京
の
構
造
が
⼀
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
⻑
安
と
異
な
り
︑
平
城
京
に
は
城
壁
が
な
か
た
︒
条
坊
制
と
い
う
京
内
と
京
外
を
区
切
る
も
の

は
あ
る
が
︑
京
外
と
は
地
続
き
に
な
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
最
初
に
現
れ
る
⼤
き
な
境
界
は
⼭
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒ 
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図
２ 

平
城
京
条
坊
復
原
図
︵
奈
良
⽂
化
財
研
究
所
編
﹃
⽇
中
古
代
都
城
図
録
﹄︑
⼆
〇
〇
⼆
年
︶
よ
り
引
⽤ 
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第
三
節 

平
安
京
の
構
造
と
王
朝
⽂
学 

平
安
京
も
︑
⻑
安
に
倣
て
造
ら
れ
た
都
城
で
あ
る
︒
桓
武
天
皇
が
⻑
岡
京
か
ら
遷
都
し
た
︒ 

同
じ
く
⻑
安
の
影
響
を
受
け
た
都
城
で
も
︑
前
代
の
平
城
京
と
⽐
較
す
る
と
︑
異
な
る
点
が
あ
る
︒
平
城
京
で
は
︑
条
坊
施
⼯
は
造
平
城
京
司
︑
宮
城
造
営
は
造
宮

省
と
︑
別
の
官
司
が
担
当
し
て
い
た
が
︑
平
安
京
で
は
造
宮
使
が
統
⼀
し
て
造
営
基
準
線
を
設
定
す
る
た
め
︑
宮
城
内
の
設
計
プ
ラ
ン
が
︑
京
全
体
の
条
坊
計
画
線
と

⾮
常
に
強
い
相
関
関
係
を
持
つ
こ
と
を
網
伸
也
⽒
が
指
摘
し
て
い
る(

２
４)

︒ 

北
村
⽒
は
︑平
安
京
が
造
営
さ
れ
た
こ
と
は
桓
武
天
皇
が
⾃
ら
を
中
国
の
皇
帝
に
な
ぞ
ら
え
た
こ
と
と
密
接
に
関
連
す
る
と
し
︑そ
れ
以
前
よ
り
い
そ
う
中
国
を

意
識
し
︑
プ
ラ
ン
の
上
で
も
整
然
と
し
た
﹁
形
﹂
が
求
め
ら
れ
た
と
指
摘
す
る(

２
５)

︒
ま
た
︑
官
⼈
の
宅
地
班
給
に
つ
い
て
︑
本
貫
の
貫
附
先
と
賜
地
が
異
な
て
い

る
こ
と
に
着
⽬
し
︑
宅
地
の
班
給
と
京
に
本
貫
を
有
す
る
こ
と
が
︑
必
ず
し
も
⼀
致
し
な
く
な
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る(

２
６)

︒
平
城
京
で
は
宅
地
を
班
給
し
︑
そ

こ
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
で
官
⼈
を
集
住
さ
せ
て
い
た
が
︑
そ
う
し
た
居
住
形
態
と
は
異
な
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒ 

平
安
京
が
⻑
安
と
も
平
城
京
と
も
異
な
る
点
は
︑
京
周
辺
部
の
利
⽤
で
あ
る
︒
平
安
京
か
ら
京
外
へ
は
多
く
の
道
が
伸
び
て
お
り
︑
周
辺
部
と
の
往
来
も
⾏
わ
れ
て

い
た
︒ 

本
論
⽂
第
⼆
部
第
⼀
章
で
も
検
討
す
る
が
︑
平
安
京
に
住
む
貴
族
た
ち
が
京
外
と
往
来
し
て
い
た
こ
と
は
︑
各
史
料
に
よ
て
判
明
す
る
︒
平
安
京
の
貴
族
た
ち
が

京
の
近
郊
の
寺
院
や
景
勝
地
に
出
か
け
る
姿
は
︑
⻑
安
の
官
僚
た
ち
と
共
通
点
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
平
安
京
の
場
合
︑
景
勝
地
が
集
中
し
︑
そ
れ
に
伴
う
官
僚
た
ち
の

⾏
動
圏
も
偏
て
い
た
⻑
安
と
は
少
し
異
な
る
︒ 

 

⼀
例
を
挙
げ
る
と
︑平
安
京
の
東
に
は
東
⼭
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
た
︒貴
族
の
⽇
記
で
あ
る
古
記
録
や
和
歌
の
詞
書
に
も
東
⼭
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
は
し
ば
し

ば
現
れ
る
︒
こ
の
点
も
後
ほ
ど
詳
述
す
る
が
︑
東
⼭
で
の
貴
族
の
様
⼦
を
⽰
す
歌
を
︑
こ
こ
で
は
⼀
⾸
の
み
引
⽤
す
る
︒
東
⼭
の
花
を
⾒
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
︒ 

東
⼭
の
花
を
み
て 

⼭
は
る
け
か
す
み
の
な
か
の
さ
く
ら
花
散
る
も
散
ら
ぬ
も
⾒
え
ぬ
今
⽇
か
な
︵﹃
安
法
法
師
集
﹄
⼋
⼀
番
歌
︶(

２
７) 

平
安
京
の
周
辺
の
寺
院
に
つ
い
て
︑条
坊
の
外
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
京
の
寺
と
し
て
数
え
ら
れ
る
例
が
あ
る
の
は
︑京
を
成
り
⽴
た
せ
る
要
素
で
あ
る
と
⾒
な

さ
れ
て
い
た
と
す
る
指
摘
が
あ
る(

２
８)

︒
平
安
京
と
そ
の
外
は
︑
あ
る
⾯
で
は
⼀
体
と
な
て
い
た
と
⾒
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

京
外
の
寺
院
の
役
割
に
加
え
て
︑
平
安
京
は
︑
そ
の
周
辺
︵
東
・
⻄
・
北
辺
︶
に
予
備
的
な
空
間
と
し
て
の
﹁
ア
バ
ン
フ
リ
ン
ジ
﹂
が
意
識
的
に
付
与
さ
れ
て
い

た
と
す
る
⾒
⽅
が
あ
る(

２
９)

︒
ま
た
︑
平
安
京
北
郊
や
平
安
京
⻄
郊
は
︑
京
か
ら
の
連
続
に
よ
て
都
市
的
設
備
が
建
設
さ
れ
︑
平
安
京
を
⽀
え
る
後
背
地
と
し
て
発
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展
し
て
い
た
と
の
指
摘
も
あ
る(

３
０)

︒
そ
の
よ
う
な
都
市
構
造
が
︑
貴
族
の
⾏
動
圏
の
形
成
に
つ
な
が
た
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
中
で
も
交
通
の
要
衝
で
あ

り
︑
都
市
の
構
造
的
に
も
平
安
京
に
と
て
⾝
近
な
場
所
で
あ
た
京
の
東
側
が
多
く
利
⽤
さ
れ
た
︒
そ
れ
は
︑
平
安
京
独
⾃
の
都
市
の
⽴
地
と
構
造
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
た
と
い
え
る
︒
後
に
述
べ
る
が
︑
貴
族
が
出
か
け
る
地
域
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
平
安
京
か
ら
の
交
通
が
便
利
な
場
所
で
あ
る
︒
平
安
京
住
⼈
の
⾏
動
圏
が
景
勝
地

と
そ
れ
に
伴
う
居
住
地
の
集
中
に
よ
る
の
で
は
な
く
︑
交
通
路
に
よ
る
点
は
︑
⻑
安
と
平
安
京
の
相
違
点
で
あ
る
と
い
え
る
︒ 

 

ま
た
︑
平
安
京
の
周
辺
に
は
貴
族
た
ち
の
別
荘
も
あ
た
︒
平
安
時
代
の
は
じ
め
か
ら
︑
様
々
な
場
所
に
貴
族
の
別
業
が
あ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
の
範
囲

に
つ
い
て
は
す
で
に
整
理
さ
れ
て
お
り
︑
北
⻄
は
嵯
峨
野
地
域
︑
南
⻄
は
⼤
⼭
崎
付
近
︑
北
東
は
鞍
⾺
・
⽩
川
︑
南
東
は
宇
治
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る(

３
１)

︒
別
荘
が

特
定
の
⼀
箇
所
に
集
中
し
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
点
在
し
て
い
た
点
は
︑
⻑
安
と
異
な
る
点
で
あ
る
︒ 

 

そ
の
中
で
も
特
に
︑
⽩
河
に
あ
た
藤
原
公
任
の
別
荘
や
︑
宇
治
に
あ
た
藤
原
道
⻑
の
別
荘
は
和
歌
の
詞
書
に
も
⾒
え
る
︒
公
任
の
別
荘
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
述

べ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
道
⻑
の
宇
治
の
別
荘
が
現
れ
る
も
の
を
引
⽤
す
る
︒
⼋
講
会
と
い
う
法
会
が
⾏
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

宇
治
殿
の
⼋
講
に 

⽔
底
に
し
づ
め
る
底
の
い
ろ
く
づ
を
あ
み
に
あ
ら
で
も
す
く
ひ
つ
る
哉
︵﹃
公
任
集
﹄
五
〇
⼋
番
歌
︶(

３
２) 

平
安
京
の
近
郊
か
ら
さ
ら
に
少
し
離
れ
た
場
所
に
も
︑
あ
る
⼀
定
の
空
間
が
広
が
て
い
た
の
が
平
安
京
の
特
徴
で
あ
る
︒ 

 

そ
れ
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
︑
次
に
挙
げ
る
寛
平
七
年
︵
⼋
九
五
︶
の
太
政
官
符
と
︑
四
堺
祭
の
位
置
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
寛
平
七
年
の
太
政
官
符
で
は
︑

﹁
応
禁
⽌
五
位
以
上
及
孫
王
輙
出
畿
内
事
﹂
と
し
て
︑
⼭
城
国
内
の
五
位
以
上
が
住
む
範
囲
を
定
め
る
︒ 

但
⼭
城
国
内
東
⾄
⼆
逢
坂
関
⼀
︑
南
⾄
⼆
⼭
崎
・
与
渡
・
泉
河
等
北
涯
⼀
︑
⻄
⾄
⼆
摂
津
丹
波
等
国
堺
⼀
︑
北
⾄
⼆
⼤
兄
⼭
南
⾯
⼀
不
レ
在
⼆
制
限
⼀
︒(

３
３) 

 

四
⾓
四
堺
祭
は
︑
疫
病
を
防
ぐ
た
め
に
⼭
城
国
の
四
つ
の
境
界
で
⾏
わ
れ
る
祭
祀
で
あ
る
︒
具
体
的
な
場
所
が
判
明
す
る
の
は
︑
次
に
挙
げ
る
﹃
朝
野
群
載
﹄
に
⾒

え
る
天
暦
六
年
︵
九
五
⼆
︶
六
⽉
⼆
⼗
三
⽇
の
官
宣
旨
で
あ
る
が
︑
祭
⾃
体
の
初
⾒
は
延
喜
⼗
四
年
で
あ
る
︒ 

右
弁
官
下 

⼭
城
国 

和
邇
堺  

使 

蔭
⼦
橘
兼
舒 

従
三
⼈ 

陰
陽
允
中
原
善
益 

従
三
⼈  

祝 

⼩
属
秦
春
連 

従
三
⼈ 

奉
礼 

陰
陽
師
布
留
満
樹 

従
⼆
⼈  

祭
郎 

学
⽣
四
⼈ 

従
⼀
⼈ 

左
衛
⾨
府
⽣
美
努
定
信 

従
⼆
⼈  

看
督
⻑
⼀
⼈ 

従
⼀
⼈ 

⽕
⻑
⼀
⼈  
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会
坂
堺 

同
前 

⼤
枝
堺 

同
前 

⼭
崎
堺 

同
前  

右
今
⽉
廿
七
⽇
爲
レ
祭
⼆
治
郊
外
四
所
⻤
気
⼀
︒
差
⼆
件
等
⼈
⼀
宛
レ
使
発
遣
者
︒
国
宜
⼆
承
知
︑
依
レ
例
供
給
⼀
︒
官
符
追
下
︒ 

天
暦
六
年
六
⽉
廿
三
⽇
⼤
史
阿
蘇
宿
禰 

 
右
⼤
弁
藤
原
朝
⾂ 

 

ど
ち
ら
に
お
い
て
も
︑
境
界
と
し
て
⼭
崎
と
逢
坂
が
指
定
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
⼭
崎
・
逢
坂
と
も
に
平
安
京
周
辺
に
お
け
る
⼀
つ
の
境
界
地
点
で
あ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
︒
⼭
崎
に
は
︑
⻄
国
か
ら
の
⽔
運
に
お
け
る
交
通
の
要
衝
で
あ
る
⼭
崎
津
が
あ
た
︒
平
安
時
代
初
期
に
は
︑
三
関
の
固
関
と
同
時
に
︑
宇
治
・
淀

と
と
も
に
警
固
さ
れ
た
こ
と
が
仁
藤
智
⼦
⽒
に
よ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る(

３
４)

︒
逢
坂
は
︑
平
安
京
か
ら
近
江
国
を
通
り
︑
東
国
に
通
じ
る
東
海
道
の
途
中
に
あ
る
︒

そ
れ
に
加
え
て
関
も
置
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
︑
交
通
の
要
衝
で
あ
た
︒ 

右
の
官
宣
旨
に
現
れ
る
境
界
に
関
し
て
は
︑
仁
藤
⽒
が
﹁
当
時
の
中
央
貴
族
に
お
け
る
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
て
い
る
︒﹂
と
述
べ
て
い 

る(

３
５)

︒
平
安
京
を
と
り
ま
く
交
通
の
要
衝
で
あ
る
こ
と
が
︑
⼀
つ
の
地
理
的
な
区
切
り
と
な
り
︑
境
界
と
し
て
の
認
識
に
つ
な
が
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
旅
に

お
い
て
交
通
路
を
利
⽤
す
る
際
に
強
く
意
識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒先
に
述
べ
た
平
安
京
近
郊
の
様
⼦
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
︑平
安
京
を
中
⼼
と
し
た
同
⼼
円
状

の
空
間
が
広
が
て
い
た
と
い
え
る
︒ 

 

⼭
崎
は
旅
⾏
く
⼈
が
歌
を
詠
む
舞
台
に
も
な
た
︒
平
安
時
代
の
和
歌
で
︑
実
際
の
旅
の
際
に
詠
ま
れ
た
と
⾒
ら
れ
る
も
の
と
し
て
︑
次
の
歌
を
挙
げ
る
︒
源
実
が

湯
治
の
た
め
に
筑
紫
へ
下
る
際
に
︑
⼭
崎
で
遊
⼥
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
命
だ
け
で
も
望
み
通
り
に
な
て
⽣
き
⻑
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
︑
ど
う
し
て
別
れ

が
悲
し
い
で
し
う
か
と
︑
別
れ
を
題
材
に
し
て
歌
う
︒ 

源
実
が
︑
筑
紫
へ
湯
浴
み
む
と
て
ま
か
り
け
る
時
︑
⼭
崎
に
て
別
れ
惜
し
み
け
る
所
に
て
よ
め
る 

し
ろ
め 

命
だ
に
⼼
に
か
な
ふ
も
の
な
ら
ば
何
か
別
れ
の
悲
し
か
ら
ま
し
︵﹃
古
今
和
歌
集
﹄
三
⼋
七
番
歌
︶(

３
６) 

 

﹃
⼟
佐
⽇
記
﹄
に
お
い
て
︑
⼟
佐
か
ら
帰
る
際
に
⼀
⾏
が
⼭
崎
の
辺
り
ま
で
来
た
時
に
も
︑
喜
ぶ
様
⼦
が
描
か
れ
る
︒
平
安
京
へ
の
⼤
き
な
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
︒ 

か
く
て
さ
し
上
る
に
︑
東
の
⽅
に
︑
⼭
の
横
ほ
れ
る
を
⾒
て
︑
⼈
に
問
へ
ば
︑﹁
⼋
幡
の
宮
︒﹂
と
い
ふ
︒
こ
れ
を
聞
き
て
︑
喜
び
て
︑
⼈
々
拝
み
奉
る
︒ 

⼭
崎
の
橋
⾒
ゆ
︒
う
れ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
︒︵
五
⼆
⾴
︶(

３
７) 

逢
坂
も
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
︒
⼭
崎
の
例
と
同
じ
く
旅
の
別
れ
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
︒
逢
坂
の
関
が
そ
の
名
の
通
り
ま
さ
し
く
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﹁
⼈
が
逢
う
﹂
も
の
な
ら
ば
︑
名
残
惜
し
く
別
れ
る
あ
な
た
を
と
ど
め
よ
と
︑
地
名
と
別
れ
の
感
慨
を
結
び
つ
け
て
歌
う
︒
⼭
崎
も
逢
坂
も
︑
別
れ
の
場
⾯
が
描
か
れ

る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
︒ 

逢
坂
に
て
⼈
を
別
れ
け
る
時
よ
め
る 

難
波
万
雄 

相
坂
の
関
し
ま
さ
し
き
も
の
な
ら
ば
飽
か
ず
わ
か
る
る
君
を
と
ど
め
よ
︵﹃
古
今
和
歌
集
﹄
三
七
四
番
歌
︶ 

 

逢
坂
⼭
は
︑
⼭
城
国
と
近
江
国
を
隔
て
る
⼭
で
あ
る
︒
右
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
関
が
置
か
れ
て
い
た
が
︑
延
暦
⼗
四
年
︵
七
九
五
︶
に
廃
⽌
さ
れ
て
い 

る(

３
８)

︒
関
が
廃
⽌
さ
れ
て
も
︑
な
お
観
念
的
な
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

平
安
京
か
ら
旅
を
す
る
⼈
々
に
と
て
︑
境
界
と
な
る
の
は
⼭
崎
や
逢
坂
と
い
た
特
定
の
地
点
で
あ
た
︒
交
通
路
の
途
上
に
あ
る
境
界
と
い
う
点
で
は
︑
平
城

京
と
共
通
す
る
︒
た
だ
し
︑
平
城
京
の
場
合
よ
り
も
︑
⼭
崎
・
逢
坂
の
⼆
地
点
は
︑
政
治
的
・
制
度
的
な
傾
向
が
強
い
の
が
特
徴
で
あ
る
︒ 

 

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
︑
平
安
京
の
性
格
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
平
安
時
代
に
は
︑
貴
族
た
ち
が
居
住
で
き
る
範
囲
が
厳
し
く
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
前

出
の
寛
平
七
年
の
太
政
官
符
か
ら
も
わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
京
と
そ
の
周
辺
は
畿
内
か
ら
も
分
離
さ
れ
た
空
間
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
す
る(

３
９)

︒
そ
の
よ
う

な
管
理
体
制
の
も
と
︑
旅
に
お
い
て
も
制
度
化
さ
れ
た
境
界
を
強
く
認
識
す
る
よ
う
に
な
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
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図
３ 

平
安
京
条
坊
復
原
図
︵
奈
良
⽂
化
財
研
究
所
編
﹃
⽇
中
古
代
都
城
図
録
﹄︑
⼆
〇
〇
⼆
年
︶
よ
り
引
⽤ 
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図
４ 

平
安
京
周
辺
の
境
界
︵
仁
藤
︑
⼆
〇
〇
〇
年
よ
り
引
⽤
︶ 
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お
わ
り
に 

 
本
序
章
で
は
︑
⻑
安
・
平
城
京
・
平
安
京
の
構
造
と
︑
そ
れ
ら
を
描
い
た
⽂
学
作
品
と
の
関
連
を
⾒
て
き
た
︒
⻑
安
は
平
城
京
と
平
安
京
へ
影
響
を
与
え
た
︒
平
城

京
と
平
安
京
の
両
京
は
︑
⻑
安
の
要
素
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
︑
当
時
の
制
度
や
環
境
に
影
響
さ
れ
︑
構
造
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
て
い
た
︒ 

都
城
の
構
造
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
膨
⼤
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
構
造
が
⼈
々
の
意
識
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
も
焦
点
を
当
て
た
︒
都
城
の
構
造
は
︑
⽂
学
作
品
の
舞
台
の
選
択
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
︒ 

例
え
ば
⻑
安
で
は
︑官
僚
た
ち
の
住
む
街
の
中
東
南
部
の
景
勝
地
が
唐
詩
の
舞
台
に
も
な
て
い
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
︒平
城
京
の
場
合
︑﹃
万
葉
集
﹄で
は
︑

春
⽇
野
で
の
遊
び
を
除
き
︑
平
城
京
や
そ
の
周
辺
で
の
⾏
動
を
詠
む
も
の
が
少
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
︑
当
時
の
官
⼈
が
平
城
京
内
に
集
住
す
る
よ
う
に
な
り
つ

つ
も
︑
い
ま
だ
平
城
京
外
に
⽣
産
の
場
を
持
ち
︑
完
全
な
都
市
住
⺠
と
は
な
て
い
な
か
た
こ
と
と
関
係
す
る
だ
ろ
う
︒
平
安
京
に
住
む
貴
族
た
ち
は
︑
平
安
京
周

辺
の
様
々
な
場
所
で
活
動
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
平
安
京
が
周
辺
部
と
⼀
体
と
な
て
造
営
・
開
発
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
す
る
︒
こ
の
点
は
︑
官
僚
の
活
動
場
所
が
居

住
区
域
と
連
関
し
て
い
た
⻑
安
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
さ
ら
に
外
側
に
も
︑
交
通
な
ど
を
基
に
し
た
⼀
定
範
囲
の
エ
リ
ア
が
意
識
さ
れ
て
い
た
︒ 

以
上
の
よ
う
に
︑
⽂
学
作
品
の
舞
台
は
︑
そ
の
担
い
⼿
の
置
か
れ
た
環
境
を
無
視
し
て
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
古
代
に
お
け
る
⽂
学
の
担
い
⼿
は
︑
中
央
に

住
む
⼈
々
で
あ
た
︒そ
う
し
た
⼈
々
の
意
識
下
に
現
れ
た
都
城
と
そ
の
周
辺
の
空
間
を
分
析
す
る
こ
と
で
︑都
城
研
究
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒ 

本
論
⽂
は
︑
⼈
々
の
意
識
の
上
に
現
れ
た
空
間
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
た
か
を
主
題
と
す
る
︒
本
序
章
は
そ
の
前
提
と
し
て
︑
本
論
⽂
に
お
け
る
視
⾓
と
⼿
法

を
⽰
す
も
の
で
あ
る
︒ 

以
下
︑
各
章
で
奈
良
時
代
と
平
安
時
代
と
い
う
︑
異
な
る
⼆
つ
の
時
代
に
お
け
る
都
城
を
中
⼼
と
し
た
空
間
を
描
い
て
み
た
い
︒ 

 

註

 (

１) 

⻄
島
定
⽣
編
﹃
⽇
中
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

奈
良
・
平
安
の
都
と
⻑
安
﹄︵
⼩
学
館
︑
⼀
九
⼋
三
年
︶
に
収
録
の
﹁
⽇
中
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂
の
記
録
よ
り
︑

⼀
⼋
〇―

⼀
⼋
⼀
⾴
︒ 

(

２) 

館
野
和
⼰
﹁
⽇
本
都
城
の
環
境
と
思
想
﹂︵﹃
都
城
制
研
究
︵
９
︶―

東
ア
ジ
ア
古
代
都
城
の
⽴
地
環
境―

﹄
奈
良
⼥
⼦
⼤
学
古
代
学
学
術
研
究
セ
ン
タ
︑
⼆
〇

⼀
五
年
︶︑
七―

⼋
⾴
︒ 



 

25 
 

 (
３) 

王
維
坤
﹁
⽇
本
の
平
城
京
と
中
国
の
古
代
都
城
の
⽐
較
研
究
﹂︵﹃
中
⽇
の
古
代
都
城
と
⽂
物
交
流
の
研
究
﹄
朋
友
書
店
︑
⼀
九
九
七
年
︶︒ 

(
４) 

佐
藤
武
敏
﹃
⻑
安 

古
代
中
国
と
⽇
本
﹄︵
朋
友
書
店
︑
⼀
九
七
四
年
︶︑
⼀
⼆
五
⾴
︒
王
︑
前
掲
註
︵
３
︶
論
⽂
︑
七
〇
⾴
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
井
上
和
⼈

⽒
が
︑
⻑
安
も
平
城
京
も
と
も
に
⻑
辺
短
辺
が
⼀
〇
〇
五
〇
で
あ
り
︑
平
城
京
は
⻑
安
城
の
全
体
形
を
︑
⻑
さ
に
し
て
⼆
分
の
⼀
に
縮
⼩
し
た
形
で
九
〇
度

回
転
さ
せ
て
京
域
の
規
模
と
形
態
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
︵
井
上
和
⼈
﹁
古
代
東
ア
ジ
ア
都
城
形
成
研
究
の
新
視
⾓―

藤
原
京
・
平
城
京
・
渤
海
上
京

⿓
泉
府
そ
し
て
唐
⻑
安
城―

﹂︵﹃
条
⾥
制
古
代
都
市
研
究
﹄
⼆
⼀
︑
⼆
〇
〇
五
年
︑
六
⼆
⾴
︶︒ 

(

５) 

北
村
優
季
﹁
平
安
京
都
城
論
﹂︵﹃
平
安
京―

そ
の
歴
史
と
構
造
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
九
五
年
︑
初
出
は
⼀
九
九
三
年
︶︑
⼆
三
⼀―

⼆
三
三
⾴
︒ 

(

６) 

妹
尾
達
彦
﹃
⻑
安
の
都
市
計
画
﹄︵
講
談
社
︑
⼆
〇
〇
⼀
年
︶︑
⼀
⼀
⼆―

⼀
⼀
三
⾴
︒ 

(

７) 

妹
尾
達
彦
﹁
⽩
居
易
と
⻑
安
・
洛
陽
﹂︵
太
⽥
次
男
他
編
﹃
⽩
居
易
研
究
講
座 

第
⼀
巻 

⽩
居
易
の
⽂
学
と
⼈
⽣
Ⅰ
﹄
勉
誠
出
版
︑
⼀
九
九
三
年
︶︑
⼆
七
五

⾴
︒ 

(

８) 

妹
尾
達
彦
﹁
唐
代
後
半
期
の
⻑
安
と
伝
奇
⼩
説―

﹃
李
娃
伝
﹄
の
分
析
を
中
⼼
と
し
て―

﹂︵
⽇
野
開
三
郎
博
⼠
頌
寿
記
念
論
集
刊
⾏
会
編
﹃
⽇
野
開
三
郎
博
⼠

頌
寿
記
念 

論
集 

中
国
社
会
・
制
度
・
⽂
化
史
の
諸
問
題
﹄
中
国
書
店
︑
⼀
九
⼋
七
年
︶︑
四
九
七―

四
九
⼋
⾴
︒ 

(

９) 

以
下
︑﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
の
番
号
は
新
釈
漢
⽂
⼤
系
﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

１
０) 

⽩
居
易
﹁
慈
恩
寺
有
レ
感
﹂︵﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
⼀
⼆
五
⼆
番
︶︒ 

(

１
１) 

⽉
燈
閣
は
﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
⼀
三
番
﹁
⽉
燈
閣
避
暑
詩
﹂
に
︑
⽩
⿅
原
は
﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
六
⼆
⼀
番
﹁
城
東
閑
遊
﹂
に
そ
の
名
が
確
認
で
き
る
︒ 

(

１
２) 

﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
⼋
⼀
三
番
﹁
遊
⼆
城
南
⼀
︑
留
⼆
元
九
・
李
⼆
⼗
晩
帰
⼀
﹂︒ 

(

１
３) 

愛
宕
元
﹁
隋
唐
⻑
安
城
の
都
市
計
画
上
で
の
中
軸
線
に
関
す
る
⼀
試
論
﹂︵﹃
唐
代
史
研
究
﹄
三
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︶︒ 

(

１
４) 

妹
尾
達
彦
﹁
唐
代
⻑
安
近
郊
の
官
⼈
別
荘
﹂︵
唐
代
史
研
究
会
編
﹃
中
国
都
市
の
歴
史
的
研
究
﹄
⼑
⽔
書
房
︑
⼀
九
⼋
⼋
年
︶︑
⼀
三
四
⾴
︒ 

(

１
５) 

李
浩
﹁
⻑
安
の
別
荘
と
詩
歌
活
動
﹂︵﹃
ア
ジ
ア
遊
学
﹄
六
〇
︑
⼆
〇
〇
四
年
︶︒ 

(

１
６) 

妹
尾
︑
前
掲
註
︵
１
４
︶
論
⽂
︑
⼀
三
四―

⼀
三
五
⾴
︒ 

(

１
７) 

北
村
優
季
﹁
藤
原
京
と
平
城
京
﹂︵﹃
平
城
京
成
⽴
史
論
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︶︑
七
⼆
⾴
︒ 

(

１
８) 

⼩
澤
毅
﹁
平
城
京
の
条
坊
と
宅
地
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
宮
都
構
造
の
研
究
﹄
⻘
⽊
書
店
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶︑
⼆
九
五
⾴
︒ 

(

１
９) 

⻤
頭
清
明
﹁
平
城
京
の
歴
史
的
性
格
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
都
市
論
序
説
﹄
校
倉
書
房
︑
⼀
九
七
七
年
︶︑
⼆
三
六
⾴
︒
仁
藤
敦
史
﹁
古
代
都
城
の
思
想
﹂︵
川
尻
秋
⽣

編
﹃
古
代
の
都
城
と
交
通
﹄
⽵
林
舎
︑
⼆
〇
⼀
九
年
︶︑
⼀
⼋
⾴
︒ 
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 (
２
０) 

奈
良
⽂
化
財
研
究
所
﹃
⽇
中
古
代
都
城
図
録
﹄︵
奈
良
⽂
化
財
研
究
所
︑
⼆
〇
〇
⼆
年
︶︑
七
七
⾴
︒ 

(
２
１) 

古
橋
信
孝
﹃
平
安
京
の
都
市
⽣
活
と
郊
外
﹄︵
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
九
⼋
年
︶︑
⼀
〇―

⼀
⼆
⾴
︒ 

(

２
２) 

薗
⽥
⾹
融
﹁
万
葉
貴
族
の
⽣
活
圏―

万
葉
集
の
歴
史
的
背
景―

﹂︵﹃
萬
葉
﹄
⼋
︑
⼀
九
五
三
年
︶︒ 

(

２
３) 

薗
⽥
︑
前
掲
註
︵
２
２
︶
論
⽂
︑
⼀
四
⾴
︒ 

(

２
４) 

網
伸
也
﹁
平
安
京
の
造
営
﹂︵
吉
村
武
彦
・
⼭
路
直
充
編
﹃
都
城 

古
代
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
﹄
⻘
⽊
書
店
︑
⼆
〇
〇
七
年
︶︑
⼀
⼀
⼆
⾴
︒ 

(

２
５) 

北
村
︑
前
掲
註
︵
５
︶
論
⽂
︑
⼆
四
四―

⼆
四
五
⾴
︒ 

(

２
６) 

北
村
︑
前
掲
註
︵
５
︶
論
⽂
︑
⼆
四
⼋―

⼆
四
九
⾴
︒ 

(

２
７) 

歌
番
号
は
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
平
安
私
家
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

２
８) 

⻄
村
さ
と
み
﹁
条
坊
の
う
ち
そ
と―

平
城
か
ら
平
安
へ―

﹂︵
舘
野
和
⼰
︑
⼩
路
⽥
泰
直
編
﹃
古
代
⽇
本
の
構
造
と
原
理
﹄
⻘
⽊
書
店
︑
⼆
〇
〇
⼋
年
︶︑
三
⼀

七
⾴
︒ 

(

２
９) 

⾜
利
健
亮
﹁
平
安
京
計
画
に
関
す
る
⼀
試
考
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
地
理
研
究
﹄
⼤
明
堂
︑
⼀
九
⼋
五
年
︑
初
出
は
⼀
九
七
六
年
︶︒ 

(

３
０) 

⼭
⽥
邦
和
﹁
平
安
京
の
空
間
構
造
﹂︵
館
野
和
⼰
編
﹃
古
代
都
城
の
か
た
ち
﹄
同
成
社
︑
⼆
〇
〇
九
年
︶︑
六
〇―

六
⼆
︑
七
⼀
⾴
︒ 

(

３
１) 

藤
本
孝
⼀
﹁
平
安
京
周
辺
の
別
業
﹂︵
⾓
⽥
⽂
衞
総
監
修
﹃
平
安
京
提
要
﹄
⾓
川
書
店
︑
⼀
九
九
四
年
︶︑
五
〇
六
⾴
︒ 

(

３
２) 

歌
番
号
は
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
平
安
私
家
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

３
３) 

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
⼗
九
・
禁
制
事 

寛
平
七
年
︵
⼋
九
五
︶
⼗
⼆
⽉
三
⽇
太
政
官
符 

応
禁
⽌
五
位
以
上
及
孫
王
輙
出
畿
内
事
︒ 

(

３
４) 

仁
藤
智
⼦
﹁
古
代
に
お
け
る
王
権
の
空
間
認
識―

平
安
京
の
形
成
と
固
関
の
展
開―

﹂︵﹃
平
安
初
期
の
王
権
と
官
僚
制
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︶︑
⼀

三
七
⾴
︒ 

(

３
５) 

仁
藤
︑
前
掲
註
︵
３
４
︶
論
⽂
︑
⼀
四
三
⾴
︒ 

(

３
６) 

以
下
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
歌
番
号
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

３
７) 

⾴
数
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
⼟
佐
⽇
記
・
蜻
蛉
⽇
記
﹄
に
よ
る
︒ 

(

３
８) 

﹃
⽇
本
紀
略
﹄
延
暦
⼗
四
年
︵
七
九
五
︶
⼋
⽉
⼰
卯
条
に
﹁
廃
⼆
近
江
国
相
坂
剗
⼀
﹂
と
あ
る
︒ 

(

３
９) 

北
村
︑
前
掲
註
︵
５
︶
論
⽂
︑
⼆
五
四
⾴
︒ 
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第
⼀
部 

奈
良
時
代
に
お
け
る
空
間
認
識 
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第
⼀
章 

﹃
万
葉
集
﹄
に
み
る
﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
へ
の
意
識 

は
じ
め
に  

古
代
に
お
い
て
︑⼈
々
が
⾃
分
の
⽣
活
し
て
い
る
場
所
や
そ
の
周
辺
の
空
間
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
︑歴
史
史
料
の
み
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
部
分
が

多
い
︒
そ
こ
で
︑
そ
の
よ
う
な
意
識
を
⽂
学
作
品
で
あ
る
﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
探
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
ろ
う
︒
実
際
に
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
は
﹁
み
や
こ
﹂
や
﹁
ひ
な
﹂

と
い
た
空
間
を
表
現
す
る
語
彙
が
し
ば
し
ば
現
れ
る
︒ 

 

こ
れ
ま
で
﹃
万
葉
集
﹄
を
素
材
と
し
て
︑
⼈
々
が
空
間
を
い
か
に
把
握
・
利
⽤
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
⽇
本
⽂
学
や
⽇
本
史
学
か
ら
研
究
が
⾏
わ
れ
て
き
た
︒
薗

⽥
⾹
融
⽒
は
︑
⼤
伴
⽒
の
⽵
⽥
庄
や
跡
⾒
庄
に
着
⽬
し
て
︑
貴
族
た
ち
が
都
城
の
中
の
住
居
と
は
別
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
を
持
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
⼤
宮
⼈
の
両
貫

性
を
明
ら
か
に
し
た(

１)

︒
中
⻄
進
⽒
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
を
考
察
し
︑﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
と
の
間
の
交

通
に
よ
る
⽂
学
の
交
流
や
︑﹁
夷
﹂
と
い
う
⽤
字
に
み
ら
れ
る
︑﹁
ひ
な
﹂
へ
の
化
外
の
国
と
し
て
の
中
央
官
⼈
た
ち
の
意
識
な
ど
を
指
摘
し
た(

２)

︒
吉
川
貫
⼀
⽒
は
︑

﹃
万
葉
集
﹄
に
詠
ま
れ
た
都
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
︑
地
⽅
で
詠
ま
れ
た
歌
を
⼀
過
性
の
旅
に
お
け
る
も
の
と
︑
⼀
定
の
地
に
⼀
時
期
滞
在
し
て
の
も
の

の
⼆
つ
に
分
類
し
た(

３)

︒
⼤
津
透
⽒
は
改
新
の
詔
で
定
め
ら
れ
た
畿
内
の
境
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
こ
と
に
着
⽬
し
て
︑
畿
内
の
外
が
す
な
わ
ち
﹁
ひ
な
﹂
で
あ
る
と
し

た(

４)

︒ 

以
上
の
よ
う
に
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
空
間
に
関
し
て
は
様
々
な
視
点
か
ら
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
は
﹃
万
葉
集
﹄
の
テ
キ
ス
ト
の

み
か
ら
当
時
の
意
識
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
傾
向
が
強
い
上
に
︑
吉
川
⽒
の
研
究
を
除
い
て
︑
歌
の
時
代
背
景
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
︒
歌
が
詠

ま
れ
た
背
景
に
は
︑
歴
史
的
な
出
来
事
が
⼤
き
く
関
係
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
が
詠
ま
れ
た
時
代
は
幅
が
百
年
以
上
に
わ
た
り
︑
そ
の
間
に
都
城

の
成
⽴
や
律
令
の
制
定
な
ど
︑
⼤
き
な
画
期
が
い
く
つ
も
あ
た
︒
そ
れ
ら
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
︑
史
料
の
⼀
つ
と
し
て
利
⽤
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒ 

ま
た﹃
万
葉
集
﹄に
は
後
述
す
る
よ
う
に
旅
の
場
⾯
を
詠
ん
だ
歌
が
多
く
現
れ
る
︒そ
う
し
た
歌
を
理
解
す
る
た
め
に
は
地
理
の
把
握
も
不
可
⽋
で
あ
る
︒し
か
し
︑

従
来
の
研
究
は
地
理
的
な
観
点
に
は
乏
し
い
部
分
が
あ
る
︒ 

本
章
で
は
︑
ま
ず
各
時
代
の
﹁
み
や
こ
﹂
と
歌
の
中
の
﹁
み
や
こ
﹂
の
語
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
︒
つ
い
で
﹁
ひ
な
﹂
の
語
に
着
⽬

し
︑﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
語
が
現
れ
る
契
機
や
︑﹁
み
や
こ
﹂
と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
︒
最
後
に
︑﹁
ひ
な
﹂
に
類
す
る
語
と
し
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
や
﹁
ふ
る
さ
と
／
ふ
り

に
し
さ
と
﹂
に
着
⽬
し
︑﹁
ひ
な
﹂
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
︒
テ
キ
ス
ト
上
の
﹁
み
や
こ
﹂・﹁
ひ
な
﹂
論
に
留
ま
ら
ず
︑
各
都
城
や
個
別
の
歌
⼈
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の
地
⽅
作
歌
の
時
代
背
景
や
地
理
的
状
況
を
考
慮
に
⼊
れ
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
﹁
み
や
こ
﹂
や
﹁
ひ
な
﹂︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
空
間
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ

れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
描
か
れ
た
空
間
の
具
体
的
な
姿
を
復
原
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒ 

ま
ず
﹃
万
葉
集
﹄
中
︑﹁
み
や
こ
﹂
あ
る
い
は
⼤
和
や
﹁
ひ
な
﹂
が
意
識
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
⾯
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
そ
れ
を
意
識
す
る
主
体
は
誰
で
あ

ろ
う
か
︒﹃
万
葉
集
﹄
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
︑
場
⾯
に
つ
い
て
は
⼤
き
く
四
つ
の
場
合
に
分
け
ら
れ
る
︒ 

⼀
つ
⽬
は
⾏
幸
で
あ
る
︒﹁
み
や
こ
﹂
か
ら
も
近
い
吉
野
を
始
め
と
し
て
︑
様
々
な
⾏
幸
先
で
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒  

吾
妹
⼦
乎 
去
来
⾒
乃
⼭
乎 

⾼
三
⾹
裳 

⽇
本
能
不
所
⾒ 

国
遠
⾒
可
聞 

︵
我
妹
⼦
を
い
ざ
み
の
⼭
を
⾼
み
か
も
や
ま
と
の
⾒
え
ぬ
国
遠
み
か
も 

巻
⼀
・
四
四
番
歌 

⽯
上
⿇
呂
︶ (

５) 

⼆
つ
⽬
は
国
司
な
ど
の
地
⽅
官
と
し
て
の
地
⽅
赴
任
で
あ
る
︒
律
令
制
に
よ
て
︑
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
司
に
よ
て
地
⽅
⾏
政
が
⾏
わ
れ
る
よ
う
に
な

た
︒
主
な
赴
任
地
と
し
て
は
︑
巻
五
に
⾒
ら
れ
る
⼭
上
憶
良
の
筑
前
国
︵
神
⻲
三
年
︵
七
⼆
六
︶
頃
天
平
四
年
︵
七
三
⼆
︶
頃
︶︑
巻
三
・
巻
五
に
⾒
ら
れ
る
⼤
伴

旅
⼈
の
⼤
宰
府
︑
巻
⼗
七
に
⾒
ら
れ
る
⼤
伴
家
持
の
越
中
国
︵
天
平
⼗
⼋
年
︵
七
四
六
︶
天
平
勝
宝
三
年
︵
七
五
⼀
︶︶︑
巻
⼆
⼗
に
⾒
ら
れ
る
同
じ
く
⼤
伴
家
持
の

因
幡
国
︵
天
平
宝
字
⼆
年
︵
七
五
七
︶
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒  

阿
我
農
斯
能 

美
多
⿇
多
⿇
⽐
弖 

波
流
佐
良
婆 

奈
良
能
美
夜
故
尓 

咩
佐
宜
多
⿇
波
祢 

︵
我
が
主
の
御
霊
賜
ひ
て
春
さ
ら
ば
な
ら
の
み
や
こ
に
召
上
げ
た
ま
は
ね 

巻
五
・
⼋
⼋
⼆
番
歌 

⼭
上
億
良
︶ 

吾
盛 

復
将
変
⼋
⽅ 

殆 

寧
楽
京
乎 

不
⾒
歟
将
成 

︵
我
が
盛
り
ま
た
を
ち
め
や
も
ほ
と
ほ
と
に
な
ら
の
み
や
こ
を
⾒
ず
か
な
り
な
む 

巻
三
・
三
三
⼀
番
歌 

⼤
伴
旅
⼈
︶ 

安
万
射
可
流 

⽐
奈
能
夜
都
故
尓 

安
⽶
⽐
度
之 

可
久
古
⾮
須
良
波 

伊
家
流
思
留
事
安
⾥ 

︵
天
離
る
ひ
な
の
奴
に
天
⼈
し
か
く
恋
す
ら
ば
⽣
け
る
験
あ
り 
巻
⼗
⼋
・
四
〇
⼋
⼆
番
歌 

⼤
伴
家
持
︶ 

三
つ
⽬
は
配
流
で
あ
る
︒﹁
み
や
こ
﹂
を
追
放
さ
れ
る
こ
と
は
⾮
常
に
重
⼤
な
こ
と
で
あ
た
よ
う
で
︑
嘆
き
を
詠
ん
だ
歌
が
集
中
に
⾒
ら
れ
る
︒
主
な
も
の
は
︑

巻
六
に
⾒
え
る
⽯
上
⼄
⿇
呂
︑
巻
⼗
五
の
中
⾂
宅
守
で
あ
る
︒
前
者
は
天
平
⼗
⼀
年
︵
七
三
九
︶
に
⼟
左
国
へ
︑
後
者
は
天
平
⼗
年
︵
七
三
⼋
︶
頃
に
越
前
国
へ
流
さ

れ
た(

６)

︒  

︵
前
略
︶
王 

命
恐 

天
離 

夷
辺
尓
退 

古
⾐ 

⼜
打
⼭
従 

還
来
奴
⾹
聞 

︵…

⼤
君
の
命
恐
み
天
離
る
ひ
な
辺
に
罷
る
古
⾐
真
⼟
⼭
よ
り
帰
り
来
ぬ
か
も 

巻
六
・
⼀
〇
⼀
九
番
歌 

⽯
上
⼄
⿇
呂
︶ 

家
布
⽑
可
⺟ 

美
也
故
奈
⾥
世
婆 

⾒
⿇
久
保
⾥ 

尓
之
能
御
⾺
屋
乃 

⼑
尓
多
弖
良
⿇
之 
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︵
今
⽇
も
か
も
み
や
こ
な
り
せ
ば
⾒
ま
く
欲
り
⻄
の
御
⾺
屋
の
外
に
⽴
て
ら
ま
し 

巻
⼗
五
・
三
七
七
六
番
歌 

中
⾂
宅
守
︶ 

四
つ
⽬
は
︑
遣
新
羅
使
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
天
平
⼋
年
︵
七
三
六
︶
に
派
遣
さ
れ
た
使
節
で
︑
巻
⼗
五
に
歌
群
が
⾒
え
︑
新
羅
ま
で
の
道
中
に
停
泊
し
た
場
所
で
歌

を
残
し
て
い
る
︒
新
羅
で
の
歌
で
な
く
途
中
の
停
泊
地
で
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
異
国
に
お
け
る
⽇
本
へ
の
思
慕
以
上
に
︑﹁
ひ
な
﹂
に
お
け
る

﹁
み
や
こ
﹂
へ
の
思
慕
が
使
節
の
意
識
を
⼤
き
く
占
め
て
い
た
と
い
え
︑
注
⽬
す
べ
き
点
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒  

安
乎
尓
与
之 
奈
良
能
美
也
故
尓 

由
久
⽐
等
⽑
我
⺟ 

久
左
⿇
久
良 

多
妣
由
久
布
祢
能 

登
⿇
利
都
㝵
武
仁 

︵
あ
を
に
よ
し
な
ら
の
み
や
こ
に
⾏
く
⼈
も
が
も
草
枕
旅
⾏
く
船
の
泊
ま
り
告
げ
む
に 

巻
⼗
五
・
三
六
⼀
⼆
番
歌 

⼤
判
官
︵
壬
⽣
使
主
宇
太
⿇
呂
︶︶ 

安
⿇
射
可
流 
⽐
奈
尓
⽑
⽉
波 

弖
礼
礼
杼
⺟ 

伊
⽑
曽
等
保
久
波 

和
可
礼
伎
尓
家
流 

︵
天
離
る
ひ
な
に
も
⽉
は
照
れ
れ
ど
も
妹
そ
遠
く
は
別
れ
来
に
け
る 

巻
⼗
五
・
三
六
九
⼋
番
歌 

作
者
不
明
︶ 

こ
れ
ら
の
場
⾯
に
⼤
き
く
関
わ
り
︑
か
つ
多
く
歌
を
残
し
て
い
る
の
は
中
央
官
⼈
た
ち
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
み
や
こ
﹂
や
﹁
ひ
な
﹂
は
主
に
中
央
官
⼈
に
と
て

の
意
識
で
あ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒  

前
述
し
た
よ
う
に
︑
万
葉
集
に
は
百
年
以
上
に
わ
た
る
時
代
の
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒﹁
み
や
こ
﹂
や
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
も
の
も
時
代
と
と
も
に
変
遷
が
あ
り
︑

そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
に
は
︑
遷
都
が
⼤
き
く
関
わ
て
く
る
︒
万
葉
集
に
詠
ま
れ
た
だ
け
で
も
︑
⾶
⿃
︑
⼤
津
︑
藤
原
︑
難
波
︑
平
城
︑
恭
仁

と
何
度
も
遷
都
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
︒遷
都
は
︑そ
れ
ま
で﹁
み
や
こ
﹂で
な
か
た
⼟
地
を
⼀
変
さ
せ
る
⼤
き
な
出
来
事
で
あ
る
︒ま
た
時
代
に
よ
る﹁
み
や
こ
﹂

の
形
態
や
継
続
し
た
期
間
に
よ
て
﹁
み
や
こ
﹂
に
対
す
る
意
識
は
⼤
き
く
変
わ
る
で
あ
ろ
う
︒  

以
下
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
︒  

  第
⼀
節 

﹁
み
や
こ
﹂
と
中
央
観  

 

１ 

中
央
観
の
変
遷  

 

ま
ず
は
﹁
み
や
こ
﹂
と
い
う
⾔
葉
が
﹃
万
葉
集
﹄
で
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か
を
⾒
て
い
く
︒
時
代
の
流
れ
や
遷
都
に
よ
て
︑﹁
み
や
こ
﹂
の
捉
え
⽅
も
変

遷
し
て
い
く
︒
⼤
ま
か
に
は
︑
語
源
通
り
の
︑
⽰
す
範
囲
の
広
い
﹁
み
や
こ
﹂
か
ら
実
体
を
伴
た
具
体
的
な
﹁
み
や
こ
﹂
へ
︑
天
皇
の
居
所
と
し
て
の
﹁
み
や
こ
﹂

か
ら
官
⼈
の
⽣
活
空
間
と
し
て
の
﹁
み
や
こ
﹂
へ
と
い
う
並
⾏
し
た
⼆
つ
の
流
れ
が
指
摘
で
き
る
︒
以
下
に
︑
中
央
観
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
た
か
︑
宮
都
の

遷
移
と
と
も
に
辿
て
い
く
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
現
れ
る
﹁
み
や
こ
﹂
は
︑
以
下
に
分
類
す
る
通
り
で
あ
る
︒ 
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飛
鳥  

 
⾶
⿃
に
宮
が
置
か
れ
て
い
た
時
代
は
︑
天
皇
が
即
位
す
る
た
び
に
遷
宮
が
⾏
わ
れ
て
い
た
︒
⼩
澤
毅
⽒
に
よ
る
と
︑
京
の
内
外
を
画
す
よ
う
な
可
視
的
な
指
標
は
な

く
︑
都
市
住
⺠
の
集
住
空
間
や
京
内
と
京
外
の
住
⺠
の
質
的
な
差
異
は
な
か
た
と
い
う(

７)

︒  

﹁
み
や
こ
﹂
の
⾒
⽅
に
関
し
て
い
え
ば
︑
以
下
の
例
に
挙
げ
る
よ
う
に
︑
天
皇
が
や
て
き
た
⾏
幸
先
や
⾏
宮
を
﹁
み
や
こ
﹂
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
︑
吉
川
貫
⼀
⽒

が
指
摘
し
て
い
る(

８)

︒
⼀
つ
⽬
は
︑﹃
⽇
本
書
紀
﹄
景
⾏
天
皇
⼗
⼆
年
九
⽉
戊
⾠
条
で
︑
景
⾏
天
皇
が
筑
紫
で
の
熊
襲
討
伐
の
際
に
︑
⾏
宮
を
定
め
た
と
す
る
記
事
で

あ
る
︒ 天

皇
遂
幸
⼆
筑
紫
⼀
︑
到
⼆
豊
前
国
⻑
峡
県
⼀
︑
興
⼆
⾏
宮
⼀
⽽
居
︒
故
号
⼆
其
処
⼀
⽈
レ
京
也
︒ 

 

⼆
つ
⽬
は
︑﹃
肥
前
国
⾵
⼟
記
﹄
に
お
い
て
︑
右
の
史
料
と
同
じ
く
景
⾏
天
皇
が
⾏
宮
を
定
め
た
こ
と
を
地
名
の
起
源
と
す
る
記
事
で
あ
る
︒ 

宮
処
郷
︒︿
在
⼆
郷
⻄
南
⼀
︒﹀
同
天
皇
︑
⾏
幸
之
時
︑
於
⼆
此
村
⼀
奉
レ
造
⼆
⾏
宮
⼀
︒
因
⽈
⼆
宮
処
郷
⼀
︒ 

 

右
の
⼆
つ
の
記
事
は
︑
地
名
の
起
源
を
天
皇
の
⾏
宮
に
求
め
る
点
で
共
通
し
て
い
る
︒
天
皇
が
⼀
時
的
に
で
も
滞
在
し
た
場
所
は
﹁
み
や
こ
﹂
で
あ
る
と
す
る
意
識

が
端
的
に
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

 

最
後
に
︑﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
も
例
を
挙
げ
る
︒
右
⼆
つ
の
史
料
と
同
じ
く
︑
⾏
宮
を
﹁
み
や
こ
﹂
と
呼
ぶ
﹃
万
葉
集
﹄
中
で
唯
⼀
の
例
で
あ
る
︒
こ
れ
は
額
⽥
王
の

作
で
あ
り
︑
皇
極
天
皇
の
代
の
歌
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
左
注
に
よ
れ
ば
︑
⼭
上
憶
良
の
類
聚
歌
林
に
は
︑
⼤
化
四
年
︵
六
四
⼋
︶
に
⽐
良
宮
に
⾏
幸
し
た
際
の

歌
で
あ
る
と
い
う
︒
し
か
し
そ
の
後
に
︑
⻫
明
天
皇
五
年
︵
六
五
九
︶
に
紀
伊
の
温
泉
か
ら
帰
た
後
︑
吉
野
宮
に
⾏
幸
し
︑
翌
⽇
に
近
江
国
の
⽐
良
の
浦
に
⾏
た

と
す
る
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
の
記
事
に
も
⾔
及
し
て
い
る
︒
こ
の
歌
が
作
ら
れ
た
時
代
に
天
皇
が
常
在
し
て
い
た
の
は
⾶
⿃
の
地
で
あ
り
︑
宇
治
で
は
な
い
︒
ど
ち
ら
の
説

を
採
て
も
︑
⾶
⿃
の
地
か
ら
北
上
し
て
⽐
良
宮
に
⾏
く
際
に
宇
治
に
⼀
時
滞
在
し
︑
そ
の
場
所
を
﹁
み
や
こ
の
仮
廬
﹂
と
呼
ん
で
い
る
と
い
え
る
︒
つ
ま
り
こ
こ
で

も
︑
天
皇
が
滞
在
し
た
場
所
が
﹁
み
や
こ
﹂
な
の
で
あ
る
︒ 

⾦
野
乃 

美
草
苅
葺 

屋
杼
礼
⾥
之 

兎
道
乃
宮
⼦
能 

借
五
百
磯
所
念 

︵
秋
の
野
の
み
草
刈
り
葺
き
宿
れ
り
し
宇
治
の
み
や
こ
の
仮
廬
し
思
ほ
ゆ 
巻
⼀
・
七
番
歌 

額
⽥
王
︶ 

 

﹁
み
や
こ
﹂
と
い
う
語
は
︑﹁
宮
﹂
と
場
所
を
表
す
と
思
わ
れ
る
﹁
こ
﹂
が
合
わ
さ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る(

９)

︒
こ
の
時
代
は
︑
特
に
右
の
額
⽥
王
の
歌
の

よ
う
に
﹁
み
や
こ
﹂
と
い
う
語
が
必
ず
し
も
特
定
の
場
所
を
指
す
の
で
は
な
く
︑
語
源
通
り
に
﹁
宮
の
あ
る
場
所
﹂
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
︒﹁
み
や
こ
﹂
は
後
世
の

よ
う
な
限
定
的
な
も
の
で
は
な
か
た
と
い
え
る
︒ 

 

し
か
し
︑
⼤
津
宮
を
挟
ん
で
天
武
朝
か
ら
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
に
﹁
京
﹂
や
﹁
京
師
﹂
の
語
が
頻
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
⽬
し
︑
こ
の
頃
に
は
京
域
を
持
た
⾏
政
区
画



 

32 
 

と
し
て
の
﹁
京
﹂
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
岸
⽒
が
指
摘
し
て
い
る
う
え
に
︑
⼩
澤
⽒
も
﹁
京
﹂
の
成
⽴
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
画
期
と
な
る
と
し
て
い
る(

１
０)

︒﹃
万
葉

集
﹄
に
も
壬
申
の
乱
後
の
歌
と
し
て
︑ 

次
の
よ
う
な
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
ど
ち
ら
も
﹁
⾚
駒
の
腹
這
ふ
⽥
居
﹂
や
﹁
⽔
⿃
の
す
だ
く
⽔
沼
﹂
と
い
う
︑
本
来
で

あ
れ
ば
﹁
み
や
こ
﹂
に
は
な
ら
な
い
場
所
を
﹁
み
や
こ
﹂
と
し
た
天
皇
を
称
え
る
︒ 

皇
者 
神
尓
之
座
者 

⾚
駒
之 

腹
婆
布
⽥
為
乎 

京
師
跡
奈
之
都 

︵
⼤
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
⾚
駒
の
腹
這
ふ
⽥
居
を
み
や
こ
と
成
し
つ 

巻
⼗
九
・
四
⼆
六
〇
番
歌 

⼤
伴
御
⾏
︶ 

⼤
王
者 

神
尓
之
座
者 

⽔
⿃
乃 

須
太
久
⽔
奴
⿇
乎 

皇
都
常
成
通 

︵
⼤
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
⽔
⿃
の
す
だ
く
⽔
沼
を
み
や
こ
と
成
し
つ 

巻
⼀
九
・
四
⼆
六
⼀
番
歌 

作
者
未
詳
︶ 

こ
の
⼆
⾸
の
指
す
﹁
み
や
こ
﹂
に
関
し
て
は
︑
諸
説
あ
て
定
ま
ら
な
い
が
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
天
武
期
の
歌
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
⽬
す
る
必

要
が
あ
る
︒
天
武
期
の
﹁
み
や
こ
﹂
を
⾸
都
と
し
て
の
具
体
的
な
場
所
と
み
な
す
意
識
が
あ
た
と
も
考
え
ら
れ
る(

１
１)

︒
こ
れ
ら
の
歌
は
︑
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
︑

⾏
幸
先
を
﹁
み
や
こ
﹂
と
呼
ぶ
例
と
は
異
な
り
︑
乱
を
収
め
た
天
皇
が
統
治
す
る
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
﹁
天
皇
の
居
所
﹂
と

し
て
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
︒  

  大
津
宮  

 

⼤
津
宮
は
天
智
天
皇
が
五
年
間
置
い
た
宮
で
あ
る(

１
２)

︒ 

以
下
に
︑
⼤
津
宮
に
関
連
す
る
歌
を
挙
げ
る
︒
次
の
歌
は
︑
近
江
国
に
遷
都
す
る
際
に
詠
ま
れ
た
歌
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
近
江
国
へ
の
道
中
︑
⼤
和
国
の
象

徴
的
な
景
物
で
あ
る
三
輪
⼭
が
⾒
え
な
く
な
る
こ
と
を
惜
し
む
⼼
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
遷
都
先
の
⼤
津
宮
で
は
な
く
︑
そ
れ
ま
で
宮
が
置
か
れ
て
い

た
⼤
和
国
に
視
線
が
向
け
ら
れ
て
い
る
︒ 

三
輪
⼭
乎 

然
⽑
隠
賀 

雲
⾕
裳 

情
有
南
畝 

可
苦
佐
布
倍
思
哉 

︵
三
輪
⼭
を
然
も
隠
す
か
雲
だ
に
も
⼼
あ
ら
な
も
隠
さ
ふ
べ
し
や 

巻
⼀
・
⼀
⼋
番
歌 

額
⽥
王
︶ 

 

次
の
歌
は
︑
遷
都
後
の
⼤
津
宮
へ
の
感
傷
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒ 

⾼
市
古
⼈
感
⼆
傷
近
江
旧
堵
⼀
作
歌
︿
或
書
云
︑
⾼
市
連
⿊
⼈
﹀ 

古 

⼈
尓
和
礼
有
哉 

楽
浪
乃 

故
京
乎 

⾒
者
悲
⼨ 

︵
古
の
⼈
に
我
あ
れ
や
楽
浪
の
古
き
み
や
こ
を
⾒
れ
ば
悲
し
き 

巻
⼀
・
三
⼆
番
歌 

⾼
市
古
⼈
︵
⿊
⼈
︶︶ 
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﹃
万
葉
集
﹄
に
は
右
の
よ
う
に
︑
遷
都
に
際
し
て
や
︑
旧
都
と
な
て
か
ら
の
歌
の
み
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
宮
と
し
て
利
⽤
さ
れ
て
い
た
期
間
に
詠
ま
れ
た
歌
は

収
録
さ
れ
て
い
な
い
︒
⼤
津
宮
に
関
す
る
記
事
を
他
の
史
料
に
求
め
る
と
︑﹃
⽇
本
書
紀
﹄
天
智
天
皇
六
年
三
⽉
⼰
卯
条
に
︑﹁
遷
⼆
都
于
近
江
⼀
︒
是
時
天
下
百
姓
不 

レ
願
レ
遷
レ
都
︑
諷
諌
者
多
︒
童
謡
亦
衆
︒﹂
と
あ
り
︑
⺠
衆
は
遷
都
を
願
わ
ず
︑
諫
め
る
者
が
多
く
︑
⾵
刺
す
る
歌
も
多
く
あ
た
と
い
う
︒
ま
し
て
や
近
江
国
は
畿
外

で
あ
る
︒﹃
⽇
本
書
紀
﹄
編
纂
時
点
の
奈
良
時
代
に
は
︑
遷
都
は
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
て
い
な
か
た
も
の
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹃
万
葉
集
﹄
に
収
録
さ
れ

た
時
点
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
︒
ま
た
︑
歌
数
の
少
な
さ
は
︑
都
と
し
て
の
存
続
年
数
の
短
さ
も
⼤
い
に
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒
以
上
の
こ
と

か
ら
︑
他
の
場
合
と
異
な
り
︑
⼤
津
宮
の
﹁
み
や
こ
﹂
と
し
て
の
実
感
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒  

 

藤
原
京  

持
統
天
皇
が
遷
都
し
た
藤
原
京
は
⽇
本
で
最
初
の
律
令
制
都
城
で
あ
り(

１
３)

︑
⼩
澤
⽒
に
よ
れ
ば
︑
条
坊
に
よ
る
京
域
が
︑
そ
れ
ま
で
の
宮
室
と
藤
原
京
以
後
の
都

城
を
画
す
る
最
⼤
の
指
標
で
あ
た
と
い
う(

１
４)

︒  

こ
の
時
代
に
は
︑
中
央
官
⼈
た
ち
が
⾏
幸
先
な
ど
で
﹁
や
ま
と
﹂
を
詠
ん
だ
歌
が
﹃
万
葉
集
﹄
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
︵
表
１
参
照
︶︒ 

次
に
挙
げ
る
の
は
︑
持
統
天
皇
が
吉
野
に
⾏
幸
し
た
際
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
︒ 

太
上
天
皇
幸
⼆
于
吉
野
宮
⼀
時
︑
⾼
市
連
⿊
⼈
作
歌 

倭
尓
者 

鳴
⽽
歟
来
良
武 

呼
⼦
⿃ 

象
乃
中
⼭ 
呼
曽
越
奈
流 

︵
や
ま
と
に
は
鳴
き
て
か
来
ら
む
呼
⼦
⿃
象
の
中
⼭
呼
び
そ
越
ゆ
な
る 

巻
⼀
・
七
〇
番
歌 

⾼
市
⿊
⼈
︶ 

呼
⼦
⿃
が
﹁
や
ま
と
﹂
で
鳴
い
て
こ
ち
ら
に
⾶
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
部
分
に
﹁
や
ま
と
﹂
と
︑
現
在
い
る
吉
野
と
の
距
離
感
が
⾒
て
と
れ
る
︒
⼤
和
国

に
含
ま
れ
る
吉
野
に
お
い
て
も
﹁
や
ま
と
﹂
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
の
﹁
や
ま
と
﹂
は
⼤
和
国
で
は
な
く
︑
お
そ
ら
く
藤
原
京
の
あ
た
り
を
指
す
で
あ
ろ
う
︒
こ

れ
に
は
︑
藤
原
京
が
官
⼈
の
集
住
空
間
と
な
て
共
通
に
中
央
と
し
て
認
識
す
る
場
所
が
で
き
た
と
い
う
背
景
が
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
み
や
こ
﹂
で
な
く
﹁
や

ま
と
﹂
で
あ
る
の
は
︑
集
住
空
間
と
し
て
固
定
し
た
﹁
み
や
こ
﹂
が
で
き
た
ば
か
り
で
︑
前
代
の
移
り
ゆ
く
﹁
天
皇
の
居
所
﹂
と
し
て
の
イ
メ
ジ
を
脱
し
き
て
い

な
か
た
た
め
︑
や
や
広
い
範
囲
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒ 

そ
れ
に
対
し
︑
先
の
歌
と
同
⼀
⼈
物
の
可
能
性
が
あ
る
⾼
市
古
⼈
︵
⿊
⼈
︶
が
詠
ん
だ
歌
で
は
︑
⼤
津
宮
を
﹁
み
や
こ
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒ 

楽
浪
乃 

国
都
美
神
乃 

浦
佐
備
⽽ 

荒
有
京 

⾒
者
悲
⽑ 

︵
楽
浪
の
国
つ
御
神
の
う
ら
さ
び
て
荒
れ
た
る
み
や
こ
⾒
れ
ば
悲
し
も 

巻
⼀
・
三
三
番
歌 
⾼
市
古
⼈
︵
⿊
⼈
︶︶ 
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こ
の
よ
う
に
︑
右
の
歌
と
︑
前
出
の
三
⼆
番
歌
に
お
い
て
︑
旧
都
で
あ
る
⼤
津
宮
が
﹁
み
や
こ
﹂
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
︑
天
武
期
以
降
の
﹁
み
や
こ
﹂
の
⽤
法
︑

つ
ま
り
天
皇
の
居
所
と
し
て
の
具
体
的
な
場
所
を
指
す
こ
と
を
受
け
継
い
で
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
⾃
ら
が
住
む
場
所
は
︑
未
だ
﹁
み
や
こ
﹂
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
︒  

  平
城
京  

平
城
京
は
︑
吉
川
⽒
が
﹁
万
葉
集
と
最
も
関
わ
り
を
持
つ
都
﹂
と
述
べ
る
よ
う
に(

１
５)

︑
和
銅
元
年
︵
七
⼀
〇
︶
の
遷
都
の
後
︑
⻑
き
に
わ
た
て
存
続
し
た
﹁
み

や
こ
﹂
で
あ
る(

１
６)

︒
こ
の
時
代
の
万
葉
歌
の
特
徴
と
し
て
は
︑
⼤
伴
旅
⼈
や
⼭
上
憶
良
ら
が
活
躍
す
る
七
⼆
〇
年
代
か
ら
︑﹁
み
や
こ
﹂﹁
な
ら
の
み
や
こ
﹂
の
語
が

⾒
え
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︵
表
１
参
照
︶︒  

 

そ
の
﹁
な
ら
の
み
や
こ
﹂
の
繁
栄
を
端
的
か
つ
鮮
明
に
描
い
た
の
が
︑
次
の
歌
で
あ
る
︒
そ
れ
ま
で
の
宮
と
は
異
な
り
︑
繁
栄
ぶ
り
が
詠
ま
れ
る
の
が
特
徴
的
で
あ

る
︒ 

⼤
宰
少
弐
⼩
野
⽼
朝
⾂
歌
⼀
⾸  

⻘
丹
吉 

寧
楽
乃
京
師
者 

咲
花
乃 

薫
如 
今
盛
有 

︵
あ
を
に
よ
し
な
ら
の
み
や
こ
は
咲
く
花
の
薫
ふ
が
ご
と
く
今
盛
り
な
り 

巻
三
・
三
⼆
⼋
番
歌 

⼩
野
⽼
︶ 

 

藤
原
京
の
時
代
と
異
な
り
︑﹁
な
ら
の
み
や
こ
﹂
と
し
て
平
城
京
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
中
央
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

中
に
は
︑
⼤
伴
旅
⼈
の
次
の
歌
の
よ
う
に
︑﹁
や
ま
と
﹂
を
使
⽤
す
る
例
も
⾒
ら
れ
る
︒
次
の
歌
は
︑
平
城
京
の
時
代
の
﹁
や
ま
と
﹂
の
⽤
例
の
う
ち
︑
そ
れ
ま
で

⾏
幸
に
お
い
て
﹁
や
ま
と
﹂
が
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
と
は
異
な
り
︑
律
令
制
下
に
お
け
る
地
⽅
官
の
赴
任
と
い
う
事
柄
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
や
︑
作
歌
の
事
情
も
判

明
し
て
い
る
た
め
︑
例
と
し
て
挙
げ
る
︒ 

⼋
隅
知
之 

吾
⼤
王
乃 

御
⾷
国
者 

⽇
本
⽑
此
間
⽑ 

同
登
曽
念 

︵
や
す
み
し
し
我
が
⼤
君
の
⾷
す
国
は
や
ま
と
も
こ
こ
も
同
じ
と
そ
思
ふ 
巻
六
・
九
五
六
番
歌 

⼤
伴
旅
⼈
︶ 

こ
の
歌
は
︑
⼤
伴
旅
⼈
が
⼤
宰
帥
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
際
に
︑
⼤
和
国
の
佐
保
の
⼭
辺
が
懐
か
し
く
は
な
い
か
と
問
い
か
け
る
歌
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ

で
は
天
皇
の
統
治
す
る
国
は
﹁
や
ま
と
﹂
も
⼤
宰
府
と
同
様
で
あ
る
と
述
べ
る
︒
し
か
し
他
の
歌
で
は
平
城
京
に
対
す
る
望
郷
の
念
を
詠
ん
で
お
り
︑
こ
の
歌
は
⼤
宰

帥
と
し
て
の
建
前
の
も
の
だ
ろ
う
︒
旅
⼈
の
⼤
宰
府
に
対
す
る
思
い
に
つ
い
て
は
︑
⼦
の
家
持
と
⽐
較
し
た
先
⾏
研
究
が
あ
り
︑
後
述
す
る
︒ 

 

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
例
を
除
い
て
︑
中
央
を
表
す
語
は
ほ
と
ん
ど
が
﹁
み
や
こ
﹂
に
な
て
い
く
︒﹁
み
や
こ
﹂
を
離
れ
た
際
に
官
⼈
た
ち
が
思
慕
す
る
の
は
﹁
や
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ま
と
﹂
で
は
な
く
よ
り
狭
い
﹁
み
や
こ
﹂
に
な
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
平
城
京
が
⻑
期
間
固
定
し
て
存
在
し
た
こ
と
で
︑
官
⼈
た
ち
の
意
識
の
中
で
﹁
み
や
こ
﹂

が
実
体
を
持
た
⽣
活
空
間
と
し
て
確
⽴
し
た
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
︒﹁
み
や
こ
﹂
を
家
の
あ
る
⽣
活
空
間
と
し
て
認
識
し
て
い
る
様
⼦
が
端
的
に
わ
か
る
の
が
︑
次

の
歌
で
あ
る
︒ 

在
京 
荒
有
家
尓 

⼀
宿
者 

益
旅
⽽ 

可
⾟
苦 

︵
み
や
こ
な
る
荒
れ
た
る
家
に
ひ
と
り
寝
ば
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
る
べ
し 

巻
三
・
四
四
〇
番
歌 

⼤
伴
旅
⼈
︶ 

多
流
⽐
⼥
能 
宇
良
乎
許
具
不
祢 

可
治
末
尓
⺟ 

奈
良
野
和
芸
弊
乎 

和
須
礼
氐
於
⽑
倍
也 

︵
垂
姫
の
浦
を
漕
ぐ
⾈
梶
間
に
も
な
ら
の
我
家
を
忘
れ
て
思
へ
や 

巻
⼗
⼋
・
四
〇
四
⼋
番
歌 

⼤
伴
家
持
︶ 

 

⼀
⾸
⽬
は
︑
⼤
宰
府
で
妻
を
亡
く
し
た
後
に
平
城
京
に
帰
る
⼤
伴
旅
⼈
が
︑﹁
み
や
こ
﹂
の
家
で
⼀
⼈
で
寝
る
こ
と
は
旅
よ
り
も
苦
し
い
と
歌
う
︒
⼆
⾸
⽬
は
︑
越

中
国
に
赴
任
中
の
⼤
伴
家
持
が
︑
海
を
遊
覧
し
た
際
の
歌
で
あ
る
︒
遊
⾏
婦
⼥
が
︑
垂
姫
の
浦
を
漕
い
で
楽
し
く
遊
べ
と
現
地
の
地
名
を
取
り
⼊
れ
つ
つ
歌
た
の
を

受
け
︑
船
の
梶
を
取
る
間
に
も
奈
良
の
我
が
家
が
忘
れ
ら
れ
よ
う
か
︑
と
の
望
郷
の
念
を
歌
う
対
⽐
が
注
⽬
さ
れ
る
︒
右
の
⼆
⾸
の
歌
で
は
︑﹁
み
や
こ
な
る
荒
れ
た

る
家
﹂
や
﹁
な
ら
の
我
家
﹂
の
よ
う
に
︑﹁
み
や
こ
﹂
と
家
が
結
び
つ
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
藤
原
京
の
時
代
と
は
異
な
り
︑
平
城
京
の
場
合
は
︑
歌
の
中
に
お
い

て
は
官
⼈
た
ち
に
と
て
﹁
み
や
こ
﹂
が
﹁
家
﹂
の
あ
る
⽣
活
空
間
で
あ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

後
に
も
述
べ
る
が
︑
律
令
制
下
で
の
都
城
は
︑
そ
れ
ま
で
の
豪
族

の
居
宅
の
あ
る
場
に
漸
次
的
に
形
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
︑
計
画
さ
れ
た
条
坊
に
基
づ
い
て
班
給
さ
れ
た
宅
地
が
⼀
つ
の
要
素
と
な
て
い
た
こ
と
は
す
で

に
浅
野
充
⽒
に
よ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る(

１
７)

︒
そ
の
よ
う
な
都
城
の
成
⽴
経
緯
の
違
い
が
︑
こ
の
よ
う
に
官
⼈
た
ち
の
意
識
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
︒ 

 

恭
仁
京  

 

恭
仁
京
は
︑
聖
武
天
皇
に
よ
て
天
平
⼗
⼆
年
︵
七
四
〇
︶
か
ら
天
平
⼗
六
年
︵
七
四
四
︶
ま
で
置
か
れ
た
都
で
あ
る(

１
８)

︒﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
恭
仁
京
の
最
も

特
徴
的
な
こ
と
は
︑
造
営
中
の
歌
が
複
数
⾒
ら
れ
る
点
で
あ
る
︒
次
の
歌
は
︑
恭
仁
京
に
対
し
て
官
⼈
と
し
て
の
公
的
な
態
度
を
表
現
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な

態
度
は
︑
こ
れ
が
唯
⼀
の
例
で
あ
る
︒ 

今
造 

久
邇
乃
王
都
者 

⼭
河
之 

清
⾒
者 

宇
倍
所
知
良
之 

︵
今
造
る
久
邇
の
み
や
こ
は
⼭
川
の
さ
や
け
き
⾒
れ
ば
う
べ
知
ら
す
ら
し 

巻
六
・
⼀
〇
三
七
番
歌 

⼤
伴
家
持
︶ 

右
に
挙
げ
た
歌
は
︑
⼤
伴
家
持
に
よ
る
︑
造
営
中
の
恭
仁
京
の
景
⾊
を
讃
美
す
る
歌
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
他
の
恭
仁
京
を
詠
ん
だ
歌
を
⾒
る
と
︑
平
城
京
の
場
合
の
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よ
う
に
家
を
詠
ん
だ
歌
は
現
れ
な
い
︒
そ
れ
に
対
し
︑
同
じ
く
⼤
伴
家
持
が
詠
ん
だ
次
の
⼆
⾸
は
︑
先
に
挙
げ
た
歌
と
は
異
な
り
︑
妻
に
会
え
ず
⼀
⼈
で
恭
仁
京
で
⽣

活
す
る
嘆
き
を
詠
ん
で
い
る
︒ 

今
所
知 

久
邇
乃
京
尓 

妹
⼆
不
相 

久
成 

⾏
⽽
早
⾒
奈 

︵
今
知
ら
す
久
邇
の
み
や
こ
に
妹
に
逢
は
ず
久
し
く
な
り
ぬ
⾏
き
て
は
や
⾒
な 

巻
四
・
七
六
⼋
番
歌 

⼤
伴
家
持
︶ 

今
造 
久
邇
能
京
尓 

秋
夜
乃 

⻑
尓
独 

宿
之
苦
左 

︵
今
造
る
久
邇
の
み
や
こ
に
秋
の
夜
の
⻑
き
に
ひ
と
り
寝
る
が
苦
し
さ 

巻
⼋
・
⼀
六
三
⼀
番
歌 

⼤
伴
家
持
︶ 

こ
こ
に
挙
げ
た
歌
は
す
べ
て
︑
恭
仁
京
の
造
営
中
の
状
況
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
造
営
か
ら
三
年
を
経
て
も
恭
仁
京
は
完
成
し
な
か
た
︒
そ
の
こ
と

も
影
響
し
て
か
︑
官
⼈
の
⽣
活
空
間
と
し
て
⾒
ら
れ
て
い
な
か
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
次
の
﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
⼗
三
年
︵
七
四
⼀
︶
閏
三
⽉
⼄
丑
条
か
ら
も
推
測

で
き
る
︒
こ
の
記
事
に
よ
る
と
︑
平
城
京
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
者
も
多
か
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
に
対
し
て
︑
平
城
京
に
い
る
者
を
退
出
さ
せ
る
よ
う
に
と
の

詔
が
出
さ
れ
て
い
る
︒ 

詔
⼆
留
守
従
三
位
⼤
養
徳
国
守
⼤
野
朝
⾂
東
⼈
・
兵
部
卿
正
四
位
下
藤
原
朝
⾂
豊
成
等
⼀
⽈
︑
⾃
レ
今
以
後
︑
五
位
以
上
不
レ
得
三
任
レ
意
住
⼆
於
平
城
⼀
︒
如
有
⼆
事 

故
⼀
︑
応
須
⼆
退
帰
⼀
︑
被
⼆
賜
官
符
⼀
︑
然
後
聴
レ
之
︒
其
⾒
⼆
在
平
城
⼀
者
︑
限
⼆
今
⽇
内
⼀
悉
皆
催
発
︒
⾃
余
散
⼆
在
他
所
⼀
者
亦
冝
⼆
急
追
⼀
︒ 

恭
仁
京
に
関
し
て
は
︑
官
⼈
の
⽣
活
空
間
と
し
て
の
実
感
を
︑
平
城
京
の
よ
う
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
歌
の
中
に
お
い
て
︑
平
城
京
ほ
ど
に
家
の
存
在
を

⾒
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒ 

紅
尓 

深
染
⻄ 

情
可
⺟ 

寧
楽
乃
京
師
尓 

年
之
歴
去
倍
吉 

︵
紅
に
深
く
染
み
に
し
⼼
か
も
な
ら
の
み
や
こ
に
年
の
経
ぬ
べ
き 

巻
六
・
⼀
〇
四
四
番
歌 

作
者
不
詳
︶ 

 

恭
仁
京
遷
都
後
の
平
城
京
に
対
す
る
官
⼈
の
⼼
情
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
が
︑右
に
挙
げ
た
よ
う
な
︑旧
都
と
な
た
平
城
京
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒こ
の
歌
は
︑

﹁
傷
⼆
惜
寧
楽
京
荒
墟
⼀
作
歌
三
⾸
﹂︑
つ
ま
り
恭
仁
京
遷
都
後
の
平
城
京
の
荒
れ
た
様
⼦
を
惜
し
ん
で
作
た
三
⾸
の
う
ち
の
⼀
⾸
で
あ
る
︒
平
城
京
に
慣
れ
親
し
ん

だ
⼼
情
が
︑
紅
に
染
ま
る
と
い
う
⽐
喩
で
表
さ
れ
て
い
る
︒
官
⼈
た
ち
に
と
て
は
平
城
京
の
⽅
が
馴
染
み
深
か
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒  

  難
波
宮  

 

難
波
宮
は
︑
孝
徳
天
皇
の
時
代
︑
⼤
化
元
年
︵
六
四
五
︶
に
難
波
⻑
柄
豊
埼
宮
の
造
営
が
⾏
わ
れ
︑
同
天
皇
の
死
後
に
都
は
再
び
⾶
⿃
に
戻
た
が
︑
天
武
天
皇
⼗

⼆
年
︵
六
⼋
三
︶
に
副
都
と
な
り
︑
聖
武
天
皇
が
⼀
時
期
﹁
皇
都
﹂
と
し
た
期
間
を
含
め
︑
延
暦
三
年
︵
七
⼋
四
︶
ま
で
存
続
し
た(

１
９)

︒﹃
万
葉
集
﹄
中
に
現
れ
る
難



 

37 
 

波
宮
は
す
べ
て
副
都
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
︵
表
１
参
照
︶︒ 

式
部
卿
藤
原
宇
合
卿
被
レ
使
レ
改
⼆
造
難
波
堵
⼀
之
時
作
歌
⼀
⾸ 

昔
者
社 

難
波
居
中
跡 

所
⾔
奚
⽶ 

今
者
京
引 

都
備
仁
鶏
⾥ 

︵
昔
こ
そ
難
波
ゐ
な
か
と
⾔
は
れ
け
め
今
は
み
や
こ
引
き
み
や
こ
び
に
け
り 

巻
三
・
三
⼀
⼆
番
歌 

藤
原
宇
合
︶ 

右
の
歌
は
︑
難
波
宮
を
﹁
み
や
こ
﹂
と
し
て
詠
ん
だ
唯
⼀
の
歌
で
あ
る
︒
こ
れ
は
藤
原
宇
合
が
神
⻲
三
年
︵
七
⼆
六
︶
に
知
造
難
波
宮
事
と
し
て
難
波
宮
を
造
営
し

た
際
の
歌
で
あ
る
︒
造
営
を
担
当
し
た
官
⼈
と
し
て
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
で
あ
た
難
波
が
﹁
み
や
こ
﹂
ら
し
く
な
た
と
︑
宮
を
寿
ぐ
意
図
が
あ
る
と
い
え
る
︒
他
に
難

波
宮
で
官
⼈
が
詠
ん
だ
歌
は
︑
こ
の
よ
う
に
宮
を
称
揚
す
る
も
の
は
確
認
で
き
な
い
︒ 

葦
辺
⾏ 

鴨
之
⽻
我
⽐
尓 
霜
零
⽽ 

寒
暮
⼣ 

倭
之
所
念 

︵
葦
辺
⾏
く
鴨
の
⽻
が
ひ
に
霜
降
り
て
寒
き
⼣
は
や
ま
と
し
思
ほ
ゆ 

巻
⼀
・
六
四
番
歌 

志
貴
皇
⼦
︶ 

右
は
︑
持
統
天
皇
の
難
波
宮
⾏
幸
の
際
の
歌
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
難
波
宮
と
⼤
和
国
の
関
係
に
つ
い
て
の
意
識
が
う
か
が
え
る
唯
⼀
の
例
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う

に
︑
難
波
宮
に
お
い
て
も
﹁
や
ま
と
﹂
を
思
う
歌
が
⾒
ら
れ
る
︒
副
都
と
い
う
性
格
か
ら
か
︑
中
⼼
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
他
の
﹁
み
や
こ
﹂
と
は
異
な
り
︑
み
や
こ

の
あ
る
﹁
や
ま
と
﹂
へ
の
思
慕
に
駆
ら
れ
る
場
所
で
あ
た
と
読
め
る
︒ 

 

以
上
︑
官
⼈
た
ち
に
と
て
の
﹁
み
や
こ
﹂
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
か
を
⾒
て
き
た
が
︑
以
下
に
要
約
し
て
お
く
︒ 

⾶
⿃
に
宮
が
置
か
れ
て
い
た
時
代
は
︑﹁
み
や
こ
﹂
の
語
の
範
囲
が
広
く
不
特
定
の
も
の
を
指
し
て
お
り
︑﹁
天
皇
の
居
所
﹂
と
し
て
の
意
味
を
持
て
い
た
︒
藤
原

京
の
時
代
に
﹁
や
ま
と
﹂
と
し
て
中
央
を
捉
え
る
⾒
⽅
が
⽣
ま
れ
た
が
︑
ま
だ
﹁
み
や
こ
﹂
が
天
皇
の
居
所
か
ら
官
⼈
の
⽣
活
空
間
へ
と
な
る
過
渡
期
で
あ
た
︒
平

城
京
に
な
る
と
︑官
⼈
も﹁
み
や
こ
﹂﹁
な
ら
の
み
や
こ
﹂と
詠
む
よ
う
に
な
り
︑﹁
み
や
こ
﹂が
具
体
的
な
も
の
を
指
し
︑官
⼈
の
⽣
活
空
間
と
し
て
成
⽴
し
て
い
た
︒

⼤
津
・
難
波
宮
は
ど
ち
ら
も
過
渡
的
で
あ
た
り
副
都
で
あ
た
り
し
た
た
め
か
︑﹁
み
や
こ
﹂
と
し
て
は
あ
ま
り
詠
ま
れ
ず
︑
馴
染
ま
れ
な
か
た
よ
う
で
あ
る
︒

恭
仁
京
は
︑﹁
み
や
こ
﹂
と
詠
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
平
城
京
の
よ
う
な
⽣
活
空
間
と
し
て
の
実
感
を
含
ん
だ
も
の
と
は
⾔
い
難
い
︒ 
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図
１ 

各
﹁
み
や
こ
﹂
の
所
在
地
︵
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
続
⽇
本
紀
﹄
⼀
︑
岩
波
書
店
︑
⼀
九
九
⼋
年
よ
り
引
⽤
︶ 
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２ 

﹁
み
や
こ
﹂
と
畿
内  

 
平
城
京
以
降
︑﹁
み
や
こ
﹂
が
官
⼈
の
意
識
の
中
⼼
に
な
て
い
た
︒
そ
の
⼀
⽅
で
は
︑
畿
内
を
ま
と
め
て
中
央
と
し
て
捉
え
る
論
も
あ
る(

２
０)

︒
確
か
に
︑
畿
内

は
租
税
な
ど
の
⾯
で
優
遇
さ
れ
︑
他
の
諸
国
と
は
異
な
る
扱
い
を
受
け
て
い
た
︒
関
晃
⽒
は
︑
畿
内
制
の
成
⽴
を
豪
族
の
居
住
地
で
あ
た
こ
と
に
求
め
た(

２
１)

︒
⼤

津
⽒
も
︑
そ
れ
を
前
提
と
し
て
﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
畿
内
・
畿
外
が
﹁
ひ
な
﹂
と
の
境
で
あ
た
と
論
じ
る
が(

２
２)

︑
畿
内
と
中
央
豪
族
の
旧
居
住
地
が
直
接
の
関

係
を
持
た
な
い
こ
と
は
吉
川
聡
⽒
に
よ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る(

２
３)

︒
平
城
京
の
時
代
に
は
官
⼈
を
本
貫
地
か
ら
離
し
︑﹁
み
や
こ
﹂
へ
定
住
・
集
住
さ
せ
る
傾
向
が
強

め
ら
れ
た(

２
４)

︒
諸
豪
族
の
複
数
宅
の
⼀
つ
が
集
中
し
て
漸
次
形
成
さ
れ
て
い
た
﹁
倭
京
的
存
在
形
態
﹂
と
異
な
り
︑
律
令
制
的
宮
都
は
︑
計
画
さ
れ
た
条
坊
に
基
づ

い
て
班
給
さ
れ
た
宅
地
が
⼀
つ
の
要
素
と
な
て
い
た
こ
と
が
︑浅
野
⽒
に
よ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
︒つ
ま
り
︑律
令
制
以
前
と
以
後
で
は
︑

﹁
み
や
こ
﹂
に
住
む
⼈
々
の
居
住
形
態
が
異
な
る
の
で
あ
る
︒
畿
内
豪
族
に
と
て
も
︑
⾃
ら
の
拠
点
が
あ
る
場
所
に
宮
が
で
き
る
の
で
は
な
く
︑
天
皇
を
中
⼼
と
し

た
﹁
み
や
こ
﹂
に
住
む
場
所
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
た
︒
そ
れ
に
よ
て
︑
畿
内
に
親
し
み
を
感
じ
る
こ
と
は
少
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

流
刑
者
の
扱
い
か
ら
も
︑
京
と
そ
れ
以
外
の
地
に
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
⼗
⼆
年
︵
七
四
〇
︶
六
⽉
庚
午
条
で
は
﹁
其
流
⼈
穂
積
朝
⾂
⽼
・

多
治
⽐
真
⼈
祖
⼈
・
名
負
・
東
⼈
︑久
⽶
連
若
売
等
五
⼈
︑召
令
⼆
⼊
京
⼀
︒⼤
原
采
⼥
勝
部
⿃
⼥
還
⼆
本
郷
⼀
︒﹂と
あ
り
︑許
さ
れ
て
流
刑
地
か
ら
帰
る
者
の
中
に
も
︑

⼊
京
さ
せ
る
者
と
本
郷
に
還
す
者
と
で
︑
扱
い
に
違
い
が
あ
る
︒
同
じ
く
﹃
続
⽇
本
紀
﹄
宝
⻲
元
年
︵
七
七
〇
︶
七
⽉
癸
未
条
で
は
︑
橘
奈
良
⿇
呂
の
乱
に
坐
し
た
者

に
つ
い
て
﹁
但
名
籍
雖
レ
編
⼆
本
貫
⼀
︑
正
⾝
不
レ
得
⼆
⼊
京
⼀
︒﹂
と
あ
り
︑
⼊
京
を
禁
⽌
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
許
さ
れ
た
後
も
必
ず
し
も
京
に
⼊
れ
る

と
は
限
ら
ず
︑
⼊
京
で
き
る
か
否
か
が
重
要
な
点
で
あ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

京
の
み
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒ 

 

他
に
﹃
続
⽇
本
紀
﹄
の
記
事
か
ら
京
・
畿
内
・
諸
国
に
関
す
る
も
の
を
拾
て
み
る
と
︑
畿
内
が
重
視
さ
れ
る
の
は
⾬
乞
い
の
み
で
︑
租
調
庸
の
免
除
や
寺
で
の
読

経
・
法
会
︑
赦
免
な
ど
は
天
下
諸
国
で
⾏
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
賑
恤
も
京
内
の
み
に
⾏
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
必
ず
し
も
畿
内
が
あ
ら
ゆ
る
場
⾯
で
重
視
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る(

２
５)

︒ 
 

歌
の
表
現
に
お
い
て
も
︑﹁
み
や
こ
﹂
と
畿
内
の
関
係
が
う
か
が
え
る
︒﹁
み
や
こ
﹂
と
畿
内
が
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
た
例
を
次
に
挙
げ
る
︒
ま
ず
は
﹁
み
や
こ
﹂
の
所

在
す
る
⼤
和
国
の
例
を
⾒
る
︒
⼤
和
国
に
あ
る
⽵
⽥
庄
に
お
い
て
⼤
伴
坂
上
郎
⼥
が
詠
ん
だ
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
︒ 

然
不
有 

五
百
代
⼩
⽥
乎 

苅
乱 

⽥
廬
尓
居
者 

京
師
所
念 

︵
然
と
あ
ら
ぬ
五
百
代
⼩
⽥
を
刈
り
乱
り
⽥
廬
に
居
れ
ば
み
や
こ
し
思
ほ
ゆ 
巻
⼋
・
⼀
五
九
⼆
番
歌 

⼤
伴
坂
上
郎
⼥
︶ 

⽵
⽥
庄
は
現
在
の
奈
良
県
橿
原
市
に
あ
る
︑
⼤
伴
⽒
の
所
領
で
あ
る
︒
そ
こ
で
⽥
を
刈
り
︑
⼩
屋
に
い
る
と
﹁
み
や
こ
﹂
が
思
わ
れ
る
と
歌
い
︑
同
じ
⼤
和
国
に
あ

て
も
﹁
み
や
こ
﹂
へ
の
⼼
理
的
な
距
離
が
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒ 
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他
に
⾒
ら
れ
る
の
は
難
波
で
あ
る
︒
難
波
で
防
⼈
検
校
の
勅
使
で
あ
る
安
倍
沙
美
⿇
呂
が
詠
ん
だ
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
︒ 

阿
佐
奈
佐
奈 

安
我
流
⽐
婆
理
尓 

奈
⾥
弖
之
可 

美
也
古
尓
由
岐
弖 

波
夜
加
弊
⾥
許
牟 

︵
朝
な
朝
な
上
が
る
ひ
ば
り
に
な
り
て
し
か
み
や
こ
に
⾏
き
て
は
や
帰
り
来
む 

巻
⼆
⼗
・
四
四
三
三
番
歌 

安
倍
沙
美
⿇
呂
︶ 

こ
の
歌
は
︑
兵
部
省
の
使
⼈
と
宴
を
催
し
た
際
の
歌
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
ひ
ば
り
に
な
て
﹁
み
や
こ
﹂
に
⾏
き
︑
戻
て
き
た
い
と
い
う
望
郷
の
念
を
詠

む
が
︑
そ
の
場
所
は
﹁
み
や
こ
﹂
と
の
結
び
つ
き
も
深
い
難
波
で
あ
る
︒ 

他
に
畿
内
の
地
と
﹁
み
や
こ
﹂
の
関
係
が
う
か
が
え
る
歌
は
な
い
が
︑
こ
れ
ら
の
歌
で
注
⽬
す
べ
き
は
︑﹁
み
や
こ
﹂
を
思
う
場
所
で
あ
る
⼤
和
国
や
難
波
は
︑
畿

内
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
畿
内
の
地
に
お
い
て
も
﹁
み
や
こ
﹂
を
思
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑﹁
み
や
こ
﹂
を
思
う
と
い
う
⾏
為
が
畿
内
の
地
で
も
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑﹁
み
や
こ
﹂
を
出
る
と
そ
こ
は
親
し
み
の
あ
る
地
で
は

な
く
な
る
と
い
う
認
識
の
⽅
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
︒
も
は
や
﹁
み
や
こ
﹂
の
外
が
官
⼈
に
親
し
み
の
あ
る
地
で
は
な
く
な
た
以
上
︑
畿
内
を
⼀
ま
と
め
に
し
て
捉
え

る
こ
と
⾃
体
が
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
後
で
述
べ
る
が
︑
歌
の
中
に
お
い
て
﹁
ひ
な
﹂
に
対
⽴
す
る
の
は
畿
内
で
は
な
く
﹁
み
や
こ
﹂
で
あ
る
︒
平

城
京
に
お
け
る
制
度
上
の
宅
地
の
状
況
や
︑
歌
で
は
家
と
﹁
み
や
こ
﹂
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
も
︑
畿
内
で
は
な
く
﹁
み
や
こ
﹂
を
⼤
き
な
境
界
と
す
る

べ
き
で
あ
ろ
う
︒
中
央
の
⼈
々
の
思
慕
の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
﹁
み
や
こ
﹂
で
あ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
に
お
い
て
関
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
﹁
関
﹂
の
語
の
⽤
例
の
少
な
さ
の
差
は
︑
政
治
的
・
軍
事
的
に
重
要
視
さ
れ
る

境
界
と
︑﹁
み
や
こ
﹂
で
暮
ら
す
官
⼈
の
意
識
す
る
境
界
と
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
︒﹃
続
⽇
本
紀
﹄
で
は
︑﹁
其
帯
レ
関
国
司
︑
商
旅
過
⽇
︑
審
加
⼆
勘 

捜
⼀
︑
附
レ
使
⾔
上
︒﹂(

２
６)

の
よ
う
に
関
を
過
ぎ
る
商
⼈
を
調
べ
さ
せ
た
り
︑﹁
左
京
⼈
従
七
位
下
漆
部
造
君
⾜
︑
無
位
中
⾂
宮
処
連
東
⼈
等
告
レ
密
︑
称
下
左
⼤
⾂
正
⼆

位
⻑
屋
王
私
学
⼆
左
道
⼀
︑欲
上
レ
傾
⼆
国
家
⼀
︒其
夜
︑遣
レ
使
固
守
⼆
三
関
⼀
︒﹂(

２
７)

の
よ
う
に
︑変
・
乱
に
際
し
て
固
関
が
⾏
わ
れ
た
り
し
た
と
い
う
記
事
が
⾒
え
る
︒

他
に
は
︑天
皇
の
崩
御
に
際
し
て
固
関
が
⾏
わ
れ
る(

２
８)

︒政
治
的
・
軍
事
的
な
⾯
で
は
︑関
が
重
要
な
境
⽬
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒実
際
に
延
暦
⼋
年︵
七

⼋
九
︶
に
関
が
廃
⽌
さ
れ
た
際
︑﹁
徒
設
⼆
関
険
⼀
︑
勿
レ
⽤
⼆
防
禦
⼀
︑
遂
使
⼆
中
外
隔
絶
⼀
︑
既
失
⼆
通
利
之
便
⼀
︑
公
私
往
来
︑
毎
致
⼆
稽
留
之
苦
⼀
︒﹂(

２
９)

と
︑
関
に

よ
て
畿
内
と
畿
外
が
隔
絶
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹃
万
葉
集
﹄
で
は
︑
次
の
歌
を
始
め
と
し
て
︑﹁
関
﹂
の
⽤
例
は
わ
ず
か
六
例
の
み

で
あ
る
︒ 

関
に
対
す
る
⼼
情
を
詠
ん
だ
例
を
次
に
挙
げ
る
︒
ど
ち
ら
の
歌
も
︑
関
が
相
⼿
と
の
間
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
︑
移
動
を
直
接
妨
げ
る

も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
︒ 

不
破
⾏
宮
︑
⼤
伴
宿
祢
家
持
作
歌
⼀
⾸  

関
無
者 

還
尓
⾕
藻 

打
⾏
⽽ 

妹
之
⼿
枕 

巻
⼿
宿
益
乎 
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︵
関
な
く
は
帰
り
に
だ
に
も
う
ち
⾏
き
て
妹
が
⼿
枕
ま
き
て
寝
ま
し
を 

巻
六
・
⼀
〇
三
六
番
歌 

⼤
伴
家
持
︶ 

等
保
伎
⼭ 

世
伎
⽑
故
要
伎
奴 

伊
⿇
左
良
尓 

安
布
倍
伎
与
之
能 

奈
伎
我
佐
夫
之
佐 

︵
遠
き
⼭
関
も
越
え
来
ぬ
今
更
に
逢
ふ
べ
き
よ
し
の
な
き
が
さ
ぶ
し
さ 

巻
⼗
五
・
三
七
三
四
番
歌 

中
⾂
宅
守
︶ 

 

﹃
万
葉
集
﹄
で
は
関
よ
り
︑
次
の
よ
う
に
⽣
駒
⼭
・
⻯
⽥
⼭
・
奈
良
⼭
・
真
⼟
⼭
と
い
た
︑
⼤
和
国
を
越
え
て
い
く
地
点
を
詠
む
こ
と
が
多
い
︒
そ
れ
ら
の
⼭
を

詠
ん
だ
歌
は
︑
⽣
駒
⼭
は
三
例
︑
⻯
⽥
⼭
は
三
例
︑
奈
良
⼭
は
五
例
︑
真
⼟
⼭
は
六
例
を
数
え
る
︒
次
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
⼭
を
詠
む
も
の
に
つ
い
て
︑
作
歌
の
背
景
が

は
き
り
判
明
し
て
い
る
も
の
を
引
⽤
す
る
︒ 

 

次
の
歌
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
⽬
録
に
よ
れ
ば
︑
遣
新
羅
使
が
少
し
の
間
︑
家
に
帰
た
際
の
歌
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
新
羅
へ
の
出
航
地
点
で
あ
る
難
波
か
ら
⽣
駒
⼭

を
越
え
て
⼤
和
国
に
⼊
り
︑﹁
妹
﹂に
会
い
に
⾏
く
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
⽣
駒
⼭
は﹁
妹
﹂に
会
う
た
め
に
越
え
る
べ
き
場
所
と
し
て
象
徴
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
︒ 

由
布
佐
礼
婆 

⽐
具
良
之
伎
奈
久 

伊
故
⿇
⼭ 

古
延
弖
曽
安
我
久
流 

伊
⽑
我
⽬
乎
保
⾥ 

︵
⼣
さ
れ
ば
ひ
ぐ
ら
し
来
鳴
く
⽣
駒
⼭
越
え
て
そ
我
が
来
る
妹
が
⽬
を
欲
り 

巻
⼗
五
・
三
五
⼋
九
番
歌 

秦
間
⿇
呂
︶ 

 

次
の
歌
は
︑
藤
原
宇
合
が
天
平
四
年
︵
七
三
⼆
︶
に
⻄
海
道
節
度
使
と
し
て
遣
わ
さ
れ
る
際
に
⾼
橋
⾍
⿇
呂
が
作
た
歌
で
あ
り
︑
⻄
海
道
へ
旅
を
す
る
様
⼦
が
詠

ま
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
︑
⻄
海
道
へ
向
か
う
最
初
の
段
階
と
し
て
︑
⻯
⽥
⼭
を
﹁
う
ち
越
え
﹂
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

四
年
壬
申
︑
藤
原
宇
合
卿
遣
⼆
⻄
海
道
節
度
使
⼀
之
時
︑
⾼
橋
連
⾍
⿇
呂
作
歌
⼀
⾸
︿
并
短
歌
﹀ 

⽩
雲
乃 

⻯
⽥
⼭
乃 

露
霜
尓 

⾊
附
時
丹 

打
超
⽽ 
客
⾏
公
者 

五
百
隔
⼭ 

伊
去
割
⾒ 

賊
守 

筑
紫
尓
⾄
︵
後
略
︶ 

︵
⽩
雲
の
⻯
⽥
の
⼭
の
露
霜
に
⾊
付
く
時
に
う
ち
越
え
て
旅
⾏
く
君
は
五
百
重
⼭
い
⾏
き
さ
く
み
賊
守
る
筑
紫
に
⾄
り…

 

巻
六
・
九
七
⼀
番
歌 

⾼
橋
⾍
⿇

呂
︶ 

 

次
の
歌
は
︑
⼤
伴
家
持
が
亡
く
な
た
弟
を
悼
む
歌
で
あ
る
が
︑
引
⽤
し
た
部
分
で
は
︑
越
中
国
へ
と
出
発
す
る
家
持
を
弟
が
⾒
送
た
時
の
こ
と
が
回
想
さ
れ
て

い
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
奈
良
⼭
過
ぎ
て
﹂
と
の
⼀
節
が
あ
り
︑
北
陸
道
を
通
て
越
中
国
に
向
か
う
際
に
︑
⾒
送
る
側
と
⾒
送
ら
れ
る
側
の
双
⽅
に
と
て
奈
良
⼭
が
⼀

つ
の
境
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

哀
⼆
傷
⻑
逝
之
弟
⼀
歌
⼀
⾸
︿
并
短
歌
﹀  

安
⿇
射
加
流 

⽐
奈
乎
佐
⽶
尓
等 

⼤
王
能 

⿇
気
乃
⿇
尓
末
尓 

出
⽽
許
之 

和
礼
乎
於
久
流
登 

⻘
丹
余
之 

奈
良
夜
⿇
須
疑
氐 

︵
後
略
︶ 

︵
天
離
る
ひ
な
治
め
に
と
⼤
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
出
で
て
来
し
我
を
送
る
と
あ
を
に
よ
し
奈
良
⼭
過
ぎ
て…

 

巻
⼗
七
・
三
九
五
七
番
歌 

⼤
伴
家
持
︶ 

 

右
の
⼆
⾸
と
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
⻄
海
道
・
北
陸
道
を
通
る
際
の
実
際
の
地
理
観
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
︒ 
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次
の
歌
は
︑
⽯
上
⼄
⿇
呂
が
⼟
左
国
に
流
さ
れ
る
際
の
歌
で
あ
る
︒﹁
真
⼟
⼭
よ
り
帰
り
来
ぬ
か
も
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
真
⼟
⼭
が
南
海
道
か
ら
﹁
み
や
こ
﹂
に

帰
る
前
の
重
要
な
地
点
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

⽯
上
⼄
⿇
呂
卿
︑
配
⼟
左
国
之
時
歌
三
⾸
︿
并
短
歌
﹀  

︵
前
略
︶
王 

命
恐 

天
離 

夷
辺
尓
退 

古
⾐ 

⼜
打
⼭
従 

還
来
奴
⾹
聞 

︵…
⼤
君
の
命
恐
み
天
離
る
ひ
な
辺
に
罷
る
古
⾐
真
⼟
⼭
よ
り
帰
り
来
ぬ
か
も 

巻
六
・
⼀
〇
⼀
九
番
歌 

⽯
上
⼄
⿇
呂
︶ 

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
︑
意
識
の
上
で
は
︑
関
を
越
え
る
こ
と
よ
り
も
⼭
々
を
越
え
て
﹁
み
や
こ
﹂
と
そ
こ
に
連
な
る
⼟
地
を
出
て
⾏
く
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑
官
⼈
た
ち
が
意
識
す
る
境
界
は
︑
関
で
は
な
く
⼤
和
と
他
の
国
を
隔
て
る
⼭
だ
た
の
で
あ
る
︒
平
城
京
と
そ
の
周
辺
に
広
が
る
⼟
地
を
出

て
⾏
く
︑
あ
る
い
は
そ
こ
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
⼀
つ
の
⽬
安
で
あ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
︑
次
章
で
詳
し
く
述
べ
る
︒ 

以
上
の
こ
と
か
ら
︑﹁
み
や
こ
﹂
に
住
む
官
⼈
の
意
識
で
は
︑
中
央
の
範
囲
は
畿
内
ま
で
含
む
広
い
も
の
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
﹁
み
や
こ
﹂︑
つ
ま
り
平
城
京
で
あ

た
こ
と
が
わ
か
る
︒  

  ３ 

﹁
み
や
こ
﹂
と
そ
の
外 

 

先
に
︑
平
城
京
の
周
辺
の
⼭
々
を
境
界
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
︑
正
確
に
は
北
・
⻄
・
南
の
⼭
々
は
多
く
詠
ま
れ
︑
東
⽅
に
あ
る
⼭
が
詠
ま
れ
る
例
は

ほ
と
ん
ど
な
い
︒ 

空
⾒
津 

倭
国 

⻘
丹
吉 

常
⼭
越
⽽ 

⼭
代
之 

管
⽊
之
原 
⾎
速
旧 

于
遅
乃
渡 

隴
屋
之 

阿
後
尼
之
原
尾 

千
歳
尓 

闕
事
無 

万
歳
尓 

有
通
将
得 

⼭
科
之
⽯
⽥

之
社
之 

須
⾺
神
尓 

奴
左
取
向
⽽ 

吾
者
越
往 

相
坂
⼭
遠 

︵
そ
ら
み
つ 

⼤
和
の
国 

あ
を
に
よ
し 

奈
良
⼭
越
え
て 

⼭
背
の 
管
⽊
の
原 

ち
は
や
ぶ
る 

宇
治
の
渡
り 

岡
屋
の 

阿
後
尼
の
原
を 

千
年
に 

⽋
く
る
こ
と
な

く 

万
代
に 

あ
り
通
は
む
と 

⼭
科
の 

⽯
⽥
の
社
の 

皇
神
に 

幣
取
り
向
け
て 

我
は
越
え
⾏
く 

逢
坂
⼭
を 

巻
⼗
三
・
三
⼆
三
六
番
歌 

作
者
不
明
︶ 

 

右
に
挙
げ
た
歌
は
︑
⼤
和
国
か
ら
⼭
城
国
へ
の
道
の
り
が
途
中
の
地
名
と
と
も
に
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
︑
旅
の
様
⼦
を
知
る
う
え
で
貴
重
で
あ
る
︒
平
城
京
の
北
⽅

の
奈
良
⼭
を
越
え
る
と
宇
治
川
が
あ
り
︑
⼭
背
国
に
⾄
る
︒
そ
し
て
⼭
科
か
ら
逢
坂
⼭
を
越
え
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
︑
⼭
を
越
え
た
先
に
別
の
地
が
広
が
て
い
る

と
認
識
さ
れ
て
い
た
︒ 

⻄
側
の
⻯
⽥
⼭
を
越
え
た
先
に
は
⼤
伴
の
御
津
︵
三
津
︶
の
あ
る
難
波
が
あ
る
︒ 

⼤
伴
乃 

美
津
能
等
⿇
⾥
尓 

布
祢
波
弖
弖 

多
都
多
能
⼭
乎 

伊
都
可
故
延
伊
加
武 
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︵
⼤
伴
の
三
津
の
泊
り
に
船
泊
て
て
⻯
⽥
の
⼭
を
い
つ
か
越
え
⾏
か
む 

巻
⼗
五
・
三
七
⼆
⼆
番
歌 

作
者
不
明
︵
遣
新
羅
使
︶︶ 

右
の
歌
は
︑
遣
新
羅
使
が
新
羅
か
ら
の
帰
路
︑
播
磨
国
の
家
島
と
い
う
場
所
で
作
た
と
さ
れ
る
歌
で
あ
る
︒
平
城
京
が
近
づ
い
て
き
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
詠
歌
で

あ
る
︒
⻯
⽥
⼭
を
詠
ん
だ
歌
の
中
で
も
︑
難
波
か
ら
⻯
⽥
の
⼭
を
越
え
る
こ
と
で
︑
平
城
京
に
近
づ
く
と
い
う
地
理
観
が
簡
潔
に
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

南
海
道
の
旅
の
様
⼦
を
詠
ん
だ
歌
は
少
な
い
が
︑
南
⽅
の
真
⼟
⼭
を
越
え
た
先
に
は
︑
⼀
つ
の
通
過
点
と
し
て
⾓
太
河
原
が
あ
る
と
の
認
識
を
⽰
す
点
で
︑
右
の
歌

は
貴
重
で
あ
る
︒ 

亦
打
⼭ 

暮
越
⾏
⽽ 

廬
前
乃 

⾓
太
河
原
尓 

独
可
⽑
将
宿 

︵
真
⼟
⼭
⼣
越
え
⾏
き
て
廬
前
の
⾓
太
河
原
に
ひ
と
り
か
も
寝
む 

巻
三
・
⼆
九
⼋
番
歌 

弁
基
︶ 

こ
れ
ら
に
対
し
て
東
⽅
の
場
合
は
︑次
の
よ
う
に
︑春
⽇
野
や
三
笠
⼭
が
詠
ま
れ
る
が
︑遊
ぶ
場
や
景
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
︒春
⽇
野
を
詠
ん
だ
歌
は
複
数
あ
る
が
︑

そ
の
中
で
も
春
⽇
野
で
の
⾏
為
が
も
と
も
わ
か
り
や
す
く
詠
ま
れ
た
歌
を
挙
げ
る
︒﹁
野
遊
﹂
と
し
て
収
め
ら
れ
た
歌
群
の
⼀
⾸
⽬
で
あ
る
︒ 

春
⽇
野
之 

浅
茅
之
上
尓 

念
共 
遊
今
⽇ 

忘
⽬
⼋
⽅ 

︵
春
⽇
野
の
浅
茅
が
上
に
思
ふ
ど
ち
遊
ぶ
今
⽇
の
⽇
忘
ら
え
め
や
も 

巻
⼗
・
⼀
⼋
⼋
〇
番
歌 

作
者
不
明
︶ 

 

ま
た
︑次
の
歌
に
は
三
笠
⼭
と
酒
を
飲
み
な
が
ら
そ
れ
を
眺
め
る
歌
⼈
た
ち
の
様
⼦
が
描
か
れ
︑当
時
の
官
⼈
た
ち
の
三
笠
⼭
を
⾵
流
な
景
物
と
し
て
扱
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
三
笠
⼭
と
﹁
み
や
こ
﹂
の
住
⼈
の
関
係
が
表
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒ 

春
⽇
在 

三
笠
乃
⼭
⼆ 

⽉
船
出 

遊
⼠
之 

飲
酒
坏
尓 
陰
尓
所
⾒
管 

︵
春
⽇
な
る
三
笠
の
⼭
に
⽉
の
⾈
出
づ
み
や
び
を
の
飲
む
酒
坏
に
影
に
⾒
え
つ
つ 

巻
七
・
⼀
⼆
九
五
番
歌 

作
者
不
明
︶ 

右
の
歌
の
三
笠
⼭
の
よ
う
に
︑
東
⽅
に
あ
る
⼭
は
︑
歌
に
読
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
あ
て
も
︑
そ
れ
は
景
物
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
︑
前
述
し
た
⼭
々
の
よ
う
に
旅

の
通
過
地
点
で
は
な
く
︑
ま
た
そ
の
先
の
地
も
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
︒
古
橋
信
孝
⽒
は
都
市
の
郊
外
の
存
在
を
指
摘
し
︑
平
城
京
で
は
そ
の
役
割
を
春
⽇
に
象
徴

さ
せ
て
い
る
と
す
る(

３
０)

︒ 

そ
の
さ
ら
に
東
⽅
に
⽬
を
向
け
て
み
る
と
︑
改
新
の
詔
に
お
け
る
畿
内
の
東
の
限
界
が
﹁
畿
内
東
⾃
⼆
名
墾
横
河
⼀
以
来
︒﹂(

３
１)

と
あ
る
よ
う
に
︑
名
張
の
横
河
と

定
め
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
名
張
の
地
が
詠
ま
れ
る
の
は
︑
紀
伊
国
や
伊
勢
国
へ
の
⾏
幸
と
い
う
ご
く
限
ら
れ
た
機
会
で
あ
る
︒ 

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑﹃
万
葉
集
﹄
中
の
歌
に
即
す
る
限
り
は
︑
平
城
京
の
東
⽅
に
関
す
る
認
識
は
春
⽇
野
ま
で
で
あ
り
︑
そ
の
先
に
広
が
る
空
間
が
詠
ま

れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
た
︒
こ
れ
に
は
︑
地
形
が
⼀
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
奈
良
⼭
を
過
ぎ
れ
ば
⼭
城
国
と
な
る
北
⽅
︑
⽣
駒
⼭
地
を
過

ぎ
れ
ば
河
内
国
と
な
る
⻄
⽅
︑真
⼟
⼭
を
過
ぎ
れ
ば
紀
伊
国
と
な
る
南
⽅
と
異
な
り
︑東
⽅
は
か
な
り
広
範
に
わ
た
る
⼭
地
が
広
が
て
い
る
︒他
の
⼭
々
の
よ
う
に
︑
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越
え
る
と
す
ぐ
に
他
の
国
に
⼊
る
と
い
う
明
確
な
境
界
に
な
り
得
ず
︑
ま
た
平
城
京
の
す
ぐ
東
に
あ
る
春
⽇
⼭
は
神
⼭
で
あ
る
た
め
に
他
の
⼭
と
は
性
格
が
異
な

た
た
め
︑﹁
越
え
て
⾏
く
⼭
﹂
と
し
て
は
認
識
さ
れ
な
か
た
の
で
あ
ろ
う
︒ 

東
の
境
界
が
現
れ
な
い
も
う
⼀
つ
の
⼤
き
な
理
由
に
︑
当
時
の
道
路
も
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
北
へ
向
か
う
に
は
当
時
の
北
陸
道
が
あ
り
︑
そ
の
途
上
に
は
奈
良
⼭

が
あ
る
︒
ま
た
南
へ
向
か
う
際
も
同
様
で
︑
南
海
道
の
途
上
に
真
⼟
⼭
が
あ
る
︒
⻄
に
関
し
て
も
︑
⼤
和
国
と
南
北
に
⻑
く
接
す
る
河
内
国
へ
越
え
る
ル
ト
は
複
数

存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
︒
代
表
的
な
も
の
は
⻯
⽥
越
え
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
の
他
に
⽣
駒
⼭
を
越
え
る
ル
ト
や
︑
草
⾹
越
え
な
ど
が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ
ら
の
ル
ト

に
つ
い
て
は
︑
次
章
で
詳
し
く
述
べ
る
︒ 

そ
れ
で
は
東
に
向
か
う
ル
ト
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
⼤
和
国
か
ら
東
へ
向
か
う
⼈
の
動
き
や
道
が
記
さ
れ
た
史
料
を
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
や
﹃
続
⽇
本
紀
﹄
か
ら
拾

い
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒ 

是
⽇
︑
発
レ
途
⼊
⼆
東
国
⼀
︒
事
急
不
レ
待
レ
駕
⽽
⾏
之
︑
黴
遇
⼆
県
⽝
養
連
⼤
伴
鞍
⾺
⼀
︑
因
以
御
駕
︒
乃
皇
后
載
レ
輿
従
之
︒
逮
⼆
于
津
振
川
⼀
︑
⾞
駕
始
⾄
︒
便
乗

焉
︒
是
時
︑
元
従
者
草
壁
皇
⼦
・
忍
壁
皇
⼦
︑
及
舍
⼈
朴
井
連
雄
君
・
縣
⽝
養
連
⼤
伴
・
佐
伯
連
⼤
⽬
・
⼤
伴
連
友
国
・
稚
桜
部
⾂
五
百
瀬
・
書
⾸
根
摩
呂
・
書

直
智
徳
・
⼭
背
直
⼩
林
・
⼭
背
部
⼩
⽥
・
安
⽃
連
智
徳
・
調
⾸
淡
海
之
類
廿
有
余
⼈
︑
⼥
孺
⼗
有
余
⼈
也
︒
即
⽇
︑
到
⼆
菟
⽥
吾
城
⼀
︒
⼤
伴
連
⾺
来
⽥
・
⻩
書
造

⼤
伴
︑
従
⼆
吉
野
宮
⼀
追
⾄
︒
於
⼆
此
時
⼀
︑
屯
⽥
司
舍
⼈
⼟
師
連
⾺
⼿
供
⼆
従
レ
駕
者
⾷
⼀
︒
過
⼆
⽢
羅
村
⼀
︑
有
⼆
獵
者
廿
余
⼈
⼀
︒
⼤
伴
朴
本
連
⼤
国
為
⼆
猟
者
之

⾸
⼀
︒
則
悉
喚
令
⼆
従
駕
⼀
︒
亦
徴
⼆
美
濃
王
⼀
︒
乃
参
赴
⽽
従
矣
︒
運
⼆
湯
沐
之
⽶
⼀
伊
勢
国
駄
五
⼗
匹
遇
⼆
於
菟
⽥
郡
家
頭
⼀
︒
仍
皆
棄
レ
⽶
︑
⽽
令
レ
乗
⼆
歩
者
⼀
︒

到
⼆
⼤
野
⼀
以
⽇
落
也
︒
⼭
暗
不
レ
能
⼆
進
⾏
⼀
︒
則
壊
⼆
取
当
⾢
家
籬
⼀
為
レ
燭
︒
及
⼆
夜
半
⼀
︑
到
⼆
隠
郡
⼀
焚
⼆
隠
駅
家
⼀
︒
因
唱
⼆
⾢
中
⼀
⽈
︑
天
皇
⼊
⼆
東
国
⼀
︒
故

⼈
夫
諸
参
赴
︒
然
⼀
⼈
不
⼆
肯
来
⼀
矣
︒
将
及
⼆
横
河
⼀
︑
有
⼆
⿊
雲
広
⼗
余
丈
⼀
経
レ
天
︒
時
天
皇
異
之
︒
則
挙
レ
燭
親
秉
レ
式
占
⽈
︑
天
下
両
分
之
祥
也
︒
然
朕
遂

得
⼆
天
下
⼀
歟
︒即
急
⾏
到
⼆
伊
賀
郡
⼀
︑焚
⼆
伊
賀
駅
家
⼀
︒逮
⼆
于
伊
賀
中
⼭
⼀
︑⽽
当
国
郡
司
等
率
⼆
数
百
衆
⼀
帰
焉
︒︵﹃
⽇
本
書
紀
﹄天
武
天
皇
元
年︵
六
七
⼆
︶

六
⽉
甲
申
条
︶ 

是
⽇
︑
到
⼆
⼭
辺
郡
⽵
谿
村
堀
越
頓
宮
⼀
︒︵﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
⼗
⼆
年
︵
七
四
〇
︶
⼗
⽉
壬
午
条
︶ 

⾞
駕
到
⼆
伊
賀
国
名
張
郡
⼀
︒︵﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
⼗
⼆
年
⼗
⽉
癸
未
条
︶ 

開
⼆
⼤
倭
国
都
祁
⼭
之
道
⼀
︒︵﹃
続
⽇
本
紀
﹄
霊
⻲
元
年
︵
七
⼀
五
︶
六
⽉
庚
申
条
︶ 

右
に
挙
げ
た
史
料
の
う
ち
︑
⼀
つ
⽬
は
壬
申
の
乱
の
記
事
の
⼀
部
で
あ
り
︑
⼤
海
⼈
皇
⼦
が
通
た
ル
ト
が
わ
か
る
︒﹃
⽇
本
書
紀
﹄
の
記
事
も
︑
⼋
世
紀
の
編

纂
時
と
地
理
的
状
況
は
⼤
き
く
変
わ
て
い
な
い
だ
ろ
う
︒
⼆
つ
⽬
と
三
つ
⽬
は
天
平
⼗
⼆
年
の
藤
原
広
嗣
の
乱
の
発
⽣
時
に
聖
武
天
皇
が
伊
勢
国
へ
⾏
幸
し
た
ル

ト
で
あ
る
︒
四
つ
⽬
は
霊
⻲
元
年
に
⼤
和
国
か
ら
伊
賀
国
に
通
じ
る
都
祁
⼭
道
が
開
か
れ
た
記
事
で
あ
る
︒ 
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⼤
和
国
か
ら
東
へ
向
か
う
ル
ト
の
詳
細
は
次
章
で
述
べ
る
こ
と
に
し
て
︑
こ
こ
で
は
簡
潔
に
そ
の
特
徴
を
述
べ
る
︒
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
復
元
さ
れ
る
ル
ト

は
︑
平
城
京
か
ら
直
接
東
に
向
か
う
も
の
で
は
な
く
︑
⼀
度
南
下
し
て
か
ら
東
へ
⼭
を
越
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
か
つ
て
の
藤
原
京
や
⾶
⿃
の
⽅
へ
向
か

う
必
要
が
あ
る
た
め
︑
東
へ
向
か
う
と
い
う
意
識
が
な
か
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

第
⼆
節 

﹁
ひ
な
﹂
の
存
在  

１ 

﹁
ひ
な
﹂
の
登
場 

阿
⿇
社
迦
留 

⽐
奈
尓
伊
都
等
世 

周
⿇
⽐
都
都 

美
夜
故
能
提
夫
利 

和
周
良
延
尓
家
利 

︵
天
離
る
ひ
な
に
五
年
住
ま
ひ
つ
つ
み
や
こ
の
て
ぶ
り
忘
ら
え
に
け
り 

巻
五
・
⼋
⼋
〇
番
歌 

⼭
上
憶
良
︶  

﹃
万
葉
集
﹄
に
は
︑﹁
み
や
こ
﹂
に
対
す
る
よ
う
に
﹁
ひ
な
﹂
の
語
が
現
れ
る
︒﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
対
⽐
を
最
も
端
的
に
表
す
の
が
︑
右
に
挙
げ
た
⼭
上
億

良
の
歌
で
あ
る
︒
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
当
時
︑
憶
良
は
筑
前
守
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
︒﹁
ひ
な
﹂
筑
前
国
で
五
年
を
過
ご
す
間
に
︑﹁
み
や
こ
﹂
の
⾵
俗
を
忘
れ
て
し

ま
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑﹁
ひ
な
﹂
が
﹁
み
や
こ
﹂
と
は
⾵
俗
の
異
な
る
場
所
で
あ
り
︑﹁
み
や
こ
﹂
と
は
対
極
に
あ
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
⾒

て
と
れ
る
︒ 

そ
れ
で
は
﹁
ひ
な
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒
以
下
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
﹁
ひ
な
﹂
の
様
相
を
⾒
て
い
き
た
い
︒ 

先
⾏
研
究
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒
中
⻄
⽒
に
よ
れ
ば
︑﹁
ひ
な
﹂
と
は
都
⼈
の
⾃
意
識
で
あ
り(

３
２)

︑
飯
泉
健
司
⽒
に
よ
れ
ば
﹁
ヒ
ナ
ビ
﹂
と
は
都
⼈
の

感
性
に
よ
て
発
⽣
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う(

３
３)

︒
吉
川
⽒
も
︑
都
と
い
う
観
念
が
⽣
じ
て
く
る
に
伴
て
鄙
と
い
う
観
念
が
⽣
じ
て
く
る
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の

原
因
と
し
て
は
︑同
じ
く
吉
川
⽒
が
⾔
う
律
令
制
の
確
⽴
に
伴
て
地
⽅
任
官
な
ど
地
⽅
へ
赴
く
機
会
が
増
え
た
こ
と
︑ま
た
仁
藤
敦
史
⽒
の
⾔
う
都
城
制
や
国
司
制

の
成
⽴
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う(

３
４)

︒ 

確
か
に
︑﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
語
は
主
に
地
⽅
に
下
た
官
⼈
の
歌
の
中
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
平
城
京
の
時
代
以
後
の
こ
と
で
あ
る

︵
表
３
参
照
︶︒﹁
み
や
こ
﹂
が
平
城
京
の
⼀
か
所
へ
と
収
束
し
て
い
く
⼀
⽅
で
︑﹁
ひ
な
﹂
の
語
は
興
隆
を
み
た
︒
平
城
京
の
時
代
に
実
体
を
持
つ
よ
う
に
な
た
﹁
み

や
こ
﹂
と
実
体
験
と
し
て
の
﹁
ひ
な
﹂
は
ど
ち
ら
も
⽣
活
体
験
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
︑
表
裏
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
そ
し
て
︑﹁
ひ
な
﹂
に
触
れ
た
官
⼈
は
︑

本
節
の
冒
頭
に
掲
げ
た
歌
の
よ
う
に
﹁
み
や
こ
﹂
へ
の
望
郷
の
思
い
を
歌
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
従
来
の
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒﹁
ひ
な
﹂
と
は
﹁
み

や
こ
﹂
に
対
⽴
す
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
︒ 
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﹁
ひ
な
﹂が
実
際
に
そ
れ
に
触
れ
た
中
央
官
⼈
の
中
に
⽣
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑地
⽅
の
⼈
が﹁
ひ
な
﹂を
詠
ん
だ
例
が
な
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
︒

﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
が
官
⼈
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
地
⽅
の
⼈
々
の
意
識
を
わ
ず
か
に
う
か
が
え
る
可
能
性
が
あ
る
の
が
︑
巻
⼗
五
に
収
録
さ
れ
た
防
⼈

歌
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
防
⼈
歌
の
中
に
︑
地
⽅
の
捉
え
⽅
を
⾒
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
探
り
た
い
︒
次
に
挙
げ
る
歌
も
防
⼈
歌
の
⼀
つ
で
あ
る
︒
防
⼈
と
し
て
筑

紫
に
向
か
う
船
が
い
つ
に
な
た
ら
故
郷
に
向
か
う
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
感
慨
を
歌
う
︒
歌
の
中
に
あ
る
よ
う
に
︑
地
⽅
に
住
む
⼈
は
⾃
⾝
の
故
郷
を
﹁
く
に
﹂
と
表

現
し
て
い
る
︒ 

都
久
之
閇
尓 
敝
牟
加
流
布
祢
乃 

伊
都
之
加
⽑ 

都
加
敝
⿇
都
⾥
弖 

久
尓
尓
閇
牟
可
⽑ 

︵
筑
紫
辺
に
舳
向
か
る
船
の
い
つ
し
か
も
仕
へ
奉
り
て
く
に
に
舳
向
か
も 

巻
⼆
⼗
・
四
三
五
九
番
歌 

防
⼈
歌
・
若
⿇
続
部
⽺
︶ 

そ
れ
に
対
し
︑
⼀
⽅
で
地
⽅
に
赴
く
こ
と
の
な
い
︑
官
⼈
以
外
の
﹁
み
や
こ
﹂
に
住
む
⼈
が
地
⽅
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
⽤
例
が
︑
次

の
歌
で
あ
る
︒﹁
ひ
な
﹂
に
関
わ
る
官
⼈
以
外
が
地
⽅
の
こ
と
に
⾔
及
す
る
の
は
︑
こ
れ
が
唯
⼀
の
例
で
あ
る
︒ 

⽐
等
久
尓
波 

須
美
安
之
等
曽
伊
布 
須
牟
也
気
久 

波
也
可
反
⾥
万
世 

古
⾮
之
奈
奴
⼑
尓 

︵
ひ
と
く
に
は
住
み
悪
し
と
そ
い
ふ
速
け
く
は
や
帰
り
ま
せ
恋
ひ
死
な
ぬ
と
に 

巻
⼗
五
・
三
七
四
⼋
番
歌 

狭
野
弟
上
娘
⼦
︶ 

⽐
等
久
尓
尓 

伎
美
乎
伊
⿇
勢
弖 

伊
都
⿇
弖
可 

安
我
故
⾮
乎
良
牟 

等
伎
乃
之
良
奈
久 

︵
ひ
と
く
に
に
君
を
い
ま
せ
て
何
時
ま
で
か
我
が
恋
ひ
居
ら
む
時
の
知
ら
な
く 

巻
⼗
五
・
三
七
四
九
番
歌 

狭
野
弟
上
娘
⼦
︶ 

右
は
︑
越
前
国
に
配
流
に
な
た
中
⾂
宅
守
と
歌
の
贈
答
を
し
た
狭
野
弟
上
娘
⼦
の
歌
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
官
⼈
以
外
の
﹁
み
や
こ
﹂
に
住
む
⼈
は
︑﹁
み
や
こ
﹂

の
外
を
意
識
し
て
歌
を
詠
む
こ
と
が
な
い
︒
そ
の
点
で
︑﹁
み
や
こ
﹂
の
外
に
流
さ
れ
た
⼈
と
や
り
取
り
を
⾏
う
中
で
︑﹁
み
や
こ
﹂
の
外
を
意
識
す
る
こ
れ
ら
の
歌
は

重
要
で
あ
る
︒
⼀
⾸
⽬
︑
⼆
⾸
⽬
と
も
に
﹁
ひ
と
く
に
﹂︑
す
な
わ
ち
よ
そ
の
国
へ
⾏
た
宅
守
へ
の
恋
慕
を
歌
う
︒
特
に
⼀
⾸
⽬
は
︑﹁
ひ
と
く
に
﹂
を
住
み
に
く
い

場
所
と
⾒
做
し
て
お
り
︑﹁
み
や
こ
﹂の
外
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ジ
を
持
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹁
ひ
な
﹂を
知
ら
な
い
都
⼈
に
と
て
は
︑地
⽅
は﹁
ひ

と
く
に
﹂︑
つ
ま
り
よ
そ
の
国
と
い
う
関
わ
り
の
な
い
隔
た
た
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

 

２ 

﹁
ひ
な
﹂
に
お
け
る
詠
歌
の
場 

﹁
ひ
な
﹂
に
お
け
る
歌
が
ど
こ
で
詠
ま
れ
た
か
を
⾒
て
い
く
と
︑
そ
の
多
く
が
地
⽅
官
の
館
や
駅
家
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
例
え
ば
︑
巻
五
に
は
﹁
梅
花
の
歌
三

⼗
⼆
⾸
﹂
と
し
て
⼤
宰
帥
⼤
伴
旅
⼈
宅
で
の
宴
に
お
け
る
歌
群
が
あ
る
︒
そ
こ
で
の
歌
の
作
者
は
︑
⼤
宰
府
の
官
⼈
や
⻄
海
道
諸
国
の
官
⼈
で
あ
る
︒
ま
た
そ
の
⼦
家

持
も
︑
越
中
国
と
因
幡
国
の
国
司
と
し
て
赴
任
中
に
︑
館
で
宴
を
催
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒ 
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天
皇
御
⼆
中
宮
⼀
宴
⼆
侍
⾂
⼀
︒
⾃
余
五
位
已
上
者
︑
賜
⼆
饗
於
朝
堂
⼀
︒
越
前
国
献
⼆
⽩
⿃
⼀
︒︵﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
五
年
︵
七
三
三
︶
正
⽉
庚
⼦
条
︶ 

 
右
の
よ
う
に
︑
平
城
京
で
は
朝
堂
に
お
い
て
官
⼈
が
集
う
宴
が
多
く
催
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
ひ
な
﹂
で
の
歌
に
現
れ
る
⽣
活
空
間
は
地
⽅
官
の
館
で
あ

る
︒﹁
ひ
な
﹂
に
お
け
る
歌
の
場
は
ま
さ
に
国
府
が
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
と
⾔
わ
れ
る
よ
う
に
︑
そ
こ
に
再
現
さ
れ
た
﹁
み
や
こ
﹂
で
あ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒ 

ま
た
︑
先
の
⼤
宰
帥
⼤
伴
旅
⼈
宅
で
詠
ま
れ
た
歌
の
中
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
︒ 

烏
梅
能
波
奈 
伊
⿇
佐
可
利
奈
理 

意
⺟
布
度
知 

加
射
之
尓
斯
弖
奈 

伊
⿇
佐
可
利
奈
理 

︵
梅
の
花
今
盛
り
な
り
思
ふ
ど
ち
か
ざ
し
に
し
て
な
今
盛
り
な
り 

巻
五
・
⼋
⼆
〇
番
歌 

葛
井
⼤
成
︶ 

梅
の
花
を
頭
に
挿
し
て
飾
ろ
う
と
い
う
宴
の
様
⼦
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒
こ
の
梅
を
頭
に
挿
す
と
い
う
⾏
為
に
関
し
て
︑
同
じ
﹃
万
葉
集
﹄
中
に
次
の
よ
う
な
歌
も

あ
る
︒ 百

礒
城
之 

⼤
宮
⼈
者 
暇
有
也 

梅
乎
挿
頭
⽽ 

此
間
集
有 

︵
も
も
し
き
の
⼤
宮
⼈
は
暇
あ
れ
や
梅
を
か
ざ
し
て
こ
こ
に
集
へ
る 

巻
⼗
・
⼀
⼋
⼋
三
番
歌 

作
者
不
明
︶ 

時
代
は
下
る
が
歴
史
史
料
に
も
︑
次
の
よ
う
な
記
事
が
確
認
で
き
る
︒ 

御
⼆
紫
宸
殿
⼀
賜
レ
飲
︒
群
⾂
酔
舞
︑
帝
弾
レ
琴
⽽
歌
︑
楽
只
叵
レ
談
︒
有
レ
詔
賜
⼆
花
葉
之
簪
⼀
︑
⼈
々
挿
レ
頭
詠
レ
歌
︒
投
レ
暮
右
近
衛
奏
レ
楽
︒
宴
畢
︑
賜
⼆
群
⾂
⾐ 

被
⼀
︒︵﹃
⽇
本
後
紀
﹄
逸
⽂
︑
天
⻑
四
年
︵
⼋
⼆
七
︶
⼗
⽉
戊
申
条
︶(

３
５) 

紫
宸
殿
で
宴
が
⾏
わ
れ
た
様
⼦
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑詔
に
よ
て
参
加
し
た
群
⾂
た
ち
が
花
葉
の
簪
を
賜
り
︑そ
れ
を
頭
に
挿
し
て
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
⼀
節
が

あ
る
︒
花
を
頭
に
挿
し
て
歌
を
詠
む
⾏
為
は
﹁
み
や
こ
﹂
で
⾏
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
⾏
為
の
類
似
性
か
ら
も
︑﹁
ひ
な
﹂
で
の
歌
が
﹁
み
や
こ
﹂
を
再

現
し
た
も
の
で
あ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

﹁
ひ
な
﹂
で
は
﹁
み
や
こ
﹂
を
再
現
し
た
場
に
お
い
て
﹁
み
や
こ
﹂
を
詠
ん
だ
が
︑
官
⼈
た
ち
は
京
中
に
お
い
て
﹁
み
や
こ
﹂
を
歌
う
こ
と
は
な
い
︒
そ
こ
が
実
際

の
﹁
み
や
こ
﹂
と
再
現
さ
れ
た
﹁
み
や
こ
﹂
の
明
ら
か
な
相
違
点
で
あ
る
︒﹁
ひ
な
﹂
に
お
い
て
﹁
み
や
こ
﹂
を
再
現
す
る
こ
と
に
も
︑﹁
み
や
こ
﹂
と
い
う
場
へ
の
強

い
思
慕
の
情
が
表
れ
て
い
る
︒ 

先
に
﹁
ひ
な
﹂
も
⽣
活
体
験
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
が
︑﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
⽣
活
は
多
く
が
国
司
の
館
︑
あ
る
い
は
駅
家
な
ど
の
地
⽅
に

置
か
れ
た
中
央
の
施
設
で
あ
る
︒﹁
ひ
な
﹂
で
の
詠
歌
は
︑﹁
み
や
こ
﹂
で
の
歌
の
よ
う
に
郊
外
を
持
た
な
い
う
え
︑
国
内
巡
⾏
な
ど
を
除
い
て
︑
旅
し
て
移
動
し
て
い

く
と
い
う
広
が
り
が
少
な
い
︒
そ
れ
は
︑
平
城
京
の
よ
う
に
︑
⾃
ら
の
⽣
活
拠
点
と
し
て
馴
染
み
の
あ
る
⼟
地
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒ 
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３ 

﹁
ひ
な
﹂
へ
の
視
線 

 
同
じ
﹁
ひ
な
﹂
と
い
て
も
︑
歌
を
詠
ん
だ
⼈
物
に
よ
て
そ
の
⼟
地
へ
の
態
度
は
異
な
る
︒
代
表
的
な
も
の
は
⼤
伴
旅
⼈
と
そ
の
⼦
家
持
で
あ
る
︒ 

⼤
久
保
広
⾏
⽒
は
︑
旅
⼈
に
と
て
の
現
実
の
筑
紫
を
﹁
筑
紫
の
ど
ん
な
に
⾒
事
な
⾵
物
や
景
観
も
︑
旅
⼈
に
と
て
は
倭
の
景
を
想
起
さ
せ
る
単
な
る
契
機
に
す

ぎ
な
い
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
﹂
と
し
︑
そ
れ
は
倭
︵
⼤
和
︶
の
優
位
性
を
絶
対
視
す
る
態
度
に
根
差
す
も
の
と
す
る
︒
そ
れ
と
は
対
照
的
に
家
持
は
越
中
の
独
特
の
景

物
に
⽬
を
と
め
て
︑
鄙
の
具
体
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(

３
６)

︒
廣
岡
義
隆
⽒
は
︑
家
持
が
天
平
⼗
⼆
年
春
の
出
挙
巡
⾏
を
契
機
と
し

て
︑
越
中
の
⾵
⼟
を
正
視
し
︑
鄙
を
鄙
と
し
て
歌
う
よ
う
に
な
た
と
指
摘
す
る
︒
ま
た
︑
家
持
の
﹁
み
や
こ
を
も
こ
こ
も
同
じ
と
﹂︵
巻
⼗
九
・
四
⼀
五
四
番
歌
︶

と
い
う
表
現
を
旅
⼈
の
同
様
の
﹁
や
ま
と
も
こ
こ
も
同
じ
と
そ
思
ふ
﹂︵
巻
六
・
九
五
六
番
歌
︶
と
い
う
歌
句
と
⽐
較
し
︑
そ
の
背
景
を
分
析
し
た
上
で
︑
⽗
旅
⼈
と

は
異
な
り
素
直
な
述
懐
と
し
て
表
出
さ
れ
て
お
り
︑
鄙
の
⾵
⼟
に
腰
を
下
ろ
し
た
安
定
し
た
⼼
情
で
あ
る
と
し
て
い
る(

３
７)

︒ 

安
⿇
射
可
流 

⽐
奈
等
⽑
之
流
久 

許
⼰
太
久
⺟ 

之
気
伎
孤
悲
可
⽑ 

奈
具
流
⽇
⽑
奈
久 

︵
天
離
る
ひ
な
と
も
著
く
こ
こ
だ
く
も
繁
き
恋
か
も
和
ぐ
る
⽇
も
な
く 

巻
⼗
七
・
四
〇
⼀
九
番
歌 

⼤
伴
家
持
︶ 

東
⾵
︿
越
俗
語
東
⾵
謂
⼆
之
安
由
乃
可
是
⼀
也
﹀
伊
多
久
布
久
良
之 

奈
呉
乃
安
⿇
能 

都
利
須
流
乎
夫
祢 

許
芸
可
久
流
⾒
由 

︵
あ
ゆ
の
⾵
︿
越
の
俗
語
に
東
の
⾵
を
あ
ゆ
の
か
ぜ
と
謂
ふ
﹀
い
た
く
吹
く
ら
し
奈
呉
の
海
⼈
の
釣
す
る
⼩
⾈
漕
ぎ
隠
る
⾒
ゆ 

巻
⼗
七
・
四
〇
⼀
七
番
歌
︶ 

従
⼆
珠
洲
郡
⼀
発
レ
船
還
⼆
治
布
⼀
之
時
︑
泊
⼆
⻑
浜
湾
⼀
仰
⼆
⾒
⽉
光
⼀
作
歌
⼀
⾸ 

珠
洲
能
宇
美
尓 

安
佐
妣
良
伎
之
弖 

許
芸
久
礼
婆 
奈
我
波
⿇
能
宇
良
尓 

都
奇
氐
理
尓
家
⾥ 

︵
珠
洲
の
海
に
朝
開
き
し
て
漕
ぎ
来
れ
ば
⻑
浜
の
浦
に
⽉
照
り
に
け
り 

巻
⼗
七
・
四
〇
⼆
九
番
歌 

⼤
伴
家
持
︶ 

家
持
は
越
中
国
で
多
く
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
が
︑越
中
国
に
⽬
を
向
け
た
彼
の
態
度
を
よ
く
表
す
歌
を
挙
げ
た
︒家
持
は
右
の
⼀
⾸
⽬
の
よ
う
に
越
中
国
を
は
き

り
と
﹁
ひ
な
﹂
と
称
し
︑
恋
の
思
い
が
し
き
り
に
起
こ
り
︑
⼼
が
や
わ
ら
ぐ
⽇
が
な
い
と
︑﹁
み
や
こ
﹂
で
な
い
⼟
地
で
の
安
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
⼼
情
を
吐
露
し
て
い

る
︒
そ
こ
に
は
︑
先
に
⾒
た
よ
う
な
﹁
み
や
こ
﹂
に
対
す
る
望
郷
の
念
を
⾒
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
⼀
⽅
で
︑
先
⾏
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
越

中
の
⾵
⼟
へ
の
視
線
が
現
れ
て
い
る
︒
⼆
⾸
⽬
で
は
︑
⾵
が
強
く
吹
き
︑
海
⼈
が
釣
り
を
す
る
船
が
漕
い
で
隠
れ
る
様
⼦
を
詠
む
︒
こ
こ
で
は
越
中
国
の
⽅
⾔
で
東
⾵

を
意
味
す
る
﹁
あ
ゆ
の
⾵
﹂
と
い
う
語
を
⽤
い
︑
ま
た
奈
呉
︵
現
在
の
富
⼭
県
射
⽔
市
︶
の
情
景
を
そ
の
ま
ま
に
詠
ん
で
い
る
︒
三
⾸
⽬
は
︑
左
注
に
よ
れ
ば
春
の
出

挙
の
た
め
の
諸
郡
巡
⾏
の
際
の
歌
の
⼀
⾸
で
あ
る
と
い
う
︒
珠
洲
の
海
に
朝
か
ら
漕
ぎ
出
し
︑
⻑
浜
の
浦
に
着
い
た
時
に
は
夜
に
な
り
⽉
が
照
て
い
た
様
⼦
を
詠

む
︒
こ
こ
で
も
︑
珠
洲
の
海
︵
現
在
の
⽯
川
県
珠
洲
市
︶
や
⻑
浜
の
浦
︵
現
在
の
⽯
川
県
七
尾
市
︶
の
地
名
を
︑
実
際
の
情
景
と
と
も
に
詠
み
込
む
︒
左
注
の
中
に
︑

﹁
当
時
当
所
︑
属
⽬
作
之
︒﹂
と
あ
り
︑
時
と
場
所
に
応
じ
て
︑
⽬
に
触
れ
た
も
の
を
詠
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
よ
う
に
︑
家
持
は
﹁
み
や
こ
﹂
に
は
な
い
﹁
ひ
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な
﹂
の
景
物
と
し
て
海
を
詠
み
込
ん
だ
り
︑
越
中
⽅
⾔
を
歌
に
取
り
⼊
れ
た
り
す
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
旅
⼈
は
現
地
の
景
物
を
﹁
み
や
こ
﹂
に
い
た
際
に
⾒
た
景
物
と

の
⽐
較
対
象
と
す
る
︒
そ
れ
が
も
と
も
如
実
に
現
れ
る
の
が
次
の
歌
で
あ
る
︒ 

帥
⼤
伴
卿
遥
思
芳
野
離
宮
作
歌
⼀
⾸ 

隼
⼈
乃 
湍
⾨
乃
磐
⺟ 

年
⿂
⾛ 

芳
野
之
瀧
尓 

尚
不
及
家
⾥ 

︵
隼
⼈
の
瀬
⼾
の
巌
も
鮎
⾛
る
吉
野
の
滝
に
な
ほ
及
か
ず
け
り 

巻
六
・
九
六
〇
番
歌 

⼤
伴
旅
⼈
︶ 

 

こ
の
歌
は
︑
薩
摩
国
に
あ
る
隼
⼈
の
瀬
⼾
︵
現
在
の
⿅
児
島
県
⻑
島
町
と
阿
久
根
市
の
間
︶
を
⾒
た
旅
⼈
が
︑
そ
の
⾵
景
を
吉
野
の
滝
と
⽐
較
し
︑
吉
野
の
滝
に
は

及
ば
な
い
と
す
る
︒
先
に
触
れ
た
⼤
久
保
⽒
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
家
持
の
よ
う
に
⽬
の
前
の
⾵
景
を
そ
の
ま
ま
歌
に
す
る
の
で
は
な
く
︑﹁
み
や
こ
﹂
や
そ
の
周
辺

で
⾒
た
景
⾊
を
想
起
す
る
き
か
け
と
す
る
︒
旅
⼈
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
採
録
さ
れ
た
他
の
歌
で
も
︑
た
び
た
び
﹁
み
や
こ
﹂
へ
の
望
郷
の
念
を
詠
ん
で
い
る
︒
そ
の

よ
う
な
﹁
み
や
こ
﹂
へ
の
思
慕
の
強
さ
が
背
景
と
な
り
︑
⻄
海
道
の
⾵
景
と
﹁
み
や
こ
﹂
に
い
た
頃
の
⾵
景
を
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
歌
が
⽣
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
︒ 

特
に
⼤
宰
府
は
︑
交
易
の
拠
点
と
な
り
︑
平
城
京
と
の
結
び
つ
き
も
強
い
⼟
地
で
あ
る
︒
旅
⼈
の
﹁
み
や
こ
﹂
へ
の
強
い
思
慕
は
︑
そ
う
し
た
⼟
地
柄
も
背
景
に
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
先
に
触
れ
た
⼤
久
保
・
廣
岡
両
⽒
の
指
摘
は
お
お
む
ね
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
︑
そ
も
そ
も
⼤
宰
府
と
越
中
で
は
地
理
的
条
件

が
⼤
き
く
異
な
る
︒﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
共
通
の
語
で
描
写
さ
れ
て
い
て
も
︑
そ
の
内
実
は
同
じ
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
語
の
上
で
は
同
様
の
対
⽐
で
も
︑
個
々
の
歌
⼈
の
﹁
ひ
な
﹂
の
取
材
範
囲
に
は
限
界
が
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
⼈
は
︑
⾃
ら
が
赴

い
た
⼟
地
し
か
実
体
験
と
し
て
は
知
り
得
な
い
︒ 

た
だ
し
︑﹁
は
じ
め
に
﹂で
取
り
上
げ
た
流
⼈
の
⽯
上
⼄
⿇
呂
や
中
⾂
宅
守
に
関
し
て
は
事
情
が
異
な
る
と
考
え
る
︒﹃
万
葉
集
﹄に
即
す
る
限
り
は
︑﹁
は
じ
め
に
﹂

に
挙
げ
た
歌
の
よ
う
に
﹁
み
や
こ
﹂
を
出
て
い
く
道
中
か
︑
現
地
に
お
い
て
も
﹁
み
や
こ
﹂
へ
の
志
向
だ
け
が
描
か
れ
る
︒
編
者
の
意
図
や
歌
の
⺟
数
も
考
慮
す
べ
き

で
あ
ろ
う
が
︑
流
⼈
の
歌
に
﹁
ひ
な
﹂
そ
の
も
の
は
現
れ
な
い
︒
同
様
に
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
挙
げ
た
遣
新
羅
使
も
﹁
ひ
な
﹂
を
詠
む
が
︑
停
泊
地
ご
と
に
歌
を
詠
み
︑

そ
の
景
物
や
地
名
を
﹁
み
や
こ
﹂
の
家
や
親
し
い
⼈
間
へ
の
思
慕
と
結
び
つ
け
る
傾
向
に
あ
る
︒
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
旅
⼈
の
よ
う
な
︑﹁
み
や
こ
﹂
と
の
⽐
較
で
は

な
く
︑
⽬
の
前
の
景
⾊
か
ら
の
連
想
と
⾔
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
次
に
⼆
⾸
を
例
⽰
す
る
︒ 

安
波
思
⿇
能 

安
波
⾃
等
於
⽑
布 

伊
⽑
尓
安
礼
也 

夜
須
伊
⽑
祢
受
弖 

安
我
故
⾮
和
多
流 

︵
粟
島
の
逢
は
じ
と
思
ふ
妹
に
あ
れ
や
安
眠
も
寝
ず
て
我
が
恋
ひ
渡
る 

巻
⼗
五
・
三
六
三
三
番
歌 

作
者
不
明
︵
遣
新
羅
使
︶︶ 

多
可
之
伎
能 

⺟
美
知
乎
⾒
礼
婆 

和
芸
⽑
故
我 

⿇
多
牟
等
伊
⽐
之 

等
伎
曽
伎
尓
家
流 

︵
⽵
敷
の
⻩
葉
を
⾒
れ
ば
我
妹
⼦
が
待
た
む
と
⾔
ひ
し
時
そ
来
に
け
る 

巻
⼗
五
・
三
七
〇
⼀
番
歌 

副
使
︵
⼤
伴
三
中
︶︶ 
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⼀
⾸
⽬
は
︑
粟
島
︵
所
在
不
明
︶
と
い
う
地
名
に
か
け
て
︑
妻
を
恋
う
気
持
ち
を
詠
む
︒
⼆
⾸
⽬
は
︑
⽵
敷
の
紅
葉
を
⾒
て
妻
の
⾔
葉
を
思
い
出
す
︒
ど
ち
ら
の
歌

も
実
際
の
⾵
景
を
詠
む
の
で
は
な
く
︑
妻
を
慕
う
気
持
ち
を
引
き
出
す
き
か
け
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
︒ 

 
遣
新
羅
使
の
場
合
︑
異
国
の
地
へ
⾏
く
た
め
に
︑
国
司
の
よ
う
な
﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
⼤
き
な
対
⽐
も
な
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
よ
り
も
旅
先
と
家
と
い
う

⼩
さ
な
範
囲
同
⼠
の
対
⽐
の
傾
向
が
強
い
と
い
え
る
︒ 

平
城
京
の
段
階
で
は
﹁
み
や
こ
﹂
は
明
確
に
⼀
つ
の
場
を
指
す
が
︑﹁
ひ
な
﹂
は
共
通
に
認
識
さ
れ
る
具
体
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
⼀
つ
の
具
体
的
な
存
在

と
し
て
の
﹁
み
や
こ
﹂
と
︑
各
地
に
遍
在
し
︑
様
々
な
様
相
を
持
つ
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
対
⽐
も
重
要
と
な
る
︒
し
か
し
︑
内
実
は
異
な
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
中
央
の
⼈
々

に
と
て
は
表
現
の
上
で
は
同
じ
﹁
ひ
な
﹂
で
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

 

４ 

﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ふ
る
さ
と
﹂ 

 

﹁
ひ
な
﹂
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
同
様
に
﹁
み
や
こ
﹂
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂﹁
ふ
る
さ
と
／
ふ
り
に
し

さ
と
﹂
に
つ
い
て
は
今
ま
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
︑
考
察
は
不
⼗
分
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂﹁
ふ
る
さ
と
／
ふ
り
に
し
さ
と
﹂
と
﹁
み
や
こ
﹂﹁
ひ

な
﹂
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
考
察
す
る
︒
こ
の
三
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
︑﹁
み
や
こ
﹂﹁
ひ
な
﹂
を
取
り
巻
く
﹃
万
葉
集
﹄
の
空
間
を
よ
り
精
密
に
分
析

し
た
い
︒ 

 

﹁
ゐ
な
か
﹂
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
次
の
⼀
例
し
か
⾒
ら
れ
な
い
︒
前
節
で
も
引
⽤
し
た
︑
神
⻲
三
年
︵
七
⼆
六
︶
に
知
難
波
宮
造
事
に
任
じ
ら
れ
た
藤
原
宇
合
の
作

で
あ
る
︒
再
掲
に
な
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
訓
読
の
み
掲
げ
る
︒ 

昔
こ
そ
難
波
ゐ
な
か
と
⾔
わ
れ
け
め
今
は
み
や
こ
引
き
み
や
こ
び
に
け
り
︵
巻
三
・
三
⼀
⼆
番
歌 

藤
原
宇
合
︶ 

 

こ
の
⼀
例
を
も
て
当
時
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
何
で
あ
る
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
歴
史
的
な
背
景
な
ど
を
考
慮
に
い
れ
て
考
察
を
⾏
い
た
い
︒ 

 

千
⽥
稔
⽒
は
︑
先
に
挙
げ
た
三
⼀
⼆
番
歌
に
つ
い
て
﹁
都
び
﹂
と
﹁
⽥
舎
﹂
の
⾵
景
の
落
差
を
詠
ん
で
い
る
と
し
た(

３
８)

︒
ま
た
︑
こ
れ
も
前
節
で
既
出
だ
が
︑
次

の
歌
も
﹁
都
﹂
と
﹁
⽥
居
﹂
の
⾵
景
的
落
差
を
詠
ん
で
い
る
と
し
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
現
れ
る
﹁
⽥
居
中
﹂
と
い
う
語
を
根
拠
と
合
わ
せ
て
︑﹁
ヰ
ナ
カ
﹂
の
語
源
は

﹁
タ
ヰ
ナ
カ
﹂
か
ら
﹁
タ
﹂
が
脱
落
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る(

３
９)

︒ 

⼤
君
は
神
に
し
い
ま
せ
ば
⾚
駒
の
匍
匐
ふ
⽥
井
を
み
や
こ
と
な
し
つ
︵
巻
⼗
九
・
四
⼆
六
〇
番
歌 

⼤
伴
御
⾏
︶ 

 

そ
れ
に
対
し
て
⻄
尾
和
美
⽒
は
︑前
述
の
三
⼀
⼆
番
歌
で
は
︑難
波
が
ど
の
よ
う
な
⾵
景
の
た
め
に﹁
居
中
﹂と
呼
ば
れ
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
︑

﹃
万
葉
集
﹄
段
階
で
は
︑
農
作
業
が
営
ま
れ
る
⽥
そ
の
も
の
は
﹁
⽥
居
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
が
⼀
般
的
で
あ
て
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
彙
が
⽥
や
農
作
業
の
⾵
景
と
⼀
般
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的
に
つ
な
が
る
と
は
確
証
で
き
な
い
と
述
べ
た(

４
０)

︒
仁
藤
⽒
は
﹁
景
観
的
変
化
を
中
⼼
と
し
た
意
識
﹂︑﹁﹃
み
や
こ
﹄
と
﹃
い
な
か
﹄
は
遷
都
に
よ
り
互
換
さ
れ
う
る

も
の
﹂
と
指
摘
し(

４
１)

︑
上
野
誠
⽒
は
﹁
景
観
の
変
化
に
つ
い
て
⽤
い
ら
れ
て
お
り
︑
建
物
の
造
営
な
ど
に
よ
て
⼈
為
的
に
﹁
差
﹂
が
解
消
で
き
る
も
の
で
あ
る
﹂

と
述
べ
て
い
る(

４
２)

︒ 
 

こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
た
う
え
で
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
語
を
分
析
し
て
い
く
︒
四
⼆
六
〇
番
歌
の
﹁
み
や
こ
と
な
し
つ
﹂
と
い
う
表
現
に
⽐
べ
︑﹁
み
や
こ
び
﹂

と
い
う
表
現
に
は
︑
⼟
地
の
属
性
そ
の
も
の
を
変
え
る
の
で
は
な
く
⾵
景
や
印
象
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
ニ
ア
ン
ス
が
⾒
ら
れ
る
︒
千
⽥
︑
仁
藤
︑
上
野
各
⽒
の
⾵

景
や
景
観
に
関
す
る
と
い
う
指
摘
は
⾸
肯
で
き
る
が
︑
⻄
尾
⽒
の
い
う
通
り
い
か
な
る
⾵
景
で
あ
た
か
は
知
り
得
な
い
︒
さ
ら
に
千
⽥
⽒
は
﹁
⽥
﹂
の
あ
る
⾵
景
を

想
定
し
︑
上
野
⽒
は
﹁
⽔
沼
﹂
や
﹁
⽥
居
﹂
の
よ
う
な
景
観
が
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
い
る(

４
３)

︒ 

然
と
あ
ら
ぬ
五
百
代
⼩
⽥
を
刈
り
乱
り
⽥
廬
に
居
れ
ば
み
や
こ
し
思
ほ
ゆ
︵
巻
⼋
・
⼀
五
九
⼆
番
歌 

⼤
伴
坂
上
郎
⼥
︶ 

右
の
歌
は
前
節
で
取
り
上
げ
た
︑
⼤
和
国
の
⽵
⽥
庄
に
お
い
て
⼤
伴
坂
上
郎
⼥
が
詠
ん
だ
歌
の
再
掲
で
あ
る
が
︑
右
の
よ
う
に
﹁
み
や
こ
﹂
と
の
対
⽐
で
﹁
⽥
﹂
と

限
定
さ
れ
た
場
を
詠
む
歌
が
あ
る
こ
と
と
︑
⽔
上
交
通
な
ど
で
重
要
な
地
で
あ
た
当
時
の
難
波
の
状
況
を
考
え
る
と
成
⽴
し
が
た
い
推
測
で
あ
る
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
と

は
﹁
み
や
こ
﹂
に
な
り
う
る
⼟
地
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
は
具
体
的
な
⼟
地
の
様
⼦
を
⽰
す
も
の
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
﹁
み
や
こ
﹂
に
な
る
以
前
の
⾵
景
を
表
す
も
の

で
あ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
後
ほ
ど
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
と
の
関
連
で
も
触
れ
る
︒ 

そ
れ
で
は
﹁
ふ
る
さ
と
／
ふ
り
に
し
さ
と
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
た
の
か
︒﹁
ふ
る
さ
と
﹂
が
詠
ま
れ
る
歌
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒ 

⼤
伴
坂
上
郎
⼥
詠
⼆
元
興
寺
之
⾥
⼀
歌
⼀
⾸ 

古
郷
之 

⾶
⿃
者
雖
有 

⻘
丹
吉 

平
城
之
明
⽇
⾹
乎 
⾒
楽
思
好
裳 

︵
ふ
る
さ
と
の
明
⽇
⾹
は
あ
れ
ど
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
明
⽇
⾹
を
⾒
ら
く
し
良
し
も 

巻
六
・
九
九
⼆
番
歌 

⼤
伴
坂
上
郎
⼥
︶ 

 

こ
の
歌
は
⼤
伴
坂
上
郎
⼥
が
本
元
興
寺
と
新
元
興
寺
を
⽐
べ
て
詠
ん
だ
も
の
で
︑元
の﹁
み
や
こ
﹂で
あ
る
⾶
⿃
に
あ
る
本
元
興
寺
も
よ
い
が
︑新
し
い﹁
み
や
こ
﹂

で
あ
る
平
城
京
の
新
元
興
寺
を
⾒
る
の
が
よ
い
と
歌
う
︒
こ
こ
で
は
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
の
⾶
⿃
と
奈
良
が
対
⽐
さ
れ
て
お
り
︑﹁
ふ
る
さ
と
﹂
と
は
奈
良
に
対
す
る
古
い

﹁
み
や
こ
﹂
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
︒
古
い
﹁
み
や
こ
﹂
と
し
て
の
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
の
⽤
法
が
わ
か
り
や
す
い
例
で
あ
る
︒ 

し
か
し
︑﹁
ふ
る
さ
と
／
ふ
り
に
し
さ
と
﹂
と
は
現
在
の
﹁
み
や
こ
﹂
に
対
す
る
古
い
﹁
み
や
こ
﹂
の
み
を
表
す
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
ふ
る
さ
と
﹂
に
つ
い
て
仁
藤
⽒

は
︑﹁
⾶
⿃
︑
藤
原
︑
難
波
な
ど
豪
族
の
旧
居
住
地
を
情
緒
的
に
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
と
表
現
し
︑
景
観
的
に
﹁
い
な
か
﹂
と
表
現
す
る
︒﹂︑﹁﹁
ひ
な
﹂
と
﹁
ふ
る
さ
と
﹂

﹁
い
な
か
﹂
は
﹁
み
や
こ
﹂
を
間
に
挟
ん
で
対
置
さ
れ
る
概
念
﹂
と
述
べ
て
い
る(

４
４)

︒
ま
た
上
野
⽒
は
︑﹁
フ
ル
サ
ト
﹂﹁
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
﹂
の
⼆
つ
の
表
記
を
区
別

し
た
上
で
︑﹁
フ
ル
サ
ト
﹂
の
景
観
に
は
荒
廃
し
た
姿
は
な
く
︑﹁
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
﹂
は
時
と
し
て
さ
び
れ
た
場
所
や
荒
廃
し
た
と
感
じ
る
場
所
に
対
し
て
も
⽤
い
ら
れ
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る
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
各
個
⼈
の
﹁
フ
ル
サ
ト
﹂
と
多
く
の
万
葉
び
と
に
共
有
さ
れ
る
﹁
フ
ル
サ
ト
﹂﹁
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
﹂
が
万
葉
集
に
共
存
し
て
い

る
と
し
︑
後
者
は
共
通
に
思
慕
さ
れ
る
天
武
天
皇
を
始
発
点
と
し
た
⾶
⿃
で
あ
る
と
い
う(

４
５)

︒
こ
の
⼆
⽒
の
指
摘
は
興
味
深
く
︑
仁
藤
⽒
の
﹁
豪
族
の
旧
居
住
地
﹂︑

上
野
⽒
の
各
個
⼈
の
﹁
フ
ル
サ
ト
﹂
と
共
有
さ
れ
る
﹁
フ
ル
サ
ト
﹂
と
い
う
︑
⾔
葉
に
こ
め
ら
れ
た
⼟
地
の
性
格
に
は
着
⽬
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
実
際
に
は
︑﹁
ふ
る

さ
と
／
ふ
り
に
し
さ
と
﹂
の
⽤
例
に
は
﹁
旧
都
﹂
と
﹁
ゆ
か
り
の
地
﹂
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
語
の
⽤
法
に
お
け
る
旧
都
と
ゆ
か
り
の
地
︑
あ
る
い
は
そ

の
周
辺
と
の
重
な
り
は
⼤
き
い
と
い
え
る
︒
そ
う
し
た
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
の
意
味
の
重
な
り
を
⽰
す
の
が
次
の
⼤
伴
旅
⼈
の
歌
で
あ
る
︒ 

萱
草 

吾
紐
⼆
付 
⾹
具
⼭
乃 

故
去
之
⾥
乎 

忘
之
為 

︵
忘
れ
草
我
が
紐
に
付
く
⾹
具
⼭
の
古
り
に
し
⾥
を
忘
れ
む
が
た
め 

巻
三
・
三
三
四
番
歌 

⼤
伴
旅
⼈
︶ 

﹁
⾹
具
⼭
の
ふ
り
に
し
⾥
﹂
を
忘
れ
る
た
め
に
︑
忘
れ
草
を
下
紐
︵
下
裳
や
下
袴
の
紐
︶
に
付
け
よ
う
と
詠
む
︒
こ
こ
で
の
﹁
⾹
具
⼭
の
ふ
り
に
し
さ
と
﹂
と
は
藤

原
京
で
あ
る
が
︑
そ
の
地
は
旅
⼈
が
平
城
京
遷
都
以
前
に
か
つ
て
住
ん
で
い
た
⼟
地
で
あ
り
︑
な
お
か
つ
旧
都
で
も
あ
る
︒ 

以
上
を
踏
ま
え
て
︑﹁
み
や
こ
﹂﹁
ゐ
な
か
﹂﹁
ふ
る
さ
と
／
ふ
り
に
し
さ
と
﹂そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
連
関
す
る
か
を
考
え
る
︒﹁
は
じ
め
に
﹂で
述
べ
た
よ
う
に
︑

薗
⽥
⽒
は
﹃
万
葉
集
﹄
の
時
代
の
貴
族
が
︑
都
で
の
居
住
地
と
は
別
に
本
貫
地
を
持
て
い
た
と
し
︑
こ
れ
を
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ん
だ
が
︑
こ
こ
で
い
う
﹁
ゐ
な
か
﹂

と
は
三
⼆
九
番
歌
に
現
れ
る
も
の
と
は
異
な
り
︑
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
の
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
︒ 

先
⾏
研
究
で
注
⽬
す
べ
き
は
︑
仁
藤
⽒
の
﹁
み
や
こ
﹂
は
遷
都
す
れ
ば
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
に
な
り
え
︑﹁
ひ
な
﹂
は
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
に
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
︒

⾶
⿃
・
藤
原
・
平
城
・
恭
仁
が
そ
れ
ぞ
れ
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑﹁
ひ
な
﹂
と
表
現
さ
れ
る
⼤
津
の
み
﹁
古
き
み
や
こ
﹂﹁
荒
れ
た
る
み
や
こ
﹂

と
い
う
表
現
に
と
ど
ま
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

過
⼆
近
江
荒
都
⼀
時
︑
柿
本
朝
⾂
⼈
麿
作
歌 

︵
前
略
︶
何
⽅ 

御
念
⾷
可
︿
或
云
︑
所
念
計
⽶
可
﹀
天
離 

夷
者
雖
有 

⽯
⾛ 

淡
海
国
乃 

楽
浪
乃 

⼤
津
宮
尓
天
下 

所
知
⾷
兼 

天
皇
之 

神
之
御
⾔
能 

⼤
宮
者 

此
間
等
雖
聞 

⼤
殿
者 

此
間
等
雖
云 

春
草
之 

茂
⽣
有 

霞
⽴ 

春
⽇
之
霧
流
︿
或
云
︑
霞
⽴
春
⽇
⾹
霧
流 

夏
草
⾹
繁
成
奴
留
﹀ 

百
磯
城
之 

⼤
宮
処 

⾒
者
悲

⽑
︿
或
云
︑
⾒
者
左
夫
思
⺟
﹀ 

︵
前
略
︶
い
か
さ
ま
に 

思
ほ
し
め
せ
か
︿
或
は
云
ふ
︑
思
ほ
し
け
め
か
﹀
天
離
る 

ひ
な
に
は
あ
れ
ど 

⽯
⾛
る 

淡
海
の
国
の 

楽
浪
の 

⼤
津
の
宮
に 

天
の
下 

知
ら
し
め
し
け
む 

天
皇
の 

神
の
尊
の 

⼤
宮
は 

こ
こ
と
聞
け
ど
も 

⼤
殿
は 

こ
こ
と
⾔
へ
ど
も 

春
草
の 

繁
く
⽣
ひ
た
る 

霞
⽴
ち 

春
⽇
の
霧
れ
る
︿
或
は
云
ふ
︑霞
⽴
ち
春
⽇
か
霧
れ
る 

夏
草
か
繁
く
な
り
ぬ
る
﹀ 
も
も
し
き
の 

⼤
宮
所
⾒
れ
ば
悲
し
も︿
或
は
云
ふ
︑⾒
れ
ば
さ
ぶ
し
も
﹀

巻
⼀
・
⼆
九
番
歌 

柿
本
⼈
⿇
呂
︶ 
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こ
の
歌
は
⼤
津
宮
の
荒
れ
た
様
⼦
を
嘆
い
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
ひ
な
に
は
あ
れ
ど
﹂
と
い
う
表
現
に
は
本
来
﹁
み
や
こ
﹂
に
な
り
え
な
い
と
い
う
認
識
が
現
れ
て
い

る
︒﹁
ふ
る
さ
と
﹂
は
旧
都
と
し
て
﹁
み
や
こ
﹂
と
互
換
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
本
来
で
あ
れ
ば
﹁
み
や
こ
﹂
に
な
る
こ
と
の
な
い
﹁
ひ
な
﹂
は
︑﹁
ふ
る
さ
と
﹂
に

も
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
︒ 

次
の
歌
は
︑
難
波
宮
が
造
営
さ
れ
る
以
前
に
い
か
な
る
認
識
を
持
た
れ
て
い
た
か
を
⽰
す
も
の
で
あ
る
︒ 

冬
⼗
⽉
幸
⼆
于
難
波
宮
⼀
時
︑
笠
朝
⾂
⾦
村
作
歌
⼀
⾸
︿
幷
短
歌
﹀ 

忍
照 

難
波
乃
国
者 

葦
垣
乃 

古
郷
跡 

⼈
皆
之 

念
息
⽽ 

都
礼
⺟
無
有
之
間
尓 

続
⿇
成 

⻑
柄
之
宮
尓 

真
⽊
柱 

太
⾼
敷
⽽ 

⾷
国
乎 

治
賜
者 

奧
⿃ 

味
経
乃

原
尓 

物
部
乃 
⼋
⼗
伴
雄
者 

廬
為
⽽ 

都
成
有
旅
者
安
礼
⼗
⽅ 

︵
お
し
て
る 

難
波
の
国
は 

葦
垣
の 

ふ
り
に
し
⾥
と 

⼈
皆
の 

思
ひ
や
す
み
て 

つ
れ
も
な
く 

あ
り
し
間
に 

績
⿇
な
す 

⻑
柄
の
宮
に 

真
⽊
柱 

太
⾼
敷
き
て 

⾷
す
国
を 
治
め
た
ま
へ
ば 

沖
つ
⿃ 

味
経
の
原
に 

も
の
の
ふ
の 

⼋
⼗
伴
の
男
は 

蘆
り
し
て 

み
や
こ
な
し
た
り 

旅
に
は
あ
れ
ど

も 

巻
六
・
九
⼆
⼋
番
歌 
笠
⾦
村
︶ 

こ
れ
は
︑
神
⻲
⼆
年
︵
七
⼆
五
︶
の
難
波
宮
⾏
幸
の
際
の
歌
で
あ
る
が
︑
詠
ま
れ
た
時
期
は
三
⼆
九
番
歌
の
前
年
に
あ
た
る
︒﹁
ふ
り
に
し
⾥
﹂
と
呼
ば
れ
た
難
波

が
︑
天
皇
の
⾏
幸
に
よ
て
﹁
み
や
こ
﹂
と
な
た
と
歌
う
︒
つ
ま
り
︑
難
波
宮
造
営
時
に
は
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
た
よ
う
な
︑
⼈
に
気
に
か
け
ら
れ
な
い
﹁
ふ
り
に
し

さ
と
﹂
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
﹁
ふ
り
に
し
さ
と
﹂
の
⾵
景
で
あ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 

以
上
を
ま
と
め
る
と
︑
難
波
に
着
⽬
す
る
限
り
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
は
景
観
の
変
化
に
よ
て
﹁
み
や
こ
﹂
た
り
え
る
場
所
で
あ
た
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
⼀
例
し
か
な
い

以
上
︑
そ
の
性
質
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
⼤
津
宮
と
は
異
な
る
扱
い
で
あ
た
こ
と
は
指
摘
で
き
る
︒﹁
ふ
る
さ
と
﹂﹁
ふ
り
に
し
さ
と
﹂
は
旧
都
と
い
う

点
に
お
い
て
も
︑
藤
原
京
以
前
の
﹁
み
や
こ
﹂
の
成
⽴
事
情
に
お
い
て
も
﹁
み
や
こ
﹂
と
深
い
関
連
を
有
す
る
場
所
を
指
し
た
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
は
︑
平
安
時
代
に
お
い

て
は
﹁
み
や
こ
﹂
と
対
⽴
す
る
概
念
の
様
相
を
呈
し
て
く
る
が
︑﹃
万
葉
集
﹄
段
階
に
お
い
て
は
﹁
み
や
こ
﹂
に
対
⽴
す
る
も
の
は
﹁
ひ
な
﹂
で
あ
り
︑﹁
ゐ
な
か
﹂﹁
ふ

る
さ
と
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
み
や
こ
﹂
が
姿
を
変
え
う
る
も
の
で
あ
た
の
で
あ
る
︒ 
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図 

２ 

本
⽂
に
関
連
す
る
地
名
︵
筆
者
作
成
︶ 

 

 



 

55 
 

お
わ
り
に  

 
以
上
︑﹃
万
葉
集
﹄
を
素
材
と
し
て
︑
中
央
官
⼈
の
﹁
み
や
こ
﹂
や
﹁
ひ
な
﹂
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
︒
元
来
の
﹁
み
や
こ
﹂
対
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う

テ
キ
ス
ト
上
で
の
対
⽐
に
留
ま
ら
ず
︑﹁
み
や
こ
﹂
の
性
格
や
︑
そ
の
周
辺
の
地
理
的
状
況
︑
ま
た
﹁
ひ
な
﹂
で
詠
ま
れ
た
歌
の
背
景
な
ど
を
踏
ま
え
て
考
察
し
て
き

た
︒
そ
の
結
果
︑﹁
み
や
こ
﹂
も
﹁
ひ
な
﹂
も
と
も
に
時
代
や
⼟
地
に
よ
て
異
な
る
側
⾯
が
あ
り
︑
決
し
て
⼀
つ
の
イ
メ
ジ
が
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
た
︒
ま
た
︑
特
に
元
来
そ
の
概
念
的
な
部
分
に
つ
い
て
の
み
議
論
さ
れ
が
ち
で
あ
た
﹁
ひ
な
﹂
を
︑
具
体
的
な
﹁
場
所
﹂
と
し
て
の
側
⾯
に
注

⽬
し
︑
そ
こ
に
赴
い
た
中
央
の
⼈
々
が
ど
の
よ
う
に
⽣
活
し
︑
描
い
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
︒ 

ま
ず
は
﹁
み
や
こ
﹂
で
あ
る
︒﹁
み
や
こ
﹂
と
い
う
語
は
︑
そ
こ
に
含
ま
れ
る
意
味
が
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
た
︒
ま
ず
︑
始
め
は
語
源
通
り
に
⾏
宮
を
も

指
す
広
い
使
わ
れ
⽅
を
し
て
い
た
が
︑
次
第
に
具
体
的
な
⾸
都
を
⽰
す
語
に
な
て
い
た
︒そ
し
て
そ
の
⾸
都
と
し
て
の
﹁
み
や
こ
﹂の
内
実
も
︑﹁
天
皇
の
居
所
﹂

で
あ
た
も
の
が
﹁
官
⼈
の
⽣
活
空
間
﹂
に
な
た
︒
そ
れ
に
決
定
的
な
変
化
が
起
こ
た
の
は
平
城
京
遷
都
後
と
い
え
る
︒﹁
み
や
こ
﹂
と
畿
内
と
は
⼀
体
の
も
の

と
し
て
⾒
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
即
す
れ
ば
︑
平
城
京
以
降
の
官
⼈
た
ち
の
意
識
は
﹁
み
や
こ
﹂
に
集
中
し
て
お
り
︑﹁
み
や
こ
﹂
の
成
⽴
経
緯
か
ら

も
︑官
⼈
た
ち
の
⽣
活
空
間
と
し
て
は
畿
内
ま
で
含
む
も
の
で
は
な
か
た
で
あ
ろ
う
︒制
度
と
し
て
の
畿
内
を
そ
の
ま
ま
当
時
の
⼈
々
の
地
理
的
認
識
に
当
て
は
め

る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

﹁
み
や
こ
﹂
と
い
う
語
は
変
遷
を
た
ど
り
︑
や
が
て
は
当
時
の
都
城
を
指
す
語
へ
と
変
化
し
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
ひ
な
﹂
が
あ
る
︒﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
語
は
︑
そ

の
動
き
と
並
⾏
し
て
︑
都
城
に
対
⽐
す
る
語
と
し
て
使
⽤
さ
れ
る
よ
う
に
な
た
︒﹁
ひ
な
﹂
と
は
︑
律
令
制
が
確
⽴
し
︑
官
⼈
た
ち
が
地
⽅
に
赴
く
よ
う
に
な
り
︑

﹁
み
や
こ
﹂と
は
異
な
る
も
の
に
触
れ
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
︒頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
平
城
京
以
降
の
こ
と
で
あ
る
の
で
︑平
城
京
へ
の
遷
都
と
そ
の
存
続
は
︑

官
⼈
た
ち
の
﹁
み
や
こ
﹂
や
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
意
識
に
⼤
き
な
影
響
を
与
え
た
出
来
事
で
あ
た
︒﹁
ひ
な
﹂
と
は
畿
内
で
は
な
く
︑
⼼
情
的
に
﹁
み
や
こ
﹂
に
対
⽴

し
︑
空
間
の
認
識
に
お
い
て
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
た
の
で
あ
る
︒﹁
ひ
な
﹂
は
﹁
み
や
こ
﹂
を
思
慕
す
る
こ
と
に
よ
て
⽣
ま
れ
る
意
識
で
あ
り
︑
そ
れ
は
詠
歌

の
場
が
多
く
は
﹁
み
や
こ
﹂
で
の
も
の
を
な
ぞ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
み
や
こ
﹂
に
対
し
て
﹁
ひ
な
﹂
は
︑
歌
を
詠
ん
だ
個
々
⼈
に

よ
て
描
か
れ
る
⾵
景
は
ま
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
点
に
お
い
て
⾮
対
称
性
が
あ
る
︒
⼀
⽅
で
そ
の
実
態
に
反
し
て
︑
確
固
た
る
⼀
つ
の
﹁
み
や
こ
﹂
に

対
し
て
全
国
に
遍
在
す
る
は
ず
の
﹁
み
や
こ
﹂
で
な
い
⼟
地
は
︑
中
央
の
⼈
々
に
と
て
は
︑
馴
染
み
の
な
い
も
の
と
し
て
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
同
じ
語
で
表
さ
れ
る
の

で
あ
た
︒
ま
た
︑
同
じ
く
﹃
万
葉
集
﹄
に
現
れ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
や
﹁
ふ
る
さ
と
／
ふ
り
に
し
さ
と
﹂
と
は
異
な
り
︑﹁
み
や
こ
﹂
に
は
本
来
な
り
得
な
い
︑
異
質
な

場
で
あ
た
の
で
あ
る
︒ 
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そ
う
し
て
培
わ
れ
た
意
識
も
︑
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
さ
ら
に
変
質
し
て
い
く
︒
律
令
制
の
変
化
に
よ
て
官
⼈
が
地
⽅
に
赴
く
機
会
は
減
少
し
︑﹁
ひ
な
﹂
に
触

れ
る
こ
と
も
な
く
な
た
︒
平
城
京
よ
り
さ
ら
に
⻑
く
続
い
た
︑
⽣
活
空
間
と
し
て
確
固
た
る
も
の
と
な
た
﹁
み
や
こ
﹂
の
平
安
京
に
対
し
︑﹁
ひ
な
﹂
は
歌
枕
と

し
て
⾵
景
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
︑
実
体
験
の
裏
打
ち
が
な
い
も
の
と
な
て
ゆ
く
︒
そ
し
て
平
安
時
代
に
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
使
⽤
頻
度
が
増
え
て
ゆ
く
︒ 

 

註 
 (

１) 

薗
⽥
⾹
融
﹁
万
葉
貴
族
の
⽣
活
圏
﹂︵﹃
万
葉
﹄
⼋
︑
⼀
九
五
三
年
︶︒ 

(

２) 

中
⻄
進
﹃
万
葉
史
の
研
究
﹄︵
桜
楓
社
︑
⼀
九
六
⼋
年
︶︒ 

(

３) 

吉
川
貫
⼀
﹁
万
葉
集
に
お
け
る
都
と
鄙
﹂︵﹃
⽂
林
﹄
⼗
六
︑
⼀
九
⼋
⼀
年
︶︒ 

(

４) 

⼤
津
透
﹁
万
葉
⼈
の
⽣
活
空
間
﹂︵﹃
律
令
国
家
⽀
配
構
造
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
⼀
九
九
三
年
︑
初
出
は
⼀
九
⼋
六
年
︶︒ 

(

５) 

以
下
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
番
号
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
万
葉
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

６) 

⽯
上
⼄
⿇
呂
に
関
し
て
は
︑﹁
⽯
上
朝
⾂
⼄
⿇
呂
坐
レ
姧
⼆
久
⽶
連
若
売
⼀
︑
配
⼆
流
⼟
左
国
⼀
︒
若
売
配
⼆
下
総
国
⼀
焉
︒﹂︵﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
⼗
⼀
年
︵
七
三

九
︶
三
⽉
庚
申
条
︶ 

と
の
記
事
が
確
認
で
き
る
︒
中
⾂
宅
守
に
関
し
て
は
︑
配
流
さ
れ
た
記
事
は
⾒
え
な
い
が
︑﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
⼗
⼆
年
︵
七
四
〇
︶
六
⽉

庚
午
条
に
お
い
て
流
⼈
の
赦
免
が
⾏
わ
れ
た
際
に
︑﹁
⼩
野
王
・
⽇
奉
弟
⽇
⼥
・
⽯
上
⼄
⿇
呂
・
牟
礼
⼤
野
・
中
⾂
宅
守
・
飽
海
古
良
⽐
不
レ
在
⼆
赦
限
⼀
︒﹂
と
し

て
︑
赦
免
か
ら
除
か
れ
て
い
る
︒ 

(

７) 

⼩
澤
毅
﹁
古
代
都
市
﹁
藤
原
京
﹂
の
成
⽴
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
宮
都
構
造
の
研
究
﹄
⻘
⽊
書
店
︑
⼆
〇
〇
三
年
︑
初
出
は
⼀
九
九
七
年
︶︑
⼆
〇
七―

⼆
〇
⼋
⾴
︒ 

(

８) 

吉
川
︑
前
掲
註
︵
３
︶
論
⽂
︑
⼆―

三
⾴
︒
こ
の
他
に
﹃
豊
後
国
⾵
⼟
記
﹄
に
も
﹁
宮
処
野
︒︿
朽
網
郷
所
レ
在
之
野
︒﹀
同
天
皇
︑
為
三
征
⼆
伐
⼟
蜘
蛛
⼀
之
時
︑

起
⼆
⾏
宮
於
此
野
⼀
︒
是
以
︑
名
⽈
⼆
宮
処
野
⼀
︒﹂
と
い
う
記
事
が
⾒
え
る
︒ 

(

９) 

岸
俊
男
﹁
記
紀
・
万
葉
集
の
ミ
ヤ
コ
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
宮
都
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
⼀
九
⼋
⼋
年
︑
初
出
は
⼀
九
七
六
年
︶︑
⼆
三
⼀
⾴
︒ 

(

１
０) 

岸
俊
男
﹁
⽇
本
に
お
け
る
﹁
京
﹂
の
成
⽴
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
宮
都
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
⼀
九
⼋
⼋
年
︑
初
出
は
⼀
九
⼋
⼆
年
︶︑
四
五
五
⾴
︒
⼩
澤
︑
前
掲
註

︵
７
︶
論
⽂
︑
⼆
〇
⼋
⾴
︒ 

(

１
１) 

諸
注
釈
書
の
通
説
的
な
⾒
解
は
⾶
⿃
浄
御
原
宮
で
あ
る
が
︑
岸
⽒
に
よ
れ
ば
天
武
朝
の
倭
京
を
指
し
︵﹁
万
葉
歌
の
歴
史
的
背
景
﹂﹃
宮
都
と
⽊
簡―

よ
み
が
え

る
古
代
史
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
七
七
年
︑
初
出
は
⼀
九
七
⼀
年
︶︑
⼟
橋
寛
⽒
に
よ
れ
ば
持
統
朝
の
藤
原
京
で
あ
る
と
す
る
︵﹁
伝
⾶
⿃
板
蓋
宮
址
出
⼟
の
⽊
簡

と
万
葉
集
﹂﹃
⼟
橋
寛
論
⽂
集 

上 

萬
葉
集
の
⽂
学
と
歴
史
﹄
塙
書
房
︑
⼀
九
⼋
⼋
年
︑
初
出
は
⼀
九
⼋
六
年
︶︒ 
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 (
１
２) 

﹃
⽇
本
書
紀
﹄
天
智
天
皇
六
年
︵
六
六
七
︶
三
⽉
⼄
卯
条
に
﹁
遷
⼆
都
近
江
⼀
︒﹂
と
近
江
に
遷
都
し
︑
同
じ
く
天
武
天
皇
元
年
︵
六
七
⼆
︶
是
歳
条
に
﹁
是

歳
︑
営
⼆
宮
室
於
岡
本
宮
南
⼀
︒
即
冬
遷
以
居
焉
︒
是
謂
⼆
⾶
⿃
浄
御
原
宮
⼀
︒﹂
と
⾶
⿃
に
宮
を
戻
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

(

１
３) 

﹁
遷
⼆
居
藤
原
宮
⼀
︒﹂︵﹃
⽇
本
書
紀
﹄
持
統
天
皇
⼋
年
︵
六
九
四
︶
⼗
⼆
⽉
⼄
卯
条
︶
と
い
う
記
事
が
⾒
え
る
︒ 

(

１
４) 

⼩
澤
︑
前
掲
註
︵
７
︶
論
⽂
︑
⼆
〇
⼆
⾴
︒ 

(

１
５) 

吉
川
︑
前
掲
註
︵
３
︶
論
⽂
︑
⼀
〇
⾴
︒ 

(

１
６) 

遷
都
の
詔
︵﹃
続
⽇
本
紀
﹄
和
銅
元
年
︵
七
〇
⼋
︶
⼆
⽉
戊
寅
条
︶
が
出
さ
れ
た
後
︑﹁
始
遷
⼆
都
于
平
城
⼀
︒﹂︵﹃
同
﹄
和
銅
三
年
︵
七
⼀
〇
︶
三
⽉
戊
午
条
︶

と
あ
り
︑
詔
の
⼆
年
後
に
遷
都
し
た
︒ 

(

１
７) 

浅
野
充
﹁
律
令
国
家
と
宮
都
の
成
⽴
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
の
国
家
形
成
と
都
市
﹄︑
⼆
〇
〇
七
年
︑
初
出
は
⼀
九
⼋
九
年
︶︑
五
⼋
⾴
︒ 

(

１
８) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
⼗
⼆
年
︵
七
四
〇
︶
⼗
⼆
⽉
戊
午
条
に
﹁
是
⽇
︑
右
⼤
⾂
橘
宿
祢
諸
兄
︑
在
レ
前
⽽
発
︑
経
⼆
略
⼭
背
国
相
楽
郡
恭
仁
郷
⼀
︒
以
レ
擬
⼆
遷 

都
⼀
故
也
︒﹂
と
あ
り
︑
天
平
⼗
六
年
︵
七
四
四
︶
⼆
⽉
庚
申
条
に
﹁
左
⼤
⾂
宣
レ
勅
云
︑
今
以
⼆
難
波
宮
⼀
定
為
⼆
皇
都
⼀
︒﹂
と
あ
る
︒ 

(

１
９) 

孝
徳
天
皇
の
遷
都
は
﹁
天
皇
遷
⼆
都
難
波
⻑
柄
豊
埼
⼀
︒﹂︵﹃
⽇
本
書
紀
﹄
⼤
化
元
年
︵
六
四
五
︶
⼗
⼆
⽉
癸
卯
条
︶︑
副
都
に
な
た
こ
と
は
﹁
⼜
詔
⽈
︑
凡
都

城
・
宮
室
⾮
⼆
⼀
処
⼀
︒
必
造
⼆
両
参
⼀
︒
故
先
欲
レ
都
⼆
難
波
⼀
︒
是
以
百
寮
者
各
往
之
請
⼆
家
地
⼀
︒﹂ 

︵﹃
同
﹄
天
武
天
皇
⼗
⼆
年
︵
六
⼋
三
︶
⼗
⼆
⽉
庚
午
条
︶︑

聖
武
天
皇
の
遷
都
は
﹁
左
⼤
⾂
宣
レ
勅
云
︑
今
以
⼆
難
波
宮
⼀
定
為
⼆
皇
都
⼀
︒﹂﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
⼗
六
年
︵
七
四
四
︶
⼆
⽉
庚
申
条
︶
に
そ
れ
ぞ
れ
⾒
え
る
︒
廃

⽌
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
︑﹁
難
波
⼤
宮
既
停
︒﹂︵﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
五
・
諸
国
分
置
事 

延
暦
⼗
⼆
年
︵
七
九
三
︶
三
⽉
九
⽇
太
政
官
符 

応
停
摂
津
職
為

国
司
事
︶
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
時
期
に
は
廃
⽌
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

(

２
０) 

⼤
津
︑
前
掲
註
︵
４
︶
論
⽂
︑
七
九―

⼋
六
⾴
︒
井
⼿
⾄
﹁
万
葉
集
に
み
る
都
と
夷
﹂︵
⾨
脇
禎
⼆
・
狩
野
久
編
﹃︿
都
﹀
の
成
⽴ 

⾶
⿃
か
ら
平
安
京
へ
﹄
平

凡
社
︑
⼆
〇
〇
⼆
年
︶︑
⼋
四
⾴
︒ 

(

２
１) 

関
晃
﹁
畿
内
制
の
成
⽴
﹂︵﹃
⼭
梨
⼤
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
﹄
五
︑
⼀
九
五
四
年
︶︒ 

(

２
２) 

⼤
津
︑
前
掲
註
︵
４
︶
論
⽂
︒ 

(

２
３) 

吉
川
聡
﹁
畿
内
と
古
代
国
家
﹂︵﹃
史
林
﹄
七
九
︵
五
︶︑
⼀
九
九
六
年
︑
六
九―
七
〇
⾴
︶︒ 

(

２
４) 

⻤
頭
清
明
﹁
平
城
京
の
歴
史
的
性
格
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
都
市
論
序
説
﹄
校
倉
書
房
︑
⼀
九
七
七
年
︶︑
⼆
三
六
⾴
︒
仁
藤
敦
史
﹁
古
代
都
城
の
思
想
﹂︵
川
尻
秋
⽣

編
﹃
古
代
の
都
城
と
交
通
﹄
⽵
林
舎
︑
⼆
〇
⼀
九
年
︶︑
⼀
⼋
⾴
︒ 

(

２
５) 

賑
恤
に
つ
い
て
︑
対
象
地
域
は
︑
京
が
⼋
回
︑
京
畿
が
四
回
︑
天
下
諸
国
が
三
回
︑
京
・
⼤
倭
が
⼀
回
と
な
て
い
る
︒
⾬
乞
い
は
畿
内
⼆
⼗
⼆
回
︑
京
畿
五
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回
︑
天
下
諸
国
三
回
と
な
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
税
の
免
除
に
つ
い
て
は
諸
国
が
⼗
六
回
︑
京
畿
が
⼋
回
︑
京
畿
・
⼤
宰
府
が
⼆
回
︑
天
下
諸
国
が
⼆
回
︑

⼤
和
・
河
内
・
⼭
背
が
⼀
回
︑
京
・
⼤
宰
府
が
⼀
回
︑
京
が
⼀
回
︑
畿
内
が
⼀
回
と
な
て
い
る
︒
寺
の
法
要
等
︵
天
皇
の
不
予
や
天
変
地
異
の
際
に
⾏
わ
れ
る

読
経
や
法
会
︶ 

に
つ
い
て
は
諸
国
が
⼗
三
回
︑
京
が
⼗
⼀
回
︑
京
畿
が
⼆
回
︑
左
右
京
・
⼤
和
が
⼀
回
と
な
て
い
る
︒ 

(

２
６) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
和
銅
七
年
︵
七
⼀
四
︶
⼆
⽉
庚
申
条
︒ 

(

２
７) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
元
年
︵
七
⼆
九
︶
⼆
⽉
⾟
未
条
︒ 

(

２
８) 

乱
に
関
し
て
は
延
暦
元
年
︵
七
⼋
⼆
︶
閏
正
⽉
甲
⼦
条
の
氷
上
川
継
の
乱
︑
崩
御
に
関
し
て
は
天
平
勝
宝
⼋
歳
︵
七
五
六
︶
⼆
⽉
丙
⾠
条
の
聖
武
太
上
天
皇
︑

宝
⻲
元
年
⼋
⽉
癸
⺒
条
の
称
徳
天
皇
︑
天
応
元
年
︵
七
⼋
⼀
︶
⼗
⼆
⽉
丁
未
条
の
光
仁
太
上
天
皇
の
崩
御
の
際
に
固
関
が
⾏
わ
れ
て
い
る
︒︵
以
上
︑
す
べ
て
出
典

は
﹃
続
⽇
本
紀
﹄︶ 

(

２
９) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
延
暦
⼋
年
︵
七
⼋
九
︶
七
⽉
甲
寅
条
︒ 

(

３
０) 

古
橋
信
孝
﹃
平
安
京
の
都
市
⽣
活
と
郊
外
﹄︵
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
九
⼋
年
︶︑
⼀
〇―

⼀
⼆
⾴
︒ 

(

３
１) 

﹃
⽇
本
書
紀
﹄
⼤
化
⼆
年
︵
六
四
六
︶
正
⽉
甲
⼦
条
︒ 

(

３
２) 

中
⻄
進
﹁
夷
﹂︵﹃
万
葉
史
の
研
究
﹄
桜
楓
社
︑
⼀
九
六
⼋
年
︑
初
出
は
⼀
九
六
六
年
︶︑
七
七
⼋
⾴
︒ 

(

３
３) 

飯
泉
健
司
﹁
鄙
の
⼒ 

地
⽅
の
空
間
認
識
と
中
央
と
﹂︵﹃
⽂
学
・
語
学
﹄
⼆
⼀
⼆
︑
⼆
〇
⼀
五
年
︶︑
六
五
⾴
︒ 

(

３
４) 

吉
川
︑
前
掲
註
︵
３
︶
論
⽂
︑
⼀
⼋
⾴
︒
仁
藤
︑
前
掲
註
︵
２
４
︶
論
⽂
︑
三
四
⾴
︒ 

(

３
５) 

引
⽤
は
﹃
類
聚
国
史
﹄
三
⼆
天
皇
遊
宴
に
よ
る
︒
同
様
の
記
事
が
﹃
類
聚
国
史
﹄
七
七
琴
と
﹃
⽇
本
紀
略
﹄
同
⽇
条
に
も
⾒
え
る
︒ 

(

３
６) 

⼤
久
保
広
⾏
﹁
鄙
に
在
る
こ
と―

旅
⼈
に
お
け
る
時
空
意
識
﹂︵﹃
国
語
と
国
⽂
学
﹄
七
⼗
⼆
︵
⼆
︶︑
⼀
九
九
五
年
︶︒ 

(

３
７) 

広
岡
義
隆
﹁
鄙
に
⽬
を
向
け
た
家
持
﹂︵﹃
⼈
⽂
論
叢 

三
重
⼤
学
⼈
⽂
学
部
⽂
化
学
科
紀
要
﹄
⼀
九
⼋
四
年
︶︒
同
様
の
指
摘
は
⼤
浜
真
幸
﹁
旅
⼈
の
望
郷

歌
﹂︵
神
野
志
隆
光
・
坂
本
信
幸
編
﹃
万
葉
の
歌
⼈
と
作
品
﹄
第
四
巻
︑
和
泉
書
院
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︶
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
⼤
浜
⽒
は
巻
三
・
三
三

⼀
三
三
五
番
歌
に
関
し
て
は
︑
宴
席
で
の
親
和
を
醸
成
す
る
に
相
応
し
い
表
現
を
⾃
覚
的
に
選
び
と
た
と
す
る
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
場
﹂
に
よ
る
演
出
な
ど
も

考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
と
思
う
が
︑
今
後
の
課
題
と
す
る
︒ 

(

３
８) 

千
⽥
稔
﹁
⽇
本
に
お
け
る
﹁
ヰ
ナ
カ
︵
⽥
舎
︶﹂
の
成
⽴―

﹁
ヒ
ナ
﹂
と
﹁
ア
ヅ
マ
﹂
と
の
関
連
に
お
い
て―

﹂︵﹃
歴
史
地
理
学
﹄
四
⼀
︵
⼀
︶︑
⼀
九
九
九

年
︶︑
三
⼋
⾴
︒ 

(

３
９) 

千
⽥
︑
前
掲
註
︵
３
８
︶
論
⽂
︑
三
⼋―

三
九
⾴
︒ 
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 (
４
０) 

⻄
尾
和
美
﹁
京―

ゐ
な
か
﹂
世
界
の
成
⽴
・
展
開
と
中
世
社
会
﹂︵﹃
松
⼭
東
雲
⼥
⼦
⼤
学
⼈
⽂
学
部
紀
要
﹄
⼆
︑
⼀
九
九
四
年
︶︑
九
六―

九
七
⾴
︒ 

(
４
１) 

仁
藤
敦
史
A
﹁
古
代
都
城
の
⾸
都
性
﹂︵﹃
年
報
都
市
史
研
究
﹄
七
︑
⼀
九
九
九
年
︶︑
⼀
⼀―

⼀
⼆
⾴
／
B
﹁
古
代
王
権
と
⽂
芸
﹂︵
国
⽴
歴
史
⺠
俗
博
物
館

﹃
和
歌
と
貴
族
の
世
界
﹄
塙
書
房
︑
⼆
〇
〇
七
年
︶︑
⼀
七
四
⾴
︒ 

(

４
２) 

上
野
誠
﹁
万
葉
語
﹁
フ
ル
サ
ト
﹂
の
位
相
﹂︵﹃
古
代
⽇
本
の
⽂
芸
空
間
﹄
雄
⼭
閣
︑
⼀
九
九
七
年
︑
初
出
は
⼀
九
九
六
年
︶︑
三
三―

三
⼋
⾴
︒ 

(

４
３) 

千
⽥
︑
前
掲
註
︵
３
８
︶
論
⽂
︑
三
⼋―

三
九
⾴
︒
上
野
︑
前
掲
註
︵
４
２
︶
論
⽂
︑
九
三
⾴
︒ 

(

４
４) 

仁
藤
︑
前
掲
註
︵
２
４
︶
論
⽂
︑
三
三
⾴
︒
註
︵
４
１
︶
A
論
⽂
︑
⼀
⼆
⾴
︒ 

(

４
５) 

上
野
︑
前
掲
註
︵
４
２
︶
論
⽂
︑
⼆
五―

四
四
⾴
︒ 
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表 1 「みやこ」と「やまと」（新編⽇本古典⽂学全集『万葉集』により作成） 
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表２ 「ひな」（新編⽇本古典⽂学全集『万葉集』により作成） 
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第
⼆
章 

⼋
世
紀
に
お
け
る
境
界
認
識―

⼤
和
国
を
中
⼼
に―

 
は
じ
め
に 

現
代
に
お
い
て
も
国
境
や
都
道
府
県
境
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
境
界
が
存
在
す
る
⼀
⽅
で
︑
そ
こ
を
越
え
た
交
流
も
し
ば
し
ば
⾏
わ
れ
る
︒
境
界
は
古
代

か
ら
存
在
す
る
が
︑
古
代
に
お
け
る
境
界
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
た
の
だ
ろ
う
か
︒ 

畿
内
堺
や
国
境
・
郡
境
な
ど
の
制
度
と
し
て
の
境
界
は
︑
従
来
︑
歴
史
学
や
地
理
学
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
観
念
的
な
も
の
と
し
て
の
境
界
も
︑
折
⼝
信

夫
⽒
を
は
じ
め
と
し
て
⺠
俗
学
の
分
野
で
研
究
が
⾏
わ
れ
て
き
た
が(

１)

︑
制
度
や
実
態
と
し
て
の
境
界
と
観
念
上
の
境
界
に
い
か
な
る
関
係
が
あ
た
か
は
い
ま
だ

に
⾔
及
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
︒ 

そ
も
そ
も
境
界
と
は
何
か
︒
ブ
ル
ス
・
バ
ト
ン
⽒
は
︑
ま
ず
境
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
と
し
︑
政
治
・
⽂
化
・
経
済
の
三
つ
に
分
類
し
た
︒
ま
た
︑

境
界
の
形
態
に
は
︑意
図
的
に
設
置
さ
れ
た
⼈
⼯
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
︑社
会
を
構
成
す
る
⼈
々
や
集
団
の
⻑
期
に
わ
た
る
営
み
に
よ
て
⾃
然
に
で
き
あ
が
る
境
界

も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
前
近
代
の
境
界
は
後
者
が
多
い
と
す
る(

２)

︒ 

そ
の
よ
う
な
発
⽣
の
仕
⽅
で
分
類
す
れ
ば
︑
従
来
︑
歴
史
学
や
地
理
学
が
対
象
と
し
て
き
た
の
は
⼈
⼯
的
な
境
界
で
あ
り
︑
⺠
俗
学
が
対
象
と
し
て
き
た
の
は
⾃
然

な
境
界
で
あ
る
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
⼈
⼯
的
と
さ
れ
る
境
界
も
︑
何
ら
か
の
要
因
が
根
拠
と
な
て
決
め
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
︒ 

 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
境
界
の
性
格
に
は
制
度
的
・
⼈
⼯
的
な
も
の
と
︑
慣
習
な
ど
に
よ
る
⾃
然
発
⽣
的
な
も
の
と
が
あ
る
︒
こ
の
⼆
つ
の
性
格
の
境
界
は
従
来
別

個
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
︑
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
章
で
は
︑
対
象
を
⼋
世
紀
に
お
け
る
⼤
和
国
と
そ
の
周
辺
と
し
︑
空
間
が
何
を
根
拠
と
し
て
区
切

ら
れ
て
い
た
の
か
︑
⼈
々
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
⽬
的
と
す
る
︒
ま
た
︑
そ
の
場
合
︑
区
切
ら
れ
た
空
間
の
内
側
だ
け

に
⽬
を
向
け
る
の
で
は
な
く
︑
そ
こ
を
越
え
て
別
の
空
間
へ
と
往
来
す
る
⾏
為
︑
す
な
わ
ち
越
境
も
重
要
な
視
点
と
な
る
︒
そ
れ
を
担
う
の
が
交
通
路
で
あ
り
︑
空
間

⾃
体
の
存
在
と
い
う
静
の
⾯
に
対
す
る
︑
⼈
々
の
交
通
と
い
う
動
の
⾯
に
あ
た
る
︒
本
章
は
境
界
認
識
を
歴
史
学
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
が
︑

そ
の
⽅
法
と
し
て
︑国
境
な
ど
の
⾏
政
区
画
や
︑そ
こ
を
往
来
す
る
交
通
路
に
関
し
て
は
地
理
学
の
︑境
界
に
対
し
て
の
観
念
に
関
し
て
は
⽂
学
の
観
点
も
取
り
⼊
れ
︑

複
合
的
に
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
︒ 

 

な
お
︑
あ
る
⼀
つ
の
空
間
を
区
切
る
境
界
を
テ
マ
と
す
る
場
合
︑
そ
こ
に
居
住
す
る
⼈
物
の
視
点
が
中
⼼
と
な
る
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
対
象
と
す
る
⼤
和
国
の

性
質
上
︑
平
城
京
に
住
む
官
⼈
た
ち
の
視
点
を
中
⼼
と
す
る
︒ 
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第
⼀
節 

境
界
は
い
か
に
現
れ
る
か 

１ 
定
め
ら
れ
た
境
界 

 

ま
ず
︑
制
度
と
し
て
の
境
界
に
つ
い
て
述
べ
た
い
︒
以
下
に
挙
げ
る
史
料
は
⼋
世
紀
以
前
の
記
事
が
多
い
が
︑
記
紀
は
成
⽴
が
⼋
世
紀
で
あ
る
た
め
︑
編
纂
当
時
の

状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る(

３)

︒記
紀
の
記
述
の
中
に
︑⼤
和
国
に
関
す
る
境
界
が
存
在
す
る
の
か
を
⾒
て
い
く
︒境
界
を
定
め
た
も
の
と
し
て
代
表
的

な
も
の
は
︑
次
に
挙
げ
る
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
⼤
化
⼆
年
︵
六
四
六
︶
正
⽉
甲
⼦
条
の
改
新
詔
に
⾒
ら
れ
る
畿
内
の
境
で
あ
ろ
う
︒ 

凡
畿
内
︑
東
⾃
⼆
名
墾
横
河
⼀
以
来
︑
南
⾃
⼆
紀
伊
兄
⼭
⼀
以
来
︑︿
兄
︑
此
云
制
︒﹀
⻄
⾃
⼆
⾚
⽯
櫛
淵
⼀
以
来
︑
北
⾃
⼆
近
江
狭
々
波
合
坂
⼭
⼀
以
来
︑
為
⼆
畿
内 

国
⼀
︒ 

 

畿
内
を
︑
東
は
名
墾
の
横
河
︑
南
を
紀
伊
の
兄
⼭
︑
⻄
を
⾚
⽯
の
櫛
淵
︑
北
を
近
江
の
狭
々
波
合
坂
⼭
で
限
る
と
す
る
詔
で
あ
る
︒
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
畿
内
の
境
界

が
設
定
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑⼋
⽊
充
⽒
は﹁
地
域
的
な
境
界
を
指
す
の
で
は
な
く
︑京
師
に
つ
う
ず
る
基
幹
交
通
路
上
の
境
界
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
﹂と
し(

４)

︑

こ
の
後
も
︑
出
⽥
和
久
⽒
や
⾨
井
直
哉
⽒
に
よ
て
︑
こ
れ
ら
四
地
点
が
⼤
和
か
ら
の
主
要
交
通
路
と
関
わ
る
と
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る(

５)

︒ 
 

そ
の
他
に
は
︑
国
境
や
郡
境
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
天
武
天
皇
の
時
代
に
は
︑
国
境
画
定
が
⾏
わ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
⽇
本
書
紀
﹄
の
成
務
天
皇
五
年
九
⽉

条
に
は
︑
⼭
河
を
境
界
と
し
て
国
県
を
分
け
る
と
い
う
記
述
が
⾒
ら
れ
る
︒
こ
の
記
事
か
ら
は
︑
天
武
天
皇
の
時
代
以
前
に
︑
⼭
や
川
に
よ
て
境
界
を
定
め
る
と
い

う
意
識
が
あ
た
こ
と
が
⾒
ら
れ
る
︒
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
史
実
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
そ
の
部
分
に
は
注
⽬
さ
れ
る
︒ 

五
年
秋
九
⽉
︑
令
⼆
諸
国
⼀
︑
以
国
郡
⽴
⼆
造
⻑
⼀
︑
県
⾢
置
⼆
稲
置
⼀
︒
並
賜
⼆
盾
⽭
⼀
以
為
レ
表
︒
則
隔
⼆
⼭
河
⼀
⽽
分
⼆
国
県
⼀
︑
隨
⼆
阡
陌
⼀
以
定
⼆
⾢
⾥
⼀
︒ 

 

こ
こ
で
着
⽬
す
べ
き
は
︑﹁
隔
⼆
⼭
河
⼀
⽽
分
⼆
国
県
⼀
﹂と
い
う
部
分
で
あ
る
︒国
や
県
は
⼭
河
︑つ
ま
り
⾃
然
地
形
を
基
に
し
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

も
う
少
し
⼩
さ
い
単
位
で
の
境
界
を
知
る
の
に
有
⽤
な
史
料
は
⾵
⼟
記
で
あ
る
︒
特
に
﹃
出
雲
国
⾵
⼟
記
﹄
に
は
多
く
の
国
境
や
郡
境
の
記
述
が
⾒
ら
れ
る
が
︑
そ
の

多
く
が
⼭
や
川
で
あ
る(

６)

︒
そ
の
う
ち
︑
例
を
⼀
つ
挙
げ
る
と
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒ 

通
⼆
国
東
堺
⼿
間
剗
⼀
︑
卌
⼀
⾥
⼀
百
⼋
⼗
歩
︒
通
⼆
⼤
原
郡
堺
林
垣
峰
⼀
︑
卅
三
⾥
⼆
百
歩
︒
通
⼆
出
雲
郡
堺
佐
雑
埼
⼀
︑
卌
⼆
⾥
卅
歩
︒
通
⼆
嶋
根
郡
堺
朝
酌 

渡
⼀
︑
四
⾥
⼆
百
六
⼗
歩
︒ 

 

右
は
意
宇
郡
の
条
の
⼀
部
で
あ
る
︒
意
宇
郡
と
伯
耆
国
と
の
境
で
あ
る
⼿
間
の
剗
︑
⼤
原
郡
と
の
境
で
あ
る
林
垣
の
峰
︑
出
雲
郡
と
の
境
で
あ
る
佐
雑
の
埼
︑
嶋
根

郡
と
の
境
で
あ
る
朝
酌
の
渡
へ
の
距
離
を
そ
れ
ぞ
れ
⽰
す
︒
こ
こ
で
は
す
べ
て
特
定
の
地
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
畿
内
の
境
を
は
じ
め
と
し
て
︑
境
界
は
地
点
で
表

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
こ
と
に
関
し
て
︑
⾃
然
的
地
物
に
よ
て
境
界
線
を
設
け
る
と
い
う
よ
り
も
︑
そ
れ
ら
を
ラ
ン
ド
マ
ク
と
し
て
交
通
路
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を
区
切
る
と
い
う
⾏
為
が
当
初
の
実
態
で
あ
る
と
⾨
井
⽒
は
指
摘
し
て
い
る(

７)

︒
ま
た
他
⽅
で
は
︑
交
通
路
上
の
ポ
イ
ン
ト
や
ラ
ン
ド
マ
ク
に
よ
て
代
表
さ
せ

な
が
ら
断
続
的
に
続
く
点
線
の
よ
う
な
境
界
︑
そ
の
⼀
⽅
で
﹁
お
そ
ら
く
観
念
的
に
は
三
百
六
⼗
度
を
囲
ん
で
い
る
の
が
古
代
の
境
界
の
実
態
で
あ
る
﹂
と
い
う
指
摘

が
中
村
太
⼀
⽒
に
よ
て
な
さ
れ
て
い
る(

８)

︒
し
か
し
︑﹁
三
百
六
⼗
度
を
囲
む
﹂
と
い
う
発
想
は
︑
俯
瞰
の
視
点
が
前
提
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
こ
れ
は
現
代
的
な

発
想
と
い
え
る
︒
現
代
に
お
け
る
空
中
写
真
の
よ
う
な
も
の
と
異
な
り
︑
古
代
に
お
い
て
俯
瞰
で
地
形
を
把
握
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
国
⾒
の
よ
う
に
︑
周

囲
よ
り
⾼
い
場
所
か
ら
低
い
場
所
を
眺
め
る
こ
と
は
あ
る
が
︑全
国
に
お
い
て
す
べ
て
の
地
形
を
そ
の
よ
う
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑俯
瞰
の
視
点
を
⼀
般
論
と

し
て
敷
衍
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒ 

⼀
例
と
し
て
︑
記
紀
に
は
﹁
四
⽅
国
﹂
の
概
念
が
⾒
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
中
央
の
⼀
点
を
中
⼼
に
四
⽅
へ
の
⽅
向
で
認
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
同
様
の
概
念

は
﹃
延
喜
式
﹄
に
も
⾒
え
る
︒
そ
れ
が
﹁
問
題
の
所
在
﹂
で
も
引
⽤
し
た
陰
陽
寮
20
儺
祭
条
で
あ
る
︒
再
び
に
な
る
が
︑
こ
こ
で
も
引
⽤
し
て
お
く
︒ 

四
⽅
之
堺
︑
東
⽅
陸
奥
︑
⻄
⽅
遠
値
嘉
︑
南
⽅
⼟
佐
︑
北
⽅
佐
渡
︿
与
⾥
﹀
乎
知
能
所
乎
︵
後
略
︶ 

都
城
を
中
⼼
と
し
て
︑
東
⻄
南
北
の
地
点
が
︑
疫
⻤
を
払
う
国
⼟
の
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑
国
⼟
と
は
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
で
は

な
く
︑
各
⽅
⾓
の
⼀
地
点
を
代
表
さ
せ
る
形
で
表
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

ま
た
︑
後
述
す
る
が
︑
⼤
和
国
か
ら
東
⽅
へ
の
境
界
が
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
も
特
定
の
地
点
を
境
界
と
す
る
意
識
の
⼀
つ
の
証
左
と
な
り
え
よ
う
︒ 

境
界
と
は
︑⼭
や
川
と
い
た
地
点
で
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑領
域
と
は
そ
の
地
点
の
内
側
に
広
が
る
場
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒そ
の
⼭
や
川
な
ど
の
地
点
は
︑

⼈
々
の
⽇
常
の
往
来
の
中
で
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
交
通
と
境
界
と
は
︑
諸
先
⾏
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
密
接
な
関
係
を
持
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
以

下
︑
交
通
と
い
う
観
点
か
ら
⼤
和
国
周
辺
の
境
界
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒ 

 

２ 

意
識
さ
れ
る
境
界 

 

次
に
︑
⼤
和
国
周
辺
に
お
い
て
︑
⼈
々
が
意
識
す
る
境
界
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒ 

 

﹃
万
葉
集
﹄
に
は
︑
当
時
の
⼈
々
が
ど
の
よ
う
に
移
動
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
歌
が
多
く
あ
る
︒
そ
の
中
で
も
︑
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
︑
国
司
の
赴
任
や
流
刑
な

ど
に
際
し
て
︑
中
央
の
官
⼈
た
ち
が
地
⽅
へ
と
向
か
う
際
に
⼤
和
国
を
出
て
い
く
旅
の
状
況
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
︒
注
⽬
す
べ
き
は
︑
⼤
和
国
を
取
り
囲
む
⼭
が
多
く

詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
の
⼭
々
と
交
通
路
と
の
関
係
を
分
析
し
︑
そ
れ
が
境
界
認
識
に
い
か
に
つ
な
が
る
か
を
考
え
た
い
︒
以
下
に
述
べ

る
道
路
と
⼭
に
つ
い
て
は
︑
適
宜
図
１
を
︑
歌
に
つ
い
て
は
末
尾
の
表
１
も
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒ 
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図 

１ 

⼤
和
国
周
辺
の
道
路
︵
奈
良
⽂
化
財
研
究
所
編
﹃
⽇
中
古
代
都
城
図
録
﹄︑
⼆
〇
〇
⼆
年
︶
よ
り
引
⽤
︑
加
⼯ 
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境
界
と
は
線
で
は
な
く
各
⽅
向
の
地
点
で
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
︒
そ
こ
で
︑
平
城
京
を
中
⼼
と
し
た
東
⻄
南
北
へ
⽬
を
向
け
る
︒
平
城
京
周
辺

の
境
界
に
つ
い
て
は
前
章
で
触
れ
た
た
め
︑
こ
こ
で
は
お
お
ま
か
な
概
要
を
述
べ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
前
章
で
は
扱
い
き
れ
な
か
た
平
城
京
の
⻄
側
と
東
側
の
境
界

に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
︒ 

そ
ら
み
つ 

⼤
和
の
国 

あ
を
に
よ
し 

奈
良
⼭
越
え
て 

⼭
背
の 

管
⽊
の
原 

ち
は
や
ぶ
る 

宇
治
の
渡
り 

岡
屋
の 

阿
後
尼
の
原
を 

千
年
に 

⽋
く
る
こ
と
な
く 

万
代
に 
あ
り
通
は
む
と 

⼭
科
の 

⽯
⽥
の
社
の 

皇
神
に 

幣
取
り
向
け
て 

我
は
越
え
⾏
く 

逢
坂
⼭
を
︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼗
三
・
三
⼆
三
六
番
歌 

作
者
不 

明
︶(

９) 

右
の
歌
は
前
章
で
も
取
り
上
げ
た
た
め
︑
こ
こ
で
は
煩
瑣
を
避
け
︑
訓
読
の
み
再
掲
す
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
は
︑
⼤
和
国
の
周
辺
の
⼭
々
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
前
章

で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
︑
平
城
京
の
北
⽅
で
は
奈
良
⼭
が
詠
ま
れ
る
︒
奈
良
⼭
は
北
陸
道
の
途
中
︑
⼤
和
国
と
⼭
背
国
の
境
に
位
置
す
る
⼭
で
あ
る
︒ 

真
⼟
⼭
⼣
越
え
⾏
き
て
廬
前
の
⾓
太
川
原
に
ひ
と
り
か
も
寝
む
︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
三
・
⼆
九
⼋
番
歌 

弁
基
︶ 

⼤
和
国
の
南
に
あ
る
⼭
と
し
て
は
真
⼟
⼭
が
現
れ
る
︒
真
⼟
⼭
は
南
海
道
の
⼤
和
国
と
紀
伊
国
の
境
に
あ
る
⼭
で
あ
る
︒ 

以
上
の
よ
う
に
︑
北
と
南
に
関
し
て
は
道
路
と
そ
の
途
上
に
あ
る
⼭
と
の
関
係
が
明
確
で
あ
る
が
︑
⻄
と
東
に
関
し
て
は
い
さ
さ
か
問
題
が
残
る
︒
ま
ず
⼤
和
国
の

⻄
側
に
⽬
を
向
け
た
い
︒ 

君
尓
因 

⾔
之
繁
乎 

古
郷
之 

明
⽇
⾹
乃
河
尓 
潔
⾝
為
尓
去
︿
⼀
尾
云
︑
⻯
⽥
超 

三
津
之
浜
辺
尓 

潔
⾝
四
⼆
由
久
﹀ 

︵
君
に
よ
り
⾔
の
繁
き
を
故
郷
の
明
⽇
⾹
の
川
に
み
そ
ぎ
し
に
⾏
く︿
⼀
の
尾
に
云
ふ
︑﹁
⻯
⽥
越
え
三
津
の
浜
辺
に
み
そ
ぎ
し
に
⾏
く
﹂﹀ 

﹃
万
葉
集
﹄巻
四
・

六
⼆
六
番
歌 

⼋
代
⼥
王
︶ 

⼤
伴
乃 

美
津
能
等
⿇
⾥
尓 

布
祢
波
弖
々 

多
都
多
能
⼭
乎 
伊
都
可
故
延
伊
加
武 

︵
⼤
伴
の
三
津
の
泊
り
に
船
泊
て
て
⻯
⽥
の
⼭
を
い
つ
か
越
え
⾏
か
む 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼗
五
・
三
七
⼆
⼆
番
歌 

作
者
不
明
︵
遣
新
羅
使
︶︶ 

⾃
ら
が
主
体
と
し
て
︑
⻯
⽥
⼭
を
通
過
す
る
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
を
⼆
⾸
挙
げ
た
︒
⼤
和
国
か
ら
⻄
の
河
内
国
へ
向
か
う
道
の
代
表
的
な
も
の
は
︑
右
の
歌
に
詠
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
︑
⻯
⽥
⼭
を
通
る
⻯
⽥
越
え
で
あ
ろ
う
︒
⼀
つ
⽬
に
挙
げ
た
歌
の
﹁
⼀
尾
﹂
に
は
︑
噂
の
た
め
に
︑
⻯
⽥
⼭
を
越
え
て
難
波
で
禊
を
⾏
う
こ
と
が
詠
ま

れ
て
い
る
︒
こ
の
際
︑
平
城
京
に
居
づ
ら
く
な
た
作
者
に
と
て
︑
そ
こ
を
出
て
い
く
道
中
の
⻯
⽥
⼭
が
︑
地
理
的
な
境
界
の
み
な
ら
ず
︑
禊
の
場
へ
向
か
う
⼼
理

的
な
境
界
も
な
し
て
い
る
と
⾔
え
る
だ
ろ
う
︒ 

た
だ
し
︑
⼤
和
国
と
河
内
国
は
⻯
⽥
⼭
に
限
ら
ず
︑
⽣
駒
⼭
地
に
よ
て
も
隔
て
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
⽣
駒
⼭
地
を
越
え
る
道
路
も
あ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
の
で
あ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
も
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
︒
次
に
挙
げ
る
の
は
︑
前
章
で
も
触
れ
た
天
平
⼋
年
︵
七
三
六
︶
の
遣
新
羅
使
の
歌
で
あ
る
︒
妻
に
会
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う
た
め
に
⽣
駒
⼭
を
越
え
て
い
く
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
が
︑
平
城
京
か
ら
派
遣
さ
れ
︑
難
波
に
停
泊
し
て
い
た
遣
新
羅
使
が
︑
⾃
ら
の
家
の
あ
る
平
城
京
に
⼀
時

戻
る
た
め
に
⽣
駒
⼭
を
越
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
︑
難
波
か
ら
平
城
京
へ
の
実
際
の
地
理
感
覚
を
よ
く
表
す
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
こ
で
は
遣
新
羅
使
が
妻
に
会

う
た
め
に
⽣
駒
⼭
を
越
え
る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
︑先
ほ
ど
挙
げ
た
三
七
⼆
⼆
番
歌
で
は
︑同
じ
く
遣
新
羅
使
が
⻯
⽥
⼭
を
越
え
て
家
に
帰
る
こ
と
を
詠
ん
で
い

る
︒
同
じ
⽴
場
の
者
で
も
︑
家
に
帰
る
ま
で
の
⽬
印
と
な
る
場
所
が
異
な
る
こ
と
に
は
注
⽬
さ
れ
る
︒ 

伊
⽑
尓
安
波
受 

安
良
婆
須
敝
奈
美 

伊
波
祢
布
牟 

伊
故
⿇
乃
⼭
乎 

故
延
弖
曽
安
我
久
流 

︵
妹
に
逢
は
ず
あ
ら
ば
す
べ
な
み
岩
根
踏
む
⽣
駒
の
⼭
を
越
え
て
そ
我
が
来
る 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼗
五
・
三
五
九
〇
番
歌 

作
者
不
明
︵
遣
新
羅
使
︶︶ 

し
か
し
︑
こ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
の
は
⽣
駒
⼭
を
越
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
︒
実
際
に
⽣
駒
⼭
地
を
越
え
る
道
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
た
の
か
︒
以

下
︑
⽣
駒
⼭
地
に
関
係
す
る
史
料
の
う
ち
︑
道
の
様
⼦
を
検
討
す
る
の
に
有
⽤
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
史
料
を
挙
げ
る
︒
ど
ち
ら
の
史
料
も
︑
⼋
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た

﹃
⽇
本
書
紀
﹄
の
記
事
で
あ
り
︑
⽣
駒
⼭
周
辺
の
地
名
が
︑
そ
こ
を
通
る
⼈
の
動
き
と
と
も
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
共
通
す
る
︒
そ
の
点
こ
そ
︑
道
の
復
原
を
考

え
る
う
え
で
⽋
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
︒ 

皇
師
勒
レ
兵
趣
⼆
⻯
⽥
⼀
︒
⽽
其
路
狭
嶮
︑
⼈
不
レ
得
⼆
並
⾏
⼀
︒
乃
還
更
欲
下
東
踰
⼆
膽
駒
⼭
⼀
︑
⽽
⼊
中
中
洲
上
︒
時
⻑
髓
彦
聞
レ
之
⽈
︑
天
神
⼦
等
所
⼆
以
来
⼀
者
︑

必
将
レ
奪
⼆
我
国
⼀
︑
則
盡
起
⼆
属
兵
⼀
︑
徼
⼆
之
於
孔
舍
衛
坂
⼀
︑
与
レ
之
会
戦
︒︵
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
四
⽉
甲
⾠
条
︶ 

右
の
史
料
は
神
武
天
皇
の
時
代
と
さ
れ
る
出
来
事
の
記
事
で
あ
る
が
︑
地
名
や
地
理
的
な
状
況
に
関
し
て
は
編
纂
さ
れ
た
⼋
世
紀
段
階
の
状
況
を
あ
る
程
度
反
映

し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
︒こ
れ
に
よ
る
と
︑東
征
の
際
に
⽣
駒
⼭
を
越
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑⻑
髄
彦
が
兵
を
起
こ
し
て
孔
舎
衛
の
坂
で
戦
た
と
い
う
︒

⽣
駒
⼭
を
越
え
て
︑
孔
舎
衛
の
坂
に
⾄
る
と
い
う
経
過
で
あ
る
︒
こ
こ
に
⾒
え
る
孔
舎
衛
の
坂
は
現
在
の
⽣
駒
⼭
の
⻄
麓
︑
東
⼤
阪
市
に
あ
る
と
さ
れ
る(

１
０)

︒ 

則
遣
⼆
坂
本
⾂
財
・
⻑
尾
直
真
墨
・
倉
墻
直
⿇
呂
・
⺠
直
⼩
鮪
・
⾕
直
根
⿇
呂
⼀
︑
率
⼆
三
百
軍
⼠
⼀
距
⼆
於
⻯
⽥
⼀
︒
復
遣
⼆
佐
味
君
少
⿇
呂
⼀
︑
率
⼆
数
百
⼈
⼀
屯
⼆

⼤
坂
⼀
︒
遣
⼆
鴨
君
蝦
夷
⼀
︑
率
⼆
数
百
⼈
⼀
守
⼆
⽯
⼿
道
⼀
︒
是
⽇
︑
坂
本
⾂
財
等
︑
次
⼆
于
平
⽯
野
⼀
︒
時
聞
三
近
江
軍
在
⼆
⾼
安
城
⼀
⽽
登
之
︒
乃
近
江
軍
知
⼆
財
等

来
⼀
︑
以
悉
焚
⼆
秋
税
倉
⼀
皆
散
亡
︒
仍
宿
⼆
城
中
⼀
︒
会
明
︑
臨
⼆
⾒
⻄
⽅
⼀
︑
⾃
⼆
⼤
津
・
丹
⽐
両
道
⼀
軍
衆
多
⾄
︒︵
天
武
天
皇
元
年
︵
六
七
⼆
︶
七
⽉
壬
⼦
条
︶ 

ま
た
右
は
壬
申
の
乱
に
関
す
る
記
事
の
⼀
部
で
あ
る
︒⼤
友
皇
⼦
⽅
が
︑⼤
海
⼈
皇
⼦
⽅
が
⻯
⽥
⼭
を
越
え
て
く
る
こ
と
を
聞
い
て
⾼
安
城
か
ら
逃
げ
た
︑と
あ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
⻯
⽥
⼭
と
⾼
安
城
と
い
う
⼆
つ
の
場
所
の
位
置
関
係
に
着
⽬
す
る
必
要
が
あ
る
︒
⾼
安
城
は
⽣
駒
⼭
地
の
南
⽅
︑
⻯
⽥
⼭
よ
り
北
に
あ
る
︒
⼤
海
⼈
皇
⼦

⽅
が
⻯
⽥
⼭
か
ら
登
て
く
る
の
に
対
し
て
︑同
様
に
⻯
⽥
⼭
か
ら
下
り
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
た
め
︑⼤
友
皇
⼦
⽅
は
そ
れ
よ
り
北
の
⽣
駒
⼭
地
を
下
り
た
と
考
え

る
の
が
⾃
然
で
あ
ろ
う(

１
１)

︒
有
事
で
あ
て
も
ま
た
く
道
の
な
い
場
所
を
通
る
こ
と
も
考
え
に
く
く
︑
⽣
駒
⼭
地
か
ら
降
り
る
に
は
︑
あ
る
程
度
の
道
は
あ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
推
定
が
正
し
く
︑
ま
た
そ
の
認
識
を
こ
の
史
料
の
編
纂
時
に
も
適
⽤
し
て
よ
い
と
す
れ
ば
︑
⻯
⽥
⼭
や
⾼
安
城
の
位
置
関
係
の
認
識
は
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乱
当
時
と
編
纂
時
で
⼤
き
く
変
わ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
た
め
︑
⼋
世
紀
に
も
⽣
駒
⼭
地
を
通
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
︒ 

ま
た
︑吉
川
真
司
⽒
は
︑⾏
基
の
創
建
し
た
寺
院
と
み
ら
れ
る
追
分
廃
寺
と
追
⼭
廃
寺
に
つ
い
て
︑追
分
廃
寺
が
暗
越
奈
良
街
道
︑追
⼭
廃
寺
が
古
堤
街
道
と
い
う
︑

近
世
の
奈
良
・
⼤
坂
を
結
ぶ
主
要
街
道
に
⾯
し
て
い
る
と
し
︑
そ
の
⼆
つ
の
街
道
は
︑
古
代
に
は
平
城
京
と
難
波
京
を
結
ぶ
道
路
で
あ
た
と
す
る(

１
２)

︒
暗
越
奈
良

街
道
も
古
堤
街
道
も
︑
⽣
駒
⼭
地
を
越
え
る
道
で
あ
る
︒ 

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
⼋
世
紀
の
時
点
で
も
︑
⼤
和
国
か
ら
⽣
駒
⼭
地
を
通
て
河
内
国
へ
抜
け
る
道
路
は
存
在
し
た
と
い
え
る
︒ 

し
か
し
︑
⼤
和
国
の
⻄
側
に
は
そ
の
他
に
も
名
の
つ
い
た
道
路
が
確
認
で
き
る
︒
そ
れ
が
﹁
草
⾹
の
直
越
え
﹂
と
呼
ば
れ
る
道
で
あ
る
︒
た
だ
し
こ
の
道
は
詳
細
が

わ
か
て
お
ら
ず
︑
実
態
に
つ
い
て
は
諸
説
わ
か
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
︑
⾜
利
健
亮
⽒
は
辻
⼦
⾕
越
に
⽐
定
し(

１
３)

︑
千
⽥
稔
⽒
は
平
城

京
南
辺
と
難
波
京
南
辺
を
つ
な
ぐ
路
線
と
す
る(

１
４)

︒ 

五
年
癸
⾣
超
⼆
草
⾹
⼭
⼀
時
神
社
忌
⼨
⽼
⿇
呂
作
歌
⼆
⾸ 

直
超
乃 

此
徑
尓
弖
師 

押
照
哉 
難
波
乃
海
跡 

名
附
家
良
思
蒙 

︵
直
越
え
の
こ
の
道
に
て
し
お
し
て
る
や
難
波
の
海
と
名
付
け
け
ら
し
も 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
六
・
九
七
七
番
歌 

神
社
忌
⼨
⽼
⿇
呂
︶ 

﹃
万
葉
集
﹄
で
草
⾹
の
直
越
え
を
詠
ん
だ
唯
⼀
の
例
が
︑
右
の
歌
で
あ
る
︒
題
詞
に
よ
れ
ば
︑
神
社
⽼
⿇
呂
が
草
⾹
⼭
を
越
え
る
際
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒
草
⾹
⼭

の
﹁
直
越
え
﹂
と
呼
ば
れ
る
道
で
難
波
の
海
を
眺
め
て
い
る
様
⼦
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
現
代
の
地
名
に
も
︑
難
波
か
ら
ほ
ぼ
真
東
の
⽣
駒
⼭
の
麓
に
﹁
⽇
下
﹂
と
い
う

地
名
が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ
は
先
述
し
た
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
の
神
武
天
皇
の
記
事
に
現
れ
た
孔
舎
衛
の
坂
の
周
辺
に
あ
た
る
︒
直
越
え
の
道
か
ら
難
波
の
海
を
眺
め
る
と

い
う
︑こ
の
歌
に
詠
ま
れ
た
景
観
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
︑﹁
直
越
え
﹂の
道
は
⽇
下
の
辺
り
か
ら
⽣
駒
⼭
地
を
通
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ま
た
︑﹃
古
事
記
﹄で
は
︑

﹁
初
︑
⼤
后
坐
⼆
⽇
下
⼀
之
時
︑
⾃
⼆
⽇
下
之
直
越
道
⼀
︑
幸
⼆
⾏
河
内
⼀
︒﹂(

１
５)

と
あ
り
︑
雄
略
天
皇
が
⽇
下
︵
草
⾹
︶
の
皇
后
の
も
と
へ
草
⾹
直
越
え
を
通
て
河
内

へ
⾏
幸
し
て
い
た
と
す
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
草
⾹
の
地
と
草
⾹
直
越
え
は
地
理
的
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
⾜
利
⽒
に
よ
て
も
︑﹁
草
⾹
直
越

え
﹂
が
草
⾹
の
地
名
の
場
所
を
通
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(

１
６)

︒ 

ま
た
︑
右
に
挙
げ
た
歌
の
題
詞
に
⾒
え
る
﹁
草
⾹
⼭
﹂
が
ど
こ
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
︒﹁
⽇
下
﹂
の
地
名
が
現
在
の
⽣
駒
⼭
の
麓
に
あ
る
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
︒
草
⾹
⼭
⾃
体
を
詠
ん
だ
歌
に
は
次
の
⼀
⾸
の
み
が
⾒
ら
れ
る
︒ 

草
⾹
⼭
歌
⼀
⾸ 

忍
照 

難
波
乎
過
⽽ 

打
靡 

草
⾹
乃
⼭
乎 

暮
晩
尓 

吾
越
来
者 

⼭
⽑
世
尓 

咲
有
⾺
酔
⽊
乃 
不
悪 

君
乎
何
時 

徃
⽽
早
将
⾒ 

︵
お
し
て
る
難
波
を
過
ぎ
て
う
ち
な
び
く
草
⾹
の
⼭
を
⼣
暮
に
我
が
越
え
来
れ
ば
⼭
も
狭
に
咲
け
る
⾺
酔
⽊
の
悪
し
か
ら
ぬ
君
を
い
つ
し
か
⾏
き
て
は
や
⾒
む 
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﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼗
⼆
・
⼀
四
⼆
⼋
番
歌 

作
者
不
明
︶ 

題
詞
に
み
え
る
﹁
草
⾹
⼭
﹂
を
⽣
駒
⼭
地
の
⻄
側
の
名
称
と
す
る
説
も
あ
る(

１
７)

︒
し
か
し
︑
そ
の
説
に
は
疑
問
も
残
る
︒
先
ほ
ど
挙
げ
た
神
社
⽼
⿇
呂
の
歌
は
︑

も
う
⼀
⾸
か
ら
河
内
国
か
ら
⼤
和
国
へ
越
え
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
て
い
る(

１
８)

︒
右
の
歌
も
難
波
か
ら
⼤
和
国
へ
越
え
る
状
況
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ

る
︒
難
波
か
ら
草
⾹
⼭
を
越
え
︑﹁
君
﹂
を
早
く
⾒
た
い
と
歌
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
作
者
は
⼤
和
国
側
に
住
む
⼈
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
に
⾒
た
⻯
⽥
⼭
の
例

で
は
︑
⼤
和
国
へ
他
の
国
か
ら
⼭
を
越
え
て
く
る
場
合
も
︑
⼭
を
越
え
て
他
の
国
に
⾏
く
場
合
も
︑
同
じ
﹁
⻯
⽥
﹂
と
い
う
名
称
で
⼭
を
認
識
し
て
い
る
︒
⼤
和
国
に

住
む
⼈
が
︑
⾃
ら
の
⽣
活
圏
に
帰
る
際
に
境
界
と
な
る
⼭
の
︑
反
対
側
と
な
る
⻄
側
だ
け
を
﹁
草
⾹
⼭
﹂
と
し
︑
そ
の
名
称
で
認
識
す
る
と
い
う
⾒
⽅
は
や
や
不
⾃
然

で
あ
ろ
う
︒﹁
草
⾹
⼭
﹂
の
名
称
を
⽣
駒
⼭
地
の
⻄
側
⼀
帯
の
み
に
限
る
必
要
も
な
い
と
考
え
る
︒ 

先
に
挙
げ
た
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
神
武
天
皇
即
位
前
紀
の
場
合
も
︑
河
内
国
か
ら
⼤
和
国
へ
越
え
よ
う
と
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
は
﹁
胆
駒
︵
⽣
駒
︶
⼭
﹂
と
呼
ば
れ
て
い

る
︒
新
羅
使
が
詠
ん
だ
歌
の
中
に
出
て
く
る
⽣
駒
⼭
の
場
合
も
︑
使
節
が
停
泊
し
て
い
る
難
波
か
ら
⼤
和
国
に
帰
る
の
に
﹁
⽣
駒
の
⼭
を
越
え
て
﹂
と
表
現
す
る
︒
ま

た
︑
次
の
歌
は
︑
先
ほ
ど
ま
で
の
歌
と
は
異
な
り
︑
難
波
津
か
ら
⽣
駒
⼭
地
を
詠
ん
だ
も
の
で
︑
そ
の
よ
う
な
視
点
を
持
つ
歌
は
︑
こ
の
⼀
例
の
み
で
あ
る
︒ 

奈
尓
波
⼑
乎 

⼰
岐
埿
弖
美
例
婆 
可
美
佐
夫
流 

伊
古
⿇
多
可
祢
尓 

久
⽑
曽
多
奈
妣
久 

︵
難
波
津
を
漕
ぎ
出
て
⾒
れ
ば
神
さ
ぶ
る
⽣
駒
⾼
嶺
に
雲
そ
た
な
び
く 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼆
⼗
・
四
三
⼋
〇
番
歌 

防
⼈
歌
︶ 

こ
の
歌
か
ら
は
︑
河
内
国
側
か
ら
も
﹁
⽣
駒
⼭
﹂
と
呼
ば
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
常
に
﹁
草
⾹
⼭
﹂
の
名
で
呼
ば
れ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

﹁
草
⾹
⼭
﹂
と
は
⽣
駒
⼭
地
の
⻄
側
⼀
帯
の
広
範
囲
に
適
⽤
さ
れ
る
名
称
で
は
な
く
︑
⽣
駒
⼭
地
の
中
の
︑
⽇
下
か
ら
登
た
辺
り
を
呼
ぶ
こ
と
も
あ
た
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う(

１
９)

︒
草
⾹
の
直
越
え
も
⽣
駒
⼭
地
を
越
え
る
道
の
⼀
つ
で
あ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

以
上
︑
⼤
和
国
の
⻄
⽅
へ
向
か
う
道
路
と
⼭
と
の
関
係
を
考
察
し
て
き
た
が
︑
⼤
和
国
と
河
内
国
は
南
北
に
⻑
い
⼭
地
で
接
し
て
い
る
︒
そ
の
中
に
は
⽣
駒
⼭
が
含

ま
れ
る
こ
と
は
︑
こ
こ
ま
で
何
度
か
触
れ
て
き
た
こ
と
で
明
ら
か
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
⽣
駒
⼭
の
具
体
的
な
姿
に
つ
い
て
は
ま
だ
触
れ
て
い
な
い
︒
こ
こ
で
︑
⼋
世
紀

当
時
の
﹁
⽣
駒
⼭
﹂
が
具
体
的
に
ど
の
範
囲
を
指
す
の
か
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
⽣
駒
⼭
は
︑
現
在
﹁
⽣
駒
⼭
地
の
主
峰
﹂
と
説
明
さ
れ
る
が
︑
果
た
し
て
実
際
に
﹁
⽣

駒
⼭
﹂
が
⼭
脈
中
の
主
峰
の
み
を
指
す
の
か
検
討
す
る
︒ 

 

先
に
挙
げ
た
﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼆
⼗
の
防
⼈
歌
は
︑
難
波
津
の
あ
る
河
内
国
側
か
ら
⼤
和
国
を
⾒
た
場
合
の
﹁
⽣
駒
⾼
嶺
﹂
が
詠
ま
れ
る
が
︑
難
波
か
ら
船
を
漕
ぎ
出

す
と
い
う
状
況
を
考
え
れ
ば
︑
南
北
に
⻑
い
⼭
脈
の
⼀
部
だ
け
を
そ
う
呼
ん
で
い
る
と
す
る
の
は
不
⾃
然
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
よ
り
も
︑
⼭
地
⼀
帯
を
象
徴
さ
せ
て
﹁
⽣

駒
⼭
﹂
と
呼
ん
で
い
る
と
考
え
た
⽅
が
⾃
然
で
あ
る
︒ 

蘇
我
⾂
⼊
⿅
遣
⼆
⼩
徳
巨
勢
徳
太
⾂
・
⼤
仁
⼟
師
娑
婆
連
⼀
︑
掩
⼆
⼭
背
⼤
兄
王
等
於
斑
鳩
⼀
︒︿
或
本
云
︒
以
⼆
巨
勢
徳
太
⾂
・
倭
⾺
飼
⾸
⼀
為
⼆
将
軍
⼀
︒﹀
於
レ
是
︑
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奴
三
成
与
⼆
数
⼗
舎
⼈
⼀
出
⽽
拒
戦
︒
⼟
師
娑
婆
連
中
レ
箭
⽽
死
︒
軍
衆
恐
退
︒
軍
中
之
⼈
相
謂
之
⽈
︑
⼀
⼈
当
レ
千
謂
⼆
三
成
⼀
歟
︒
⼭
背
⼤
兄
仍
取
⼆
⾺
⾻
⼀
投
⼆

置
内
寝
⼀
︒
遂
率
⼆
其
妃
并
⼦
弟
等
⼀
︑
得
レ
間
逃
出
︑
隠
⼆
膽
駒
⼭
⼀
︒ 

 
右
は
︑﹃
⽇
本
書
紀
﹄
皇
極
天
皇
⼆
年
︵
六
四
三
︶
⼗
⼀
⽉
丙
⼦
条
の
う
ち
︑
⼭
背
⼤
兄
王
が
︑
蘇
我
⼊
⿅
に
襲
わ
れ
た
際
の
記
事
で
あ
る
︒
斑
鳩
宮
と
い
う
︑
⽣

駒
⼭
と
の
位
置
関
係
を
考
え
る
上
で
⼿
掛
か
り
に
な
る
場
所
が
出
て
く
る
た
め
︑
検
討
材
料
と
し
て
引
⽤
す
る
︒
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
︑
⼭
背
⼤
兄
王
は
斑
鳩
宮
に
い

た
が
︑⼊
⿅
側
に
よ
て
襲
わ
れ
た
と
こ
ろ
︑隙
を
⾒
て
⽣
駒
⼭
に
逃
げ
た
と
い
う
︒斑
鳩
宮
は
現
在
の
法
隆
寺
東
院
の
場
所
に
あ
た
と
さ
れ
る
︒そ
の
斑
鳩
か
ら
︑

現
在
の
﹁
主
峰
﹂
と
さ
れ
る
⽣
駒
⼭
ま
で
は
︑
や
や
距
離
が
あ
る
︒
逃
亡
に
際
し
て
は
⼿
近
な
と
こ
ろ
へ
向
か
う
の
が
⾃
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
後

四
︑
五
⽇
⼭
中
に
留
ま
た
後
︑
斑
鳩
宮
へ
帰
た
と
あ
る
︒
斑
鳩
宮
か
ら
⻄
に
向
か
い
︑
⽣
駒
⼭
地
の
⼀
部
に
隠
れ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 

つ
ま
り
︑
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
は
︑﹁
⽣
駒
⼭
﹂
と
は
︑
現
在
の
⽣
駒
⼭
地
⼀
帯
を
指
し
て
い
る
と
⾒
て
良
い
だ
ろ
う
︒ 

 

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
︑
⻯
⽥
⼭
に
限
ら
ず
︑
⽣
駒
⼭
地
を
通
る
交
通
路
も
機
能
し
て
お
り
︑
⽣
駒
⼭
地
も
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

⼤
和
国
と
河
内
国
は
南
北
に
⻑
く
接
し
て
い
る
た
め
︑
国
を
越
え
る
際
に
も
複
数
の
ル
ト
が
あ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

最
後
に
︑
東
側
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
例
を
⾒
て
も
東
側
は
他
の
⽅
⾓
と
は
異
な
り
︑
次
の
よ
う
に
春
⽇
⼭
が
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と

は
あ
て
も
︑
旅
を
す
る
当
事
者
が
そ
れ
ら
を
歌
に
詠
み
込
む
こ
と
は
な
い
︒
そ
れ
で
は
︑
⼤
和
国
の
東
に
は
︑
境
界
を
認
識
し
う
る
よ
う
な
旅
の
ル
ト
は
な
か

た
の
だ
ろ
う
か
︒
以
下
で
︑
⼤
和
国
か
ら
東
へ
出
る
ル
ト
の
検
討
と
︑
そ
れ
が
境
界
意
識
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
考
察
す
る
︒ 

 

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
壬
申
の
乱
の
際
に
⼤
海
⼈
皇
⼦
が
取
た
ル
ト
で
あ
る
︒
前
章
で
も
取
り
上
げ
た
が
︑
⼤
和
国
を
出
て
東
に
向
か
う
途
上
の
地
名
が
複

数
⾒
ら
れ
︑
東
へ
の
ル
ト
が
も
と
も
詳
細
に
わ
か
る
重
要
な
史
料
で
あ
る
た
め
︑
再
掲
し
検
討
す
る
︒ 

是
⽇
︑
発
レ
途
⼊
⼆
東
国
⼀
︒
事
急
不
レ
待
レ
駕
⽽
⾏
之
︑
黴
遇
⼆
県
⽝
養
連
⼤
伴
鞍
⾺
⼀
︑
因
以
御
駕
︒
乃
皇
后
載
レ
輿
従
之
︒
逮
⼆
于
津
振
川
⼀
︑
⾞
駕
始
⾄
︒
便
乗

焉
︒
是
時
︑
元
従
者
草
壁
皇
⼦
・
忍
壁
皇
⼦
︑
及
舍
⼈
朴
井
連
雄
君
・
縣
⽝
養
連
⼤
伴
・
佐
伯
連
⼤
⽬
・
⼤
伴
連
友
国
・
稚
桜
部
⾂
五
百
瀬
・
書
⾸
根
摩
呂
・
書

直
智
徳
・
⼭
背
直
⼩
林
・
⼭
背
部
⼩
⽥
・
安
⽃
連
智
徳
・
調
⾸
淡
海
之
類
廿
有
余
⼈
︑
⼥
孺
⼗
有
余
⼈
也
︒
即
⽇
︑
到
⼆
菟
⽥
吾
城
⼀
︒
⼤
伴
連
⾺
来
⽥
・
⻩
書
造

⼤
伴
︑
従
⼆
吉
野
宮
⼀
追
⾄
︒
於
⼆
此
時
⼀
︑
屯
⽥
司
舍
⼈
⼟
師
連
⾺
⼿
供
⼆
従
レ
駕
者
⾷
⼀
︒
過
⼆
⽢
羅
村
⼀
︑
有
⼆
獵
者
廿
余
⼈
⼀
︒
⼤
伴
朴
本
連
⼤
国
為
⼆
猟
者
之

⾸
⼀
︒
則
悉
喚
令
⼆
従
駕
⼀
︒
亦
徴
⼆
美
濃
王
⼀
︒
乃
参
赴
⽽
従
矣
︒
運
⼆
湯
沐
之
⽶
⼀
伊
勢
国
駄
五
⼗
匹
遇
⼆
於
菟
⽥
郡
家
頭
⼀
︒
仍
皆
棄
レ
⽶
︑
⽽
令
レ
乗
⼆
歩
者
⼀
︒

到
⼆
⼤
野
⼀
以
⽇
落
也
︒
⼭
暗
不
レ
能
⼆
進
⾏
⼀
︒
則
壊
⼆
取
当
⾢
家
籬
⼀
為
レ
燭
︒
及
⼆
夜
半
⼀
︑
到
⼆
隠
郡
⼀
焚
⼆
隠
駅
家
⼀
︒
因
唱
⼆
⾢
中
⼀
⽈
︑
天
皇
⼊
⼆
東
国
⼀
︒
故

⼈
夫
諸
参
赴
︒
然
⼀
⼈
不
⼆
肯
来
⼀
矣
︒
将
及
⼆
横
河
⼀
︑
有
⼆
⿊
雲
広
⼗
余
丈
⼀
経
レ
天
︒
時
天
皇
異
之
︒
則
挙
レ
燭
親
秉
レ
式
占
⽈
︑
天
下
両
分
之
祥
也
︒
然
朕
遂

得
⼆
天
下
⼀
歟
︒即
急
⾏
到
⼆
伊
賀
郡
⼀
︑焚
⼆
伊
賀
駅
家
⼀
︒逮
⼆
于
伊
賀
中
⼭
⼀
︑⽽
当
国
郡
司
等
率
⼆
数
百
衆
⼀
帰
焉
︒︵﹃
⽇
本
書
紀
﹄天
武
天
皇
元
年︵
六
七
⼆
︶
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六
⽉
甲
申
条
︶ 

 
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
⼤
友
皇
⼦
は
︑
現
在
の
吉
野
町
津
⾵
呂
の
地
と
推
定
さ
れ
て
い
る
津
振
川
に
⾄
り
︑
同
⽇
に
菟
⽥
吾
城
に
到
着
し
た
と
あ
る
︒
菟
⽥
と
は
宇
陀
の

こ
と
で
あ
り
︑
吾
城
は
﹃
万
葉
集
﹄
に
﹁
安
騎
の
野
﹂︑﹁
阿
騎
の
野
﹂
と
⾒
え
る
地
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
宇
陀
を
通
て
伊
賀
国
名
隠
郡
に
到
る
︒ 

 

ま
た
︑
前
章
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
︑
天
平
⼗
⼆
年
︵
七
四
〇
︶
に
藤
原
広
嗣
の
乱
が
起
こ
た
際
に
聖
武
天
皇
が
伊
勢
国
に
⾏
幸
し
た
際
も
⼤
和
国
⼭
辺
郡
⽵
谿

村
を
通
て
︑
伊
賀
国
名
張
に
⾄
て
お
り
︑
同
様
の
ル
ト
で
あ
た
と
考
え
ら
れ
る
︵
図
２
参
照
︶(

２
０)

︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
霊
⻲
元
年
︵
七
⼀
五
︶
に
⼤
和
国

か
ら
伊
賀
国
に
通
じ
る
都
祁
⼭
道
が
開
か
れ
た
こ
と
も
前
章
で
触
れ
た(

２
１)

︒ 

⼋
世
紀
の
史
料
か
ら
平
城
京
へ
の
東
の
ル
ト
が
判
明
す
る
例
は
以
上
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
に
加
え
て
注
⽬
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
︑
斎
王
の
通
る
ル
ト
で
あ
る
︒

現
在
判
明
す
る
の
は
平
安
時
代
の
も
の
で
あ
る
が
︑
帰
り
は
奈
良
時
代
の
道
を
使
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
⼤
伯
皇
⼥
が
斎
王
と
し
て
伊
勢
に
向
か
う

際
に
は
⼤
和
国
の
初
瀬
か
ら
伊
賀
の
名
隠
︑
阿
保
を
経
て
伊
勢
に
⾄
る
も
の
で
あ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︵
図
３
参
照
︶(

２
２)

︒ 
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図
２ 

壬
申
の
乱
と
聖
武
天
皇
の
⾏
幸
ル
ト
︵
仁
藤
敦
史
﹁
離
宮
・
頓
宮
・
⾏
宮
﹂︵
条
⾥
制
・
古
代
都
市
研
究
会
編
﹃
古
代
の
都
市
と
条
⾥
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
⼀

五
年
︶
よ
り
引
⽤ 
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図
３ 

斎
王
群
⾏
の
ル
ト
︵
斎
宮
歴
史
博
物
館
︑
⼀
九
九
⼋
年
よ
り
引
⽤
︶ 
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以
上
︑
⼤
和
国
か
ら
東
へ
向
か
う
交
通
路
を
史
料
か
ら
検
討
し
て
き
た
が
︑
総
じ
て
︑
東
へ
向
か
う
道
は
他
の
道
と
異
な
り
︑
境
界
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
を
⽰
す
よ

う
な
も
の
は
⾒
当
た
ら
な
い
︒
ま
た
︑
記
録
に
も
ほ
と
ん
ど
現
れ
る
こ
と
が
な
い
︒
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
︑
平
城
京
か
ら
東
へ
向
か
う
に
は
︑
い
た
ん
京
内
か
ら

南
へ
向
か
う
必
要
が
あ
り
︑
東
へ
向
か
う
と
い
う
体
感
が
乏
し
か
た
こ
と
も
理
由
の
⼀
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
先
に
挙
げ
た
史
料
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
︑
東
へ
向
か
う
例
は
す
べ
て
乱
に
関
わ
る
も
の
や
斎
王
群
⾏
と
い
う
︑
特
殊
な
事
例
で
あ
る
︒
通
常
の
旅
に
は
⽤
い
ら
れ
る
機
会
が
な
く
︑
意
識
さ
れ
る
こ

と
が
少
な
か
た
と
も
推
測
さ
れ
る
︒ 

 

こ
こ
ま
で
⼭
と
境
界
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
︑
最
後
に
そ
の
境
界
と
し
て
の
性
格
を
考
え
て
み
た
い
︒
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
⼤
和
国
を
出
て

い
く
官
⼈
た
ち
は
︑
⼤
和
国
を
取
り
囲
む
⼭
々
を
境
界
と
し
て
認
識
し
て
い
た
︒
表
１
を
⾒
て
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
歌
の
中
で
︑
⼭
々
は
﹁
帰
る
﹂﹁
家
﹂﹁
妹
﹂
な
ど
︑

⾃
宅
と
関
連
す
る
語
と
多
く
結
び
つ
く
︒
そ
の
う
ち
⼀
例
の
み
挙
げ
て
お
く
︒ 

⽩
栲
尓 

丹
保
布
信
⼟
之 
⼭
川
尓 

吾
⾺
難 

家
恋
良
下 

︵
⽩
栲
に
に
ほ
ふ
真
⼟
の
⼭
川
に
我
が
⾺
な
づ
む
家
恋
ふ
ら
し
も 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
七
・
⼀
⼀
九
⼆
番
歌 

作
者
不
明
︶ 

 

真
⼟
の
⼭
川
で
︑
⾺
が
難
渋
し
て
い
る
︑
家
を
恋
い
慕
て
い
る
ら
し
い
と
詠
む
︒
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
︑
⼭
は
家
か
ら
︑
あ
る
い
は
家
へ
の
道
の
り
に
存
在

す
る
⼀
つ
の
⽬
印
で
あ
り
︑
⾃
ら
の
⽣
活
空
間
を
区
切
る
性
格
を
持
つ
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
他
に
真
⼟
⼭
に
つ
い
て
は
︑
旅
を
す
る
⼈
が

⼤
和
国
か
ら
紀
伊
国
へ
越
え
る
様
⼦
を
詠
ん
だ
︑
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
︒ 

亦
打
⼭  

暮
越
⾏
⽽  

廬
前
乃  

⾓
太
川
原
尓  
独
可
⽑
将
宿 

︵
真
⼟
⼭
⼣
越
え
⾏
き
て
廬
前
の
⾓
太
河
原
に
ひ
と
り
か
も
寝
む 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
三
・
⼆
九
⼋
番
歌 

弁
基
︶ 

こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
真
⼟
⼭
を
越
え
る
と
⼀
⼈
で
の
旅
寝
で
あ
る
と
の
感
慨
で
あ
る
︒
⼤
和
国
側
か
ら
越
え
れ
ば
旅
の
不
安
や
寂
し
さ
を
喚
起
さ
せ
︑

紀
伊
国
側
か
ら
越
え
れ
ば
家
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
︑
単
な
る
旅
の
⽬
標
点
に
は
留
ま
ら
な
い
︑
⼼
理
的
な
変
化
の
境
界
点
で
あ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒ 

重
要
な
の
は
こ
れ
ら
が
周
辺
諸
国
と
の
国
境
を
な
す
⼭
で
あ
る
こ
と
で
︑
旅
の
際
に
意
識
さ
れ
る
の
も
交
通
路
上
の
⼀
地
点
で
あ
り
︑
そ
れ
は
改
新
詔
や
﹃
出
雲
国

⾵
⼟
記
﹄
で
の
発
想
と
同
⼀
で
あ
た
と
い
え
る
︒ 

以
上
︑
交
通
路
と
そ
の
途
上
に
あ
る
⼭
と
の
関
係
を
考
察
し
て
き
た
︒
単
な
る
象
徴
や
景
物
と
し
て
歌
枕
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
交
通
路
と
密
接
に
結

び
つ
き
︑
実
際
の
交
通
路
に
基
づ
い
た
境
界
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 
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第
⼆
節 

境
界
と
祭
祀 

１ 
⼿
向
け
と
境
界 

 

前
節
で
は
︑
交
通
路
と
い
う
実
際
的
な
⾯
か
ら
境
界
を
論
じ
た
︒
そ
の
ほ
か
に
境
界
を
意
識
す
る
も
の
と
し
て
︑
祭
祀
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
本
節
で
は
︑
⼤
和
国
周
辺

で
⾏
わ
れ
る
祭
祀
と
境
界
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒ 

 

ま
ず
︑
旅
の
途
上
で
は
⼿
向
け
が
⾏
わ
れ
る
︒
そ
の
⼿
向
け
が
実
際
に
⾏
わ
れ
た
こ
と
を
⽰
す
例
を
歴
史
史
料
に
探
す
こ
と
は
難
し
い
︒
し
か
し
︑
旅
に
出
た
⼈
物

が
歌
に
詠
む
こ
と
は
あ
る
︒
次
に
挙
げ
る
﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
は
⼤
伴
家
持
が
越
中
国
に
赴
任
す
る
際
の
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
﹁
幣
奉
る
﹂
と
⼿
向
け
の
⾏
為
が
詠

ま
れ
る
︒
実
際
に
︑
旅
の
主
体
と
な
る
⼈
物
が
⼿
向
け
の
⾏
為
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
︒
越
中
国
へ
の
途
上
に
あ
る
礪
波
⼭
︵
現
在
の
⽯
川
県
と
富
⼭
県

の
間
に
ま
た
が
る
⼭
︶
の
﹁
⼿
向
の
神
﹂
に
幣
を
奉
り
︑
祈
る
様
⼦
を
詠
む
︒ 

︵
前
略
︶
⼑
奈
美
夜
⿇ 

多
牟
気
能
可
味
尓 

奴
佐
⿇
都
⾥ 

安
我
許
⽐
能
⿇
久
︵
後
略
︶ 

︵…

礪
波
⼭
⼿
向
の
神
に
幣
奉
り
我
が
乞
ひ
禱
ま
く…

 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼗
七
・
四
〇
〇
⼋
番
歌 

⼤
伴
家
持
︶ 

時
代
は
下
る
が
︑
家
持
が
⼿
向
け
を
⾏
た
礪
波
⼭
の
神
は
︑
⼿
向
神
と
し
て
独
⽴
し
た
神
で
あ
た
こ
と
が
わ
か
る
記
事
が
﹃
⽇
本
三
代
実
録
﹄
に
あ
る
︒
こ
こ

に
⾒
え
る﹁
⼿
向
神
﹂と
は
礪
波
⼭
の
神
の
こ
と
で
あ
る
︒正
六
位
上
だ
た﹁
⼿
向
神
﹂に
従
五
位
下
を
授
け
た
と
す
る
︒叙
位
の
い
き
さ
つ
の
詳
細
は
不
明
だ
が
︑

こ
の
前
後
に
も
諸
国
の
神
に
対
す
る
叙
位
の
記
事
が
確
認
で
き
る
た
め
︑
そ
の
⼀
環
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

授
⼆
越
中
国
正
六
位
上
⼿
向
神
従
五
位
下
⼀
︒︵
元
慶
⼆
年
︵
⼋
七
⼋
︶
五
⽉
⼋
⽇
癸
卯
条
︶ 

 

⼿
向
が
⾏
わ
れ
て
い
た
の
は
礪
波
⼭
だ
け
で
は
な
い
︒
先
述
し
た
⼤
和
国
の
国
境
の
⼭
で
も
⼿
向
け
が
⾏
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
︑
以
下
に
挙
げ
る
﹃
万
葉
集
﹄
の
歌

で
確
認
で
き
る
︒ 

佐
保
過
⽽ 

寧
楽
乃
⼿
祭
尓 

置
幣
者 

妹
乎
⽬
不
離 

相
⾒
染
跡
⾐ 

︵
佐
保
過
ぎ
て
奈
良
の
⼿
向
に
置
く
幣
は
妹
を
⽬
離
れ
ず
相
⾒
し
め
と
そ 
﹃
万
葉
集
﹄
巻
三
・
三
〇
〇
番
歌 

⻑
屋
王
︶ 

 

﹁
奈
良
の
⼿
向
﹂
と
は
奈
良
⼭
を
指
す
︒
⼤
和
国
と
⼭
背
国
の
境
界
に
あ
る
奈
良
⼭
で
幣
を
⼿
向
け
る
様
⼦
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
題
詞
に
よ
れ
ば
︑
⻑
屋
王
が

⾺
を
奈
良
⼭
に
停
め
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
い
う
︒歌
が
詠
ま
れ
た
詳
し
い
背
景
は
不
明
で
あ
る
が
︑奈
良
⼭
で
も
⼿
向
け
を
⾏
う
こ
と
が
あ
た
こ
と
を
⽰
す
も
の

で
あ
る
︒
奈
良
⼭
で
の
⼿
向
け
を
詠
ん
だ
歌
は
︑
こ
れ
が
唯
⼀
の
例
で
あ
る
︒ 

⽗
公
尓 

吾
者
真
名
⼦
叙 

妣
⼑
⾃
尓 

吾
者
愛
兒
叙 

参
昇 

⼋
⼗
⽒
⼈
乃 

⼿
向
為 

恐
乃
坂
尓 
幣
奉 

吾
者
叙
追 

遠
杵
⼟
左
道
矣 
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︵
⽗
君
に 

我
は
愛
⼦
ぞ 

⺟
⼑
⾃
に 

我
は
愛
⼦
ぞ 

参
ゐ
上
る 

⼋
⼗
⽒
⼈
の 

⼿
向
す
る 

恐
の
坂
に 

幣
奉
り 

我
は
ぞ
追
へ
る 

遠
き
⼟
左
道
を 

﹃
万
葉
集
﹄

巻
六
・
⼀
〇
⼆
⼆
番
歌 

作
者
不
明
︶ 

 
右
は
︑
⽯
上
⼄
⿇
呂
が
天
平
⼗
⼀
年
︵
七
三
九
︶
に
⼟
佐
国
に
流
刑
に
な
た
時
の
歌
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
歌
と
異
な
り
︑
⼄
⿇
呂
が
実
際
に
⼿
向
け
を

し
た
こ
と
を
明
確
に
⽰
す
も
の
で
は
な
い
が
︑
旅
と
⼿
向
け
の
結
び
つ
き
を
⽰
す
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
た
︒﹁
恐
の
坂
﹂
が
具
体
的
に
ど
こ
を
指
す
の
か
︑
こ
の
歌

の
み
か
ら
は
断
定
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
歌
と
と
も
に
収
録
さ
れ
た
⻑
歌
⼆
⾸
が
⼤
和
国
か
ら
紀
伊
国
へ
と
進
む
経
過
を
詠
む
も
の
で
あ
る
こ
と
と
︑
こ
の
後
に

添
え
ら
れ
た
反
歌
に
︑
紀
伊
国
の
地
名
で
あ
る
﹁
⼤
崎
﹂
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
こ
の
﹁
恐
の
坂
﹂
も
⼤
和
国
か
ら
紀
伊
国
の
地
名
で
あ
る
と
推
測
で

き
る
︒
最
初
に
挙
げ
た
礪
波
⼭
は
越
中
国
と
加
賀
国
と
の
国
境
に
あ
る
⼭
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
歌
で
⼿
向
け
が
⾏
わ
れ
た
⼭
は
︑
⼆
つ
の
国
に
ま
た
が
る
⼤

き
な
境
界
と
な
る
⼭
で
あ
る
︒そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑こ
の﹁
恐
の
坂
﹂も
︑⼤
和
国
と
紀
伊
国
に
ま
た
が
る
真
⼟
⼭
で
あ
る
と
⾒
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
︑
こ
の
歌
は
真
⼟
⼭
で
の
⼿
向
け
を
詠
ん
だ
唯
⼀
の
例
で
あ
る
︒ 

以
上
︑⼤
和
国
周
辺
の
⼭
す
べ
て
で
⼿
向
け
が
⾏
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑⼿
向
け
と
は
⼤
伴
家
持
の
歌
の
よ
う
に
平
城
京
か
ら
遠
く

離
れ
た
場
所
の
み
で
⾏
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
た
︒平
城
京
の
⼈
々
に
と
て
⾝
近
で
︑旅
の
は
じ
め
の
地
点
と
も
い
え
る
⼭
々
で
も
⼿
向
け

は
⾏
わ
れ
て
い
た
︒
前
節
で
指
摘
し
た
⼭
々
は
地
理
的
な
感
慨
が
託
さ
れ
る
に
留
ま
ら
ず
︑
交
通
路
上
の
重
要
な
境
界
地
点
と
し
て
︑
祭
祀
の
⼀
つ
で
あ
る
⼿
向
け
が

⾏
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

そ
の
他
に
も
︑﹁
坂
の
神
﹂
が
各
国
の
﹃
⾵
⼟
記
﹄
に
確
認
で
き
る
こ
と
を
︑
荒
井
秀
規
⽒
が
指
摘
し
て
い
る(

２
３)

︒
⼭
に
よ
て
で
き
る
坂
と
い
う
地
形
は
︑
⼤
和

国
周
辺
に
限
ら
ず
祭
祀
的
な
性
格
を
持
つ
場
所
で
あ
た
︒ 

 

２ 

疫
神
祭
祀
と
境
界 

も
う
⼀
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
が
疫
神
祭
祀
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
は
都
城
の
四
隅
の
道
の
上
で
⾏
う
道
饗
祭
や
畿
内
⼗
堺
疫
神
祭
が
あ
る
︒ 

道
饗
祭
と
は
︑
令
に
規
定
さ
れ
る
祭
祀
の
⼀
つ
で
あ
り
︑
都
城
の
四
隅
の
道
路
上
に
お
い
て
︑
疫
病
や
⻤
神
の
類
を
饗
応
し
て
︑
⼊
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
祭
の
こ

と
で
あ
る
︒﹃
令
義
解
﹄
神
祇
令
季
夏
条
に
そ
の
説
明
が
⾒
ら
れ
る
︒ 

道
饗
祭
︿
謂
︒
⼘
部
等
於
⼆
京
城
四
隅
道
上
⼀
⽽
祭
之
︒
⾔
欲
レ
令
丁
⼆
⻤
魅
⼀
⾃
レ
外
来
者
︑
不
丙
敢
⼊
⼄
京
師
甲
︒
故
預
迎
⼆
於
道
⼀
⽽
饗
遏
也
︒﹀ 

畿
内
⼗
堺
祭
は
︑﹃
続
⽇
本
紀
﹄
に
﹁
祭
⼆
疫
神
於
京
師
四
隅
・
畿
内
⼗
堺
⼀
︒﹂︵
宝
⻲
元
年
︵
七
七
〇
︶
六
⽉
甲
寅
条
︶
と
⾒
え
る
も
の
で
︑
畿
内
の
⼗
箇
所
の
堺

に
疫
神
を
祀
る
も
の
で
あ
る
︒﹃
続
⽇
本
紀
﹄の
時
点
で
は
︑そ
の
⼗
箇
所
が
ど
こ
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑﹃
延
喜
式
﹄に
よ
れ
ば
︑⼭
城
と
近
江
︑丹
波
︑
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摂
津
︑
河
内
︑
⼤
和
︑
伊
賀
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
境
︑
⼤
和
と
伊
賀
︑
紀
伊
の
国
境
︑
和
泉
と
紀
伊
の
国
境
︑
摂
津
と
播
磨
の
国
境
の
そ
れ
ぞ
れ
で
⾏
わ
れ
た(

２
４)

︒
関

⼝
靖
之
⽒
は
︑
こ
れ
ら
の
祭
祀
が
⾏
わ
れ
た
場
所
を
主
要
道
が
交
差
す
る
﹁
チ
マ
タ
﹂
に
⽐
定
し
て
い
る(

２
５)

︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ら
の
祭
祀
も
交
通
路
と
密
接
な
関
係

を
持
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の
祭
祀
に
関
し
て
は
都
城
や
畿
内
と
い
う
制
度
に
関
わ
る
た
め
︑
⼿
向
け
の
よ
う
な
︑
個
⼈
の
境
界
に
対
す
る
認
識
と
単
純
に
同
⼀
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
︒
⻤
塚
久
美
⼦
⽒
も
︑
こ
う
し
た
境
界
祭
祀
が
︑﹁
政
治
的
境
界
で
あ
る
国
境
を
重
視
す
る
と
い
う
同
様
の
意
識
に
よ
て
祭
祀
の
場
が
定
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
は
想
定
で
き
る
﹂
と
述
べ
て
い
る(

２
６)

︒
し
か
し
︑
中
村
英
重
⽒
が
︑
疫
神
が
⼈
間
に
付
随
し
て
交
通
路
か
ら
⼊
て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し(

２
７)

︑
前
⽥
晴
⼈
⽒
・
⼭
近
久
美
⼦
⽒
は
︑
境
界
祭
祀
に
交
通
路
を
通
じ
て
⼊
て
く
る
疫
神
を
防
ぐ
と
い
う
意
識
が
あ
た
と
い
う
指
摘
を
⾏
て
い
る
こ
と
は

注
⽬
す
べ
き
で
あ
る(

２
８)

︒
制
度
上
の
祭
祀
に
お
け
る
境
界
も
︑
⾃
ら
が
交
通
路
を
た
ど
る
イ
メ
ジ
を
投
影
し
た
も
の
で
あ
た
と
い
え
る
︒ 

右
に
述
べ
た
制
度
的
な
境
界
祭
祀
の
以
前
の
⼤
和
国
周
辺
の
疫
神
祭
祀
に
関
し
て
は
︑
前
⽥
⽒
の
論
が
あ
る
︒
前
⽥
⽒
は
︑
次
の
よ
う
な
記
紀
の
記
述
に
⾒
え
る
奈

良
盆
地
周
縁
の
地
を
祭
祀
の
場
所
と
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
奈
良
⼭
・
⼤
坂
道
の
坂
・
宇
陀
や
伊
賀
へ
の
坂
道
・
真
⼟
⼭
に
⽐
定
し
た(

２
９)

︒
⼤
坂
道
は
⼤
和
か
ら
河
内
へ
越

え
る
⽳
⾍
峠
︵
現
在
の
奈
良
県
⾹
芝
市
⻄
⽅
︑
⼆
上
⼭
北
麓
︶
と
考
え
ら
れ
て
い
る(

３
０)

︒ 

次
は
︑﹃
古
事
記
﹄
垂
仁
記
の
⼀
部
で
あ
る
︒
垂
仁
天
皇
の
⼦
で
あ
る
本
牟
智
和
気
王
は
成
⻑
し
て
も
物
を
⾔
え
ず
︑
垂
仁
天
皇
の
夢
で
出
雲
⼤
神
の
祟
り
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
た
︒
そ
こ
で
王
を
曙
⽴
王
・
菟
上
王
と
と
も
に
出
雲
に
遣
わ
す
こ
と
に
し
た
︒
そ
の
際
に
占
た
と
こ
ろ
︑﹁
那
良
⼾
﹂
で
は
⾜
や
⽬
の
不
⾃
由
な
⼈

に
会
う
し
︑﹁
⼤
坂
⼾
﹂
で
も
⾜
や
⽬
の
不
⾃
由
な
⼈
に
会
う
︑﹁
⽊
⼾
﹂
の
み
が
良
い
と
出
た
と
い
う
︒
前
⽥
⽒
は
︑
こ
の
物
語
に
⼤
和
国
か
ら
の
基
幹
交
通
路
の
境

界
点
が
記
さ
れ
て
い
る
と
み
た
︒
そ
の
う
え
で
︑﹁
那
良
⼾
﹂
を
奈
良
⼭
︑﹁
⼤
坂
⼾
﹂
を
奈
良
盆
地
か
ら
河
内
国
へ
抜
け
る
﹁
⼤
坂
道
﹂
の
最
⾼
所
︑﹁
⽊
⼾
﹂
を
︑

⼤
和
国
と
紀
伊
国
を
結
ぶ
﹁
紀
路
﹂
が
真
⼟
⼭
を
通
過
す
る
地
点
を
指
す
と
し
た
︒ 

即
曙
⽴
王
︑
菟
上
王
⼆
王
︑
副
⼆
其
御
⼦
⼀
遣
時
︑
⾃
⼆
那
良
⼾
⼀
遇
⼆
跛
・
盲
⼀
︒
⾃
⼆
⼤
坂
⼾
⼀
亦
遇
⼆
跛
・
盲
⼀
︒
唯
⽊
⼾
︑
是
掖
⽉
之
吉
⼾
︑
⼘
⽽
︑
出
⾏
之
時
︑

毎
⼆
到
坐
地
⼀
︑
定
⼆
品
遅
部
⼀
也
︒︵﹃
古
事
記
﹄
中
巻
︶ 

 

次
の﹃
⽇
本
書
紀
﹄の
記
事
は
︑武
埴
安
彦
の
謀
反
の
際
に
︑⼤
彦
と
彦
国
葺
が
率
い
た
軍
が
踏
み
な
ら
し
た
⼭
を﹁
那
羅
⼭
﹂と
名
付
け
た
と
す
る
逸
話
で
あ
る
︒

こ
こ
で
注
⽬
す
べ
き
は
︑﹁
和
珥
武
鐰
坂
﹂
に
忌
甕
を
据
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
前
⽥
⽒
は
︑
那
羅
⼭
を
通
過
す
る
交
通
路
で
あ
る
こ
の
坂
の
上
に
忌
甕
を
据
え
る

⾏
為
を
⼀
種
の
境
界
祭
祀
と
⾒
て
い
る
︒ 

復
遣
下
⼤
彦
与
⼆
和
珥
⾂
遠
祖
彦
国
葺
⼀
︑
向
⼆
⼭
背
⼀
撃
中
埴
安
彦
上
︒
爰
以
⼆
忌
瓮
⼀
鎮
⼆
坐
於
和
珥
武
鐰
坂
上
⼀
︒
則
率
⼆
精
兵
⼀
︑
進
登
⼆
那
羅
⼭
⼀
⽽
軍
之
︒
時
官

軍
屯
聚
⽽
蹢
⼆
跙
草
⽊
⼀
︒
因
以
号
⼆
其
⼭
⼀
⽈
⼆
那
羅
⼭
⼀
︒︵﹃
⽇
本
書
紀
﹄
崇
神
天
皇
⼗
年
九
⽉
甲
午
条
︶ 
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次
は
︑
崇
神
天
皇
の
夢
に
神
の
よ
う
な
⼈
が
現
れ
︑﹁
⾚
盾
⼋
枚
・
⾚
⽭
⼋
竿
を
も
て
墨
坂
神
を
祀
り
な
さ
い
︒
⿊
盾
⼋
枚
・
⿊
⽭
⼋
竿
を
も
て
⼤
坂
神
を
祀

り
な
さ
い
︒﹂
と
⾔
た
と
す
る
場
⾯
で
あ
る
︒
前
⽥
⽒
は
︑﹁
⼤
坂
神
﹂
と
は
先
ほ
ど
述
べ
た
﹁
⼤
坂
⼾
﹂
に
鎮
座
す
る
神
で
あ
り
︑﹁
墨
坂
神
﹂
は
奈
良
盆
地
か
ら

宇
陀
・
伊
賀
⽅
⾯
へ
越
え
る
坂
道
の
神
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
︒ 

天
皇
夢
有
⼆
神
⼈
⼀
︑
誨
之
⽈
︑
以
⼆
⾚
盾
⼋
枚
・
⾚
⽭
⼋
竿
⼀
︑
祠
⼆
墨
坂
神
⼀
︒
亦
以
⼆
⿊
盾
⼋
枚
・
⿊
⽭
⼋
竿
⼀
︑
祠
⼆
⼤
坂
神
⼀
︒︵﹃
⽇
本
書
紀
﹄
崇
神
天
皇
九

年
三
⽉
戊
寅
条
︶ 

 

後
の
⼆
つ
の
史
料
で
は
︑
⼤
彦
命
が
奈
良
⼭
に
忌
甕
を
据
え
た
こ
と
︑
墨
坂
神
と
⼤
坂
神
に
そ
れ
ぞ
れ
盾
と
⽭
が
祀
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る(

３
１)

︒
こ
れ
ら
は
す
べ

て
境
界
祭
祀
と
み
ら
れ
る
⾏
為
で
あ
る
︒ 

こ
れ
は
︑
先
述
し
た
﹃
万
葉
集
﹄
の
例
と
同
様
に
︑
盆
地
周
縁
の
⼭
を
意
識
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
前
⽥
⽒
は
こ
れ
ら
を
律
令
制
以
前
の
祭
祀
と
捉
え
た
が
︑﹃
万

葉
集
﹄
と
同
様
の
境
界
認
識
が
⾒
ら
れ
る
こ
と
と
︑
記
紀
の
記
述
が
⼋
世
紀
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
こ
れ
ら
の
史
料
に
⾒
え
る
境
界
は
︑
⼋
世
紀
に
ま
で

引
き
継
が
れ
て
い
た
と
⾒
る
こ
と
も
で
き
る
︒
交
通
祭
祀
と
疫
神
祭
祀
に
お
い
て
意
識
さ
れ
︑
区
切
ら
れ
る
範
囲
は
お
お
む
ね
⼀
致
す
る
と
み
て
良
い
で
あ
ろ
う
︒ 

ま
た
︑
こ
こ
で
は
墨
坂
と
い
う
﹃
万
葉
集
﹄
で
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
東
へ
の
交
通
路
も
現
れ
る
︒
こ
の
﹁
墨
坂
﹂
と
は
︑
⼤
和
国
と
伊
勢
国
を
結
ぶ
交
通
路
上
に

位
置
す
る
︵
現
在
の
奈
良
県
宇
陀
市
榛
原
︶︒
普
段
の
利
⽤
で
は
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
東
⽅
も
︑
祭
祀
に
お
い
て
は
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
⽬
す
べ
き
で

あ
ろ
う
︒
交
通
路
と
し
て
の
利
⽤
の
機
会
は
少
な
い
が
︑
⼤
和
国
と
そ
の
外
を
区
切
る
地
点
と
し
て
の
認
識
は
あ
た
と
い
え
る
︒ 

前
⽥
⽒
は
﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
真
⼟
⼭
の
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
を
﹁
境
界
祭
祀
の
⾏
わ
れ
た
特
異
な
場
所
で
あ
た
た
め
﹂
と
し
て
い
る
が(

３
２)

︑
⽒
が
真
⼟
⼭

を
通
る
道
に
⽐
定
し
た
﹁
⽊
⼾
﹂
で
祭
祀
が
⾏
わ
れ
た
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
史
料
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
先
に
挙
げ
た
﹃
古
事
記
﹄
に
あ
る
よ
う
に
︑
境
界
地
点
を
越

え
る
際
に
⾜
や
⽬
の
不
⾃
由
な
⼈
物
に
出
会
う
こ
と
が
吉
・
不
吉
を
わ
け
る
と
い
う
発
想
⾃
体
に
︑
多
分
に
祭
祀
的
な
性
格
が
⾒
て
と
れ
る
︒
ま
た
︑
他
の
⽅
⾓
に
関

し
て
は
︑
奈
良
盆
地
周
縁
の
⼭
を
祭
祀
の
場
所
と
す
る
点
は
注
⽬
す
べ
き
で
あ
る
︒ 

 

以
上
︑
境
界
で
⾏
わ
れ
る
祭
祀
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
交
通
祭
祀
と
疫
神
祭
祀
の
性
格
の
相
違
で
あ
る
︒
⼿
向
け
な
ど
の
交
通
祭
祀

は
⾃
⾝
の
安
全
を
祈
願
す
る
私
的
な
性
格
を
持
つ
の
に
対
し
︑疫
神
祭
祀
は
政
治
的
な
空
間
を
外
か
ら
の
脅
威
か
ら
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
︒そ
れ
ぞ
れ
祭
祀
に
託

さ
れ
る
性
格
は
ま
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
性
格
の
異
な
る
祭
祀
に
お
い
て
も
︑
交
通
路
と
い
う
共
通
の
原
理
が
基
に
な
て
い
る
︒
こ

の
こ
と
か
ら
︑境
界
と
な
る
地
点
の
性
格
に
は
私
的
か
つ
慣
習
に
よ
る
も
の
と
︑そ
の
慣
習
を
下
敷
き
と
し
た
公
的
か
つ
政
治
的
な
も
の
と
の
⼆
重
性
が
あ
る
と
も
い

え
る
︒ 
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お
わ
り
に 

 
境
界
の
認
識
と
は
︑
景
物
と
し
て
の
地
形
に
境
界
性
を
与
え
る
の
で
は
な
く
︑
諸
研
究
が
交
通
路
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
⾃
ら
が
移
動
す
る
際
の
状
況

を
投
影
し
た
も
の
で
あ
り
︑
⼤
和
国
に
お
い
て
は
︑
そ
の
地
形
的
な
特
徴
か
ら
周
囲
を
囲
む
⼭
が
境
界
と
な
り
え
た
︒
ま
た
︑﹁
畿
内
⼗
堺
﹂
な
ど
の
点
在
的
な
表
現

や
︑
上
述
し
た
交
通
路
上
の
⼀
地
点
で
祭
祀
を
⾏
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
も
︑
境
界
が
地
点
で
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
各
⽅
向
に
お
い
て
複
数
点
在
し
て

い
る
状
態
で
あ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

最
後
に
な
る
が
︑
⾃
然
地
形
が
境
界
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
単
な
る
地
形
的
・
景
観
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
実
際
の
交
通
に
お
け
る
体
感
と
し
て
の
も
の
で
あ

た
︒
⼋
世
紀
段
階
に
お
い
て
も
︑
改
新
詔
の
畿
内
境
や
﹃
出
雲
国
⾵
⼟
記
﹄
に
⾒
ら
れ
る
よ
う
な
交
通
路
の
上
に
現
れ
る
も
の
と
し
て
の
境
界
認
識
が
⽣
き
て
い
た

と
い
え
る
︒ 

⼋
世
紀
当
時
に
お
け
る
境
界
と
は
︑明
確
な
線
に
よ
て
囲
ま
れ
た
空
間
で
は
な
く
︑各
⽅
向
に
伸
び
る
交
通
路
上
の
地
点
が
点
在
す
る
状
態
の
も
の
で
あ
た
と

考
え
ら
れ
︑
境
界
祭
祀
も
そ
の
よ
う
な
発
想
の
も
と
に
場
所
が
定
め
ら
れ
て
い
た
︒
観
念
的
に
境
界
線
が
引
か
れ
︑
都
城
の
条
坊
制
の
よ
う
な
⼀
つ
の
ま
と
ま
た
空

間
が
想
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
バ
ト
ン
⽒
が
﹁
⾃
然
発
⽣
的
な
境
界
は
︑
幅
の
あ
る
曖
昧
な
﹁
⾯
﹂
を
な
す
傾
向
が
強
い
﹂︑﹁
前
近
代
の
も
の

は
︑﹁
線
﹂
で
は
な
く
﹁
地
帯
﹂
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
多
か
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に(

３
３)

︑
こ
の
時
代
に
は
︑
⾃
ら
の
移
動
の
体
験
に
則
り
︑
⼭
な

ど
の
空
間
を
遮
る
⼀
定
の
幅
の
あ
る
地
点
を
境
界
と
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒空
間
の
把
握
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
︑⾃
⾝
が
認
知
で
き
る
範
囲
で
の
地
点

の
集
合
体
と
し
て
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
明
確
な
領
域
で
把
握
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
︒
つ
ま
り
︑
後
の
時
代
の
よ
う
な
地
図
に
よ
る
俯
瞰
で
の

把
握
と
は
性
格
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒ 

今
回
は
⼤
和
国
を
中
⼼
に
検
討
を
⾏
た
が
︑
こ
れ
は
当
時
の
空
間
認
識
の
⼀
部
に
留
ま
る
︒
こ
の
よ
う
な
認
識
が
他
の
地
域
で
も
い
え
る
の
か
︑
ひ
い
て
は
七
道

や
国
⼟
に
関
す
る
観
念
に
敷
衍
で
き
る
か
な
ど
︑
よ
り
広
域
的
な
視
点
で
当
時
の
境
界
認
識
を
把
握
し
た
い
と
考
え
て
い
る
︒
特
に
︑﹃
宋
書
﹄
の
倭
王
武
の
上
表
⽂

に
も
⾒
ら
れ
る
よ
う
に(

３
４)

︑
⼀
点
を
中
⼼
と
し
た
東
⻄
南
北
の
⽅
⾓
で
の
領
域
の
認
識
の
⽅
法
は
︑
倭
国
的
な
﹁
天
下
﹂
観
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る(

３
５)

︒

ま
た
︑
後
の
平
安
時
代
と
の
⽐
較
を
通
し
て
時
代
に
よ
る
変
遷
と
い
う
観
点
か
ら
も
検
討
し
た
い
と
思
う
︒ 

 

註

 (

１) 

折
⼝
信
夫
﹁
⺠
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
﹂︵﹃
折
⼝
信
夫
全
集
﹄
第
⼗
六
巻
︑
中
央
公
論
社
︑
⼀
九
六
七
年
︑
初
出
は
⼀
九
五
⼆
年
︶︒
⾚
坂
憲
雄
﹃
境
界
の



 

82 
 

 

発
⽣
﹄︵
講
談
社
︑
⼆
〇
〇
⼆
年
︶︒ 

(
２) 

ブ
ル
ス
・
バ
ト
ン
﹁﹁
境
界
﹂
と
は
何
か―

理
論
的
考
察
の
試
み
﹂︵
村
井
章
介
・
佐
藤
信
・
吉
⽥
伸
之
編
﹃
境
界
の
⽇
本
史
﹄
⼭
川
出
版
社
︑
⼀
九
九
七

年
︶︑
⼀
六
四―

⼀
六
⼋
⾴
︒ 

(

３) 

遠
藤
慶
太
⽒
は
︑﹃
⽇
本
書
紀
﹄
の
史
料
と
し
て
の
研
究
史
を
整
理
し
た
上
で
︑﹁
⼋
世
紀
の
成
⽴
時
に
視
点
を
固
定
し
て
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
﹃
⽇
本
書
紀
﹄

を
検
討
す
る
こ
と
は
︑
確
か
に
⽂
献
の
研
究
と
し
て
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
だ
か
ら
と
い
て
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
を
⽤
い
て
⼋
世
紀
以
前
の
歴
史
を
研
究

す
る
こ
と
を
閉
ざ
す
こ
と
は
な
い
︒﹂︵
⼆
三
⾴
︶︑﹁
現
在
の
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
と
は
︑﹃
⽇
本
書
紀
﹄
以
前
に
存
在
し
た
記
録
・
伝
承
を
集
成
し
︑
⻑
い
編
纂
の
道
の

り
を
経
て
⼋
世
紀
に
完
成
し
た
最
終
的
な
姿
と
み
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
︒﹂︵
⼆
五
⾴
︶
と
述
べ
る
︵
遠
藤
慶
太
﹁﹃
⽇
本
書
紀
﹄
研
究
の
課
題
﹂︵﹃﹃
⽇

本
書
紀
﹄
の
形
成
と
諸
史
料
﹄
塙
書
房
︑
⼆
〇
⼀
五
年
︶︒
本
章
で
も
こ
の
考
え
に
賛
成
す
る
が
︑
や
は
り
編
纂
時
点
の
状
況
や
思
想
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
も
の
と
考
え
る
︒ 

(

４) 

⼋
⽊
充
﹁
律
令
制
村
落
の
形
成
﹂︵﹃
律
令
国
家
成
⽴
過
程
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
⼀
九
六
⼋
年
︑
初
出
は
⼀
九
六
⼀
年
︶︑
⼀
三
三
⾴
︒ 

(

５) 

出
⽥
和
久
﹁
畿
内
の
四
⾄
に
関
す
る
試
考―

そ
の
地
理
的
意
味
に
関
連
し
て―

﹂︵﹃
奈
良
⼥
⼦
⼤
学
21
世
紀CO

E

プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
集
６ 

古
代
⽇
本
と
東

ア
ジ
ア
世
界
﹄︑
⼆
〇
〇
五
年
︶︑
⼆
五
六
⾴
︒
⾨
井
直
哉
﹁
歴
史
地
理
学
か
ら
み
た
郡
域
編
成
の
成
⽴―

評
の
﹁
領
域
﹂
を
め
ぐ
て―

﹂︵
奈
良
⽂
化
財
研
究
所

編
﹃
古
代
地
⽅
⾏
政
単
位
の
成
⽴
と
在
地
社
会
﹄
奈
良
⽂
化
財
研
究
所
︑
⼆
〇
〇
九
年
︶︑
⼀
⼀
六―

⼀
⼀
七
⾴
︒ 

(

６) 

﹃
出
雲
国
⾵
⼟
記
﹄
は
︑
天
平
五
年
︵
七
三
三
︶
の
年
紀
が
あ
り
︑
和
銅
六
年
︵
七
⼀
三
︶
の
⾵
⼟
記
撰
進
の
詔
か
ら
⼆
⼗
年
の
間
が
空
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

再
撰
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
初
撰
で
あ
る
か
再
撰
で
あ
る
か
は
決
め
が
た
い
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
⼋
世
紀
の
も
の
で
あ
る
た
め
︑
そ

の
内
容
も
⼋
世
紀
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
し
て
論
を
進
め
る
︒ 

(

７) 

⾨
井
︑
前
掲
註
︵
５
︶
論
⽂
︑
⼀
⼀
⼋
⾴
︒ 

(

８) 

中
村
太
⼀
﹁
古
代
の
道
路
と
景
観
﹂︵
鈴
⽊
靖
⺠
ほ
か
編
﹃
⽇
本
古
代
の
道
路
と
景
観―

駅
家
・
官
衙
・
寺―

﹄
⼋
⽊
書
店
︑
⼆
〇
⼀
七
年
︶︑
四
四
⾴
︒ 

(

９) 

以
下
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
番
号
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
万
葉
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

１
０) 

⽇
本
歴
史
地
名
⼤
系
﹃
⼤
阪
府
の
地
名
﹄︵
平
凡
社
︑
⼀
九
⼋
六
年
︶﹁
東
⼤
阪
市
﹂
の
う
ち
﹁
草
⾹
江
・
孔
舎
衛
坂
﹂
の
項
︒ 

(

１
１) 

⼤
海
⼈
⽅
の
通
た
⼤
津
・
丹
⽐
の
両
道
は
︑
岸
俊
男
⽒
に
よ
れ
ば
丹
⽐
道
は
現
在
の
⽵
内
街
道
に
︑
⼤
津
道
は
⽵
内
街
道
の
北
約
⼀
・
九
キ
ロ
を
並
⾏
す
る

⻑
尾
街
道
と
さ
れ
て
い
る
︒︵
岸
俊
男
﹁
難
波―

⼤
和
古
道
略
考
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
宮
都
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
⼀
九
⼋
⼋
年
︑
初
出
は
⼀
九
七
〇
年
︒
⼀
〇
五―

⼀

〇
六
⾴
︶︶ 
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 (
１
２) 

吉
川
真
司
﹁
⾏
基
と
智
識
と
天
皇
﹂︵﹃
天
皇
の
歴
史
２ 

聖
武
天
皇
と
仏
都
平
城
京
﹄
講
談
社
︑
⼆
〇
⼀
⼀
年
︶︑
⼀
五
〇
⾴
︒ 

(
１
３) 

⾜
利
健
亮
﹁
河
内
の
⼤
道
と
条
⾥
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
地
理
研
究
﹄
⼤
明
堂
︑
⼀
九
⼋
五
年
︑
初
出
は
⼀
九
七
⼋
︑
⼀
九
⼋
⼆
年
︶︑
⼆
四
五―

⼆
四
六
⾴
︒ 

(

１
４) 

千
⽥
稔
﹁
畿
内―

古
代
的
地
域
計
画
と
の
関
係
を
主
に
し
て―

﹂︵
⽊
下
良
編
﹃
古
代
を
考
え
る 

古
代
道
路
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
九
六
年
︶︑
五
⼀―

五
三

⾴
︒ 

(

１
５) 

﹃
古
事
記
﹄
下
巻
︑
雄
略
天
皇
段
︒ 

(

１
６) 

⾜
利
︑
前
掲
註
︵
１
３
︶
論
⽂
︑
⼆
四
五―

⼆
四
六
⾴
︒ 

(

１
７) 

新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
万
葉
集
﹄︵
岩
波
書
店
︶
の
巻
⼋
・
⼀
四
⼆
⼋
番
歌
の
注
釈
は
こ
の
説
を
採
る
︒ 

(

１
８) 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
六
・
九
七
六
番
歌
に
﹁
難
波
⽅ 

潮
⼲
乃
奈
凝 

委
曲
⾒ 

在
家
妹
之 

待
将
問
多
⽶
︵
難
波
潟
潮
⼲
の
な
ご
り
よ
く
⾒
て
む
家
な
る
妹
が
待
ち
問

は
む
た
め
︶﹂
と
あ
り
︑
⾃
ら
の
家
の
あ
る
⼤
和
国
︵
お
そ
ら
く
は
平
城
京
︶
へ
帰
る
前
に
難
波
潟
を
よ
く
⾒
て
お
こ
う
と
い
う
⼼
境
を
詠
む
︒ 

(

１
９) 

次
の
歌
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
⼆
三
段
に
お
い
て
︑
河
内
国
の
⾼
安
に
住
む
⼥
が
︑
⼤
和
国
に
住
む
男
を
思
て
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
類
似
の
歌
が
確
認
で
き

る
︒
時
代
は
下
る
が
︑
河
内
国
側
か
ら
も
﹁
⽣
駒
⼭
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
証
左
と
な
り
う
る
可
能
性
が
あ
る
︒ 

君
之
当 

⾒
乍
⺟
将
居 

伊
駒
⼭ 

雲
莫
蒙 
⾬
者
雖
零
︵
君
が
あ
た
り
⾒
つ
つ
も
居
ら
む
⽣
駒
⼭
雲
な
た
な
び
き
⾬
は
降
る
と
も 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼗
⼆
・
三
〇

三
⼆
番
歌 

作
者
不
明
︶ 

(

２
０) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
⼗
⼆
年
︵
七
四
〇
︶
⼗
⽉
壬
午
・
癸
未
条
︒ 

(

２
１) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
霊
⻲
元
年
︵
七
⼀
五
︶
六
⽉
庚
申
条
︒ 

(

２
２) 

⾜
利
﹁
⼤
和
か
ら
伊
勢
神
宮
へ
の
古
代
の
道
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
地
理
研
究
﹄
⼤
明
堂
︑
⼀
九
⼋
五
年
︑
初
出
は
⼀
九
七
六
︑
⼀
九
⼋
〇
年
︶︑
⼆
九
三
⾴
︒
斎
宮

歴
史
博
物
館
﹃
斎
王
群
⾏
と
伊
勢
へ
の
旅
﹄︵
斎
宮
歴
史
博
物
館
︑
⼀
九
九
⼋
年
︶︑
三
五―

三
七
⾴
︒ 

(

２
３) 

荒
井
秀
規
﹁
堺
と
し
て
の
坂
と
⼿
向
け
⾜
柄
坂
を
中
⼼
に
﹂︵
市
澤
英
利
・
荒
井
秀
規
編
﹃
古
代
東
国
の
考
古
学
４ 

古
代
の
坂
と
堺
﹄
⾼
志
書
院
︑
⼆

〇
⼀
七
年
︶︑
三
⼋―

三
九
⾴
︒ 

(

２
４) 

﹃
延
喜
式
﹄
臨
時
祭
25
畿
内
疫
神
祭
条
︒ 

(

２
５) 

関
⼝
靖
之
﹁
疫
神
祭
祀
地
と
主
要
交
通
路―

﹁
延
喜
式
﹂
に
み
る
畿
内
⼗
堺
の
検
討
﹂︵﹃
地
理
学
報
﹄
⼆
⼋
︑
⼀
九
九
⼆
年
︶︒ 

(

２
６) 

⻤
塚
久
美
⼦
﹁
古
代
の
宮
都
・
国
府
に
お
け
る
祭
祀
の
場―

境
界
性
と
の
関
連
に
つ
い
て―

﹂︵﹃
⼈
⽂
地
理
﹄
四
七―

⼀
︑
⼀
九
九
五
年
︶︑
⼋
⾴
︒ 

(

２
７) 

中
村
英
重
﹁
畿
内
制
と
境
界
祭
祀
﹂︵﹃
史
流
﹄
⼆
四
︑
⼀
九
⼋
六
年
︶︑
四
九
⾴
︒ 
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 (
２
８) 

前
⽥
晴
⼈
﹁
古
代
国
家
の
境
界
祭
祀
と
そ
の
地
域
性
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
の
道
と
衢
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
九
六
年
︑
初
出
は
⼀
九
⼋
⼀
年
︶︑
四
⼀
⾴
︒
⼭
近
久

美
⼦
﹁
交
通
に
関
わ
る
祭
祀
﹂︵
舘
野
和
⼰
・
出
⽥
和
久
編
﹃
⽇
本
古
代
の
交
通
・
交
流
・
情
報
３ 

遺
跡
と
技
術
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
⼀
六
年
︶︑
⼆
五
九

⾴
︒ 

(

２
９) 

前
⽥
︑
前
掲
註
︵
２
８
︶
論
⽂
︑
四
六―

四
七
⾴
︒
以
下
︑
特
に
注
が
な
い
限
り
前
⽥
⽒
の
論
は
す
べ
て
こ
の
⾴
を
出
典
と
す
る
︒ 

(

３
０) 

岸
俊
男
﹁
⼤
和
の
古
道
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
宮
都
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
⼀
九
⼋
⼋
年
︑
初
出
は
⼀
九
七
〇
年
︶︑
六
九―

七
⼀
⾴
︒ 

(

３
１) 

坂
に
甕
を
埋
め
て
境
界
と
す
る
⾏
為
は
﹃
播
磨
国
⾵
⼟
記
﹄
託
賀
郡
条
に
⾒
え
る
︒ 

甕
坂
者
︑
讃
伎
⽇
⼦
︑
逃
去
之
時
︑
建
⽯
命
︑
逐
⼆
此
坂
⼀
云
︑
⾃
レ
今
以
後
更
不
レ
得
レ
⼊
⼆
此
界
⼀
︑
即
御
冠
置
⼆
此
坂
⼀
︒
⼀
家
云
︑
昔
丹
波
与
⼆
播
磨
⼀
︑
堺 

レ
国
之
時
︑
⼤
甕
堀
⼆
埋
於
此
⼟
⼀
︑
以
為
⼆
国
境
⼀
︒
故
⽈
⼆
甕
坂
⼀
︒ 

(

３
２) 

前
⽥
︑
前
掲
註
︵
２
８
︶
論
⽂
︑
四
七
⾴
︒ 

(

３
３) 

バ
ト
ン
︑
前
掲
註
︵
２
︶
論
⽂
︑
⼀
七
〇
⾴
︒ 

(

３
４) 

夷
蛮
伝
倭
国
条
に
﹁
東
征
⼆
⽑
⼈
⼀
五
⼗
五
国
︑
⻄
服
⼆
衆
夷
⼀
六
⼗
六
国
︑
渡
平
⼆
海
北
⼀
九
⼗
五
国
﹂
と
あ
り
︑
東
⻄
と
海
北
の
⽀
配
の
及
ぶ
領
域
を
⽰
し
て

い
る
︒ 

(

３
５) 

倉
本
⼀
宏
﹁
⼤
和
王
権
の
成
⽴
と
展
開
﹂︵
宮
地
正
⼈
・
佐
藤
信
・
五
味
⽂
彦
・
⾼
埜
利
彦
編
﹃
新
体
系
⽇
本
史
１ 

国
家
史
﹄
⼭
川
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
六

年
︶︑
⼀
四―

⼀
五
⾴
︒ 
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表 1 『万葉集』における奈良盆地周辺の⼭（新編⽇本古典⽂学全集『万葉集』より作成） 
巻/番号 歌 作者

3/298 真土山夕越え行きて廬前の角太川原にひとりかも寝む 弁基

3/300 佐保過ぎて奈良の手向に置く幣は妹を目離れず相見しめとそ 長屋王

4/543

大君の 行幸のまにま もののふの 八十伴の男と 出で行きし 愛
し夫は 天飛ぶや 軽の道より 玉だすき 畝傍を見つつ あさもよ
し 紀伊道に入り立ち 真土山 越ゆらむ君は もみち葉の 散り飛
ぶ見つつ むつましみ 我は思はず 草枕 旅を宜しと 思ひつつ 君
はあるらむと あそそには かつは知れども しかすがに 黙もえあ
らねば 我が背子が 行きのまにまに 追はむとは 千たび思へど
たわやめの 我が身にしあれば 道守が 問はむ答へを 言ひ遣らむ
すべを知らにと 立ちてつまづく

笠金村

4/626
君により言の繁きを故郷の明日香の川にみそぎしに行く〈一の尾
に云ふ、「竜田越え三津の浜辺にみそぎしに行く」〉

八代女王

6/971

白雲の　竜田の山の　露霜に　色付く時に　うち越えて　旅行
く君は　五百重山　い行きさくみ　賊守る　筑紫に至り　山のそ
き　野のそき見よと　伴の部を　班ち遣はし　山彦の　応へむ極
み　たにぐくの　さ渡る極み　国状を　見したまひて　冬ごもり
春さり行かば　飛ぶ鳥の　早く来まさね　竜田道の　岡辺の道に
丹つつじの　にほはむ時の　桜花　咲きなむ時に　山たづの　迎
へ参ゐ出む　君が来まさば

藤原宇合

6/1019
石上 布留の尊は たわやめの 惑ひによりて 馬じもの 縄取り付
け 鹿じもの 弓矢囲みて 大君の 命畏み 天離る ひな辺に罷る
古衣 真土山より 帰り来ぬかも

石上乙麻呂

7/1192 白たへににほふ真土の山川に我が馬なづむ家恋ふらしも 藤原房前ヵ

9/1680 あさもよし紀伊へ行く君が真土山越ゆらむ今日そ雨な降りそね 作者不明

9/1747

白雲の 竜田の山の　滝の上の　小桉の嶺に咲きををる　桜の花
は　山高み　風し止まねば　春雨の継ぎてし降れば　上枝は散り
過ぎにけり　下枝に残れる花は　しましくは　散りなまがひそ
草枕　旅行く君が　帰り来るまで

作者不明

9/1749

白雲の 竜田の山を 夕暮れに うち越え行けば 滝の上の 桜の花
は 咲きたるは 散り過ぎにけり 含めるは 咲き継ぎぬべし こち
ごちの 花の盛りに 見さずとも　かにもかくにも 君がみ行きは
今にしあるべし

作者不明

10/2201 妹がりと馬に鞍置きて生駒山打ち越え来れば黄葉散りつつ 作者不明

12/3154 いで我が駒早く行きこそ真土山待つらむ妹を行きて早見む 作者不明

13/3236

そらみつ 大和の国 あをによし 奈良山越えて 山背の 管木の原
ちはやぶる 宇治の渡り 岡屋の 阿後尼の原を 千年に 欠くるこ
となく 万代に あり通はむと 山科の 石田の社の 皇神に 幣取り
向けて 我は越え行く 逢坂山を

作者不明

13/3237
あをによし 奈良山過ぎて もののふの 宇治川渡り 娘子らに 逢
坂山に 手向くさ 幣取り置きて 我妹子に 近江の海の 沖つ波 来
寄る浜辺を くれくれと ひとりそ我が来る 妹が目を欲り

作者不明

13/3240

大君の 命恐み 見れど飽かぬ 奈良山越えて 真木積む 泉の川の
速き瀬を 棹さし渡り ちはやぶる 宇治の渡りの 激つ瀬を 見つ
つ渡りて 近江道の 逢坂山に 手向して 我が越え行けば 楽浪の
志賀の唐崎 幸くあらば またかへり見む 道の隈 八十隈ごとに
嘆きつつ 我が過ぎ行けば いや遠に 里離り来ぬ いや高に 山も
越え来ぬ 剣太刀 鞘ゆ抜き出でて 伊香山 いかにか我がせむ 行
くへ知らずて

作者不明

15/3589 夕さればひぐらし来鳴く生駒山越えてそ我が来る妹が目を欲り 秦間満

15/3590 妹に逢はずあらばすべなみ岩根踏む生駒の山を越えてそ我が来る作者不明

15/3722 大伴の三津の泊まりに船泊てて竜田の山をいつか越え行かむ 遣新羅使節

17/3957

天離る ひな治めにと 大君の 任けのまにまに 出でて来し 我を
送ると あをによし 奈良山過ぎて 泉川 清き河原に 馬留め 別
れし時に ま幸くて 我帰り来む 平らけく 斎ひて待てと 語らひ
て 来し日の極み 玉桙の 道をた遠み 山川の 隔りてあれば 恋し
けく 日長きものを 見まく欲り 思ふ間に 玉梓の 使ひの来れば
嬉しみと 我が待ち問ふに 逆言の 狂言とかも はしきよし 汝弟
の命 なにしかも 時しはあらむを はだすすき 穂に出づる秋の
萩の花 にほへるやどを  朝庭に 出で立ち平し 夕庭に 踏み平げ
ず 佐保の内の 里を行き過ぎ あしひきの 山の木末に 白雲に 立
ちたなびくと 我に告げつる

大伴家持
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第
⼀
章 

﹃
⼩
右
記
﹄
に
み
る
貴
族
の
移
動
と
平
安
京 

は
じ
め
に 

 

平
安
京
は
︑
延
暦
⼗
三
年
︵
七
九
四
︶
に
桓
武
天
皇
に
よ
て
遷
都
さ
れ
て
以
来
︑
⻑
く
都
で
あ
り
続
け
た
︒
そ
の
平
安
京
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
成
⽴
や
変
遷
︑
機

能
や
構
造
な
ど
の
多
様
な
側
⾯
に
つ
い
て
︑
歴
史
学
︑
地
理
学
︑
考
古
学
な
ど
様
々
な
分
野
か
ら
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
特
に
︑
平
安
京
や
そ
の
周

辺
の
空
間
利
⽤
に
つ
い
て
は
︑
平
安
京
周
辺
の
﹁
ア
バ
ン
フ
リ
ン
ジ
﹂
を
想
定
し
た
⾜
利
健
亮
⽒
の
論(

１)

な
ど
︑
地
理
的
・
考
古
学
的
な
事
実
に
基
づ
い
た
研
究
が

多
く
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒他
に
も
︑
都
市
と
し
て
の
平
安
京
を
包
括
的
に
論
じ
た
⻄
⼭
良
平
⽒
の
研
究(

２)

な
ど
︑様
々
な
⾓
度
か
ら
論
じ
ら
れ
た
先
⾏
研
究
を
挙

げ
れ
ば
枚
挙
に
暇
が
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
の
先
⾏
研
究
は
︑
⼟
地
利
⽤
に
関
す
る
も
の
や
︑
政
治
に
関
す
る
も
の
な
ど
︑
い
わ
ゆ
る
ハ
ド
と
し
て
の
平
安
京
の

⾯
に
関
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒そ
こ
に
住
む
⼈
々
に
つ
い
て
は
︑京
⼾
な
ど
の
制
度
的
な
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い(

３)

︒個
々
⼈
の
⽣
活
と
い
う

点
に
関
し
て
は
︑
史
料
的
制
約
な
ど
の
た
め
に
あ
ま
り
⾔
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
制
度
も
個
々
⼈
に
よ
て
⽀
え
ら
れ
︑
運
⽤
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
ミ
ク
ロ
な
視
点
の
ソ
フ
ト
⾯
の
積
み
重
ね
に
よ
て
︑
よ
り
精
密
な
成
果
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒ 

ま
た
︑⽂
学
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
︑こ
と
ば
と
し
て
の
⽂
学
と
平
安
京
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
⻄
村
さ
と
み
⽒
の
研
究(

４)

の
よ
う
に
︑平
安
京
と
い
う
都
市
と
⽂

学
と
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
た
研
究
が
あ
る
︒
他
に
も
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
な
ど
︑
個
別
の
物
語
に
描
か
れ
た
平
安
京
の
姿
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
考
も
あ
る(

５)

︒
⽂

学
の
中
の
平
安
京
も
︑
実
際
の
平
安
京
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
実
際
に
平
安
京
に
住
ん
で
い
た
⼈
々
が
ど
の
よ
う
に
⽣
活
し
︑
あ
る
い
は
平
安
京
に

ど
の
よ
う
な
⾵
景
が
広
が
り
︑
そ
し
て
そ
れ
が
⽂
学
の
描
写
に
還
元
さ
れ
た
の
か
を
︑
歴
史
学
の
史
料
や
⼿
法
で
解
明
す
る
こ
と
は
︑
⽂
学
と
歴
史
学
の
双
⽅
に
と

て
有
益
な
試
み
で
あ
ろ
う
︒ 

平
安
京
は
政
治
的
な
⽬
的
を
も
て
造
営
さ
れ
た
⼈
⼯
的
な
区
画
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
平
安
京
に
は
⼈
々
が
住
み
︑
政
治
的
な
⾏
為
だ
け
で
は

な
く
︑
様
々
な
⽣
活
を
営
ん
で
い
た
︒
そ
し
て
︑
平
安
京
は
単
体
と
し
て
周
囲
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
は
な
く
︑
そ
の
周
辺
部
と
と
も
に
成
り
⽴
て
い
た
こ
と

は
す
で
に
先
⾏
研
究
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る(

６)

︒平
安
京
に
住
む
⼈
々
は
︑⽇
々
そ
の
内
外
を
移
動
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒そ
の
よ
う
な
⼈
々
の
動
き
に
は
今

ま
で
あ
ま
り
着
⽬
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
た
︒
本
章
で
は
︑
藤
原
実
資
の
⽇
記
で
あ
る
﹃
⼩
右
記
﹄
を
中
⼼
に
︑
平
安
時
代
の
貴
族
が
平
安
京
の
周
辺
を
ど
の
よ
う
に

移
動
し
︑
移
動
し
た
場
所
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
⽬
的
と
す
る
︒
そ
こ
に
現
れ
る
の
は
︑
平
安
京
に
住
む
⼈
が
⾒
た
⽇
常
の
平
安

京
と
そ
の
周
辺
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
て
︑
政
治
的
⾏
為
や
制
度
の
分
析
の
み
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
︑
平
安
京
と
そ
の
周
辺
の
⾵
景
・
利
⽤
状
況
・
⼈
々
の
認
識
の
解
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明
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒ 

 
第
⼀
節 
﹃
⼩
右
記
﹄
の
記
述
の
特
徴 

１ 

﹃
⼩
右
記
﹄
に
お
け
る
移
動
の
記
述
の
概
況 

 

本
章
で
は
︑
移
動
に
関
す
る
記
述
の
う
ち
︑
私
的
な
も
の
を
含
む
幅
広
い
⽬
的
の
移
動
を
検
討
対
象
と
す
る
が
︑
⾏
幸
や
祭
礼
な
ど
の
⾏
事
に
伴
う
も
の
は
除
く
こ

と
と
す
る
︒ 

 

﹃
⼩
右
記
﹄
で
の
貴
族
の
出
⾏
の
記
事
に
つ
い
て
︑
記
主
で
あ
る
藤
原
実
資
⾃
⾝
よ
り
も
他
⼈
の
⼊
京
や
出
京
に
関
す
る
記
述
が
多
い
こ
と
は
︑
す
で
に
先
⾏
研
究

に
よ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る(

７)
︒
ま
た
実
資
は
︑
藤
原
道
⻑
ら
他
⼈
の
出
⾏
に
対
し
て
厳
し
い
⽬
を
向
け
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
︒﹃
⼩
右
記
﹄
に
お
け
る
貴
族
の

移
動
の
記
述
は
︑
実
資
の
⽬
を
通
し
て
⾒
た
⾃
⾝
の
移
動
と
他
の
貴
族
の
移
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
︑
実
資
⾃
⾝
の
出
⾏
は
少
な
く
︑
他
の
貴
族
の
出

⾏
に
つ
い
て
は
他
⼈
か
ら
の
伝
聞
が
多
い
︒ 

 

﹃
⼩
右
記
﹄
の
史
料
と
し
て
の
性
格
を
考
え
る
際
に
注
意
す
べ
き
は
︑
個
⼈
の
⽇
記
で
あ
る
こ
と
と
︑
写
本
の
残
存
状
況
で
あ
る
︒﹃
⼩
右
記
﹄
に
記
述
さ
れ
た
内

容
は
実
資
⾃
⾝
が
経
験
し
た
も
の
か
伝
聞
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑
そ
の
情
報
に
は
偏
り
が
あ
る
︒
記
主
の
関
⼼
や
そ
の
他
の
事
情
か
ら
︑
⽇
記
に
書
く
こ
と
と
書
か

な
い
こ
と
の
選
択
も
⾏
わ
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
⼩
右
記
﹄
の
写
本
に
は
広
本
と
略
本
の
系
統
が
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
の
中
で
も
複
数
の
写
本
が
あ
る
︒
現
在
広
く
使

⽤
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
︑
複
数
の
写
本
か
ら
復
原
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
底
本
と
さ
れ
て
い
る
写
本
の
系
統
も
⽉
ご
と
に
異
な
る
︒
そ
の
た
め
︑
年
⽉
に
よ
て

写
本
の
残
存
状
況
に
は
差
が
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
現
在
我
々
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
の
範
囲
に
は
限
り
が
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

 

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
﹃
⼩
右
記
﹄
中
に
み
ら
れ
る
貴
族
の
移
動
に
つ
い
て
考
え
る
︒
そ
も
そ
も
貴
族
は
平
安
京
内
に
い
る
こ
と
が
原
理
で
あ
た
こ
と
は
す
で
に

指
摘
さ
れ
て
い
る(

８)

︒貴
族
が
京
外
に
出
ら
れ
る
の
は
国
司
や
検
⾮
違
使
な
ど
の
公
務
と
し
て
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒平
安
京
の
外
に
出
る
こ
と
は﹁
城
外
﹂

と
表
さ
れ
︑
次
の
よ
う
に
︑﹃
⼩
右
記
﹄
に
お
い
て
も
そ
の
⾏
動
に
よ
て
は
厳
し
い
批
判
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
こ
れ
は
左
⼤
⾂
で
あ
た
藤
原
道
⻑
が
⻑

⾕
寺
に
参
詣
す
る
こ
と
を
聞
い
た
実
資
が
︑
左
⼤
⾂
が
布
⾐
︵
狩
⾐
︶
で
﹁
城
外
﹂
に
出
る
の
は
以
前
に
聞
い
た
こ
と
が
な
く
︑
軽
率
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
︒﹁
城

外
﹂︑
つ
ま
り
平
安
京
の
外
は
︑
位
の
⾼
い
者
が
略
装
で
あ
る
狩
⾐
で
軽
率
に
出
か
け
る
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
と
実
資
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

今
暁
︑
左
府
被
レ
参
⼆
⻑
⾕
寺
⼀
云
々
︒
⼀
上
布
⾐
城
外
例
︑
抑
訪
⼆
前
古
⼀
所
レ
不
レ
聞
也
︒
事
々
軽
忽
︒
未
レ
知
レ
所
レ
⽐
︒︵
⻑
徳
三
年
︵
九
九
七
︶
九
⽉
⼆
⼗
⽇

条
︶ 
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実
資
⾃
⾝
の
⾏
動
の
み
を
⾒
る
と
︑
京
外
へ
出
る
の
は
︑
毎
⽉
⼗
⼋
⽇
の
清
⽔
寺
参
詣
や
︑
時
折
︑
平
安
京
周
辺
の
寺
社
へ
の
参
詣
や
貴
族
の
⼭
庄
へ
の
訪
問
を
⾏

う
に
と
ど
ま
る
︒
さ
ら
に
⼭
城
国
の
外
に
な
る
と
︑
永
延
元
年
︵
九
⼋
七
︶
五
⽉
三
⽇
条
の
⽐
叡
⼭
︑
正
暦
元
年
︵
九
九
〇
︶
九
⽉
⼋
⽇
条
の
⼤
和
国
の
⻑
⾕
寺
︑
万

寿
⼆
年
︵
⼀
〇
⼆
五
︶
五
⽉
⼆
⼗
三
⽇
条
の
近
江
国
の
関
寺
の
み
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
は
︑
藤
原
道
⻑
が
積
極
的
に
京
外
へ
赴
き
︑﹃
御
堂
関
⽩
記
﹄
に
そ
の

こ
と
を
記
録
す
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
︒
で
は
﹃
⼩
右
記
﹄
中
の
実
資
以
外
の
貴
族
た
ち
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
主
体
と
⾏
き
先
が
は
き
り
と
判
明
し
て

い
る
も
の
を
抽
出
し
︑
以
下
に
掲
げ
る
︒ 

︵
１
︶
永
祚
元
年
︵
九
⼋
九
︶
四
⽉
四
⽇
条 

藤
原
⽂
信
⾦
峯
⼭
に
⾏
た
帰
り
に
襲
わ
れ
る 

︵
２
︶
寛
弘
⼆
年
︵
⼀
〇
〇
五
︶
五
⽉
三
⽇
条 

藤
原
公
任
播
磨
国
書
写
⼭
の
性
空
聖
の
も
と
に
向
か
う 

︵
３
︶
寛
弘
⼆
年
︵
⼀
〇
〇
五
︶
⼗
⽉
⼆
⼗
五
⽇
条 

敦
康
親
王
⽯
⼭
に
参
る 

︵
４
︶
⻑
和
四
年
︵
⼀
〇
⼀
五
︶
閏
六
⽉
九
⽇
条 

藤
原
資
平
三
井
寺
に
向
か
う 

︵
５
︶
万
寿
四
年
︵
⼀
〇
⼆
七
︶
⼆
⽉
⼆
⼗
七
⽇
条 

源
経
頼
近
江
国
崇
福
寺
に
参
る
帰
り
に
群
盗
に
遭
う 

 

こ
の
よ
う
に
︑
⼭
城
国
外
へ
出
⾏
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
記
事
も
散
⾒
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
範
囲
は
⼤
和
国
︑
播
磨
国
︑
近
江
国
と
︑
平
安
京
か
ら
極
端
に

離
れ
た
場
所
で
は
な
い
︒ 

 

以
上
︑﹃
⼩
右
記
﹄
に
⾒
え
る
貴
族
た
ち
の
移
動
を
概
観
し
た
が
︑
こ
れ
ら
の
移
動
の
⽬
的
は
主
に
三
種
類
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
⼀
つ
⽬
は
寺
社
へ
の
参
詣
・

参
篭
︑
⼆
つ
⽬
は
病
気
の
治
療
︑
三
つ
⽬
は
遊
興
で
あ
る
︒
⼀
度
の
出
⾏
に
対
し
て
⽬
的
が
⼀
つ
と
は
限
ら
ず
︑
複
合
的
な
場
合
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
寺
院
の
参
詣
の

帰
り
に
花
⾒
を
す
る
な
ど
の
⾏
動
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒ 

 

２ 

﹃
⼩
右
記
﹄
に
お
け
る
﹁
場
﹂
の
記
述
⽅
法 

 

﹃
⼩
右
記
﹄
に
お
い
て
︑
貴
族
た
ち
の
移
動
が
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
︒
そ
の
⽬
的
地
を
⾒
る
と
︑
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い
て
具
体
的
な
寺

院
や
⼭
庄
な
ど
の
名
前
が
判
明
す
る
︒
そ
れ
ら
は
︑
平
安
京
の
周
辺
部
の
様
々
な
場
所
に
点
在
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
実
資
は
毎
⽉
⼗
⼋
⽇

に
清
⽔
寺
に
参
詣
し
て
い
た
こ
と
が
︑
永
延
⼆
年
︵
九
⼋
⼋
︶
⼆
⽉
⼗
⼋
⽇
条
ま
で
確
認
で
き
る
︒
そ
れ
ら
の
記
事
の
う
ち
︑
記
述
が
簡
潔
で
わ
か
り
や
す
い
永
観
⼆

年
︵
九
⼋
四
︶
⼗
⼆
⽉
⼗
⼋
⽇
条
を
次
に
挙
げ
る
︒ 

早
朝
退
出
︒
午
時
許
参
⼆
清
⽔
寺
⼀
︒
頃
之
帰
宅
︒ 

 

同
じ
く
実
資
が
︑
他
の
貴
族
の
⼭
庄
を
訪
れ
た
記
事
も
あ
る
︒
次
に
挙
げ
る
の
は
︑
実
資
が
藤
原
道
綱
ら
と
と
も
に
藤
原
景
⻫
の
坂
下
宅
︵
⽐
叡
⼭
⻄
麓
の
⼭
庄
︶
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を
訪
れ
た
⽇
の
も
の
で
あ
る
︒ 

三
位
中
将
同
⾞
向
⼆
前
越
前
守
景
⻫
朝
⾂
坂
下
宅
⼀
︒
前
美
乃
守
朝
⾂
・
景
⻫
・
遠
業
・
扶
光
朝
⾂
相
伴
︒
於
⼆
途
中
⼀
遇
⼆
甚
⾬
⼀
︒
⻩
昏
帰
︒︵
永
祚
元
年
︵
九
⼋

九
︶
四
⽉
五
⽇
条
︶ 

 

こ
の
よ
う
に
︑
出
⾏
に
つ
い
て
記
録
す
る
際
に
は
︑﹁
清
⽔
寺
﹂
や
﹁
前
越
前
守
景
⻫
朝
⾂
坂
下
宅
﹂
な
ど
︑
⽬
的
地
と
し
て
固
有
の
場
所
を
指
定
し
︑
記
述
し
て

い
る
︒ 

そ
れ
に
対
し
︑
時
折
﹁
東
⼭
﹂﹁
北
⼭
﹂
な
ど
︑
具
体
的
な
場
所
を
伴
わ
な
い
︑
広
域
を
指
す
地
名
が
使
⽤
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒ 

例
え
ば
︑
先
ほ
ど
清
⽔
寺
へ
の
参
詣
の
記
事
を
挙
げ
た
た
め
︑
そ
れ
に
類
す
る
︑
実
資
⾃
⾝
が
寺
院
に
赴
く
記
事
を
次
に
挙
げ
る
︒
東
⼭
の
⼗
⼀
の
寺
で
⾦
⿎
を
打

た
と
す
る
︒
⾦
⿎
と
は
︑
仏
教
で
⽤
い
ら
れ
る
楽
器
で
あ
る
︒ 

向
⼆
東
⼭
⼀
︑
打
⼆
⾦
⿎
⼀
︿
寺
数
⼗
⼀
个
寺
︒﹀︒
晩
景
帰
︒︵
天
元
五
年
︵
九
⼋
⼆
︶
⼆
⽉
⼋
⽇
条
︶ 

こ
こ
で
は
︑
東
⼭
に
向
か
い
︑
複
数
の
寺
で
鐘
⿎
を
打
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
み
で
︑
⾦
⿎
を
打
た
寺
の
具
体
的
な
名
前
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒
そ

れ
ら
の
寺
が
ど
の
辺
り
に
所
在
す
る
か
も
定
か
で
は
な
い
︒
同
じ
寺
へ
の
参
詣
で
も
︑
先
ほ
ど
の
清
⽔
寺
の
場
合
と
は
︑
⽬
的
地
の
認
識
の
正
確
さ
に
差
が
あ
る
︒ 

北
⼭
の
場
合
は
︑
後
に
も
述
べ
る
が
︑
向
か
う
⽬
的
が
東
⼭
と
は
異
な
る
た
め
︑
類
似
し
た
史
料
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
実
資
⾃
⾝
の
出
⾏
に
関
わ
る
記

事
を
挙
げ
る
︒
実
資
が
﹁
徒
然
﹂
で
あ
た
た
め
︑
北
⼭
の
辺
り
を
⾒
よ
う
と
藤
原
資
平
ら
を
呼
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
厄
⽇
で
あ
た
と
し
て
結
局
出

⾏
は
取
り
や
め
て
い
る
︒ 

今
⽇
徒
然
︑
為
レ
⾒
⼆
北
⼭
辺
⼀
︑
呼
⼆
遣
宰
相
・
四
位
侍
従
等
⼀
︒
即
来
︒
⽽
依
レ
当
⼆
厄
⽇
⼀
︑
⽌
⼆
出
⾏
⼀
︒︵
万
寿
元
年
︵
⼀
〇
⼆
四
︶
⼗
⽉
三
⽇
条
︶ 

こ
の
記
事
か
ら
は
︑
具
体
的
に
北
⼭
の
ど
こ
を
⾒
る
つ
も
り
で
あ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
︒
北
⼭
と
い
う
広
域
を
指
す
地
名
に
﹁
辺
り
﹂
と
い
う
表
現
ま
で

付
い
て
お
り
︑
⾮
常
に
漠
然
と
し
て
い
る
︒ 

具
体
的
な
寺
社
名
を
点
的
な
記
述
と
⾒
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
に
対
し
て
こ
う
し
た
広
域
を
指
す
地
名
の
場
合
は
︑
⾯
的
な
記
述
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
よ
う
な

⾯
的
に
記
さ
れ
た
場
所
を
す
べ
て
挙
げ
る
と
︑
前
述
し
た
﹁
東
⼭
﹂﹁
北
⼭
﹂
の
他
に
︑﹁
嵯
峨
﹂
や
﹁
⻄
⼭
﹂
が
あ
る
︒ 

⼭
に
囲
ま
れ
た
平
安
京
に
お
い
て
﹁
東
⼭
﹂﹁
北
⼭
﹂﹁
⻄
⼭
﹂
と
い
う
表
現
は
実
際
の
景
観
に
基
づ
い
た
呼
称
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
貴
族
が
実
際
に
出
か
け
て
︑

そ
の
⽇
の
う
ち
に
帰
宅
し
て
い
る
例
も
⾒
い
だ
せ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
は
実
際
に
は
⼭
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
周
辺
部
を
指
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒ 

﹁
東
⼭
﹂﹁
北
⼭
﹂
な
ど
の
⾯
的
な
地
名
は
具
体
的
に
ど
の
辺
り
の
場
所
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
点
的
な
記
述
と
⾯
的
な
記
述
の
⼆
つ
の
記
述
⽅
法
が
⾒
ら

れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒
以
下
で
は
︑
そ
の
⼆
点
に
つ
い
て
⼀
つ
の
地
名
ご
と
に
検
討
し
︑
最
後
に
全
体
的
な
考
察
を
す
る
こ
と
と
す
る
︒ 
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第
⼆
節 

平
安
京
の
周
辺 

１ 
東
⼭ 

 

﹃
⼩
右
記
﹄
に
み
え
る
東
⼭
で
の
⾏
動
に
関
す
る
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
主
体
と
⾏
動
の
概
略
を
⽰
す
︒ 

︵
１
︶
天
元
五
年
︵
九
⼋
⼆
︶
⼆
⽉
⼋
⽇
条 

実
資
東
⼭
に
て
⼗
⼀
箇
寺
の
⾦
⿎
を
打
つ 

︵
２
︶
寛
和
元
年
︵
九
⼋
五
︶
三
⽉
五
⽇
条 

実
資
含
む
侍
⾂
⾦
⿎
を
打
つ
た
め
に
東
⼭
に
向
か
い
︑
つ
い
で
に
花
を
⾒
る 

︵
３
︶
寛
和
元
年
︵
九
⼋
五
︶
三
⽉
七
⽇
条 

円
融
上
皇
・
侍
⾂
花
を
⾒
る
た
め
東
⼭
に
向
か
う 

︵
４
︶
寛
和
元
年
︵
九
⼋
五
︶
三
⽉
⼗
三
⽇
条 

院
の
⼈
々
・
実
資
東
⼭
に
向
か
い
︑
⼭
花
を
⾒
る 

︵
５
︶
⻑
徳
三
年
︵
九
九
七
︶
⼆
⽉
⼗
⽇
条 

実
資
東
⼭
に
詣
で
︑
五
⼗
箇
寺
の
⾦
⿎
を
打
つ 

︵
６
︶
寛
弘
五
年
︵
⼀
〇
〇
五
︶
七
⽉
⼗
⼆
⽇
条 

安
倍
為
⽅
左
衛
⾨
権
佐
為
義
の
袖
を
切
る
こ
と
を
恥
じ
︑
東
⼭
の
寺
で
剃
頭
す
る 

︵
７
︶
⻑
和
四
年
︵
⼀
〇
⼀
五
︶
九
⽉
⼗
⽇
条 

⽪
仙
︵
⾏
円
︶
東
⼭
に
⼩
堂
を
結
構
し
︑
⾦
⾊
釈
迦
如
来
を
安
置
す
る 

 

ま
ず
は
東
⼭
の
位
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
右
に
挙
げ
た
例
の
う
ち
︑
寛
和
元
年
三
⽉
七
⽇
条
の
花
⾒
の
様
⼦
は
途
中
の
地
名
が
複
数
記
さ
れ
る
た
め
︑
検
討
に
適

す
る
と
考
え
る
︒ 

依
レ
召
早
朝
参
⼆
⼊
院
⼀
︒
為
レ
御
⼆
覧
花
⼀
︑
御
⼆
東
⼭
⼀
︒
侍
従
︑
皆
布
袴
也
︒
先
御
⼆
⽩
河
院
⼀
︒
次
円
成
寺
︑
次
観
⾳
院
︿
於
⼆
円
成
寺
⼀
御
⼆
御
⾺
⼀
﹀︑
供
⼆
御

膳
⼀
︒
右
⼤
将
・
藤
中
納
⾔
追
候
︒
次
⺠
部
卿
所
領
⼩
野
⼭
庄
︒
晩
景
︑
帰
御
︒ 

 

こ
の
花
⾒
は
円
融
上
皇
が
﹁
為
レ
御
⼆
覧
花
⼀
︑
御
⼆
東
⼭
⼀
﹂︑
つ
ま
り
花
を
⾒
る
た
め
に
東
⼭
に
赴
い
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
花
⾒
の
場
所
は
東
⼭
で
あ
ろ
う
︒
⾏

程
を
追
て
い
く
と
︑ま
ず
⽩
河
院
か
ら
始
ま
り
︑円
成
寺
︑観
⾳
院
︑藤
原
⽂
範
の
所
有
す
る
⼩
野
⼭
庄
と
移
動
し
て
い
る
︒こ
こ
に
⾒
え
る
地
名
を
⼿
掛
か
り
に
︑

東
⼭
の
範
囲
を
考
え
た
い
︒ 

こ
こ
に
現
れ
る
地
名
の
う
ち
︑
明
確
に
東
⼭
に
含
ま
れ
る
と
⾒
て
よ
い
の
は
︑
円
成
寺
で
あ
る
︒
後
世
の
も
の
に
な
る
が
︑﹃
千
載
和
歌
集
﹄
の
詞
書
が
︑
そ
れ
を

明
確
に
⽰
す
︒
和
歌
の
詞
書
の
中
に
東
⼭
が
現
れ
る
も
の
は
多
く
あ
る
が
︑
具
体
的
な
寺
院
名
が
と
も
に
記
さ
れ
る
例
は
貴
重
で
あ
る
︒
作
者
で
あ
る
藤
原
基
⻑
が
出

家
し
た
後
︑
東
⼭
の
花
を
⾒
て
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
︑
円
城
寺
︵
円
成
寺
︶
の
花
に
趣
を
感
じ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
い
う
︒
花
の
名
所
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
︑﹃
⼩

右
記
﹄
当
該
条
に
お
け
る
花
⾒
の
⾏
程
に
含
ま
れ
る
の
も
順
当
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
︒ 

頭
を
ろ
し
て
の
ち
東
⼭
の
花
⾒
歩
き
侍
け
る
に
︑
円
城
寺
の
花
を
も
し
ろ
か
り
け
る
を
⾒
て
よ
み
侍
け
る 
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前
中
納
⾔
基
⻑ 

い
に
し
へ
に
変
ら
ざ
り
け
り
⼭
ざ
く
ら
花
は
我
を
ば
い
か
ゞ
⾒
る
ら
む
︵
⼀
〇
五
五
番
歌
︶(

９) 
 

こ
の
後
訪
れ
た
場
所
の
う
ち
︑
観
⾳
院
に
つ
い
て
は
詳
細
が
不
明
で
あ
り
︑
⼩
野
⼭
庄
の
位
置
も
正
確
な
位
置
は
判
明
し
な
い
︒
し
か
し
︑
先
⾏
研
究
で
は
︑
⼩
野

⼭
庄
を
円
成
寺
よ
り
も
北
の
場
所
に
⽐
定
す
る(

１
０)

︒
よ
て
︑
観
⾳
院
も
円
成
寺
よ
り
北
に
あ
り
︑
ま
た
⾺
に
乗
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
︑
円
成
寺
か
ら
は
距
離
が
あ

る
場
所
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
︒
お
そ
ら
く
⽩
河
院
か
ら
円
成
寺
を
通
り
︑
平
安
京
か
ら
鴨
川
を
挟
ん
だ
東
側
を
北
上
し
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
少

な
く
と
も
︑
⾺
に
乗
て
観
⾳
院
に
⾏
く
ま
で
︑
円
城
寺
の
辺
り
ま
で
は
花
⾒
を
し
て
い
た
と
⾒
て
良
い
だ
ろ
う(

１
１)

︒
こ
の
記
事
の
は
じ
め
に
戻
る
と
︑
円
融
上
皇

は
花
⾒
を
す
る
た
め
に
東
⼭
に
赴
い
た
と
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
総
合
す
る
と
︑
⽩
河
院
と
円
成
寺
は
︑
東
⼭
の
花
⾒
の
範
囲
に
⼊
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
こ
で
は
︑
円
成
寺
の
あ
る
⿅
ケ
⾕
付
近
は
東
⼭
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
判
明
し
た
︒
円
成
寺
の
前
に
⽴
ち
寄
た
⽩
河
院
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒ 

 

ほ
か
に
東
⼭
の
位
置
が
わ
か
る
史
料
は
︑
古
記
録
に
も
あ
ま
り
⾒
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
⼀
つ
だ
け
﹁
東
⼭
﹂
と
あ
わ
せ
て
寺
院
名
を
記
し
た
記
事
が
﹃
御
堂
関
⽩

記
﹄
寛
弘
七
年
︵
⼀
〇
⼀
〇
︶
⼋
⽉
六
⽇
条
で
あ
る
︒﹁
東
⼭
観
⾳
寺
︑
被
レ
渡
⼀
条
北
⽅
︑
謂
⼆
彼
寺
⼀
︒﹂
と
の
記
述
が
⾒
ら
れ
る
︒
こ
の
﹁
東
⼭
観
⾳
寺
﹂
は
現
在

の
今
熊
野
観
⾳
寺
︵
現
在
の
京
都
市
東
⼭
区
︶
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

東
⼭
の
詳
細
な
範
囲
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
考
え
る
と
︑
少
な
く
と
も
⽩
河
院
・
円
成
寺
か
ら
今
熊
野
観
⾳
寺
ま
で
︑
鴨
川
を
挟
ん

だ
平
安
京
の
対
岸
の
う
ち
︑
南
北
に
⻑
い
範
囲
が
東
⼭
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

先
に
挙
げ
た
﹃
⼩
右
記
﹄
中
に
東
⼭
が
現
れ
る
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
東
⼭
は
寺
院
の
多
い
場
所
で
あ
た
と
同
時
に
︑
花
⾒
な
ど
の
遊
興
が
⾏
わ
れ
る
場
所
で

あ
た
︒
藤
原
実
資
に
と
て
は
︑
寺
院
に
詣
で
る
場
所
や
円
融
上
皇
の
御
供
と
し
て
遊
興
に
で
か
け
る
場
所
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
︒ 

﹃
⼩
右
記
﹄
か
ら
は
東
⼭
の
具
体
的
な
⾵
景
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑﹃
更
級
⽇
記
﹄
の
記
述
が
参
考
に
な
る
︒菅
原
孝
標
⼥
は
︑⼀
時
東
⼭
に
滞
在
し
て
い
た
︒

そ
の
様
⼦
を
記
し
た
の
が
次
の
場
⾯
で
あ
る
︒﹃
更
級
⽇
記
﹄
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
す
る
こ
と
は
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
東
⼭
の
イ
メ
ジ
の
⼀
つ
と

し
て
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
︒ 

四
⽉
つ
ご
も
り
が
た
︑
さ
る
べ
き
ゆ
ゑ
あ
り
て
︑
東
⼭
な
る
所
へ
う
つ
ろ
ふ
︒
道
の
ほ
ど
︑
⽥
の
︑
苗
代
⽔
ま
か
せ
た
る
も
︑
植
ゑ
た
る
も
︑
な
に
と
な
く
⻘
み

を
か
し
う
⾒
え
わ
た
り
た
る
︒︵
三
〇
⼋
⾴
︶(

１
２) 

右
は
︑
⽥
の
苗
代
に
⽔
が
引
き
⼊
れ
ら
れ
た
り
︑
苗
が
植
え
ら
れ
た
り
し
て
︑
⻘
々
と
し
て
い
る
様
⼦
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
⽥
が
広
が
る
景
⾊
で
あ
た
と
さ
れ

る
︒ 

念
仏
す
る
僧
の
暁
に
ぬ
か
づ
く
⾳
の
た
ふ
と
く
聞
こ
ゆ
れ
ば
︵
後
略
︶︵
三
⼀
〇
⾴
︶ 
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先
ほ
ど
の
引
⽤
の
少
し
後
に
は
︑
右
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
念
仏
を
唱
え
る
僧
が
夜
明
け
頃
に
額
づ
く
⾳
が
聞
こ
え
る
と
い
う
︒
こ
の
よ
う
に
僧
侶
の
活
動
が
近

く
で
⾏
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
本
節
の
冒
頭
で
⾒
た
よ
う
に
︑﹃
⼩
右
記
﹄
に
お
い
て
多
数
の
寺
院
に
参
詣
し
た
り
︑
僧
侶
が
⼩
堂
を
作
た
り
す
る
様

⼦
と
符
合
す
る
と
い
え
る
︒ 

 

先
ほ
ど
寛
和
元
年
︵
九
⼋
五
︶
三
⽉
七
⽇
条
の
花
⾒
が
﹁
⽩
河
院
﹂
か
ら
始
ま
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒
⽩
河
院
あ
る
い
は
⽩
河
殿
と
は
藤
原
⽒
の
別
邸
で
あ
り
︑

⽩
河
と
呼
ば
れ
る
川
の
近
く
に
あ
た
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
つ
い
た
︒
院
政
期
以
降
︑
⽩
河
院
周
辺
が
開
発
さ
れ
︑﹁
京
⽩
河
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
た
こ
と
は

す
で
に
先
⾏
研
究
が
あ
る(

１
３)

︒
で
は
︑﹃
⼩
右
記
﹄
の
時
代
は
ど
の
よ
う
な
様
⼦
だ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
⼩
右
記
﹄
に
⽩
河
周
辺
の
場
所
が
記
さ
れ
る
場
合
︑﹁
⽩

河
院
﹂
や
﹁
⽩
河
殿
﹂
の
よ
う
に
そ
こ
に
あ
る
別
邸
の
名
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
実
資
⾃
⾝
が
⽩
河
院
を
利
⽤
し
た
こ
と
が
わ
か
る
記
事
は
⼆
例
し
か
確
認
で

き
な
い
︒
そ
の
う
ち
⼀
つ
は
藤
原
頼
忠
の
⼭
科
⼭
庄
に
向
か
た
帰
り
に
休
憩
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る(

１
４)

︒
⽩
河
院
を
⽬
的
地
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
は
次
の

⻑
和
⼆
年
︵
⼀
〇
⼀
三
︶
⼆
⽉
四
⽇
条
の
み
で
あ
り
︑
そ
れ
を
次
に
引
⽤
す
る
︒
実
資
が
徒
然
の
た
め
遊
び
楽
し
も
う
と
⽩
河
殿
に
向
か
い
︑
⼩
⽩
河
︵
藤
原
公
任
の

⼭
庄
︶
を
⾒
物
し
て
い
る
︒ 

前
都
督
被
レ
過
︒
和
⾵
暖
⽇
︑
徒
然
倍
レ
例
︒
仍
為
レ
令
レ
遊
⼆
蕩
⼼
情
⼀
︑
同
⾞
向
⼆
⽩
河
殿
⼀
︿
資
平
・
資
⾼
在
⼆
⾞
後
⼀
﹀︒
次
⾒
⼆
⼩
⽩
河
⼀
︿
⼤
皇
太
后
宮
⼤
夫

⼭
庄
﹀︒
⽇
迫
⼆
⻄
⼭
⼀
帰
洛
︒ 

そ
し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑寛
和
元
年
三
⽉
七
⽇
条
の
花
⾒
で
は
⽩
河
院
を
東
⼭
の
⼀
地
点
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
て
い
る
︒⽩
河
院
は
実
資
の

認
識
で
は
東
⼭
に
含
ま
れ
る
︒ 

そ
れ
に
対
し
て
︑
実
資
と
同
時
代
の
貴
族
の
藤
原
公
任
の
家
集
で
あ
る
﹃
公
任
集
﹄
で
は
︑﹁
⽩
河
﹂
の
語
が
し
ば
し
ば
現
れ
る
︒
集
の
最
初
に
置
か
れ
た
歌
も
⽩

河
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
り
︑
後
述
す
る
が
︑
右
の
﹃
⼩
右
記
﹄
の
記
事
と
も
関
連
す
る
歌
で
あ
る
た
め
︑
引
⽤
す
る
︒ 

春
︑
⽩
川
に
殿
上
の
⼈
〳
〵
い
き
た
り
け
る
に 

春
き
て
ぞ
⼈
も
と
ひ
け
る
⼭
⾥
は
花
こ
そ
宿
の
あ
る
じ
成
け
れ
︵
⼀
番
歌
︶(

１
５) 

そ
れ
と
は
反
対
に
︑﹃
公
任
集
﹄
に
﹁
東
⼭
﹂
の
語
は
ま
た
く
現
れ
な
い
︒
公
任
は
⽩
河
周
辺
に
邸
宅
を
持
て
お
り
︑
そ
こ
で
し
ば
し
ば
歌
を
詠
ん
だ
よ
う
で

あ
る
︒
先
ほ
ど
挙
げ
た
﹃
⼩
右
記
﹄
⻑
和
⼆
年
⼆
⽉
四
⽇
条
に
も
︑﹁
⼩
⽩
河
﹂
と
呼
ば
れ
た
公
任
の
邸
宅
が
登
場
し
て
い
る
︒
右
の
歌
の
詞
書
に
あ
る
よ
う
に
︑
殿

上
⼈
が
⽩
河
邸
に
⾏
く
様
⼦
は
︑
先
ほ
ど
の
﹃
⼩
右
記
﹄
の
記
事
と
も
合
致
す
る
︒
公
任
に
と
て
︑
そ
の
邸
宅
が
平
安
京
の
東
側
に
お
け
る
⾏
動
の
拠
点
と
な
て

い
た
の
だ
ろ
う
︒ 

こ
の
よ
う
な
個
⼈
の
⾏
動
圏
の
違
い
が
︑
場
に
対
す
る
名
称
の
違
い
と
な
て
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 
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こ
こ
ま
で
⾒
て
き
た
よ
う
に
︑
院
政
期
以
前
の
﹁
⽩
河
﹂
と
は
川
⾃
体
や
そ
の
流
路
の
周
辺
に
あ
る
邸
宅
を
指
す
名
称
で
あ
た
︒﹃
⼩
右
記
﹄
の
時
代
に
は
︑﹁
⽩

河
﹂
は
ま
だ
院
政
期
の
よ
う
に
独
⽴
し
た
地
域
と
し
て
の
名
称
を
持
て
い
た
と
は
い
え
な
い
︒ 

 
少
し
後
の
時
代
の
も
の
に
は
な
る
が
︑
東
⼭
と
⽩
河
の
関
係
に
つ
い
て
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
東
⼭
の
仏
眼
寺
と
い
う
寺
の
仁
照
阿

闍
梨
が
︑
天
狗
が
取
り
憑
い
た
⼥
に
⾔
い
寄
ら
れ
た
が
︑
不
動
尊
に
祈
念
し
て
天
狗
を
調
伏
す
る
話
で
あ
る
︒
⼥
に
取
り
憑
い
て
い
た
天
狗
が
仁
照
に
語
る
場
⾯
で
あ

る
︒ 

⼥
ノ
云
ク
︑﹁
今
ハ
隠
シ
可
申
キ
事
ニ
モ
⾮
ズ
︒
我
ハ
東
⼭
ノ
⼤
⽩
河
ニ
罷
通
フ
天
狗
也
︒︵
後
略
︶﹂(

１
６) 

 

こ
こ
で
い
う
﹁
⼤
⽩
河
﹂
の
詳
細
は
不
明
だ
が
︑
現
在
の
⽩
河
の
分
流
と
も
さ
れ
る(

１
７)

︒
右
に
挙
げ
た
部
分
の
表
現
か
ら
は
︑
⽩
河
周
辺
は
東
⼭
エ
リ
ア
に
包
含

さ
れ
る
と
の
認
識
が
あ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒ 

 

こ
こ
で
︑
貴
族
た
ち
が
東
⼭
に
⾏
く
理
由
を
考
え
た
い
︒
先
ほ
ど
述
べ
た
︑
院
政
期
以
降
の
⽩
河
院
の
開
発
が
︑
平
安
京
か
ら
延
び
る
交
通
路
と
関
係
す
る
こ
と
は

す
で
に
指
摘
が
あ
る(

１
８)

︒
粟
⽥
⼝
は
︑
東
海
道
の
⼭
科
か
ら
京
へ
の
⼊
り
⼝
に
あ
た
り
︑
近
江
国
や
東
国
へ
の
交
通
路
の
要
衝
で
あ
た
︒
⼀
⽅
︑
京
か
ら
粟
⽥
⼝

へ
は
︑
院
政
期
に
は
平
安
京
⼆
条
⼤
路
を
東
⾏
し
︑
法
勝
寺
南
⼤
⾨
の
前
か
ら
粟
⽥
⼝
へ
と
向
か
う
道
が
あ
た
と
い
う(

１
９)

︒﹃
⼩
右
記
﹄
が
記
さ
れ
た
当
時
は
東
⼭

の
⼀
部
と
⾒
な
さ
れ
て
い
た
⽩
河
院
周
辺
も
︑
院
政
期
以
前
か
ら
粟
⽥
⼝
に
続
く
道
は
あ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
に
挙
げ
た
寛
和
元
年
︵
九
⼋
五
︶
の
花
⾒
の
記
事

か
ら
は
少
し
後
に
な
る
が
︑
ほ
ぼ
同
時
代
の
⼈
物
の
藤
原
⾏
成
の
⽇
記
で
あ
る
﹃
権
記
﹄
に
は
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
冷
泉
天
皇
の
葬
送
に
つ
い
て
の
記
事
で

あ
る
が
︑
平
安
京
か
ら
東
へ
出
る
経
路
を
詳
し
く
記
録
し
た
も
の
は
︑
同
時
代
史
料
に
は
な
く
重
要
で
あ
る
︒ 

⾃
⼆
町
⼾
⼀
北
⾏
︑
経
⼆
⼆
条
路
⼀
︑
因
⼆
粟
⽥
⼝
路
⼀
︑
経
⼆
⽩
河
殿
南
路
⼀
︑
赴
⼆
禅
林
円
成
寺
等
⻄
路
⼀
北
⾏
︒︵﹃
権
記
﹄
寛
弘
⼋
年
︵
⼀
〇
⼀
⼀
︶
⼗
⼀
⽉
⼗
六

⽇
条
︶ 

こ
れ
は
葬
送
の
場
⾯
で
は
あ
る
が
︑
道
は
普
段
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
︒
⼆
条
⼤
路
を
経
て
粟
⽥
⼝
に
向
か
い
︑
⽩
河
殿
の
南
の
道
を
経
て
禅
林
・
円
成

寺
の
⻄
の
道
を
北
上
し
て
い
る
︒﹃
⼩
右
記
﹄
の
時
代
に
も
院
政
期
と
同
様
の
道
は
あ
た
と
考
え
ら
れ
︑
平
安
京
か
ら
向
か
う
の
に
便
利
だ
た
の
で
あ
ろ
う
︒ 

ま
た
︑
平
安
京
の
東
側
は
︑
京
の
内
外
が
曖
昧
で
あ
た
と
す
る
指
摘
も
あ
る(

２
０)

︒
平
安
京
か
ら
の
交
通
が
便
利
で
︑
京
外
と
い
う
認
識
が
薄
い
場
所
の
た
め
︑

参
詣
・
遊
興
と
も
に
東
⼭
に
向
か
う
頻
度
が
⾼
か
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 
 ２ 

北
⼭ 

次
に
北
⼭
に
つ
い
て
考
え
る
︒﹃
⼩
右
記
﹄
に
⾒
え
る
北
⼭
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
東
⼭
と
同
様
に
︑
主
体
と
⾏
動
の
概
略
を
⽰
す
︒ 
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︵
１
︶
⻑
和
⼆
年
︵
⼀
〇
⼀
三
︶
九
⽉
⼗
⽇
条 

実
資
北
⼭
辺
り
に
向
か
い
施
無
畏
寺
及
び
そ
の
辺
り
の
寺
を
⾒
る 

︵
２
︶
⻑
和
三
年
︵
⼀
〇
⼀
四
︶
五
⽉
⼗
⼀
⽇
条 

昭
登
・
清
仁
親
王
北
⼭
辺
り
に
籠
も
る
︵
外
記
⼤
江
公
資
か
ら
の
伝
聞
︶ 

︵
３
︶
万
寿
元
年
︵
⼀
〇
⼆
四
︶
⼗
⽉
三
⽇
条 

実
資
徒
然
に
よ
り
北
⼭
辺
り
を
⾒
る
こ
と
を
企
て
る 

 

北
⼭
の
範
囲
に
つ
い
て
は
︑
⾕
岡
治
男
⽒
に
よ
る
先
⾏
研
究
が
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
現
在
の
京
都
市
北
区
に
含
ま
れ
る
紫
野
船
岡
⾦
閣
寺
鷹
峯
と
︑
現

在
の
京
都
市
左
京
区
の
岩
倉
地
域
の
⼆
か
所
を
指
す
場
合
が
あ
る
と
い
う(

２
１)

︒ 
 

先
⾏
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
北
⼭
の
範
囲
に
つ
い
て
︑﹃
⼩
右
記
﹄
と
同
時
代
の
史
料
を
使
て
そ
の
妥
当
性
を
検
討
し
た
い
︒
北
⼭
の
範
囲
が
詳
し
く
記
さ
れ
た
史

料
は
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
北
⼭
が
登
場
す
る
こ
と
⾃
体
が
少
な
い
が
︑
⼿
掛
か
り
に
な
り
そ
う
な
も
の
を
挙
げ
る
︒ 

﹃
⽇
本
紀
略
﹄
寛
弘
⼋
年
︵
⼀
〇
⼀
⼀
︶
七
⽉
⼋
⽇
条
で
は
︑
⼀
条
天
皇
の
⽕
葬
場
所
が
﹁
北
⼭
⻑
坂
野
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒﹃
⼩
右
記
﹄
寛
弘
⼋
年
七
⽉
九
⽇
条

に
も
﹁
御
葬
送
所
︿
巌
陰
︑
⻑
坂
坂
東
云
々
﹀﹂
と
あ
る
︒
⻑
坂
と
は
︑
現
在
の
京
都
市
北
区
の
⾐
笠
に
あ
た
る(

２
２)

︒ 

﹃
御
堂
関
⽩
記
﹄
⻑
和
⼆
年
三
⽉
⼆
⼗
四
⽇
条
で
は
︑
季
節
外
れ
の
雪
が
降
た
⽇
の
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
の
﹁
雪
相
加
下
︑
北
⼭
雪
⽩
︒﹂
と
い

う
⾵
景
は
︑道
⻑
の
⾃
邸
で
あ
る
⼟
御
⾨
邸
か
ら
⾒
え
る
範
囲
に
つ
い
て
記
述
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒こ
こ
で
い
う﹁
北
⼭
﹂は
特
定
の
⼭
あ
る
い
は
場
所
で
は
な
く
︑

⼟
御
⾨
邸
か
ら
⾒
え
る
北
側
の
⼭
々
を
指
し
た
と
⾒
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒ 

少
し
後
の
時
代
の
も
の
に
ま
で
範
囲
を
広
げ
て
み
る
と
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
⼗
五
・
第
⼆
⼗
七
話
で
は
︑
次
の
よ
う
に
北
⼭
に
修
⾏
す
る
法
師
が
⼤
原
に
踏
み

込
む
く
だ
り
が
あ
る
︒
⼤
原
へ
の
距
離
を
考
え
る
と
︑
⻑
⾕
・
岩
倉
辺
り
を
北
⼭
と
称
す
る
の
も
妥
当
で
あ
ろ
う
︒ 

今
昔
︑
⽐
叡
ノ
⼭
ノ
⻄
塔
ニ
延
昌
僧
正
ト
云
ケ
ル
⼈
ノ
︑
未
ダ
下
臈
ニ
テ
修
⾏
ジ
ケ
ル
時
ニ
︑
京
ノ
北
⼭
ノ
奥
ニ
独
リ
⾏
ケ
ル
ニ
︑
⼤
原
⼭
ノ
戌
亥
ノ
⽅
ニ
当
テ

深
キ
⼭
ヲ
通
リ
ケ
ル
ニ
︑﹁
⼈
⾥
ヤ
有
ル
﹂
ト
思
テ
⾏
ク
ニ
︑
⼈
⾥
モ
⾒
エ
ズ
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑﹃
⼩
右
記
﹄
と
同
時
代
や
そ
の
後
の
時
代
に
限
て
も
︑
北
⼭
の
指
す
範
囲
は
広
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
⾕
岡
⽒
の
⽐
定
は
お
お
む
ね
正
し
い
と
思
わ

れ
る
が
︑﹁
北
⼭
﹂
に
⼆
通
り
の
⽤
法
が
あ
た
と
考
え
る
よ
り
︑
平
安
京
︑
特
に
内
裏
か
ら
⾒
て
北
側
の
⼭
の
辺
り
を
広
く
北
⼭
と
称
し
た
と
⾒
る
の
が
良
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 

﹃
⼩
右
記
﹄に
お
け
る
北
⼭
は
︑実
資
が
徒
然
の
気
分
を
慰
め
る
た
め
に
向
か
う
例
が
⾒
ら
れ
る
︒東
⼭
と
異
な
る
の
は
︑後
に
挙
げ
る
雲
林
院
周
辺
と
あ
わ
せ
て
︑

実
資
が
何
度
も
⾃
発
的
に
向
か
て
お
り
︑
私
的
な
様
相
が
⾒
ら
れ
る
点
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
実
資
は
ど
の
よ
う
な
⽬
的
を
持
て
北
⼭
に
向
か
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
︒ 

 

こ
の
節
の
冒
頭
に
挙
げ
た
例
の
う
ち
︑︵
３
︶
万
寿
元
年
⼗
⽉
三
⽇
条
で
は
︑
北
⼭
に
紅
葉
を
⾒
に
⾏
く
⽬
的
が
あ
た
と
す
る
須
藤
あ
ゆ
美
⽒
の
先
⾏
研
究
が
あ 
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る(

２
３)

︒
須
藤
⽒
⾃
⾝
も
検
証
し
て
い
る
が
︑
実
際
に
北
⼭
は
花
や
紅
葉
を
⾒
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
例
え
ば
︑
平
安
時
代
中
期
の
歌
⼈

で
あ
る
安
法
の
和
歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒﹃
⼩
右
記
﹄
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
歌
で
︑
な
お
か
つ
北
⼭
と
い
う
場
所
と
︑
花
⾒
と
い
う
⽬
的
と
を
は
き
り
と
⽰

し
て
い
る
例
で
あ
る
︒
詞
書
に
よ
れ
ば
︑
北
⼭
に
花
⾒
に
⾏
こ
う
と
す
る
⼈
々
に
︑
⾃
⾝
は
花
⾒
に
は
⾏
か
ず
と
ど
ま
り
︑
送
た
歌
で
あ
る
と
い
う
︒ 

 

か
れ
こ
れ
︑
北
⼭
に
花
⾒
に
い
か
む
も
ろ
と
も
に
︑
と
あ
る
を
︑
す
そ
う
な
り
と
と
ま
り
て
い
ひ
や
る 

⾝
は
と
め
つ
⼼
は
お
く
る
⼭
桜
た
よ
り
の
⾵
に
匂
い
を
こ
せ
よ
︵
⼋
〇
番
歌
︶(

２
４) 

 

北
⼭
に
関
連
す
る
場
所
に
﹁
雲
林
院
﹂
が
あ
る
︒﹃
⼩
右
記
﹄
に
は
﹁
雲
林
院
辺
﹂
と
い
う
表
現
が
⼆
例
⾒
ら
れ
︑
実
資
⾃
⾝
が
向
か
て
い
る
︒
雲
林
院
と
は
か

つ
て
紫
野
に
あ
た
寺
院
の
こ
と
で
あ
り
︑
⾕
岡
⽒
の
⽐
定
に
従
え
ば
︑
北
⼭
の
⼀
部
で
あ
る
と
⾒
て
良
い
︒
実
資
⾃
⾝
は
雲
林
院
に
向
か
う
理
由
を
﹁
徒
然
﹂
と
し

か
記
さ
な
い
︒
ど
ち
ら
も
﹁
徒
然
﹂
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
︑
雲
林
院
の
辺
り
の
寺
を
⾒
て
い
る
︒ 

徒
然
︑
無
レ
計
︑
銷
レ
⽇
︒
仍
⾒
⼆
雲
林
院
辺
寺
々
︿
⼤
弐
寺
・
貞
光
寺
︒﹀
⼀
︒︵
⻑
和
⼆
年
︵
⼀
〇
⼀
三
︶
⼋
⽉
⼆
⼗
⼆
⽇
条
︶ 

太
徒
然
︒
仍
宰
相
同
⾞
向
⼆
雲
林
院
辺
寺
⼀
︒
資
頼
・
資
⾼
・
宰
相
⼩
童
別
⾞
相
従
︒
⼩
時
帰
︒︵
寛
仁
⼆
年
︵
⼀
〇
⼀
⼋
︶
閏
四
⽉
⼆
⽇
条
︶ 

し
か
し
︑
他
の
史
料
に
は
︑雲
林
院
に
お
け
る
貴
族
た
ち
の
⾏
動
が
記
さ
れ
て
い
る
︒ほ
と
ん
ど
の
場
合
︑雲
林
院
で
法
会
が
⾏
わ
れ
た
こ
と
を
記
す
が
︑﹃
権
記
﹄

の
次
の
記
事
は
そ
れ
と
は
異
な
り
︑﹁
⼩
興
﹂
や
蹴
鞠
も
⾏
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
⼩
右
記
﹄
以
外
の
古
記
録
の
う
ち
︑
雲
林
院
で
の
⾏
動
を
具
体
的
に
記
す

の
は
こ
の
﹃
権
記
﹄
の
⼆
つ
の
記
事
の
み
で
あ
る
︒
⼀
つ
⽬
の
﹁
⼩
興
﹂
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
︑
何
ら
か
の
遊
び
が
⾏
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
⼆
つ
⽬
で
は
︑

他
の
貴
族
ら
と
蹴
鞠
を
し
て
い
る
︒ 

⼜
左
京
⼤
夫
明
理
来
会
︒
即
共
レ
⾞
招
⼆
右
藤
中
将
⼀
赴
⼆
雲
林
院
⼀
︑
有
⼆
⼩
興
⼀
︒
臨
レ
晩
帰
レ
家
︑
各
々
分
散
︒︵
⻑
保
五
年
︵
⼀
〇
〇
三
︶
三
⽉
⼗
⼆
⽇
条
︶ 

藤
中
将
︿
実
﹀・
権
弁
︿
道
﹀
等
来
︒
同
⾞
赴
⼆
雲
林
院
⼀
鞠
︒︵
⻑
保
五
年
四
⽉
⼆
⼗
四
⽇
条
︶ 

 

雲
林
院
周
辺
に
つ
い
て
は
︑﹃
御
堂
関
⽩
記
﹄
に
︑
⽩
河
周
辺
の
花
⾒
の
後
に
雲
林
院
ま
で
移
動
し
た
記
事
が
⾒
え
る
︒
道
⻑
の
も
と
に
集
ま
た
貴
族
た
ち
が
花

の
下
で
蹴
鞠
を
し
た
後
︑
⼤
⽩
河
・
⼩
⽩
河
と
呼
ば
れ
る
⽩
河
周
辺
の
⼀
帯
へ
⾏
き
︑
そ
れ
で
も
興
が
尽
き
な
か
た
た
め
︑
雲
林
院
に
⾏
た
と
い
う
︒
こ
の
⾏
程

か
ら
︑
⽩
河
が
含
ま
れ
る
東
⼭
か
ら
そ
の
ま
ま
移
動
で
き
る
場
所
で
あ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
東
⼭
と
北
⼭
を
⼀
⽇
の
内
に
移
動
し
た
例
は
こ
の
記
事
の
み
で
あ
る

が
︑
⼀
⽇
の
内
に
移
動
が
可
能
で
あ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
︒ 

摂
政
︑
来
間
︑
中
宮
⼤
夫
・
源
⼤
納
⾔
・
左
⼤
将
・
新
中
納
⾔
等
︑
来
会
︒
翫
⼆
庭
前
桜
花
⼀
︒
相
⼆
⽰
可
レ
⾒
レ
花
由
⼀
︒
欲
レ
出
︑
按
察
⼤
納
⾔
︑
来
会
︒
殿
上
⼈

⼗
許
来
︒
於
⼆
花
下
⼀
上
レ
鞠
後
︑
⾏
⼆
⼤
⽩
河
・
⼩
⽩
河
等
⼀
︒
猶
興
不
レ
尽
︒
従
レ
此
乗
⾺
︑
⾏
⼆
雲
林
院
⼀
︒
返
来
以
⼆
能
花
⼆
枝
⼀
︑
太
皇
太
后
宮
・
尚
侍
⽅
︑

以
⼆
朝
任
⼀
送
⼆
奉
之
⼀
︒︵
寛
仁
⼆
年
︵
⼀
〇
⼀
⼋
︶
三
⽉
⼆
⼗
九
⽇
条
︶ 
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以
上
の
史
料
か
ら
︑
貴
族
に
と
て
雲
林
院
周
辺
を
含
む
北
⼭
⼀
帯
は
︑
私
的
な
遊
興
の
⽬
的
で
向
か
う
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
し
か
し
︑
平

安
時
代
の
物
語
に
お
け
る
北
⼭
の
描
写
に
⽬
を
向
け
る
と
︑
異
な
る
印
象
の
場
所
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
源
⽒
物
語
﹄
若
紫
巻
に
は
﹁
北
⼭
の
な
に
が
し
寺
﹂
が

登
場
す
る
が
︑
こ
の
北
⼭
の
描
写
に
つ
い
て
︑
⾕
岡
⽒
は
﹁
多
く
の
僧
坊
を
持
ち
︑
深
⼭
幽
⾕
に
あ
た
﹂
と
し(

２
５)

︑
古
橋
信
孝
⽒
は
﹁
郊
外
の
外
れ
﹂
や
﹁
京
の

⼈
々
が
来
ら
れ
る
限
度
の
場
所
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る(

２
６)

︒
ど
ち
ら
も
︑
簡
単
に
踏
み
込
む
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
と
捉
え
て
い
る
︒﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
三

⼗
⼆
の
第
⼗
五
話
は
︑
男
が
北
⼭
に
迷
い
込
み
︑
⽝
の
妻
と
な
た
⼥
と
出
会
う
話
で
あ
る
︒
通
常
と
は
異
な
る
出
来
事
に
遭
遇
す
る
舞
台
に
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
よ
う
に
︑
物
語
に
お
い
て
は
︑
北
⼭
は
京
と
は
趣
の
異
な
る
場
所
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
古
記
録
か
ら
は
︑
東
⼭
と
同
様
に
遊
興
に
出
か
け
る
場
所
と
し
て
の

役
割
が
読
み
取
れ
る
が
︑
物
語
の
描
写
か
ら
は
︑
京
と
は
意
識
の
上
で
も
明
確
に
異
な
る
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒ 

 

こ
こ
で
︑貴
族
た
ち
が
北
⼭
に
⾏
く
理
由
を
考
え
た
い
︒北
⼭
の
う
ち
︑鷹
峯
周
辺
は
平
安
京
か
ら
丹
波
国
へ
向
か
う
ル
ト
の
⼀
つ
の
途
中
に
あ
る︵
図
２
参
照
︶︒

ま
た
︑
⼀
条
天
皇
の
⽕
葬
場
所
が
北
⼭
に
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
︒﹃
権
記
﹄
か
ら
判
明
す
る
⼀
条
天
皇
の
葬
送
の
順
路
を
考
慮
す
る
と
︑
平
安
京
か
ら
北
⼭
に
出

る
道
は
あ
た
こ
と
が
わ
か
る(

２
７)

︒
そ
れ
ぞ
れ
の
道
の
整
備
の
状
況
は
明
ら
か
で
な
く
︑
広
範
囲
に
わ
た
る
北
⼭
の
う
ち
⼀
部
へ
出
る
道
し
か
判
明
し
て
い
な
い
︒

し
か
し
︑
東
⼭
や
後
で
述
べ
る
嵯
峨
と
は
異
な
り
︑
そ
こ
へ
向
か
う
代
表
的
な
道
が
な
い
こ
と
が
︑
実
資
の
北
⼭
で
の
私
的
な
⾏
動
に
関
わ
る
と
⾒
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
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図
１ 

東
⼭
・
北
⼭
南
部
︵
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
源
⽒
物
語
﹄
⼀
︑
⼩
学
館
︑
⼀
九
九
四
年
よ
り
引
⽤
・
加
⼯
︶  

 



 

99 
 

３ 

嵯
峨 

 
次
に
嵯
峨
に
つ
い
て
考
え
る
︒﹃
⼩
右
記
﹄
に
⾒
え
る
嵯
峨
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒ 

︵
１
︶
⻑
保
元
年
︵
九
九
九
︶
九
⽉
⼗
⽇
条 

実
資
嵯
峨
に
て
⼼
情
を
慰
め
る
︑
⼤
井
川
に
て
⾷
事
・
和
歌
あ
り 

︵
２
︶
⻑
保
元
年
︵
九
九
九
︶
九
⽉
⼗
三
⽇
条 

藤
原
道
⻑
嵯
峨
・
⼤
井
を
遊
覧
す
る 

︵
３
︶
⻑
和
元
年
︵
⼀
〇
⼀
⼆
︶
九
⽉
六
⽇
条 

雲
上
の
⼈
々
嵯
峨
野
に
向
か
い
前
栽
を
掘
る 

︵
４
︶
⻑
和
⼆
年
︵
⼀
〇
⼀
三
︶
⼋
⽉
⼗
三
⽇
条 

藤
原
教
通
嵯
峨
野
に
て
前
栽
を
掘
る 

 

嵯
峨
は
︑
現
在
の
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
を
中
⼼
と
す
る
地
域
で
あ
る
︒
実
資
⾃
⾝
が
嵯
峨
へ
⾏
た
記
録
は
少
な
い
が
︑︵
１
︶
の
例
で
は
北
⼭
と
同
様
に
⼼
情
を

﹁
休
慰
﹂
に
出
か
け
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
於
⼆
⼤
井
⼀
⾷
︒
聊
有
⼆
和
歌
興
⼀
︒﹂︵
⻑
保
元
年
︵
九
九
九
︶
九
⽉
⼗
⽇
条
︶
と
︑
⾷
事
や
和
歌
を
楽
し
む
姿
が
確
認
で

き
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
記
事
を
除
い
て
は
︑﹃
⼩
右
記
﹄
に
⾒
え
る
の
は
︑
他
の
貴
族
た
ち
の
遊
興
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
を
⾒
る
と
︑
嵯
峨
で
は
⼤
堰

川
︵
⼤
井
川
︶
と
と
も
に
遊
興
が
⾏
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
な
嵯
峨
で
の
遊
興
は
︑
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
︑
同
時
代
の
他
の
古
記
録
や
和
歌

の
詞
書
で
も
確
認
で
き
る
︒
ま
ず
は
︑﹃
御
堂
関
⽩
記
﹄
で
あ
る
︒
⼩
⼀
条
院
︵
三
条
天
皇
の
皇
⼦
で
あ
る
敦
明
親
王
︶
が
嵯
峨
野
と
⼤
堰
川
で
野
遊
び
を
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
る
︒
船
に
乗
て
管
弦
も
⾏
て
い
る
︒﹃
御
堂
関
⽩
記
﹄
で
は
︑
嵯
峨
に
遊
ん
だ
記
事
は
⼆
例
し
か
⾒
ら
れ
ず
︑
次
の
記
事
と
︑
冒
頭
に
挙
げ
た
﹃
⼩
右

記
﹄
の
︵
３
︶
の
例
と
同
じ
⽇
の
も
の
で
あ
る
︒
管
弦
を
⾏
う
こ
と
は
︑
他
の
古
記
録
に
は
⾒
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
︒ 

此
⽇
︑
院
︑
野
⼆
望
給
嵯
峨
野
及
⼤
堰
河
⼀
︒
乗
レ
⾈
︑
上
下
︑
有
⼆
管
絃
事
⼀
︒︵
寛
仁
⼆
年
︵
⼀
〇
⼀
⼋
︶
九
⽉
⼗
六
⽇
条
︶ 

次
の
﹃
公
任
集
﹄
の
歌
は
︑
詞
書
に
よ
れ
ば
藤
原
道
⻑
ら
と
と
も
に
紅
葉
を
⾒
に
⾏
た
際
の
も
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
そ
の
⽇
の
こ
と
を
記
録
し
た
と
思
わ
れ
る

﹃
権
記
﹄
⻑
保
元
年
九
⽉
⼗
⼆
⽇
条
に
も
同
じ
歌
が
⾒
え
る
︒
紅
葉
を
⾒
る
と
い
う
⾏
為
も
︑﹃
⼩
右
記
﹄
に
は
⾒
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
︑
嵯
峨
で
の
⾏
動
の
バ
リ

エ
シ
ン
の
⼀
つ
と
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
︒ 

⼤
殿
の
ま
だ
所
〳
〵
に
お
は
せ
し
時
︑
⼈
〳
〵
具
し
て
紅
葉
⾒
に
あ
り
き
給
ひ
し
に
︑
嵯
峨
の
滝
殿
に
て 

滝
の
⾳
は
絶
て
久
し
く
成
ぬ
れ
ど
名
こ
そ
流
て
猶
聞
え
け
れ
︵
⼀
⼀
九
番
歌
︶ 

 

早
朝
与
⼆
中
将
⼀
同
⾞
詣
⼆
左
府
⼀
︒
左
府
野
望
︒
⼀
昨
与
⼆
左
右
⾦
吾
・
源
三
相
公
幷
予
・
右
中
丞
⼀
相
約
有
⼆
此
事
⼀
︒
各
調
⼆
餌
袋
・
破
⼦
⼀
︒
先
到
⼆
⼤
覚
寺
・

滝
殿
・
栖
霞
観
⼀
︒
次
丞
相
騎
⾺
︑
以
下
従
レ
之
︒
到
⼆
⼤
堰
河
畔
⼀
︒
式
部
権
⼤
輔
依
⼆
丞
相
命
⼀
上
⼆
和
歌
題
⼀
︒
云
︑
処
々
尋
⼆
紅
葉
⼀
︒
次
帰
⼆
相
府
⾺
場
⼀
︑ 

読
⼆
和
歌
⼀
︒
初
到
⼆
滝
殿
⼀
︒
右
⾦
吾
詠
云
︑
滝
⾳
能
絶
弖
久
成
奴
礼
東
名
社
流
弖
猶
聞
計
礼
︒︵﹃
権
記
﹄
⻑
保
元
年
九
⽉
⼗
⼆
⽇
条
︶ 
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ま
た
︑︵
３
︶
や
︵
４
︶
の
例
の
よ
う
に
前
栽
を
掘
る
と
い
う
⾏
動
も
同
様
に
︑
他
の
古
記
録
や
和
歌
の
詞
書
か
ら
確
認
で
き
る
︒
次
の
よ
う
に
例
は
少
な
い
が
︑

貴
族
た
ち
の
間
で
あ
る
程
度
共
通
し
た
⾏
為
だ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
前
栽
堀
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
中
眞
⽒
に
よ
れ
ば
﹁
⼭
野
に
出
か
け
︑
⾃
⽣
し
て
い
る
植
物
を

掘
り
取
て
き
て
屋
敷
内
の
庭
園
に
植
え
る
遊
び
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る(

２
８)

︒
次
の
﹃
御
堂
関
⽩
記
﹄
の
記
事
は
︑
殿
上
⼈
が
嵯
峨
で
前
栽
を
掘
り
︑
皇
太
后
に
献
上

し
た
と
す
る
︒ 

殿
上
⼈
出
⼆
嵯
峨
⼀
︑
掘
⼆
前
栽
⼀
︑
献
⼆
皇
太
后
宮
⼀
︒︵
⻑
和
元
年
︵
⼀
〇
⼀
⼆
︶
九
⽉
六
⽇
条
︶ 

 

次
の
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
歌
も
︑
詞
書
に
よ
る
と
嵯
峨
で
の
前
栽
掘
り
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
︒ 

嵯
峨
に
前
栽
掘
り
に
ま
か
り
て 

藤
原
⻑
能 

⽇
暮
ら
し
に
⾒
れ
ど
も
飽
か
ぬ
⼥
郎
花
野
辺
に
や
今
宵
旅
寝
し
な
ま
し
︵
⼀
六
⼀
番
歌
︶(

２
９) 

で
は
︑こ
の
よ
う
な
遊
興
が
⾏
わ
れ
て
い
た
嵯
峨
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
た
の
か
︒嵯
峨
地
域
の
開
発
に
つ
い
て
は
先
⾏
研
究
が
あ
り
︑平
安
時
代
初
期
か
ら
︑

嵯
峨
天
皇
の
別
荘
で
あ
る
嵯
峨
院
を
は
じ
め
と
し
た
別
業
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
て
い
る(

３
０)

︒
そ
の
嵯
峨
院
が
後
に
⼤
覚
寺
に
な
り
︑
そ
の
後
も
源
融
の
別

荘
で
あ
る
栖
霞
院
︵
後
に
釈
迦
堂
︶
な
ど
が
作
ら
れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
嵯
峨
地
域
は
別
荘
や
寺
院
の
⽴
ち
並
ぶ
場
所
で
あ
た
︒ 

 

嵯
峨
へ
は
︑
平
安
京
か
ら
⼀
条
⼤
路
を
⻄
⾏
す
る
道
や
︑
⼆
条
⼤
路
を
⻄
⾏
す
る
﹁
南
路
﹂
と
呼
ば
れ
る
道
が
あ
る(

３
１)

︒
こ
の
利
便
性
が
︑
嵯
峨
地
域
の
開
発
や

遊
興
に
つ
な
が
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

以
上
︑
嵯
峨
に
つ
い
て
概
観
し
た
︒
嵯
峨
は
早
く
か
ら
開
発
さ
れ
︑
⼤
堰
川
と
と
も
に
遊
興
の
場
と
し
て
貴
族
に
利
⽤
さ
れ
た
︒
管
弦
な
ど
の
遊
び
を
し
た
り
︑
前

栽
を
掘
た
り
す
る
な
ど
︑
あ
る
程
度
定
型
化
さ
れ
た
⾏
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

４ 

⻄
⼭ 

最
後
に
⻄
⼭
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒﹃
⼩
右
記
﹄
に
⾒
え
る
⻄
⼭
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒ 

︵
１
︶
寛
和
元
年
︵
九
⼋
五
︶
三
⽉
⼗
六
⽇
条 

実
資
ら
⻄
⼭
の
花
を
⾒
る 

︵
２
︶
⻑
和
⼆
年
︵
⼀
〇
⼀
三
︶
七
⽉
⼗
⼀
⽇
条 

実
資
仁
円
師
を
遣
わ
し
⻄
⼭
の
隠
者
良
命
に
施
与
す
る 

︵
３
︶
⻑
元
⼆
年
︵
⼀
〇
⼆
九
︶
九
⽉
⼋
⽇
条 

実
資
⻄
⼭
に
向
か
い
常
隆
寺
の
辺
り
の
寺
に
到
る
︑
成
教
上
⼈
に
会
う 

︵
１
︶
の
例
で
は
︑
先
に
述
べ
た
東
⼭
で
の
花
⾒
と
近
い
⽇
に
︑
同
様
に
花
⾒
に
向
か
て
い
る
︒
類
似
の
例
が
︑
同
時
代
の
源
経
頼
の
⽇
記
﹃
左
経
記
﹄
に
⼀
例
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の
み
⾒
え
る
︒
多
く
の
⼈
々
が
雲
林
院
か
ら
⻄
⼭
の
花
林
を
巡
て
い
る
︒
そ
の
後
藤
原
道
⻑
の
桂
別
業
に
留
ま
り
︑
蹴
鞠
や
連
句
を
⾏
た
様
⼦
が
記
さ
れ
る
︒ 

早
旦
参
レ
内
︒
⼈
々
多
参
会
︒
各
乗
レ
⾺
︒
始
レ
従
⼆
雲
林
院
⼀
︑
巡
⼆
検
⻄
⼭
花
林
⼀
︒
留
⼆
左
府
桂
別
業
⼀
︑
或
揚
鞠
︑
或
連
句
︒
⼈
々
随
⼆
⾝
餌
袋
⼀
︑
盃
酌
無
レ
算

之
後
︑
源
中
将
執
レ
盃
︒
有
レ
令
式
部
⼤
輔
執
筆
書
⼆
序
題
⼀
︒
及
レ
晩
帰
参
レ
内
︒︵
⻑
和
五
年
︵
⼀
〇
⼀
六
︶
三
⽉
五
⽇
条
︶ 

次
に
挙
げ
る
よ
う
に
︑﹃
御
堂
関
⽩
記
﹄
で
も
︑
⻄
⼭
に
関
す
る
記
事
は
⼀
例
の
み
確
認
で
き
る
︒
こ
こ
で
は
紅
葉
を
⾒
て
い
る
が
︑
こ
の
記
事
は
先
に
引
⽤
し
た

﹃
権
記
﹄
の
記
事
と
同
⽇
の
も
の
で
あ
る
︒﹃
権
記
﹄
は
﹁
⼤
覚
寺
・
滝
殿
・
栖
霞
観
﹂
や
﹁
⼤
堰
河
﹂
と
具
体
的
な
地
名
を
記
し
︑﹃
公
任
集
﹄
で
は
﹁
嵯
峨
﹂
と
な

て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
嵯
峨
と
⻄
⼭
は
重
な
る
部
分
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒ 

出
⼆
⻄
⼭
辺
⼀
︑
⾒
⼆
紅
葉
⼀
︒
返
参
レ
院
︑
⾺
場
殿
有
⼆
和
歌
事
⼀
︒︵﹃
御
堂
関
⽩
記
﹄
⻑
保
元
年
九
⽉
⼗
⼆
⽇
条
︶ 

 

こ
れ
ら
の
例
か
ら
︑
⻄
⼭
は
東
⼭
ほ
ど
の
頻
度
で
は
な
い
が
︑
同
様
に
花
や
紅
葉
を
⾒
る
遊
興
の
場
所
と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

加
え
て
︑
遊
興
の
場
と
し
て
の
性
格
と
は
反
対
に
︑
宗
教
的
な
側
⾯
の
あ
る
場
所
で
も
あ
た
︒﹃
⼩
右
記
﹄
で
も
︑︵
２
︶
の
例
で
は
﹁
⽩
⽶
・
和
布
等
差
⼆
仁
円

師
⼀
︿
俗
名
当
隆
﹀︑
施
⼆
与
⻄
⼭
隠
者
良
命
⼀
︒﹂︵
⻑
和
⼆
年
︵
⼀
〇
⼀
三
︶
七
⽉
⼗
⼀
⽇
条
︶
と
し
て
⼈
を
遣
わ
し
て
⻄
⼭
の
隠
者
に
施
与
し
た
り
︑︵
３
︶
の
例
で

は
僧
侶
に
会
た
り
と
︑
僧
侶
が
活
動
す
る
場
で
あ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒ 

⻄
⼭
の
寺
が
登
場
す
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
﹃
蜻
蛉
⽇
記
﹄
で
あ
る
︒
藤
原
道
綱
⺟
が
﹁
⻄
⼭
の
例
の
も
の
す
る
寺
﹂
に
籠
て
い
る
︒
次
に
引
⽤
す
る
の

は
︑藤
原
兼
家
の
訪
れ
が
な
い
こ
と
を
悔
し
く
思
い
︑⾝
を
遠
ざ
け
よ
う
と
⻄
⼭
の
い
つ
も
参
詣
す
る
寺
へ
と
出
発
す
る
く
だ
り
で
あ
る
︒こ
の﹁
例
の
も
の
す
る
寺
﹂

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
︑貴
族
の
⼥
性
が
寺
院
参
詣
の
た
め
に
⻄
⼭
を
し
ば
し
ば
訪
れ
る
こ
と
が
あ
た
と
い
う
点
に
注
⽬
し
た
い
︒僧
侶
が
活
動
す
る
だ
け
で
な

く
︑
貴
族
か
ら
⻄
⼭
へ
と
赴
く
こ
と
も
あ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

さ
て
思
ふ
に
︑か
く
だ
に
思
ひ
出
づ
る
も
む
つ
か
し
く
︑さ
き
の
や
う
に
く
や
し
き
こ
と
も
こ
そ
あ
れ
︑な
ほ
し
ば
し
⾝
を
去
り
な
む
と
思
ひ
⽴
ち
て
︑⻄
⼭
に
︑

例
の
も
の
す
る
寺
あ
り
︑
そ
ち
も
の
し
な
む
︑
か
の
物
忌
果
て
ぬ
さ
き
に
と
て
︑
四
⽇
︑
出
で
⽴
つ
︒︵
中
巻
・
天
禄
⼆
年
︵
九
七
⼀
︶
六
⽉
︶ 

 

こ
こ
で
︑
⻄
⼭
の
位
置
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
︑︵
１
︶
の
例
で
は
︑﹁
覧
⼆
⻄
⼭
花
⼀
﹂
と
し
て
︑
⼤
堰
川
︵
⼤
井
川
︶
に
⾏
き
︑
寺
々
を
⾒
た

後
︑
寛
朝
僧
正
の
領
有
す
る
広
沢
⼭
庄
︑
仁
和
寺
︑
円
融
寺
の
順
に
移
動
し
て
い
る
︒ 

早
朝
︑
従
レ
内
退
出
︒
次
参
レ
院
︒
御
⼆
御
⾞
⼀
︑
覧
⼆
⻄
⼭
花
⼀
︒
左
⼤
将
︑
直
⾐
︒
右
近
中
将
︿
三
位
道
隆
︒﹀・
侍
⾂
等
︑
布
袴
︒
先
覧
⼆
⼤
井
⼀
︒
於
⼆
河
辺
⼀ 

御
⼆
御
⾺
⼀
︒
覧
⼆
寺
⼀々
︒
於
⼆
寛
朝
僧
正
所
レ
領
広
沢
⼭
庄
⼀
︑
供
⼆
朝
膳
⼀
︒
了
覧
⼆
仁
和
寺
⼀
︒
次
御
⼆
円
融
寺
⼀
︒
於
⼆
此
処
⼀
︑
各
執
レ
盃
︑
読
⼆
和
歌
⼀
︒
晩
景
︑

帰
御
︒︵
寛
和
元
年
︵
九
⼋
五
︶
三
⽉
⼗
六
⽇
条
︶ 

 

ま
た
︑︵
３
︶
の
例
で
は
︑
慈
⼼
寺
を
建
⽴
し
た
成
教
上
⼈
と
会
て
い
る
︒
ま
た
そ
の
後
帰
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
嵯
峨
の
栖
霞
寺
か
ら
利
原
と
兼
円
と
い
う
僧
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が
来
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
嵯
峨
と
も
近
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒ 

中
納
⾔
同
⾞
向
⼆
⻄
⼭
⼀
︑
到
⼆
常
隆
寺
辺
寺
⼀
︒
会
⼆
成
教
上
⼈
⼀
︒
如
⼆
⼋
仙
居
⼀
建
⽴
︑
寺
号
⼆
慈
⼼
寺
⼀
︒
其
寺
辺
亦
構
⼆
草
庵
⼀
︑
為
⼆
終
焉
処
⼀
︒
常
住
念
仏

云
々
︒
尤
随
喜
︒
⽐
到
⼆
⽇
没
⼀
退
帰
間
︑
従
⼆
栖
霞
寺
⼀
利
原
闍
梨
・
兼
円
等
来
会
︒
途
中
暫
清
談
︒
乗
レ
⽉
帰
レ
家
︒
兼
円
者
管
弦
師
云
々
︒︵﹃
⼩
右
記
﹄
⻑
元

⼆
年
︵
⼀
〇
⼆
九
︶
九
⽉
⼋
⽇
条
︶ 

 

こ
こ
に
⾒
え
る
慈
⼼
寺
と
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
︒
他
の
古
記
録
に
も
そ
の
名
は
⾒
え
な
い
が
︑
次
に
挙
げ
る
﹃
狭
⾐
物
語
﹄
に
の
み
確
認
で
き
る
︒
⻲
⼭
の
ふ
も
と

に
慈
⼼
寺
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る(

３
２)

︒
⽂
学
作
品
中
の
記
述
で
あ
る
た
め
︑
内
容
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
あ
る
⼀
定
の
地
理
的
な
感
覚
に

つ
い
て
は
参
考
に
な
る
記
述
で
あ
る
︒
⻲
⼭
と
は
嵯
峨
・
⼩
倉
⼭
の
東
南
の
⼭
と
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
慈
⼼
寺
が
先
ほ
ど
の
﹃
⼩
右
記
﹄
に
み
え
る
慈
⼼
寺
と
同
じ
で

あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
辺
り
に
あ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
⻲
⼭
の
ふ
も
と
の
慈
⼼
寺
の
辺
り
に
︑
主
⼈
公
の
狭
⾐
が
結
婚
す
る
姫
君
の
⽗
で
あ
る
故
式
部
卿
宮
が
⽴
派

な
寺
を
建
て
︑
そ
こ
に
籠
も
て
不
断
念
仏
な
ど
を
⾏
て
い
た
と
い
う
︒
こ
の
後
︑
式
部
卿
宮
の
北
の
⽅
が
病
気
の
た
め
に
同
じ
寺
に
籠
も
る
︒ 

⻲
⼭
の
ふ
も
と
︑
慈
⼼
寺
と
い
ふ
わ
た
り
に
︑
故
宮
の
︑
い
か
め
し
き
寺
建
て
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
と
も
す
れ
ば
籠
も
り
つ
つ
︑
不
断
の
念
仏
な
ど
⾏
ひ
た
ま
ひ
し

を
︵
後
略
︶︵
⼆
六
⼋
⾴
︶(

３
３) 

 

他
の
史
料
か
ら
は
︑
異
な
る
視
点
か
ら
⻄
⼭
の
位
置
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
先
に
挙
げ
た
﹃
左
経
記
﹄
⻑
和
五
年
︵
⼀
〇
⼀
四
︶
三
⽉
五
⽇
条
で
は
︑
雲
林

院
か
ら
始
ま
り
︑
⻄
⼭
の
花
林
を
⾒
た
後
に
桂
別
業
で
蹴
鞠
な
ど
に
興
じ
て
い
る
︒﹃
蜻
蛉
⽇
記
﹄
で
藤
原
道
綱
⺟
が
籠
た
﹁
⻄
⼭
に
例
の
も
の
す
る
寺
﹂
は
鳴
滝

の
般
若
寺
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
に
加
え
て
︑
⻄
⼭
に
つ
い
て
の
記
述
の
中
で
︑
そ
の
様
⼦
を
も
と
も
詳
細
に
述
べ
て
い
る
の
は
︑﹃
更
級
⽇
記
﹄
で
あ

ろ
う
︒
菅
原
孝
標
⼥
は
︑
国
司
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
東
国
か
ら
帰
た
⽗
ら
と
︑
⼀
時
期
⻄
⼭
に
滞
在
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
⼀
⼈
の
⼈
物
の
地
理
感
覚
と
し
て
参

考
に
な
る
︒
そ
の
際
の
記
述
が
︑
次
に
挙
げ
る
部
分
で
あ
る
︒ 

あ
づ
ま
に
下
り
し
親
︑
か
ら
う
じ
て
の
ぼ
り
て
︑
⻄
⼭
な
る
所
に
お
ち
つ
き
た
れ
ば
︑︵
中
略
︶ 

東
は
野
の
は
る
ば
る
と
あ
る
に
︑
東
の
⼭
ぎ
は
は
︑
⽐
叡
の
⼭
よ
り
し
て
︑
稲
荷
な
ど
い
ふ
⼭
ま
で
あ
ら
は
に
⾒
え
わ
た
り
︑
南
は
双
の
岡
の
松
⾵
︑
い
と
⽿
近

う
⼼
ぼ
そ
く
聞
こ
え
て
︑
内
に
は
︑
い
た
だ
き
の
も
と
ま
で
︑
⽥
と
い
ふ
も
の
の
︑
引
板
鳴
ら
す
⾳
な
ど
︑
ゐ
な
か
の
⼼
地
し
て
︑
い
と
を
か
し
き
に
︑
⽉
の
明

き
夜
な
ど
は
︑
い
と
お
も
し
ろ
き
を
︑
な
が
め
明
か
し
暮
ら
す
に
︑
知
り
た
り
し
⼈
︑
⾥
遠
く
な
り
て
⾳
も
せ
ず
︒︵
三
⼆
三―

三
⼆
四
⾴
︶ 

 

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
雲
林
院
を
含
む
北
⼭
に
近
い
こ
と
で
あ
る
︒﹃
左
経
記
﹄
で
は
雲
林
院
か
ら
⻄
⼭
に
移
動
し

て
い
る
︒
雲
林
院
が
北
⼭
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
す
で
に
述
べ
た
︒
つ
ま
り
︑
⻄
⼭
は
北
⼭
地
域
か
ら
近
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
⼆
つ
⽬
は
︑
嵯
峨
や

⼤
堰
川
に
近
い
こ
と
で
あ
る
︒﹃
⼩
右
記
﹄
寛
和
元
年
︵
九
⼋
五
︶
三
⽉
⼗
六
⽇
条
の
花
⾒
で
は
︑
同
じ
⽇
に
⼤
堰
川
に
遊
覧
し
︑﹃
同
﹄
⻑
元
⼆
年
︵
⼀
〇
⼆
九
︶
九
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⽉
⼋
⽇
条
で
は
⻄
⼭
の
寺
へ
の
参
詣
の
際
に
嵯
峨
の
寺
の
僧
侶
に
会
て
い
る
︒
三
つ
⽬
は
︑
嵯
峨
広
沢
仁
和
寺
の
周
辺
の
地
域
に
あ
た
る
こ
と
で
あ
る
︒﹃
⼩

右
記
﹄
寛
和
元
年
︵
九
⼋
五
︶
三
⽉
⼗
六
⽇
条
で
は
︑
⼤
堰
川
か
ら
始
ま
り
︑
広
沢
⼭
庄
か
ら
仁
和
寺
へ
移
動
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
ら
の
地
点
の
移
動
の
間
に

花
を
⾒
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
同
⽇
の
同
じ
⾏
動
を
記
し
た
も
の
が
︑
史
料
に
よ
て
﹁
嵯
峨
﹂
と
な
て
い
た

り
﹁
⻄
⼭
﹂
と
な
て
い
た
り
と
違
い
が
⾒
ら
れ
る
︒
嵯
峨
が
⻄
⼭
と
近
接
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
場
合
に
よ
て
は
嵯
峨
を
⻄
⼭
に
含
ま
れ
る
場
所
と
し

て
認
識
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
四
つ
⽬
は
︑
双
岡
の
北
に
当
た
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
更
級
⽇
記
﹄
で
﹁
南
は
双
の
岡
の
松
⾵
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
加
え
て
︑﹃
蜻
蛉
⽇
記
﹄
に
お
け
る
﹁
⻄
⼭
に
例
の
も
の
す
る
寺
﹂
が
鳴
滝
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
⻄
⼭
と
は
現
在
の
地

名
で
い
う
と
京
都
市
右
京
区
の
鳴
滝
・
宇
多
野
・
御
室
辺
り
を
⻄
⼭
と
呼
ぶ
感
覚
が
当
時
存
在
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒(

３
４)

︒
平
安
京
︑
特
に
内
裏
の
辺

り
か
ら
⾒
て
⻄
に
⾒
え
る
⼭
の
麓
の
辺
り
を
指
す
と
み
ら
れ
る
︒ 

⻄
⼭
は
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
嵯
峨
や
北
⼭
地
域
と
地
続
き
の
場
所
で
あ
た
︒
嵯
峨
や
北
⼭
へ
平
安
京
か
ら
向
か
う
道
が
あ
た
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
︒
嵯
峨

や
北
⼭
と
同
⽇
に
向
か
う
例
が
⾒
ら
れ
る
の
も
そ
の
交
通
路
や
位
置
関
係
の
た
め
で
あ
ろ
う
︒
平
安
京
か
ら
も
向
か
い
や
す
い
場
所
で
あ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
︒ ⻄

⼭
の
⾵
景
に
つ
い
て
詳
細
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
︒た
だ
し
︑先
ほ
ど
の﹃
更
級
⽇
記
﹄で
は
︑東
に
は
野
が
広
が
り
︑⽐
叡
⼭
か
ら
稲
荷
⼭
ま
で
︑連
な
る
⼭
々

が
⾒
渡
せ
る
様
⼦
が
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
⽥
で
引
板
を
鳴
ら
す
様
⼦
に
︑﹁
ゐ
な
か
の
⼼
地
﹂
を
感
じ
て
い
る
︒
⻄
⼭
に
は
︑
野
や
⽥
な
ど
︑
平
安

京
内
と
は
異
な
る
⾵
景
が
広
が
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

⻄
⼭
と
い
う
場
所
は
︑
史
料
に
出
て
く
る
こ
と
が
少
な
く
︑
詳
細
は
不
明
な
点
も
多
い
が
︑
位
置
的
に
は
平
安
京
か
ら
⾒
て
東
⼭
と
反
対
の
場
所
に
あ
り
︑
遊
興
の

場
と
い
う
似
た
性
格
を
持
つ
こ
と
か
ら
︑
東
⼭
と
対
に
な
る
よ
う
な
場
所
で
あ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
花
や
紅
葉
が
貴
族
に
愛
で
ら
れ
る
⼀
⽅
で
︑
平
安
京
か
ら
離
れ

た
宗
教
的
な
場
と
い
う
対
照
的
な
⾯
を
併
せ
持
て
い
た
︒ 
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図
２ 

嵯
峨
・
⻄
⼭
︵
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
⼟
佐
⽇
記
・
蜻
蛉
⽇
記
﹄
⼩
学
館
︑
⼀
九
九
五
年
よ
り
引
⽤
・
加
⼯
︶ 
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お
わ
り
に 

以
上
︑﹃
⼩
右
記
﹄
に
お
け
る
移
動
の
記
述
に
注
⽬
し
︑
そ
こ
に
現
れ
る
い
く
つ
か
の
場
に
つ
い
て
個
別
に
検
討
し
て
き
た
︒﹃
⼩
右
記
﹄
に
基
づ
く
と
︑
平
安
京
周

辺
に
は
︑
固
有
名
詞
で
記
さ
れ
る
寺
院
や
⼭
庄
の
他
に
︑
漠
然
と
し
た
地
域
名
で
呼
ば
れ
る
︑
⾯
的
な
広
が
り
を
持
つ
場
所
が
あ
た
︒
そ
れ
ら
の
場
所
の
存
在
や
役

割
は
︑﹃
⼩
右
記
﹄
に
限
ら
ず
他
の
史
料
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
︒
東
⼭
・
北
⼭
・
嵯
峨
・
⻄
⼭
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
は
︑
平
安
京
の
東
・
北
・
⻄
に
そ
れ
ぞ
れ

広
が
る
が
︑
南
に
は
同
様
の
場
所
は
な
い
︒
平
安
京
の
南
が
貴
族
た
ち
に
利
⽤
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
︑
院
政
期
以
降
に
⿃
⽻
が
開
発
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る(

３
５)

︒

平
安
京
の
南
以
外
の
場
所
が
利
⽤
さ
れ
た
の
は
︑
⼭
に
よ
て
⾵
景
や
実
際
の
地
理
が
区
切
ら
れ
︑
エ
リ
ア
が
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒
宇

治
は
道
⻑
が
別
業
を
持
ち
︑
し
ば
し
ば
そ
こ
で
遊
ん
だ
こ
と
が
⾒
ら
れ
る
が
︑
平
安
京
か
ら
向
か
う
に
は
距
離
が
離
れ
て
い
る
う
え
に
︑
宇
治
川
に
よ
て
隔
て
ら
れ

て
お
り
︑
東
⼭
な
ど
の
よ
う
な
場
所
と
は
事
情
が
異
な
る
だ
ろ
う
︒ 

ま
た
︑そ
れ
ぞ
れ
の
エ
リ
ア
は
孤
⽴
し
た
エ
リ
ア
で
は
な
く
︑東
⼭
か
ら
北
⼭
︑北
⼭
か
ら
⻄
⼭
︑⻄
⼭
か
ら
嵯
峨
は
そ
れ
ぞ
れ
繋
が
た
場
所
で
あ
た
こ
と
は
︑

各
節
で
触
れ
た
よ
う
に
︑
貴
族
の
移
動
の
様
⼦
か
ら
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ら
の
場
所
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
独
⽴
し
て
平
安
京
の
外
に
点
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
︑

平
安
京
を
囲
む
よ
う
に
し
て
広
が
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
⾯
的
な
場
の
認
識
が
起
こ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
平
安
時
代
の
貴
族
は
︑
外
出
の
機
会
が
少
な
か
た
こ
と
は
は
じ
め
に
述
べ
た
︒
そ
の
た

め
︑
特
定
の
場
所
以
外
は
曖
昧
な
認
識
に
な
り
や
す
か
た
の
で
あ
ろ
う
︒
平
安
京
の
外
に
も
郷
な
ど
の
⾏
政
単
位
は
あ
た
が
︑
京
の
外
と
接
す
る
機
会
の
少
な
い

貴
族
た
ち
が
普
段
の
⽣
活
で
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
は
な
か
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

﹃
御
堂
関
⽩
記
﹄
を
⾒
る
と
︑
藤
原
道
⻑
は
積
極
的
に
外
出
し
︑
具
体
的
な
地
名
を
記
す
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹃
⼩
右
記
﹄
に
お
け
る
実
資
の
記
述
に
は
漠
然
と
し
た

地
名
が
多
く
⾒
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
実
資
が
道
⻑
と
は
異
な
り
︑
⾃
ら
の
外
出
の
頻
度
が
低
く
︑
他
⼈
の
外
出
を
伝
聞
で
記
す
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
に

は
︑
平
安
京
近
郊
に
複
数
別
業
を
持
つ
よ
う
な
道
⻑
と
︑
別
業
を
持
た
な
い
実
資
と
い
う
差
や
︑
両
者
の
朝
廷
内
で
の
⽴
場
も
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
よ
う

に
︑
平
安
京
の
外
に
対
す
る
認
識
は
⼀
様
で
は
な
く
︑
各
⼈
の
⾏
動
に
よ
る
認
識
の
差
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒ 

ま
た
︑﹃
⼩
右
記
﹄
の
場
合
︑
同
じ
エ
リ
ア
で
も
⽬
的
に
よ
て
記
述
の
仕
⽅
が
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
︒
法
会
な
ど
に
伴
う
寺
社
へ
の
参
詣
な
ど
︑
具
体
的
な
場

所
が
決
ま
て
い
る
場
合
は
具
体
例
を
⽰
す
が
︑
⾒
物
や
遊
覧
な
ど
の
移
動
を
伴
う
⾏
事
の
場
合
︑
漠
然
と
し
た
地
名
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
例
え
ば
︑
清

⽔
寺
と
東
⼭
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
東
⼭
に
つ
い
て
検
討
し
た
限
り
で
は
清
⽔
寺
も
東
⼭
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
実
資
が
参
詣
す
る
な
ど
︑
様
々
な
⾏
事

を
⾏
う
場
と
し
て
し
ば
し
ば
具
体
名
が
出
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑⾦
⿎
を
打
つ
な
ど
︑
複
数
の
場
所
に
わ
た
る
⾏
動
の
場
合
︑具
体
的
な
寺
院
名
は
出
さ
ず
︑﹁
東
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⼭
﹂
と
⼀
ま
と
め
に
さ
れ
る
︒ 

こ
れ
ら
の
場
所
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
点
的
な
分
布
を
⾒
せ
る
個
々
の
寺
院
や
⼭
庄
と
は
異
な
り
︑
⼀
帯
を

ま
と
め
て
⾯
的
な
⼀
つ
の
エ
リ
ア
と
⾒
な
し
て
い
る
︒
こ
こ
ま
で
⾒
て
き
た
史
料
を
⾒
る
と
︑
そ
の
エ
リ
ア
の
中
に
は
寺
院
や
︑
遊
興
の
場
所
が
あ
り
︑
花
や
紅
葉
な

ど
の
⾃
然
に
触
れ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
︑
重
要
な
点
と
し
て
︑
い
ず
れ
の
場
所
も
平
安
京
か
ら
の
交
通
が
便
利
な
場
所
で
あ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒ 

⾃
然
が
あ
る
と
い
う
性
格
に
関
し
て
︑
古
橋
信
孝
⽒
に
よ
る
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
︒
古
橋
⽒
は
︑
平
安
京
の
外
に
郊
外
の
存
在
を
設
定
し
︑
郊
外
と
は
⾃
然
と

交
歓
す
る
場
所
で
あ
り
︑
平
安
京
の
周
囲
全
体
に
あ
た
る
と
し
た
︒
ま
た
︑
郊
外
に
出
か
け
た
時
の
気
分
を
﹁
⼼
の
ぶ
﹂
も
の
と
し
︑
こ
う
し
た
気
分
に
な
る
に
は
治

安
の
い
い
︑
安
⼼
し
て
出
か
け
ら
れ
る
範
囲
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
れ
が
郊
外
で
あ
る
と
し
た(

３
６)

︒
こ
の
指
摘
は
︑
ま
さ
に
﹃
⼩
右
記
﹄
に
現
れ
る
東
⼭
や
そ
の

他
の
場
に
当
て
は
ま
る
︒ 

ま
た
︑
平
安
京
と
そ
の
外
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
︒
⻄
村
さ
と
み
⽒
は
︑
条
坊
の
外
の
寺
院
も
京
の
寺
に
数
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
︑﹁
京
の

⼀
部
を
担
う
⼭
々
や
︑
そ
こ
に
あ
る
寺
院
を
︑
京
を
そ
れ
と
し
て
成
り
⽴
た
せ
る
要
素
と
⾒
な
し
︑︵﹁
京
﹂
の
語
が
︶
使
⽤
さ
れ
た
﹂︵
括
弧
内
は
筆
者
補
⾜
︶
と
す

る(

３
７)

︒ 

こ
こ
ま
で
の
分
析
と
︑
先
⾏
研
究
に
よ
る
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
︑
平
安
京
の
外
に
あ
る
場
は
︑
機
能
的
に
も
景
観
的
に
も
平
安
京
の
条
坊
内
部
に
は
な
い
も
の
を
体

験
で
き
る
場
所
で
あ
り
︑
ま
た
条
坊
内
部
に
な
い
も
の
を
補
完
す
る
場
所
で
あ
た
と
い
え
る
︒
実
資
が
徒
然
の
⼼
情
を
慰
め
る
た
め
に
平
安
京
外
へ
向
か
た
の

も
︑⾃
宅
や
内
裏
︑あ
る
い
は
そ
の
周
辺
で
は
で
き
な
い
体
験
を
す
る
こ
と
で
気
分
を
慰
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒そ
れ
以
外
に
も
︑

東
⼭
に
お
い
て
複
数
の
寺
で
⾦
⿎
を
打
つ
な
ど
の
宗
教
的
な
⾏
為
も
︑
平
安
京
内
で
は
⾏
え
な
い
体
験
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒ 

 

今
回
は
︑﹃
⼩
右
記
﹄
を
中
⼼
と
し
て
平
安
京
を
め
ぐ
る
貴
族
の
移
動
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
︑
藤
原
実
資
と
い
う
⼀
個
⼈
の
視
点
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
︒
他

の
貴
族
の
⽇
記
も
あ
わ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
で
︑
平
安
京
周
辺
に
つ
い
て
よ
り
総
合
的
で
詳
細
な
研
究
を
⾏
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
︒ 
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図
３ 

平
安
京
周
辺
図
︵
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
平
安
私
家
集
﹄
岩
波
書
店
︑
⼀
九
九
四
年
よ
り
引
⽤
︶ 
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図
４ 

平
安
京
周
辺
の
道
路
︵
⾦
⽥
章
裕
﹁
宮
都
の
⽴
地
と
形
態
﹂︵﹃
古
代
景
観
史
の
探
究 

宮
都
・
国
府
・
地
割
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
〇
⼆
年
よ
り
引
⽤
︶ 
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註
 (

１) 
⾜
利
健
亮
﹁
平
安
京
計
画
に
関
す
る
⼀
試
考
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
地
理
研
究
﹄
⼤
明
堂
︑
⼀
九
⼋
五
年
︑
初
出
は
⼀
九
七
六
年
︶︒ 

(

２) 
⻄
⼭
良
平
﹃
都
市
平
安
京
﹄︵
京
都
⼤
学
学
術
出
版
会
︑
⼆
〇
〇
四
年
︶︒ 

(

３) 

市
川
理
恵
﹃
古
代
⽇
本
の
京
職
と
京
⼾
﹄︵
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
〇
九
年
︶
な
ど
︒ 

(

４) 

⻄
村
さ
と
み
﹃
平
安
京
の
空
間
と
⽂
学
﹄︵
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
〇
五
年
︶︒ 

(

５) 

⾼
橋
和
夫
﹁
源
⽒
物
語
の
舞
台
と
平
安
京
﹂︵
今
井
卓
爾
・
⻤
束
隆
昭
・
後
藤
祥
⼦
・
中
野
幸
⼀
編
﹃
源
⽒
物
語
講
座 

第
五
巻 

時
代
と
習
俗
﹄
勉
誠
社
︑
⼀

九
九
⼀
年
︶︑
⾓
⽥
⽂
衞
・
加
納
重
⽂
編
﹃
源
⽒
物
語
の
地
理
﹄︵
思
⽂
閣
出
版
︑
⼀
九
九
九
年
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒ 

(

６) 

⾜
利
︑
前
掲
書
註
︵
１
︶
や
⻄
⼭
︑
前
掲
書
註
︵
２
︶
も
平
安
京
と
そ
の
周
辺
の
関
係
に
つ
い
て
指
摘
す
る
︒
そ
の
他
の
研
究
に
つ
い
て
は
︑
論
を
進
め
る
中

で
⾔
及
す
る
︒ 

(

７) 

安
藤
哲
郎
﹁
平
安
貴
族
に
お
け
る
﹁
京
﹂
の
認
識―

⽇
記
の
検
討
を
通
し
て
﹂︵﹃
歴
史
地
理
学
﹄
五
五
三
︵
⼆
︶︑
⼆
〇
⼀
⼀
年
︶︑
⼀
〇―

⼀
三
⾴
︒ 

(

８) 

⻄
⼭
良
平
﹁
平
安
京
と
農
村
の
交
流
﹂︵﹃
都
市
平
安
京
﹄
京
都
⼤
学
学
術
出
版
会
︑
⼆
〇
〇
四
年
︑
初
出
は
⼆
〇
〇
⼆
年
︶︑
三
⼆
四―

三
⼆
⼋
⾴
︒ 

(

９) 

歌
番
号
は
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
千
載
和
歌
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

１
０) 

⾓
⽥
⽂
衞
﹁
北
⼭
の
な
に
が
し
寺
﹂︵
⾓
⽥
⽂
衞
・
加
納
重
⽂
編
﹃
源
⽒
物
語
の
地
理
﹄
思
⽂
閣
出
版
︑
⼀
九
九
九
年
︑
初
出
は
⼀
九
六
⼋
年
︶︑
⼀
七
〇―

⼀

七
⼀
⾴
︑
佐
々
⽊
令
信
﹁
⽐
叡
⻄
⼭
麓
普
⾨
寺
考―
平
安
時
代
中
期
草
創
寺
院
の
⼀
視
点―

﹂︵﹃
仏
教
史
学
研
究
﹄
⼆
三
︵
⼆
︶︑
⼀
九
⼋
⼀
年
︶︑
三
〇
⾴
で
は

⼭
城
国
愛
宕
郡
⼩
野
郷
の
⽯
蔵
に
⽐
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
説
に
従
う
な
ら
ば
︑
観
⾳
院
は
同
じ
く
⼩
野
郷
に
あ
た
⼤
雲
寺
内
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
︵
⼤
雲
寺
内
に
観
⾳
院
が
存
在
し
た
︶︒
ま
た
︑
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
蜻
蛉
⽇
記
﹄
巻
末
歌
集
の
頭
注
︵
三
七
五
⾴
︶
で
は
︑﹁
⼩
野
殿
﹂
を
藤
原
⽂
範

の
別
荘
と
し
︑
⼤
原
辺
り
と
す
る
︒
し
か
し
︑
⼀
⽇
で
帰
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
移
動
が
⻑
距
離
に
渡
る
た
め
︑
ど
ち
ら
も
確
定
は
難
し
い
︒ 

(

１
１) 

⼩
野
⼭
庄
の
あ
た
と
さ
れ
る
⼩
野
郷
は
︑
後
に
述
べ
る
北
⼭
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
︑
⼤
原
説
を
採
た
場
合
も
︑
遠
く
離
れ
て
い
る
た
め
︑
東
⼭
か
ら

は
外
れ
る
で
あ
ろ
う
︒ 

(

１
２) 

以
下
︑﹃
更
級
⽇
記
﹄
の
⾴
数
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
和
泉
式
部
⽇
記
・
紫
式
部
⽇
記
・
更
級
⽇
記
・
讃
岐
内
侍
⽇
記
﹄
に
よ
る
︒ 

(

１
３) 

上
村
和
直
﹁
平
安
京
の
変
貌
と
﹁
京
都
﹂
の
成
⽴
﹂︵
吉
村
武
彦
︑
⼭
路
直
充
編
﹃
都
城 

古
代
⽇
本
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
﹄
⻘
⽊
書
店
︑
⼆
〇
〇
七
年
︶︑
⼀
六

四
⾴
︒ 

(

１
４) 

﹃
⼩
右
記
﹄
寛
和
元
年
︵
九
⼋
五
︶
五
⽉
⼆
⼗
⼆
⽇
条
︒ 
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 (
１
５) 

以
下
︑﹃
公
任
集
﹄
の
歌
番
号
は
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
平
安
私
家
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(
１
６) 

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
⼆
⼗
・
第
六
話
︒ 

(

１
７) 

横
尾
義
貫
・
⾕
直
樹
﹁
⼤
⽩
河
・
⼩
⽩
河―

京
都
河
川
変
遷
史
論
︵
⼆
︶―

﹂︵﹃
⽇
本
建
築
学
会
近
畿
⽀
部
研
究
報
告
集 

計
画
系
﹄︑
⼀
九
七
⼋
年
︶︑
四
九

四―
四
九
六
⾴
︒ 

(

１
８) 

上
村
︑
前
掲
註
︵
１
３
︶
論
⽂
︑
⼀
四
⼋―

⼀
五
〇
⾴
︒
⼭
本
雅
和
﹁
都
の
変
貌
﹂︵
⻄
⼭
良
平
・
鈴
⽊
久
男
編
﹃
古
代
の
都
３ 

恒
久
の
都 

平
安
京
﹄
吉

川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︶︑
⼀
五
四
⾴
︒ 

(

１
９) 

上
村
︑
前
掲
註
︵
１
３
︶
論
⽂
︑
⼀
四
⼋―

⼀
五
〇
⾴
︒ 

(

２
０) 

安
藤
︑
前
掲
註
︵
７
︶
論
⽂
︑
⼀
五
⾴
︒
龔
婷
﹁
京
洛
の
境
界
線
﹂︵
倉
本
⼀
宏
編
﹃
説
話
研
究
を
拓
く―

説
話
⽂
学
と
歴
史
史
料
の
間
に
﹄
思
⽂
閣
出
版
︑

⼆
〇
⼀
九
年
︶ 

(

２
１) 

⾕
岡
治
男
﹁﹁
北
⼭
﹂
考―
古
今
集
・
源
⽒
物
語
地
理
考
証―

﹂︵﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
六―

三
︑
⼀
九
七
三
年
︶︑
六
⼆
⾴
︒ 

(

２
２) 

三
条
天
皇
の
場
合
も
︑﹃
⽇
本
紀
略
﹄
寛
仁
元
年
五
⽉
⼗
⼆
⽇
条
に
お
い
て
﹁
奉
レ
葬
⼆
三
条
院
⽯
垣
⼀
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
﹁
⽯
垣
﹂
が
︑
⼀
条
天
皇
が
⽕
葬
さ
れ

た
﹁
巌
陰
﹂
と
同
じ
場
所
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒ 

(

２
３) 

須
藤
あ
ゆ
美
﹁
藤
原
実
資
の
紅
葉
狩
り
﹂︵﹃
⽇
本
歴
史
﹄
⼋
四
⼀
︑
⼆
〇
⼀
⼋
年
︶︒ 

(

２
４) 

歌
番
号
は
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
平
安
私
家
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

２
５) 

⾕
岡
︑
前
掲
註
︵
２
１
︶
論
⽂
︑
六
五
⾴
︒ 

(

２
６) 

古
橋
信
孝
﹃
平
安
京
の
都
市
⽣
活
と
郊
外
﹄︵
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
九
⼋
年
︶︑
⼀
六
⼀
⾴
︒ 

(

２
７) 

倉
本
⼀
宏
﹃
⼀
条
天
皇
﹄︵
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶︑
⼆
〇
四
︑
⼆
五
⼆―

⼆
五
三
⾴
︒﹃
権
記
﹄
寛
弘
⼋
年
︵
⼀
〇
⼀
⼀
︶
七
⽉
⼋
⽇
条
に
は
︑
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒ 

⾃
⼆
後
殿
⻄
⼀
令
レ
経
⼆
⻄
北
舎
東
北
⼀
︑
⾃
⼆
乾
⽅
築
垣
壊
⼀
︑
出
⼆
御
於
⼀
条
路
⼀
︑
⾃
⼆
⼤
宮
路
⼀
北
折
︒
⾃
⼆
世
尊
寺
北
路
⼀
⻄
折
︑
⾃
⼆
達
智
⾨
路
末
⼀
︑
斜 

指
⼆
船
岡
南
⻄
脚
⼀
︑
更
北
折
︑
添
⼆
紙
屋
河
北
⼀
︑
上
⼆
御
⼭
作
所
⼀
︒ 

(

２
８) 

本
中
眞
﹁
中
世
世
界
の
庭
園
﹂︵
⼩
野
正
敏
・
五
味
⽂
彦
・
萩
原
三
雄
編
﹃
考
古
学
と
中
世
史
研
究
１ 

中
世
の
系
譜 

東
と
⻄
︑
北
と
南
の
世
界
﹄
⾼
志
書

院
︑
⼆
〇
〇
四
年
︶︑
⼋
七
⾴
︒ 

(

２
９) 

歌
番
号
は
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
よ
る
︒ 
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 (
３
０) 

⾦
⽥
章
裕
﹁
平
安
初
期
に
お
け
る
嵯
峨
野
の
開
発
と
条
⾥
プ
ラ
ン
﹂︵﹃
追
⼿
⾨
学
院
⼤
学
⽂
学
部
紀
要
﹄
⼀
⼆
︑
⼀
九
七
⼋
年
︶︑
五
九―

六
〇
⾴
︒
上
村
︑

前
掲
註
︵
１
３
︶
論
⽂
︑
⼀
五
七
⾴
︒ 

(

３
１) 

上
村
︑
前
掲
註
︵
１
３
︶
論
⽂
︑
⼀
五
六―

⼀
五
七
⾴
︒ 

(

３
２) 

新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
狭
⾐
物
語
﹄
⼆
︑
⼆
六
⼋
⾴
頭
注
︒ 

(

３
３) 

⾴
数
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
狭
⾐
物
語
﹄
に
よ
る
︒ 

(

３
４) 

﹃
源
⽒
物
語
﹄
若
菜
巻
に
て
朱
雀
院
が
出
家
し
た
﹁
⻄
⼭
な
る
御
寺
﹂
は
︑
物
語
中
の
記
述
か
ら
位
置
を
推
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
の
︑
諸
注
釈
書
で
は

仁
和
寺
︵
現
在
の
地
名
で
い
う
と
御
室
に
あ
る
︶
に
⽐
定
さ
れ
て
い
る
︒ 

(

３
５) 

院
政
期
の
⿃
⽻
の
開
発
に
つ
い
て
は
︑
上
村
︑
前
掲
註
︵
１
３
︶
論
⽂
︑
⼀
五
⼆―

⼀
五
六
⾴
︒ 

(

３
６) 

古
橋
︑
前
掲
書
註
︵
２
６
︶︑
七
四―

七
六
⾴
︒ 

(

３
７) 

⻄
村
さ
と
み
﹁
条
坊
の
う
ち
そ
と―
平
城
か
ら
平
安
へ―

﹂︵
舘
野
和
⼰
・
⼩
路
⽥
泰
直
編
﹃
古
代
⽇
本
の
構
造
と
原
理
﹄
⻘
⽊
書
店
︑
⼆
〇
〇
⼋
年
︶︑
三
⼀

七
⾴
︒ 
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第
⼆
章 

平
安
貴
族
と
﹁
ゐ
な
か
﹂ 

は
じ
め
に 

 

⽂
学
作
品
を
読
む
と
︑
し
ば
し
ば
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
語
が
現
れ
る
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
語
の
存
在
⾃
体
は
奈
良
時
代
か
ら
確
認
で
き
る
が
︑
平
安
時
代
に
な
る

と
⽤
例
が
急
増
す
る
︒
中
で
も
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
や
﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
研
究
が
⾏
わ
れ
て
き
た(

１)

︒ 

中
世
に
は
﹁
京―
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
図
式
が
多
く
の
⼈
々
の
間
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
⻄
尾
和
美
⽒
が
指
摘
し
て
い
る(

２)

︒
し
か
し
︑
平
安
時
代
に
関
し
て
は
︑

各
作
品
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
︑
そ
の
時
代
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
像
を
ど
の
よ
う
に
形
作
て
い
る
か
と
い
う
総
合
的
な
研
究
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
特
に
﹃
源
⽒
物
語
﹄

と
そ
れ
以
外
の
作
品
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
分
断
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
を
繋
ぐ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
︒ 

な
お
︑
本
章
で
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
表
記
を
採
⽤
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
和
語
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
漢
語
の
﹁
⽥
舎
﹂
と
を
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
は
︑

現
代
に
お
い
て
は
﹁
⽥
舎
﹂
と
書
か
れ
︑﹁
都
会
﹂
と
対
⽐
さ
れ
る
︒
平
安
時
代
の
⽂
学
作
品
に
つ
い
て
も
︑
各
作
品
の
注
釈
書
の
本
⽂
に
は
︑
仮
名
の
﹁
ゐ
な
か
﹂

に
﹁
⽥
舎
﹂
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
る
の
が
通
例
に
な
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
︑
現
代
語
と
し
て
の
﹁
⽥
舎
﹂
の
影
響
も
あ
る
だ
ろ
う
︒ 

し
か
し
︑
⽂
学
作
品
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
す
べ
て
﹁
⽥
舎
﹂
の
字
を
当
て
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
ろ
う
か
︒
柳
⽥
国
男
⽒
は
﹁
農
家
と
⽥
畠
と
︑
細
か
く
⼊
交
つ
て

い
る
﹂
場
所
が
﹁
ヰ
ナ
カ
﹂
で
あ
た
と
し
︑
⽥
舎
の
⼆
⽂
字
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
て
語
の
感
じ
が
変
化
し
た
と
し
た(

３)

︒
ま
た
︑
塚
本
学
⽒
は
﹁
ゐ
な
か
﹂

は
漢
字
採
⽤
以
前
か
ら
の
古
い
⾔
葉
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る(

４)

︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
ま
ず
は
和
語
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
漢
語
の
﹁
⽥
舎
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
に
︑
同
時
代
の
史
料
で
あ
る
古
記
録
に
も
⽬
を
向
け
︑
漢
語
の
﹁
⽥
舎
﹂
と
の
関
係
も
視
野
に
⼊
れ
る
︒ 

 

従
来
の
研
究
で
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
そ
の
も
の
に
着
⽬
さ
れ
︑
平
安
京
に
対
す
る
観
念
的
な
対
⽴
項
と
し
て
⾒
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
い

ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
い
︒
実
際
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
た
か
︑
そ
し
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た
か
を
知
る
こ
と
も
︑
⽂

学
作
品
を
扱
う
上
で
は
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
︒ 

本
章
で
は
︑
こ
れ
ま
で
個
別
に
分
析
さ
れ
て
き
た
作
品
に
⾒
ら
れ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
︑
各
作
品
の
⽤
例
を
通
覧
し
た
上
で
︑
⽤
例
の
変
遷
や
作
品
ご
と
の
特

徴
を
分
析
し
︑
平
安
時
代
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
た
か
と
い
う
全
体
像
を
描
く
こ
と
を
⽬
的
と
す
る
︒
そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
内
実

も
含
め
て
考
察
し
︑
単
純
な
平
安
京
の
対
⽴
項
で
は
な
い
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
様
相
を
把
握
し
た
い
︒ 

 

以
上
の
よ
う
な
試
み
に
よ
て
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
⾔
葉
の
︑
⽂
学
上
に
お
け
る
⽤
法
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
平
安
時
代
の
空
間
の
捉
え
⽅
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を
解
明
す
る
⼀
端
と
な
る
だ
ろ
う
︒ 

 
第
⼀
節 
平
安
時
代
の
史
料
に
お
け
る
﹁
ゐ
な
か
﹂ 

１ 

⽂
学
作
品
に
お
け
る
﹁
ゐ
な
か
﹂ 

 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
が
多
く
現
れ
る
の
は
︑
⽂
学
作
品
の
中
で
あ
る
︒
ま
ず
は
︑
⽂
学
作
品
の
中
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
も
の
の
全
体
像
を
把

握
す
る
た
め
︑
平
安
時
代
の
⽂
学
作
品
に
現
れ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
が
ど
の
よ
う
な
場
所
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
と
︑
時
代
や
作
品
に
よ
る
⽤
法
の
違
い
に
つ
い
て

検
討
す
る
︒ 

 

⽂
学
作
品
の
中
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
は
︑
⻄
尾
⽒
が
分
析
を
⾏
て
い
る(

５)

︒
し
か
し
︑
⽒
の
分
析
は
中
世
が
中
⼼
で
あ
る
た
め
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
と
﹃
今
昔

物
語
集
﹄
の
間
の
⼗
世
紀
か
ら
⼗
⼀
世
紀
に
か
け
て
の
作
品
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
︒
本
節
で
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
と
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
間
の
⽤
例
を
確

認
し
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
の
様
相
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
を
⽬
的
と
す
る
︒ 

平
安
時
代
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
︑
そ
れ
よ
り
古
い
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
は
︑
⼀
例
の
み
﹁
ゐ
な
か
﹂
の

語
が
確
認
で
き
る
︒
そ
れ
が
次
の
歌
で
あ
る
︒ 

式
部
卿
藤
原
宇
合
卿
被
レ
使
レ
改
⼆
造
難
波
堵
⼀
之
時
作
歌
⼀
⾸ 

昔
者
社 

難
波
居
中
跡 

所
⾔
奚
⽶ 

今
者
京
引 

都
備
仁
鶏
⾥ 

︵
昔
こ
そ
難
波
ゐ
な
か
と
⾔
は
れ
け
め
今
み
や
こ
引
き
み
や
こ
び
に
け
り 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
三
・
三
⼀
⼆
番
歌 

藤
原
宇
合
︶(

６) 
 

こ
れ
は
︑
神
⻲
三
年
︵
七
⼆
六
︶
に
知
造
難
波
宮
事
に
任
じ
ら
れ
た
藤
原
宇
合
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒
こ
の
歌
で
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
⾔
わ
れ
て
い
た
難
波
が
︑
難

波
宮
が
造
営
さ
れ
た
こ
と
に
よ
て
﹁
み
や
こ
﹂
ら
し
く
な
た
と
い
う
︒
歌
中
に
﹁
居
中
︵
ゐ
な
か
︶﹂
と
の
表
記
が
確
認
で
き
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
は
︑
こ
の
例
を

除
い
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
が
確
認
で
き
な
い
た
め
︑
こ
の
時
代
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
︒
し
か
し
︑﹁
み
や
こ
﹂
に
な
る
前
の
姿
を
﹁
ゐ

な
か
﹂
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
︑﹁
み
や
こ
﹂
を
作
る
こ
と
で
そ
れ
が
変
化
し
た
こ
と
を
物
語
る
︒ 

 

つ
い
で
︑
平
安
時
代
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
を
⾒
て
い
き
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
が
ど
の
よ
う
な
場
所
を
指
す
の
か
を
考
え
た
い
︒ 

 

平
安
時
代
中
期
の
成
⽴
と
い
わ
れ
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
は
︑
写
本
の
系
統
が
複
数
あ
る
が
︑
そ
の
う
ち
︑
現
在
諸
注
釈
本
が
底
本
と
し
て
い
る
学
習
院
⼤
学
所
蔵
の

伝
藤
原
定
家
筆
の
写
本
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
が
五
例
あ
る
︒
本
章
で
も
︑
章
段
数
は
定
家
書
写
本
に
よ
る
も
の
と
す
る
︒
五
例
の
う
ち
︑
具
体
的
な
場
所
が
わ
か
る
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の
は
三
三
段
︑
五
⼋
段
︑
⼋
七
段
で
あ
る
︒
以
下
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
章
段
に
つ
い
て
詳
し
く
⾒
て
い
く(

７)

︒ 
 

ま
ず
は
三
三
段
で
あ
る
︒
こ
の
段
で
は
︑
男
が
﹁
津
の
国
菟
原
の
郡
﹂
に
住
む
⼥
の
も
と
に
通
い
︑
そ
の
⼥
に
歌
を
贈
る
︒
そ
の
男
の
歌
に
答
え
る
⼥
の
歌
に
対
し

て
﹁
ゐ
な
か
⼈
の
事
に
て
は
︑
よ
し
や
あ
し
や
﹂
と
の
評
価
が
な
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
摂
津
国
菟
原
郡
︵
現
在
の
兵
庫
県
芦
屋
市
︶
を
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ん
で
い
る

こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

次
に
五
⼋
段
で
あ
る
︒
こ
の
段
で
は
︑
⻑
岡
に
住
む
男
が
⽥
を
刈
る
の
を
︑
隣
に
住
む
⼥
た
ち
が
冷
や
か
し
︑
歌
の
贈
答
を
す
る
︒
そ
の
中
に
︑﹁
ゐ
な
か
な
り
け

れ
ば
︑
⽥
刈
ら
む
と
て
﹂
と
の
記
述
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
以
前
の
都
で
あ
る
⻑
岡
を
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒ 

 

最
後
は
⼋
七
段
で
あ
る
︒こ
の
段
で
は
︑領
地
の
あ
る
摂
津
国
菟
原
郡
の
蘆
屋
の
⾥
に
住
む
男
が
︑他
の
官
⼈
や
兄
た
ち
と
遊
覧
し
歌
を
詠
む
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒

段
の
最
後
︑
男
が
家
に
帰
た
後
︑
召
使
の
⼥
が
歌
を
詠
む
が
︑
そ
れ
に
対
し
て
﹁
ゐ
な
か
⼈
の
歌
に
て
は
︑
あ
ま
れ
り
や
︑
⾜
ら
ず
や
﹂
と
評
す
る
︒﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂

の
歌
に
対
し
て
⾔
及
す
る
点
は
三
三
段
と
同
様
で
あ
り
︑
そ
の
舞
台
も
同
じ
摂
津
国
菟
原
郡
で
あ
る
︒ 

以
上
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
を
確
認
し
た
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑
具
体
的
な
場
所
が
わ
か
る
場
合
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
は
摂
津
国
や
⻑

岡
と
い
う
︑
平
安
京
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
旧
都
で
あ
る
⻑
岡
も
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
︑
主
⼈
公
の
男
が

陸
奥
国
ま
で
旅
を
す
る
︒
広
い
範
囲
に
物
語
の
空
間
が
分
布
し
て
い
る
と
い
え
る
が
︑
そ
の
広
い
空
間
の
中
で
も
﹁
ゐ
な
か
﹂
は
平
安
京
の
周
辺
に
限
ら
れ
る
︒ 

﹃
源
⽒
物
語
﹄
も
︑
平
安
時
代
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
分
析
す
る
の
に
貴
重
な
史
料
と
な
る
︒
武
⽥
早
苗
⽒
は
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
⼥
君
の
中
に
︑
周
囲
の
⼈
々

に
よ
り
⽣
活
の
場
を
移
し
た
︑
あ
る
い
は
移
さ
れ
た
者
が
多
い
こ
と
に
注
⽬
し
た
︒
そ
の
上
で
︑﹁
⽥
舎
﹂
が
付
く
語
か
ら
︑
周
囲
の
環
境
と
⼥
君
た
ち
が
ど
の
よ
う

に
関
わ
て
い
た
か
を
考
察
し
た
︒
武
⽥
⽒
は
︑﹁
⽥
舎
﹂
の
⽤
例
を
通
覧
し
︑
そ
れ
ら
の
⽤
例
を
﹁
⼀
つ
⽬
は
︑
光
源
⽒
が
須
磨
に
下
向
し
︑
明
⽯
君
と
の
い
き
さ

つ
が
語
ら
れ
る
中
で
︑
⼆
つ
⽬
は
︑
⽟
鬘
の
物
語
に
お
い
て
︑
そ
し
て
三
つ
⽬
は
⼋
宮
が
い
た
宇
治
︑
特
に
浮
⾈
周
辺
に
⾒
出
せ
る
︒﹂
と
分
類
し
た(

８)

︒ 

実
際
に
﹃
源
⽒
物
語
﹄
を
読
む
と
︑
明
⽯
の
君
が
登
場
す
る
須
磨
︑
明
⽯
巻
︑
⽟
鬘
が
登
場
す
る
⽟
鬘
巻
︑
浮
⾈
の
登
場
す
る
東
屋
巻
に
多
く
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
が

現
れ
る
︒
以
下
︑
武
⽥
⽒
の
分
類
に
従
い
つ
つ
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
様
相
を
⾒
て
い
き
た
い
︒ 

須
磨
巻
は
︑
明
⽯
君
が
登
場
す
る
巻
で
あ
る
︒
こ
の
巻
で
須
磨
に
退
い
て
い
た
光
源
⽒
が
︑
明
⽯
君
の
⽗
で
あ
る
明
⽯
⼊
道
に
迎
え
ら
れ
︑
明
⽯
君
と
結
婚
す
る
こ

と
に
な
る
︒
そ
の
明
⽯
⼊
道
が
光
源
⽒
を
迎
え
て
︑
⾃
ら
の
⾝
の
上
と
娘
の
明
⽯
君
に
対
す
る
⼼
情
を
語
る
場
⾯
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
明
⽯
を
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼

ん
だ
場
⾯
は
複
数
あ
る
が
︑
明
⽯
に
住
む
⼈
物
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
断
⾔
す
る
の
は
こ
の
場
⾯
の
み
で
あ
る
︒
明
⽯
﹁
ゐ
な
か
﹂
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
⽰
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
︒ 

前
の
世
の
契
り
つ
た
な
く
て
こ
そ
か
く
⼝
惜
し
き
⼭
が
つ
と
な
り
は
べ
り
け
め
︑
親
︑
⼤
⾂
の
位
を
た
も
ち
た
ま
へ
り
き
︒
み
ず
か
ら
か
く
ゐ
な
か
の
⺠
と
な
り
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に
て
は
べ
り
︒︵
明
⽯
︑
⼆
四
五
⾴
︶(

９) 
 

こ
こ
で
は
︑明
⽯
の
地
に
住
む
明
⽯
⼊
道
が
︑前
世
の
契
り
が
つ
た
な
か
た
た
め
に
⼭
賤
と
な
た
が
︑親
は
⼤
⾂
の
位
に
就
い
て
い
た
こ
と
︑⾃
分
の
代
に﹁
ゐ

な
か
の
⺠
﹂
に
な
た
と
述
べ
る
︒
こ
こ
で
明
⽯
⼊
道
は
︑
⾃
ら
の
こ
と
を
﹁
ゐ
な
か
の
⺠
﹂
と
称
し
て
い
る
︒
明
⽯
⼊
道
は
︑
元
は
平
安
京
に
住
ん
で
い
た
⼈
で
あ

り
︑
そ
の
よ
う
な
⼈
が
︑
明
⽯
と
い
う
平
安
京
を
離
れ
た
地
に
ど
の
よ
う
な
認
識
を
抱
い
て
い
た
か
を
よ
く
表
す
⼀
節
で
あ
る
︒
明
⽯
の
地
を
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
⾒
な
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
︒ 

 

⽟
鬘
は
⼣
顔
の
⼦
で
あ
る
が
︑
筑
紫
で
育
た
︒
⽟
鬘
巻
で
は
︑
⽟
鬘
が
筑
紫
か
ら
平
安
京
に
上
り
︑
源
⽒
の
養
⼦
に
な
る
経
過
が
描
か
れ
る
︒
そ
の
中
で
︑
次
に

挙
げ
る
の
は
︑
⽟
鬘
が
筑
紫
に
い
た
時
に
︑
筑
紫
の
⼈
々
が
多
く
求
婚
し
て
く
る
場
⾯
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
筑
紫
の
⼈
々
の
様
⼦
を
端
的
に
表
し
た
の
が
︑
次
の
箇
所

で
あ
る
︒ 

聞
き
つ
い
つ
つ
︑
す
い
た
る
ゐ
な
か
⼈
ど
も
︑
⼼
か
け
消
息
が
る
い
と
多
か
り
︒︵
⽟
鬘
︑
九
⼆
⾴
︶ 

 

こ
の
後
に
︑
求
婚
者
た
ち
に
対
し
て
乳
⺟
が
︑
⽟
鬘
が
不
具
の
者
で
あ
る
と
⾔
う
な
ど
︑
筑
紫
の
⼈
々
に
苦
慮
し
て
い
る
様
⼦
が
読
み
取
れ
る
︒
そ
う
し
た
⼀
連
の

流
れ
の
中
で
も
︑
こ
の
﹁
す
い
た
る
ゐ
な
か
⼈
ど
も
﹂
と
い
う
部
分
に
︑
筑
紫
の
⼈
々
へ
の
意
識
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
つ
ま
り
⾵
流
が
た
﹁
ゐ
な
か
﹂

の
⼈
で
あ
る
と
⾒
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
筑
紫
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
唯
⼀
︑
筑
紫
の
現
地
の
⼈
々
に
⾔
及
し
︑
筑
紫
を
﹁
ゐ
な
か
﹂
で

あ
る
と
明
確
に
⽰
し
て
い
る
の
が
こ
の
⼀
節
で
あ
る
︒ 

ま
づ
御
返
り
を
と
せ
め
て
書
か
せ
た
て
ま
つ
る
︒
い
と
こ
よ
な
く
ゐ
な
か
び
た
ら
む
も
の
を
と
恥
づ
か
し
く
思
い
た
り
︒︵
⽟
鬘
︑
⼀
⼆
四
⾴
︶ 

 

⽟
鬘
巻
で
は
︑
筑
紫
の
⼈
々
の
⼀
⽅
的
な
視
線
で
は
な
く
︑
⽟
鬘
⾃
⾝
が
筑
紫
で
育
た
⾃
ら
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
が
わ
か
る
重
要
な
箇
所
が
あ
る
︒
そ

れ
が
右
に
挙
げ
た
⼀
節
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
源
⽒
か
ら
の
⽂
に
対
し
て
︑
⽟
鬘
⾃
⾝
が
⾃
分
の
返
事
が
﹁
ゐ
な
か
び
﹂
て
い
る
こ
と
を
恥
ず
か
し
く
思
て
い
る
︒

筑
紫
の
現
地
の
⼈
々
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
こ
で
育
た
⽟
鬘
⾃
⾝
も
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⼈
で
あ
る
と
⾃
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
⽟
鬘
巻
に
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
⾃
体
は

他
の
巻
に
⽐
べ
て
多
く
使
⽤
さ
れ
て
い
る
が
︑
⽟
鬘
⾃
⾝
の
意
識
を
⽰
し
て
い
る
の
は
︑
右
の
引
⽤
箇
所
が
唯
⼀
で
あ
る
︒ 

 

浮
⾈
は
︑
宇
治
⼗
帖
に
登
場
す
る
⼈
物
で
あ
る
︒
平
安
京
が
中
⼼
で
あ
た
そ
れ
ま
で
の
巻
と
は
異
な
り
︑
宇
治
を
舞
台
に
物
語
が
展
開
す
る
た
め
︑
そ
の
記
述
は

宇
治
の
⼈
々
に
⽬
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒ 

ゐ
な
か
び
た
る
⼈
ど
も
に
︑
忍
び
や
つ
れ
た
る
歩
き
も
⾒
え
じ
と
て
⼝
か
た
め
つ
れ
ど
︑
い
か
が
あ
ら
む
︑
下
衆
ど
も
は
隠
れ
あ
ら
じ
か
し
︒︵
宿
⽊
︑
四
九
五

⾴
︶ 

 

右
は
︑
浮
⾈
を
⾒
に
宇
治
に
来
た
薫
が
︑
宇
治
の
﹁
ゐ
な
か
び
た
る
⼈
﹂
に
忍
び
の
や
つ
れ
姿
を
⾒
せ
ま
い
と
⼝
⽌
め
を
し
た
が
︑
下
⼈
た
ち
に
知
ら
れ
は
し
な
い
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か
と
⼼
配
し
て
い
る
場
⾯
で
あ
る
︒
平
安
京
に
住
む
薫
か
ら
⾒
れ
ば
︑
宇
治
の
⼈
々
は
﹁
ゐ
な
か
び
﹂
た
⼈
々
で
あ
る
と
い
う
︑
宇
治
へ
の
認
識
を
よ
く
⽰
す
︒
宇
治

の
⼈
々
を
﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
と
表
現
す
る
例
は
作
中
に
い
く
つ
か
あ
る
が
︑
こ
の
箇
所
の
み
平
安
京
の
住
⼈
で
あ
る
薫
に
﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
と
発
⾔
さ
せ
て
お
り
︑
貴
族
の

意
識
を
代
表
さ
せ
た
発
⾔
と
⾒
る
こ
と
が
で
き
る
︒
宇
治
と
い
う
地
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
⾒
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
︒ 

 

﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
⽤
例
を
⾒
て
い
く
と
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
⽐
べ
て
⽤
例
が
多
い
だ
け
で
な
く
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
る
対
象
が
広
い
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
伊
勢
物

語
﹄
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
は
︑
平
安
京
か
ら
近
い
摂
津
国
や
⻑
岡
に
と
ど
ま
て
い
た
︒﹃
源
⽒
物
語
﹄
で
も
︑
平
安
京
の
近
く
の
宇
治
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る

が
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
摂
津
国
よ
り
さ
ら
に
⻄
の
明
⽯
や
筑
紫
国
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
る
対
象
が
広
が
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
は
︑
作
品
の
特
徴
が
理
由

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
歌
物
語
で
あ
り
︑
歌
を
基
に
し
た
短
い
物
語
か
ら
成
て
い
る
が
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
は
⻑
編
の
物
語
で
あ
り
︑
⼀
つ
の

物
語
の
中
で
︑
様
々
な
登
場
⼈
物
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
の
も
と
︑
⽇
本
各
地
と
平
安
京
と
の
間
を
移
動
す
る
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
登
場
⼈
物
が
⼀
⼈
の
場
合
よ
り
も
︑
お

の
ず
と
物
語
の
空
間
は
広
く
な
る
︒
そ
の
よ
う
な
物
語
の
空
間
の
広
が
り
の
違
い
が
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
使
⽤
頻
度
や
広
が
り
の
差
を
⽣
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

た
だ
し
︑﹃
万
葉
集
﹄
で
は
﹁
ひ
な
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
筑
紫
国
が
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
⽬
し
た
い
︒
こ
の
﹁
ゐ

な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
補
論
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
︒ 

そ
の
他
の
物
語
で
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
⾒
ら
れ
る
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
の
指
す
場
所
が
判
明
す
る
例
を
以
下
に
す
べ
て
挙
げ
る
︒
嵯
峨
院
の
⼦
で
あ
る

が
︑
⺟
を
亡
く
し
た
た
め
に
︑
そ
の
⽗
の
紀
伊
国
牟
婁
郡
の
神
奈
備
種
松
と
い
う
⼈
物
の
も
と
に
住
む
源
涼
に
︑
源
仲
頼
が
上
京
を
勧
め
る
場
⾯
が
あ
る
︒ 

都
に
侍
る
⼈
は
︑
な
ど
か
侍
る
︒
ゐ
な
か
に
お
は
し
ま
せ
ど
も
︑
わ
が
君
を
こ
そ
世
の
例
に
は
聞
こ
え
め
︒︵
吹
上 

上
︑
三
九
⼀
⾴
︶(

１
０) 

 

都
に
い
る
⾃
分
た
ち
は
︑
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
に
お
住
ま
い
で
も
︑
わ
が
君
こ
そ
世
の
中
の
⽴
派
な
⽅
と
し
て
評
判
に
な
る
で
し
う
︑

と
仲
頼
は
⾔
う
︒
こ
こ
で
は
︑
涼
の
住
ま
い
の
紀
伊
国
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
他
の
場
⾯
で
も
︑
紀
伊
守
が
⾃
ら
の
こ
と
を
﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
と
呼
ぶ
箇
所

が
あ
る(

１
１)

︒ 
 

ま
た
︑
同
じ
く
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
で
︑
摂
津
国
に
住
む
時
宗
と
い
う
⼈
物
が
︑
姉
が
仕
え
た
尚
侍
の
⼦
で
あ
る
藤
原
仲
忠
か
ら
物
を
賜
り
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒ 

年
ご
ろ
︑
ゐ
な
か
に
︑
む
つ
か
し
き
⽬
ど
も
を
⾒
︑
ま
た
か
く
い
み
じ
う
い
ひ
懲
ぜ
ら
れ
て
︑
泣
き
嘆
き
て
わ
び
し
か
り
つ
る
に
︑
覚
え
ぬ
も
の
を
賜
り
た
る
よ

り
も
︵
後
略
︶︵
楼
の
上 

下
︑
五
六
⼆
⾴
︶ 

 

こ
こ
で
も
や
は
り
︑
摂
津
国
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
な
の
で
あ
る
︒﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
は
﹃
源
⽒
物
語
﹄
以
前
の
成
⽴
で
あ
る
が
︑
そ
の
舞
台
の
た
め
か
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
ほ

ど
の
広
が
り
は
な
い
︒ 

 

こ
こ
ま
で
物
語
を
対
象
に
検
討
し
た
が
︑
他
の
作
品
で
は
︑
⽇
記
に
も
﹁
ゐ
な
か
﹂
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
例
が
⼗
⼀
世
紀
半
ば
の
成
⽴
と
み
ら
れ
る
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﹃
更
級
⽇
記
﹄
で
あ
る
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
の
例
は
多
く
は
な
い
が
︑
具
体
的
な
場
所
を
指
し
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
例
を
す
べ
て
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒ 

作
者
の
⽗
で
あ
る
菅
原
孝
標
が
︑
国
司
と
し
て
上
総
国
に
赴
任
す
る
際
に
︑
作
者
で
あ
る
孝
標
⼥
に
つ
い
て
﹁
あ
づ
ま
の
国
︑
ゐ
な
か
⼈
に
な
り
て
ま
ど
は
む
﹂
と

⼼
配
す
る
場
⾯
が
あ
る(

１
２)

︒⾃
ら
の
赴
任
中
に
死
ぬ
こ
と
が
あ
れ
ば
︑娘
が
東
国
の﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂と
な
て
路
頭
に
迷
う
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
る
︒こ
こ
で
は
︑

赴
任
先
で
あ
る
上
総
国
を
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

そ
の
後
︑
孝
標
は
任
国
か
ら
帰
て
く
る
が
︑
孝
標
と
作
者
ら
⼀
家
は
︑
次
に
⽰
す
よ
う
に
︑
⼀
時
期
⻄
⼭
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
滞
在
し
て
い
た
︒ 

あ
づ
ま
に
下
り
し
親
︑
か
ら
う
じ
て
の
ぼ
り
て
︑
⻄
⼭
な
る
所
に
落
ち
着
き
た
れ
ば
︵
後
略
︶︵
三
⼆
⼆
⾴
︶ 

こ
の
⻄
⼭
の
⾵
景
を
︑
孝
標
⼥
は
次
の
よ
う
に
記
す
︒ 

東
は
野
の
は
る
ば
る
と
あ
る
に
︑
東
の
⼭
ぎ
は
は
︑
⽐
叡
の
⼭
よ
り
し
て
︑
稲
荷
な
ど
い
ふ
⼭
ま
で
あ
ら
は
に
⾒
え
わ
た
り
︑
南
は
双
の
岡
の
松
⾵
︑
い
と
⽿
近

う
⼼
ぼ
そ
く
聞
こ
え
て
︑
内
に
は
︑
い
た
だ
き
の
も
と
ま
で
︑
⽥
と
い
ふ
も
の
の
︑
引
板
ひ
き
な
ら
す
⾳
な
ど
︑
ゐ
な
か
の
⼼
地
し
て
︑
い
と
を
か
し
き
に
︑
⽉

の
明
き
夜
な
ど
は
︑
い
と
お
も
し
ろ
き
を
︑
な
が
め
明
か
し
暮
ら
す
に
︑
知
り
た
り
し
⼈
︑
⾥
遠
く
な
り
て
⾳
も
せ
ず
︒︵
三
⼆
三―

三
⼆
四
⾴
︶ 

 

東
の
⼭
ま
で
野
が
は
る
ば
る
と
広
が
り
︑
ま
た
周
辺
に
⽥
が
あ
り
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⾵
情
が
あ
る
場
所
と
し
て
描
か
れ
る
︒
こ
こ
で
い
う
⻄
⼭
は
︑
南
に
﹁
双
の
岡
﹂

つ
ま
り
双
岡
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
現
在
の
京
都
市
右
京
区
の
御
室
・
宇
多
野
周
辺
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
平
安
京
の
北
⻄
の
外
れ

で
あ
る
︒ 

 

﹃
更
級
⽇
記
﹄
は
︑
菅
原
孝
標
⼥
が
幼
少
期
か
ら
の
出
来
事
を
後
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
︑
内
容
に
つ
い
て
は
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
あ
づ

ま
の
国
﹂
や
⻄
⼭
を
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
︑
⼗
⼀
世
紀
の
平
安
京
に
住
む
︑
貴
族
の
⼥
性
の
認
識
の
⼀
例
と
し
て
⾒
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
︒
こ

こ
で
も
や
は
り
︑
平
安
京
の
外
の
空
間
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒ 

他
に
も
︑
和
歌
の
詞
書
に
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
を
確
認
で
き
る
︒
ど
の
歌
の
場
合
も
詞
書
に
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
の
み
記
さ
れ
る
が
︑
次
の
⼆
例

に
関
し
て
は
︑
他
の
史
料
か
ら
具
体
的
な
場
所
を
推
定
で
き
る
︒ 

祭
主
輔
親
︑
ゐ
な
か
へ
ま
か
り
下
ら
む
と
し
け
る
に
︑
野
の
花
︑
⼭
の
紅
葉
な
ど
は
誰
と
か
⾒
む
と
す
る
と
⾔
ひ
て
つ
か
は
し
け
る 

 

恵
慶
法
師 

紅
葉
⾒
ん
の
こ
り
の
秋
も
す
く
な
き
に
君
な
が
ゐ
せ
ば
誰
と
折
ら
ま
し
︵﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
四
六
⼀
番
歌
︶(

１
３) 

 

恵
慶
法
師
が
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
へ
下
る
⼤
中
⾂
輔
親
に
対
し
︑
残
り
の
秋
も
少
な
い
の
に
︑
君
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
⻑
居
し
た
な
ら
誰
と
紅
葉
を
折
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

と
詠
ん
で
送
た
歌
で
あ
る
︒ 
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こ
の
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
採
ら
れ
た
歌
の
み
で
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
ど
こ
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
⼤
中
⾂
輔
親
の
家
集
で
あ
る
﹃
輔
親
卿
集
﹄
に
同
じ

歌
が
あ
り
︑
そ
の
詞
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒ 

九
⽉
⼗
⽇
よ
ひ
︑も
の
へ
く
だ
る
に
︑ゑ
京
の
も
と
よ
り
︑さ
ら
ば
あ
す
や
く
だ
る
︑も
の
の
は
な
⼭
の
も
み
ぢ
は
た
れ
と
か
み
む
ず
る
と
て
︑か
く
い
へ
る︵
⼀

三
⼋
番
歌
︶(

１
４) 

こ
の
﹁
九
⽉
⼗
⽇
よ
ひ
︑
も
の
へ
く
だ
る
﹂
の
部
分
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑﹃
輔
親
卿
集
﹄
の
⼆
⾸
後
の
歌
の
詞
書
に
﹁
お
な
じ
た
び
︑
お
ほ

や
け
つ
か
ひ
な
れ
ば
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
伊
勢
例
幣
使
と
し
て
の
下
向
で
あ
る
と
⾒
ら
れ
て
い
る(

１
５)

︒
実
際
に
︑
輔
親
が
九
⽉
に
伊
勢
に
下
て
い
る
こ
と
は
次

の
﹃
⼩
右
記
﹄
の
記
述
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
︒ 

向
レ
晩
⼤
外
記
⽂
義
朝
⾂
来
云
︑
今
⽇
奉
幣
使
事
︑
源
⼤
納
⾔
俊
賢
卿
⾏
之
︿
先
⽇
云
︑
今
⽇
可
⼆
除
服
⼀
者
﹀︒
神
⼈
位
記
等
︑
内
記
於
⼆
⼋
省
⼀
令
レ
受
⼆
使
斎
主

輔
親
朝
⾂
⼀
︒︵
寛
仁
元
年
︵
⼀
〇
⼀
七
︶
九
⽉
⼗
⼀
⽇
条
︶ 

 

﹃
輔
親
卿
集
﹄
の
詞
書
に
記
さ
れ
た
⽇
付
が
﹁
九
⽉
⼗
⽇
よ
ひ
﹂︑
つ
ま
り
九
⽉
⼗
⽇
の
夜
で
あ
る
の
で
︑
翌
九
⽉
⼗
⼀
⽇
の
伊
勢
例
幣
使
に
派
遣
さ
れ
た
と
⾒
て

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒ 

 

こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
︑
伊
勢
国
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒ 

 

ま
た
︑
同
じ
く
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
︒ 

ゐ
な
か
へ
ま
か
り
け
る
⼈
に
︑
か
は
ぎ
ぬ
︑
扇
つ
か
は
す
と
て 

 

藤
原
⻑
能 

世
の
常
に
思
ふ
別
れ
の
旅
な
ら
ば
⼼
⾒
え
な
る
⼿
向
せ
ま
し
や
︵
四
六
七
番
歌
︶ 

 

詞
書
に
よ
れ
ば
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
へ
向
か
う
⼈
へ
送
た
歌
で
あ
る
︒ 

 

こ
の
歌
も
︑
こ
れ
だ
け
で
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
ど
こ
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
歌
は
藤
原
⻑
能
の
家
集
で
あ
る
﹃
⻑
能
集
﹄
に
も
収
録
さ
れ
て

お
り
︑
次
の
よ
う
な
詞
書
が
つ
い
て
い
る
︒ 

い
づ
れ
の
と
し
に
か
有
り
け
ん
︑
か
ら
き
ぬ
あ
ふ
ぎ
な
ど
と
ら
せ
て
︑
遠
江
に
く
だ
り
侍
り
し
に
︵
⼀
〇
五
番
歌
︶(

１
６) 

 

こ
れ
よ
り
︑﹁
ゐ
な
か
へ
ま
か
る
﹂
と
は
す
な
わ
ち
遠
江
国
に
下
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

た
だ
し
︑
歌
集
の
詞
書
に
は
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
と
歌
集
が
編
纂
さ
れ
た
時
期
の
差
で
あ
る
︒﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
は
︑
⽩
河

天
皇
の
勅
に
よ
り
︑⼗
⼀
世
紀
後
半
に
作
ら
れ
た
歌
集
で
あ
る
が
︑こ
こ
で
挙
げ
た
歌
の
作
者
で
あ
る
⼤
中
⾂
輔
親
と
藤
原
⻑
能
は
⼗
世
紀
半
ば
か
ら
⼗
⼀
世
紀
は
じ
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め
の
⼈
物
で
あ
る
︒
伊
勢
国
や
遠
江
国
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
は
︑﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
編
纂
時
の
認
識
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
︑
こ
の
頃
に
は
伊
勢
国
や

遠
江
国
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒ 

 
平
安
時
代
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
の
う
ち
︑
具
体
的
な
場
所
が
判
明
す
る
⽤
例
を
⾒
て
き
た
︒﹃
万
葉
集
﹄
で
は
⼀
例
の
み
だ
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
が
︑
平
安
時

代
の
⽂
学
作
品
に
は
頻
繁
に
⾒
ら
れ
る
︒
特
に
﹃
伊
勢
物
語
﹄﹃
源
⽒
物
語
﹄
で
は
具
体
的
な
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
様
⼦
が
描
か
れ
る
︒
他
に
は
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
に
も
数

例
が
⾒
ら
れ
る
が
︑
そ
の
他
の
作
品
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
様
⼦
は
描
か
れ
な
い
︒
こ
れ
は
︑
両
作
品
が
特
に
多
く
の
移
動
を
伴
う
物
語
で
あ
り
︑
そ
れ

ぞ
れ
の
場
所
が
物
語
に
と
て
意
味
を
持
つ
要
素
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
作
品
は
す
べ
て
物
語
で
あ
り
︑
創
作
物
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
創
作
物
の
背

景
に
は
︑
作
者
を
取
り
巻
い
て
い
た
環
境
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
⾒
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
例
え
ば
︑
磐
下
徹
⽒
は
︑
紫
式
部
が
⽗
の
越
前
守
任
官
に
伴
て
﹁
越
前
の

国
と
い
う
﹁
鄙
﹂
を
体
験
し
て
い
る
︒﹂
と
指
摘
す
る(

１
７)

︒﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
舞
台
の
選
択
や
︑
そ
の
舞
台
に
対
す
る
意
識
の
背
景
に
は
︑
紫
式
部
が
平
安
京
の
外
を

経
験
し
た
こ
と
も
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒ 

⻄
尾
⽒
は
︑﹁﹃
今
昔
﹄
段
階
に
な
る
と
︑
畿
内
近
く
で
は
あ
る
が
丹
波
︑
ま
た
畿
内
か
ら
は
遠
く
の
東
︵
あ
ず
ま
︶
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
て
お
り
︑﹃
伊
勢
﹄

の
段
階
に
⽐
べ
る
と
明
ら
か
に
そ
の
地
域
が
拡
⼤
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
︒﹂
と
述
べ
て
い
る(

１
８)

︒
し
か
し
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
地
域
の
拡
⼤
が
︑
単
純

に
物
語
の
書
か
れ
た
時
代
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
は
異
な
る
構
成
や
成
⽴
背
景
を
持
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
平
安

時
代
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
数
が
多
く
確
認
で
き
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
︑
各
作
品
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
を
⾒
て
い
く
と
︑
特
定
の
場
所
に
限
ら
ず
︑
平
安
京
の
外

に
あ
る
各
地
の
様
々
な
場
所
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

２ 

﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
⽥
舎
﹂ 

 

先
に
︑
⽂
学
作
品
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
を
通
覧
し
た
︒
現
在
︑
⽂
学
作
品
の
テ
キ
ス
ト
で
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
に
﹁
⽥
舎
﹂
の
字
が
当
て
ら
れ
る
の
が
通
例
に
な

て
い
る
︒
し
か
し
︑
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
は
﹁
⽥
舎
﹂
と
い
う
漢
語
よ
り
も
古
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
指
摘
も
あ
る
︒
そ
こ
で
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
に
﹁
⽥

舎
﹂
の
字
を
使
⽤
す
る
こ
と
が
適
切
な
の
か
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
⽥
舎
﹂
は
い
つ
結
び
付
い
た
の
か
を
考
え
る
︒ 

 

そ
の
た
め
に
︑
ま
ず
は
先
に
挙
げ
た
⽂
学
作
品
で
の
⽤
字
を
整
理
す
る
︒
煩
瑣
に
な
る
た
め
︑
各
作
品
の
す
べ
て
の
写
本
に
⾔
及
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
︑
代
表
的

な
も
の
や
︑
影
印
で
確
認
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒ 

﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
は
複
数
の
系
統
の
写
本
が
あ
り
︑
そ
の
中
で
も
諸
注
釈
書
が
底
本
と
し
て
い
る
の
は
︑
学
習
院
⼤
学
所
蔵
の
伝
藤
原
定
家
筆
の
も
の
で
あ
る
こ
と

は
先
に
述
べ
た
︒学
習
院
⼤
学
本
で
の
表
記
を
確
認
す
る
と
︑す
べ
て
の
⽤
例
で﹁
ゐ
な
か
﹂と
さ
れ
て
い
る(

１
９)

︒他
の
写
本
で
も
︑﹁
ゐ
な
か
﹂あ
る
い
は﹁
ゐ
中
﹂
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と
さ
れ
る(

２
０)

︒
唯
⼀
︑
安
⼟
桃
⼭
時
代
の
書
写
と
さ
れ
る
坊
処
鍋
島
本
は
﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
に
の
み
﹁
⽥
舎
⼈
﹂
と
漢
字
を
当
て
て
い
る
が
︑
そ
の
他
は
﹁
ゐ
な
か
﹂

と
仮
名
表
記
に
な
て
い
る
︒
鎌
倉
時
代
ま
で
の
写
本
は
す
べ
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
あ
る
い
は
﹁
ゐ
中
﹂
と
な
て
お
り
︑﹁
⽥
舎
﹂
の
漢
字
は
使
わ
れ
て
い
な
い
︒ 

 
他
の
作
品
の
場
合
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
は
︑
宮
内
庁
所
蔵
の
⻘
表
紙
本
で
は
﹁
ゐ
中
﹂
と
表
記
さ
れ
る(

２
１)

︒
⻘
表
紙
本
系
統
の
⼀
つ
で
あ
る
⼤
島
本
で
は
﹁
ゐ
な
か
﹂

あ
る
い
は
﹁
ゐ
中
﹂
で
あ
る(

２
２)

︒
尾
州
家
河
内
本
で
も
﹁
ゐ
な
か
﹂
あ
る
い
は
﹁
ゐ
中
﹂
で
あ
る(

２
３)

︒
他
の
河
内
本
・
⻘
表
紙
本
系
統
の
諸
本
で
も
す
べ
て
﹁
ゐ

な
か
﹂
も
し
く
は
﹁
ゐ
中
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る(

２
４)

︒﹃
更
級
⽇
記
﹄
の
藤
原
定
家
筆
御
物
本
で
は
︑
す
べ
て
﹁
ゐ
中
﹂
と
な
て
い
る(

２
５)

︒ 

以
上
︑
各
作
品
の
写
本
で
の
表
記
を
整
理
し
た
が
︑
時
代
が
下
る
⼀
部
の
例
を
除
い
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
あ
る
い
は
﹁
ゐ
中
﹂
と
い
う
表
記
に
な
て
い
る
︒
そ
れ
に
加

え
て
︑
仮
名
⽂
学
以
前
の
例
で
あ
る
﹃
万
葉
集
﹄
で
も
﹁
居
中
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
に
⼊
れ
る
必
要
が
あ
る
︒ 

 

し
か
し
︑
表
記
を
⾒
る
だ
け
で
は
︑
漢
⽂
史
料
と
仮
名
⽂
学
と
い
う
史
料
の
性
格
の
違
い
も
あ
り
︑
単
純
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
︑
そ
れ
ぞ
れ

の
語
が
表
す
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
考
え
た
い
︒
ま
ず
は
︑
漢
語
の
﹁
⽥
舎
﹂
で
あ
る
︒ 

 

古
記
録
以
前
に
﹁
⽥
舎
﹂
の
語
が
最
初
に
⾒
ら
れ
る
の
は
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
で
あ
る
︒ 

初
都
怒
我
阿
羅
斯
等
︑
有
レ
国
之
時
︑
⻩
⽜
負
⼆
⽥
器
⼀
︑
将
⼆
往
⽥
舎
⼀
︒︵
垂
仁
天
皇
⼆
年
是
歳
条
︶ 

 

こ
れ
は
垂
仁
天
皇
⼆
年
に
み
ら
れ
る
︑﹁
意
富
加
羅
国
﹂
の
王
⼦
で
あ
る
都
怒
我
阿
羅
斯
等
に
つ
い
て
の
逸
話
で
あ
る
︒﹁
意
富
加
羅
国
﹂
は
︑
新
羅
に
帰
属
し
た
⾦

官
国
︵
⾦
海
︶
と
さ
れ
る(

２
６)

︒
こ
こ
で
⻩
⽜
に
負
わ
せ
た
⽥
器
と
は
︑
⽥
の
耕
作
に
⽤
い
る
器
具
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
⽥
器
を
⽜
に
負
わ
せ
て
⾏
た
﹁
⽥
舎
﹂

も
や
は
り
字
の
通
り
⽥
な
ど
の
耕
作
に
関
わ
る
場
所
で
あ
ろ
う
︒ 

 

古
記
録
で
も
︑
⽤
例
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
が
︑
次
の
よ
う
な
⽤
例
が
み
ら
れ
る
︒
管
⾒
の
限
り
で
は
﹁
⽥
舎
﹂
の
⽤
例
は
五
例
で
あ
る
︒
う
ち
⼀
例
は
藤
原
資
房
の

⽇
記
で
あ
る
﹃
春
記
﹄
に
お
い
て
︑
あ
る
⼈
物
を
﹁
⽥
舎
﹂
に
遣
わ
し
た
と
す
る
も
の
で
︑
こ
の
記
述
で
は
﹁
⽥
舎
﹂
が
何
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い(

２
７)

︒
こ

こ
で
は
こ
の
例
は
ひ
と
ま
ず
措
き
︑﹁
⽥
舎
﹂
が
話
題
の
中
⼼
と
な
て
い
る
︑
他
の
四
例
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
い
︒
次
は
藤
原
⾏
成
の
⽇
記
で
あ
る
﹃
権
記
﹄

の
記
事
で
あ
る
︒
⼀
条
天
皇
は
︑
花
⼭
天
皇
の
熊
野
⾏
幸
を
中
⽌
す
る
よ
う
⾏
成
を
遣
わ
す
が
︑
聞
き
⼊
れ
ら
れ
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
花
⼭
院
に
対
す
る
⼀
条
天
皇
の

反
応
の
⼀
部
で
あ
る
︒
季
節
は
厳
寒
で
あ
り
︑
租
税
の
収
納
に
つ
い
て
﹁
⽥
舎
﹂
は
憂
い
て
い
る
︒
⾏
幸
の
事
は
た
と
え
倹
約
し
て
も
︑
限
り
が
あ
る
と
い
う
旨
を
述

べ
る
︒ 然

⽽
時
及
⼆
厳
寒
⼀
之
内
収
納
之
間
︑
⽥
舎
有
レ
愁
︒
御
幸
之
事
縦
従
⼆
倹
約
⼀
︑
事
已
有
レ
限
︒︵
⻑
保
元
年
︵
九
九
九
︶
⼗
⼀
⽉
⼗
五
⽇
条
︶ 

 

次
は
︑
源
経
頼
の
⽇
記
で
あ
る
﹃
左
経
記
﹄
の
記
事
で
あ
る
︒
藤
原
頼
通
が
神
祇
少
副
の
⼘
部
兼
忠
を
召
し
て
広
瀬
・
⻯
⽥
祭
使
に
つ
い
て
尋
ね
︑
最
近
東
⾵
が
や

ま
ず
︑﹁
⽥
舎
﹂
の
⼈
々
が
き
と
恐
ろ
し
く
思
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
︑
災
い
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
︑
よ
く
祈
る
よ
う
に
︑
ま
た
社
司
に
こ
の
由
を
伝
え
る
よ
う
に
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と
命
じ
る
︒ 

召
⼆
神
祇
少
副
兼
忠
⼀
被
レ
仰
云
︑
広
瀬
・
⻯
⽥
祭
使
何
⼈
哉
︒
兼
忠
申
云
︑
兼
忠
今
⽇
可
⼆
罷
下
⼀
也
︒
仰
云
︑
⽇
者
東
⾵
不
レ
休
︑
⽥
舎
輩
定
有
レ
所
⼆
恐
思
⼀
︒

不
レ
可
レ
致
⼆
年
災
⼀
之
由
︑
能
々
可
⼆
祈
申
⼀
︒
兼
⼜
以
⼆
此
由
⼀
可
レ
仰
⼆
社
司
⼀
也
者
︒
兼
忠
奉
レ
仰
退
出
︒︵
⻑
元
四
年
︵
⼀
〇
三
⼀
︶
七
⽉
三
⽇
条
︶ 

 

次
も
﹃
左
経
記
﹄
の
記
事
で
あ
る
︒
蔵
⼈
を
勅
使
に
し
︑
丹
⽣
・
貴
布
禰
の
両
社
に
幣
と
⾺
を
奉
た
︒
こ
れ
は
⾬
が
降
ら
ず
︑﹁
⽥
舎
﹂
が
憂
い
嘆
い
て
い
る
た

め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
経
頼
が
⾵
聞
で
知
り
︑
記
し
て
い
る
︒ 

⾵
聞
︑
以
⼆
蔵
⼈
⼀
為
⼆
勅
使
⼀
︑
被
レ
奉
⼆
丹
⽣
貴
布
禰
両
社
幣
・
⾺
⼀
︒
是
数
⽇
不
レ
⾬
︑
⽥
舎
愁
嘆
云
々
︒︵
⻑
元
五
年
︵
⼀
〇
三
⼆
︶
四
⽉
廿
⼋
⽇
条
︶ 

 

最
後
に
挙
げ
る
の
も
﹃
左
経
記
﹄で
あ
る
︒
前
⽇
か
ら
激
し
い
⾬
が
降
り
続
き
︑﹁
⽥
舎
﹂は
き
と
憂
い
嘆
い
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
経
頼
の
考
え
が
記
さ
れ
る
︒ 

⾃
⼆
昨
⽇
⼀
降
⾬
之
中
︑
終
夜
終
⽇
殊
甚
︒
定
⽥
舎
愁
嘆
︒︵
⻑
元
七
年
︵
⼀
〇
三
四
︶
⼋
⽉
九
⽇
条
︶ 

 

こ
れ
ら
の
⽤
例
を
⾒
て
い
く
と
︑﹁
⽥
舎
﹂
が
憂
い
た
り
恐
れ
た
り
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
厳
寒
・
東
⾵
・
⾬
な
ど
気
候
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
わ
か

る
︒
そ
う
し
た
気
候
に
対
し
て
︑
広
瀬
・
⻯
⽥
祭
で
祈
た
り
︑
丹
⽣
・
貴
布
禰
の
両
社
に
幣
や
⾺
を
奉
納
し
た
り
し
て
い
る
︒
神
祇
令
で
は
︑
広
瀬
社
で
の
祭
祀
は

﹁
⼤
忌
祭
﹂︑
⻯
⽥
社
で
の
祭
祀
は
﹁
⾵
神
祭
﹂
と
さ
れ
る
︒﹃
令
義
解
﹄
に
よ
れ
ば
︑
⼤
忌
祭
に
は
⼭
⾕
の
⽔
を
良
い
⽔
に
変
え
て
苗
に
浸
潤
さ
せ
︑
す
べ
て
実
る
よ

う
に
す
る
と
の
解
が
あ
る
︒
⾵
神
祭
に
は
︑
悪
い
⾵
が
吹
か
ず
︑
穀
物
が
順
調
に
実
る
よ
う
に
す
る
と
の
解
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
四
⽉
と
七
⽉
に
⾵
⾬
の
順
調
と
豊

穣
を
祈
願
す
る
た
め
に
⾏
わ
れ
る
祭
祀
で
あ
る
︒ 

⼤
忌
祭
︿
謂
︑
広
瀬
⻯
⽥
⼆
祭
也
︒
欲
レ
令
下
⼭
⾕
⽔
変
⼆
成
⽢
⽔
⼀
︑
浸
⼆
潤
苗
稼
⼀
︑
得
中
其
全
稔
上
︒
故
有
⼆
此
祭
⼀
也
︒﹀ 

⾵
神
祭
︒︿
謂
︑
亦
広
瀬
⻯
⽥
⼆
祭
也
︒
欲
レ
令
⼆
沴
⾵
不
レ
吹
︑
稼
穡
滋
登
⼀
︒
故
有
⼆
此
祭
⼀
︒
凡
読
⼆
此
四
祭
⼀
者
︒
先
読
⼆
神
⾐
⼀
︒
其
次
三
枝
︒
其
次
⼤
忌
︒﹀

︵
神
祇
令
４
孟
夏
条
︶ 

 

﹃
延
喜
式
﹄
に
は
︑
祭
祀
を
⾏
う
具
体
的
な
⽇
付
が
規
定
さ
れ
て
い
る
︒ 

⼤
忌
⾵
神
祭
並
四
⽉
︒
七
⽉
四
⽇
︒︵﹃
延
喜
式
﹄
神
祇
官
・
四
時
祭
上
２
祭
⽇
条
︶ 

ま
た
︑
丹
⽣
川
上
社
と
貴
布
禰
社
で
も
︑
祈
⾬
の
奉
幣
が
し
ば
し
ば
⾏
わ
れ
る
︒
次
の
﹃
⼩
右
記
﹄
の
記
事
は
︑
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
︒ 

丹
⽣
・
貴
布
禰
等
社
差
⼆
蔵
⼈
⼀
奉
幣
︑
依
⼆
⾬
御
祈
⼀
︒︵
永
延
元
年
︵
九
⼋
七
︶
五
⽉
廿
⼀
⽇
条
︶ 

先
に
挙
げ
た
史
料
の
中
に
︑﹁
⽥
舎
﹂
の
憂
い
に
対
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
で
祈
祷
し
た
り
奉
幣
し
た
り
す
る
記
事
が
⾒
え
る
の
は
︑
気
候
の
安
定
と
︑
ひ
い
て

は
豊
穣
を
願
う
た
め
で
あ
る
︒
こ
こ
で
問
題
に
な
て
い
る
﹁
⽥
舎
﹂
と
は
︑
農
耕
を
営
む
場
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
具
体
的
に
ど
こ
を
﹁
⽥
舎
﹂
と
呼
ん
だ
の
か

は
不
明
で
あ
る
が
︑
農
耕
の
場
は
平
安
京
内
で
は
な
く
︑
全
国
に
広
が
て
い
る
︒
不
作
で
あ
れ
ば
︑
税
な
ど
の
⾯
で
中
央
に
も
影
響
が
及
ぶ
︒
よ
て
︑
貴
族
た
ち



 

122 
 

も
気
候
に
憂
う
﹁
⽥
舎
﹂
を
意
識
し
︑
祈
祷
や
奉
幣
を
⾏
た
の
で
あ
ろ
う
︒ 

実
際
に
︑
中
国
の
史
料
で
も
︑﹁
⽥
舎
﹂
と
い
う
漢
語
は
⽥
地
に
関
す
る
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
︒﹃
史
記
﹄
蘇
秦
列
伝
に
次
の
よ
う
な
⽤
例
が
あ
る
︒
お
そ
ら
く
も

と
も
古
い
⽤
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒蘇
秦
と
い
う
⼈
物
が
魏
の
攘
王
に
︑王
の
領
⼟
に
つ
い
て
説
く
場
⾯
で
あ
る
︒王
の
領
⼟
の
広
さ
は
千
⾥
四
⽅
に
広
が
り
︑

⾒
か
け
は
⼩
さ
い
が
︑
⽥
畑
の
中
の
家
々
が
建
て
こ
ん
で
い
て
︑
牧
畜
を
⾏
う
⼟
地
も
な
い
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
︒ 

地
⽅
千
⾥
︑
地
名
雖
レ
⼩
︑
然
⽽
⽥
舎
盧
廡
之
数
︑
曾
無
レ
所
⼆
芻
牧
⼀
︒ 

 

こ
こ
で
の
﹁
⽥
舎
﹂
は
耕
作
地
の
中
に
あ
る
家
と
さ
れ
る(

２
８)

︒
漢
語
の
﹁
⽥
舎
﹂
は
そ
の
字
の
通
り
耕
作
に
関
わ
る
語
で
あ
り
︑
⽇
本
の
古
記
録
で
も
そ
の
よ
う

な
意
味
で
⽤
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒ 

で
は
仮
名
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒
⻄
尾
⽒
は
︑﹁﹃
伊
勢
﹄
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
に
︑
⽥
や
農
作
業
の
⾵
景
と
結
び
つ
く
﹁
ゐ
な
か
﹂
が

⾒
い
だ
せ
る
こ
と
は
注
⽬
さ
れ
る
︒﹂﹁
そ
こ
に
は
か
つ
て
⽥
居
が
⽰
し
た
農
業
⽣
産
の
⾵
景
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
義
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
た
変
化
を
︑
不
⼗
分
な

が
ら
も
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒﹂
と
指
摘
す
る
︒
⽊
村
茂
光
⽒
も
︑
同
じ
く
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
描
写
か
ら
︑﹁﹁
⽥
舎
﹂
の
イ
メ
ジ
は
稲
刈
り
・

落
ち
穂
拾
い
な
ど
の
農
作
業
を
と
も
な
て
描
写
さ
れ
る
も
の
で
あ
た
﹂
と
す
る(

２
９)

︒
確
か
に
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
五
⼋
段
に
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
で
⽥
を
刈
る
⾏
為
が
描

写
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
て
︑
⽥
な
ど
の
あ
る
農
耕
を
営
む
場
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒ 

し
か
し
︑
後
ほ
ど
詳
し
く
述
べ
る
が
︑
仮
名
⽂
学
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⾵
景
は
︑
必
ず
し
も
農
耕
と
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
︒
両
⽒

が
根
拠
と
す
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
中
に
︑
異
な
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⾵
景
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
着
⽬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
⼋
七
段
の
舞
台
で
あ

る
摂
津
国
菟
原
郡
に
お
い
て
︑
男
た
ち
は
海
の
ほ
と
り
や
⼭
の
上
の
滝
を
遊
覧
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
と
さ
れ
た
召
使
の
⼥
が
住
む
の
は
海
の
近
く
で

あ
る
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⼀
側
⾯
と
し
て
農
耕
の
⾵
景
が
あ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
︑
そ
れ
だ
け
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
で
は
な
い
︒
千
⽥
稔
⽒
は
︑﹁
ヰ
ナ
カ
﹂
の
語
源

は
︑﹁
⽥
居
中
﹂
﹁
タ
ヰ
ナ
カ
﹂
か
ら
﹁
タ
﹂
が
脱
落
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る(

３
０)

︒
し
か
し
︑
以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
︑
こ
の
推
測
は
成
り
⽴
ち
難
い
と
考
え

る
︒ も

う
⼀
つ
確
認
す
べ
き
点
と
し
て
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
は
﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
や
﹁
ゐ
な
か
び
﹂
な
ど
︑
主
に
⼈
や
物
の
様
⼦
に
冠
さ
れ
る
例
が
多
く
あ
る
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
や

﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
顕
著
で
あ
る
が
︑
本
来
は
平
安
京
を
中
⼼
と
し
た
視
点
の
中
で
︑
平
安
京
外
の
⼈
や
場
所
に
対
し
て
⽂
化
の
差
異
を
感
じ
る
際
に
現
れ
る
︒
こ
の
点

に
関
し
て
も
次
項
で
詳
し
く
検
討
す
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
簡
単
に
触
れ
て
お
く
が
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
で
摂
津
国
の
⼈
間
が
詠
ん
だ
歌
に
対
す
る
評
価
も
そ
の
⼀
例
で
あ

る
︒
ま
た
︑
習
俗
の
違
い
を
⽰
す
の
が
︑
次
の
﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
⼀
節
で
あ
る
︒
作
中
で
も
︑
他
の
作
品
で
も
こ
の
よ
う
に
﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
の
習
俗
に
つ
い
て
明
確
に

⾔
及
し
て
い
る
箇
所
は
な
く
貴
重
で
あ
る
︒
浮
⾈
の
葬
送
が
簡
略
で
あ
る
こ
と
を
噂
す
る
⼈
々
に
対
し
て
︑
次
の
よ
う
に
⾔
及
す
る
︒ 
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ゐ
な
か
⼈
ど
も
は
︑
な
か
な
か
︑
か
か
る
こ
と
を
こ
と
ご
と
く
し
な
し
︑
⾔
忌
な
ど
深
く
す
る
も
の
な
り
け
れ
ば
︵
後
略
︶︵
蜻
蛉
︑
⼆
⼀
⼆
⾴
︶ 

平
安
京
の
⼈
か
ら
⾒
れ
ば
︑﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
は
︑
葬
送
を
仰
々
し
く
⾏
い
︑
⾔
忌
︵
不
吉
な
⾔
葉
を
避
け
る
こ
と
︶
を
し
か
り
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
こ
に
は
︑
葬
送
と
い
う
儀
式
⼀
つ
を
と
て
も
︑﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
と
平
安
京
の
⼈
と
は
⽂
化
を
異
に
す
る
と
⾒
な
す
意
識
が
明
確
に
現
れ
て
い

る
︒
そ
れ
に
対
し
て
古
記
録
の
﹁
⽥
舎
﹂
は
不
安
定
な
気
候
に
影
響
さ
れ
る
場
で
あ
り
︑
豊
穣
を
願
う
対
象
で
あ
る
︒
そ
こ
に
あ
る
の
は
⽣
産
の
問
題
で
あ
り
︑
平
安

京
と
の
⽂
化
の
差
と
い
う
要
素
は
な
い
︒ 

こ
れ
ら
の
⽤
例
か
ら
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
⽥
舎
﹂
が
同
⼀
の
場
所
を
指
す
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒ 

し
か
し
︑
本
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
現
在
﹁
い
な
か
﹂
の
語
に
﹁
⽥
舎
﹂
の
字
が
使
⽤
さ
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
が
﹁
⽥
舎
﹂

と
結
び
つ
く
例
は
⾒
い
だ
せ
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒ 

仮
名
と
漢
語
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
が
⽚
仮
名
交
じ
り
漢
字
⽂
で
書
か
れ
た
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
で
あ
る(

３
１)

︒﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
は
﹁
⽥
舎
﹂
の
⽤
例
が

多
く
⾒
え
る
︒
こ
れ
ら
の
﹁
⽥
舎
﹂
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
考
え
た
い
︒ 

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
⽥
舎
﹂
の
訓
は
判
明
し
な
い
た
め
︑
⽂
脈
か
ら
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
⽤
例
を
通
覧
す
る
と
︑
複
数
の
説
話
に
使
⽤
さ
れ
る

特
徴
的
な
⽤
例
が
⼆
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
⼀
つ
⽬
は
︑﹁
京
﹂
と
対
⽐
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
対
⽐
が
明
確
な
例
は
︑
作
中
に
⼆
例
⾒
つ
か
る
︒
⼀

つ
⽬
に
挙
げ
る
の
は
︑
⼼
が
深
く
知
恵
が
豊
か
な
⽐
叡
⼭
の
千
観
内
供
と
い
う
⼈
物
に
関
す
る
説
話
の
⼀
部
で
あ
る
︒
阿
弥
陀
の
和
讃
︵
功
徳
を
讃
す
る
法
⽂
歌
謡
︶

を
作
た
と
こ
ろ
︑
様
々
な
僧
が
⼿
に
取
り
︑
常
に
誦
す
る
の
で
︑
み
な
が
極
楽
浄
⼟
と
縁
を
結
ん
だ
と
い
う
︒﹁
⽼
少
﹂︑﹁
貴
賤
﹂
と
対
に
な
る
語
句
が
並
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
京
⽥
舎
﹂
も
対
の
語
と
し
て
使
わ
れ
︑
あ
ら
ゆ
る
⽴
場
を
表
現
し
て
い
る
と
⾒
て
よ
い
だ
ろ
う
︒ 

京
⽥
舎
ノ
⽼
⼩
貴
賤
ノ
僧
︑
此
讃
ヲ
⾒
テ
興
ジ
翫
テ
︑
常
ニ
誦
ス
ル
間
ニ
︑
皆
極
楽
浄
⼟
ノ
結
縁
ト
成
ヌ
︒︵
巻
第
⼗
五
・
第
⼗
六
話
︶ 

 

次
に
挙
げ
る
の
は
︑
京
の
⻄
⼭
に
住
む
仙
久
と
い
う
⼈
物
に
つ
い
て
の
説
話
で
あ
る
︒
仙
久
が
普
賢
菩
薩
の
化
⾝
で
あ
る
と
す
る
夢
の
お
告
げ
を
⾒
た
⼈
々
が
︑
仙

久
と
結
縁
し
よ
う
と
数
多
く
訪
ね
て
き
た
と
す
る
︒
こ
こ
で
も
︑﹁
京
﹂
と
﹁
⽥
舎
﹂
が
並
列
に
さ
れ
︑
あ
ら
ゆ
る
場
所
か
ら
⼈
が
訪
ね
て
く
る
様
⼦
を
表
現
し
た
と

考
え
ら
れ
る
︒ 

世
ノ
⼈
京
ヨ
リ
モ
⽥
舎
ヨ
リ
モ
︑
此
ノ
⼈
ニ
結
縁
セ
ム
ガ
為
ニ
︑
尋
ネ
テ
来
ル
⼈
其
数
多
シ
︒︵
巻
第
⼗
七
・
第
三
⼗
九
話
︶ 

 

も
う
⼀
点
は
︑
容
姿
の
美
し
い
⼈
を
形
容
す
る
際
に
︑﹁
⽥
舎
⼈
﹂
と
は
思
え
な
い
と
い
う
表
現
が
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒管
⾒
の
限
り
で
は
︑三
例
⾒
つ
か
た
︒ 

⼀
つ
⽬
は
︑
⼤
和
国
の
郡
司
の
娘
が
両
親
の
死
後
に
貧
し
い
⾝
に
な
る
が
︑
観
⾳
の
加
護
に
よ
て
幸
福
な
⽣
涯
を
送
る
と
い
う
説
話
で
あ
る
︒
そ
の
中
の
︑
隣
の

郡
の
郡
司
の
息
⼦
が
︑
郡
司
の
娘
の
家
に
宿
泊
し
︑
共
寝
を
す
る
場
⾯
が
あ
る
︒
そ
こ
で
男
は
⼥
に
対
し
て
﹁
⽥
舎
⼈
﹂
の
娘
が
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
美
し
い
の
だ
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ろ
う
︑
⾼
貴
な
⼈
の
娘
で
も
こ
の
よ
う
な
⼈
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
感
じ
る
︒ 

⽥
舎
⼈
ノ
娘
何
デ
此
ク
ハ
有
ラ
ム
︒
⽌
事
無
キ
⼈
ノ
娘
モ
此
ク
許
ハ
⾮
ジ
者
ヲ
︒ 

⼆
つ
⽬
は
︑
娘
の
求
婚
者
の
正
体
が
⻤
で
あ
り
︑
娘
が
⻤
に
⾷
わ
れ
る
と
い
う
説
話
で
あ
る
︒
そ
の
⼈
物
と
娘
の
説
明
が
次
の
部
分
で
あ
る
︒
⼤
和
国
⼗
市
郡
に
住

む
⼈
の
娘
が
︑
容
姿
端
麗
で
﹁
⽥
舎
⼈
﹂
の
よ
う
に
は
⾒
え
な
い
と
評
さ
れ
て
い
る
︒ 

今
昔
︑
⼤
和
国
⼗
市
ノ
郡
庵
知
ノ
村
ノ
東
ノ
⽅
ニ
住
ム
⼈
有
ケ
リ
︒
家
⼤
キ
ニ
富
メ
︑
姓
ハ
鏡
造
ナ
リ
︒
⼀
⼈
ノ
⼥
⼦
在
リ
︒
其
ノ
形
端
正
也
︒
更
ニ
此
様
ノ
⽥

舎
⼈
ノ
娘
ト
不
思
ズ
︒︵
巻
第
⼆
⼗
・
第
三
⼗
七
話
︶ 

 

三
つ
⽬
は
美
作
国
の
猟
師
に
よ
て
神
へ
の
⽣
贄
が
と
ど
め
ら
れ
た
と
い
う
説
話
で
あ
る
︒そ
の
⽣
贄
に
さ
れ
よ
う
と
す
る
⼥
の
描
写
が
次
の
通
り
で
あ
る
︒清
ら

か
で
⾊
が
⽩
く
︑
姿
が
か
わ
い
ら
し
く
︑
髪
が
⻑
い
様
⼦
が
﹁
⽥
舎
⼈
﹂
の
娘
と
も
思
え
な
い
ほ
ど
品
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒ 

此
⽣
贄
ノ
⼥
⽷
清
気
ニ
テ
︑
⾊
モ
⽩
ク
︑
形
モ
愛
敬
付
テ
︑
髪
⻑
ク
テ
︑
⽥
舎
⼈
ノ
娘
ト
モ
不
⾒
品
々
シ
ク
テ
︑
寄
臥
タ
リ
︒︵
巻
第
⼆
⼗
六
・
第
七
話
︶ 

こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
︑
⿊
⽥
紘
⼀
郎
⽒
は
︑﹁﹃
今
昔
﹄
は
﹁
京
﹂
と
﹁
⽥
舎
﹂
を
は
き
り
と
分
け
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る(

３
２)

︒
⼀
つ
⽬
に
挙
げ
た
特
徴
で
は
︑

﹁
京
⽥
舎
﹂︑﹁
京
ヨ
リ
モ
⽥
舎
ヨ
リ
モ
﹂
と
︑﹁
⽥
舎
﹂
は
明
ら
か
に
﹁
京
﹂
と
対
⽴
す
る
語
と
な
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
京
と
の
対
⽴
項
を
他
の
作
品
に
探
し
て

み
る
と
︑﹃
枕
草
⼦
﹄
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
︒ 

御
乳
⺟
の
⼤
輔
の
命
婦
︑
⽇
向
へ
く
だ
る
に
︑
給
は
す
る
扇
ど
も
の
中
に
︑
⽚
つ
⽅
は
︑
⽇
い
と
う
ら
ら
か
に
差
し
た
る
︑
ゐ
な
か
の
館
な
ど
お
ほ
く
し
て
︑
い

ま
⽚
つ
⽅
は
︑
京
の
さ
る
べ
き
所
に
て
︑
⾬
い
み
じ
う
降
り
た
る
に
︵
後
略
︶︵
⼆
⼆
三
段
︶(

３
３) 

 

﹁
御
乳
⺟
の
⼤
輔
の
命
婦
﹂
と
い
う
⼈
物
が
⽇
向
国
へ
下
る
際
に
︑
定
⼦
が
扇
を
与
え
た
︒
そ
の
中
に
︑
扇
の
⽚
⾯
に
⽇
が
差
し
た
﹁
ゐ
な
か
の
館
﹂︑
も
う
⽚
⾯

に
⾬
の
降
る﹁
京
の
さ
る
べ
き
所
﹂が
描
か
れ
た
扇
が
あ
た
︒扇
の
両
⾯
に﹁
⽇
い
と
う
ら
ら
か
に
さ
し
た
る
﹂と﹁
⾬
い
み
じ
う
降
り
た
る
﹂︑﹁
ゐ
な
か
﹂と﹁
京
﹂

が
そ
れ
ぞ
れ
対
⽴
し
て
い
る
と
⾒
る
こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
で
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
京
﹂
は
対
⽴
項
で
あ
る
︒﹁
京
﹂
と
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
こ
の
よ
う
に
対
⽐

さ
れ
る
例
は
こ
れ
が
唯
⼀
で
あ
る
が
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
も
﹁
⽥
舎
﹂
も
と
も
に
京
に
対
⽴
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
⽥
舎
﹂
に
は
共
通
性
が
あ
る
と

⾒
て
よ
い
︒ 

⼆
つ
⽬
の
特
徴
に
つ
い
て
は
︑﹁
⽥
舎
﹂
の
語
が
冠
せ
ら
れ
る
の
は
⼈
で
あ
り
︑
場
所
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
︒﹁
⽥
舎
⼈
﹂
で
あ
る
こ
と
に
⾔
及
さ

れ
る
の
は
容
姿
の
み
で
あ
り
︑
古
記
録
で
の
⽤
例
の
よ
う
な
農
耕
の
場
と
は
関
係
が
な
い
︒﹁
⽥
舎
⼈
﹂
と
は
思
え
な
い
と
い
う
表
現
は
︑
平
安
京
を
中
⼼
と
し
た
価

値
観
で
あ
り
︑
先
に
述
べ
た
平
安
京
と
の
⽂
化
の
差
異
の
表
現
に
近
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒ 

 

他
に
﹁
⽥
舎
⼈
﹂
を
評
価
す
る
例
を
探
し
て
み
る
と
︑
次
の
⼆
例
が
⾒
つ
か
る
︒
⼆
つ
⽬
の
特
徴
に
関
連
す
る
が
︑﹁
⽥
舎
⼈
﹂
の
容
姿
で
は
な
く
教
養
を
評
価
す
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る
も
の
で
あ
る
︒
巻
第
三
⼗
の
第
⼗
⼆
話
に
は
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
︒﹁
丹
波
ノ
国
︑
□
ノ
郡
ニ
住
ム
者
ア
リ
︑
⽥
舎
⼈
ナ
レ
ド
モ
︑
⼼
ニ
情
有
ル
者
也
ケ
リ
︒﹂
と

い
う
⼀
節
で
始
ま
る
話
で
は
︑
丹
波
国
に
住
む
⼈
物
が
同
じ
く
丹
波
国
の
⼈
で
あ
る
本
の
妻
が
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
で
今
の
妻
へ
の
愛
情
が
失
せ
︑
本
の
妻
と
住
ん

だ
︒
ま
た
︑
巻
第
⼆
⼗
四
の
第
五
⼗
五
話
で
は
︑
⼤
隅
守
が
職
務
怠
慢
の
郡
司
を
戒
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
郡
司
が
詠
ん
だ
和
歌
に
感
⼼
し
︑
許
す
と
い
う
く
だ
り

が
あ
る
︒
そ
の
郡
司
に
は
︑﹁
云
フ
甲
斐
無
キ
下
臈
ノ
中
ニ
モ
︑
此
ク
歌
読
ム
者
モ
有
ル
也
ケ
リ
︒﹂
と
の
評
価
が
な
さ
れ
る
︒ 

 

こ
こ
に
は
︑﹁
⽥
舎
⼈
﹂
で
あ
る
け
れ
ど
も
⾵
流
の
⼼
が
あ
り
︑
歌
を
詠
む
⼈
物
が
登
場
す
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
三
三
段
・
⼋
七
段
に
共
通
す
る
部
分
で
あ

る
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
と
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
⽥
舎
⼈
﹂
は
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒ 

 

以
上
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
⽥
舎
﹂
の
様
相
を
検
討
し
て
き
た
︒
そ
の
結
果
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
⽥
舎
﹂
は
︑
仮
名
⽂
学
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
共

通
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
た
︒
古
記
録
の
﹁
⽥
舎
﹂
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
﹁
⽥
舎
﹂
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
同
様

の
様
相
を
持
つ
も
の
で
あ
る
︒
⿊
⽥
⽒
は
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
﹁
⽥
舎
﹂
に
つ
い
て
︑
柳
⽥
⽒
の
論
を
援
⽤
し
て
﹁﹁
都
市
に
居
る
者
の
側
か
ら
︑
所
領
⼜
は
控
へ
地

内
の
農
⼾
を
指
し
て
謂
ふ
べ
き
語
﹂
と
し
て
の
⽥
舎
が
も
と
も
⼀
般
的
で
あ
る
﹂
と
し
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
な
ど
の
⽂
学
に
現
れ
る
⽥
舎
と
同
じ
も
の
と
み
る(

３
４)

︒
⿊

⽥
⽒
の
論
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
⽥
舎
﹂
の
表
記
の
差
を
考
慮
に
⼊
れ
て
い
な
い
点
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
な
ど
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
同
様
で
あ
る
と

す
る
⾒
⽅
は
⾸
肯
で
き
る
︒ 

し
か
し
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
中
の
説
話
は
︑
必
ず
し
も
成
⽴
当
時
の
も
の
で
は
な
く
︑
原
型
と
な
た
説
話
の
時
代
の
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
表
記
に
お
い
て
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
同
様
の
特
徴
を
持
つ
も
の
に
﹁
⽥
舎
﹂
の
字
を
与
え
た
こ
と
は
︑
看
過
で
き
な
い
点
で
あ
る
︒

﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
⽥
舎
﹂
が
結
び
つ
く
過
程
で
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
は
注
⽬
す
べ
き
⼀
点
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 

第
⼆
節 

﹁
ゐ
な
か
﹂
の
様
相 

１ 

﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⾵
景 

 

前
節
で
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
そ
の
も
の
に
注
⽬
し
て
考
察
を
進
め
た
︒
概
念
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
し
か
し
︑
⽂
学
作
品
に

は﹁
ゐ
な
か
﹂の
語
に
付
随
し
て
そ
の
様
⼦
も
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒そ
う
し
た
描
写
に
も
⽬
を
向
け
な
け
れ
ば
︑概
念
的
な
分
析
に
留
ま
て
し
ま
う
︒そ
こ
で
︑

本
節
で
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
具
体
的
な
様
⼦
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
ま
ず
︑
各
作
品
に
現
れ
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
描
か
れ
⽅
に
着
⽬
し
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⾵
景
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
た
か
を
考
え
た
い
︒ 
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﹃
伊
勢
物
語
﹄
五
⼋
段
に
お
い
て
︑
⻑
岡
に
住
ん
だ
男
が
﹁
ゐ
な
か
な
り
け
れ
ば
︑
⽥
刈
ら
む
と
て
﹂
と
︑
農
作
業
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
に

は
農
耕
の
場
と
し
て
の
⼀
側
⾯
が
あ
た
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
︒
こ
れ
も
前
述
し
た
が
︑﹃
更
級
⽇
記
﹄
に
は
︑
上
総
国
へ
の
赴
任
か
ら
帰
た
⽗
ら
と
⻄
⼭
に
滞

在
し
た
際
の
記
述
に
︑﹁
内
に
は
︑
い
た
だ
き
の
も
と
ま
で
︑
⽥
と
い
ふ
も
の
の
︑
引
板
鳴
ら
す
⾳
な
ど
︑
ゐ
な
か
の
⼼
地
し
て
︑
い
と
を
か
し
き
に
﹂︵
三
⼆
三―

三

⼆
四
⾴
︶と
の
⼀
節
が
あ
る
︒こ
こ
か
ら
も
︑⽥
の
あ
る
⾵
景
が﹁
ゐ
な
か
﹂を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒こ
れ
と
同
様
の
状
況
が﹃
源
⽒
物
語
﹄

に
も
⾒
出
せ
る
︒﹃
更
級
⽇
記
﹄の
作
者
で
あ
る
菅
原
孝
標
⼥
は﹃
源
⽒
物
語
﹄の
熱
⼼
な
読
者
で
あ
る
た
め
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
だ
ろ
う(

３
５)

︒ 

秋
に
な
り
ゆ
け
ば
︑
空
の
け
し
き
も
あ
は
れ
な
る
を
︑
⾨
⽥
の
稲
刈
る
と
て
︑
所
に
つ
け
た
る
も
の
ま
ね
び
し
つ
つ
︑
若
き
⼥
ど
も
は
歌
う
た
ひ
興
じ
あ
へ
り
︒

引
板
ひ
き
鳴
ら
す
⾳
も
を
か
し
︒
⾒
し
東
路
の
こ
と
な
ど
も
思
ひ
出
で
ら
れ
て
︵
後
略
︶︵
⼿
習
︑
三
〇
⼀
⾴
︶ 

 

浮
⾈
が
⼩
野
に
移
た
後
︑
稲
を
刈
る
⼈
々
の
様
⼦
を
⾒
て
︑
⽣
ま
れ
育
た
東
国
の
こ
と
を
思
い
出
す
場
⾯
で
あ
る
︒
浮
⾈
⾃
⾝
︑
東
国
で
育
ち
︑
そ
の
様
⼦
が

﹁
す
こ
し
ゐ
な
か
び
た
る
﹂
な
ど
と
表
現
さ
れ
る(

３
６)

︒
そ
の
浮
⾈
の
思
い
出
の
⾵
景
も
⽥
な
ど
の
あ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
で
あ
た
の
だ
ろ
う
︒ 

 

⽊
村
⽒
は
︑﹃
枕
草
⼦
﹄
か
ら
次
の
場
⾯
を
引
⽤
し
︑﹁﹁
⽥
舎
﹂
は
稲
作
を
中
⼼
と
し
た
農
業
が
⾏
わ
れ
る
地
域
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
た
の

か
も
し
れ
な
い
︒﹂
と
述
べ
た(

３
７)

︒
こ
れ
は
︑
⾼
階
明
順
の
家
で
の
様
⼦
で
あ
る
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
⾵
で
簡
素
な
造
り
で
あ
る
こ
と
を
描
写
し
た
後
︑
稲
を
取
り
出
し
て

近
辺
の
娘
た
ち
に
扱
か
せ
た
様
⼦
を
述
べ
る
︒
明
順
の
﹁
所
に
つ
け
て
は
︑
か
か
る
事
を
な
む
⾒
る
べ
き
﹂
と
い
う
台
詞
は
︑
こ
の
よ
う
な
場
所
︵﹁
ゐ
な
か
だ
ち
﹂

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
場
所
︶
な
の
だ
か
ら
︑
稲
を
扱
く
様
⼦
を
⾒
る
べ
き
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
︒ 

ゐ
な
か
だ
ち
︑事
そ
ぎ
て
︑⾺
の
か
た
ち
書
き
た
る
障
⼦
︑網
代
屏
⾵
︑三
陵
草
の
簾
な
ど
︑こ
と
さ
ら
に
昔
の
事
を
う
つ
し
た
り
︒︵
中
略
︶﹁
所
に
つ
け
て
は
︑

か
か
る
事
を
な
む
⾒
る
べ
き
﹂
と
て
︑
稲
と
い
ふ
も
の
を
取
り
出
で
て
︑
若
き
下
衆
ど
も
の
︑
き
た
な
げ
な
ら
ぬ
︑
そ
の
わ
た
り
の
家
の
む
す
め
な
ど
ひ
き
も
て

来
て
︑
五
︑
六
⼈
し
て
こ
か
せ
︵
後
略
︶︵
九
五
段
︶ 

 

し
か
し
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⾵
景
は
そ
れ
だ
け
に
限
ら
な
い
︒
⽊
村
⽒
が
同
時
に
︑﹁
宮
廷
⽣
活
や
京
⽣
活
と
の
対
⽐
の
な
か
で
そ
れ
ら
と
は
違
う
⽣
活
を
し
て
い
る

⼈
々
や
地
域
を
指
す
こ
と
ば
と
し
て
⽤
い
ら
れ
る
な
ど
し
て
い
た
︒﹂
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
平
安
京
と
は
異
な
る
場
所
﹂
と
い
う
点
の
⽅
が
よ
り
重
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
段
階
で
は
農
作
業
が
営
ま
れ
る
⽥
そ
の
も
の
は
﹁
⽥
居
﹂
と
⾔
わ
れ
て
お
り
︑﹁
⽥
居
﹂
の
語
⾃
体
は
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
も
⾒
え
る
こ

と
を
︑
⻄
尾
⽒
が
指
摘
し
て
い
る(

３
８)

︒
⽥
そ
の
も
の
を
指
す
⾔
葉
は
別
に
あ
り
︑
⽥
の
あ
る
場
所
が
す
な
わ
ち
﹁
ゐ
な
か
﹂
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ

の
例
を
以
下
で
検
討
す
る
︒ 

前
節
で
確
認
し
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
う
ち
︑
そ
の
場
所
の
⾵
景
を
描
い
た
も
の
は
い
く
つ
か
あ
る
が
︑
⽥
以
外
の
⾵
景
も
⾒
ら
れ
る
︒
そ
の
⼀
つ
が
海
で
あ
る
︒﹃
伊

勢
物
語
﹄
⼋
七
段
は
︑
摂
津
国
菟
原
郡
の
蘆
屋
の
⾥
に
所
領
を
持
ち
︑
そ
こ
に
住
む
男
が
蘆
屋
の
⾥
を
遊
覧
す
る
話
で
あ
る
︒
ま
ず
﹁
そ
の
家
の
前
の
海
の
ほ
と
り
に
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遊
び
歩
き
て
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
男
の
住
む
家
は
海
に
⾯
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
章
段
は
︑
ほ
と
ん
ど
の
場
⾯
が
海
の
⾵
景
と
結
び
つ
い
て
い
る
︒
そ
れ

が
も
と
も
明
確
な
場
⾯
が
次
の
箇
所
で
あ
る
︒
こ
れ
は
遊
覧
の
帰
り
の
場
⾯
で
あ
る
︒ 

帰
り
く
る
道
と
を
く
て
︑
亡
せ
に
し
宮
内
卿
も
ち
よ
し
が
家
の
前
来
る
に
︑
⽇
暮
れ
ぬ
︒
や
ど
り
の
⽅
を
⾒
れ
ば
︑
海
⼈
の
漁
⽕
多
く
⾒
ゆ
る
に
︑
か
の
あ
る
じ

の
お
と
こ
よ
む
︒ 

 

男
ら
が
遊
ん
だ
帰
り
に
﹁
宮
内
卿
も
ち
よ
し
﹂
と
い
う
⼈
物
の
家
の
前
に
来
た
時
に
は
⽇
が
暮
れ
て
い
た
︒
そ
の
際
に
男
は
漁
⽕
を
⾒
て
歌
を
詠
ん
で
お
り
︑
海
の

⾵
景
に
⽬
を
留
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

章
段
の
最
後
で
も
︑
⾼
波
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
海
松
を
召
使
の
⼦
が
拾
て
持
ち
帰
り
︑
そ
れ
を
⾼
坏
に
盛
て
召
使
が
詠
ん
だ
歌
に
対
し
て
﹁
ゐ
な
か
⼈
の
歌
に

て
は
︑
あ
ま
れ
り
や
︑
⾜
ら
ず
や
﹂
と
評
価
す
る
︒
こ
の
章
段
に
お
け
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⾵
景
は
海
で
あ
る
︒ 

 

﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
海
と
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
結
び
つ
い
た
例
は
⼀
例
の
み
で
あ
る
が
︑
他
の
作
品
に
⽬
を
向
け
て
み
る
と
︑
数
は
多
く
な
い
が
︑
同
様
の
例
が

⾒
つ
か
る
︒
管
⾒
の
限
り
で
は
⼆
例
に
留
ま
る
が
︑
海
の
あ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⾵
景
が
﹃
伊
勢
物
語
﹄
だ
け
に
限
ら
な
い
こ
と
を
⽰
す
も
の
で
あ
る
︒
以
下
︑
そ
の
⼆

例
を
⽰
す
︒ 狩

り
す
る
⼈
︑
ゐ
な
か
い
へ
の
︑
⽥
な
ど
あ
る
︑
真
近
く
寄
り
来
た
れ
ば 

狩
り
に
来
と
い
ふ
に
こ
ゝ
ろ
の
⾒
え
ぬ
れ
ば
わ
が
袂
に
は
寄
せ
じ
と
ぞ
思
ふ
︵﹃
伊
勢
集
﹄
⼋
〇
番
歌
︶(

３
９) 

右
は
︑﹃
伊
勢
集
﹄
に
収
録
さ
れ
た
宇
多
法
皇
の
六
⼗
の
賀
の
屏
⾵
歌
の
⼀
つ
で
あ
る
︒
詞
書
に
よ
る
と
︑
屏
⾵
に
は
︑﹁
ゐ
な
か
い
へ
﹂
に
⽥
が
あ
り
︑
狩
り
を
す

る
⼈
が
そ
れ
に
近
寄
る
⾵
景
が
描
か
れ
て
お
り
︑
そ
れ
を
歌
に
詠
ん
で
い
る
︒ 

ゐ
な
か
⼈
の
家
の
前
の
浜
づ
ら
に
松
原
あ
り
︑
鶴
群
れ
て
遊
ぶ
︒﹁
⼆
つ
歌
あ
る
べ
し
﹂
と
あ
り
︒ 

波
か
け
の
⾒
や
り
に
⽴
て
る
⼩
松
原
⼼
を
寄
す
る
こ
と
ぞ
あ
る
ら
し 

松
の
か
げ
の
ま
さ
ご
の
な
か
と
尋
ぬ
る
は
な
に
の
飽
か
ぬ
ぞ
た
づ
の
群
⿃
︵﹃
蜻
蛉
⽇
記
﹄
中
巻
・
安
和
⼆
年
︵
九
六
九
︶
⼋
⽉
︑
⼀
⼋
五
⾴
︶(

４
０) 

 

こ
れ
は
﹃
蜻
蛉
⽇
記
﹄
の
中
の
︑
⼩
⼀
条
の
左
⼤
⾂
︵
藤
原
師
尹
︶
の
五
⼗
の
賀
に
お
い
て
屏
⾵
歌
を
詠
む
場
⾯
の
⼀
部
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
海
の
そ
ば
に
あ
る

﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
の
家
に
松
原
が
あ
り
︑
鶴
が
群
れ
て
遊
ぶ
様
⼦
を
題
材
に
歌
が
⼆
⾸
詠
ま
れ
て
い
る
︒ 

こ
こ
に
挙
げ
た
和
歌
は
ど
ち
ら
も
屏
⾵
歌
で
あ
る
が
︑こ
の
よ
う
な
祝
賀
に
お
い
て
は
屏
⾵
の
絵
を
題
材
に
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
︒こ
の
よ
う
な

屏
⾵
歌
に
関
し
て
は
︑
関
恭
平
⽒
が
﹁
こ
の
よ
う
な
⽥
舎
を
題
材
に
し
た
屏
⾵
歌
は
数
多
く
あ
り
︑
当
時
の
社
会
に
定
着
し
て
い
た
も
の
だ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹂

と
指
摘
し
て
い
る(

４
１)

︒
つ
ま
り
︑
虚
構
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
で
は
あ
る
が
︑
平
安
京
に
住
む
⼈
々
の
中
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
⽥
の
イ
メ
ジ
と
海
辺
の
イ
メ
ジ
の
両
⽅
が
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あ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

も
う
⼀
つ
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
イ
メ
ジ
を
考
え
る
上
で
注
⽬
す
べ
き
要
素
が
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
⼭
⾥
﹂
で
あ
る
︒﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
が
多
い
こ

と
を
述
べ
た
が
︑
そ
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
中
で
も
具
体
的
な
⾵
景
と
と
も
に
描
か
れ
る
の
が
宇
治
と
⼩
野
で
あ
る
︒
そ
の
⼆
つ
に
共
通
す
る
キ
ワ
ド
が
﹁
⼭
⾥
﹂
で

あ
る
︒ 

﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
中
で
︑
浮
⾈
は
宇
治
と
⼩
野
に
住
む
︒
宇
治
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
︒
⼩
野
も
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
︑
浮
⾈
が
⼩
野
に
移
た
後
︑
尼
た
ち
が
薫
の
噂
を
す
る
様
⼦
を
﹁
い
と
こ
の
世
遠
く
︑
ゐ
な
か
び
に
た
り
や
﹂︵
夢
浮
橋
︑
三
⼋
三
⾴
︶
と
︑
世
間
離
れ
し
て

﹁
ゐ
な
か
び
﹂
て
い
る
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
読
み
取
れ
る
︒
な
お
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
お
い
て
⼆
つ
の
﹁
⼩
野
﹂
が
出
て
く
る
こ
と
は
福
嶋
昭
治
⽒
が
指
摘
し

て
い
る
︒
⼀
つ
は
⼣
霧
の
⼀
条
御
息
所
の
⼭
荘
の
あ
る
場
所
で
あ
り
︑
も
う
⼀
つ
が
︑
浮
⾈
が
過
ご
し
た
⼩
野
で
あ
る
︒
浮
⾈
が
い
た
⽅
の
⼩
野
は
︑
⽐
叡
⼭
の
内
の

横
川
・
⿊
⾕
の
登
⼭
⼝
に
近
い
︑
⾼
野
川
の
上
流
域
と
さ
れ
て
い
る(

４
２)

︒ 

そ
し
て
︑
宇
治
と
⼩
野
は
と
も
に
﹁
⼭
⾥
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

浮
⾈
が
住
ん
だ
⼩
野
の
様
⼦
を
﹁
昔
の
⼭
⾥
よ
り
は
⽔
の
⾳
も
な
ご
や
か
な
り
﹂︵
⼿
習
︑
三
〇
⼀
⾴
︶
と
︑
宇
治
を
﹁
昔
の
⼭
⾥
﹂
と
し
て
⽐
較
し
評
価
す
る
が
︑

そ
の
⼩
野
⾃
体
も
ま
た
次
の
よ
う
に
﹁
⼭
⾥
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
⼩
野
を
﹁
⼭
⾥
﹂
と
呼
ぶ
作
中
で
最
初
の
例
で
あ
る
︒
⼩
野
を
﹁
⼭
⾥
﹂
と
表
現
す
る
箇
所
は

他
に
も
数
箇
所
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
お
い
て
⼩
野
に
は
⼭
⾥
の
イ
メ
ジ
が
濃
い
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

若
き
⼈
の
︑
か
か
る
⼭
⾥
に
︑
今
は
と
︑
思
ひ
た
え
籠
る
は
難
き
わ
ざ
な
れ
ば
︑
た
だ
い
た
く
年
経
た
る
尼
七
⼋
⼈
ぞ
︑
常
の
⼈
に
て
は
あ
り
け
る
︑
そ
れ
ら
が

む
す
め
︑
孫
や
う
の
者
ど
も
︑
京
に
宮
仕
す
る
も
︑
異
ざ
ま
に
て
あ
る
も
︑
時
々
ぞ
来
通
ひ
け
る
︒︵
⼿
習
︑
三
〇
三
⾴
︶ 

 

浮
⾈
の
よ
う
な
若
い
⼈
が
︑
思
い
切
て
こ
の
よ
う
な
⼭
⾥
に
籠
も
る
の
は
困
難
な
こ
と
な
の
で
︑
年
を
取
た
尼
七
︑
⼋
⼈
が
い
つ
も
は
仕
え
て
い
る
と
い
う
︒

で
は
︑
そ
の
﹁
⼭
⾥
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
今
⻄
祐
⼀
郎
⽒
は
︑﹁
⼭
⾥
﹂
と
は
﹁
⼭
荘
﹂
の
こ
と
で
あ
り
︑﹁﹁
都
﹂
に
専
住
す
る
平
安

朝
貴
族
が
︑
帰
属
す
べ
き
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
喪
失
の
補
償
と
し
て
求
め
た
空
間
﹂
で
あ
た
と
述
べ
る(

４
３)

︒
そ
し
て
︑
浮
⾈
の
⼩
野
に
つ
い
て
は
︑﹁﹃
源
⽒
物
語
﹄
の

﹁
⼭
⾥
﹂
は
︑
浮
⾈
の
登
場
に
よ
て
︑
平
安
京
貴
族
の
﹁
⼭
荘
﹂
か
ら
遁
世
者
の
﹁
別
所
﹂
へ
と
︑
⼤
き
く
変
貌
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
﹂

と
す
る(

４
４)

︒
こ
こ
で
今
⻄
⽒
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
は
︑
薗
⽥
⾹
融
⽒
が
指
摘
し
た
︑
奈
良
時
代
の
貴
族
の
⽣
産
基
盤
と
し
て
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
で
あ
り
︑

本
論
が
対
象
と
す
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
は
異
な
る(

４
５)

︒
本
論
で
扱
う
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
の
関
係
で
い
え
ば
︑
貴
族
の
⼭
荘
や
別
所
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
﹁
⼭
⾥
﹂
は
︑

同
時
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
で
も
あ
た
の
で
あ
る
︒
特
に
宇
治
は
︑
実
際
に
貴
族
が
⼭
荘
を
持
ち
︑
遊
び
を
⾏
う
場
で
あ
た
︒
次
に
挙
げ
る
の
は
﹃
源
⽒
物
語
﹄
と
同
時

代
の
﹃
御
堂
関
⽩
記
﹄
の
記
事
で
あ
る
︒
道
⻑
が
宇
治
に
向
か
う
こ
と
を
記
し
た
記
事
は
複
数
あ
る
が
︑
次
の
記
事
は
︑
宇
治
で
の
貴
族
の
⾏
動
が
簡
潔
に
⽰
さ
れ
て
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お
り
︑
そ
の
様
⼦
を
把
握
し
や
す
い
と
考
え
る
た
め
︑
⼀
例
と
し
て
引
⽤
す
る
︒
こ
こ
で
は
︑
道
⻑
は
他
の
貴
族
ら
と
と
も
に
船
に
乗
て
連
句
を
⾏
い
︑
宇
治
の
別

業
︵
別
荘
︶
で
作
⽂
を
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
藤
原
道
⻑
は
宇
治
に
別
荘
を
持
ち
︑
し
ば
し
ば
宇
治
に
遊
ん
で
い
た
︒ 

早
⾏
⼆
宇
治
⼀
︒
乗
レ
⾈
︒
同
道
︑
右
衛
⾨
督
・
勘
解
由
⻑
官
・
右
⼤
弁
︒
於
⼆
⾈
中
⼀
有
⼆
連
句
⼀
︒
着
レ
家
有
レ
題
︑
於
⼆
宇
治
別
業
⼀
即
事
︑
以
⾔
作
レ
序
︒︵
寛
弘

元
年
︵
⼀
〇
〇
四
︶
閏
九
⽉
⼆
⼗
⼀
⽇
条
︶ 

 

宇
治
は
貴
族
た
ち
に
と
て
も
︑
平
安
京
の
外
と
い
て
も
あ
る
程
度
⾝
近
な
場
所
で
あ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
お
い
て
宇
治
が
舞
台
と
な
る
の

も
︑
こ
の
よ
う
な
宇
治
の
性
格
の
た
め
で
あ
ろ
う
︒ 

 

そ
の
﹁
⼭
⾥
﹂
に
は
ど
の
よ
う
な
⾵
景
が
広
が
て
い
た
の
か
︒ 

 

﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
浮
⾈
の
⽗
で
あ
る
⼋
宮
は
⾃
邸
が
焼
け
た
後
に
︑﹁
宇
治
と
い
ふ
所
に
よ
し
あ
る
⼭
⾥
持
た
り
た
ま
へ
り
け
る
に
渡
り
た
ま
ふ
﹂
と
︑

宇
治
に
移
る
︒
宇
治
が
⼭
⾥
と
呼
ば
れ
る
作
中
で
最
初
の
例
で
あ
る
︒
そ
の
く
だ
り
の
中
で
︑
宇
治
の
⾵
景
と
そ
れ
に
対
す
る
感
情
が
次
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
︒﹁
⼭

⾥
﹂
に
対
す
る
⼋
宮
の
感
情
を
明
確
に
⽰
し
た
箇
所
で
あ
る
と
い
え
る
︒ 

網
代
の
け
は
ひ
近
く
︑
⽿
か
し
が
ま
し
き
川
の
わ
た
り
に
て
︑
静
か
な
る
思
ひ
に
か
な
は
ぬ
⽅
も
あ
れ
ど
︑
い
か
が
は
せ
ん
︒
花
紅
葉
︑
⽔
の
流
れ
に
も
︑
⼼
を

や
る
た
よ
り
に
寄
せ
て
︑
い
と
ど
し
く
な
が
め
た
ま
ふ
よ
り
外
の
こ
と
な
し
︒︵
橋
姫
︑
⼀
⼆
五―

⼀
⼆
六
⾴
︶ 

 

網
代
の
あ
る
気
配
が
近
く
︑
騒
が
し
い
川
の
辺
り
で
︑
静
か
な
場
所
で
暮
ら
し
た
い
と
い
う
思
い
に
は
か
な
わ
な
い
と
す
る
︒
花
や
紅
葉
︑
⽔
の
流
れ
と
い
た
⾃

然
で
⼼
を
慰
め
︑
眺
め
て
い
る
だ
け
の
⼋
宮
の
様
⼦
が
描
か
れ
る
︒
そ
し
て
こ
の
住
処
は
︑﹁
い
と
ど
︑
⼭
重
な
れ
る
住
み
処
に
尋
ね
参
る
⼈
な
し
﹂︵
橋
姫
︑
⼀
⼆
六

⾴
︶
と
も
さ
れ
る
︒﹁
⼭
⾥
﹂
で
あ
る
か
ら
⼭
中
に
あ
る
の
は
当
然
と
し
て
も
︑
尋
ね
る
⼈
も
な
い
ほ
ど
深
い
⼭
の
中
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
宇
治
は
こ

の
後
も
作
中
で
た
び
た
び
﹁
⼭
⾥
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒ 

先
に
︑
浮
⾈
が
⼩
野
に
お
い
て
⽥
を
刈
る
⾵
景
を
⾒
て
︑
⽣
ま
れ
育
た
東
国
を
思
い
出
す
場
⾯
が
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
︒
浮
⾈
の
⾒
る
⼩
野
の
⾵
景
の
描
写
は
︑

そ
れ
だ
け
に
限
ら
な
い
︒
そ
れ
を
⽰
す
の
が
次
の
場
⾯
で
あ
り
︑
先
ほ
ど
の
⽥
と
は
異
な
る
⼭
や
⾕
の
様
⼦
が
描
か
れ
て
い
る
︒
先
に
挙
げ
た
⽥
を
刈
る
場
⾯
と
並
ん

で
︑
作
中
で
も
⼩
野
の
⾵
景
を
も
と
も
詳
し
く
記
し
た
場
⾯
で
あ
る
︒ 

⼩
野
に
は
︑
い
と
深
く
茂
り
た
る
⻘
葉
の
⼭
に
向
か
ひ
て
︑
紛
る
る
こ
と
な
く
︑
遣
⽔
の
蛍
ば
か
り
を
昔
お
ぼ
ゆ
る
慰
め
に
て
な
が
め
ゐ
た
ま
へ
る
に
︑
例
の
︑

遥
か
に
⾒
や
ら
る
る
⾕
の
軒
端
よ
り
前
駆
⼼
こ
と
に
追
ひ
て
︑
い
と
多
う
と
も
し
た
る
灯
の
の
ど
か
な
ら
ぬ
光
を
⾒
る
と
て
︑
尼
君
た
ち
も
端
に
出
で
ゐ
た
り
︒

︵
夢
浮
橋
︑
三
⼋
⼆―

三
⼋
三
⾴
︶ 

 

⻘
葉
が
茂
た
⼭
に
向
か
て
︑
遣
⽔
に
⾶
ぶ
蛍
を
︑
昔
を
思
い
出
す
慰
め
に
す
る
浮
⾈
の
様
⼦
と
︑
⾕
に
薫
の
⼀
⾏
の
前
駆
の
灯
が
⾒
え
る
の
を
尼
た
ち
も
と
も
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に
眺
め
る
様
⼦
が
描
か
れ
て
い
る
︒ 

 
宇
治
で
は
住
処
近
く
の
川
の
流
れ
や
花
・
紅
葉
が
︑
⼩
野
で
は
⻘
葉
や
蛍
を
眺
め
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
⼈
物
が
物
思
い
に
ふ
け
る
様
⼦
が
描
か
れ
る
︒
そ
こ
に
あ

る
の
は
季
節
ご
と
の
⾃
然
の
⾵
景
で
あ
る
︒
出
家
後
の
浮
⾈
に
つ
い
て
︑
森
⼀
郎
⽒
は
﹁
⼈
間
的
感
情
が
点
滅
す
る
の
は
︑
⼭
⾥
の
⾃
然
と
の
連
関
に
お
い
て
で
あ

た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る(

４
６)

︒
⾃
然
の
⾵
景
に
よ
て
感
情
の
動
き
が
触
発
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

 

こ
れ
に
関
連
し
て
注
⽬
す
べ
き
は
︑
源
⽒
が
紀
伊
守
邸
に
赴
い
た
際
の
︑
そ
の
庭
の
様
⼦
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
は
︑
平
安
京
外
の
⾃
然
の
⾵
景
を
⾒
て
き
た
︒
し
か

し
︑
次
に
引
⽤
す
る
部
分
か
ら
は
︑
平
安
京
外
に
赴
い
た
⼈
々
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⾵
景
に
触
れ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
平
安
京
に
い
な
が
ら
そ
の
様
⼦
を
再
現
す
る
こ
と

も
あ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
京
外
の
⾵
景
の
描
写
は
﹃
源
⽒
物
語
﹄
中
に
複
数
箇
所
あ
る
が
︑
京
内
で
そ
れ
を
再
現
す
る
様
⼦
は
他
に
⾒
ら
れ
ず
︑
貴
重
で
あ
る
︒ 

ゐ
な
か
家
だ
つ
柴
垣
し
て
︑
前
栽
な
ど
⼼
と
め
て
植
ゑ
た
り
︒
⾵
涼
し
く
て
︑
そ
こ
は
か
と
な
き
⾍
の
声
々
聞
こ
え
︑
蛍
し
げ
く
⾶
び
ま
が
ひ
て
を
か
し
き
ほ
ど

な
り
︒
⼈
々
︑
渡
殿
よ
り
出
で
た
る
泉
に
の
ぞ
き
ゐ
て
酒
の
む
︒︵
帚
⽊
︑
九
三―

九
四
⾴
︶ 

 

﹁
ゐ
な
か
家
だ
つ
﹂
様
⼦
に
設
え
ら
れ
た
紀
伊
守
邸
に
は
︑
⾍
の
声
や
蛍
︑
泉
と
い
た
⾃
然
を
取
り
⼊
れ
た
空
間
で
あ
た
こ
と
が
描
か
れ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
先

ほ
ど
⾒
た
︑
⼭
⾥
の
⾵
景
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
⼭
⾥
の
⾵
景
と
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⾵
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
推
測
で
き
る
︒ 

 

以
上
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⾵
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
︒
現
在
﹁
⽥
舎
﹂
と
い
う
字
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
︑
⽥
が
広
が
る
農
耕
の
⾵
景
の
イ
メ
ジ
が
あ
た
こ

と
が
わ
か
た
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
⼀
つ
の
側
⾯
に
過
ぎ
ず
︑
海
や
⼭
⾥
と
い
た
多
様
な
側
⾯
を
持
つ
こ
と
も
明
ら
か
に
な
た
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
⼀
つ
の
⾔

葉
で
表
現
さ
れ
て
も
︑
そ
の
内
実
は
描
か
れ
る
場
⾯
や
︑
場
所
に
よ
て
様
々
だ
た
の
で
あ
る
︒ 

こ
こ
ま
で
⾒
て
き
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⾵
景
と
は
︑
⾃
然
の
⾵
景
で
あ
る
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
に
⾃
然
の
情
趣
が
⾒
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る(

４
７)

︒

⽇
記
や
物
語
の
中
の
⼈
々
に
と
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
は
︑
⾃
然
の
⾵
景
を
⾒
て
感
情
を
動
か
さ
れ
る
場
所
と
し
て
描
写
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
実
際
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
場

で
⾃
然
に
触
れ
る
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
イ
メ
ジ
は
︑
屏
⾵
絵
や
作
庭
な
ど
に
よ
て
︑
平
安
京
に
住
む
⼈
々
の
⽣
活
の
中
に
取
り
⼊
れ
ら
れ
る
場
合
も

あ
た
︒ 

特
に
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
お
け
る
⾃
然
⾵
景
の
細
か
な
描
写
は
︑
着
⽬
す
べ
き
点
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
引
⽤
し
て
き
た
⽂
学
作
品
の
中
で
も
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
は
頻
繁

に
⾃
然
の
⾵
景
を
描
い
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
紫
式
部
⾃
⾝
の
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
部
分
が
あ
た
だ
ろ
う
︒
紫
式
部
が
︑
⽗
の
越
前
守
赴
任
に
伴
て
越
前
国
へ
下

向
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
越
前
国
で
の
歌
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る(

４
８)

︒
し
か
し
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
描
か
れ
る
多
様
な
⾃
然
の
⾵

景
は
︑特
徴
的
で
あ
る
︒服
藤
早
苗
⽒
は
︑紫
式
部
を
は
じ
め
と
し
た
平
安
時
代
の
⽂
学
の
担
い
⼿
の
⼥
房
の
多
く
が
︑﹁
受
領
層
で
⽥
舎
経
験
を
持
た
⼥
性
た
ち
﹂

で
あ
た
こ
と
に
注
⽬
し
︑﹁
⽥
舎
経
験
は
︑
都
⼈
の
鄙
⼈
た
ち
に
対
す
る
蔑
視
認
識
と
同
時
に
︑
都
の
貴
族
社
会
で
の
⾃
⼰
の
属
す
る
⾝
分
や
地
位
を
相
対
化
す
る
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鋭
利
な
⽬
を
培
た
の
で
あ
る
︒﹂
と
す
る(

４
９)

︒
そ
う
し
た
⾯
も
あ
る
が
︑
紫
式
部
に
関
し
て
は
︑
越
前
国
で
⾃
然
を
体
験
し
た
こ
と
が
︑
紫
式
部
の
⽬
を
⾃
然
に
向

け
さ
せ
る
契
機
に
な
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

２ 

平
安
京
と
﹁
ゐ
な
か
﹂ 

 

こ
こ
ま
で
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
具
体
的
な
⾵
景
に
つ
い
て
考
え
た
︒
そ
れ
に
よ
て
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
検
討
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
︒
し
か
し
︑

こ
こ
ま
で
⾒
て
き
た
よ
う
に
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
は
主
に
平
安
京
に
住
む
貴
族
が
持
つ
概
念
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
平
安
京
と
の
関
わ
り
に
も
⽬
を
向
け
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
︒
以
下
︑
平
安
京
か
ら
﹁
ゐ
な
か
﹂
へ
ど
の
よ
う
な
視
線
が
向
け
ら
れ
て
い
た
の
か
︑
平
安
京
と
﹁
ゐ
な
か
﹂
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
を
持
て
い
た
の
か
を

検
討
す
る
︒ 

 

平
安
京
に
住
む
貴
族
た
ち
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
平
安
時
代
の
都
鄙
意
識
に
つ
い
て
︑
村
井
康
彦
⽒
は
︑
平

安
京
の
都
市
化
を
根
底
と
し
て
都
の
求
⼼
性
が
⾼
ま
た
結
果
︑﹁
雅
﹂
の
美
意
識
が
育
ち
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
か
ら
都
優
越
・
鄙
蔑
視
の
考
え
が
現
れ
て
く
る
こ
と
を
指

摘
し
た
︒
そ
う
し
た
都
市
の
意
識
の
中
で
︑
地
⽅
を
観
念
的
な
存
在
と
し
て
仕
⽴
て
た
歌
枕
へ
の
関
⼼
が
⾼
ま
た
と
し
た(

５
０)

︒ 

そ
の
他
︑
物
語
の
中
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
︒
磐
下
⽒
は
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
舞
台
の
広
が
り
が
最
終
的
に
都
に
収
斂
す
る
こ
と
を

指
摘
し
︑
そ
の
原
因
を
︑
平
安
時
代
の
貴
族
の
意
識
が
内
向
的
に
京
内
で
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
求
め
た
︒
そ
の
う
え
で
︑
物
語
中
の
舞
台
と
な
た
播
磨
国

が
平
安
京
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
て
い
た
こ
と
か
ら
︑﹁
⾃
⾝
も
含
め
た
当
時
の
貴
族
社
会
に
と
て
﹁
⾝
近
﹂
さ
を
感
じ
ら
れ
る
﹁
鄙
﹂
だ
た
の
で
あ
る
﹂

と
し
た(

５
１)

︒
こ
の
磐
下
⽒
の
﹁
⾝
近
さ
﹂
と
い
う
着
眼
点
は
重
要
な
点
で
あ
る
と
考
え
る
︒ 

前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
平
安
京
の
貴
族
が
京
外
へ
出
る
こ
と
︑
つ
ま
り
﹁
城
外
﹂
に
は
厳
し
い
⽬
を
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
や
︑
寛
平
七
年
︵
⼋
九
五
︶
に
︑

五
位
以
上
及
び
孫
王
が
住
む
範
囲
を
定
め
ら
れ
た
太
政
官
符
の
存
在(

５
２)

な
ど
か
ら
︑
貴
族
た
ち
の
京
外
と
の
関
わ
り
が
薄
く
な
て
い
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
︒ 

以
下
に
︑
平
安
京
か
ら
﹁
ゐ
な
か
﹂
へ
の
視
線
が
読
み
取
れ
る
も
の
を
⾒
て
い
き
た
い
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
三
三
段
と
⼋
七
段
で
は
︑
摂
津
国
の
⼈
間
が
詠
ん
だ
歌
に

対
し
て
︑﹁
ゐ
な
か
⼈
の
こ
と
に
て
は
︑
よ
し
や
あ
し
や
︒﹂︵
三
三
段
︶︑﹁
ゐ
な
か
⼈
の
歌
に
て
は
︑
あ
ま
れ
り
や
⾜
ら
ず
や
︒﹂︵
⼋
七
段
︶
と
の
評
価
を
⾏
う
︒﹁
に

て
は
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
は
︑
本
来
は
﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
の
詠
む
歌
を
低
く
⾒
る
意
識
が
垣
間
⾒
え
る
︒
ま
た
︑
五
⼋
段
の
特
徴
は
﹁
⾊
好
み
﹂
か
つ
﹁
す
き
も
の
﹂
の

男
と
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
対
⽐
で
あ
る
︒
物
語
の
中
で
も
︑
男
が
⽥
を
刈
る
様
⼦
を
﹁
い
み
じ
の
す
き
も
の
の
し
わ
ざ
や
﹂
と
宮
に
仕
え
て
い
た
⼥
た
ち
が
冷
や
か
し
て
い

る
こ
と
か
ら
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
で
⽥
を
刈
る
と
い
う
⾏
為
を
⾒
下
す
意
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

﹃
源
⽒
物
語
﹄に
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
で
過
ご
し
た
⼈
々
が
登
場
す
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
︒そ
れ
ら
の
⼈
物
の
描
写
か
ら
も
︑平
安
京
あ
る
い
は
そ
こ
に
住
む
⼈
々
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か
ら
⾒
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
へ
の
意
識
が
⾒
て
と
れ
る
︒
ま
ず
は
︑
物
語
の
中
で
最
初
に
登
場
す
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⼈
物
の
⼀
⼈
で
あ
る
明
⽯
君
で
あ
る
︒ 

さ
い
ふ
と
も
ゐ
な
か
び
た
ら
む
︒
幼
く
よ
り
さ
る
所
に
⽣
ひ
出
で
て
︑
古
め
い
た
る
親
に
の
み
従
ひ
た
ら
む
は
︵
後
略
︶︵
若
紫
︑
⼆
〇
四
⾴
︶ 

 
右
は
︑
明
⽯
の
君
に
つ
い
て
源
⽒
と
そ
の
周
辺
の
⼈
々
が
噂
し
て
い
る
場
⾯
の
⼀
部
で
あ
る
︒
平
安
京
に
住
む
⼈
々
か
ら
は
︑
明
⽯
で
﹁
古
め
い
た
﹂
親
に
育
て
ら

れ
た
明
⽯
の
君
は
﹁
ゐ
な
か
び
﹂
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
作
中
に
お
け
る
明
⽯
君
の
評
価
が
最
初
に
⽰
さ
れ
る
場
⾯
で
あ
る
︒
当
初
︑
明
⽯
君
が
ど
の
よ

う
に
⾒
ら
れ
て
い
た
か
が
明
瞭
に
⽰
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
︒
こ
の
発
⾔
に
あ
る
の
は
︑
そ
の
よ
う
な
明
⽯
の
君
を
⾒
下
す
意
識
で
あ
る
︒ 

 

ま
た
︑
筑
紫
で
育
た
⽟
鬘
の
場
合
も
⾒
て
お
き
た
い
︒
⽟
鬘
が
源
⽒
の
も
と
に
来
た
後
︑
次
の
よ
う
な
様
⼦
が
語
ら
れ
る
︒
他
⼈
に
よ
て
⽟
鬘
⾃
⾝
が
﹁
ゐ
な

か
び
﹂
て
い
る
と
さ
れ
る
箇
所
は
な
い
が
︑
同
じ
く
筑
紫
か
ら
や
て
き
た
⽟
鬘
の
⼥
房
た
ち
に
つ
い
て
は
︑
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
り
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⼈
々
へ
の

視
線
が
読
み
取
れ
る
︒ 

御
匣
殿
な
ど
に
も
︑
設
け
の
物
召
し
集
め
て
︑
⾊
あ
ひ
︑
し
ざ
ま
な
ど
こ
と
な
る
を
と
選
ば
せ
た
ま
へ
れ
ば
︑
ゐ
な
か
び
た
る
⽬
ど
も
に
は
︑
ま
し
て
め
づ
ら
し

き
ま
で
な
む
思
ひ
け
る
︒︵
⽟
鬘
︑
⼀
⼆
三
⾴
︶ 

 

京
に
あ
る
源
⽒
の
邸
の
設
え
が
︑
⽟
鬘
の
⼥
房
た
ち
の
﹁
ゐ
な
か
び
た
る
⽬
﹂
に
は
︑
⾒
事
な
も
の
に
映
る
の
で
あ
る
︒ 

他
に
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
で
過
ご
し
た
⼈
物
と
し
て
浮
⾈
が
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
浮
⾈
⾃
⾝
を
﹁
ゐ
な
か
び
﹂
て
い
る
と
す
る
の
は
⼀
箇
所
の
み
で
あ
る
︒
薫
に
対
⾯
し
た

浮
⾈
の
⾐
装
を
﹁
ゐ
な
か
び
﹂
て
い
る
と
し
︑
そ
れ
を
⾒
た
薫
は
⼤
君
の
⾼
貴
な
姿
を
思
い
出
す
︒ 

⼥
の
御
装
束
な
ど
︑
⾊
々
に
よ
く
と
思
ひ
て
し
重
ね
た
れ
ど
︑
す
こ
し
ゐ
な
か
び
た
る
こ
と
も
う
ち
ま
じ
り
て
ぞ
︑
昔
の
萎
え
ば
み
た
り
し
御
姿
の
あ
て
に
な
ま

め
か
し
か
り
し
の
み
思
ひ
出
で
ら
れ
て
︒︵
東
屋
︑
九
⼋
⾴
︶ 

そ
れ
よ
り
も
浮
⾈
周
辺
の
⼈
物
の
中
で
﹁
ゐ
な
か
び
﹂
た
様
⼦
を
強
調
さ
れ
る
の
は
︑
常
陸
介
で
あ
る
︒
浮
⾈
の
義
⽗
に
あ
た
る
常
陸
介
は
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て

い
る
︒ 事

好
み
し
た
る
よ
り
は
あ
や
し
う
荒
ら
か
に
ゐ
な
か
び
た
る
⼼
ぞ
つ
き
た
り
け
る
︒若
う
よ
り
︑さ
る
東
国
の
⽅
の
遥
か
な
る
世
界
に
埋
も
れ
て
年
経
け
れ
ば
に

や
︑
声
な
ど
ほ
と
ほ
と
う
ち
ゆ
が
み
ぬ
べ
く
︑
も
の
う
ち
⾔
ふ
す
こ
し
た
み
た
る
や
う
に
て
︵
後
略
︶︵
東
屋
︑
⼀
九
⾴
︶ 

 

作
中
に
お
い
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
で
過
ご
し
た
登
場
⼈
物
の
中
で
も
︑
も
と
も
貴
族
の
⽂
化
に
そ
ぐ
わ
な
い
様
⼦
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
︑
注
⽬
さ
れ
る
︒
そ
の

中
で
も
︑
右
の
引
⽤
箇
所
は
そ
う
し
た
特
徴
が
も
と
も
詳
し
く
描
写
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
︒﹁
ゐ
な
か
び
﹂
た
常
陸
介
の
話
し
⽅
が
調
⼦
は
ず
れ
で
訛
て
い
る
こ

と
を
︑
若
く
か
ら
東
国
で
過
ご
し
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
後
に
︑
琴
や
笛
が
で
き
ず
⼸
を
た
し
な
む
こ
と
︑
下
⼿
な
歌
合
を
す
る
様
⼦
な
ど
︑
常
陸
介

に
⾵
流
が
備
わ
て
い
な
い
こ
と
が
描
写
さ
れ
る
︒
東
国
で
過
ご
し
た
経
験
の
あ
る
常
陸
介
を
︑
京
の
⽂
化
か
ら
は
か
け
離
れ
た
⼈
物
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
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る
︒ 

 
以
上
に
挙
げ
た
部
分
か
ら
は
︑
京
と
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
は
⽂
化
的
な
落
差
が
あ
り
︑
平
安
京
あ
る
い
は
そ
こ
に
住
む
⼈
々
に
と
て
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
に
対
し
て
⾒
下

す
意
識
が
あ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
他
︑﹃
枕
草
⼦
﹄
に
は
︑﹁
す
さ
ま
じ
き
も
の
﹂
の
⼀
つ
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
が
直
接
記

さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
京
と
そ
れ
以
外
の
場
所
の
対
⽐
が
明
確
な
例
と
し
て
引
⽤
す
る
︒ 

⼈
の
国
よ
り
お
こ
せ
た
る
物
の
⽂
な
き
︒
京
の
を
も
さ
こ
そ
思
ふ
ら
め
︑
さ
れ
ど
︑
そ
れ
は
ゆ
か
し
き
事
ど
も
を
も
書
き
あ
つ
め
︑
世
に
あ
る
事
な
ど
を
も
聞
け

ば
い
と
よ
し
︒︵
⼆
三
段
︶ 

 

服
藤
⽒
は
︑
こ
の
⼀
節
を
﹁
京
に
住
む
下
級
貴
族
に
属
す
る
清
少
納
⾔
の
⽥
舎
観
が
︑
⾒
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒﹂
と
評
価
す
る
︒
ま
た
︑﹁
⽥
舎
⼈
は
︑
都
の
出

来
事
や
⽂
化
を
⾒
た
い
聞
き
た
い
知
り
た
い
と
思
て
い
る
の
に
対
し
︑
京
⼈
は
⽥
舎
の
豊
富
な
物
資
を
欲
し
て
い
る
︒
知
的
⽂
化
の
都
に
対
し
︑
物
資
提
供
の
鄙
と

の
対
⽐
と
︑
知
的
⽂
化
優
位
の
⽥
舎
蔑
視
が
窺
い
知
れ
よ
う
︒﹂
と
も
述
べ
る(

５
３)

︒
清
少
納
⾔
は
︑
京
か
ら
の
⼿
紙
は
︑
京
の
情
報
が
あ
れ
ば
良
い
の
に
対
し
︑﹁
⼈

の
国
﹂︑
つ
ま
り
地
⽅
の
場
合
は
︑
⼟
産
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
こ
こ
に
は
平
安
京
と
そ
の
外
の
世
界
が
対
等
な
も
の
で
な
い
と
す
る
価
値
観
が
現

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒ 

 

平
安
時
代
の
﹁
都
﹂
の
求
⼼
性
に
つ
い
て
は
︑
先
に
挙
げ
た
村
井
⽒
の
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
︑
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る(

５
４)

︒
そ
の
強
い
求
⼼
性
が
︑
平
安
京

を
外
れ
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
対
し
て
排
他
的
な
蔑
視
の
感
情
を
⽣
む
こ
と
に
な
た
の
だ
ろ
う
︒ 

そ
の
⼀
⽅
で
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
に
は
別
の
側
⾯
も
あ
た
︒
津
本
信
博
⽒
は
︑﹁
鄙
は
︑
⼀
時
鄙
の
世
界
に
⾝
を
委
ね
る
こ
と
で
捲
⼟
重
来
を
期
し
て
再
⽣
す
る
エ
ネ
ル

ギ
を
確
保
す
る
場
で
あ
た
と
同
時
に
︑都
に
満
た
さ
れ
な
い
貴
族
た
ち
に
と
て
鄙
は
恰
好
の
充
⾜
・
慰
安
の
場
で
も
あ
た
の
で
あ
る
︒﹂と
指
摘
す
る(

５
５)

︒

先
に
取
り
上
げ
た
今
⻄
⽒
の
︑﹁
帰
属
す
べ
き﹁
ゐ
な
か
﹂の
喪
失
の
補
償
と
し
て
求
め
た
空
間
﹂と
し
て
の
⼭
⾥
と
い
う
⾒
⽅
も
こ
こ
で
ま
た
想
起
す
べ
き
で
あ
る
︒ 

﹃
源
⽒
物
語
﹄に
登
場
す
る﹁
ゐ
な
か
﹂
か
ら
や
て
き
た
⼥
性
た
ち
に
つ
い
て
︑関
根
賢
司
⽒
は
︑﹁
新
し
い
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
を
都
へ
と
送
り
出
し
て
い
た
鄙
は
︑

ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
の
知
恵
と
主
体
性
の
源
泉
で
あ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る(

５
６)

︒
池
⽥
⼤
輔
⽒
は
︑﹁
東
⻄
の
受
領
た
ち
に
よ
て
︑
都
へ
と
持
ち
込
ま
れ
た
⼥
君
た
ち
の

﹁
ゐ
な
か
ぶ
﹂
鄙
性
は
︑
侮
蔑
表
現
で
は
な
く
︑
都
で
は
周
囲
を
魅
了
す
る
美
質
要
素
と
な
て
い
た
︒﹂
と
す
る(

５
７)

︒ 

確
か
に
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
的
な
も
の
に
対
し
て
蔑
視
す
る
だ
け
で
な
く
︑
好
意
的
に
⾒
て
い
る
例
も
あ
る
︒﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
源
⽒
が
須
磨
に
滞
在
し
て
い
た

際
の
服
装
が
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
︒
光
源
⽒
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
語
が
⽤
い
ら
れ
た
唯
⼀
の
例
で
あ
り
︑
本
来
は
平
安
京
の
住
⼈
で
あ
る
⼈
物
が
⾃
⾝
で
﹁
ゐ

な
か
び
﹂
た
様
⼦
を
取
り
⼊
れ
る
例
は
他
の
作
品
に
も
⾒
ら
れ
な
い
︒ 

⼭
が
つ
め
き
て
︑
聴
⾊
の
⻩
が
ち
な
る
に
︑
⻘
鈍
の
狩
⾐
︑
指
貫
︑
う
ち
や
つ
れ
て
︑
こ
と
さ
ら
に
ゐ
な
か
び
も
て
な
し
た
ま
へ
る
し
も
い
み
じ
う
︑
⾒
る
に
笑
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ま
れ
て
き
よ
ら
な
り
︒︵
須
磨
︑
⼆
⼀
三
⾴
︶ 

聴
⾊
︵
薄
紅
⾊
︶
の
下
着
に
⻘
鈍
の
狩
⾐
と
指
貫
と
い
う
簡
素
で
﹁
ゐ
な
か
び
﹂
た
光
源
⽒
の
装
い
の
描
写
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
源
⽒
の
わ
ざ
と
﹁
ゐ
な
か
び
﹂

た
装
い
を
魅
⼒
的
な
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
︒
わ
ざ
と
﹁
ゐ
な
か
﹂
び
た
様
⼦
を
美
的
な
も
の
と
捉
え
る
の
は
︑
前
項
に
挙
げ
た
紀
伊
守
邸
の
庭
の
様
⼦
も
当
て
は

ま
る
だ
ろ
う
︒ 

そ
れ
に
加
え
て
︑﹃
更
級
⽇
記
﹄
に
お
い
て
孝
標
⼥
が
︑
⻄
⼭
の
⾵
景
を
﹁
ゐ
な
か
の
⼼
地
し
て
︑
い
と
を
か
し
き
に
﹂
と
表
現
し
た
よ
う
に
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
は
蔑
視

さ
れ
る
べ
き
場
所
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑﹁
を
か
し
﹂
と
感
じ
る
⾯
も
あ
た
こ
と
は
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
点
で
あ
る
︒ 

 

先
に
︑
平
安
貴
族
の
京
外
と
の
関
わ
り
の
薄
さ
を
述
べ
た
が
︑
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
貴
族
た
ち
が
平
安
京
に
隣
接
し
た
場
所
で
⾃
然
に
触
れ
る
機
会
は
あ

た
︒
貴
族
た
ち
は
︑
京
内
に
な
い
も
の
を
︑
京
外
に
求
め
た
の
で
あ
る
︒
⽂
学
作
品
に
⾒
ら
れ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
情
趣
も
︑
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
先
に
⾒
た
﹃
枕
草
⼦
﹄
⼆
三
段
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
物
を
欲
す
る
態
度
も
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
が
平
安
京
に
は
な
い
も
の
を
提
供
す

る
場
で
あ
る
と
い
う
側
⾯
を
⽰
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
貴
族
た
ち
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
対
す
る
態
度
に
は
蔑
視
も
あ
た
が
︑
平
安
京
内
に
は
な
い
⾃
然
や
物
資
を
求
め
る
態
度
も
存
在
し
て
い
た
︒
⼀
⾯
的

で
は
な
い
︑
両
⾯
的
な
部
分
が
あ
た
と
い
え
る
︒ 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
︑
平
安
時
代
の
⽂
学
作
品
に
⾒
ら
れ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
語
を
様
々
な
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
︒ 

 

ま
ず
︑
考
察
の
基
礎
と
し
て
︑
⽂
学
作
品
に
⾒
ら
れ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
を
通
覧
し
た
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
⼀
例
の
み
し
か
⾒
ら
れ
な
か
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
い
う

語
は
︑
平
安
時
代
に
多
⽤
さ
れ
る
よ
う
に
な
た
︒
し
か
し
︑
使
⽤
さ
れ
る
傾
向
は
作
品
に
よ
て
異
な
る
︒
特
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
が
多
く
⾒
ら
れ
る
﹃
伊
勢
物

語
﹄と﹃
源
⽒
物
語
﹄で
は
︑登
場
⼈
物
の
動
き
に
よ
て
形
成
さ
れ
る
空
間
の
違
い
に
よ
り
︑﹁
ゐ
な
か
﹂と
し
て
描
か
れ
る
場
所
は
異
な
て
い
た
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄

で
は
︑
主
に
男
⼀
⼈
の
動
き
が
中
⼼
に
な
て
お
り
︑
舞
台
も
平
安
京
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
場
所
が
多
い
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
も
︑
平
安
京
の
周
辺

で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
で
は
︑
光
源
⽒
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
登
場
⼈
物
が
平
安
京
と
遠
隔
地
の
間
を
移
動
し
︑
関
わ
り
を
持
つ
た
め
︑
作
品
内

の
空
間
が
広
⼤
に
な
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
も
あ
り
︑
明
⽯
を
は
じ
め
︑
筑
紫
国
や
常
陸
国
な
ど
の
平
安
京
か
ら
は
る
か
遠
く
離
れ
た
場
所
ま
で
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼

ば
れ
て
い
る
︒ 
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以
上
の
よ
う
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
を
⾒
て
い
く
と
︑
現
在
は
多
く
の
テ
キ
ス
ト
で
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
﹁
⽥
舎
﹂
の
字
が
⽤
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
︒
そ
こ

で
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
に
﹁
⽥
舎
﹂
の
字
を
当
て
る
の
が
果
た
し
て
適
切
で
あ
る
の
か
を
︑
同
時
代
の
史
料
で
あ
る
古
記
録
を
⽤
い
て
検
討
し
た
︒
古
記
録
に
⾒
え
る
﹁
⽥

舎
﹂
は
単
に
農
耕
の
場
を
指
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
は
⽂
化
的
な
差
異
や
︑農
耕
以
外
の
⾵
景
も
含
ん
だ
語
で
あ
り
︑同
⼀
の
も
の
と
は
い
え
な
い
︒

つ
い
で
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
﹁
⽥
舎
﹂
と
⽐
較
す
る
と
︑﹁
⽥
舎
﹂
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
同
様
の
様
相
を
持
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
べ
く
︑
⽂
学
作
品
に
お

け
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
描
か
れ
⽅
に
⽬
を
向
け
た
︒
各
作
品
の
中
に
描
か
れ
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
具
体
的
な
⾵
景
に
つ
い
て
⾒
て
い
く
と
︑
農
耕
や
海
辺
︑
⼭
⾥
と
多
様
な

⾵
景
を
指
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
た
︒ 

 

こ
こ
ま
で
⾒
て
き
た
よ
う
に
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
は
︑
主
に
平
安
京
に
住
む
貴
族
が
そ
の
外
を
指
し
て
⽤
い
る
⾔
葉
で
あ
り
︑
意
識
で
あ
る
︒
よ
て
︑
平
安
京
と
﹁
ゐ

な
か
﹂
の
関
わ
り
⽅
や
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
に
対
す
る
意
識
の
部
分
に
焦
点
を
当
て
る
と
︑
そ
こ
に
は
平
安
京
と
の
⽂
化

的
な
落
差
︑
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
蔑
視
の
感
情
が
あ
た
︒
そ
の
⼀
⽅
で
︑
平
安
京
の
⼈
々
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
や
⾃
然
に
対
す
る
情
趣
を
⾒
出
す
こ
と
も
あ
た
︒
蔑

視
だ
け
で
は
な
い
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
に
対
す
る
両
⾯
的
な
感
情
が
あ
た
と
推
測
で
き
る
︒ 

 

現
在
︑
⼀
律
に
﹁
⽥
舎
﹂
の
字
が
当
て
ら
れ
︑﹁
都
か
ら
離
れ
た
辺
鄙
な
場
所
﹂
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
﹁
ゐ
な
か
﹂
で
あ
る
が
︑
そ
の
内
実
を
考
察
す
る
と
︑
作

品
に
よ
て
変
化
が
あ
り
︑
様
々
な
様
相
を
含
む
語
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
た
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
は
そ
れ
⾃
⾝
が
ひ
と
り
で
に
増
⼤
し
て
い
た
の
で
は
な
く
︑

平
城
京
か
ら
平
安
京
へ
の
遷
都
︑
そ
し
て
平
安
京
の
都
城
と
し
て
の
求
⼼
性
の
強
さ
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
︒ 

 

﹁
ゐ
な
か
﹂
と
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
語
に
︑﹁
⾥
﹂
が
あ
る
︒
東
国
を
指
す
﹁
あ
づ
ま
﹂
と
い
う
語
も
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
語
も
︑
平
安
時
代
の
空
間
認
識
を
知

る
上
で
は
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
章
で
は
︑
こ
れ
ら
の
語
と
﹁
ゐ
な
か
﹂
あ
る
い
は
﹁
ひ
な
﹂
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
る
こ

と
が
で
き
な
か
た
︒ 

 

ま
た
︑
今
回
は
主
に
﹃
伊
勢
物
語
﹄
か
ら
﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
時
代
に
焦
点
を
絞
て
論
を
進
め
た
︒
さ
ら
に
詳
細
な
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
様
⼦
を
検
討
す
る
に
は
︑﹃
今

昔
物
語
集
﹄
を
は
じ
め
と
し
た
も
う
少
し
後
の
時
代
の
作
品
に
も
対
象
を
広
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
中
世
の
⽂
学
作
品
と
⽐
較
す
る
こ
と
で
︑
平
安
時
代
の
特

徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

註

 (

１) 

﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
に
は
︑
⻄
尾
和
美
﹁﹁
京―

ゐ
な
か
﹂
世
界
の
成
⽴
・
展
開
と
中
世
社
会
﹂︵﹃
松
⼭
東
雲
⼥
⼦
⼤
学
⼈
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⽂
学
部
紀
要
﹄
第
⼆
巻
︑
⼀
九
九
四
年
︶︑
⽊
村
茂
光
﹁
王
朝
⽂
学
に
み
ら
れ
る
﹁
⽥
舎
﹂
に
つ
い
て
﹂︵
紫
式
部
学
会
編
﹃
源
⽒
物
語
の
環
境 

研
究
と
資
料―

古
代
⽂
学
論
叢
第
⼗
九
輯―

﹄
武
蔵
野
書
院
︑
⼆
〇
⼀
⼀
年
︶
が
あ
る
︒ 

﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
に
は
武
⽥
早
苗
﹁﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
﹁
⽥
舎
﹂
と
明
⽯
君
・
⽟
鬘
・
浮
⾈
﹂︵﹃
平
安
中
期
和
歌
⽂
学
攷
﹄

武
蔵
野
書
院
︑
⼆
〇
⼀
九
年
︑
初
出
は
⼆
〇
⼀
⼀
年
︶︑
関
恭
平
﹁
源
⽒
物
語
に
お
け
る
⽥
舎
・
鄙
の
表
現
法 ―

明
⽯
の
君
・
⽟
鬘
・
浮
⾈
に
着
⽬
し
て―

﹂

︵﹃
⽂
学
研
究
論
集
﹄
五
⼀
︑
⼆
〇
⼀
九
年
︶︑
池
⽥
⼤
輔
﹁﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
受
領
層
が
も
た
ら
す
都
と
鄙―

﹁
ゐ
な
か
ぶ
﹂
美
質―

﹂︵﹃
古
代
⽂
学
研
究 

第
⼆

次
﹄
⼆
〇
⼆
⼀―
三
〇
︑
⼆
〇
⼆
⼀
年
︶
が
あ
る
︒ 

(

２) 

⻄
尾
︑
前
掲
註
︵
１
︶
論
⽂
︑
⼀
〇
三
⾴
︒ 

(

３) 

柳
⽥
国
男
﹁
都
市
と
農
村
﹂︵﹃
柳
⽥
国
男
全
集 

第
四
巻
﹄
筑
摩
書
房
︑
⼀
九
九
⼋
年
︑
初
出
は
⼀
九
⼆
九
年
︶︑
⼀
⼋
四―

⼀
⼋
五
⾴
︒ 

(

４) 

塚
本
学
﹁
都
市
の
論
理―
先
進
・
後
進
論
の
背
景
﹂︵﹃
都
会
と
⽥
舎―

⽇
本
⽂
化
外
史―

﹄
平
凡
社
︑
⼀
九
九
⼀
年
︶︑
三
七
⾴
︒ 

(

５) 

⻄
尾
︑
前
掲
註
︵
１
︶
論
⽂
︒ 

(

６) 

歌
番
号
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
万
葉
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

７) 

他
に
は
︑
⼆
三
段
に
﹁
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
﹂︑
⼆
四
段
に
﹁
か
た
ゐ
な
か
﹂
と
い
う
表
現
が
⾒
ら
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
具
体
的
な
場
所
に
つ
い
て
検
討
す
る
た

め
︑
措
い
て
お
く
︒ 

(

８) 

武
⽥
︑
前
掲
註
︵
１
︶
論
⽂
︑
三
⼆
四
⾴
︒ 

(

９) 

以
下
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
⾴
数
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
よ
る
︒ 

(

１
０) 

⾴
数
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
に
よ
る
︒ 

(

１
１) 

吹
上 

上
︑
四
〇
⼋
⾴
︒ 

(

１
２) 

﹃
更
級
⽇
記
﹄︑
三
⼀
五
⾴
︒
以
下
︑﹃
更
級
⽇
記
﹄
の
⾴
数
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
和
泉
式
部
⽇
記
・
紫
式
部
⽇
記
・
更
級
⽇
記
・
讃
岐
典
侍
⽇
記
﹄

に
よ
る
︒ 

(

１
３) 

以
下
︑﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
歌
番
号
は
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

１
４) 

歌
番
号
は
﹃
新
編
国
歌
⼤
観
﹄
に
よ
る
︒ 

(

１
５) 

⽝
養
廉
・
平
野
由
紀
⼦
・
い
さ
ら
会
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
新
釈
﹄
上
巻
︵
笠
間
書
院
︑
⼀
九
九
六
年
︶︑
五
五
〇
⾴
︒ 

(

１
６) 

歌
番
号
は
﹃
新
編
国
歌
⼤
観
﹄
に
よ
る
︒ 
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 (
１
７) 

磐
下
徹
﹁﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
﹁
鄙
﹂―

播
磨
国
と
越
前
国―

﹂︵
助
川
幸
逸
郎
・
⽴
⽯
和
弘
・
⼟
⽅
洋
⼀
・
松
岡
智
之
編
﹃
新
時
代
の
源
⽒
学
６ 

虚
構
と
歴
史

の
は
ざ
ま
で
﹄
⽵
林
舎
︑
⼆
〇
⼀
四
年
︶︑
⼀
〇
七
⾴
︒ 

(

１
８) 

⻄
尾
︑
前
掲
註
︵
１
︶
論
⽂
︑
九
⼋
⾴
︒ 

(

１
９) 

学
習
院
⼤
学
所
蔵
の
写
本
に
関
し
て
は
︑
次
の
影
印
を
確
認
し
た
︒ 

新
⽇
本
古
典
籍
デ
タ
ベ
ス
︵https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100089892/viewer/1

︶︑
⼆
〇
⼆
⼆
年
三
⽉
⼆
⼗
⼆
⽇
閲
覧
︒ 

(

２
０) 

他
の
写
本
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
次
の
影
印
を
確
認
し
た
︒ 

・
細
川
⽂
庫
所
蔵
本
⽥
坂
憲
⼆
編
﹃
在
九
州
国
⽂
資
料
影
印
叢
書
九 

伊
勢
物
語
﹄
在
九
州
国
⽂
資
料
影
印
叢
書
刊
⾏
会
︑
⼀
九
七
九
年
︒ 

・
奈
良
⼥
⼦
⼤
学
所
蔵
本
伊
勢
物
語
の
複
合
的
研
究
プ
ロ
ジ
ク
ト
編
﹃
学
術
研
究
交
流
セ
ン
タ
研
究
成
果
報
告Vol.2 

奈
良
⼥
⼦
⼤
学
附
属
図
書
館
蔵 

伊
勢
物
語
関
係
写
本
解
題
と
翻
刻
﹄
奈
良
⼥
⼦
⼤
学
⼤
学
院
⼈
間
⽂
化
研
究
科
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︒ 

・
冷
泉
家
所
蔵
本
冷
泉
家
時
⾬
亭
⽂
庫
編
﹃
冷
泉
家
時
⾬
亭
叢
書
第
四
⼀
巻 

伊
勢
物
語 

伊
勢
物
語
愚
⾒
抄
﹄
朝
⽇
新
聞
社
︑
⼀
九
九
⼋
年
︒ 

・
⼤
東
急
記
念
⽂
庫
所
蔵
本
井
上
宗
雄
責
任
編
集
﹃
⼤
東
急
記
念
⽂
庫
善
本
叢
刊 

中
古
中
世
篇
第
⼀
巻 

物
語
﹄
⼤
東
急
記
念
⽂
庫
︑
⼆
〇
〇
七
年
︒ 

・
陽
明
⽂
庫
所
蔵
本
陽
明
⽂
庫
編
﹃
陽
明
叢
書
国
書
編
第
九
輯 

伊
勢
物
語
・
⼤
和
物
語
﹄
思
⽂
閣
出
版
︑
⼀
九
七
六
年
︒ 

・
国
⽴
歴
史
⺠
俗
博
物
館
所
蔵
本
国
⽴
歴
史
⺠
俗
博
物
館
館
蔵
史
料
編
集
会
編
﹃
国
⽴
歴
史
⺠
俗
博
物
館
蔵
貴
重
典
籍
叢
書 

⽂
学
篇
第
⼗
六
巻 

物
語
⼀
﹄

臨
川
書
店
︑
⼀
九
九
九
年
︒ 

・
坊
処
鍋
島
家
本
国
⽂
学
研
究
資
料
館
監
修
﹃
伊
勢
物
語  
坊
所
鍋
島
家
本
﹄
勉
誠
出
版
︑
⼆
〇
〇
九
年
︒ 

(

２
１) 

⼭
岸
徳
平
・
今
井
源
衛
監
修
﹃
⻘
表
紙
本
源
⽒
物
語
﹄
新
典
社
︑
⼀
九
⼋
⼀―

⼀
九
⼋
⼆
年
︒ 

(

２
２) 

古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
﹃
⼤
島
本
源
⽒
物
語
﹄
⾓
川
書
店
︑
⼀
九
九
六
年
︒ 

(

２
３) 

名
古
屋
市
蓬
左
⽂
庫
監
修
﹃
尾
州
家
河
内
本
源
⽒
物
語
﹄
⼋
⽊
書
店
︑
⼆
〇
⼀
〇―

⼆
〇
⼀
三
年
︒ 

(

２
４) 

先
に
挙
げ
た
も
の
以
外
の
諸
本
に
つ
い
て
は
︑
池
⽥
⻲
鑑
﹃
源
⽒
物
語
⼤
成 

校
異
篇
﹄︵
普
及
版
︑
中
央
公
論
社
︑
⼀
九
⼋
四―

⼀
九
⼋
五
年
︶
に
拠

た
︒ 

(

２
５) 

今
井
卓
爾
編
﹃
更
級
⽇
記 

御
物
本
﹄
勉
誠
社
︑
⼀
九
九
〇
年
︒ 

(

２
６) 

新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
⽇
本
書
紀
﹄︵
⼩
学
館
︶
三
〇
⼀
⾴
頭
注
︒ 

(

２
７) 

﹃
春
記
﹄
⻑
暦
⼆
年
⼋
⽉
⼗
⼋
⽇
条
︒ 
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 (
２
８) 

新
釈
漢
⽂
⼤
系
﹃
史
記 

⼋
﹄
⼆
五
⼀
⾴
︒ 

(
２
９) 

⽊
村
︑
前
掲
註
︵
１
︶
論
⽂
︑
⼀
三
〇
⾴
︒ 

(

３
０) 

千
⽥
稔
﹁
⽇
本
に
お
け
る
﹁
ヰ
ナ
カ
︵
⽥
舎
︶﹂
の
成
⽴―

﹁
ヒ
ナ
﹂
と
﹁
ア
ヅ
マ
﹂
と
の
関
連
に
お
い
て―

﹂︵﹃
歴
史
地
理
学
﹄
四
⼀―

⼀
︑
⼀
九
九
九

年
︶︑
三
九
⾴
︒ 

(

３
１) 

峰
岸
明
⽒
は
和
漢
混
淆
⽂
を
︑︵
⼀
︶
漢
字
・
⽚
仮
名
交
⽤
表
記
︑︵
⼆
︶
漢
字
・
平
仮
名
交
⽤
表
記
︑︵
三
︶
漢
字
・
⽚
仮
名
・
平
仮
名
交
⽤
表
記
に
分
類

し
︑︵
⼀
︶
を
さ
ら
に
︵
１
︶
漢
字
⽚
仮
名
交
じ
り
⽂
︵
漢
字
を
主
に
⽤
い
る
︶︑︵
２
︶
⽚
仮
名
漢
字
交
じ
り
⽂
︵
仮
名
を
主
に
⽤
い
る
︶
に
分
類
し
た
︒﹃
今
昔

物
語
集
﹄
は
︵
１
︶
漢
字
⽚
仮
名
交
じ
り
⽂
に
分
類
さ
れ
て
い
る
︵
峰
岸
明
﹁
和
漢
混
淆
⽂
研
究
序
説
﹂﹃
平
安
時
代
古
記
録
の
国
語
学
的
研
究
﹄
東
京
⼤
学
出
版

会
︑
⼀
九
⼋
六
年
︑
初
出
は
⼀
九
七
四
年
︑
⼋
〇
〇―

⼋
〇
⼀
⾴
︶︒
三
⾓
洋
⼀
⽒
は
︑
⽚
仮
名
⽂
を
漢
字
・
漢
⽂
表
記
が
優
勢
な
⽅
か
ら
①
⽚
仮
名
交
じ
り
漢
字

⽂
︑
②
漢
字
・
⽚
仮
名
交
じ
り
⽂
︑
③
漢
字
交
じ
り
⽚
仮
名
⽂
と
し
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
⽂
体
を
①
の
⽚
仮
名
交
じ
り
漢
字
⽂
に
分
類
し
た
︵
三
⾓
洋
⼀
﹁
和
漢

混
淆
⽂
の
成
⽴ 

漢
字
と
仮
名
に
よ
る
表
記
を
め
ぐ
て
﹂﹃
中
世
⽂
学
の
達
成―

和
漢
混
淆
⽂
の
成
⽴
を
中
⼼
に―

﹄
若
草
書
房
︑
⼆
〇
⼀
七
年
︑
初
出
は
⼆
〇

⼀
⼀
年
︑
三
⼀―

三
⼆
⾴
︶︒
漢
字
と
仮
名
の
関
係
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
も
同
様
の
⾒
⽅
で
あ
る
が
︑
本
章
で
は
よ
り
詳
細
な
三
⾓
⽒
の
分
類
の
名
称
に
従
う
︒ 

(

３
２) 

⿊
⽥
紘
⼀
郎
﹁﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
あ
ら
わ
れ
た
都
市
﹂︵﹃
中
世
都
市
京
都
の
研
究
﹄
校
倉
書
房
︑
⼀
九
九
六
年
︑
初
出
は
⼀
九
七
六
年
︶︑
⼀
〇
九
⾴
︒ 

(

３
３) 

以
下
︑﹃
枕
草
⼦
﹄
の
段
数
表
記
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
枕
草
⼦
﹄
に
よ
る
︒ 

(

３
４) 

⿊
⽥
︑
前
掲
註
︵
３
２
︶
論
⽂
︑
⼀
⼀
〇
⾴
︒ 

(

３
５) 

新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
更
級
⽇
記
﹄
三
⼆
三
⾴
頭
注
も
こ
の
表
現
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
︒ 

(

３
６) 

﹃
源
⽒
物
語
﹄
東
屋
︑
九
⼋
⾴
︒ 

(

３
７) 

⽊
村
︑
前
掲
註
︵
１
︶
論
⽂
︑
⼀
三
⼆
⾴
︒ 

(

３
８) 

⻄
尾
︑
前
掲
註
︵
１
︶
論
⽂
︑
九
六―

九
七
⾴
︒ 

(

３
９) 

歌
番
号
は
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
平
安
私
家
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

４
０) 

⾴
数
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
⼟
佐
⽇
記
・
蜻
蛉
⽇
記
﹄
に
よ
る
︒ 

(

４
１) 

関
︑
前
掲
註
︵
１
︶
論
⽂
︑
⼀
六
⼆
⾴
︒ 

(

４
２) 

福
嶋
昭
治
﹁
源
⽒
物
語
の
⼆
つ
の
⼩
野
﹂︵
平
安
⽂
学
論
究
会
﹃
講
座
平
安
⽂
学
論
究
﹄
第
⼗
三
輯
︑
⾵
間
書
房
︑
⼀
九
九
⼋
年
︶︑
⼀
九
六―

⼀
九
⼋
⾴
︒ 

(

４
３) 

今
⻄
祐
⼀
郎
﹁
⼭
⾥
﹂︵﹃
国
⽂
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
⼆
⼋―

⼀
六
︑
⼀
九
⼋
三
年
︶︑
⼀
⼀
六
⾴
︒ 
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 (
４
４) 

今
⻄
︑
前
掲
註
︵
４
３
︶
論
⽂
︑
⼀
⼀
七
⾴
︒ 

(
４
５) 

薗
⽥
⾹
融
﹁
万
葉
貴
族
の
⽣
活
圏
﹂︵﹃
万
葉
﹄
⼋
︑
⼀
九
五
三
年
︶︒ 

(

４
６) 

森
⼀
郎
﹁
⼭
⾥
の
⼈
々
﹂︵
秋
⼭
虔
・
⽊
村
正
中
・
清
⽔
好
⼦
編
﹃
講
座 

源
⽒
物
語
の
世
界
﹄
第
九
集
︑
有
斐
閣
︑
⼀
九
⼋
四
年
︶︑
⼆
⼆
⼆
⾴
︒ 

(

４
７) 

関
︑
前
掲
註
︵
１
︶
論
⽂
︑
⼀
六
⼆
⾴
︒ 

(

４
８) 

清
⽔
好
⼦
﹃
紫
式
部
﹄︵
岩
波
書
店
︑
⼀
九
七
三
年
︶︑
五
⼆―

五
三
⾴
︒ 

(

４
９) 

服
藤
早
苗
﹁
平
安
の
都
と
鄙
の
⼥
性
た
ち
﹂︵
加
藤
友
康
編
﹃
⽇
本
の
時
代
史
６ 

摂
関
政
治
と
王
朝
⽂
化
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
〇
⼆
年
︶︑
⼆
三
四
⾴
︒ 

(

５
０) 

村
井
康
彦
﹁
国
⾵
⽂
化
の
創
造
と
普
及
﹂︵﹃
岩
波
講
座 

⽇
本
歴
史
４ 

古
代
４
﹄
岩
波
書
店
︑
⼀
九
七
六
年
︶︑
三
⼆
⼋―

三
三
⼀
⾴
︒
同
﹁
王
朝
期
の
都

鄙
意
識
﹂︵﹃
⽇
本
学
﹄
⼀
︑
⼀
九
⼋
三
年
︶︑
⼀
⼀
〇―

⼀
⼀
七
⾴
︒
同
様
の
指
摘
は
︑
千
⽥
︑
前
掲
註
︵
３
０
︶
論
⽂
︑
四
⼀
⾴
で
も
な
さ
れ
て
い
る
︒ 

(

５
１) 

磐
下
︑
前
掲
註
︵
１
７
︶
論
⽂
︑
九
七―

九
九
⾴
︑
⼀
⼀
三
⾴
︒ 

(

５
２) 

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
⼗
九
・
禁
制
事 

寛
平
七
年
⼗
⼆
⽉
三
⽇
太
政
官
符 

応
五
位
以
上
及
孫
王
輙
出
畿
内
事
︒ 

(

５
３) 

服
藤
︑
前
掲
註
︵
４
９
︶
論
⽂
︑
⼆
三
⼆
⾴
︒ 

(

５
４) 

他
に
例
を
挙
げ
る
と
︑
⼩
町
⾕
照
彦
﹁
都
﹂︵﹃
国
⽂
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
⼆
⼋―

⼀
六
︑
⼀
九
⼋
三
年
︶
が
あ
る
︒ 

(

５
５) 

津
本
信
博
﹁
京
と
鄙
の
往
還
﹂︵
後
藤
祥
⼦
・
鈴
⽊
⽇
出
男
・
⽥
中
隆
昭
・
中
野
幸
⼀
・
増
⽥
繁
夫
編
﹃
⽂
学
空
間
と
し
て
の
平
安
京
﹄
勉
誠
社
︑
⼀
九
九
四

年
︶︑
七
六
⾴
︒ 

(

５
６) 

関
根
賢
司
﹁
都
と
鄙―

源
⽒
物
語
の
ト
ポ
ス―

﹂︵
今
井
卓
爾
・
⻤
束
隆
昭
・
後
藤
祥
⼦
・
中
野
幸
⼀
編
﹃
源
⽒
物
語
講
座 

第
五
巻 

時
代
と
習
俗
﹄
勉
誠

社
︑
⼀
九
九
⼀
年
︶︑
四
六
⾴
︒ 

(

５
７) 

池
⽥
︑
前
掲
註
︵
１
︶
論
⽂
︑
五
九
⾴
︒ 
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補
論 

平
安
時
代
に
お
け
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂ 

は
じ
め
に 

前
章
で
は
平
安
時
代
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
焦
点
を
当
て
た
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
と
は
平
安
京
の
外
を
指
す
⾔
葉
で
あ
り
︑
そ
の
範
囲
は
平
安
京
の
近
郊
か
ら
︑
平
安
京
か
ら

遠
く
離
れ
た
地
⽅
に
も
使
⽤
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
た
︒
し
か
し
︑
平
安
京
の
外
を
指
す
⾔
葉
は
そ
れ
だ
け
に
限
ら
な
い
︒
平
安
時
代
の
⽂
学
作
品
を
読

む
時
︑
地
⽅
を
指
す
⾔
葉
と
し
て
﹁
ひ
な
﹂
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒﹃
万
葉
集
﹄
の
﹁
ひ
な
﹂
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
た
こ
と
は
す
で

に
述
べ
た
が(

１)

︑
平
安
時
代
の
﹁
ひ
な
﹂
と
﹁
ゐ
な
か
﹂
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
︑﹁
ひ
な
﹂
と
の
関
係
を

避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒ 

従
来
の
研
究
で
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
違
い
に
つ
い
て
︑
明
確
に
俎
上
に
載
せ
た
議
論
は
な
か
た
︒
し
か
し
︑
⼀
⾒
類
似
し
た
語
で
あ
て
も
︑
異
な

る
語
で
あ
る
以
上
︑
詳
細
な
検
討
を
す
る
こ
と
な
く
︑
⼆
つ
の
語
を
同
⼀
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
︒
特
定
の
場
⾯
に
お
い
て
︑
な
ぜ

﹁
ゐ
な
か
﹂
や
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
語
が
使
⽤
さ
れ
る
の
か
︑
そ
の
⼆
つ
の
語
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
ら
の
語

を
正
確
に
使
⽤
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒ 

﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
語
の
関
係
に
つ
い
て
︑
⽇
本
語
学
の
観
点
か
ら
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
︒﹁
ヰ
ナ
カ
﹂
の
﹁
ヰ
ナ
﹂
と
﹁
ヒ
ナ
﹂
は
︑
語
頭
の
ｗ

と
ｆ
の
⼦
⾳
交
替
形
の
語
で
あ
り
︑﹁
カ
﹂
は
ア
リ
カ
︑
ス
ミ
カ
と
同
じ
で
︑
所
の
意
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る(

２)

︒
国
語
学
の
観
点
か
ら
は
﹁
ひ
な
﹂
と
﹁
ゐ
な
か
﹂

に
は
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
実
際
に
作
品
で
は
ど
の
よ
う
に
使
⽤
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
た
い
︒ 

本
補
論
で
は
︑
平
安
時
代
に
お
け
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
を
⽬
的
と
す
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
前
章
で
み
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ

い
て
の
理
解
を
よ
り
深
め
る
⼀
助
と
な
る
だ
ろ
う
︒ 

 第
⼀
節 

﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
様
相 

１ 

﹃
万
葉
集
﹄
と
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂ 

平
安
時
代
の
事
例
を
確
認
す
る
前
に
︑
そ
れ
以
前
の
段
階
に
お
け
る
﹁
ひ
な
﹂
と
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
﹁
ひ
な
﹂
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に
つ
い
て
は
す
で
に
検
討
し
た(

３)

︒﹃
万
葉
集
﹄
で
は
﹁
ひ
な
﹂
の
⽤
例
は
多
く
︑
例
を
挙
げ
る
と
︑
近
江
国
︑
⽯
⾒
国
︑
筑
紫
国
︑
筑
前
国
︑
⼟
佐
国
︑
対
⾺
国
︑

越
中
国
が
﹁
ひ
な
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
段
階
で
は
︑﹁
ひ
な
﹂
が
﹁
み
や
こ
﹂︑
す
な
わ
ち
平
城
京
に
対
⽴
す
る
も
の
で
あ
り
︑
⼀
⽅
で
﹁
ゐ

な
か
﹂
と
は
﹁
み
や
こ
﹂
に
変
化
す
る
前
の
状
態
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
す
で
に
指
摘
し
た(

４)

︒﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
は
異

な
る
場
所
で
あ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

﹃
万
葉
集
﹄
以
降
︑﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
か
を
確
か
め
る
た
め
に
︑
ま
ず
﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
関
係
を

検
討
し
た
い
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
の
う
ち
︑
ど
の
場
所
を
指
し
て
い
る
か
判
明
す
る
の
は
三
三
段
︑
五
⼋
段
︑
⼋
七
段
で
あ
る
︒
五
⼋
段
に
お
い

て
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
た
⻑
岡
は
旧
都
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
も
と
﹁
み
や
こ
﹂
で
あ
た
場
所
で
あ
る
︒
三
三
段
︑
⼋
七
段
に
お
い
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
さ
れ
た
摂
津

国
も
︑
難
波
宮
が
置
か
れ
た
場
所
で
あ
り
︑
そ
れ
ほ
ど
﹁
み
や
こ
﹂
か
ら
離
れ
た
場
所
で
は
な
い
︒
そ
の
点
に
お
い
て
は
︑﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
関
係
は
﹃
万

葉
集
﹄
と
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
︒ 

そ
れ
に
対
し
て
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
ひ
な
﹂
と
呼
ば
れ
る
唯
⼀
の
場
所
が
陸
奥
国
で
あ
る
︒
⼀
四
段
に
お
い
て
︑
男
は
陸
奥
国
に
⾏
く
︒ 

む
か
し
︑
男
︑
陸
奥
国
へ
す
ず
ろ
に
ゆ
き
い
た
り
け
り
︒
そ
こ
な
る
⼥
︑
京
の
⼈
は
め
づ
ら
か
に
や
お
ぼ
え
け
む
︑
せ
ち
に
思
へ
る
⼼
な
む
あ
り
け
る
︒
さ
て
か

の
⼥
︑ な

か
な
か
に
恋
に
死
な
ず
は
桑
⼦
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
⽟
の
緒
ば
か
り 

歌
さ
へ
ぞ
ひ
な
び
た
り
け
る
︒
さ
す
が
に
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
む
︑
い
き
て
寝
に
け
り
︒(

５) 

京
の
⼈
で
あ
る
男
に
対
し
て
現
地
の
⼥
は
思
慕
の
情
を
抱
き
︑
歌
を
詠
む
︒
結
局
感
慨
を
覚
え
た
男
は
⼥
と
情
を
交
わ
す
が
︑
⼥
が
詠
ん
だ
歌
に
対
し
て
作
者
は

﹁
歌
さ
へ
ぞ
ひ
な
び
た
り
け
る
﹂
と
の
評
価
を
下
す
︒
摂
津
国
の
⼈
が
詠
ん
だ
歌
に
対
し
て
は
﹁
ゐ
な
か
⼈
の
事
に
て
は
︑
よ
し
や
あ
し
や
﹂︵
三
三
段
︶
ま
た
は
﹁
ゐ

な
か
⼈
の
歌
に
て
は
︑
あ
ま
れ
り
や
︑
⾜
ら
ず
や
﹂︵
⼋
七
段
︶
と
評
し
︑
そ
の
歌
が
悪
く
は
な
い
と
い
う
可
能
性
も
含
ん
で
い
る
︒
し
か
し
︑
陸
奥
国
の
⼥
の
歌
に

対
し
て
は
﹁
ひ
な
び
た
り
け
る
﹂
と
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
に
対
す
る
態
度
の
違
い
が
現
れ
て
い
る
︒ 

⽤
例
が
少
な
い
た
め
断
定
は
で
き
な
い
が
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
お
い
て
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
に
は
違
い
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
︒
平
安
京
に
近
く
︑
か
つ
て

﹁
み
や
こ
﹂
が
存
在
し
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
︑
平
安
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
﹁
ひ
な
﹂
と
は
︑
⽂
化
的
に
ま
た
く
異
な
る
場
所
と
し
て
⾒
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

本
補
論
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
国
語
学
で
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
は
同
源
の
語
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
時
点
で
は
︑
作
品
中
に

お
け
る
使
い
分
け
は
あ
る
程
度
存
在
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒ 

平
安
京
の
⽂
化
の
担
い
⼿
か
ら
⾒
て
︑﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
に
は
通
じ
る
部
分
が
あ
る
が
︑
陸
奥
国
の
⼈
は
平
安
京
の
⽂
化
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
と
し
て
認
識
し
て
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い
る
と
い
え
る
︒ 

 
２ 
﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂ 

 

し
か
し
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
で
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
様
相
は
異
な
る
︒
前
章
で
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
で
は
明
⽯
︑
筑
紫
︑
宇
治
が
特
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
確
認
し
た
︒
そ
の
中
で
も
宇
治
は
平
安
京
に
近
い
た
め
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
類
似
し
た
⽤
法
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
︑
他
の
場
所
は
ど
の
よ

う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
︒ 

ま
ず
は
明
⽯
で
あ
る
︒
前
章
で
も
引
⽤
し
た
が
︑
明
⽯
君
の
⽗
で
あ
る
明
⽯
⼊
道
が
前
世
の
契
り
が
つ
た
な
か
た
た
め
に
⼭
賤
と
な
た
が
︑
親
は
⼤
⾂
の
位
に

就
い
て
い
た
こ
と
︑
⾃
分
の
代
に
﹁
ゐ
な
か
の
⺠
﹂
に
な
た
と
述
べ
る
場
⾯
で
あ
る
︒ 

前
の
世
の
契
り
つ
た
な
く
て
こ
そ
か
く
⼝
惜
し
き
⼭
が
つ
と
な
り
は
べ
り
け
め
︑
親
︑
⼤
⾂
の
位
を
た
も
ち
た
ま
へ
り
き
︒
み
ず
か
ら
か
く
ゐ
な
か
の
⺠
と
な
り

に
て
は
べ
り
︒︵
明
⽯
︑
⼆
四
五
⾴
︶(

６) 

明
⽯
は
播
磨
国
で
あ
り
︑
畿
外
で
あ
る
︒
養
⽼
令
の
時
点
で
︑
次
の
よ
う
に
︑
貴
族
が
安
易
に
畿
外
へ
出
る
こ
と
が
禁
⽌
さ
れ
て
い
た
︒ 

凡
請
レ
仮
︑
五
衛
府
五
位
以
上
︑
給
⼆
三
⽇
⼀
︒
京
官
三
位
以
上
︑
給
⼆
五
⽇
⼀
︒
五
位
以
上
︑
給
⼆
⼗
⽇
⼀
︒
以
外
︑
及
欲
レ
出
⼆
畿
外
⼀
奏
聞
︒︵
仮
寧
令
11
請
仮

条
︶ 

そ
れ
に
加
え
て
︑平
安
時
代
に
は
︑貴
族
た
ち
が
平
安
京
を
た
や
す
く
出
る
こ
と
は
で
き
な
か
た
こ
と
も
す
で
に
指
摘
が
あ
る(

７)

︒平
安
京
の
外
に
出
る
こ
と
は

﹁
城
外
﹂
と
表
現
さ
れ
︑
厳
し
い
⽬
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
た
︒﹁
城
外
﹂
は
古
記
録
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
語
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
も
︑
次
に
挙
げ
る
﹃
左

経
記
﹄
の
記
事
が
︑﹁
城
外
﹂
に
対
す
る
当
時
の
⾒
⽅
を
明
確
に
⽰
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
除
⽬
の
場
⾯
で
あ
る
が
︑
橘
成
忠
が
今
年
賀
茂
祭
使
に
勤
仕
す
べ
き
で
あ
る

が
︑
鎮
⻄
に
下
向
し
て
い
る
た
め
︑
代
わ
り
の
者
を
任
じ
る
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
に
さ
れ
る
︒
記
主
で
あ
る
源
経
頼
は
︑
五
位
以
上
が
理
由
な
く
城
外
に
出
る
こ
と

は
︑
天
皇
が
重
く
禁
じ
て
い
る
こ
と
︑
城
外
に
三
年
い
る
こ
と
の
罪
は
軽
く
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
る
︒ 

余
⼜
申
云
︑
五
位
以
上
無
レ
故
城
外
︑
公
家
重
所
⼆
禁
制
⼀
也
︒
⽽
成
忠
⾝
居
⼆
怱
処
之
官
⼀
︑
城
外
及
⼆
三
箇
年
⼀
︑
罪
科
不
レ
軽
歟
︒︵
⻑
元
四
年
︵
⼀
〇
三
⼀
︶

三
⽉
⼆
⼗
⼋
⽇
条
︶ 

こ
れ
ら
の
禁
制
か
ら
⾒
て
も
︑
播
磨
国
で
あ
る
明
⽯
は
︑
貴
族
が
容
易
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
は
な
か
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
物
語
の
舞
台
で
あ

る
と
は
い
え
︑
現
実
の
状
況
が
⼀
切
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒ 

注
⽬
す
べ
き
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
で
﹁
ひ
な
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
場
所
が
﹃
源
⽒
物
語
﹄
で
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
が
筑
紫
で
あ
る
︒ 
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筑
紫
は
︑
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
︑﹃
万
葉
集
﹄
で
は
﹁
ひ
な
﹂
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
︒
筑
紫
を
﹁
ひ
な
﹂
と
呼
ん
だ
唯
⼀
で
あ
る
︒
題
詞
に
あ
る
よ
う
に
丹
⽐
笠

⿇
呂
が
筑
紫
国
に
下
向
し
た
際
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
下
向
の
様
⼦
を
︑
葛
城
⼭
に
た
な
び
く
雲
が
隠
れ
る
よ
う
な
遠
い
﹁
ひ
な
の
国
辺
﹂
に
ま
す
ぐ
向
か
う

と
表
現
す
る
︒ 

丹
⽐
真
⼈
笠
⿇
呂
下
筑
紫
国
時
作
歌
⼀
⾸
︿
并
短
歌
﹀ 

⻘
旗
乃  
葛
⽊
⼭
尓  

多
奈
引
流  

⽩
雲
隠  

天
佐
我
留  

夷
乃
国
辺
尓  

直
向
︵
後
略
︶ 

︵
⻘
旗
の  
葛
城
⼭
に  

た
な
び
け
る  

⽩
雲
隠
る  

天
さ
が
る  

ひ
な
の
国
辺
に  

直
向
か
ふ…

 

巻
四
・
五
〇
九
番
歌 

丹
⽐
真
⼈
笠
⿇
呂
︶ 

 

そ
の
筑
紫
が
﹃
源
⽒
物
語
﹄
で
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
表
現
さ
れ
る
︒
前
章
で
も
触
れ
た
が
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
で
筑
紫
が
登
場
す
る
の
は
⽟
鬘
巻
で
あ
る
︒
こ
れ
も
前
章

で
引
⽤
し
た
史
料
だ
が
︑
筑
紫
へ
の
視
線
が
表
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
も
引
⽤
す
る
︒
筑
紫
で
育
た
⽟
鬘
が
︑
現
地
の
⼈
々
に
求
婚
さ
れ
る
く
だ
り
で

は
︑
筑
紫
の
⼈
々
を
﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒
成
⻑
し
た
⽟
鬘
が
⺟
よ
り
も
美
し
く
︑
⽗
の
⾎
筋
も
加
わ
て
品
⾼
く
愛
ら
し
く
︑
気
性
も
お
と
り
し
て
い

る
と
す
る
︒
そ
の
よ
う
な
⽟
鬘
の
こ
と
を
聞
き
つ
け
た
︑
⾵
流
が
た
﹁
ゐ
な
か
⼈
﹂
が
⽂
を
交
わ
し
た
が
る
様
⼦
を
述
べ
る
︒
こ
こ
で
は
筑
紫
﹁
ゐ
な
か
﹂
な
の

で
あ
る
︒ 

こ
の
君
ね
び
と
と
の
ひ
た
ま
ふ
ま
ま
に
︑
⺟
君
よ
り
も
ま
さ
り
て
き
よ
ら
に
︑
⽗
⼤
⾂
の
筋
さ
へ
加
は
れ
ば
に
や
︑
品
⾼
く
う
つ
く
し
げ
な
り
︒
⼼
ば
せ
お
ほ
ど

か
に
あ
ら
ま
ほ
し
う
も
の
し
た
ま
ふ
︒
聞
き
つ
い
つ
つ
︑
す
い
た
る
ゐ
な
か
⼈
ど
も
︑
⼼
あ
け
消
息
が
る
い
と
多
か
り
︒︵
⽟
鬘
︑
九
⼆
⾴
︶ 

筑
紫
も
ま
た
︑
平
安
京
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
場
所
で
あ
り
︑﹁
み
や
こ
﹂
に
な
る
こ
と
の
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
で
い
う
﹁
ひ
な
﹂
は

﹁
み
や
こ
﹂
と
対
極
に
あ
る
場
所
で
あ
り
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
も
異
な
る
場
所
で
あ
た
︒
そ
の
よ
う
な
本
来
﹁
ひ
な
﹂
で
あ
た
地
ま
で
も
が
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
で
は
﹁
ゐ

な
か
﹂
に
な
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

 

﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
も
﹁
ひ
な
﹂
は
現
れ
る
︒
例
え
ば
︑
先
ほ
ど
触
れ
た
⽟
鬘
を
描
い
た
場
⾯
を
⾒
て
い
く
と
︑
⽟
鬘
の
様
⼦
を
表
現
す
る
の
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
で
は
な

く
﹁
ひ
な
﹂
を
⽤
い
る
場
合
が
⼀
例
あ
る
︒
源
⽒
が
花
散
⾥
に
⽟
鬘
の
世
話
を
頼
む
際
の
⾔
葉
に
︑
次
の
よ
う
な
⼀
節
が
あ
る
︒
⽟
鬘
の
こ
と
を
︑
⼭
賤
め
い
て
成
⻑

し
た
の
で
﹁
ひ
な
び
﹂
た
こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
︑
何
か
に
つ
け
て
教
え
て
や
て
ほ
し
い
と
の
源
⽒
の
発
⾔
で
あ
る
︒ 

⼭
が
つ
め
き
て
⽣
ひ
出
で
た
れ
ば
︑
ひ
な
び
た
る
こ
と
多
か
ら
む
︒
さ
る
べ
く
事
に
ふ
れ
て
教
へ
た
ま
へ
︒︵
⽟
鬘
︑
⼀
⼆
七―

⼀
⼆
⼋
⾴
︶ 

 

注
意
す
べ
き
は
︑
こ
こ
で
は
﹁
ひ
な
﹂
び
て
い
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
⽟
鬘
が
︑
他
の
箇
所
で
は
﹁
ゐ
な
か
び
﹂
て
い
る
と
の
⾃
覚
を
持
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

次
に
挙
げ
る
よ
う
に
︑
源
⽒
か
ら
の
⽂
へ
の
返
事
が
﹁
ゐ
な
か
び
﹂
て
い
る
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
も
前
章
で
引
⽤
し
た
箇
所
で
あ
る
が
︑
⽟
鬘
⾃
⾝
を
表
す
の
に
﹁
ゐ

な
か
﹂
が
使
⽤
さ
れ
て
い
る
唯
⼀
の
例
で
あ
り
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
で
育
た
⽟
鬘
の
⾃
意
識
を
表
す
唯
⼀
の
場
⾯
で
あ
る
た
め
︑
再
び
引
⽤
す
る
︒ 
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ま
づ
御
返
り
を
と
せ
め
て
書
か
せ
た
て
ま
つ
る
︒
い
と
こ
よ
な
く
ゐ
な
か
び
た
ら
む
も
の
を
と
恥
づ
か
し
く
思
い
た
り
︒︵
⽟
鬘
︑
⼀
⼆
四
⾴
︶ 

同
様
の
こ
と
は
他
に
も
⾒
ら
れ
る
︒
浮
⾈
の
義
⽗
で
あ
る
常
陸
介
は
︑
⼀
時
期
東
国
で
暮
ら
し
た
経
験
の
あ
る
⼈
物
で
あ
る
︒
そ
の
常
陸
介
は
次
の
よ
う
に
﹁
ゐ
な

か
び
た
る
﹂
と
表
現
さ
れ
る
が
︑
彼
の
こ
と
を
﹁
ゐ
な
か
び
﹂
て
い
る
と
し
た
の
は
次
の
部
分
の
み
で
あ
る
︒
常
陸
介
は
上
達
部
の
⾎
筋
で
︑
財
⼒
も
あ
る
た
め
︑
家

の
中
も
飾
り
⽴
て
︑
⾵
流
が
て
い
る
わ
り
に
は
︑
粗
野
で
﹁
ゐ
な
か
び
﹂
て
い
る
と
評
さ
れ
る
︒ 

上
達
部
の
筋
に
て
︑
仲
ら
ひ
も
も
の
き
た
な
き
⼈
な
ら
ず
︑
徳
い
か
め
し
う
な
ど
あ
れ
ば
︑
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
は
思
ひ
あ
が
り
て
︑
家
の
内
も
き
ら
き
ら
し
く

も
の
き
よ
げ
に
住
み
な
し
︑
事
好
み
し
た
る
ほ
ど
よ
り
は
あ
や
し
う
荒
ら
か
に
ゐ
な
か
び
た
る
︒︵
東
屋
︑
⼀
九
⾴
︶ 

⼀
⽅
で
︑
他
の
箇
所
で
は
﹁
ひ
な
び
た
る
﹂
と
も
さ
れ
る
︒
常
陸
介
を
も
う
⼀
箇
所
﹁
ひ
な
び
﹂
て
い
る
と
評
し
た
箇
所
は
⼆
箇
所
あ
る
︒
こ
こ
で
は
そ
の
部
分
を

引
⽤
す
る
︒
常
陸
介
の
婿
に
な
る
こ
と
を
所
望
す
る
左
近
少
将
の
話
を
仲
⼈
か
ら
聞
い
て
い
る
場
⾯
で
あ
る
︒
い
か
に
も
良
い
こ
と
を
⾔
い
続
け
て
い
る
と
︑
み
と

も
な
く
﹁
ひ
な
び
た
る
﹂
守
で
あ
る
か
ら
︑
に
こ
り
と
笑
て
い
る
様
⼦
が
描
か
れ
る
︒ 

﹁︵
前
略
︶
こ
れ
︑
た
だ
︑
う
し
ろ
や
す
き
こ
と
を
申
す
な
り
﹂
と
︑
い
と
多
く
︑
よ
げ
に
⾔
ひ
つ
づ
く
る
に
︑
い
と
あ
さ
ま
し
く
ひ
な
び
た
る
守
に
て
︑
う
ち

笑
み
つ
つ
聞
き
た
り
︒︵
東
屋
︑
三
〇
⾴
︶ 

 

次
は
︑
浮
⾈
が
⼊
⽔
し
た
後
︑
薫
が
浮
⾈
の
⺟
で
あ
る
中
将
の
君
が
薫
か
ら
の
⼿
紙
を
常
陸
介
に
⾒
せ
る
場
⾯
の
⼀
部
で
あ
る
︒
薫
の
⼿
紙
に
対
す
る
常
陸
介
の
反

応
と
し
て
︑
⾼
貴
な
⼈
を
崇
め
︑﹁
ひ
な
び
﹂
て
い
て
︑
物
事
に
感
激
す
る
⼈
で
あ
る
た
め
︑
驚
き
気
お
く
れ
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒ 

よ
き
⼈
か
し
こ
く
し
て
︑
ひ
な
び
︑
も
の
め
で
す
る
⼈
に
て
︑
お
ど
ろ
き
臆
し
て
︑
う
ち
返
し
う
ち
返
し
︵
後
略
︶︵
蜻
蛉
︑
⼆
四
⼆
⾴
︶ 

以
上
の
よ
う
に
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
混
⽤
が
⾒
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
も
﹁
ひ
な
﹂
も
同
じ
⼈
物
の
形
容
に
使
⽤

さ
れ
て
お
り
︑
両
者
の
峻
別
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
︒ 

こ
の
よ
う
な
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
⼆
つ
の
語
に
つ
い
て
︑
関
恭
平
⽒
は
︑﹁﹁
鄙
ぶ
﹂
が
主
と
し
て
⼈
物
の
性
質
や
⼼
性
に
⽤
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
︑﹁
ゐ

な
か
ぶ
﹂
は
装
束
な
ど
の
事
物
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
︒﹂
と
す
る(

８)
︒
事
物
や
⼼
情
な
ど
︑
形
容
す
る
も
の
に
対
す
る
使
い
分
け
は
あ
た
に
せ
よ
︑
同
⼀
⼈
物
の

表
現
に
ど
ち
ら
も
使
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
よ
う
な
根
本
的
な
概
念
の
上
で
の
違
い
は
な
い
も
の
と
み
ら
れ
る
︒ 

千
⽥
稔
⽒
は
︑﹁
ヒ
ナ
﹂
と
﹁
ヰ
ナ
カ
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
︑﹁
平
安
時
代
に
な
て
﹁
ミ
ヤ
コ
﹂
の
⽂
化
が
﹁
異
国
性
を
脱
し
て
︑
独
⾃
の
﹁
み
や
び
﹂
を
作
り
出

し
て
き
た
こ
と
と
連
動
し
て
︑﹁
ひ
な
び
﹂
と
い
う
こ
と
ば
が
﹁
ヰ
ナ
カ
﹂
に
対
し
て
⽤
い
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
あ
る
い
は
︑﹁
ヒ
ナ
﹂
と
﹁
ヰ
ナ
カ
﹂
は
同

義
と
な
た
と
い
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
述
べ
る(

９)

︒
千
⽥
⽒
の
い
う
よ
う
に
︑﹁
ひ
な
﹂
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
同
⼀
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

 

右
に
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
で
﹁
ひ
な
﹂
と
呼
ば
れ
た
よ
う
な
﹁
み
や
こ
﹂
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
も
﹁
ゐ
な
か
﹂
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と
呼
ば
れ
た
が
︑
⼀
⽅
で
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
呼
び
⽅
も
残
て
い
た
︒
そ
し
て
両
者
に
は
厳
密
な
使
い
分
け
は
な
か
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

﹁
ヒ
ナ
と
ヰ
ナ
カ
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
⽤
い
ら
れ
る
が
︑ヒ
ナ
よ
り
ヰ
ナ
カ
の
ほ
う
に
多
く
の
複
合
語
が
あ
る
の
は
︑ヒ
ナ
が
す
で
に
古
語
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て

い
た
か
ら
か
︒﹂
と
の
指
摘
も
あ
る(

１
０)

︒
確
か
に
︑﹁
ひ
な
﹂
の
使
⽤
頻
度
が
下
が
り
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽅
が
多
く
⽤
い
ら
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
作
品
中

の
⽤
例
で
は
古
語
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
ま
で
は
確
認
で
き
ず
︑
こ
こ
で
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
が
増
⼤
し
︑
混
⽤
が
起
こ
て
い
た
と
の
み
⾒
て
お
く
︒ 

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
特
に
﹃
源
⽒
物
語
﹄
で
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
る
対
象
が
そ
れ
以
前
に
⽐
べ
て
⾮
常
に
広
く
︑﹁
ひ
な
﹂
と
の
境
⽬
も
曖
昧
で
あ
た
こ
と

が
伺
え
る
︒ 

 

第
⼆
節 

平
安
京
と
﹁
ゐ
な
か
﹂・﹁
ひ
な
﹂ 

１ 

﹁
ゐ
な
か
﹂
の
拡
⼤ 

﹃
万
葉
集
﹄
で
は
︑﹁
み
や
こ
﹂
に
対
す
る
⾔
葉
は
﹁
ひ
な
﹂
で
あ
た
︒
そ
れ
は
︑
次
に
挙
げ
る
⼭
上
憶
良
の
歌
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
︒﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂

を
⼀
⾸
の
中
で
対
⽐
さ
せ
る
唯
⼀
の
例
で
あ
る
︒
当
時
筑
前
守
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
憶
良
が
︑﹁
ひ
な
﹂
に
五
年
住
ん
で
﹁
み
や
こ
﹂
の
⾵
俗
を
忘
れ
て
し
ま
た

と
歌
う
︒ 

阿
⿇
社
迦
留 

⽐
奈
尓
伊
都
等
世 

周
⿇
⽐
都
都 
美
夜
故
能
提
夫
利 

和
周
良
延
尓
家
利 

︵
天
離
る
ひ
な
に
五
年
住
ま
ひ
つ
つ
み
や
こ
の
て
ぶ
り
忘
ら
え
に
け
り 

巻
五
・
⼋
⼋
〇
番
歌
︶ 

し
か
し
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
で
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
な
ど
と
⽐
較
し
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
指
す
対
象
が
広
い
こ
と
は
す
で
に
前
章
で
指
摘
し
た
︒
舞
台
と
な
る
場
所
が
広
範

囲
に
わ
た
て
い
る
の
は
作
品
の
特
徴
で
あ
る
が
︑
問
題
と
な
る
の
は
︑
そ
う
し
た
場
所
の
名
称
で
あ
る
︒
そ
れ
ま
で
﹁
ひ
な
﹂
と
は
性
格
の
異
な
る
場
所
を
指
す
語

で
あ
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
︑﹁
ひ
な
﹂
に
取
て
代
わ
る
よ
う
に
拡
⼤
し
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
中
で
は
︑
平
安
京
の
周
辺
部
か
ら
︑
平
安
京
を
遠
く
離

れ
た
場
所
ま
で
が
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
﹁
み
や
こ
﹂
平
安
京
に
対
⽴
す
る
語
に
な
た
︒﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ゐ
な
か
﹂

の
対
⽴
に
つ
い
て
は
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
だ
け
で
は
な
く
︑
他
の
作
品
に
も
⾒
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
︒ 

御
乳
⺟
の
⼤
輔
の
命
婦
︑
⽇
向
へ
く
だ
る
に
︑
給
は
す
る
扇
ど
も
の
中
に
︑
⽚
つ
⽅
は
︑
⽇
い
と
う
ら
ら
か
に
差
し
た
る
︑
ゐ
な
か
の
館
な
ど
お
ほ
く
し
て
︑
い

ま
⽚
つ
⽅
は
︑
京
の
さ
る
べ
き
所
に
て
︑
⾬
い
み
じ
う
降
り
た
る
に
︵
後
略
︶︵﹃
枕
草
⼦
﹄
⼆
⼆
三
段
︶(

１
１) 

 

右
に
挙
げ
た
⼀
節
は
前
章
で
も
取
り
上
げ
た
た
め
︑
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
が
︑﹁
京
﹂
と
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
⼀
対
で
反
対
の
性
質
を
持
つ
の
も
の
と
さ
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れ
て
い
る
こ
と
が
も
と
も
明
確
な
例
で
あ
る
︒ 

 
こ
の
よ
う
に
︑﹁
み
や
こ
﹂
あ
る
い
は
﹁
京
﹂
に
対
⽴
す
る
も
の
と
し
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
現
れ
る
の
が
⼀
つ
の
作
品
に
限
ら
な
い
こ
と
は
︑﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ゐ
な
か
﹂

の
対
⽐
が
あ
る
程
度
共
通
の
認
識
で
あ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 

２ 

﹁
ゐ
な
か
﹂
の
変
質 

平
安
時
代
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
﹃
万
葉
集
﹄
の
ひ
な
と
異
な
る
の
は
︑
多
く
が
虚
構
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
平
安
時
代
に
﹁
ひ
な
﹂

に
取
て
代
わ
る
よ
う
に
な
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
は
︑
京
と
の
対
⽴
と
い
う
構
図
は
保
ち
な
が
ら
も
︑
そ
の
内
実
は
変
化
し
て
い
た
︒
本
稿
で
挙
げ
た
史
料
が
ほ
と
ん
ど

物
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⽤
例
は
物
語
に
多
く
現
れ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
﹁
ひ
な
﹂
が
︑
国
司
の
赴
任
な
ど
の
実
体
験
に
基
づ

く
歌
の
中
に
⾒
ら
れ
た
の
と
対
照
的
で
あ
る(

１
２)

︒ 
 

こ
こ
ま
で
物
語
の
中
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
を
⾒
て
き
た
︒﹃
万
葉
集
﹄
と
⽐
較
す
る
場
合
︑
和
歌
の
中
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
描
か
れ
⽅
を
⾒
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
︒
し
か

し
︑
平
安
時
代
の
和
歌
に
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
具
体
的
な
⾵
景
は
描
か
れ
な
い
︒
先
ほ
ど
⾒
た
作
品
と
同
時
代
の
和
歌
集
で
あ
る
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
は
︑
わ
ず
か
な
例

が
⾒
ら
れ
る
︒
管
⾒
の
限
り
で
判
明
す
る
例
を
次
に
す
べ
て
挙
げ
る
︒ 

 

次
の
歌
は
︑
詞
書
に
よ
れ
ば
⽉
を
⾒
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
い
る
男
を
思
い
出
し
て
送
た
歌
で
あ
る
︒
今
夜
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
な
⾥
の
⽉
を
⾒
て
︑﹁
み
や
こ
﹂
に

誰
を
思
い
出
す
で
し
う
か
︑
と
詠
む
︒﹁
ゐ
な
か
な
る
男
﹂
が
誰
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
︒ 

⽉
を
⾒
て
︑
ゐ
な
か
な
る
男
を
思
出
で
て
遣
は
し
け
る 

中
宮
内
侍 

今
夜
君
い
か
な
る
⾥
の
⽉
を
⾒
て
宮
こ
に
誰
を
思
出
づ
ら
む
︵﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
七
九
⼆
番
歌
︶(

１
３) 

 

次
の
歌
は
︑
詞
書
か
ら
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
へ
⾏
た
時
の
歌
と
い
う
こ
と
し
か
判
明
せ
ず
︑
そ
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
も
不
明
で
あ
る
︒ 

ゐ
な
か
へ
ま
か
り
け
る
時 

つ
ら
ゆ
き 

⽷
に
よ
る
物
な
ら
な
く
に
わ
か
れ
ぢ
は
⼼
ぼ
そ
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
︵﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
三
⼆
九
番
歌
︶ 

 

右
に
挙
げ
た
よ
う
に
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
⼈
へ
歌
を
送
る
︑
も
し
く
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
へ
⾏
く
際
の
⼼
情
を
歌
に
詠
む
例
が
⾒
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
ま
た
︑﹁
ゐ
な
か
﹂

が
具
体
的
に
ど
こ
で
あ
る
の
か
も
明
か
さ
れ
な
い
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
で
の
⾵
景
あ
る
い
は
⽣
活
や
︑
そ
こ
で
の
⼼
情
が
直
接
的
に
描
か
れ
る
こ
と
が
減
て
い
る
の
で
あ
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る
︒
他
に
は
様
々
な
歌
⼈
の
私
家
集
に
も
﹁
ゐ
な
か
﹂
は
⾒
ら
れ
る
が
︑
同
様
の
傾
向
で
あ
る
︒﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
お
い
て
﹁
ゐ
な
か
﹂
で
の
詠
歌
で
あ
る
と
⾒
ら

れ
る
の
は
次
の
歌
の
み
で
あ
る
が
︑
背
景
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
︒
作
者
の
⼸
削
嘉
⾔
は
寛
弘
年
間
頃
に
対
⾺
守
と
し
て
下
向
後
に
没
し
て
い
る
た
め
︑
そ
の
際
の
も

の
か
も
し
れ
な
い
︒ 

ゐ
な
か
に
て
わ
づ
ら
ひ
侍
け
る
を
︑
京
よ
り
⼈
の
と
ぶ
ら
ひ
に
を
こ
せ
て
侍
け
れ
ば 

⼸
削
嘉
⾔ 

露
の
命
惜
し
と
に
は
あ
ら
ず
君
を
⼜
⾒
で
や
と
思
ぞ
か
な
し
か
り
け
る
︵﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
五
〇
⼀
番
歌
︶ 

村
井
康
彦
⽒
は
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
で
は
﹁
⾒
⽴
て
﹂
の
歌
が
多
い
こ
と
に
⾔
及
し
︑
そ
の
﹁
⾒
⽴
て
﹂
が
地
名
に
適
⽤
さ
れ
︑
歌
枕
を
⽣
み
出
し
た
と
し
た
︒
そ

し
て
そ
の
歌
枕
に
つ
い
て
︑﹁
王
朝
貴
族
た
ち
の
⽣
活
空
間
の
矮
⼩
化
が
︑
と
く
に
遠
国
の
地
名
︵
と
そ
の
景
物
︶
を
観
念
的
な
存
在
と
し
︑
虚
構
の
世
界
に
仕
⽴
て

て
い
た
と
い
え
る
︒﹂
と
指
摘
し
た(

１
４)

︒
歌
枕
も
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
が
虚
構
に
な
て
い
く
⼀
つ
の
姿
だ
ろ
う
︒ 

歌
物
語
で
あ
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
⼋
七
段
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
を
描
い
た
場
⾯
の
⼀
つ
で
あ
る
︒ 

﹁
い
ざ
︑
こ
の
⼭
の
上
に
あ
り
と
い
ふ
布
引
の
滝
⾒
に
の
ぼ
ら
ん
﹂
と
い
ひ
て
︑
の
ぼ
り
て
⾒
る
に
︑
そ
の
滝
︑
物
よ
り
こ
と
也
︒︵
中
略
︶
そ
こ
な
る
⼈
に
み

な
滝
の
歌
よ
ま
す
︒
か
の
衛
府
督
ま
づ
よ
む
︒ 

わ
が
世
を
ば
け
ふ
か
あ
す
か
と
待
つ
か
ひ
の
涙
の
滝
と
い
づ
れ
⾼
け
ん 

あ
る
じ
︑
次
に
よ
む
︒ 

ぬ
き
乱
る
⼈
こ
そ
あ
る
ら
し
⽩
⽟
の
ま
な
く
も
散
る
か
袖
の
せ
ば
き
に 

と
よ
め
り
け
れ
ば
︑
か
た
へ
の
⼈
︑
笑
ふ
こ
と
に
や
有
け
ん
︑
こ
の
歌
に
め
で
て
や
み
に
け
り
︒ 

こ
の
中
で
︑摂
津
国
の
歌
枕
で
あ
る
布
引
の
滝
を
⾒
て
歌
を
詠
む
場
⾯
な
ど
は
象
徴
的
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒作
中
の
歌
に
布
引
の
滝
が
直
接
詠
ま
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
︑
歌
枕
と
さ
れ
る
場
所
で
遊
ぶ
様
⼦
を
物
語
と
し
て
描
く
点
は
︑
村
井
⽒
が
指
摘
し
た
貴
族
た
ち
の
態
度
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
︒ 

他
に
も
例
を
⾒
て
い
く
と
︑﹃
万
葉
集
﹄
で
﹁
ひ
な
﹂
と
し
て
詠
ま
れ
た
場
所
も
︑
歌
枕
に
な
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
例
え
ば
︑
本
節
の
冒
頭
で
挙
げ
た
⼭
上

憶
良
の
歌
は
筑
前
守
の
赴
任
時
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
︒
そ
の
筑
前
国
が
︑
歌
枕
と
し
て
変
貌
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︑
お
そ
ら
く
も
と
も
早
い
例
と
し
て
︑
次

の
歌
を
挙
げ
る
︒
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
能
因
は
⼗
世
紀
末
か
ら
⼗
⼀
世
紀
半
ば
頃
の
⼈
物
で
あ
る
︒
⻑
⽉
の
有
明
の
⽉
の
頃
は
明
る
い
け
れ
ど
︑
朝
も
暗
い
と
い
う
朝
倉

⼭
を
⼈
に
⾒
せ
た
い
と
詠
む
︒ 

有
明
の
⽉
に 
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⻑
⽉
の
有
明
の
ほ
ど
の
さ
や
け
さ
に
あ
さ
く
ら
⼭
を
⼈
に
⾒
せ
ば
や
︵﹃
能
因
集
﹄
四
五
番
歌
︶(

１
５) 

 
歌
の
中
に
出
て
く
る
﹁
あ
さ
く
ら
⼭
﹂
と
は
筑
前
国
︵
現
在
の
福
岡
県
朝
倉
市
︶
に
あ
る
⼭
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
実
景
と
し
て
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
く
︑

﹁
⻑
⽉
の
有
明
﹂︑
つ
ま
り
九
⽉
の
夜
明
け
の
明
る
さ
に
関
連
し
て
︑﹁
朝
も
暗
い
﹂
と
い
う
意
味
を
込
め
て
使
わ
れ
て
い
る
︒
⼭
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
⼭
の
名
前
か

ら
の
連
想
で
歌
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
歌
枕
の
地
名
が
︑
実
態
を
失
て
名
前
や
イ
メ
ジ
を
利
⽤
さ
れ
る
⼀
例
で
あ
る
︒ 

奈
良
時
代
と
平
安
時
代
に
は
︑
作
ら
れ
︑
残
さ
れ
た
作
品
の
量
や
形
態
が
異
な
る
た
め
︑
断
定
は
難
し
い
が
︑
こ
の
よ
う
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
変
質
し
た
理
由
に
は
︑

平
安
時
代
の
⽂
学
作
品
の
担
い
⼿
が
﹃
万
葉
集
﹄
と
は
異
な
る
こ
と
と
︑
多
く
の
作
品
が
⽣
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒ 

 

平
安
時
代
の
⽂
学
に
は
︑
⼥
性
の
⼿
に
な
る
も
の
も
多
い
︒
そ
の
⼥
性
た
ち
の
中
に
は
︑
家
族
の
国
司
赴
任
に
伴
て
地
⽅
で
の
⽣
活
を
経
験
し
た
者
も
い
る
︒
し

か
し
︑
そ
の
⽣
活
を
現
地
で
書
き
留
め
る
こ
と
は
少
な
く
︑﹃
更
級
⽇
記
﹄
の
よ
う
に
後
に
な
て
当
時
の
こ
と
を
記
し
た
り
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
よ
う
に
平
安
京
で
の

⽣
活
の
中
で
作
品
を
作
た
り
す
る
傾
向
に
あ
る
︒ 

ま
た
︑和
歌
を
詠
む
主
体
も
︑ほ
と
ん
ど
が
貴
族
た
ち
で
あ
る
︒そ
の
貴
族
は
︑⾔
う
ま
で
も
な
く
平
安
京
の
住
⼈
で
あ
り
︑平
安
京
で
の
⽣
活
の
中
で
歌
を
詠
む
︒

平
安
時
代
に
お
い
て
︑和
歌
が
宮
廷
の
社
交
の
場
や
⾏
事
の
⼀
翼
を
担
う
な
ど
︑⽇
常
⽣
活
に
お
け
る
表
現
伝
達
の
媒
体
と
な
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る(

１
６)

︒
ま
た
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
以
降
の
勅
撰
集
の
部
⽴
は
四
季
と
恋
と
雑
歌
が
中
⼼
で
あ
る
こ
と
も
特
徴
と
さ
れ
て
い
る(

１
７)

︒
旅
を
主
題
と
す
る
羈
旅
と
い
う

部
⽴
は
存
在
す
る
が
︑
全
体
に
占
め
る
歌
数
の
割
合
は
少
な
い
︒ 

つ
ま
り
︑
地
⽅
で
作
ら
れ
た
⽂
学
が
残
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
︑
平
安
京
の
中
で
作
ら
れ
る
⽂
学
の
量
が
⾮
常
に
多
く
な
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
実
際

の
﹁
ゐ
な
か
﹂
を
描
い
た
も
の
よ
り
も
︑
平
安
京
を
中
⼼
に
し
た
作
品
の
中
で
京
と
対
⽐
さ
れ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
例
が
増
え
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
は
虚
構
の
も
の
に
な
て

い
た
よ
う
に
⾒
受
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

⻄
村
さ
と
み
⽒
は
︑﹁
仮
名
の
⽂
字
体
系
が
整
い
︑
そ
れ
が
新
し
い
⽂
体
の
創
造
を
可
能
に
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
創
ら
れ
は
じ
め
た
の
は
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄

が
編
纂
さ
れ
た
前
後
の
こ
と
で
あ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
平
安
京
が
語
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒﹂
と
述
べ
る(

１
８)

︒
平
安
時
代
の
⽂
学
は
平
安
京
の
中

で
作
ら
れ
︑
平
安
京
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

 

ま
た
︑
平
安
時
代
の
物
語
に
は
散
逸
し
た
も
の
も
多
く
あ
り
︑
我
々
が
現
在
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
作
品
は
︑
当
時
作
ら
れ
た
も
の
の
⼀
部
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
の
ご

く
⼀
部
の
例
を
も
て
︑
そ
の
時
代
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
や
﹁
ひ
な
﹂
に
つ
い
て
論
じ
る
の
は
い
さ
さ
か
困
難
を
伴
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
当
時
平
安
京
の
中

で
多
く
の
作
品
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
︑
⽂
学
作
品
の
中
で
の
平
安
京
の
イ
メ
ジ
は
増
強
さ
れ
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
は
存
在
感
を
弱
め
て
い
た
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の
だ
ろ
う
︒ 

 
お
わ
り
に 

 

以
上
︑
平
安
時
代
に
お
け
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
は
⼀
例
し
か
な
か
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
は
︑
平
安
時
代
に
な
る
と

⽂
学
作
品
に
お
け
る
⽤
例
が
増
え
た
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
お
い
て
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
関
係
は
保
た
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
お
い
て
は
特
に

﹁
ゐ
な
か
﹂
の
範
囲
が
広
く
︑
ほ
と
ん
ど
﹁
ひ
な
﹂
と
同
⼀
化
し
て
い
た
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
が
﹁
み
や
こ
﹂
と
対
⽐
さ
れ
る
も
の
に
な
り
︑
平
安
京
か
ら
の
距
離
に
関
係

な
く
︑
京
の
外
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
た
こ
と
は
︑
他
の
作
品
か
ら
も
う
か
が
え
る
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
平
安
京
が
⽇
本
列
島
の
中
⼼
と
し
て
の
⼒

を
持
て
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
京
外
に
対
す
る
貴
族
た
ち
の
意
識
は
薄
れ
て
い
た
︒
そ
の
結
果
︑
本
来
存
在
し
た
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
違

い
は
曖
昧
に
な
り
︑﹁
ひ
な
﹂
で
あ
た
場
所
も
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
さ
れ
た
︒ 

﹁
ゐ
な
か
﹂
は
﹁
ひ
な
﹂
に
代
わ
て
⽤
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
た
が
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
は
﹃
万
葉
集
﹄
の
﹁
ひ
な
﹂
の
よ
う
に
実
体
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
な
り
︑

虚
構
の
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
た
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
平
安
京
に
住
む
貴
族
が
︑
平
安
京
の
中
で
多
く
の
作
品
を
⽣
み
出
す
よ
う
に
な
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

前
章
で
述
べ
た
紫
式
部
の
よ
う
に
︑
京
外
の
体
験
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
を
描
く
契
機
に
な
る
可
能
性
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
⼀
⼈
の
⼈
間
が
経
験
で
き
る
範
囲
は
⾮
常
に
限
ら

れ
て
お
り
︑
紫
式
部
が
描
い
た
場
所
も
︑
す
べ
て
⾃
⾝
の
経
験
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
︒
や
は
り
︑
平
安
京
の
外
の
世
界
は
︑
虚
構
の
中
で
形
作
ら
れ
て
い
た
部
分

が
あ
る
だ
ろ
う
︒ 

本
補
論
で
は
︑
前
章
と
関
連
し
て
平
安
時
代
の
﹁
ひ
な
﹂
と
﹁
ゐ
な
か
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒
さ
ら
に
時
代
が
下
り
︑
中
世
に
な
る
と
﹁
京―

ゐ
な
か
﹂
の
図
式

が
浸
透
す
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る(

１
９)

︒
中
世
の
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
︑
ま
た
﹁
ひ
な
﹂
は
時
代
が
下
る
と
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て

い
く
の
か
を
考
察
し
︑
平
安
時
代
と
⽐
較
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
︒
そ
れ
に
よ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
﹁
ゐ
な
か
﹂﹁
ひ
な
﹂
の
よ
り
詳
細
な
姿
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒ 

 

註
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１) 

本
論
⽂
第
⼀
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⼀
章
︒ 

(

２) 

⼤
野
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編
﹃
古
典
基
礎
語
辞
典
﹄︵
⾓
川
書
店
︑
⼆
〇
⼀
⼀
年
︶﹁
ひ
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﹂﹁
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な
か
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︵
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⽬
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⽩
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⼦
⽒
執
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本
論
⽂
第
⼀
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章
︒ 

(
４) 

本
論
⽂
第
⼀
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第
⼀
章
︒ 

(

５) 
以
下
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
段
数
は
︑
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
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﹃
⽵
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
⼤
和
物
語
・
平
中
物
語
﹄
に
よ
る
︒ 

(

６) 

以
下
︑﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
⾴
数
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
よ
る
︒ 

(

７) 

⻄
⼭
良
平
﹁
平
安
京
と
農
村
の
交
流
﹂︵﹃
都
市
平
安
京
﹄
京
都
⼤
学
学
術
出
版
会
︑
⼆
〇
〇
四
年
︑
初
出
は
⼆
〇
〇
⼆
年
︶︑
三
⼆
四―

三
⼆
⼋
⾴
︒
磐
下
徹

﹁﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
﹁
鄙
﹂―

播
磨
国
と
越
前
国―

﹂︵
助
川
幸
逸
郎
・
⽴
⽯
和
弘
・
⼟
⽅
洋
⼀
・
松
岡
智
之
編
﹃
新
時
代
の
源
⽒
学
６ 

虚
構
と
歴
史
の
は
ざ
ま

で
﹄
⽵
林
舎
︑
⼆
〇
⼀
四
年
︶︑
九
九―

⼀
〇
〇
⾴
︒ 

(

８) 

関
恭
平
﹁
源
⽒
物
語
に
お
け
る
⽥
舎
・
鄙
の
表
現
法 ―

明
⽯
の
君
・
⽟
鬘
・
浮
⾈
に
着
⽬
し
て―

﹂︵﹃
⽂
学
研
究
論
集
﹄
五
⼀
︑
⼆
〇
⼀
九
年
︶︑
⼀
六
五―

⼀

六
六
⾴
︒ 

(

９) 

千
⽥
稔
﹁
⽇
本
に
お
け
る
﹁
ヰ
ナ
カ
︵
⽥
舎
︶﹂
の
成
⽴―

﹁
ヒ
ナ
﹂
と
﹁
ア
ヅ
マ
﹂
と
の
関
連
に
お
い
て―

﹂︵﹃
歴
史
地
理
学
﹄
四
⼀―

⼀
︑
⼀
九
九
九

年
︶︑
四
〇
⾴
︒ 

(

１
０) 

前
掲
書
註
︵
２
︶﹁
ゐ
な
か
﹂
の
項
︵
⽩
井
清
⼦
⽒
執
筆
︶︒ 

(

１
１) 

段
数
は
新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
枕
草
⼦
﹄
に
よ
る
︒ 

(

１
２) 

本
論
⽂
第
⼀
部
第
⼀
章
︒ 

(

１
３) 

﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
七
九
⼆
番
歌
︒
以
下
︑
歌
番
号
は
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

１
４) 

村
井
康
彦
﹁
国
⾵
⽂
化
の
創
造
と
普
及
﹂︵﹃
岩
波
講
座 
⽇
本
歴
史
４ 

古
代
４
﹄
岩
波
書
店
︑
⼀
九
七
六
年
︶︑
三
⼆
⼋
⾴
︒ 

(

１
５) 

歌
番
号
は
新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
平
安
私
家
集
﹄
に
よ
る
︒ 

(

１
６) 

⼩
町
⾕
照
彦
﹁
古
今
和
歌
集
の
成
⽴
﹂︵﹃
岩
波
講
座 

⽇
本
⽂
学
史 
第
２
巻 

九
・
⼀
〇
世
紀
の
⽂
学
﹄
岩
波
書
店
︑
⼀
九
九
六
年
︶︑
⼀
⼆
九
⾴
︒ 

(

１
７) 

⼩
町
⾕
︑
前
掲
註
︵
１
６
︶
論
⽂
︑
⼀
⼆
六―

⼀
⼆
七
⾴
︒ 

(

１
８) 

⻄
村
さ
と
み
﹁
平
安
京
と
⽂
学
﹂︵﹃
平
安
京
の
空
間
と
⽂
学
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
〇
五
年
︶︑
⼀
三
〇
⾴
︒ 

(

１
９) 

⻄
尾
和
美
﹁﹁
京―

ゐ
な
か
﹂
世
界
の
成
⽴
・
展
開
と
中
世
社
会
﹂︵﹃
松
⼭
東
雲
⼥
⼦
⼤
学
⼈
⽂
学
部
紀
要
﹄
第
⼆
巻
︑
⼀
九
九
四
年
︶︒ 
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終
章―

国
⼟
と
空
間
認
識―

 
は
じ
め
に 

 

本
論
⽂
で
述
べ
た
内
容
の
他
に
も
︑
空
間
に
関
し
て
考
え
る
べ
き
問
題
は
様
々
に
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
の
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
︑
今
後
の
研
究
へ
の
布
⽯

と
し
た
い
︒
⼀
例
と
し
て
︑
流
刑
地
の
問
題
が
あ
る
︒
流
刑
は
︑
古
代
を
通
し
て
の
問
題
で
あ
る
︒
流
刑
地
に
つ
い
て
は
︑
領
域
観
念
な
ど
の
観
点
か
ら
触
れ
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
︑
全
貌
が
明
ら
か
に
な
て
い
る
と
は
⾔
い
難
い
状
況
で
あ
る
︒
罪
⼈
を
罰
し
て
追
放
す
る
こ
と
も
︑
そ
れ
を
引
き
受
け
る
⼟
地
の
選
択
に
も
⼤
き
な

意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
点
を
無
視
し
て
は
︑
流
刑
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
の
意
味
で
も
︑
こ
こ
で
は
流
刑
地
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
︒ 

 

そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
本
論
⽂
の
締
め
く
く
り
と
し
て
︑
古
代
の
国
⼟
空
間
の
広
が
り
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒
ま
ず
は
︑
⽇
本
古
代
に
お
け
る
空
間
の
表
現
の
仕

⽅
を
考
察
し
︑
そ
の
上
で
⽇
本
列
島
と
い
う
空
間
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
概
観
す
る
︒ 

 

第
⼀
節 

流
刑
地
か
ら
み
た
空
間
認
識 

１ 

流
刑
地
の
形
成 

流
刑
は
律
に
定
め
ら
れ
た
笞
・
杖
・
徒
・
流
・
死
の
五
刑
の
う
ち
の
⼀
つ
で
あ
る
が
︑
律
令
制
定
以
前
に
も
﹁
流
す
﹂
と
表
現
さ
れ
た
刑
は
存
在
し
た
︒ 

古
代
の
⽇
本
に
お
け
る
流
刑
に
つ
い
て
は
︑利
光
三
津
夫
⽒
が
も
と
も
ま
と
ま
た
研
究
を
残
し
て
い
る(

１)

︒そ
の
眼
⽬
は
︑⽯
尾
芳
久
⽒
が
唱
え
た﹁
島
に
放
棄

は
な
ち
す
て

遣 や

る
刑
﹂と
い
う
説
を
受
け(

２)

︑神
怒
に
対
す
る
ハ
ラ
ヘ
と
し
て
の
島
流
し
と
し
て
古
代
の
流
刑
の
本
質
を
定
義
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒そ
し
て
そ
の
固
有
法
が
後
の

時
代
に
も
︑
律
に
よ
る
流
刑
を
制
約
し
て
い
た
と
し
た
︒
こ
れ
以
降
︑
古
代
の
流
刑
に
つ
い
て
の
異
な
る
⾒
解
は
ま
だ
⽰
さ
れ
て
い
な
い
︒
以
下
︑
利
光
⽒
の
論
の
再

検
討
を
試
み
た
い
︒
な
お
こ
こ
で
は
︑
便
宜
的
に
律
令
制
定
以
前
の
﹁
流
﹂
と
表
現
さ
れ
る
⾏
為
も
︑﹁
流
刑
﹂
と
称
す
る
︒ 

流
刑
と
は
律
に
定
め
ら
れ
た
刑
で
あ
る
が
︑
律
令
制
定
以
前
に
も
︑
罪
⼈
を
追
放
す
る
⾏
為
は
⾏
わ
れ
て
い
た
︒﹃
⽇
本
書
紀
﹄
允
恭
天
皇
⼆
⼗
四
年
六
⽉
条
に
⾒

え
る
軽
⼤
娘
皇
⼥
の
流
刑
は
︑
六
国
史
で
確
認
で
き
る
初
め
て
の
流
刑
の
記
述
で
あ
る
︒ 

御
膳
羹
汁
凝
以
作
レ
氷
︒
天
皇
異
之
⼘
ニ
其
所
由
⼀
︒
⼘
者
⽈
︑
有
⼆
内
乱
⼀
︒
蓋
親
親
相
姧
乎
︒
時
有
レ
⼈
⽈
︑
⽊
梨
軽
太
⼦
姧
⼆
同
⺟
妹
軽
⼤
娘
皇
⼥
⼀
︒
因
以
推
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問
焉
︒
辞
既
実
也
︒
太
⼦
是
為
⼆
儲
君
⼀
︑
不
レ
得
レ
罪
︒
則
流
⼆
⼤
娘
皇
⼥
於
伊
予
⼀
︒ 

⽊
梨
軽
太
⼦
が
同
⺟
妹
の
軽
⼤
娘
皇
⼥
と
の
近
親
相
姦
を
犯
し
た
が
︑
皇
位
の
継
承
者
で
あ
る
太
⼦
を
罰
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
皇
⼥
が
伊
予
に
流
さ
れ
た
と
す

る
︒
利
光
⽒
は
こ
れ
を
上
代
に
お
け
る
︑
律
と
は
系
統
を
異
に
す
る
罪
と
し
て
の
﹁
流
罪
﹂
の
⼀
例
で
あ
る
と
す
る(

３)

︒
し
か
し
︑
近
親
相
姦
を
指
す
﹁
内
乱
﹂
と
い

う
唐
律
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
上
に(

４)

︑
同
記
事
に
⾒
え
る
太
⼦
の
歌
が
当
時
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
難
し
い(

５)

︒
配
流
先
の
伊
予
も
︑
律
令
制
下
で
中

流
に
指
定
さ
れ
た
国
で
あ
る
︒つ
ま
り
利
光
⽒
⾃
⾝
が
認
め
る
よ
う
に
後
世
の
知
識
に
よ
る
潤
⾊
が
多
く
︑こ
れ
を
律
令
制
定
以
前
の
事
例
と
積
極
的
に
認
め
る
こ
と

に
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
︒ 

 

そ
の
後
は
推
古
天
皇
か
ら
⻫
明
天
皇
の
時
代
に
か
け
て
罪
⼈
を
流
し
た
記
事
が
⾒
ら
れ
る
が
︑事
例
は
少
な
い
︒確
認
で
き
る
流
刑
地
は
推
古
天
皇
の
時
代
の
上
野

と
︑
⻫
明
天
皇
の
時
代
の
上
⽑
野
︵
上
野
︶
と
尾
張
に
留
ま
る(

６)

︒
律
令
制
定
以
前
の
数
少
な
い
流
刑
の
例
に
お
い
て
︑
上
野
に
流
さ
れ
た
例
が
⼆
例
⾒
ら
れ
る
こ
と

に
注
⽬
し
た
い
︒
上
野
が
流
刑
地
と
な
た
の
は
︑
記
録
で
確
認
で
き
る
限
り
は
こ
の
⼆
例
の
み
で
︑
後
世
に
は
⾒
ら
れ
な
い
︒ 

 

上
野
は
︑
東
⼭
道
に
お
い
て
︑
信
濃
か
ら
碓
氷
峠
︵
現
在
の
⼊
⼭
峠
︶
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
︒﹃
⽇
本
書
紀
﹄
に
は
︑
⽇
本
武
尊
が
碓
氷
峠
に
お
い
て
妻

の
弟
橘
媛
を
偲
ん
で
﹁
吾
嬬
は
や
﹂
と
嘆
い
た
こ
と
か
ら
東
国
を
﹁
吾
嬬
︵
ア
ヅ
マ
︶﹂
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
た
と
す
る
逸
話
が
あ
る
︵
た
だ
し
︑﹃
古
事
記
﹄
で
は
東

海
道
の
⾜
柄
坂
︶(

７)

︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
で
の
碓
氷
峠
は
東
国
︑
い
わ
ゆ
る
坂
東
へ
の
⼊
り
⼝
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
よ
て
︑
上
野
も
坂
東
へ
の
⼊
⼝
の

地
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

も
う
⼀
箇
所
の
尾
張
は
東
海
道
に
お
い
て
鈴
⿅
関
を
越
え
た
先
に
あ
り
︑
も
と
も
広
い
意
味
で
の
東
国
の
⼊
り
⼝
に
あ
る
国
で
あ
る
︒﹃
⽇
本
書
紀
﹄
に
⾒
え
る

景
⾏
天
皇
の
⾏
幸
で
も
︑﹁
是
⽉
︑
乗
輿
幸
⼆
伊
勢
⼀
︑
転
⼊
⼆
東
海
⼀
︒﹂︵﹃
⽇
本
書
紀
﹄
景
⾏
天
皇
五
⼗
三
年
⼋
⽉
是
⽉
条
︶
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
伊
勢
は
⼀
つ
の
区

切
り
で
あ
り
︑
そ
の
先
は
異
な
る
地
域
で
あ
る
と
⾒
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
遠
藤
慶
太
⽒
は
︑
⼤
野
晋
⽒
の
東
国
の
区
分
に
基
づ
き
︑
東
国
を
第
⼀
︑
第
⼆
︑
第

三
と
三
つ
の
﹁
ア
ヅ
マ
﹂
に
分
け
て
い
る
が
︑
そ
の
中
の
第
⼆
の
ア
ヅ
マ
の
境
界
を
東
⼭
道
は
神
坂
峠
よ
り
東
に
︑
東
海
道
は
伊
勢
湾
よ
り
東
に
求
め
て
い
る(

８)

︒
こ

れ
以
上
の
詳
細
な
東
国
の
分
類
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
⽴
ち
⼊
ら
な
い
が
︑伊
勢
湾
と
⽊
曽
三
川
と
い
う
⽔
に
よ
る
地
理
的
な
分
断
が
︑都
を
含
む
畿
内
に
近
い
伊
勢
か

ら
は
⼀
段
離
れ
た
場
所
で
あ
る
と
い
う
感
覚
に
結
び
つ
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

こ
れ
ら
の
わ
ず
か
な
例
を
も
て
こ
の
時
期
の
流
刑
地
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
⼆
箇
所
の
流
刑
地
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
境
界
と
し
て
重
要
な
地
で
あ
る
こ

と
は
注
⽬
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒ 

 

そ
れ
よ
り
時
代
が
下
た
天
武
朝
に
は
︑そ
れ
以
前
と
⽐
べ
て
流
刑
の
記
事
が
多
く
⾒
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑そ
れ
に
加
え
て
伊
⾖
や
⼟
佐
と
い
た
新
た
な
流
刑
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地
が
現
れ
︑
そ
れ
以
降
に
も
引
き
継
が
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
伊
⾖
・
⼟
佐
が
後
述
す
る
神
⻲
元
年
の
規
定
に
も
⾒
い
だ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
⼭
下
紘
嗣
⽒
も

指
摘
し
て
い
る(

９)

︒
こ
れ
ら
の
点
か
ら
⾒
て
︑
律
令
制
下
に
も
つ
な
が
る
流
刑
地
形
成
の
萌
芽
は
天
武
朝
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る(

１
０)

︒
し
か
し
︑
こ
の
時
期
は
国
境

が
画
定
さ
れ
る
前
の
こ
と
で
あ
り
︑
律
令
制
下
と
は
条
件
が
異
な
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
︒ 

律
令
制
に
お
け
る
流
刑
は
︑
獄
令
12
配
三
流
条
に
﹁
凡
流
⼈
応
レ
配
者
︑
依
⼆
罪
軽
重
⼀
︑
各
配
⼆
三
流
⼀
︒︿
謂
︑
近
中
遠
処
︒﹀﹂
と
の
規
定
が
⾒
え
る
︒
こ
こ
で
規

定
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
罪
の
軽
重
に
よ
て
遠
・
中
・
近
の
三
段
階
に
配
所
を
定
め
る
こ
と
の
み
で
︑
具
体
的
な
場
所
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
い
︒
そ
れ
が
定
め
ら
れ

る
の
は
神
⻲
元
年
︵
七
⼆
四
︶
の
こ
と
で
あ
る
︒ 

定
⼆
諸
流
配
遠
近
之
程
⼀
︒
伊
⾖
・
安
房
・
常
陸
・
佐
渡
・
隠
岐
・
⼟
左
六
国
為
レ
遠
︑
諏
⽅
・
伊
予
為
レ
中
︑
越
前
・
安
芸
為
レ
近
︒︵﹃
続
⽇
本
紀
﹄
神
⻲
元
年
三

⽉
庚
申
条
︶ 

 

こ
れ
ら
の
国
は
︑﹃
延
喜
式
﹄
刑
部
省
18
遠
近
条
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
諏
⽅
国
は
こ
の
時
点
で
は
信
濃
国
か
ら
分
割
さ
れ
て
い
た
が
︑
天
平
三
年

︵
七
三
⼀
︶
に
再
び
併
合
さ
れ
た
た
め
︑﹃
延
喜
式
﹄
で
は
信
濃
国
と
な
て
い
る(

１
１)

︒ 

熊
⽥
亮
介
⽒
は
︑
神
⻲
元
年
に
流
刑
地
と
な
た
国
は
七
道
の
奥
や
⽀
路
の
奥
︑
遠
・
中
・
近
国
の
境
界
の
地
点
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(

１
２)

︒
こ
の
指
摘

は
重
要
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
該
当
す
る
国
は
い
く
つ
か
あ
る
中
で
︑
特
に
神
⻲
元
年
の
規
定
の
国
が
選
ば
れ
た
別
の
理
由
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒ 

ま
た
︑
熊
⽥
⽒
が
別
の
論
⽂
で
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹃
延
喜
式
﹄
陰
陽
寮
20
儺
祭
条
に
﹁
千
⾥
之
外
︑
四
⽅
之
堺
︑
東
⽅
陸
奥
︑
⻄
⽅
遠
値
嘉
︑
南
⽅
⼟
佐
︑
北
⽅

佐
渡
与
⾥
乎
知
能
所
乎
﹂
と
あ
る
﹁
四
⽅
之
堺
﹂
の
う
ち
︑
⼟
佐
国
と
佐
渡
国
は
神
⻲
元
年
に
遠
流
の
国
と
な
り
︑
陸
奥
国
や
遠
値
嘉
も
流
刑
地
と
し
て
選
ば
れ
た
こ

と
が
あ
る(

１
３)

︒
⼩
⼝
雅
史
⽒
も
熊
⽥
⽒
の
論
を
受
け
て
︑
主
た
る
流
刑
地
は
︑
境
界
の
地
と
そ
の
周
辺
に
限
定
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る(

１
４)

︒ 

ま
ず
伊
⾖
国
に
つ
い
て
考
え
る
︒
仁
藤
敦
史
⽒
は
︑﹃
⽇
本
書
紀
﹄
に
み
え
る
掖
久
⼈
の
漂
着
の
記
述
は
︑
伊
⾖
嶋
が
異
界
の
⼊
り
⼝
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
⽰
す
と
指
摘
し
て
い
る(

１
５)

︒
後
の
時
代
に
は
な
る
が
︑
そ
れ
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
説
話
が
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
⾒
え
る
︒
伊
⾖
国
に
﹁
⿃
・
獣
モ
難
通
キ

嶋
有
リ
︑極
テ
悪
キ
辺
地
也
﹂と
さ
れ
る
よ
う
な
島
が
あ
り
︑役
⼩
⾓
が
流
さ
れ
た
時
に
時
々
⾶
来
し
て
修
⾏
し
て
い
た
と
す
る(

１
６)

︒そ
の
他
に
も﹃
古
今
著
聞
集
﹄

に
︑
⻤
が
乗
た
船
が
伊
⾖
国
奥
嶋
の
浜
に
着
い
た
と
す
る
説
話
も
あ
る(

１
７)

︒
こ
の
よ
う
に
︑
伊
⾖
国
の
島
々
は
絶
海
の
孤
島
で
あ
り
︑
⾃
分
た
ち
と
は
異
な
る
属

性
の
者
が
や
て
く
る
⼊
り
⼝
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
︒そ
の
外
は
中
央
の
統
治
の
及
ぶ
範
囲
︑す
な
わ
ち
⽇
本
の
国
⼟
の
外
側
と
い
う
認
識
が
あ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒ 

⼟
佐
国
は
︑
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
︑﹃
延
喜
式
﹄
陰
陽
寮
の
﹁
四
⽅
之
堺
﹂
で
南
の
境
界
と
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
⼟
佐
国
に
流
さ
れ
た
⽯
上
⼄
⿇
呂
が
﹃
懐
⾵
藻
﹄
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の
漢
詩
の
中
で
﹁
南
裔
﹂
や
﹁
南
荒
﹂
と
表
現
し
て
い
る(

１
８)

︒ 
佐
渡
国
は
︑
先
に
挙
げ
た
﹃
延
喜
式
﹄
陰
陽
寮
の
祭
⽂
で
は
北
⽅
の
堺
と
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
相
沢
央
⽒
が
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
欽
明
天
皇
五
年
⼗
⼆
⽉
条
に
み
ら
れ

る
佐
渡
国
の
﹁
浦
神
﹂
に
︑
外
敵
か
ら
境
内
を
守
る
境
界
神
と
し
て
の
性
格
が
う
か
が
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(

１
９)

︒
つ
ま
り
︑
佐
渡
国
は
北
⽅
の
境
界
の
地
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

常
陸
国
は
︑
東
海
道
の
終
点
に
あ
た
る
国
で
あ
る
︒
時
代
は
下
る
が
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
に
収
め
ら
れ
た
歌
の
︑﹁
あ
づ
ま
ぢ
の
は
て
な
る
ひ
た
ち
﹂
と
い
う
表
現

に
も
そ
の
地
理
観
が
⽰
さ
れ
て
い
る(

２
０)

︒ 

安
房
国
に
関
し
て
は
︑
平
城
京
の
⼆
条
⼤
路
跡
か
ら
出
⼟
し
た
荷
札
⽊
簡
や
︑﹃
延
喜
式
﹄
の
規
定
か
ら
︑
多
く
の
鰒
を
中
央
に
貢
納
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
て

い
る(

２
１)

︒
加
え
て
︑
隠
岐
国
も
多
く
の
鰒
を
貢
納
し
て
い
た
︒
⼤
部
分
を
安
房
鰒
が
占
め
る
東
鰒
と
︑
隠
岐
の
鰒
が
神
へ
の
御
饌
と
さ
れ
た
の
は
︑
東
⻄
の
鰒
を
神

に
さ
さ
げ
る
こ
と
に
よ
て
列
島
全
体
の
⽀
配
が
観
念
さ
れ
た
と
狩
野
久
⽒
は
指
摘
す
る(

２
２)

︒
ま
た
︑
安
房
国
の
⼤
伴
部
を
管
掌
す
る
⾼
橋
⽒
・
隠
岐
国
の
阿
曇
部

を
管
掌
す
る
阿
曇
⽒
の
⼆
⽒
が
⾏
う
御
膳
の
調
理
は
国
⼟
の
領
域
・
領
海
に
対
す
る
天
皇
の
⽀
配
権
を
神
の
前
で
確
認
す
る
儀
式
で
あ
た
こ
と
を
宮
原
武
夫
⽒
が

指
摘
し
て
い
る(

２
３)

︒ 
 

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑流
刑
地
が
何
ら
か
の
境
界
の
地
で
あ
た
と
す
る
先
⾏
研
究
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
る
︒神
⻲
元
年
に
国
単
位
で
流
刑
地
に
選
ば
れ
た
国

に
は
そ
れ
ぞ
れ
理
由
が
あ
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
位
置
を
⾒
る
と
︑
都
を
中
⼼
と
し
て
︑
国
⼟
を
取
り
囲
む
よ
う
に
遠
流
の
国
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

２ 

流
刑
地
の
選
定 

 

神
⻲
元
年
︵
七
⼆
四
︶
制
定
の
流
刑
地
の
中
で
も
︑
特
に
隠
岐
国
は
︑
実
際
に
⼈
が
流
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
が
天
平
年
間
と
他
の
国
よ
り
遅
れ
る(

２
４)

︒

佐
渡
国
も
初
例
が
確
認
で
き
る
の
は
養
⽼
六
年
︵
七
⼆
⼆
︶
で
あ
る
が(

２
５)

︑
流
刑
地
と
し
て
頻
繁
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
平
安
時
代
の
こ
と
で
あ
る
︒ 

神
⻲
元
年
制
定
の
流
刑
地
の
国
々
は
例
⽰
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
が(

２
６)

︑
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
天
平
⼗
四
年
︵
七
四
⼆
︶
に
塩
焼
王
と
⼥
嬬
た
ち
が
配
流
と
な

た
際
に
︑
全
員
を
そ
れ
ぞ
れ
遠
流
に
指
定
さ
れ
た
国
︵
当
時
︑
安
房
国
は
上
総
国
に
併
合
︶
に
流
し
た
様
⼦
が
⾒
ら
れ
る
た
め
︑
実
際
に
規
定
通
り
に
運
⽤
し
よ
う

と
す
る
意
識
は
あ
た
可
能
性
が
あ
る
︒ 

塩
焼
王
配
⼆
流
於
伊
⾖
国
三
嶋
︑
⼦
部
宿
祢
⼩
宅
⼥
於
上
総
国
︑
下
村
主
⽩
⼥
於
常
陸
国
︑
川
辺
朝
⾂
東
⼥
於
佐
渡
国
︑
名
草
直
⾼
根
⼥
於
隠
岐
国
︑
春
⽇
朝
⾂

家
継
⼥
於
⼟
左
国
⼀
︒︵﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
⼗
四
年
⼗
⽉
戊
⼦
条
︶ 
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た
だ
し
︑
右
の
記
事
以
降
は
︑
そ
の
よ
う
な
規
定
を
守
る
傾
向
は
弱
く
な
る
︒
特
に
︑
安
房
国
や
常
陸
国
は
実
際
の
流
刑
地
と
し
て
は
姿
を
消
し
て
い
く
︒
安
房
国

は
天
平
⼗
四
年
︵
七
四
⼆
︶
以
降
も
何
度
か
罪
⼈
が
流
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
︑
伊
⾖
・
佐
渡
・
隠
岐
・
⼟
佐
に
⽐
べ
て
割
合
は
か
な
り
低
い
︒
常
陸
国
は
天

平
⼗
四
年
以
降
︑
貞
観
⼋
年
︵
⼋
六
六
︶
の
伴
冬
満
ま
で
確
認
で
き
な
い(

２
７)

︒
安
房
・
常
陸
の
両
国
は
実
際
の
流
刑
地
と
し
て
は
あ
ま
り
根
付
か
な
か
た
よ
う
で

あ
る
︒ 

 

天
平
勝
宝
年
間
に
⼊
る
と
︑
⽇
向
国
や
多
褹
島
と
い
た
⻄
海
道
諸
国
が
流
刑
地
と
し
て
登
場
す
る
︒
⽇
向
国
と
多
褹
島
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
︑
と
も
に
天
平
勝

宝
六
年
︵
七
五
四
︶
に
厭
魅
の
罪
に
問
わ
れ
た
宇
佐
⼋
幡
宮
の
禰
宜
で
あ
る
⼤
神
杜
⼥
と
︑
同
じ
く
主
神
の
多
⿇
呂
の
流
刑
で
あ
る
︒
そ
の
記
事
に
は
﹁
従
四
位
下
⼤

神
朝
⾂
杜
⼥
・
外
従
五
位
下
⼤
神
朝
⾂
多
⿇
呂
並
除
名
従
⼆
本
姓
⼀
︒
杜
⼥
配
⼆
於
⽇
向
国
︑
多
⿇
呂
於
多
褹
嶋
⼀
︒﹂
と
あ
る(

２
８)

︒
多
褹
島
が
後
に
配
流
や
左
遷
の
地

と
し
て
⾒
え
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に(

２
９)

︑
こ
れ
以
降
も
流
刑
地
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒ 

も
う
⼀
つ
特
徴
的
な
の
は
︑
天
平
宝
字
年
間
に
陸
奥
国
と
出
⽻
国
の
柵
⼾
と
し
て
罪
⼈
が
送
ら
れ
た
例
で
あ
る
︒﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
宝
字
⼆
年
︵
七
五
⼋
︶
⼗
⼆

⽉
に
﹁
徴
⼆
発
坂
東
騎
兵
・
鎮
兵
・
役
夫
及
夷
俘
等
⼀
︑
造
⼆
桃
⽣
城
・
⼩
勝
柵
⼀
︒﹂(

３
０)

と
あ
る
よ
う
に
︑
同
時
期
の
桃
⽣
・
⼩
勝
柵
の
造
営
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
︑
こ
の
時
期
の
み
の
処
置
で
あ
る
︒ 

そ
の
他
に
も
︑
規
定
外
の
国
々
へ
の
配
流
は
珍
し
い
例
で
は
な
い
が
︑
こ
う
し
た
国
へ
の
流
刑
が
多
く
⾒
ら
れ
る
の
は
平
安
時
代
前
半
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
︒
摂
関

期
に
な
る
と
︑確
認
で
き
る
史
料
⾃
体
は
六
国
史
に
⽐
べ
て
少
な
く
な
る
が
︑流
刑
地
は
佐
渡
・
隠
岐
・
伊
⾖
・
⼟
佐
と
い
た
︑神
⻲
元
年
の
規
定
か
ら﹃
延
喜
式
﹄

に
引
き
継
が
れ
た
国
ば
か
り
に
な
て
い
き
︑
規
定
遵
守
の
傾
向
に
な
る
︒
次
の
史
料
は
そ
れ
を
端
的
に
⽰
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
⻑
元
四
年
︵
⼀
〇
三
⼀
︶
⼋
⽉
に
藤

原
相
通
の
妻
︑
⼩
忌
古
曾
が
宅
内
に
⼤
神
宮
宝
殿
を
作
た
こ
と
に
対
す
る
断
罪
⼿
続
き
の
⼀
部
で
あ
る
︒ 

関
⽩
云
︑
可
⼆
配
流
⼀
之
国
々
︑
使
従
⼆
伊
勢
国
⼀
有
⼆
可
レ
遣
之
国
⼀
哉
如
何
︑
⼜
夫
婦
可
レ
異
⼆
於
国
⼀
︒
⼜
結
政
請
印
︑
依
⼆
去
年
例
⼀
可
レ
⾏
︒
⾄
⼆
位
記
⼀
︑
依
⼆

前
例
⼀
可
⼆
取
進
⼀
之
由
︑
可
レ
給
⼆
宣
旨
於
京
職
⼀
者
︒
余
答
云
︑
遠
流
・
中
流
・
近
流
在
⼆
刑
部
式
⼀
︒
依
レ
彼
可
レ
被
レ
⾏
之
︒
但
伊
⾖
者
配
⼆
流
光
清
⼀
之
処
也
︒

不
レ
可
レ
被
レ
配
⼆
同
国
⼀
歟
︒
他
国
々
者
可
レ
在
⼆
勅
定
⼀
︒
其
後
勅
命
云
︑
斎
宮
寮
頭
相
通
可
レ
配
⼆
流
佐
渡
国
⼀
︑
妻
藤
原
⼩
忌
古
曽
可
レ
配
⼆
隠
岐
国
⼀
者
︒︵﹃
⼩

右
記
﹄
⻑
元
四
年
︵
⼀
〇
三
⼀
︶
⼋
⽉
⼋
⽇
条
︶ 

関
⽩
藤
原
頼
通
の
問
い
に
︑
藤
原
実
資
は
遠
流
・
中
流
・
近
流
は
刑
部
式
に
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
て
⾏
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
︑
伊
⾖
は
前
年
に
源
光
清
が
配
流
さ

れ
た
国
で
あ
る
た
め
︑
同
じ
国
に
配
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
答
え
て
い
る
︒
実
際
に
相
通
が
佐
渡
国
へ
︑
⼩
忌
古
曽
が
隠
岐
国
へ
流
さ
れ
る
こ
と
が
決

定
し
て
い
る
︒
こ
の
時
期
の
配
流
先
の
集
中
は
︑
こ
の
記
事
の
よ
う
な
︑
式
に
定
め
ら
れ
た
国
に
流
す
こ
と
を
重
視
す
る
考
え
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
︒ 
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⼭
下
⽒
は
︑⼤
宝
律
令
以
前
の
流
罪
の
す
べ
て
が
島
流
し
で
は
な
か
た
と
し
つ
つ
︑利
光
⽒
の
説
を
追
認
す
る
形
で
⼀
般
的
に
は
島
に
ハ
ラ
フ
も
の
で
あ
た
と

述
べ
︑
律
令
制
の
流
刑
に
お
け
る
配
所
の
あ
り
⽅
が
そ
の
固
有
法
を
取
り
込
ん
で
い
た
と
す
る(

３
１)

︒
す
べ
て
が
島
流
し
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
賛
同

す
る
が
︑
こ
こ
ま
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑
律
令
制
下
の
遠
流
の
国
に
限
て
も
︑
島
で
あ
る
こ
と
が
最
重
要
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
よ
て
︑
そ
も
そ
も
固
有

法
と
し
て
の
島
流
し
が
根
底
に
あ
る
と
い
う
⾒
⽅
が
有
効
で
あ
る
か
疑
問
が
残
る
︒
し
か
し
︑﹁
島
流
し
﹂
と
い
う
⾔
葉
が
流
刑
を
指
し
︑
近
世
に
は
﹁
遠
島
﹂
と
い

う
⾔
葉
が
現
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
流
刑
イ
コ
ル
島
に
流
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
ど
こ
か
の
時
点
で
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
︒ 

神
⻲
元
年
︵
七
⼆
四
︶
制
定
の
流
刑
地
の
う
ち
︑
明
確
に
島
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
は
佐
渡
国
と
隠
岐
国
の
み
で
あ
る
︒
こ
の
時
点
で
は
︑
島
を
流
刑
地
に
す
る

と
い
う
意
識
が
あ
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
︒
そ
れ
に
関
し
て
︑
制
定
か
ら
⼗
数
年
間
は
隠
岐
国
に
罪
⼈
が
流
さ
れ
た
記
録
が
⾒
ら
れ
な
い
︒
天
平
⼗
⼆
年
︵
七
四

〇
︶
に
︑
藤
原
広
嗣
に
連
座
し
た
藤
原
⽥
⿇
呂
が
流
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
︒
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
︑
多
く
の
⼈
が
連
座
の
た
め
に
流
さ
れ
た
う
ち
の
⼀
箇
所
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
⼆
年
後
に
は
前
述
の
天
平
⼗
四
年
︵
七
四
⼆
︶
の
塩
焼
王
と
そ
の
⼥
嬬
た
ち
の
事
例
が
あ
り
︑
各
⼈
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
の
遠
流
の

地
を
割
り
当
て
る
形
が
と
ら
れ
た
︒
単
独
で
流
刑
地
と
な
る
の
は
天
平
宝
字
七
年
︵
七
六
三
︶
に
葛
井
根
道
が
流
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る(

３
２)

︒
島
流
し
の
固
有

法
が
律
の
流
刑
を
制
約
し
て
い
た
な
ら
ば
︑隠
岐
国
は
早
く
か
ら
主
た
る
流
刑
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
が
︑実
際
に
は
そ
う
で
は
な
か

た
︒
奈
良
時
代
前
半
の
時
点
で
は
︑
安
房
国
や
常
陸
国
と
記
録
に
現
れ
る
頻
度
は
⼤
き
く
変
わ
ら
な
い
︒
そ
の
後
も
島
ば
か
り
が
流
刑
地
と
な
た
わ
け
で
は
な
い
こ

と
は
事
例
を
⾒
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
︒
摂
関
期
か
ら
⼗
⼀
世
紀
に
か
け
て
は
︑
遠
流
は
佐
渡
・
隠
岐
・
伊
⾖
・
⼟
佐
の
各
国
が
多
く
を
占
め
︑
そ
の
中
で
も
佐
渡
国
が

特
に
多
い
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
︒ 

当
初
︑
流
刑
地
に
島
が
少
な
か
た
理
由
に
は
︑
流
⼈
の
管
理
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
︒
流
⼈
の
扱
い
に
つ
い
て
︑
名
例
律
24
犯
流
応
配
条
で
は
︑﹁
凡
犯
レ
流

応
レ
配
者
︑
三
流
倶
役
⼀
年
︒﹂
と
あ
り
︑
獄
令
56
⾄
配
所
条
で
は
﹁
凡
流
⼈
⾄
⼆
配
所
⼀
居
作
者
︑
並
給
⼆
官
粮
⼀
︒﹂
と
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
獄
令
に
は
他
に
も
流
⼈

の
管
理
に
関
す
る
規
定
が
あ
る(

３
３)

︒
そ
れ
ら
が
ど
の
程
度
実
⾏
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
流
⼈
の
扱
い
に
関
し
て
は
︑
永
⼭
修
⼀
⽒
の
指
摘
が
参
考
に
な

る
︒
永
⼭
⽒
は
︑
利
光
⽒
の
﹁
準
⽣
命
刑
﹂
と
い
う
主
張
を
批
判
し
︑
後
に
召
喚
さ
れ
る
流
⼈
が
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
︑
囚
⼈
と
配
流
地
の
管
理
の
必
要
性
を
指

摘
し
て
い
る(

３
４)

︒
獄
令
に
は
︑
流
⼈
が
許
さ
れ
た
後
の
仕
官
に
つ
い
て
の
規
定
も
あ
る(

３
５)

︒
そ
し
て
実
際
に
許
さ
れ
て
中
央
に
復
帰
す
る
流
⼈
が
複
数
い
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
︑
そ
の
⼟
地
で
流
⼈
を
管
理
し
︑
中
央
と
の
連
絡
を
取
る
体
制
が
必
要
な
こ
と
は
推
測
で
き
る
た
め
︑
こ
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
ろ
う(

３
６)

︒
国
と
し
て
こ

れ
ら
の
体
制
が
整
て
い
な
い
場
合
︑
流
刑
地
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る
︒
前
述
の
永
⼭
⽒
は
陸
奥
・
出
⽻
国
や
多
褹
島
へ
の
流
刑
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ら
の
⼟

地
へ
の
流
刑
が
⾏
わ
れ
て
い
な
い
時
期
は
︑
流
⼈
お
よ
び
配
流
地
の
管
理
が
可
能
で
な
か
た
時
期
に
あ
た
る
と
推
測
し
て
い
る
が(

３
７)

︑
こ
れ
は
他
の
流
刑
地
に
も
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い
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
特
に
佐
渡
国
は
天
平
⼗
五
年
︵
七
四
三
︶
に
越
後
国
に
併
合
さ
れ
た
後
︑
天
平
勝
宝
四
年
︵
七
五
⼆
︶
に
復
置
さ
れ
︑
短
期
間
で
状
況
が
変
化

し
て
い
る(

３
８)

︒
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
︑
流
⼈
を
送
り
込
む
こ
と
は
困
難
で
あ
た
ろ
う
︒
な
お
︑
佐
渡
・
隠
岐
の
両
国
と
も
︑
⼤
同
四
年
︵
⼋
〇
九
︶
に
同
時
に

掾
が
⼀
⼈
増
員
さ
れ
て
い
る(

３
９)

︒
佐
渡
や
隠
岐
へ
の
流
刑
が
多
く
な
る
の
は
︑
こ
う
し
て
島
々
の
管
理
が
整
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

以
上
の
よ
う
に
︑
佐
渡
・
隠
岐
両
国
の
よ
う
な
国
と
し
て
独
⽴
し
た
島
に
お
い
て
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
︑
流
刑
地
と
し
て
根
付
い
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
流
れ

の
中
で
主
に
島
が
流
刑
地
と
し
て
残
て
い
く
中
で
︑
流
刑
に
島
流
し
の
イ
メ
ジ
が
付
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
後
世
に
﹁
⽇
本
紀
云
︑
天
地
初
判
︑
陽
神
陰

神
共
⽣
⼆
蛭
児
⼀
︑
已
雖
⼆
三
歳
⼀
︑
脚
猶
不
レ
⽴
︑
故
載
⼆
之
於
天
磐
櫲
樟
船
⼀
⽽
順
レ
⾵
放
棄
︑
此
象
⼆
流
刑
⼀
︒﹂︵﹃
政
事
要
略
﹄
糾
弾
雑
事
廿
⼆
︶
と
︑
記
紀
の
蛭
児

を
海
へ
流
し
た
逸
話
が
流
刑
を
象
た
も
の
と
さ
れ
た
の
は
︑流
刑
の
原
型
が
島
流
し
で
あ
た
た
め
で
は
な
く
︑後
に
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ジ
の
た
め
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
︒ 

時
代
は
降
る
が
︑
平
安
時
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
︑
⻤
界
島
︵
硫
⻩
島
︶
が
流
刑
地
と
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る(

４
０)

︒
代
表
的
な
も
の
は
︑
平
⽒
打
倒
の

陰
謀
の
た
め
に
流
さ
れ
た
俊
寛
の
例
で
あ
ろ
う
︒そ
の
時
期
は
︑島
が
薩
摩
国
の
⼀
部
と
し
て
認
識
さ
れ
︑流
⼈
の
管
理
機
構
が
整
て
い
た
と
い
う(

４
１)

︒同
時
に
︑

こ
の
島
が
⽇
本
の
⻄
の
境
界
の
⼀
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
同
じ
く
⼗
⼆
世
紀
末
以
降
に
流
刑
が
⾏
わ
れ
る
よ
う
に
な
た
夷

島
は
︑
⻤
界
島
と
は
反
対
に
︑
⽇
本
の
東
の
境
界
に
な
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る(

４
２)

︒
こ
の
両
島
へ
の
流
刑
は
︑
島
流
し
と
い
う
新
た
な
発
想
が
⽣
ま
れ

た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
︑
当
時
の
⽀
配
体
制
や
地
理
的
認
識
に
よ
て
︑
境
界
が
従
来
よ
り
も
都
か
ら
遠
く
へ
移
動
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
︒
⽇
本

の
地
理
的
な
性
質
上
︑
中
央
か
ら
⾒
た
周
縁
部
は
島
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
代
の
流
刑
を
︑
そ
れ
以
前
の
律
令
制
の
も
の
と
同
列
に
考
え
る
こ
と
に
つ
い

て
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
︒し
か
し
︑流
刑
地
と
い
う
観
点
で
⾒
た
際
に
︑よ
り
都
か
ら
遠
い
場
所
が
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
な
た
点
は
注
⽬
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒ 

境
界
の
性
質
を
持
つ
交
通
が
困
難
な
場
所
へ
と
流
す
こ
と
と
︑
管
理
体
制
の
整
備
や
境
界
の
変
化
に
よ
て
島
が
⽀
配
の
内
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
の
⼆

つ
が
合
わ
さ
た
こ
と
で
︑
流
刑
が
島
流
し
の
様
相
を
持
つ
に
⾄
た
と
い
え
る
︒ 

 

こ
の
よ
う
に
︑
流
刑
と
い
う
事
象
⼀
つ
を
と
て
も
︑
空
間
認
識
を
解
明
す
る
⼿
が
か
り
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
ま
で
個
別
の
流
刑
地
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ

る
こ
と
は
あ
た
が
︑
遠
流
の
地
を
総
括
し
て
︑
そ
の
性
格
を
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
た
︒
流
刑
地
は
︑
当
時
の
中
央
の
⼈
々
が
ど
こ
ま
で
を
国
⼟
の
領
域
と

し
て
把
握
し
て
い
た
か
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
︒ 
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図
１ 

流
刑
地
︵
筆
者
作
成
︶ 
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第
⼆
節 

⽇
本
の
国
⼟
空
間 

１ 
境
界
の
表
現
⽅
法 

 

前
節
で
は
︑
流
刑
地
が
⽇
本
列
島
の
周
縁
部
に
当
た
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
︒
本
節
で
は
︑
流
刑
地
か
ら
視
点
を
さ
ら
に
広
げ
て
︑
⽇
本
の
国
⼟
の
中
の
空

間
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
︑
表
現
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
い
︒
ま
た
︑﹁
問
題
の
所
在
﹂
で
も
触
れ
た
︑
⽇
本
列
島
内
部
の
空
間
と
境
界
に

つ
い
て
︑
本
論
⽂
の
締
め
く
く
り
と
し
て
詳
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
︒ 

⽇
本
の
古
代
に
お
い
て
︑
⼀
定
の
空
間
の
範
囲
が
東
⻄
南
北
の
⽅
⾓
で
表
さ
れ
る
こ
と
は
︑
本
論
⽂
の
第
⼀
部
第
⼆
章
で
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
︒
そ
の
発
想
は
︑

⼤
和
王
権
の
頃
に
も
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
宋
書
﹄
夷
蛮
伝
倭
国
条
の
倭
王
武
の
上
表
⽂
に
は
︑
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
︒ 

東
征
⼆
⽑
⼈
⼀
五
⼗
五
国
︑
⻄
服
⼆
衆
夷
⼀
六
⼗
六
国
︑
渡
平
⼆
海
北
⼀
九
⼗
五
国
︒ 

 

こ
こ
で
は
︑
東
の
﹁
⽑
⼈
﹂︑
⻄
の
﹁
衆
夷
﹂︑
そ
し
て
﹁
海
北
﹂
ま
で
を
領
⼟
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

 

﹃
宋
書
﹄
に
お
い
て
︑
領
⼟
の
東
⻄
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
古
く
は
⽇
本
列
島
が
東
⻄
に
⻑
い
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
す
で
に
指
摘
が

あ
る
︒
熊
⽥
亮
介
⽒
は
︑﹁﹃
隋
書
﹄
東
夷
伝
︑﹃
旧
唐
書
﹄
倭
国
⽇
本
伝
は
倭
国
を
﹁
東
⻄
五
⽉
﹂﹁
南
北
三
⽉
﹂
の
⾏
程
と
と
ら
え
︑﹃
拾
芥
抄
﹄
で
は
﹁
⾃
レ
京
陸
奥

東
浜
際
⾏
程
三
千
五
百
⼋
⼗
七
⾥
﹂﹁
⾃
レ
京
⻑
⾨
浜
際
⾏
程
⼀
千
九
百
七
⼗
余
⾥
﹂
と
す
る
﹂
と
指
摘
す
る
︒
ま
た
熊
⽥
⽒
は
︑
⾏
基
図
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
以
降

の
古
地
図
も
︑
そ
う
し
た
⽅
位
観
・
地
理
観
の
根
拠
と
す
る
︒
確
か
に
︑
⾏
基
図
と
呼
ば
れ
る
地
図
を
⾒
る
と
︑
国
々
が
連
な
て
東
⻄
に
伸
び
る
よ
う
に
描
か
れ
て

お
り
︑
南
北
の
距
離
に
⽐
べ
て
は
る
か
に
⻑
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
な
地
理
観
で
あ
れ
ば
︑
東
⻄
を
重
視
す
る
発
想
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
︒ 

 

右
に
述
べ
た
よ
う
に
⽇
本
列
島
は
東
⻄
に
⻑
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
が
︑南
北
の
範
囲
も
認
識
さ
れ
て
い
た
︒先
ほ
ど
の
熊
⽥
⽒
が
引
⽤
し
た﹃
隋
書
﹄や﹃
旧

唐
書
﹄
で
も
南
北
の
⻑
さ
が
記
さ
れ
て
い
る
︒ 

東
⻄
南
北
と
い
う
四
⽅
に
よ
る
空
間
認
識
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
︑
記
紀
に
⾒
ら
れ
る
﹁
四
⽅
国
﹂
や
﹁
四
道
将
軍
﹂
で
あ
る
︒﹃
⽇
本
書
紀
﹄
崇
神
天
皇

⼗
年
九
⽉
条
に
︑
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
︒ 

以
⼆
⼤
彦
命
⼀
遣
⼆
北
陸
⼀
︑
武
渟
川
別
遣
⼆
東
海
⼀
︑
吉
備
津
彦
遣
⼆
⻄
道
⼀
︑
丹
波
道
主
命
遣
⼆
丹
波
⼀
︒
因
以
詔
之
⽈
︑
若
有
下
不
レ
受
レ
教
者
上
︑
乃
挙
レ
兵
伐
之
︒

既
⽽
共
授
⼆
印
綬
⼀
為
⼆
将
軍
⼀
︒ 

 

同
年
の
七
⽉
条
に
天
皇
の
教
え
を
広
め
よ
と
の
詔
が
出
さ
れ
︑
⼤
彦
命
が
北
陸
に
︑
武
渟
川
別
が
東
海
に
︑
吉
備
津
彦
が
⻄
道
に
︑
丹
波
道
主
命
が
丹
波
に
遣
わ
さ
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れ
た
︒
こ
の
四
⼈
は
︑
同
年
⼗
⽉
条
に
再
び
畿
外
の
﹁
荒
俗
﹂
を
収
め
る
た
め
に
発
遣
さ
れ
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
四
道
将
軍
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒ 

今
返
者
悉
伏
レ
誅
︒
畿
内
無
レ
事
︒
唯
海
外
荒
俗
︑
騒
動
未
レ
⽌
︒
其
四
道
将
軍
等
今
急
発
之
︒ 

こ
の
﹁
四
⽅
﹂
と
﹁
四
道
将
軍
﹂
に
つ
い
て
は
︑
前
⽥
晴
⼈
⽒
が
詳
細
な
研
究
を
⾏
て
い
る
︒
前
⽥
⽒
は
︑﹁
四
⽅
四
道
﹂
を
同
義
と
み
な
し
︑
そ
の
本
来
的

な
語
義
は
︑﹁
王
権
の
所
在
地
を
中
⼼
と
し
て
四
周
に
広
が
る
全
⽀
配
領
域
を
︑
⽅
位
と
そ
の
⽅
向
に
伸
び
る
基
幹
交
通
路
に
基
づ
い
て
区
分
し
た
広
域
⾏
政
区
画
の

総
称
で
あ
る
と
⾒
做
し
得
る
﹂
と
す
る(

４
３)

︒
ま
た
︑﹁
四
⽅
国
﹂
制
が
⼤
化
前
代
に
遡
る
こ
と
︑
最
⼤
の
画
期
は
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
前
半
に
置
く
べ
き
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る(

４
４)

︒こ
の
⾒
⽅
に
従
う
な
ら
ば
︑中
⼼
か
ら
四
⽅
へ
伸
び
る
空
間
の
捉
え
⽅
は
︑か
な
り
古
く
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
︑先
に
触
れ
た﹃
宋
書
﹄

に
⾒
ら
れ
る
国
⼟
観
と
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
︒ 

前
節
で
も
引
⽤
し
︑
本
論
⽂
中
で
も
数
度
に
わ
た
て
⾔
及
し
て
き
た
﹃
延
喜
式
﹄
陰
陽
寮
20
儺
祭
条
で
も
︑
北
は
佐
渡
︑
南
は
⼟
佐
と
さ
れ
て
い
た
︒
各
⽅
⾓

に
当
た
る
地
が
変
遷
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
述
べ
る
が
︑
こ
の
認
識
は
﹃
延
喜
式
﹄
が
編
纂
さ
れ
た
段
階
で
の
⽇
本
列
島
の
捉
え
⽅
の
⼀
例
を
⽰
し
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
平
安
京
を
中
⼼
と
し
て
︑
四
⽅
の
境
界
に
よ
て
領
域
を
区
切
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
︒ 

 

古
代
か
ら
中
世
の
⼈
々
が
描
い
て
い
た
⽇
本
列
島
は
︑
現
代
の
我
々
が
地
図
に
よ
て
知
る
そ
れ
と
は
⼤
き
く
異
な
て
い
た
と
い
え
る
︒ 

 

そ
の
よ
う
な
認
識
は
︑
⽇
本
列
島
の
よ
う
な
広
い
空
間
だ
け
で
は
な
い
︒
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
︑
改
新
詔
で
定
め
ら
れ
た
畿
内
の
範
囲
は
︑
東
⻄

南
北
の
四
⾄
に
よ
て
⽰
さ
れ
て
い
た
︒ 

凡
畿
内
︑
東
⾃
⼆
名
墾
横
河
⼀
以
来
︑
南
⾃
⼆
紀
伊
兄
⼭
⼀
以
来
︑︿
兄
︑
此
云
レ
制
﹀︒
⻄
⾃
⼆
⾚
⽯
櫛
淵
⼀
以
来
︑
北
⾃
⼆
近
江
狭
々
波
合
坂
⼭
⼀
以
来
︑
為
⼆
畿
内 

国
⼀
︒︵﹃
⽇
本
書
紀
﹄
⼤
化
⼆
年
︵
六
四
六
︶
正
⽉
甲
⼦
朔
条
︶ 

 

東
は
名
墾
の
横
河
︑
南
は
紀
伊
の
兄
⼭
︑
⻄
は
⾚
⽯
の
櫛
淵
︑
北
は
近
江
の
狭
々
波
合
坂
⼭
を
境
界
と
し
て
︑
そ
の
内
側
を
畿
内
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
︒
先
ほ
ど

の
﹃
延
喜
式
﹄
の
よ
う
な
⽇
本
列
島
全
体
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
東
⻄
南
北
の
⼀
地
点
に
よ
て
区
切
る
と
い
う
⽅
法
⾃
体
は
同
様
の
も
の
で
あ
る
︒ 

 

奈
良
時
代
の
境
界
認
識
に
つ
い
て
は
第
⼀
部
第
⼆
章
で
述
べ
た
が
︑
最
後
に
平
安
時
代
の
境
界
認
識
に
つ
い
て
も
⾒
て
お
き
た
い
︒ 

先
ほ
ど
と
同
様
の
︑
東
⻄
南
北
に
よ
る
範
囲
の
定
め
⽅
が
⾒
ら
れ
る
史
料
が
︑
平
安
時
代
に
も
確
認
で
き
る
︒
そ
れ
が
︑
序
章
で
も
触
れ
た
寛
平
七
年
︵
⼋
九
五
︶

の
太
政
官
符
で
あ
る
︒
次
に
再
び
引
⽤
す
る
︒ 

但
⼭
城
国
内
東
⾄
⼆
逢
坂
関
⼀
︑
南
⾄
⼆
⼭
崎
・
与
渡
・
泉
河
等
北
涯
⼀
︑
⻄
⾄
⼆
摂
津
丹
波
等
国
堺
⼀
︑
北
⾄
⼆
⼤
兄
⼭
南
⾯
⼀
不
レ
在
⼆
制
限
⼀
︒(

４
５) 

 

五
位
以
上
及
び
孫
王
が
住
む
こ
と
の
で
き
る
範
囲
と
し
て
︑
⼭
城
国
内
の
う
ち
︑
東
は
逢
坂
関
︑
南
は
⼭
崎
・
与
渡
・
泉
河
の
北
涯
︑
⻄
は
摂
津
・
丹
波
の
国
堺
︑
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北
は
⼤
兄
⼭
の
南
⾯
を
限
り
と
し
て
い
る
︒
改
新
詔
と
は
異
な
り
︑
単
に
⼭
や
川
を
境
界
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
逢
坂
関
や
摂
津
・
丹
波
国
の
国
境
を
境
界
と
す
る
点

は
︑
平
安
時
代
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
国
単
位
で
は
な
く
特
定
の
地
点
の
内
側
を
⼀
定
の
範
囲
と
し
て
定
め
る
点
に
注
⽬
し
た
い
︒
改
新
詔
で
⾒
ら
れ

る
よ
う
な
︑
四
⽅
の
地
点
を
境
界
と
し
て
あ
る
⼀
定
の
空
間
を
⽰
す
⽅
法
は
︑
か
な
り
後
の
平
安
時
代
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
た
と
い
え
る
︒ 

 

序
章
で
触
れ
た
四
⾓
四
堺
祭
の
地
点
の
設
定
の
仕
⽅
も
こ
れ
ら
と
類
似
す
る
と
考
え
る
︒
東
⻄
南
北
と
い
う
⽅
⾓
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
和
邇
・
逢
坂
・

⼤
枝
・
⼭
崎
は
そ
れ
ぞ
れ
平
安
京
の
北
・
東
・
⻄
・
南
に
あ
た
る
と
⾒
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

よ
り
狭
い
範
囲
で
い
え
ば
︑
⼟
地
の
売
券
に
⾒
ら
れ
る
範
囲
の
表
記
も
挙
げ
ら
れ
る
︒
先
の
寛
平
七
年
の
太
政
官
符
と
同
年
代
の
寛
平
⼋
年
︵
⼋
九
六
︶
に
⼭
城
国

⼭
⽥
郷
の
百
姓
の
⼟
地
を
売
買
す
る
と
し
て
⽴
券
⽂
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
⼟
地
は
次
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
︒ 

合
地
壱
段
弐
佰
参
拾
歩 
在
下
原
⽥
⾥
卅
⼀
坪 

四
⾄
︿
限
レ
東
秦
⼄
⼑
⾃
地 
限
レ
南
道 

限
レ
⻄
⼦
⼄
丸
地 

限
レ
北
秦
有
世
地
﹀(

４
６) 

 

以
上
の
よ
う
に
︑
空
間
の
四
⽅
を
境
界
と
し
て
︑
そ
の
内
側
を
⼀
定
の
領
域
と
し
て
認
識
す
る
⽅
法
は
︑
古
代
を
通
し
て
続
い
て
い
た
︒
そ
れ
は
⽇
本
列
島
全
体
か

ら
︑
⾃
ら
が
所
有
す
る
⼟
地
ま
で
︑
⼤
⼩
さ
ま
ざ
ま
な
空
間
に
適
⽤
さ
れ
て
い
た
︒ 

 

し
か
し
︑
そ
の
空
間
を
区
切
る
も
の
で
あ
る
境
界
地
点
は
︑
空
間
を
取
り
巻
く
環
境
や
時
代
に
よ
て
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
た
︒
次
項
で
は
︑
⽇
本
列
島
の
空

間
に
焦
点
を
当
て
︑
そ
の
領
域
の
変
化
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒ 

 
 ２ 

周
縁
の
変
遷 

前
節
に
お
い
て
︑
流
刑
地
が
国
⼟
の
周
縁
部
で
あ
た
こ
と
を
述
べ
た
︒﹃
延
喜
式
﹄
で
は
陸
奥
が
東
⽅
の
境
界
と
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
流
刑
地
と
さ
れ
た
⼟

地
の
東
限
は
陸
奥
国
で
は
な
く
︑常
陸
国
と
安
房
国
で
あ
た
︒そ
の
後
︑鎌
倉
時
代
の
成
⽴
と
み
ら
れ
る﹃
拾
芥
抄
﹄赦
令
部
に
は
︑神
⻲
元
年
に
規
定
さ
れ
た
国
々

を
﹁
件
国
国
載
⼆
延
喜
刑
部
式
⼀
︿
神
⻲
元
年
六
⽉
三
⽇
定
云
云
﹀﹂
と
挙
げ
た
後
に
︑﹁
式
外
近
代
遣
国
国
﹂
と
し
て
上
総
︑
下
総
︑
陸
奥
︑
越
後
︑
出
雲
︑
周
防
︑
阿

波
の
各
国
を
挙
げ
て
い
る
︒﹃
延
喜
式
﹄
で
東
の
境
界
と
さ
れ
た
陸
奥
国
が
︑
こ
こ
に
⾄
て
流
刑
地
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒ 

⼩
⼝
⽒
が
律
令
制
以
前
と
律
令
制
下
の
東
の
境
界
に
つ
い
て
整
理
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑
⻫
明
天
皇
元
年
︵
六
五
五
︶
七
⽉
⼰
卯
条
に
﹁
東
︿
東
陸
奥
﹀
蝦
夷
﹂

と
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
︑﹃
令
集
解
﹄
や
﹃
続
⽇
本
紀
﹄
に
︑
陸
奥
国
を
東
限
と
す
る
記
述
が
⾒
ら
れ
る
と
い
う(

４
７)

︒
こ
れ
に
従
え
ば
︑
陸
奥
国
は
古
く
か
ら

⽇
本
列
島
の
東
限
と
⾒
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
陸
奥
国
が
当
初
流
刑
地
と
さ
れ
て
い
な
い
の
は
︑
永
⼭
⽒
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
流
⼈
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お
よ
び
配
流
地
の
管
理
が
可
能
で
な
か
た
時
期
で
あ
る
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う(

４
８)

︒
国
家
に
よ
る
陸
奥
国
の
統
治
に
関
し
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
り
︑
こ
こ
で
は

そ
の
詳
細
ま
で
⽴
ち
⼊
ら
な
い
が
︑
陸
奥
国
の
統
治
が
進
む
に
従
い
︑
流
刑
地
と
し
て
利
⽤
さ
れ
る
よ
う
に
な
た
と
推
測
で
き
る
︒ 

 
東
辺
は
︑
そ
の
後
さ
ら
に
拡
⼤
し
て
い
く
︒
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
⼗
⼆
世
紀
末
に
は
夷
島
が
流
刑
地
に
な
て
い
る
︒
中
世
の
軍
記
・
語
り
物
に
は
夷
島
が

し
ば
し
ば
東
の
境
界
と
し
て
⾔
及
さ
れ
て
お
り
︑
中
世
国
家
の
統
治
権
の
及
ぶ
範
囲
と
し
て
⾒
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る(

４
９)

︒ 
 

⽇
本
列
島
の
北
⽅
も
ま
た
︑
考
え
る
べ
き
問
題
が
あ
る
︒ 

 

﹃
延
喜
式
﹄
で
は
︑
⽇
本
列
島
の
北
限
は
佐
渡
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
前
節
で
も
︑
相
沢
⽒
に
よ
る
北
⽅
の
境
界
と
し
て
の
佐
渡
に
つ
い
て
の
研
究
に
触
れ
た
︒

そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
佐
渡
国
が
北
の
境
界
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
令
集
解
﹄
関
市
令
⼸
箭
条
の
古
記
に
﹁
東
辺
北
辺
︑

謂
⼆
陸
奥
出
⽻
等
国
⼀
也
︒﹂
と
あ
る
の
が
確
認
で
き
る
︒
熊
⽥
⽒
は
こ
の
点
と
︑
先
ほ
ど
の
﹃
延
喜
式
﹄
を
突
き
合
わ
せ
︑
北
辺
の
意
識
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
す
る
︒

熊
⽥
⽒
は
こ
の
点
に
つ
い
て
︑﹁
辺
要
﹂
の
概
念
や
流
刑
地
の
設
定
︑
出
⽻
国
の
⽀
配
の
変
遷
な
ど
に
よ
て
検
討
し
た
結
果
︑﹁
七
道
制
上
唯
⼀
の
北
⽅
ル
ト
た
る

北
陸
道
の
終
点
と
し
て
は
佐
渡
が
置
か
れ
た
も
の
の
︑
北
陸
道
の
﹁
出
端
﹂
の
国
と
し
て
成
⽴
し
な
が
ら
東
⼭
道
の
延
⻑
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
出
⽻
も
ま
た
︑
依
然

と
し
て
北
⽅
の
領
域
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒﹂
と
述
べ
︑
北
限
に
つ
い
て
は
佐
渡
国
と
出
⽻
国
が
併
存
し
て
い
た
と
結
論
付
け
る(

５
０)

︒
ま
た

熊
⽥
⽒
は
︑
佐
渡
国
が
北
限
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
中
世
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
も
⽰
し
て
い
る
︒
佐
渡
国
を
北
辺
と
す
る
意
識
は
﹃
延
喜
式
﹄
の
み
に
⾒
ら
れ
る
⼀

時
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

こ
の
よ
う
に
︑
北
辺
に
対
す
る
認
識
が
⼆
通
り
存
在
す
る
こ
と
は
︑
当
時
の
空
間
認
識
の
曖
昧
さ
を
⽰
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
⽇
本
列
島
全
体
を
四
⽅
の
⽅
⾓

で
と
ら
え
る
と
い
う
認
識
⾃
体
は
古
く
か
ら
存
在
し
た
が
︑
そ
の
境
界
と
な
る
地
に
関
し
て
は
︑
明
確
な
基
準
が
あ
る
と
は
限
ら
な
か
た
と
い
え
る
︒ 

 

⻄
⽅
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
︒
⽇
本
列
島
の
⻄
限
を
⽰
す
史
料
は
︑
北
や
東
に
⽐
べ
て
⾮
常
に
少
な
い
︒
こ
こ
で
は
︑
前
節
で
の
流
刑
地
の
検
討
の

結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
⽇
本
列
島
の
⻄
辺
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒﹃
延
喜
式
﹄
で
は
︑
⻄
は
遠
値
嘉
と
な
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
神
⻲
元
年
に
定
め
ら
れ
た
流
刑

地
の
⻄
限
は
隠
岐
国
で
あ
る
︒前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
遠
値
嘉
が
流
刑
地
と
さ
れ
た
例
は
存
在
す
る
が
︑そ
の
例
は
極
端
に
少
な
い
︒規
定
に
な
い
流
刑
地
と
し
て
は
︑

前
節
で
挙
げ
た
⽇
向
国
が
あ
る
︒
流
刑
地
と
し
て
利
⽤
で
き
る
⻄
限
と
し
て
︑
そ
う
し
た
⻄
海
道
の
国
が
機
能
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

坂
上
康
俊
⽒
は
︑﹃
延
喜
式
﹄
陰
陽
寮
20
儺
祭
条
に
挙
げ
ら
れ
た
境
界
は
︑﹁
道
﹂
の
末
端
の
国
名
の
機
械
的
な
列
挙
で
あ
る
と
し
て
︑
⻄
に
遠
値
嘉
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
の
上
で
坂
上
⽒
は
︑
防
⼈
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
や
︑﹃
朝
野
群
載
﹄
巻
三
の
﹁
対
⾺
貢
銀
記
﹂
に
お
い
て
対
⾺
が 

﹁
在
⼆
本
朝
⻄
極
⼀
﹂
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
当
時
の
さ
ら
に
重
要
な
⻄
⽅
の
国
境
は
対
⾺
で
あ
た
と
す
る(

５
１)

︒ 
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前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
⼗
⼆
世
紀
末
に
は
東
の
夷
島
に
対
し
て
︑
⻤
界
島
︵
硫
⻩
島
︶
が
⻄
の
境
界
と
さ
れ
て
い
た
と
の
研
究
が
あ
る
︒﹃
新
猿
楽
記
﹄
に
は
︑

⼋
郎
真
⼈
が
﹁
東
臻
⼆
于
浮
囚
之
地
⼀
︑
⻄
渡
⼆
於
貴
賀
之
嶋
⼀
︒﹂
と
あ
る
こ
と
や
︑
中
世
に
な
る
と
⻤
界
島
︵
硫
⻩
島
︶
を
⻄
の
境
界
と
す
る
史
料
が
多
く
⾒
ら
れ
る

こ
と
を
根
拠
と
す
る(

５
２)

︒
こ
れ
は
南
の
境
界
と
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
の
で
︑
後
ほ
ど
詳
述
す
る
︒ 

 

最
後
に
︑
南
に
関
し
て
考
え
て
お
き
た
い
︒ 

ま
ず
︑
前
節
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
︑﹃
延
喜
式
﹄
に
お
け
る
南
の
境
界
は
⼟
佐
国
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
南
海
道
の
終
点
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
認
識
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
主
な
流
刑
地
と
し
て
も
機
能
し
て
お
り
︑
認
識
の
上
で
も
︑
実
態
の
上
で
も
南
の
境
界
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
⾒
え
る
︒ 

ま
た
︑
中
世
に
は
妙
本
寺
本
﹃
曾
我
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
鎌
倉
期
の
国
家
領
域
が
投
影
さ
れ
た
記
述
と
し
て
︑
あ
る
部
分
で
は
﹁
南
⼟
佐
波
迏
﹂︑
他
の
部
分
で
は

﹁
南
限
熊
野
御
⼭
﹂
と
さ
れ
る
︒
そ
の
こ
と
に
注
⽬
し
︑
南
の
境
界
は
﹁
新
宮
か
ら
⽥
辺
付
近
に
⾄
る
紀
伊
半
島
南
部
と
⼟
佐
国
と
を
結
び
︑
包
摂
す
る
⼀
帯
の
流
動

的
な
境
域
﹂
で
あ
た
と
す
る
⾒
⽅
も
あ
る(

５
３)

︒ 

し
か
し
︑
南
に
関
し
て
は
他
に
も
考
え
る
べ
き
点
が
あ
る
︒
そ
れ
が
南
島
で
あ
る
︒
こ
の
語
の
初
⾒
と
し
て
は
︑﹃
続
⽇
本
紀
﹄
に
使
⽤
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
で

き
る
︒ 遣

下
⼆
務
広
弐
⽂
忌
⼨
博
⼠
等
⼋
⼈
于
南
嶋
⼀
覔
上
レ
国
︒
因
給
⼆
戎
器
⼀
︒︵﹃
続
⽇
本
紀
﹄
⽂
武
天
皇
⼆
年
︵
六
九
⼋
︶
四
⽉
壬
寅
条
︶ 

 

⽂
博
⼠
ら
⼋
⼈
が
南
島
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
⾒
え
る
﹁
南
嶋
﹂
と
は
︑
翌
年
に
多
褹
・
度
久
・
奄
美
・
度
感
の
⼈
々
が
朝
貢
に
訪
れ
て
い
る
こ
と
と(

５
４)

︑

後
に
﹁
南
嶋
奄
美
・
夜
久
・
度
感
・
信
覚
・
球
美
等
﹂
が
来
朝
し
︑
朝
貢
し
て
い
る
こ
と
か
ら(

５
５)

︑
多
褹
嶋
や
奄
美
を
含
む
島
々
の
総
称
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

永
⼭
⽒
に
よ
れ
ば
︑
⼋
世
紀
末
に
は
多
褹
嶋
が
流
刑
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
︑
天
⻑
元
年
︵
⼋
⼆
四
︶
に
廃
⽌
さ
れ
る
と
︑
配
流
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
た

と
い
う
︒
そ
れ
に
代
わ
て
⼀
⼆
世
紀
後
期
に
南
島
の
⼀
部
で
あ
る
イ
オ
ウ
ガ
シ
マ
︵
硫
⻩
島
︶
へ
流
刑
が
⾏
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
南
島
が
周
縁

部
と
し
て
取
り
込
ま
れ
る
に
⾄
て
︑
流
刑
地
と
し
て
の
役
割
も
果
た
す
よ
う
に
な
た
の
だ
ろ
う
︒ 

前
述
し
た
よ
う
に
︑
⻤
界
島
︵
硫
⻩
島
︶
が
⻄
の
境
界
と
さ
れ
て
い
た
と
す
る
⾒
⽅
が
す
で
に
提
⽰
さ
れ
て
い
る
︒
⼀
⽅
で
︑
硫
⻩
島
を
含
む
﹁
南
島
﹂
は
そ
の
名

称
か
ら
︑
⽇
本
列
島
の
南
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹁
南
島
﹂
と
い
う
名
前
で
あ
て
も
︑
南
の
境
界
で
あ
る
こ
と
を
⽰
す
表
現
は

⾒
ら
れ
な
い
︒
あ
く
ま
で
⻄
海
道
の
果
て
で
あ
る
薩
摩
国
の
周
縁
部
と
い
う
認
識
で
あ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
⾒
て
き
た
よ
う
に
︑
古
代
の
空
間
認
識
に
は

曖
昧
さ
が
残
る
こ
と
か
ら
︑
⽅
⾓
の
観
念
も
厳
密
に
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
︒
前
述
し
た
坂
上
⽒
は
︑﹃
延
喜
式
﹄
陰
陽
寮
儺
祭
条
に
関
し
て
︑﹁
こ
う

し
た
境
界
認
識
が
追
儺
祭
⽂
の
中
で
固
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑実
際
に
は
⼟
佐
よ
り
南
⽅
に
あ
た
南
島
に
つ
い
て
は
︑そ
れ
ら
が
境
界
領
域
で
あ
る
と
い
う
認
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識
が
︑
九
世
紀
末
に
は
希
薄
で
あ
た
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
⻄
の
境
界
と
し
て
⾒
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑

﹁
東
の
対
⽐
と
の
関
係
上
﹂
と
し
て
い
る(

５
６)

︒
南
島
と
い
う
名
称
と
︑
⻄
の
境
界
と
し
て
の
性
格
の
関
係
は
今
後
究
明
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
こ

で
は
そ
の
⽷
⼝
を
提
⽰
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
︒ 

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
古
代
の
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
夷
島
や
⻤
界
島
︵
硫
⻩
島
︶
な
ど
︑
周
縁
部
が
取
り
込
ま
れ
る
に
従
て
︑
そ
れ
ま
で
と
は
⽇
本
列
島
の
領
域

や
境
界
の
捉
え
⽅
も
変
化
し
て
い
た
こ
と
は
諸
先
⾏
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒ 

 

以
上
︑
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
︑
古
代
に
お
け
る
⽇
本
列
島
の
空
間
は
︑
そ
の
周
縁
部
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
⼈
々
の
認
識
に
影
響
を
与
え
て
き
た
︒
空
間
と
は
明
確

な
範
囲
の
規
定
が
あ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
当
時
の
⽀
配
状
況
や
︑
観
点
の
違
い
に
よ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
た
︒ 

 

お
わ
り
に 

 

本
終
章
で
は
︑
ま
ず
流
刑
地
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
︒
律
令
制
以
前
か
ら
︑
罪
⼈
を
遠
い
⼟
地
へ
追
放
す
る
⾏
為
が
⾏
わ
れ
て
い
た
︒
そ
の
時
点
で
も
︑
流
刑
地
と

し
て
選
ば
れ
た
場
所
は
境
界
性
を
帯
び
た
⼟
地
で
あ
た
︒
そ
の
後
︑
律
令
制
下
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
流
刑
地
の
中
で
も
最
も
重
い
遠
流
の
地
も
︑
都
を
中
⼼
と
し

て
︑
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
境
界
と
な
る
場
所
で
あ
た
︒
そ
れ
ら
の
流
刑
地
も
︑
周
縁
部
の
管
理
体
制
や
︑
領
域
の
変
化
に
伴
て
変
わ
て
い
た
︒
そ
の
結
果
︑

周
縁
部
の
島
が
流
刑
地
と
な
る
こ
と
が
多
く
な
り
︑
流
刑
に
﹁
島
流
し
﹂
の
イ
メ
ジ
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

つ
い
で
︑
流
刑
地
が
⽇
本
列
島
の
周
縁
部
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
空
間
認
識
の
⽅
法
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
た
︒
古
代
に
お
い
て
︑
空
間
は

東
⻄
南
北
の
境
界
を
も
て
表
現
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
⽇
本
列
島
全
体
に
限
ら
ず
︑
畿
内
や
平
安
京
周
辺
︑
あ
る
⼈
物
が
所
有
す
る
⼟
地
に
ま
で
⽤
い
ら
れ
て
い

た
︒ 

 

⽇
本
列
島
の
空
間
認
識
に
⽬
を
向
け
る
と
︑そ
の
範
囲
は
時
代
や
史
料
に
よ
て
⼀
定
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒そ
も
そ
も
⽇
本
列
島
は
東
⻄
に
⻑
い
も
の
と
認
識

さ
れ
︑
東
と
⻄
の
境
界
に
⾔
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
東
は
常
陸
国
と
安
房
国
が
流
刑
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
︑
平
安
時
代
に
は
陸
奥
国
が
東
の
境
界
と
な
り
︑

さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
そ
れ
が
夷
島
に
変
化
し
た
︒
⻄
の
境
界
は
︑
平
安
時
代
に
は
遠
値
嘉
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
時
代
が
下
る
と
⻤
界
島
︵
硫
⻩
島
︶
に
変
化
し
て
い

た
と
さ
れ
る
︒
東
⻄
の
境
界
は
︑
当
時
の
⽀
配
領
域
の
変
化
に
と
も
な
て
変
化
し
て
い
た
︒ 

 

北
の
境
界
は
︑
佐
渡
国
と
出
⽻
国
と
い
う
⼆
通
り
の
⾒
⽅
が
あ
た
︒
南
の
境
界
は
平
安
時
代
に
は
⼟
佐
国
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
中
世
に
⾄
て
⼟
佐
あ
る
い
は
熊
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野
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
︒
ま
た
︑
南
島
と
の
関
係
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒ 

 
現
代
に
お
い
て
は
国
境
や
都
道
府
県
境
︑
あ
る
い
は
市
町
村
の
境
界
が
画
定
さ
れ
︑
我
々
に
と
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
の
領
域
は
⾃
明
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
︒

し
か
し
︑
古
代
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
︑
曖
昧
さ
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
た
︒ 

前
述
し
た
よ
う
に
︑
⽇
本
列
島
の
境
界
は
そ
れ
ぞ
れ
の
⽅
⾓
が
い
ま
だ
に
問
題
を
残
し
て
お
り
︑
個
別
の
考
察
か
ら
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
︒
我
々
が

研
究
の
対
象
と
す
る
﹁
⽇
本
﹂
と
い
う
空
間
も
︑
実
は
そ
の
範
囲
す
ら
明
確
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
⼤
⼩
様
々
な
空
間
に
つ
い
て
丁
寧
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で
︑

古
代
の
⼈
々
が
⽣
活
し
て
い
た
空
間
に
対
す
る
意
識
を
復
原
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒ 
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古
典
⽂
学
全
集
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
⼆
︵
⼩
学
館
︶︑
⼀
⼆
六
⾴
頭
注
︒
唐
の
名
例
律
６
に
⼗
悪
の
⼀
つ
と
し
て
﹁
⼗
⽈
︑
内
乱
︒
謂
姦
⼆
⼩
功
以
上
親
⼀
︑

⽗
祖
姦
︑
及
与
和
者
︒﹂
と
あ
る
︒ 

(

５) 

⽊
梨
軽
太
⼦
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
歌
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
利
光
⽒
は
︑
こ
こ
に
⾒
え
る
﹁
波
夫
利
﹂
が
同
⺟
兄
妹
間
の
姧
と
い
う
ツ
ミ
に
科
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
す
る
︵
前
掲
註
︵
１
︶
論
⽂
︑
九
七
⾴
︶︒ 

於
褒
企
弥
烏 

志
摩
珥
波
夫
利 

布
儺
阿
摩
利 

異
餓
幣
利
去
牟
鋤 
和
餓
哆
哆
瀰
由
梅 

去
等
烏
許
曾 

哆
多
瀰
等
異
絆
梅 

和
餓
菟
摩
烏
由
梅 

︵
⼤
君
を
島
に
放
り
船
余
り
い
還
り
来
む
ぞ
我
が
畳
斎
め
⾔
を
こ
そ
畳
と
⾔
は
め
我
が
妻
を
斎
め
︶ 

(

６) 

﹃
⽇
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
九
年
︵
六
〇
⼀
︶
九
⽉
戊
⼦
条
︒﹃
⽇
本
書
紀
﹄
⻫
明
天
皇
四
年
︵
六
五
⼋
︶
⼗
⼀
⽉
庚
寅
条
︒ 

(

７) 

﹃
⽇
本
書
紀
﹄
景
⾏
天
皇
四
〇
年
是
歳
条
︒﹁
則
⾃
⼆
甲
斐
⼀
北
︑
転
⼆
歴
武
蔵
・
上
野
⼀
︑
⻄
逮
⼆
于
碓
⽇
坂
⼀
︒
時
⽇
本
武
尊
毎
有
下
顧
⼆
弟
橘
媛
⼀
之
情
上
︒
故 

登
⼆
碓
⽇
嶺
⼀
︑
⽽
東
南
望
之
三
歎
⽈
︑
吾
嬬
者
耶
︒︿
嬬
︑
此
云
⼆
菟
摩
⼀
︒﹀
故
因
号
⼆
⼭
東
諸
国
⼀
⽈
⼆
吾
嬬
国
⼀
也
︒﹂
と
あ
る
︒﹃
古
事
記
﹄
中
巻
で
は
﹁
⾃ 

レ
其
⼊
幸
︑
悉
⾔
⼆
向
荒
夫
琉
蝦
夷
等
⼀
︑
亦
︑
平
⼆
和
⼭
河
荒
神
等
⼀
⽽
︑
還
上
幸
時
︑
到
⼆
⾜
柄
之
坂
本
⼀
︑
於
下
⾷
⼆
御
粮
⼀
処
上
︑
其
坂
神
化
⼆
⽩
⿅
⼀
⽽
来
⽴
︒

尓
︑
即
以
⼆
其
咋
遺
之
蒜
⽚
端
⼀
︑
待
打
者
︑
中
⼆
其
⽬
⼀
︑
乃
打
殺
也
︒
故
︑
登
⼆
⽴
其
坂
⼀
︑
三
歎
︑
詔
云
阿
⾖
⿇
波
夜
︿
⾃
レ
阿
下
五
字
以
レ
⾳
也
︒﹀︒
故
︑ 

号
⼆
其
国
⼀
謂
⼆
阿
⾖
⿇
⼀
也
︒﹂
と
あ
る
︒ 
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 (
８) 

遠
藤
慶
太
﹁
持
統
太
上
天
皇
の
三
河
⾏
幸―

三
河
と
東
国―

﹂︵﹃
⽇
本
書
紀
の
形
成
と
諸
史
料
﹄
塙
書
房
︑
⼆
〇
⼀
五
年
︑
初
出
は
⼆
〇
〇
⼋
年
︶︑
三
〇
七―

三
⼀
⼀
⾴
︒ 

(

９) 
⼭
下
紘
嗣
﹁
奈
良
・
平
安
前
期
の
流
罪
に
関
す
る
⼩
考
﹂︵﹃
年
報
三
⽥
中
世
史
研
究
﹄
⼆
〇
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︶︑
七
⾴
︒ 

(

１
０) 

利
光
⽒
が
中
国
式
流
刑
の
伝
来
を
⽰
す
も
の
と
し
て
挙
げ
た
の
は
︑
天
武
天
皇
の
詔
に
み
え
る
﹁
三
流
﹂
の
語
で
あ
る
︵﹃
⽇
本
書
紀
﹄
天
武
天
皇
五
年
︵
六

七
六
︶
⼋
⽉
壬
⼦
条
︶︒
こ
れ
を
ど
の
程
度
当
時
の
も
の
と
考
え
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
︒
し
か
し
天
武
朝
に
︑
あ
る
程
度
は
唐
の
律
令
の
知
識
に
よ
て
︑

律
令
制
下
に
つ
な
が
る
流
刑
の
萌
芽
が
あ
た
可
能
性
は
あ
る
︒ 

(

１
１) 

諏
訪
国
の
分
置
は
﹃
続
⽇
本
紀
﹄
養
⽼
五
年
︵
七
⼆
⼀
︶
六
⽉
⾟
丑
条
︑
併
合
は
﹃
同
﹄
天
平
三
年
︵
七
三
⼀
︶
三
⽉
⼄
卯
条
︒ 

(

１
２) 

熊
⽥
亮
介
﹁
古
代
に
お
け
る
﹁
北
⽅
﹂
に
つ
い
て
﹂︵﹃
古
代
国
家
と
東
北
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
〇
三
年
︑
初
出
は
⼀
九
⼋
九
年
︶︑
五
⼆―

五
三
⾴
︒ 

(

１
３) 

熊
⽥
﹁
蝦
夷
と
夷
狄
﹂︵
前
掲
書
註
︵
１
２
︶
所
収
︑
初
出
は
⼀
九
⼋
六
年
︶︑
七
六―

七
九
⾴
︒
陸
奥
国
に
は
︑
天
平
宝
字
元
年
︵
七
五
七
︶
に
伊
⼑
王
が
流

さ
れ
た
こ
と
が
﹃
続
⽇
本
紀
﹄
宝
⻲
⼗
⼀
年
︵
七
⼋
〇
︶
⼆
⽉
甲
⼦
条
の
赦
免
記
事
か
ら
わ
か
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
同
時
期
に
⾒
ら
れ
る
︑
桃
⽣
・
⼩
勝
柵
の
造

営
に
伴
う
陸
奥
国
・
出
⽻
国
へ
の
柵
⼾
と
し
て
送
ら
れ
た
う
ち
の
⼀
例
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
︵﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
宝
字
三
年
︵
七
五
九
︶
七
⽉
庚
⾠
条
ほ

か
︶︒
平
安
時
代
に
は
︑
延
暦
⼗
四
年
︵
七
九
五
︶
に
軍
を
逃
れ
た
諸
国
軍
⼠
三
百
四
⼗
⼈
が
流
さ
れ
て
い
る
︵﹃
⽇
本
紀
略
﹄
延
暦
⼗
四
年
︵
七
九
五
︶
⼗
⼆
⽉

⼰
丑
条
︶
ほ
か
︑
何
例
か
確
認
で
き
る
︒
遠
値
嘉
は
︑
時
代
が
遡
る
が
天
武
天
皇
四
年
︵
六
七
五
︶
の
⿇
続
王
の
⼀
⼦
が
流
さ
れ
た
﹁
⾎
⿅
嶋
﹂
が
そ
れ
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
︵﹃
⽇
本
書
紀
﹄
天
武
天
皇
四
年
四
⽉
⾟
卯
条
︶︒ 

(

１
４) 

⼩
⼝
雅
史
﹁
⽇
本
古
代
・
中
世
に
お
け
る
境
界
観
念
の
変
遷
を
め
ぐ
る
覚
書―

古
典
籍
・
古
⽂
書
に
⾒
え
る
﹁
北
﹂
と
﹁
東
﹂―

﹂︵
皆
川
完
⼀
編
﹃
古
代
中

世
史
料
学
研
究 

下
巻
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
九
⼋
年
︒
初
出
は
⼀
九
九
五
年
︶︑
⼆
⼀
⼋―

⼆
⼆
〇
⾴
︒ 

(

１
５) 

仁
藤
敦
史
﹁
伊
⾖
国
の
成
⽴
と
そ
の
特
殊
性
﹂︵﹃
静
岡
県
史
研
究
﹄
⼀
⼆
︑
⼀
九
九
六
年
︶︑
⼀
⼆
⾴
︒ 

(

１
６) 

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
⼗
七
・
第
⼗
六
話
﹁
伊
⾖
国
⼤
島
郡
建
⼆
地
蔵
寺
⼀
語
﹂︒ 

(

１
７) 

﹃
古
今
著
聞
集
﹄
巻
第
⼗
七
・
五
九
九
話
﹁
承
安
元
年
七
⽉
︑
伊
⾖
国
奥
島
に
⻤
の
船
着
く
事
﹂︒ 

(

１
８) 

⽯
上
⼄
⿇
呂
は
︑﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
⼗
⼀
年
︵
七
三
九
︶
三
⽉
庚
申
条
で
﹁
⽯
上
朝
⾂
⼄
⿇
呂
坐
レ
姦
⼆
久
⽶
連
若
売
⼀
︑
配
⼆
流
⼟
左
国
⼀
︒﹂
と
し
て
流
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
懐
⾵
藻
﹄
に
は
配
流
先
で
の
漢
詩
が
四
⾸
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
の
⼀
⾸
は
﹁
五
⾔
︒
飄
⼆
寓
南
荒
⼀
︑
贈
⼆
在
レ
京
故
友
⼀
︒
⼀

⾸
︒﹂
と
題
さ
れ
︑
ま
た
別
の
﹁
五
⾔
︒
贈
⼆
掾
公
之
遷
レ
任
⼊
⼀
レ
京
︒
⼀
⾸
︒﹂
と
題
さ
れ
た
詩
の
中
に
は
﹁
余
含
南
裔
怨
﹂
と
の
⼀
節
が
あ
る
︒ 

(

１
９) 

相
沢
央
﹁
北
の
辺
境
・
佐
渡
国
の
特
質
﹂︵﹃
越
後
と
佐
渡
の
古
代
社
会―

出
⼟
⽂
字
資
料
の
読
解―

﹄
⾼
志
書
院
︑
⼆
〇
⼀
六
年
︑
初
出
は
⼆
〇
〇
五
年
︶︑
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⼆
⼆
⼆―

⼆
⼆
三
⾴
︒ 

(
２
０) 

三
三
六
〇
番
歌
﹁
あ
づ
ま
ぢ
の
み
ち
の
は
て
な
る
ひ
た
ち
お
び
の
か
ご
と
ば
か
り
も
あ
ひ
み
て
し
が
な
﹂︵
紀
友
則
︶︒
歌
番
号
は
新
編
国
歌
⼤
観
に
よ
る
︒ 

(

２
１) 

⽊
簡
の
⼀
例
を
⽰
せ
ば
︑﹁
安
房
国
安
房
郡
⼤
⽥
郷
⼤
屋
⾥
⼾
主
⼤
伴
部
⿊
秦
⼾
⼝
⽇
下
部
⾦
⿇
呂
輸
鰒
調
陸
⽄
／
伍
拾
玖
条
／
天
平
七
年
⼗
⽉
﹂︵
奈
良
⽂
化

財
研
究
所
﹃
平
城
京
⽊
簡 

三
﹄
四
⼋
⼋
⼋
号
︶
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
︒﹃
延
喜
式
﹄
主
計
寮
に
よ
る
と
︑
安
房
国
は
調
と
中
男
作
物
と
し
て
鰒
を
貢
納
し
て

い
た
︒ 

(

２
２) 

狩
野
久
﹁
膳
⾂
と
阿
曇
連
の
勢
⼒
圏―

古
代
に
お
け
る
鰒
の
収
取
に
つ
い
て―

﹂︵﹃
発
掘
⽂
字
が
語
る
古
代
王
権
と
列
島
社
会
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼆
〇
⼀
〇

年
︑
初
出
は
⼀
九
九
五
年
︶︑
九
⼆―

九
九
⾴
︒ 

(

２
３) 

宮
原
武
夫
﹁
東
鰒
と
隠
岐
鰒
﹂︵﹃
古
代
東
国
の
調
庸
と
農
⺠
﹄
岩
⽥
書
院
︑
⼆
〇
⼀
四
年
︑
初
出
は
⼆
〇
〇
〇
年
︶︑
四
七
⾴
︒ 

(

２
４) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
延
暦
⼆
年
︵
七
⼋
三
︶
三
⽉
丙
申
条
の
藤
原
⽥
⿇
呂
の
薨
伝
に
﹁
天
平
⼗
⼆
年
︑
坐
⼆
兄
広
嗣
事
⼀
︑
流
⼆
於
隠
伎
⼀
︒﹂
と
あ
る
︒ 

(

２
５) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
養
⽼
六
年
︵
七
⼆
⼆
︶
正
⽉
壬
戌
条
︒﹁
正
四
位
上
多
治
⽐
真
⼈
三
宅
⿇
呂
坐
下
誣
⼆
告
謀
反
⼀
︑
正
五
位
上
穂
積
朝
⾂
⽼
指
中
斥
乗
輿
上
︒
並
処
⼆

斬
刑
⼀
︒
⽽
依
⼆
皇
太
⼦
奏
⼀
︑
降
⼆
⼀
等
⼀
︑
配
⼆
流
三
宅
⿇
呂
於
伊
⾖
嶋
︑
⽼
於
佐
渡
嶋
⼀
︒﹂
と
あ
り
︑
穂
積
⽼
が
指
斥
乗
輿
の
罪
に
よ
り
佐
渡
嶋
へ
流
刑
と
な

た
︒ 

(

２
６) 

﹃
国
史
⼤
辞
典
﹄﹁
流
刑
﹂
の
項
︑
利
光
三
津
夫
⽒
執
筆
︒ 

(

２
７) 

﹃
⽇
本
三
代
実
録
﹄
貞
観
⼋
年
︵
⼋
六
六
︶
九
⽉
甲
⼦
条
︒
伴
冬
満
は
︑
応
天
⾨
に
放
⽕
し
た
と
し
て
流
刑
に
処
さ
れ
た
伴
善
男
に
連
座
し
て
流
さ
れ
た
︒ 

(

２
８) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
勝
宝
六
年
︵
七
五
四
︶
⼗
⼀
⽉
丁
亥
条
︒ 

(

２
９) 

新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
続
⽇
本
紀
﹄︵
岩
波
書
店
︶
天
平
勝
宝
六
年
⼗
⼀
⽉
甲
申
条
の
註
︒ 

(

３
０) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
宝
字
⼆
年
︵
七
五
⼋
︶
⼗
⼆
⽉
丙
午
条
︒ 

(

３
１) 

⼭
下
︑
前
掲
註
︵
９
︶
論
⽂
︑
⼀
〇―

⼀
⼀
⾴
︒ 

(

３
２) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
宝
字
七
年
︵
七
六
三
︶
⼗
⼆
⽉
丁
⾣
条
︒ 

(

３
３) 

獄
令
18
犯
徒
応
配
居
役
者
条
に
﹁
凡
犯
レ
徒
応
レ
配
⼆
居
役
⼀
者
︑
畿
内
送
⼆
京
師
⼀
︒
在
外
供
⼆
当
処
官
役
⼀
︒
其
犯
レ
流
応
レ
住
⼆
居
作
⼀
者
︑
亦
准
レ
此
︒﹂
と
あ

る
︒
防
援
に
つ
い
て
は
獄
令
20
徒
流
囚
条
に
﹁
凡
徒
流
囚
在
レ
役
者
︒
囚
⼀
⼈
両
⼈
防
援
︒﹂
と
あ
る
︒ 

(

３
４) 

永
⼭
修
⼀
﹁
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
・
イ
オ
ウ
ガ
シ
マ
考
﹂︵
笹
⼭
晴
⽣
先
⽣
還
暦
記
念
会
編
﹃
⽇
本
律
令
制
論
集
﹄
下
巻
︑
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
九
三
年
︶︑
四
五
⼀

―

四
五
⼆
⾴
︒ 
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 (
３
５) 

獄
令

１７
六
歳
条
に
﹁
凡
流
移
⼈
︑︿
移
⼈
︒
謂
︒
本
犯
除
名
者
︒﹀
⾄
⼆
配
所
⼀
︑
六
載
以
後
聴
レ
仕
︒︿
其
犯
⼆
反
逆
縁
坐
流
⼀
︑
及
因
⼆
反
逆
⼀
免
レ
死
配
流
︑
不

レ
在
⼆
此
例
⼀
︒﹀
即
本
犯
不
レ
応
レ
流
︒
⽽
特
配
流
者
︑
三
載
以
後
聴
レ
仕
︒﹂
と
あ
る
︒ 

(

３
６) 

正
確
な
割
合
を
算
出
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑﹃
続
⽇
本
紀
﹄
に
⾒
ら
れ
る
流
刑
の
例
の
う
ち
︑
史
料
に
よ
て
流
さ
れ
た
後
の
消
息
が
確
認
で
き
︑
罪
が
許

さ
れ
た
と
⾒
ら
れ
る
⼈
物
は
⼗
七
⼈
に
の
ぼ
る
︒ 

(

３
７) 

永
⼭
︑
前
掲
註
︵
３
４
︶
論
⽂
︑
四
五
三―

四
五
四
⾴
︒ 

(

３
８) 

併
合
は
﹃
続
⽇
本
紀
﹄
天
平
⼗
五
年
︵
七
四
三
︶
⼆
⽉
⾟
⺒
条
︑
復
置
は
﹃
同
﹄
天
平
勝
宝
四
年
︵
七
五
⼆
︶
⼗
⼀
⽉
⼄
⺒
条
で
確
認
で
き
る
︒ 

(

３
９) 

﹃
⽇
本
後
紀
﹄
⼤
同
四
年
︵
⼋
〇
九
︶
⼆
⽉
庚
午
条
︒ 

(

４
０) 

永
⼭
︑
前
掲
註
︵
３
４
︶
論
⽂
︑
四
⼆
三―

四
⼆
⼋
︑
四
四
⼋―

四
五
四
⾴
︒ 

(

４
１) 

永
⼭
︑
前
掲
註
︵
３
４
︶
論
⽂
︑
四
五
五
⾴
︒ 

(

４
２) 

⼤
⽯
直
正
﹁
外
が
浜
・
夷
島
考
﹂︵﹃
中
世
北
⽅
の
政
治
と
社
会
﹄
校
倉
書
房
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︒
初
出
は
⼀
九
⼋
〇
年
︶︑
村
井
章
介
﹁
外
浜
と
⻤
界
島
﹂︵﹃
⽇

本
中
世
境
界
史
論
﹄
岩
波
書
店
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︑
初
出
は
⼆
〇
〇
⼆
︑
⼆
〇
〇
七
年
︶︑
五
五
⾴
︒ 

(

４
３) 

前
⽥
晴
⼈
﹁﹁
四
⽅
国
﹂
制
の
実
態
と
性
格
﹂︵﹃
⽇
本
古
代
の
道
と
衢
﹄
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
九
六
年
︒
初
出
は
⼀
九
⼋
三
年
︶︑
⼋
六
⾴
︒ 

(

４
４) 

前
⽥
晴
⼈
﹁
古
代
国
家
の
境
界
祭
祀
と
そ
の
地
域
性
﹂︵
前
掲
書
註
︵
４
３
︶
所
収
︑
初
出
は
⼀
九
⼋
⼀
年
︶︑
五
⼋
︑
六
⼀
⾴
︒ 

(

４
５) 

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
⼗
九 

禁
制
事
︒
寛
平
七
年
︵
⼋
九
五
︶
⼗
⼆
⽉
三
⽇
太
政
官
符
︒
応
禁
⽌
五
位
以
上
及
孫
王
輙
出
畿
内
事
︒ 

(

４
６) 

﹃
平
安
遺
⽂
﹄
⼀
⼋
三
番
︒ 

(

４
７) 

⼩
⼝
︑
前
掲
註
︵
１
４
︶
論
⽂
︑
⼆
⼀
⼀―

⼆
⼀
⼆
⾴
︒ 

(

４
８) 

永
⼭
︑
前
掲
註
︵
３
４
︶
論
⽂
︑
四
五
三―

四
五
四
⾴
︒ 

(

４
９) 

⼤
⽯
︑
前
掲
註
︵
４
２
︶
論
⽂
︑
⼀
⼆―

⼀
七
⾴
︒ 

(

５
０) 

熊
⽥
︑
前
掲
註
︵
１
３
︶
論
⽂
︑
七
五―

⼋
〇
⾴
︒ 

(

５
１) 

坂
上
康
俊
﹁
⼋
⼗
⼀
世
紀
⽇
本
の
南
⽅
領
域
問
題
﹂︵
九
州
史
学
研
究
会
編
﹃
境
界
か
ら
み
た
内
と
外 

﹃
九
州
史
学
﹄
創
刊
五
〇
周
年
記
念
論
⽂
集 

下
﹄
岩
⽥
書
院
︑
⼆
〇
〇
⼋
年
︶︑
四
〇―

四
⼀
⾴
︒ 

(

５
２) 

⼤
⽯
︑
前
掲
註
︵
４
２
︶
論
⽂
︑
⼀
三―

⼀
五
⾴
︒
坂
上
︑
前
掲
註
︵
５
０
︶
論
⽂
︑
四
⼆
⾴
︒ 

(

５
３) 

綿
貫
友
⼦
﹁
⽂
献
か
ら
⾒
た
境
界
と
し
て
の
熊
野
・
⼟
佐
﹂︵
⽵
⽥
和
夫
編
﹃
古
代
・
中
世
の
境
界
意
識
と
⽂
化
交
流
﹄
勉
誠
出
版
︑
⼆
〇
⼀
⼀
年
︶︑
三
〇
九
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⾴
︒ 

(
５
４) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
⽂
武
天
皇
三
年
︵
六
九
九
︶
七
⽉
⾟
未
条
︒ 

(

５
５) 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
霊
⻲
元
年
︵
七
⼀
五
︶
正
⽉
甲
申
条
︒ 

(

５
６) 

坂
上
︑
前
掲
註
︵
５
１
︶
論
⽂
︑
四
⼀―

四
⼆
⾴
︒ 



 

170 
 

結
語
に
代
え
て 

第
⼀
節 
結
論 

⽇
本
古
代
に
お
け
る
空
間
認
識
の
様
相
と
そ
の
表
現
に
つ
い
て
︑
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
︒
以
下
に
︑
各
章
で
得
ら
れ
た
結
論
を
簡
潔
に
述
べ
て
お
く
︒ 

﹁
序
章―

⽇
中
都
城
空
間
⽐
較
論―

﹂
で
は
︑
⻑
安
と
︑
そ
れ
に
倣
て
造
営
さ
れ
た
平
城
京
と
平
安
京
に
つ
い
て
︑
各
都
城
の
構
造
と
︑
そ
れ
に
関
連
す
る
⽂
学

作
品
を
通
じ
て
︑
都
城
と
い
う
空
間
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
を
概
観
し
た
︒
古
代
に
お
け
る
⽂
学
作
品
の
担
い
⼿
は
都
城
に
住
む
⼈
々
で
あ
り
︑
都
城

の
構
造
が
⽂
学
作
品
の
舞
台
の
選
択
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
た
︒ 

 

﹁
第
⼀
部 

奈
良
時
代
に
お
け
る
空
間
認
識
﹂
で
は
︑
奈
良
時
代
の
⼈
々
の
空
間
認
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
た
か
を
︑
中
央
と
地
⽅
の
関
係
や
︑
そ
れ
に
付

随
す
る
境
界
に
着
⽬
し
て
論
じ
た
︒ 

第
⼀
部
第
⼀
章
﹁﹃
万
葉
集
﹄
に
み
る
﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
へ
の
意
識
﹂
で
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
中
の
﹁
み
や
こ
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
語
を
中
⼼
に
︑
そ
れ
に
関

係
す
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
や
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
も
含
め
︑
歴
史
的
な
背
景
や
歌
の
場
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
ら
の
語
が
持
つ
具
体
的
な
姿
を
明
ら
か
に
し
た
︒﹁
み
や
こ
﹂
と

い
う
語
は
都
城
の
変
遷
に
伴
て
天
皇
の
居
所
か
ら
官
⼈
の
⽣
活
空
間
を
指
す
よ
う
に
な
り
︑そ
れ
は
畿
内
よ
り
も
重
視
さ
れ
た
︒官
⼈
た
ち
に
と
て
︑﹁
み
や
こ
﹂

に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
﹁
ひ
な
﹂
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
や
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
と
も
異
な
る
異
質
な
場
所
で
あ
た
︒ 

第
⼀
部
第
⼆
章﹁
⼋
世
紀
に
お
け
る
境
界
認
識―

⼤
和
国
を
中
⼼
に―

﹂で
は
︑⼋
世
紀
に
お
け
る
⼤
和
国
周
辺
の
ど
の
よ
う
な
場
所
が
境
界
と
さ
れ
て
い
た
の
か
︑

そ
し
て
そ
の
境
界
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
⾃
然
と
⼈
⼯
の
両
⾯
か
ら
検
討
し
た
︒当
時
は
⼭
や
川
が
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
︑あ
る
地
点

を
境
界
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
⾃
ら
が
交
通
路
を
利
⽤
し
て
移
動
す
る
際
の
状
況
を
投
影
し
た
も
の
で
あ
た
︒
ま
た
︑
境
界
に
囲
ま
れ
た
空
間
の
把
握

に
つ
い
て
も
︑
明
確
な
領
域
の
意
識
が
あ
た
の
で
は
な
く
︑
⾃
⾝
の
経
験
と
認
知
に
よ
る
も
の
で
あ
た
︒ 

﹁
第
⼆
部 

平
安
京
を
め
ぐ
る
空
間
認
識
﹂
で
は
︑
平
安
時
代
の
平
安
京
を
論
点
の
中
⼼
に
据
え
︑
貴
族
の
移
動
や
︑﹁
み
や
こ
﹂﹁
ゐ
な
か
﹂
の
概
念
か
ら
⾒
た
平

安
京
を
取
り
巻
く
空
間
の
様
相
に
つ
い
て
論
じ
た
︒ 

第
⼆
部
第
⼀
章
﹁﹃
⼩
右
記
﹄
に
み
る
貴
族
の
移
動
と
平
安
京
﹂
で
は
︑
藤
原
実
資
の
⽇
記
で
あ
る
﹃
⼩
右
記
﹄
を
史
料
と
し
て
︑
そ
こ
に
⾒
ら
れ
る
貴
族
の
移
動

や
平
安
京
周
辺
の
地
名
に
関
す
る
記
事
を
中
⼼
に
分
析
し
た
︒
平
安
京
の
周
辺
に
は
︑
固
有
名
詞
で
記
さ
れ
る
寺
院
や
⼭
庄
の
ほ
か
に
︑﹁
北
⼭
﹂﹁
東
⼭
﹂
な
ど
の
漠

然
と
し
た
地
名
で
呼
ば
れ
る
⾯
的
な
エ
リ
ア
が
京
を
取
り
囲
む
よ
う
に
広
が
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
平
安
京
に
住
む
貴
族
が
︑
京
外
に
出
る
機
会
が
少
な
い
こ
と
に
起
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因
す
る
︒
そ
う
し
た
エ
リ
ア
は
︑
貴
族
に
と
て
平
安
京
内
に
は
な
い
も
の
を
補
完
す
る
た
め
の
場
所
で
あ
た
︒ 

第
⼆
部
第
⼆
章
﹁
平
安
貴
族
と
﹁
ゐ
な
か
﹂﹂
で
は
︑
平
安
時
代
の
⽂
学
作
品
に
⾒
ら
れ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
の
語
に
着
⽬
し
︑
そ
れ
が
平
安
京
の
貴
族
に
と
て
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
た
の
か
を
考
察
し
た
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
と
⽐
較
し
て
﹃
源
⽒
物
語
﹄
で
は
⽤
例
が
増
加
す
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
が
指
す
範
囲
も
︑

平
安
京
周
辺
か
ら
︑
平
安
京
を
遠
く
離
れ
た
場
所
ま
で
︑
広
い
範
囲
を
指
し
て
い
た
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
平
安
京
が
⽇
本
列
島
の
中
⼼
と
し
て
強
い
⼒
を
持
ち
︑﹁
ゐ

な
か
﹂
を
意
識
す
る
主
体
で
あ
る
貴
族
が
京
外
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
く
な
た
こ
と
が
背
景
に
あ
た
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
に
対
し
て
は
︑
蔑
視
と
と
も
に
︑
京
内
に
な

い
も
の
を
求
め
る
両
⾯
的
な
意
識
が
あ
た
︒ 

補
論
﹁
平
安
時
代
に
お
け
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂﹂
で
は
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
に
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
語
と
︑
平
安
京
と
の
関
わ
り
を
考
察
し

た
︒
平
安
時
代
に
は
﹁
ゐ
な
か
﹂
と
﹁
ひ
な
﹂
の
境
⽬
は
曖
昧
に
な
り
︑
結
果
的
に
﹁
ゐ
な
か
﹂
が
拡
⼤
し
た
︒
ま
た
︑
作
品
に
描
か
れ
る
﹁
ゐ
な
か
﹂
も
虚
構
の
も

の
と
な
て
い
た
︒﹁
ゐ
な
か
﹂
が
虚
構
と
な
て
い
く
背
景
に
は
︑
平
安
時
代
の
⽂
学
が
﹃
万
葉
集
﹄
と
異
な
り
︑
平
安
京
に
住
む
貴
族
た
ち
が
︑
平
安
京
の
中

で
多
く
の
作
品
を
⽣
み
出
す
よ
う
に
な
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒ 

﹁
終
章―

国
⼟
と
空
間
認
識―

﹂
で
は
︑
ま
ず
古
代
の
流
刑
地
の
形
成
を
︑
空
間
認
識
と
い
う
観
点
で
捉
え
た
︒
流
刑
地
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
⽇
本
列
島
の
中
で
︑
境

界
性
を
帯
び
た
場
所
で
あ
た
︒そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑境
界
か
ら
⾒
た
⽇
本
列
島
と
い
う
空
間
に
つ
い
て
考
え
る
と
︑ま
ず
境
界
は
東
⻄
南
北
の
四
⽅
向
で
表
さ
れ
る
︒

そ
し
て
そ
の
境
界
は
時
代
に
よ
て
変
化
し
︑
そ
れ
に
と
も
な
て
⽇
本
列
島
の
範
囲
の
捉
え
⽅
も
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
た
︒ 

全
体
を
通
し
て
は
︑
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
る
︒ 

古
代
の
空
間
認
識
は
︑﹁
み
や
こ
﹂
す
な
わ
ち
都
城
の
存
在
を
無
視
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
現
在
︑
我
々
が
⽬
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
は
︑
⽇
本
列

島
の
中
⼼
で
あ
た
都
城
に
住
ん
で
い
た
⼈
々
の
⼿
に
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
場
所
や
構
造
な
ど
︑
都
城
の
変
化
に
伴
て
︑
そ
れ
を
取
り
巻
く
空
間
も
変
化
す

る
︒
ま
ず
︑
藤
原
京
に
始
ま
る
都
城
が
で
き
た
こ
と
に
よ
て
︑
官
⼈
が
そ
こ
に
集
住
し
︑
共
通
認
識
と
し
て
の
﹁
み
や
こ
﹂
が
で
き
る
︒
藤
原
京
で
は
ま
だ
そ
れ
ほ

ど
確
⽴
し
て
い
な
か
た
﹁
み
や
こ
﹂
へ
の
意
識
は
︑
平
城
京
に
遷
都
し
て
か
ら
は
強
固
な
も
の
と
な
た
︒
そ
し
て
︑
平
安
京
へ
遷
都
し
︑
⻑
く
﹁
み
や
こ
﹂
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
で
︑
強
い
求
⼼
⼒
を
持
た
︒ 

 

空
間
認
識
は
︑⼈
の
移
動
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
︒中
央
か
ら
地
⽅
へ
と
移
動
す
る
こ
と
で
︑﹁
み
や
こ
﹂の
⼈
々
は
そ
の
外
の
空
間
を
認
識
し
た
の
で
あ
る
︒

律
令
制
に
よ
て
国
司
の
赴
任
な
ど
の
移
動
が
増
え
る
と
︑
同
時
に
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
外
の
空
間
へ
の
認
識
が
⽣
ま
れ
た
︒
反
対
に
︑
平
安
時
代
に
﹁
み
や
こ
﹂
の
外

へ
出
る
こ
と
が
減
る
と
︑
外
の
世
界
に
対
す
る
認
識
も
変
質
し
て
い
く
︒﹁
東
⼭
﹂
な
ど
の
地
域
名
や
︑﹁
ゐ
な
か
﹂
の
登
場
も
そ
の
⼀
例
で
あ
る
︒ 

ま
た
︑
空
間
認
識
の
範
囲
は
︑
認
識
す
る
主
体
が
⾏
動
す
る
範
囲
に
影
響
さ
れ
る
︒
第
⼀
部
第
⼆
章
で
は
︑
交
通
路
と
境
界
が
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
を
述
べ
た
︒
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第
⼆
部
第
⼀
章
で
は
︑
貴
族
の
移
動
の
機
会
の
少
な
さ
が
︑
平
安
京
の
周
辺
部
を
漠
然
と
捉
え
る
認
識
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
終
章
で
述
べ
た

⽀
配
領
域
の
変
化
に
よ
る
境
界
の
変
化
も
︑
中
央
が
︑
⽀
配
が
及
ん
で
い
る
と
認
識
し
︑
国
司
な
ど
を
配
す
る
場
所
が
拡
⼤
す
る
こ
と
で
起
こ
る
も
の
で
あ
り
︑
⼤
き

な
意
味
で
は
同
様
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
古
代
の
⼈
々
が
認
識
す
る
空
間
と
は
︑
⾃
⾝
の
⾏
動
範
囲
を
投
影
し
た
も
の
で
あ
た
︒
⾃
⾝
の
⾏
動
と
結
び
つ

い
た
空
間
は
︑
明
瞭
に
認
識
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
空
間
認
識
と
は
︑
当
時
の
制
度
や
社
会
に
よ
る
部
分
も
あ
る
が
︑
基
本
的
に
は
⾮
常
に
主
観
的
な
も
の
の
集
合
体
で
あ

る
︒ 空

間
と
は
歴
史
学
だ
け
の
課
題
で
は
な
く
︑
同
様
に
地
理
学
や
考
古
学
︑
⽂
学
︑
⺠
俗
学
な
ど
各
分
野
が
独
⾃
に
持
つ
課
題
で
も
な
い
︒
各
分
野
の
資
料
や
成
果
が

⽰
す
も
の
は
⼤
き
な
空
間
の
断
⽚
で
あ
り
︑
そ
れ
を
丁
寧
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
⽴
体
的
に
古
代
の
空
間
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

第
⼆
節 

今
後
の
課
題
と
展
望 

第
⼀
部
と
第
⼆
部
で
は
︑
奈
良
時
代
と
平
安
時
代
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
や
境
界
の
認
識
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
︑
そ
の
視
点
は
都
城
を
中
⼼
と
す
る
も
の
に
な
た
︒

都
城
に
対
す
る
も
の
と
し
て
﹁
ひ
な
﹂
や
﹁
ゐ
な
か
﹂
を
対
象
に
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
︑
概
念
的
な
分
析
の
傾
向
が
強
く
な
た
︒
例
え
ば
︑
第
⼀
部
第
⼀
章
で
⾒

た
よ
う
に
︑﹃
万
葉
集
﹄
で
使
⽤
さ
れ
る
﹁
ひ
な
﹂
と
い
う
語
⼀
つ
を
と
て
も
︑
⼤
伴
旅
⼈
に
と
て
の
⼤
宰
府
や
︑
そ
の
⼦
家
持
に
と
て
の
越
中
国
な
ど
︑
内

実
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
︒
ま
た
︑
第
⼀
部
第
⼆
章
で
は
⼤
和
国
周
辺
の
境
界
を
対
象
と
し
た
が
︑
そ
れ
が
他
の
国
に
も
敷
衍
で
き
る
こ
と
な
の
か
︑
地
形
の
違
い
が
認

識
の
違
い
を
⽣
む
可
能
性
が
あ
る
の
か
な
ど
︑
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
︒
今
後
は
︑
具
体
的
な
地
⽅
に
お
け
る
空
間
や
境
界
の
認
識
も
検
討
の
対
象
と
し
た
い
︒
そ

の
こ
と
に
よ
て
︑
単
純
な
中
央
対
地
⽅
と
い
う
⾒
⽅
を
脱
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
地
⽅
の
違
い
や
役
割
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ひ
い
て
は
︑
古
代
に
お
け
る
⽇
本
と
い

う
国
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
︒ 

 

﹁
問
題
の
所
在
﹂で
は
︑中
世
史
に
お
い
て
⽇
本
列
島
全
体
を
対
象
と
し
て
空
間
認
識
を
論
じ
た
研
究
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
︒本
論
⽂
で
も
︑そ
れ
ら
に
導
か
れ
︑

終
章
に
お
い
て
︑
流
刑
地
の
問
題
を
⼀
例
と
し
て
︑
古
代
に
お
い
て
⽇
本
列
島
と
い
う
空
間
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
︒

し
か
し
︑
流
刑
地
と
い
う
⼀
事
項
だ
け
で
は
︑
⽇
本
列
島
全
体
の
空
間
を
理
解
す
る
に
は
不
⼗
分
で
あ
る
︒
終
章
で
は
さ
ら
に
︑
東
⻄
南
北
の
境
界
か
ら
︑
古
代
の
⽇

本
列
島
と
い
う
空
間
の
広
が
り
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
た
が
︑
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
︑
よ
り
包
括
的
な
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
地

⽅
⽀
配
や
外
国
と
の
交
易
な
ど
︑
⽇
本
列
島
と
い
う
空
間
を
意
識
す
る
場
⾯
に
も
⽬
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑
周
辺
諸
国
を
含
め
た
⼤
き
な
空
間
の
中
で

の
⽇
本
の
位
置
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
︒ 
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本
論
⽂
で
述
べ
た
こ
と
は
︑い
わ
ば
貴
族
の
空
間
認
識
で
あ
る
︒中
世
に
な
り
︑武
⼠
が
現
れ
︑東
国
に
幕
府
が
成
⽴
す
る
こ
と
で
空
間
認
識
は
ど
う
な
た
の
か
︒

﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
︒ 

此
間
︑疫
癘
流
布
︒武
州
殊
令
レ
驚
給
之
処
︑被
レ
⾏
⼆
四
⾓
四
境
⻤
気
祭
⼀
︒可
⼆
対
治
⼀
之
由
︑陰
陽
権
助
国
道
申
⼆
⾏
之
⼀
︒謂
⼆
四
境
⼀
者
︑東
六
浦
︑南
⼩
壺
︑

⻄
稲
村
︑
北
⼭
内
云
々
︒︵
元
仁
元
年
⼗
⼆
⽉
⼆
⼗
六
⽇
条
︶ 

元
仁
元
年
︵
⼀
⼆
⼆
四
︶︑
鎌
倉
で
疫
病
が
流
⾏
し
︑
四
⾓
四
境
祭
が
⾏
わ
れ
た
︒
四
⾓
四
境
祭
は
︑
平
安
京
で
⾏
わ
れ
た
祭
祀
で
あ
る
︒
そ
れ
が
︑
場
所
も
政
治

の
担
い
⼿
も
異
な
る
鎌
倉
で
⾏
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒平
安
京
の
貴
族
の
⽅
法
を
︑異
な
る
場
所
や
階
層
の
⼈
々
が
取
り
⼊
れ
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ

る
の
か
︒
こ
れ
は
空
間
認
識
の
主
体
が
変
化
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
︑
古
代
か
ら
中
世
へ
移
⾏
す
る
過
程
で
の
空
間
認
識
を
把
握
す
る
上
で

重
要
な
視
点
と
な
る
だ
ろ
う
︒ 

 

お
わ
り
に 

空
間
と
は
︑
そ
の
中
に
変
化
す
る
も
の
を
内
包
し
な
が
ら
︑
時
に
そ
れ
⾃
⾝
の
外
部
と
の
境
界
も
変
化
し
な
が
ら
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
制
度
や

⾔
葉
な
ど
︑
多
様
な
⽅
法
で
現
出
す
る
︒ 

例
え
ば
平
安
京
は
︑
近
世
ま
で
⻑
ら
く
﹁
み
や
こ
﹂
あ
る
い
は
﹁
京
﹂
と
し
て
存
在
し
た
︒
本
論
⽂
で
は
平
安
時
代
の
様
⼦
を
取
り
上
げ
た
が
︑
そ
の
後
の
展
開
や

変
貌
も
著
し
い
︒
慶
滋
保
胤
の
記
し
た
﹃
池
亭
記
﹄
の
記
述
か
ら
︑
右
京
は
早
く
か
ら
衰
退
し
た
と
⾒
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
実
際
に
は
︑
衰
退
し
た
部
分
と
都
市

的
景
観
を
残
し
た
部
分
と
が
あ
た
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
道
路
が
河
川
に
変
化
し
た
箇
所
も
あ
る
と
い
う(

１)

︒
そ
の
⼀
⽅
で
︑
左
京
は
平
安
時
代
中
期
以
降
の
遺
物
・

遺
構
が
増
⼤
す
る
こ
と
か
ら
︑
集
住
の
度
合
い
が
⾼
ま
た
と
い
う(

２)
︒
上
村
和
直
⽒
の
整
理
に
よ
れ
ば
︑
平
安
時
代
の
時
点
で
左
京
域
北
側
・
左
京
域
東
側
・
左
京

域
南
東
部
に
街
区
が
作
ら
れ
た
と
い
う(

３)

︒
院
政
期
以
降
に
な
る
と
︑
東
は
鴨
川
を
越
え
た
場
所
ま
で
発
展
す
る
︒
藤
原
⽒
の
所
有
す
る
⽩
河
殿
︵
⽩
河
院
︶
が
⽩
河

天
皇
に
献
上
さ
れ
︑
⽩
河
天
皇
は
そ
の
周
辺
に
六
勝
寺
と
呼
ば
れ
る
寺
々
を
建
⽴
し
た
︒﹁
京
⽩
河
﹂
と
︑
京
と
並
ん
で
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
発
展
し
た
こ
と
は
す
で
に

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る(

４)

︒
そ
の
他
に
も
︑
御
室
・
宇
治
・
⿃
⽻
殿
・
法
住
寺
殿
・
嵯
峨
・
六
波
羅
と
い
た
京
外
の
地
域
に
市
街
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
も

判
明
し
て
い
る(

５)

︒
⼭
⽥
邦
和
⽒
は
︑
院
政
期
以
降
の
⽩
河
な
ど
を
﹁
衛
星
都
市
﹂
と
呼
び
︑
同
時
期
の
平
安
京
の
都
市
構
造
を
﹁
巨
⼤
都
市
複
合
体
﹂
と
呼
ぶ(

６)

︒

平
安
京
は
そ
の
内
部
も
変
化
し
な
が
ら
︑
本
来
は
外
部
で
あ
た
場
所
に
ま
で
拡
⼤
し
つ
つ
変
容
し
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
考
え
て
も
︑
平
安
京
は
︑
造
営

さ
れ
て
そ
れ
ほ
ど
経
た
な
い
頃
か
ら
︑
現
在
復
原
さ
れ
て
い
る
条
坊
の
通
り
に
存
在
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒ 
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ま
た
︑
そ
の
名
称
も
平
安
時
代
後
期
か
ら
は
﹁
京
都
﹂
が
定
着
す
る
と
さ
れ
る(

７)

︒ 
⼗
三
世
紀
中
頃
か
ら
は
︑
嵯
峨
が
都
市
的
な
様
相
を
強
め
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る(

８)

︒
市
街
に
⽬
を
向
け
る
と
︑
中
世
後
期
の
京
都
に
関
し
て
︑
室
町

時
代
に
は
︑
か
つ
て
の
左
京
の
今
出
川
通
か
ら
六
条
通
の
間
に
市
街
地
が
広
が
り
︑
公
家
邸
や
武
家
邸
が
上
京
に
集
中
し
︑
下
京
に
町
屋
が
集
中
し
て
い
た
と
い
う
︒

応
仁
の
乱
を
経
た
戦
国
時
代
に
は
全
体
と
し
て
市
街
地
が
縮
⼩
し
︑市
街
地
が
上
京
と
下
京
に
か
た
ま
り
を
な
し
て
分
離
し
た
状
況
を
⽰
し
︑そ
れ
以
外
に
も
散
在
す

る
市
街
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る(

９)

︒
中
世
の
京
都
は
︑
分
散
し
た
市
街
の
集
合
体
で
あ
る
と
の
⾒
⽅
も
あ
る(

１
０)

︒ 

近
世
初
期
に
は
︑
豊
⾂
秀
吉
に
よ
て
京
都
の
改
造
が
⾏
わ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
︒
聚
楽
第
が
造
営
さ
れ
︑
公
家
町
︑
武
家
地
︑
⾜
軽
町
︑
寺
社
地
︑
町
⼈

地
︑
賤
⺠
居
住
地
な
ど
が
区
分
さ
れ
︑
市
街
を
取
り
囲
む
御
⼟
居
が
築
か
れ
た
︒
こ
の
改
造
を
︑
聚
楽
第
を
中
⼼
と
し
た
城
下
町
化
と
評
価
す
る
⾒
⽅
も
あ
る(

１
１)

︒ 

ま
た
︑
室
町
時
代
末
期
か
ら
江
⼾
時
代
に
か
け
て
は
︑
洛
中
洛
外
図
と
呼
ば
れ
る
︑
京
都
周
辺
の
⾵
景
や
⽣
活
が
描
か
れ
た
図
が
盛
⾏
し
︑
京
都
の
姿
は
絵
と
し
て

繰
り
返
し
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒ 

天
皇
が
東
京
へ
移
た
明
治
時
代
以
降
も
︑
京
都
の
変
化
は
続
い
た
︒
明
治
時
代
に
は
﹁
京
都
策
﹂
と
呼
ば
れ
る
再
開
発
が
⾏
わ
れ
︑
市
街
地
整
備
や
︑
琵
琶
湖
疎

⽔
の
建
設
︑⽔
道
や
道
路
の
整
備
な
ど
が
⾏
わ
れ
た
と
い
う(

１
２)

︒そ
の
後
も
︑周
辺
部
を
取
り
込
み
市
域
を
拡
⼤
し
︑⾏
政
的
な
区
画
は
変
化
し
な
が
ら
も﹁
京
都
﹂

と
呼
ば
れ
る
⼀
帯
を
形
成
し
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
多
く
の
⼈
々
が
⽣
活
を
営
ん
で
い
る
︒ 

本
論
⽂
で
は
古
代
の
空
間
を
検
討
対
象
と
し
た
︒
し
か
し
︑
古
代
と
は
︑
現
代
と
隔
絶
さ
れ
た
遠
い
昔
と
し
て
︑
そ
こ
だ
け
を
切
り
離
し
て
考
え
る
必
要
は
な
い
︒

古
代
の
空
間
を
考
え
る
こ
と
は
︑
現
代
に
受
け
継
が
れ
︑
⾃
ら
が
⽣
活
す
る
空
間
が
ど
の
よ
う
に
で
き
あ
が
た
の
か
︑
な
ぜ
現
在
の
姿
を
し
て
い
る
の
か
な
ど
︑
⾃

ら
が
よ
て
⽴
つ
場
所
に
つ
い
て
考
え
る
⼀
助
と
な
る
も
の
で
あ
る
︒ 

 註

 (

１) 

⼭
⽥
邦
和
﹁
中
世
都
市
京
都
の
成
⽴―

⼯
⼈
町
の
発
達
と
中
世
都
市―
﹂︵
古
代
都
城
制
研
究
集
会
実
⾏
委
員
会
﹃
古
代
都
城
制
研
究
集
会
第
三
回
報
告
集 

代

都
市
の
構
造
と
展
開
﹄
奈
良
⽂
化
財
研
究
所
︑
⼀
九
九
⼋
年
︶︑
⼆
七
三―
⼆
⼋
⼆
⾴
︒ 

(

２) 

上
村
和
直
﹁
平
安
京
の
変
容
と
﹁
京
都
﹂
の
成
⽴
﹂︵
吉
村
武
彦
・
⼭
路
直
充
編
﹃
都
城 

古
代
⽇
本
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
﹄
⻘
⽊
書
店
︑
⼆
〇
〇
七
年
︶︑
⼀
四

〇―

⼀
四
⼀
⾴
︒ 

(

３) 

上
村
︑
前
掲
註
︵
２
︶
論
⽂
︑
⼀
四
三―

⼀
四
四
⾴
︒ 

(

４) 

井
上
満
郎
﹁
新
都
市
の
な
り
た
ち
﹂︵﹃
京
都 

よ
み
が
え
る
古
代
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
書
房
︑
⼀
九
九
⼀
年
︶
⼀
七
六―

⼀
七
七
⾴
︒
朧
⾕
寿
﹁
平
安
後
期
︵
九
世
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紀
末
⼗
⼆
世
紀
︶﹂︵
⾓
⽥
⽂
衞
総
監
修
﹃
平
安
京
提
要
﹄
⾓
川
書
店
︑
⼀
九
九
四
年
︶︑
⼋
五―

⼋
六
⾴
︒ 

(
５) 

上
村
︑
前
掲
註
︵
２
︶
論
⽂
︑
⼀
四
六―

⼀
五
⼋
⾴
︒ 

(

６) 
⼭
⽥
邦
和
﹁
⽩
河
・
⿃
⽻
と
平
安
京
の
平
家
邸
宅
﹂︵﹃
⽇
本
中
世
の
⾸
都
と
王
権
都
市
﹄
⽂
理
閣
︑
⼆
〇
⼀
⼆
年
︑
初
出
は
⼆
〇
〇
六
・
⼆
〇
〇
⼋
年
︶︑
⼀
三

四―
⼀
三
五
⾴
︒ 

(

７) 

上
村
︑
前
掲
註
︵
２
︶
論
⽂
︑
⼀
六
四
⾴
︒ 

(

８) 

⼭
⽥
邦
和
﹁
院
政
王
権
都
市
嵯
峨
の
成
⽴
と
展
開
﹂(

前
掲
書
註
︵
６
︶
に
収
録
︑
初
出
は
⼆
〇
〇
七
年)

︑
⼆
七
七―

⼆
七
⼋
⾴
︒
⾦
⽥
章
裕
﹃
古
地
図
で
⾒
る

京
都
﹄
平
凡
社
︑
⼆
〇
⼀
六
年
︑
⼀
〇
⼀―

⼀
〇
六
⾴
︒ 

(

９) 

仁
⽊
宏
﹁
中
世
後
期
京
都
の
都
市
空
間
復
原
の
試
み
﹂︵
⾦
⽥
章
裕
編
﹃
平
安
京―

京
都 

都
市
図
と
都
市
構
造
﹄
京
都
⼤
学
学
術
出
版
会
︑
⼆
〇
〇
七
年
︶︑

⼀
⼋
九―

⼀
九
三
⾴
︒
⾦
⽥
︑
前
掲
書
註(

８)

︑
⼋
〇―

⼋
三
⾴
︒ 

(

１
０) 

⾦
⽥
︑
前
掲
書
註
︵
８
︶︑
⼀
⼀
四
⾴
︒ 

(

１
１) 

杉
森
哲
也
﹁
近
世
京
都
の
成
⽴―
京
都
改
造
を
中
⼼
に
﹂︵﹃
近
世
京
都
の
都
市
と
社
会
﹄
東
京
⼤
学
出
版
会
︑
⼆
〇
〇
⼋
年
︑
初
出
は
⼆
〇
〇
⼀
年
︶︑
三
九

⾴
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
の
政
治
状
況
の
変
化
に
よ
り
︑
聚
楽
第
が
破
却
さ
れ
︑
⼤
名
屋
敷
な
ど
が
伏
⾒
に
移
転
し
た
こ
と
で
︑
城
下
町
の
基
本
的
要
素
を
喪
失
し

た
と
す
る
︵
同
書
四
三
⾴
︶︒ 

(

１
２) 

京
都
市
﹃
京
都
の
歴
史 

第
⼋
巻 

古
都
の
近
代
﹄
京
都
市
史
編
さ
ん
所
︑
⼀
九
七
五
年
︑
⼀
⼋―

⼆
四
⾴
︒ 
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本
論
⽂
で
は
︑
史
料
の
引
⽤
に
あ
た
て
以
下
の
⽂
献
に
拠
た
が
︑
⼀
部
表
記
を
変
更
し
た
︒ 

新
訂
増
補
国
史
⼤
系
﹃
⽇
本
書
紀
﹄﹃
続
⽇
本
紀
﹄﹃
⽇
本
三
代
実
録
﹄﹃
類
聚
国
史
﹄﹃
⽇
本
紀
略
﹄﹃
令
義
解
﹄﹃
延
暦
交
替
式
・
貞
観
交
替
式
・
延
喜
交
替
式
・
弘
仁

式
・
延
喜
式
﹄﹃
朝
野
群
載
﹄﹃
吾
妻
鏡
﹄︵
吉
川
弘
⽂
館
︶ 

⼤
⽇
本
古
記
録
﹃
⼩
右
記
﹄﹃
御
堂
関
⽩
記
﹄︵
岩
波
書
店
︶ 

増
補
史
料
⼤
成
﹃
権
記
﹄﹃
左
経
記
﹄︵
臨
川
書
店
︶ 

⽇
本
思
想
体
系
﹃
律
令
﹄︵
岩
波
書
店
︶ 

⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
懐
⾵
藻
・
⽂
華
秀
麗
集
・
本
朝
⽂
粋
﹄︵
⼩
島
憲
之
校
注
︑
岩
波
書
店
︶ 

新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄︵
⼩
町
⾕
照
彦
校
注
︶﹃
千
載
和
歌
集
﹄︵
⽚
野
達
郎
・
松
野
陽
⼀
校
注
︶﹃
平
安
私
家
集
﹄︵
⽝
養
廉
・
後
藤
祥
⼦
・
平
野
由

紀
⼦
校
注
︶︵
岩
波
書
店
︶ 

新
編
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集
﹃
古
事
記
﹄︵
⼭
⼝
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
︶﹃
万
葉
集
﹄︵
⼩
島
憲
之
・
⽊
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
︶﹃
⾵
⼟
記
﹄︵
植
垣
節
也
校
注
︶

﹃
⽵
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
⼤
和
物
語
・
平
中
物
語
﹄︵
⽚
桐
洋
⼀
・
福
井
貞
助
・
⾼
橋
正
治
・
清
⽔
好
⼦
校
注
︶﹃
古
今
和
歌
集
﹄︵
⼩
沢
正
夫
・
松
⽥
成
穂
校
注
︶

﹃
⼟
佐
⽇
記
・
蜻
蛉
⽇
記
﹄︵
菊
池
靖
彦
・
⽊
村
正
中
・
伊
牟
⽥
経
久
校
注
︶﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄︵
中
野
幸
⼀
校
注
︶﹃
枕
草
⼦
﹄︵
松
尾
聰
・
永
井
和
⼦
校
注
︶﹃
源
⽒

物
語
﹄︵
阿
部
秋
⽣
・
秋
⼭
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
⽊
⽇
出
男
校
注
︶﹃
和
泉
式
部
⽇
記
・
紫
式
部
⽇
記
・
更
級
⽇
記
・
讃
岐
典
侍
⽇
記
﹄︵
藤
岡
忠
美
・
中
野
幸
⼀
・

⽝
養
廉
・
⽯
井
⽂
夫
校
注
︶﹃
狭
⾐
物
語
﹄︵
⼩
町
⾕
照
彦
・
後
藤
祥
⼦
校
注
︶﹃
今
昔
物
語
集
﹄︵
⾺
淵
和
夫
・
国
東
⽂
麿
・
稲
垣
泰
⼀
校
注
︶︵
⼩
学
館
︶ 

新
釈
漢
⽂
⼤
系
﹃
史
記
﹄﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄︵
明
治
書
院
︶ 

東
洋
⽂
庫
﹃
唐
詩
三
百
⾸
﹄﹃
新
猿
楽
記
﹄︵
平
凡
社
︶ 

﹃
新
編
国
歌
⼤
観
﹄︵
⾓
川
書
店
︶ 

﹃
群
書
類
従
﹄
第
⼋
輯
︵
⼋
⽊
書
店
︶ 


