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の

一-

士
口

刀C

ヌヌ
去五.

柿
本
人
謄
が

す
な
わ
ち
後
の
文
武
天

の
伴
を
し
て
、

野
に
狩

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

に
出
か
け
た
時
に
作
っ
た
歌
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
取
上
げ
た
い
と
思
う
の
は
、
右
の

に
つ
い
て
で
な

子
、
安

の
野
に
宿
り
ま
し
し
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
歌

ぃ
。
反
歌
の
三
番
目
に
原
文
で
出
し
て
お
い
た
「
東
野
炎
立
所
見
而
:
:
:
」
の

や
す
み
し
し

わ
ご
大
君

高
照
ら
す

日
の
皇
子

神
な
が
ら

神
さ

読
み
と
意
味
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

び
せ
す
と

太
敷
か
す

都
を

き
て

隠
口
の

泊
瀬
の
山
は

真
木

突
を
い
う
と
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
十
年
ば
か
り
前
、
通
説
の
読
み
に
も
意

(注〉

味
に
も
従
え
な
い
旨
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
補
説
と
も
い
う

立
つ

荒
き
山
道
を

岩
が
根

禁
木
お
し
な
べ

坂
鳥
の

朝
越
え
ま

し
て

玉
か
ぎ
る

夕
さ
り
来
れ
ば

み

の
大
野
に

旗

べ
き
も
の
で
あ
る
。

す
す
き

篠
を
お
し
な
べ

草
枕

旅
宿
り
せ
す

古
へ
思
ひ
て
(
巻
一
、

(
注
)

「
東
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
」

『
国
文
学
』
昭
和
四

O
年

四
五
)

一
二
月
号
令

う
』
所
収
)

短
歌

阿
騎
の
野
に
宿
る
旅

き
宿
も
ぬ
ら
め
や
も
古
へ
思
ふ
に
(
四
六
)

一
「
傾
き
ぬ
」
と
読
む
こ
と
へ
の
疑
い

ま
草
刈
る
荒
野
に
は
あ
れ
ど
も
み
ち
葉
の
過
ぎ
に
し
君
が
形
見
と
ぞ
来
し

一

(
四
七
〉

立
所
見
而
反
見
為
者
月
西
渡
(
四
八
)

日
並

の
命
の
馬
並
め
て
み
狩
立
た
し
し
時
は
来
向
ふ
(
四
九
)

問
題
の
歌
を
通
説
で
は
「
東
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す

れ
ば
月
傾
き
ぬ
」
と
読
み
、
下
の
句
を
「
西
を
ふ
り
か
え
る
と
月
が
傾
い
て
あ

の

一一

一



の
歌
二
題

一一

、.、.

わ
い
光
を
た
た
え
て
い
る
」

(
大
系
本

〉
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

二
二
九
八
)
傾
い
て
し
ま
っ
た

真
袖
持
ち
床
う
ち
払
ひ
君
待
つ
と
居
り
し
間
に
月
傾
き
ぬ

(
巻
十
一
、
二

諸
注
は
例
外
な
く
「
ぬ
」
を
読
み
添
え
て
、

ζ

れ
を
「
傾
い
て
い
る
」
と
訳
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
こ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

六
六
七
〉
傾
い
て
し
ま
っ
た

日

は

「
ぬ
」
に
つ
い
て

ぬ
ぱ
玉
の
夜
は
ふ
け
ぬ
ら
し
玉
く
し
げ
二
上
山
に
月
傾
き
ぬ
(
巻
十
七
、

「
ぬ
」
は
「
つ
」
と
同
様
に
、
主
観
的
に
は
陳
述
の
確
か
め
を
、
客
観
的

三
九
五
五
)
傾
い
た

，
.
、
、
、

，、・
L
V
E
L
M
-

「:・・・・た」

「
:
・
・
・
・
て
し
ま
う
」

「
:
・
・
:
て
し
ま
っ
た
」
と
訳
し
て

秋
風
に
今
か
今
か
と
紐
解
き
て
う
ら
待
ち
居
る
月
傾
き
ぬ

=
二
一
)
傾
い
て
し
ま
っ
た

(
巻
二
十
、
四

に
は
完
了
の

わ
す
。

同

六
=
エ
ハ
ベ

l
ジ
〉

い
る
。
そ
こ
に
は
、
動
作
の
継
続
を
意
味
す
る
「
:
:
:
て
い
る
」
な
ど
の
訳
を

歌
の
次
の
口
語
訳
は
大
系
本
高
葉
集
よ
り
借
り
た
も
の
で
あ
る
。
見
れ
ば
明

納
れ
る
余
地
な
ど
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ら
か
な
よ
う
に
、
四
例
と
も
に
例
外
な
く
完
了
と
し
て
「
た
」
も
し
く
は
「
し

そ
れ
で
は
問
題
の
「
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
傾
き
ぬ
」
の
「
ぬ
」
を
、
完
了
と

ま
っ
た
」
と
訳
し
て
い
る
。

し
て
訳
し
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
ふ
り
返
っ
て
見
る
と
月
が

そ
こ
で
少
し
角
度
を
変
え
て
「
:
:
:
ば
:
:
:
ぬ
」
の
形
に
つ
い
て
考
え
る
こ

傾
い
た
(
傾
い
て
し
ま
っ
た
)
」
と
な
っ
て
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
に
し
た
い
。
こ
れ
は
例
歌
が
多
く
、

一
々
挙
げ
る
煩
に
堪
え
な
い
の
で
、
短

通
説
が
「
月
が
傾
い
て
い
る
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
、

「
ぬ
」
に

歌
を
主
に
し
て
、
四
・
五
の
例
に
限
る
こ
と
に
し
た
。

熱
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕
ぎ
出
で
な

巻
て
八
〉
汐
も
よ
い
ぐ
あ
い
に
な
っ
た

大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば

の
五

下
に
か
く
り
給
ひ
ぬ
(
巻
二
、

「
て
い
る
」
と
訳
す
必
然
性
を

め
た
結
果
と
は
思
わ
れ
な
い
。

一一

一
体
「
月
傾
き
ぬ
」
を
「
月
が
傾
い
て
い
る
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
の
で

二
O
五
)
お
隠
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

あ
ろ
う
か
。

で
は
、
問
題
の
歌
を
除
い
て
「
月
傾
き
ぬ
」
と
読
ま
せ
た

少
女
ら
が
う
み
緒
か
く
と
ふ
鹿
背
の
山
時
し
い
行
け
ば
都
と
な
り
ぬ

一
O
五
六
)
都
と
な
っ
た
こ
と
だ

を
す
れ
ば

(巻

も
の
は
次
の
四
例
が
あ
る
。

六

君
に
恋
ひ
し
な
へ
う
ら
ぶ
れ
わ
が
居
れ
ば
秋
風
吹
き
て
月
傾
き
ぬ
(
巻
十
、

•••••• 

か
ず

丸

わ
が
着
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衣

れ
ぬ
:



質
問
士
の

一
七
八
七
〉
よ
れ
よ
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た、

け

よ

の
い
や
遠
長
き
山
道
を
も
妹
が
り
と
い
へ
ば
日
に
及
ば
ず
来
ぬ

(
巻
十
四
、
三
三
五
六
)
や
っ
て
来
た

、、

し
、
咲
い
て
い
な
か
っ
た
花
も
咲
き
ま
す
が
:
:
:
」
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ

(
巻
九
、

う
か
。
ま
た
「
ぬ
」

「
り
」
二
つ
の
完
了
の
助
動
詞
に
し
て
も
、
先
行
す
る
こ

つ
の
「
も
」
と
共
に
、
鳥
の
鳴
く
現
象
と
花
の
咲
く
現
象
と
が
同
時
に
併
行
し

こ
れ
ら
も
口
語
訳
は
大
系
本

り
借
り
る
、
」
と
に
し
た
。

い
う
ま
で

て
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
ら
し
く
、
無
意
味
に
用
い
た
も
の
で
は
な

、

、

、

、

ぃ
。
し
た
が
っ
て
、
口
語
訳
も
「
:
:
:
鳥
も
来
て
鳴
い
た
り
、
:
:
:
花
も
咲
い

、
、
、
、
、

た
り
し
ま
す
が
:
:
:
」
と
す
る
方
が
中
昌
夫
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

も
な
く
「
た
」
も
し
く
は
「
し
ま
っ
た
」
と
完
了
本
来
の
形
で
訳
す
も
の
ば
か

り
で
あ
る
。

一ー一

右
の
略
体
と
も
思
わ
れ
る
も
の
に

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
ば
:
:
:
ぬ
」
に

な
も
の
が
な
い
で
も
な
い
。
た

っ :
つ・
あさ
れ蝿
ば、な

す

騒
く
子
ど
も
も

心
は
燃
え
か
:
:
:
(
巻
五
、
八
九
七
)
見
て
い
る
と
心
は

打
棄
て
て
は

死
に
は
知
ら
ず

見

と
え
ば

燃
え
立
つ
(
全
釈
・
私
注
・
大
系
本
・
注
釈
・
小
学
館
本
な
ど
ほ
ぼ
同
じ
)

冬
ご
も
り

春
去
り
来
れ
ば

鳴
か
ざ
り
しノ、

、-'

鳴鳥
し、も
たI:来
(鳴
全き
釈ぬ、

私
注
、》ノ

咲
か
ざ

心
ほ
燃
え
立
っ
た
(
全
註
釈
〉

り
し

花
も
咲
け
れ
ど
:
:
:
(
巻
一
、

な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
全
註
釈
を
除
い
て
は
、

い
ず
れ
も
形
の
上
で
は
恒
常

春
に
な
る
と
、
冬
の
間
鳴
か
な
か
っ
た
鳥
も
鳴
い
て
い
る
し
:
:
:
(
全
註

表
現
と
と
れ
る
口
語
訳
を
し
て
い
る
の
は
不

で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
完
了

釈
、
大
系
本
)
鳥
も
来
て
鳴
く
。
咲
い
て
い
な
か
っ
た
花
も
咲
い
て
い
る

形
に
訳
す
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
口
語
訳
に
は

が
:
:
:
(
小
学
館
本
)

あ
ら
わ
れ
な
い
「
ぬ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
前
述
併
列
の
「
:
:
:
も
:
・

の
ご
と
き
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
「
ぬ
」
を
諸
注
は
、

「
た
」
も
し
く
は

:
・
ぬ
、
:
:
:
も
:
:
:
ぬ
(
り
)
」
の
形
か
ら
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
略

「
て
い
る
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど

体
と
い
っ
た
ゆ
え
ん
は
そ
こ
に
あ
る
。

こ
か
舌
足
ら
ず
で
あ
る
こ
と
は
蔽
え
な
い
。

つ
い
で
に
い
え
ば
、

上
に
「
ば
」
が
先
行
し
な
い
で
、

「
ぬ
」
だ
け
で
恒
常

実
は
こ
れ
こ
そ
例
の
確
定
条
件
法
の
持
つ
恒
常
的
表
現
と
見
る
べ
き
で
、
す

な
わ
ち
「
春
に
な
る
と
、
冬
の
中
は
鳴
い
て
い
な
か
っ
た
鳥
も
来
て
鳴
き
ま
す

的

を
あ
ら
わ
す
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

:
い
と
の
き
て

短
き
も
の
を

は
し
切
る
と

い
へ
る
が
如
く

し

の

二
題

一一一



阿
騎
野
の
歌
二
題

四

も
と
取
る

里
長
が
戸
は

ど

寝
屋
処
ま
で

来
立
ち
呼
ば
ひ
ぬ
:
:
:
(
巻

同
義
の
「
見
れ
ば
」

「
国
見
を
す
れ
ば
」
な
ど
に
限
っ
て
、
高
葉
集
全
体
に
当

五
、
八
九
二
)
呼
び
立
て
て
い
る
〈
全
釈
・
全
註
釈
・
大
系
本
・
注
釈
ほ

ぼ
同
じ
〉
呼
び
立
て
る
(
私
注
・
小
学
館
本
)

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

結
果
は
「
見
れ
ば
:
:
:
ぬ
」
の
形
が
な
か
っ
た
わ
け
で
な
い
。
す
な
わ
ち

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
も
全
釈
な
ど
が
、

で
訳
し
て
い
る
の
は

き|登
ぬ、り

て
見、旅
れ、の
ば、憂

J¥  

を

草
枕

当
ら
な
い
。
私
注
な
ど
の
「
寝
屋
の
内
ま
で
這
入
っ
て
来
て
呼
び
立
て
る
」
と

尾
花
散
る

，鳥
羽
の
淡
海|し
も、づ

の
田
居

(
a
〉
筑
波
嶺
に

雁
金
も
寒
く
来
鳴

秋
風
に
白
浪
立
ち
ぬ
』

よ
け
く
を
見
れ
ば
長
き
日
に

慰
も
る

こ
と
も
あ
り
や
と

解
し
て
い
る
の
は
従
う
べ
き
で
あ
る
。

ほ
か
な
ら
ぬ
恒
常
表
現
だ
か
ら
で
、
私

新
ば
り
の

注
だ
け
に
つ
い
て
い
え
ば
、

は
た
し
て
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
か
ど
う
か

(
b
)
 

思
ひ
積
み
来
し

は
疑
わ
し
い
。

(
巻
九
、

一
七
五
七
)

四

に
見
え
る
傍
線
部
(

a

)

と
(

b

)

と
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
ず
(

a

)

か
ら
考

え
る
こ
と
に
し
た
い
。

(

a

)

 

の
部
分
に
関
す
る
現
行

の
口
語
訳
を
一

問
題
の
「
月
西
渡
」
を
「
月
傾
き
ぬ
」
と
読
む
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
と
す
れ

す
る
と

ば
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
読
め
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
「
:
:
:
ば

:
:
ぬ
」
の
形
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
現
に
前
に
も
挙
げ
た

熱
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
糟
ぎ
出
で
な

(
巻
一
、
八
)

筑
波
山
に
登
っ
て
見
れ
ば
、
尾
花
の
散
る
師
付
の
回
に
、
雁
も
寒
そ
う
に

来
て
鳴
い
た
。
新
治
の
鳥
羽
の
湖
も
、
秋
風
に
白
浪
が
立
っ
た
。

(
全
註

釈

、

、

.

、

、

:
:
・
来
て
鳴
い
て
い
っ
た
。
:
:
:
白
波
が
立
っ
て
い
る
。

(
全
釈
・
大
系

な
ど
が
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
も
「
ぬ
」
が
完
了
本
来
の
意
味
で
、

さ
れ
て
い
る
こ
と
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
「
ば
;
:
:
ぬ
」
の
呼
応

「
た
」
と
訳

本
ほ

鳴ぽ
い同
て、じ
し、、)
る、

:
:
:
立
っ
て
い
る
。

(
注
釈
・
小
学
館
本
)

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
問
題
の
歌
の
ば
あ
い
、

「
ば
:
:
:
ぬ
」
の
呼
応
が
許
さ

な
ど
と
あ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
し
か
し
訳
文
だ
け
で
見
て
い
る
と
、

、

、

、

、

、

、

・
:
鳴
い
て
い
る
。
:
:
:
立
っ
て
い
る
」
と
両
方
を
継
続
形
に
解
し
て
い
る
注
釈 「・・・

の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
あ
え
ず
範
囲
を
「
か
へ
り
見
す
れ
ば
」
の
ほ
か

な
ど
の
方
が
少
く
と
も
ま
と
も
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
問
題
の
「
月
西



渡
」
を
「
月
傾
き
ぬ
」
と
読
ん
で
「
月
が
傾
い
て
い
る
」
と
口

に
訳
す
る
通

の
「
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
傾
き
ぬ
」
の
ば
あ
い
と
は
本
質
的
に
相
違
す
る
。

説
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

「
月
傾
き
ぬ
」
の
ば
あ
い
は
、

「
か
へ
り
見
」
る
こ
と
と
、

「
月
傾
」
く
こ

けす
れ、な
どわ
」ち
を前
取 章
上 で
げ、

た
時

触
れ
た
よ
フ

し
か
し
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
今
の
歌
に
つ
い
て
は
「
見
れ
ば

:
:
:
も
:
:
:
鳴
き
ぬ
:
:
:
も
:
:
:
立
ち
ぬ
」
と
い
う
形
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

「
:
:
:
春
去
り
来
れ
ば
:
:
:
鳥
も
来
鳴
き
ぬ
:
:
:
花
も
咲

と
と
の
聞
に
は
何
等
因
果
の
関
係
は
な
い
。
人
麿
が
「
か
へ
り
見
」
ょ
う
が
見

な
か
ろ
う
が
、
月
は
時
聞
が
た
つ
に
従
っ
て
傾
く
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
今
の
「
見
れ
ば
:
:
:
憂
へ
は
や
み
ぬ
」
の
ば
あ
い
は
、

「
見
」
る

「
も
:
:
:
完
了
の
助
動
詞
」
の

こ
と
に
よ
っ
て
「
憂
へ
は
や
」
ん
だ
の
で
あ
る
。
問
題
の
「
月
傾
き
ぬ
」
に
は

の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
文
章
で
は
表
現
出
来
な
い
た
め
に
前
後
し
て
い
る
に

見
ら
れ
な
い
因
果
の
関
係
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
た
し
は
、

、

.

、

.

、

.

波
山
の
よ
い
景
色
を
見
た
の
で
、
心
の
と
ど
こ
お
り
も
や
ん
だ
」
と
訳
す
べ
き 「筑

繰
り
返
し
は
、
二
つ
の
事
象
が
時
を
同
じ
う
し
て
起
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
鳴
い
た
り
:
:
:
立
っ
た
り
」
の
訳
も
出
る
こ
と
に

だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

も
な
り
、
さ
ら
に

の
意
味
も
加
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

そ
れ
は
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」
か
ら
出
た
と
思
わ
れ
る
助
動
詞
「
つ
つ
」
や
、

後
の
「
浮
き
ぬ
沈
み
ぬ
」
「
行
き
つ
戻
り
つ
」
な
ど
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ

問
題
の

の
前
件
「
か
へ
り
見
す
れ
ば
」
と
後
件
「
月
傾
き
ぬ
」
と
の
聞
に

ぅ
。
少
く
と
も
「
月
傾
き
ぬ
」
の
ば
あ
い
と
は
同
じ
で
な
い
。

因
果
関
係
の
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
つ

次
に
(

b

)

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
現
行

つ
「
見
れ
ば
」
に
応
じ
る
結
び
の
あ
り
方
を

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

大
体

A 
形
n 』

官

で
結

見、ぶ
れ、も
ぱ、の
尊、
し、

父
母
を

妻
子
見
れ
ば

、.、.、，、.、.、.、.

め
ぐ
し
う
つ
く
し
:
:
:
(
巻
五
、

筑
波
山
の
よ
い
景
色
を
見
る
と
、
長
い
間
、
心
に
荷
っ
て
来
た
わ
び
し
さ

も
、
す
っ
か
り
い
え
た
。
(
大
系
本
・
全
釈
・
全
註
釈
・
注
釈
・
小
学
館

八
O
O〉

本
な
ど
)

さ
さ
波
の

の
子
ら
が
ま
か
り
道
の
川

、
、
、
、
、
、

の
道
を
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も

と
解
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
「
見
れ
ば
:
:
:
ぬ
」
の
呼
応
が
あ
る
が
、
今
の
ば

(
巻
三
、
二
一
八
〉

あ
い
「
ぬ
」
は
「
た
」
と
解
し
て
い
さ
さ
か
も
矛
盾
が
な
い
。
す
な
わ
ち
問
題

国
々
の
防
人
集
ひ
船
乗
り
て
別
る
を
見
れ
ば
い
と
も
す
べ
無
し
(
巻
二
十
、

の
歌
二

五
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ノ、

四
三
八
一
)

、
、
、

に
波
が
一
面
に
立
っ
て
い
る
。

〈
大
系
本
〉

は

あ
ち
、.
ち
か
ら
立
ち二
上)
つ・
て、:鴎
し、、園、立、
る、見、ち、登

を、立、り
す、っ、立

かる、 ち
もと、ぅ

と
立、り
ち、ょ
立、ろ
っ、ふ

天
の
香
具
山

B
「
な
り
」
「
如
し
」
の
よ
う
な
助
動
詞
で
結
ぶ
も
の

月
見
れ
ば
同
じ
固
な
り
山
こ
そ
は
君
が
あ
た
り
を
隔
て
た
り
け
れ
(
巻
十

国、大
見、和
を、に
す、は
れ、
ば、群

山
あ
れ
ど

は

八
、
四

O
七
三
)

岩
屋
門
に
立
て
る
松
の
木
汝
を
見
れ
ば
昔
の
人
を
相
見
る
如
し
(
巻
三
、

ま
し
国
ぞ

秋
津
島

大
和
の
国
は

(
巻
一
、

平
野
に
は

か
ま
ど
の

三
O
九
)

め
が
盛
ん
に
飛
び
立
っ
て
い
る

(
小
学
館
本
)

C
心
情
を
あ
ら
わ
す
』
」
と
ば
で
結
ぶ
も
の

伊
香
児
山
野
辺
に
咲
き
た
る
萩
め
れ
ゆ
君
が
家
な
る
尾
花
し
同
町
ほ
ん
小
(
巻

E
存
在
調
「
あ
り
」
を
含
む
時
の
助
動
詞
「
り
」

「
た
り
」

「
け
り
」
な
ど
で

結
ぶ
も
の

0) 

我
が
背
子
を
今
か
今
か
と
出
で
見
れ
ば
あ
わ
れ
り
庭
も
ほ
ど
ろ
に

〈
巻
十
、
二
=
一
二
三
〉
:
:
:
沫
雪
が
降
っ
て
い
る
。
:
:
:
ハ
大
系
本
)

里
見
れ

て
い
る
。

八

一
五
一
二
三
〉

紀
の
国
の

の
浦
に
出
で
見
れ
ば
海
人
の
と
も
し
火
浪
の
間
ゆ
見
ゆ

(
巻
七
、

一
一
九
四
)

以
上
三
つ
に
つ
い
て
い
え
ば
、

A
は
結
び
が
形
容
詞
で
あ
る
か
ら
、
問

ば、

家 古
もり
荒に
れし
た、
り、

し
(あ
巻れ
六ば

国
見
れ
ど

人
も
通
は
ず

一
O
五
九
〉
:
:

「
月
傾
」
く
も
し
く
は
「
傾
き
ぬ
」
な
ど
動
調
ま
た
は
助
動
詞
で
結
ぶ
ば
あ
い

(
大
系
本
)

の
参
考
に
な
ら
な
い
。

B
も
ま
た
時
と

が
な
い
の
で

で
あ
り
、

C 

家
に
来
て
我
が
家
を

b
h
w小
玉
床
の
外
に
向
き
け
わ
妹
が
木
枕
(
巻
二
、

二
二
ハ
〉
:
:
:
寝
床
の
向
き
と
別
な
方
を
向
い
て
い
る

O
i
-
-
-
(小
学

に
至
っ
て
は
心
情
に
関
す
あ
こ
と
ば
で
結
ぼ
れ
て
い
る
の
で
、

に
月
の

動
き
を
云
々
す
る

の
「
傾
」
く
と
は
本
質
的
に

る
も
の
が
あ
る
。
し
た

館
本
〉

D
動
詞
の
終
止
形
で
結
ぶ
も
の

逢
ニ
を
打
出
で
て
ゐ
れ
ゆ
近
江
の
海
白
木
綿
花
に
浪
立
ち
め
か
(
巻
十
二
、

三
二
三
八
)
相
坂
山
を
打
ち
越
え
出
て
見
る
と
、
:
:
:
白
い
木
綿
花
の
よ
う

一
二
、
一
二
二
ハ
)
:
:
:
ま
す
ま
す
す
が
す
が
し
く

、

.

、

，

、

.

、

.

、

.

の
小
川
を
今
見
れ
ば
い
よ
よ
さ
や
け
く
な
り
に
け
る
か
も
(
巻

、
、
、

な
っ
て
来
た
ζ

と
だ

が
っ
て
い
ず
れ
も
問

の
解
決
に
寄
与
し
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
小
学
館
本
)

D
・
E
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、

「
見
れ
ば
」
に
応
じ

も
し
く
は



時
に
関
す
る
助
動
詞
に
よ
る
結
び
は
、
さ
き
に
も
触
れ
た
因
果
の
関
係
に
あ
る

う
訓
も
考
え
ら
れ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ば
あ
い
は
別
と
し
て
、
動
詞
の
終
止
形
か
「
あ
り
」
を
含
む
時
の
助
動
調
し
か

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ー-

阿
騎
野
の
狩
は
十
一
月
に
行
わ
れ
た
も
の
で
な
い

動
詞
の
終
止
形
が

を
遠
み

た
づな
ら意
に味
吹、を
く、あ
」ら

わ
す

と
は

「
釆
女
の
袖
吹
き

返
す
飛
鳥

ハ
巻
一
、
五
一
)
を
見
て
も
明
ら

一

か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
あ
り
」
を
含
む
時
の

な
意
味
を
持
つ

犬
養
孝
氏
の
『

の
旅
』

4

』+品、

t

l

 

の
狩
は
持
統
六
年
の
十
一
月
十

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
く
て

D
-
E
の
例
歌
の
下
に
示
し
た
口
語
訳
の

七
日
(
太
陽
暦
の
十
二
月
三
十
一
日
)
に
行
わ
れ
た
と
し
、
歌
の
作
ら
れ
た
の

よ
う
に
、
こ
と
ご
と
く
が
「
て
い
る
」
も
し
く
は
同
じ
意
味
の
こ
と
ば
で
結
ぶ

は
午
前
五
時
五
十
五
分
頃
と
推
定
す
る
画
家
中
山
正
実
氏
の

を
紹
介
し
て

も
の
ば
か
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
問
題
の
「
月
西
渡
」
を
通

い
る
。
こ
の
十
二
月
三
十
一
日
は
三
正
綜
覧
に
ょ
っ

し
た
結
果
と
一
・

説
が
「
月
が
傾
い
て
い
る
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
間
違
い
で
な
い
。
し
か
し
そ

、

の
反
面
「
月
傾
き
ぬ
」
の
訓
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で

二
日
の
聞
き
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
大
し
た
問
題
で
な
い
。

中
山
説
(7) 

『大
和
国
史
館
概
説
』
に
よ
っ
て
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う

は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
「
か
へ
り
見
す
れ
ば
」
を
含
め
て
「
見
れ
ば
」
に

に
な
る
。

応
じ
る
動
詞
も
し
く
は
時
の

詞
は
D
も
し
く
は

E
の
二
つ
の
型
以
外
は
考

-
持
統
六
年
〈
六
九
二
)
と
断
じ
た
の
は
、

一
の
配
列
が
時
代
順
に

え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
っ
て
い
る
こ
と
と
、

日

の
史
実
考
証
に
拠
っ
た
。

か
く
て
一
つ
は

D
の
動
詞
の
終
止
形
で
結
ぶ
も
の
で
、
こ
れ
に
従
え
ば
「
月

2
十
一
月
と
推
定
し
た
の
は
、
何
も
い
っ
て
い
な
い
が
、
歌
詞
の
「
み

る
しー

傾
く
」
の

が
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
訓
は
字
足
ら
ず
で
あ

(
四
五
〉
な
ど
を
参
考
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。

っ
て
適
当
と
思
わ
れ
な
い
。
契
沖
の
い
い
出
し
た
一
訓
を
生
か
し
て
、
文
字
の

3
十
七
日
と
断
じ
た
の
は
、
旧
暦
十
一
月
で
は
、
夜
明
け
頃
に
月
が
西
に
傾
く

ま
ま
「
月
に
し
わ
た
る
」
と
読
む
の
も
一
案
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
ま
で
も
「
傾
く
」

、

の
訓
に
執
着
す
る
な
ら
ば
、

E
に
従
っ
て
「
月
傾
け
り
」
と
読
む
よ
り
ほ
か
は

、

な
い
。
も
っ
と
も
同
じ
補
う
な
ら
動
詞
「
は
」
を
補
っ
て
「
月
は
傾
く
」
と
い

の
は
十
七
日
頃
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

4
午
前
五
時
五
十
五
分
頃
と
し
た
の
は
、

「
か
ぎ
ろ
ひ
」
を

の
日
の
光
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。

の
歌
二
題

七
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歌
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題

八

右
の
う
ち
l
の
持
統
六
年
説
は
、
今
日
で
は
通
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

い
て
来
そ
う
に
な
い
。

「
は
た
薄
」
も
し
く
は
「
尾
花
」
を
読
ん
だ
歌
は

わ
れ
る
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
ま
た
3
と
4
と
の
十
七
日
午

前
五
時
五
十
五
分
説
は
、

「
か
ぎ
ろ
ひ
」
を
ど
こ
ま
で
も
陽
炎
と
考
え
て
い
る

い
ず
れ
も
、
季
節
の
明
ら
か
な
の
は
秋
ば
か
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

め
づ
ら
し
き
君
が
家
な
る
は
な
薄
穂
に
出
づ
る
秋
の
過
ぐ
ら
く
惜
し
も

わ
た
し
に
は
前
稿
を
見
て
も
ら
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、

〆町、
巻

旗、八
す、、

す、ー
き、六

O 
、--'

、

も
っ
ぱ
ら
2
の
十
一
月
狩
猟
説
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
。

本
葉
も
そ
ょ
に

の

吹
き
来
る
宵
に

天
の
河

一一

白
浪
し
の
ぎ
:
:
:
(
巻
十
、
二

O
八
九
)

秋
の
野
の
尾
花
が
う
れ
に
鳴
く
百
舌
鳥
の
芦
聞
く
ら
む
か
片
聞
け
わ
ぎ
も

野
で
の
狩
が

一
月
に
行
わ
れ
た
と
す
る
中
山
説
の
論
拠
は
前
述

(
巻
十
、
二
一
六
七
〉

し
た
よ
う
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
た
が
っ
て

す
る
よ
り
ほ
か
に
道

な
ど
と
少
く
な
い
。

は
な
い
が
、
こ
れ
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
歌
詞
の
コ
ニ

阿

の
大

も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
が
き
め
手
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

野
に
」

(
四
五
〉
な
ど
か
ら
の
推
定
で
あ
ろ
う
。

で
野
宿
は
し
な
い
と
い
う
確
証
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、

「
は
た
薄
」
に

盆
地
だ
と
い
っ
て
も
大
和
の
国
で
あ
る
。
や
た
ら
に

が
降
る
と
は
思
わ
れ

し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
主
と
し
て
秋
の
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で

な
い
。
し
た
が
っ
て
な
る
べ
く
冬
の
さ
中
に
し
た
い
気
持
も
わ
か
ら
な
い
で
も

あ
ろ
う
が
、

絶
対
に
冬
に
は
用
い
な
い
と
も
い
い
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
所

t
、コ

ヂ''一

'uu

詮
は

に
終
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
一
面
、

ど
は
と
も
か
く
と
し
て
、

一

の
人
た
ち
は

一「

の
野
に
宿
る
旅
人
」

(
四
六
〉
と
し
て
野
宿
す
る
の
で
あ
る
。

い
く
ら

一回一

な
ん
で
も
雪
中
に
「
は
た
薄

お
し
な
ベ
」

(
四
五
〉
て
旅
寝
を
す
る
こ

窪
田
空
穂
は
そ
の
=司

の
中
で
無
雑
作
に

狩
は
冬
の
事
と

と
な
ど
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
み
雪
降
る
」
が
枕
詞
で
な
い
か
と
い
う
説
の

定
ま
っ
て
い
た
」

八
七
ペ
ー
ジ
)
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し

出
る
ゆ
え
ん
も
そ
こ
に
あ
る
。

唱

a
4

・・・・・・

。コ
鷹、
は秋、
しに
も至

れ
ば

野
も
さ
は
に

鳥
す
だ
け
り
と

丈
夫
の

そ
れ
に
「
は
た
薄

篠
を
お
し
な
ベ
」
の
「
は
た
薄
」
か
ら
は

の
印
象

友
誘
い
て

数
多
あ
れ
ど
も

矢
形
尾
の

あ
が
大



白
塗
り
の

鈴
取
り
つ
け
て

朝
狩
に

五
百
つ
鳥
立
て
:
:
:
(
巻
十
七
、

9

(
雄
略
四
年
二
月
)
天
皇
葛
城
山
に
射
猟
し
た
ま
ふ
。

日
(
雄
略
四
年
力
炉
二
十
八
日
)
河
上
小
野
に
幸
す
。
虞
人
に
命
せ
て
獣
酌

(
同
右
)

四
O
一
一
)

lま

ら
し
め
た
ま
ふ
。、

、

か

り

日
(
雄
略
五
年
二
月
)
天
皇
葛
城
山
に
校
猟
し
た
ま
ふ
o

u
(天
武
十
年
十
月
〉
天 (

同
右
)

な
ど
を
見
れ
ば
秋
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
狩
は
い
つ
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
阿
騎
野
の
狩
が

(
同
右
〉

限
ら
な
い
の
で
、
狩
一
般
に
つ
い
て
何
月
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
し
ら
べ
る
よ

せ
む
と
し
て
、
行
宮
を

詑
り

り
ほ
か
に
方
法
は
な
い
。
但
し
四
月
、
五
月
の
頃
に
行
わ
れ
る
薬
草
も
し
く
は

る
い
わ
ゆ
る
薬
狩
は
除
く
こ
と
に
し
た
。
性
質
も
違
う
し
、

(
同
右
)

日
(
天
武
十
二
年
子
月
十
三
日
)
天
皇
倉
梯
に
狩
し
た
ま
ふ
。

'd:l. 

鹿
の
若
角

(
同
右
)

季
節
も
違
う
か
ら
で
あ
る
。

2

(
神
功
摂
政
元
年
二
月
)
時
に
香
坂
王
・
忍
熊
王
共
に

利
和
し
て
臼
く
、
「
若
し
事
を
成
す
こ
と
あ
ら
ば
、
必
ず
良
き
し
し
を
得

日
・
・
・
・
・
・
み
山
に
は

射
目
た
て
わ
た
し

し
し

春、踏
のみ
茂起
野し

巻
タ
狩

野
に
出
で
て

鳥
踏
み
立
て
て

馬
並
め
て

み
狩
ぞ
立
た
す

(
同
右
)

六
、
九
二
六
)

日
(
天
平
六
年
一
↓
一
炉
)
丈
夫
は
み
狩
に
立
た
し
少
女
ら
は
赤
裳
裾
引
く

浜
辺
を
(
巻
六
、
一

O
O
一〉

日
:
:
:
秋
づ
け
ば

(日

3

(
応
神
二
十
二
年
九
月
〉
天
皇
淡
路
島
に
狩
し
た
ま
ふ
。

4

(
仁
徳
四
十
三
年
わ
炉
)
百
舌
鳥
野
に
卒
し
て
遊
猟
し
た
ま
ふ
。
時
に
雌
雑

む
」
と
い
ふ
。

萩
咲
き
匂
ふ

石
瀬
野
に

き
ゆ
き
て

を
ち
こ

さ
は
に
た
っ
。
乃
ち
に

5

(
履
仲
五
年
九
月
)
天
皇
淡
路
島
に
狩
し
た
ま
ふ
。

6

(
允
恭
十
四
年
九
月
)
天
皇
淡
路
島
に
猟
し
た
ま
ふ
。

7

(
安
康
三
年
十
炉
一
日
、
雄
路
)
天
皇
人
を
し
て
市
辺
押
磐

に
や
り
て
、
い
つ
は
り
、
勝
併
せ
む
と
ち
ぎ
り
た
ま
ひ
て
:
:
:
(
同
右
)

8

〈
雄
略
二
年
十
月
六
日
)
御
馬
瀬
に
幸
す
。
異
人
に
命
せ
て
に
猟
す
。

を
放
ち
て
捕
ら
し
む
。

(
同
右
)

ち

鳥
措
み
立
て

(
巻
十
九
、
四
一
五
四
) 白

塗
の

小
鈴
も
ゆ
ら
に

あ
は
せ
や
り
・
・
・
・

(
同
右
〉

(
同
右
)

以
上
は
出
来
る
か
ざ
り
し
ら
ベ
た
結
果
で
あ
る
が
、
大
体
は
つ
く
し
た
つ
も

の
も
と

り
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
続
日
本
紀
に
な
る
と
狩
猟
の

が
ま
る
で
見
当

ら
な
い
の
は
不

で
あ
る
。

く
な
っ
た
の
で
遊
び
の
要
素
の
多
い

狩
の

ど
避
け
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

〈
同
右
)

中
に
あ
っ
て
続
日
本
紀
に
一
例
だ
け
狩
の
記

が
見
つ
か
っ
た
が
、
こ
れ
は

阿
騎
野
の
歌
二
題

九



阿
騎
野
の

二
題

O 

の
い
う
よ
う
に
特
別
の
ば
あ
い
で
あ
る
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
天
平
十

二
年
十
一
月
四
日
に
伊
勢
の
和
遅
野
で
行
わ
れ
た
狩
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
狩

の

に
往
か
む
と
す
。

其
の
時
に
あ
ら
ず
と

事
己
む
こ
と

番 件 季 番 件
月

号 数 節 号 数

1月 O 

2月
2.9 

3 春 14 11 

3月 15 

4月 O 

5月 O 夏 O 

6月 O 

7月 O 

8月 10 秋 1.16 2 

9月
3.4 

4 5.6 

10月 7.8 
4 12.13 

11月 O え O 

12月 。

は

広
嗣
の
乱
に
お
び
え
た
聖
武
天

が、

を
東
国
に
避
け
る
た
め
の
口
実

と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
、
続
日
本
紀
に
は

(天
平
十
二
年
十
月
二
十
六
日
)
股
思
ふ
所
あ
る
に
縁
り
て
、
今
月
の
末
、

能
は
ず
。

と
い
っ
て
い
る
。

「
其
の
時
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
の
は
単
に
行
宰
の
こ
と
で
は

あ
る
ま
い
。
そ
の
目
的
と
し
て
標
梼
す
る
狩
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
取
り
上
げ
な

か
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

十
三
日
で
あ
っ
て
、
十
一
月
十
七
日
と
は
程
遠
い
も
の
が
あ
ろ
う
。

四

恐
ら
く
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
「
み
雪
降
る
」
の
句
に
こ
だ
わ
っ
た
た
め
だ

ろ
う
が
、
十
一
月
説
に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
取
り
上
ば
た
一
六
例
を
狩
の
行
わ
れ
た
季
節
と
月
と
の
両
方
か
ら
み

こ
れ
も
前
に
触
れ
た
よ
う
に
枕
詞
と
し
て
処
理
す
る
説
も
あ
り
、

た
と
え
実
景

て
行
く
と
下
段
の
よ
う
に
な
る
。

と
し
て
も
初
冬
の
時
な
ら
ぬ

と
考
え
ら
れ
な
い
ζ
と
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
下
段
の
表
が
信
を
お
く
に
足
る
ζ

と
は
、
四
月
、
五
月
、
六
月
、

も
ち
ろ
ん
、
何
月
と
推
定
す
る
こ
と
は
今
の
わ
た
し
に
は
出
来
な
い
こ
と
で

七
月
の
四
か
月
が
O

に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
鷹
は
換
毛
の

あ
る
。
ま
し
て
「
か
ぎ
ろ
ひ
」
陽
炎
説
を
主
張
す
る
わ
た
し
に
時
間
の
推
定
な

た
め
四
月
初
旬
に
鳥
屋
に
入
れ
、
七
月
中
旬
に
出
す
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で

ど
な
お
さ
ら
む
ず
か
し
い
。
今
の
わ
た
し
に
い
え
る
こ
と
は
「
は
た
薄
」
に
す

あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
表
を
信
じ
る
か
ぎ
り
十
一
月
説
を
主
張
す
る
中
山
説

が
っ
て
秋
深
い
九
月
か
、

せ
い
ぜ
い
初
冬
の
十
月
中
旬
以
前
で
あ
ろ
う
と
い
う

は
成
立
た
な
い
。
こ
と
に
十
月
に
行
わ
れ
て
い
る
四
例
の
う
ち
日
の
明
ら
か
な

く
ら
い
の
こ
と
で
あ
る
。
日
に
つ
い
て
は
見
当
も
つ
か
な
い
し
、
時
間
も
強
い

三
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、

(
7〉

一
日
で
あ
り
、

(
8
)

六
日
で
あ
り
、
〈
日
〉

て
い
え
ば
陽
炎
の
立
つ
最
も
早
い
時
間
と
い
え
よ
う
か
。



一寸

だ
に
恋
ふ
る
は
と

し

一

を
だ
に
恋
ふ
る
は
と
も
し

を
だ
に
来
む
と
し
待
た
は
何
か
歎
か
む

(
四
・
四
八
九
)

こ
の
歌
は
前
歌
(
四
・
四
八
八
)
の

君
待
つ
と
わ
が
恋
ひ
を
れ
ば
わ
が
屋
戸
の

か
し
秋
の
風
吹
く

と
い
う
「
額
田

天

女
作
歌
」
と
あ
っ
て
、

」
に
対
し
て
「

「
注
釈
」

(
沢
潟
〉
に
も
云
う
よ
う
に
「
前
の
作
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

に
は
何
も
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、

の
条
で
述
べ
た
や
う
に
、
前
の
作
を
う

を
だ
に
云
々
』
と
応
じ
た
」
も
の
と
見
る
の
が
一
般
の

の
よ
う
で

あけ
って
て①

た
だ
ー「

恋
ふ
しー

の

(六

O
O
)
、

は

『恐
人
不

『
五
回

妹
児
'
H
小

恋
乍
不
有
者
』

(
二
・
一
二

O
X中
略
)
な
ど
の
如
く
『
に
』
の
助

詞
を
う
け
る
の
が
通
例
で
あ
る
に
か
か
は
ら
ず
、

と
『
を
』

こ
こ
に
は

の
助
詞
に
つ
づ
い
て
ゐ
る
の
で
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
む
つ
か
し
い
説
が
見
え

て
ゐ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
が
(
前
向
)
、
本
歌
の
解
釈
に
は
格
別
「
む
つ
か
し

ー「

を
だ
に
恋
ふ
る
は
と
も
し
」
私
致

谷

信

l
 

l
 

，，，
r
 

好

い
説
」
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
も
な
く
、
後
述
の
よ
う
に
ほ
と
ん

の

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

つ
い
で
「
ヌ
恋
フ
」
に
つ
い
て
「
注
釈
」
は
「
し
か
し

よ
く
見
る
と
『
を
』
を
う
け
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
な
く
、

か
で
は
あ
る
が

(
中
略
)
の
如
き
も
の
が
あ
り
、
殊
に
そ
の
対

と
な
る
も
の
が
主
と
し
て
山

や
月
や
島
や
自
然
物
で
あ
る
事
が
注
意
せ
ら
れ
、
従
っ
て
今
も
『
風
を
』

ふ
』
と
い
ふ
事
は
十
分
認
め
ら
れ
旬
。
」

= 苛

恋

と
軽
く
処

し
て
い
る
。
そ
の
他
に

も

風
を
だ
に
恋
ふ
る
は

助
調
ダ
ニ
は
奈
良
時
代
に
は
下
に
否
定
・
反
対

• 

-
願
望
な
ど
が
来
る
の
が
例
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
歌
の
表
現
は
違
例

で
あ
る
。
こ
れ
は
セ
メ
テ

ダ
ケ
デ
モ
吹
け
ば
よ
い
と

う
作
者
の
気
持
が

あ
ふ
れ
た
結
果
生
じ
た
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。

(
岩
波
大
系
本
頭
注
)

と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
ヲ
恋
フ
」
に
つ
い
て
は
特
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
て
、

た
だ

「
ダ
ニ
」
の
違
例
用
法
に
つ
い
て
だ
け
詳
し
い
。
次
に
、

O
恋
ふ
る
は
と
も
し

ー「

」
の
恋
フ
は
格
助
詞
ニ
を
取
っ
て
ヲ
を

と
ら
な
い
。
ゆ
え
に
こ
こ
は
「
風
を
待
ち
恋
ふ
」
の
意
と
解
さ
れ
る
。

一
一



「
風
を
だ
に
恋
ふ
る
は
と
も
し
」
私
致

一
一一

学
館
、

注
)

は
、
上
な
る
詞

ね
た
る
の
み
也
。

を
だ
に
恋
ふ
る
は
と
も
し
と
い
ふ
二

風
乎
太
ホ

カ
ゼ
ヲ
ダ
ニ
。
ダ
ニ
は
他
の
事
は

い
て
、

こ
れ
だ
け
は
の

句
を

ね
て
い
ふ
意
也
と
い
へ
り
。
」
(

略
解
、
新
考
)
と
、

い
わ
ば
三

意
を
現
す
助
詞
。
動
詞
恋
ふ
は
、
助
詞
ニ
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の

合
せ
に
よ
る
も
の
と
す
る
が
如
き
以
上
に
は
特
別
に

も
の
を
見
な
い
吻
要
す
る
に
い
ず
れ
も
「
風
を
だ
に
恋
ふ
る
は
」
は
「
風
に
だ る

句
と
の

に
在
つ
て
は
、
第
三
句
に
風
を
だ
に
と
重

上
ヲ
を
使
用
し
て

ゐ
る
。

ニ
は
方
向
を
指
し
、

ヲ
は
問
題
に
す
る
気
も
ち
で
あ
る
。
(
全
註
釈
〉

に
恋
ふ
る
は
」
と
等
価
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
に
見
る
よ
う
な

の

カ
ゼ
ヲ
ダ
ニ

ダ
ニ
は
軽
い
も
の
を
言
っ
て
、
重
い
も
の
を
言
外
に
ひ
び

解
釈
が
そ
の
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

か
せ
る
意
で
あ
る
か
ら
、
風
の
や
う
な
も
の
で
さ
へ
、
況
し
て
人
を
ば
の
含

風
に
で
も
心

か
れ
る
と
い
ふ
事

し
し、

で
も
来
よ
う
と
待
つ
な

み
で
あ
ら
う
。

O
コ
フ
ル
ハ
ト
モ
シ

恋
ひ
こ
が
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
淋
し

ら
ぱ
何
を
歎
き
ま
せ
う
か
。

(
注
釈
)

く
哀
れ
で
あ
る
。
風
で
さ
へ
も
、
況
し
て
人
な
れ
ば
一

の品目
ω

。
ト
モ
シ
を

風
だ
け
で
も
恋
し
く
思
っ
て
お
い
で
な
の
は
う
ら
や
ま
し
い
。

せ
め
て
風

ウ
ラ
ヤ
マ
シ
の
意
と
し
た
の
で
は
、
恋
ひ
す
る
の
が

し
い
と
な
る
が
、
そ

だ
け
で
も
来
る
だ
ろ
う
と
待
っ
て
い
ら
れ
る
な
ら
、
何
の
歎
く
こ
と
が
あ
ろ

れ
は
恋
は
苦
し
き
も
の
と
知
ら
ぬ
者
の
言
草
で
あ
る
。
或
は
コ
ヒ
と
い
ふ
の

事
勺
ノ
。

(
私
に
は
風
さ
え
も
吹
い
て
来
は
し
な
い
の
で
す
。
)
(
岩
波
大
系
本
)

は
苦
し
い
部
分
だ
け
を
言
ふ
の
で
会
っ
た
り
寝
た
り
す
る
の
は
イ
ツ
ク
シ
ミ
、

風
を
で
も
、
待
ち
恋
う
て
い
る
と

し
い
。
ま
し
て
風
を
で
も
来
る
だ

ウ
ル
ハ
シ
ミ
で
あ
っ
て
日
本
の

で
は
コ
ヒ
と
は
呼
ば
な
い
と
説
明
す
ベ

ろ
う
と
待
ち
恋
う
て
い
る
の
だ
っ
た
ら
何
を
嘆
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

き
で
あ
ら
う
か
〈
私
注
)

(
小
学
館
、

、申J

こ
の
よ
う
に
、
た
だ
一
、
二
「
恋
フ
」
は
通
例
助
詞
?
こ
を
と
っ
て
「
ヲ
」

風
だ
け
で
も
待
ち
恋
ふ
る
の
は
羨
し
い
。

』
け
で
も
来
る
だ
ら
う
と
待

を
と
る
こ
と
は
破
格
ま
た
は
違
例
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
程
度
で
、
そ
れ
も

つ
な
ら
ば
何
も
歎
く
こ
と
は
無
い
の
だ
。

(
全
註
釈
)

「
第
三
句
に
風
を
だ
に
と
重
ね
て

関
係
上
ヲ
使
用
し
て
ゐ
る
」
(
全
註
釈
)

の
様
な
も
の
で
さ
へ
も
恋
ひ
す
る
の
は
さ
び
し
い
。
し
か
し
其
の
風
の

'
ζ
1
υ
h
ι
灼ノ、

「
『
風
を
だ
に
恋
ふ
る
は
乏
し
』
と
御
妹
の
方
を
云
っ
て
一
段
と

様
な
も
の
さ
へ
も
、
来
る
と
極
ま
っ
て
待
つ
な
ら
何
に

き
ま
せ
う
。

私

し

『
風
を
だ
に
:
:
:
歎
か
む
』
と
同
じ
く
『
風
を
だ
に
』

し
て
(
中

注
)

略
)
相
対
さ
せ
」

(
評
釈
)
た
も
の
と
し
、

「
宣
長
云
、
三
の
句
の

を
だ
に

歌
意
は
、

吹
と
て
風

ヴ
タ
シ

tふ
は
、
う
ら
や
ま
し
き
こ
と



に
ぞ
侍
る
。
わ
れ
は
夫
君
の
来
坐
む
前
兆
の
風
だ
に
吹
か
ね
ば
甚
う
き

そ
れ
は
秋
風
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
(
窪
田
評
釈
)

り
。
其
風
を
た
の
み
て
、
君
の
来
坐
む
を
待
ば
何
か
は

べ
き
こ
と
の
あ

一
戸
口
の

の
動
く
の
を
そ
れ
か
と
見
れ
ば
君
で
無
く
て
徒
に

カ
吹
い

ら
む
と
な
り
。

(
古
義
〉

て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

〈
全
註
釈
〉

必
来
む
も
の
と
思
て
待
た
ば
、
何
か
は
嘆
べ
き
。

に
恋
ふ
る
時
は
乏

早
秋
の

は
親
し
ま
れ
待
た
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
ら
、
此
の
一
首
も
其

し
く
て
、
必
し
も
来
ぬ
故
に
な
げ
く
也
。

(
略
解
)

の
爽
快
な
秋
風
の
先
づ
訪
れ
る
の
を
感
じ
な
が
ら
、

し
た
心
で
人
を
待

ー-

つ
趣
と
解
さ
れ
る
。

(
私
注
)

カ
セ
パ
、

表
現

コ内
レ容
歓tと
シ も
キに
所7、

ノ中
来 国
シの
カ「
ト夜
思 相
フ思
」フ

ノ
窓
ノ

ヲ
吹
キ
テ
動

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
一
般
に

に
お
い
て
初
句
「
風
を
だ
に
」
は

(
清
商
曲
辞
『
呉
声
歌
』
)

「
恋
ふ
る
」
に
つ
づ
く
も
の
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
た
め
、

「
風
に
心
惹

と
い
う
詩
に
酷
似
し
て
い
る
。
た
ぶ
ん
こ
の
詩
の

山
の
も
と
に
詠
ま
れ
た

か
れ
」
た
り
、

を
恋
し
く
思
っ
た
」
り
、

「
風
を
待
ち
恋
う
」
た
り
「
風

歌
で
あ
ろ
う
。

(
岩
波
大
系
本
〉

に
心
動
か
」
し
た
り
、

を
メ
デ
ウ
ツ
ク
シ
」
ん
だ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
工
夫
の

等
々
、
失
望
、

の
差
違
こ
そ
あ
れ
、
前
歌
の
理
解
は
、

せ
い
ぜ
い
ζ

の
範

あ
と
が
見
ら
れ
更
に
は
、

「
あ
な
た
は
風
に
証
か
さ
れ
た
と
仰
し
ゃ
る
が
、
あ

囲
を
出
な
い
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
と
お
も
う
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
本
歌
の

な
た
の
方
に
は
お
見
え
に
な
る
と
い
ふ
た
よ
り
が
あ
る
か
ら
、
風
に
さ
へ
欺
か

と
な
る
と
、
な
ぜ
揃
い

っ
て
、
そ
の
前
歌
が
「
風
ヲ
恋
フ
」
も
の
と
解
さ

れ
て
入
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
」

(
折
口
、

口
訳
蔦
葉
集
〉
と
い
っ
た
よ
う
な
途
方

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
は

の
意
味
を
全
く
す
り
か
え
て

も
な
い
訳
ま
で
と
び
出
す
始
末
で
さ
え
あ
っ
た
。

し
ま
ラ
こ
と
に
な
あ
で
は
な
い
か
。
こ
れ
と
い
う
の
も
従
来
、
本
歌
の
上
二
句

本
歌
が
何
ら
か
の

で
前
歌
(
四
八
八
)
と
関
連
す
る
こ
と
は
否
定
で
き

ー「

を
だ
に
恋
ふ
る
は
と
も
し
」
を
前
述
の
よ
う
に
、

い
ず
れ
も
「
風
ヲ
」
「
恋

な
い
と
お
も
わ
れ
る
と
し
て
も
、

一
体
前
歌
の
「
わ
が
屋
戸
の

か
し
秋
の

フ
」
も
の
と
ば
か
り
考
え
ら
れ
て
来
た
た
め
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
が
ま
た

吹
く
」
を
諸
注
釈
の
よ
う
に
「
風
ヲ
恋
フ
」
も
の
と
解
す
る
の
が
果
た
し
て

「
ダ
ニ
」
の
用
法
ま
で
を
「
助
詞
ダ
ニ
は
、
下
に
打
消
・
命
令
・

-
仮
定

正
解
で
あ
ろ
う
か
。

• 

ど
の
表
現
を
伴
う
の
が

則
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ス
ラ
と
同
じ
く

一
戸
口
の

か
す
も
の
が
あ
る
の
で
、
正
に
君
か
と
思
っ
て
見
る
と
、

ら
い
の

に
用
い
て
あ
る
。
」
(
小
学
館
)
と
か
「
助
詞
ダ
ニ
は
奈
良
時
代
は
下

「
風
を
だ
に
恋
ふ
る
は
と
も
し
」
私
致

一
一一一



一「

を
だ
に
恋
ふ
る
は
と
も
し
」
私
致

四

に
否
定
・
反
語
・
推
量
・

ど
来
る
の
が
例
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
歌
の
表

あ
ま
り
に
も
、

み
な
執
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
、

し、

現
は
違
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
セ
メ
テ

ケ
デ
モ
吹
け
ば
よ
い
と

う
云
々
」

ま
一
度
自
由
虚
心
に
見
な
お
し
て
見
る
べ
き
だ
と
お
も
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
わ

(
大
系
本
)
、
ま
た
「
だ
に
」
は
「
『
明
日
だ
に
見
む
』

(
二
・
一
九
八
〉
な
ど

た
し
は
、

あ
り
、
だ
け
で
も
、
と
い
ふ
程
の
意
。
こ
の
句
は
前
の
作
を
，
つ
け
た
句
で
、
待

つ
君
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
く
と
も
、

け
で
も
そ
れ
に
心
惹
か
れ
る
と
い
ふ

恋
ふ
る
は

恋
ふ
る
は

風
を
だ
に

シ』・も、レ

事
は
羨
ま
し
い
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
よ
〈
注
釈
〉
の
ご
と
く
何
と
か
辻
痩
を
合

わ
せ
よ
う
と
苦
心
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
従
来
は
「

を
だ

に
」
を
す
ぐ
「
恋
ふ
る
は
」
に
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
た
め
に
、

「
風
ヲ
恋
フ
」

一ー一

が
問
題
と
な
っ
た
り
、
ま
た
「
ダ
ニ
」
を
破
格
違
例
視
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た

わ
た
し
は
か
ね
て
か
ら
前
歌
と
本
歌
の
間
に
解
釈
上
、
何
と
な
く
し
っ
く
り

の
で
あ
る
。

を
だ
に
」
を
「
と
も
し
」
に
つ
づ
け
て
「
風
ヲ
ト
モ
シ
」
と

し
な
い
、
あ
る
種
の
違
和
感
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
上
に
見

見
る
こ
と
は
、

て
き
た
ご
と
く
い
ず
れ
も
わ
た
し
の
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
納
得
の
い
く
よ
う
な

干
の
波
残
飽
く
ま
で
に
人
の
見
る
児
を
わ
れ
し
と
も
し
も
〈
四
・

注
解
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
お
も
う
に
そ
れ
は
従
来
本
歌
の
上
二
句

五
三
三
)

を

海
山
も
隔
た
ら
な
く
に
何
し
か
も
目
言
を
だ
に
も
こ
こ
だ
と
も
し
き
(
四
・

風
を
だ
に

恋
ふ
る
は

六
八
九
〉

ル」
d
u
l
u

の
よ
う

あ
っ
て
、

の
文
構
造
の
も
の
と
考
え
て
、
専
ら
そ
の
見
地
か
ら
ば
か
り
解
釈
が
な
さ
れ
て

人
の
見
る
児
を

い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
右
の
よ
う
に

「
風
を
だ
に
」

を
「
恋

214 

シ』
d
U
I
U
J
U

ふ
る
」
の
連
用
修
飾
語
(
客
語
)
と
考
え
る
限
り
、
四
八
八
・
四
八
九
の
両
歌

の
解
釈
が
う
ま
く
か
み
合
わ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
う
し
た

こ
の
よ
う
に
一
一
一
歌
を
対
照
す
れ
ば
、

を
だ
に
」
は
「
恋
ふ
る
は
」
で
な



く
て
、

「
と
も
し
」
に
つ
づ
く
と
見
る
の
が
、
正
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

③
 

と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
本
歌
の

「
風
を
だ
に
」
に
下
接
す
る
も
の
は
、

@
 

「
恋
ふ
る
は
」
で
な
く
て
「
と
も
し
」
と
見
る
べ
き
で
、
諸
説
の
よ
う
に
「
恋

-
「
ノ
。

「
と
も
し
」
の
語
は
「
少
な
い
、
十
分
で
な
い
、
足
り
な
い
」
状
態
を
表
わ

ふ
る
は
」
と
す
る
の
は
何
と
し
て
も
無
理
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
前

す
の
が

で
あ
っ
て
、
そ
の
「
少
な
い
、
十
分
で
な
い
、
足
り
な
い
」
も
の

(
四
八
八
)
の
結
句
「
秋
の
風
吹
く
」
を
「
風
に
で
も
心

か
れ
る
」
、
「
風

が

「
恋
し
い
、

い
と
し
い
、
慕
わ
し
い
」
の
意
に
な
っ
た
り
、
ま
た
は
そ
れ

だ
け
で
も
恋
し
く
思
っ
て
お
い
で
な
」
、
「
風
を
で
も
待
ち
恋
っ
て
い
る
」
等
々

が
他
者
に
十
分
に
、
足
り
て
い
る
こ
と
か
ら
「

ま
し
い
」
の
音
叫
に
な
っ
た
り

と
み
な
強
引
な
解
釈
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
秋
の
風
吹
く
」

も
す
る
の
で
あ
る
。
五
三
三
番

は

「
:
・
・
・
・
・
・
・
思
う
存
分
に
人
の
見
る
児
が
、

は
ど
こ
ま
で
も
「
秋
の
風
吹
く
」
だ
け
の
こ
と
で
そ
れ
以
上
は
む
し
ろ
怒
意
的

本
当
に
わ
た
し
は
恋
し
い
」
と
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
児
」
を
中
心
に
し
て

な
曲
解
と
な
ろ
う
。
従
っ
て
声
~

に
そ
れ
を
う
け
て

〆町、

カ
吹
い

言
う
場
合
で
、
自
分
が
十
分
(
見
る
こ
と
が
)
出
来
な
い
こ
と
を
人
が
出
来
る

て
来
る
と
あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
る
そ
の
よ
う
な
)

(
の
訪
れ
)
で
さ
え
(
私

と
い
う
こ
と
を
主
に
す
れ
ば
、

「
そ
の
児
を
思
う
存
分
人
の
見
る
の
が
羨
ま
し

に
は
)
羨
ま
し
い
。
と
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

い
」
と
な
る
。
六
八
九
番
歌
も
、
「
逢
っ
て
話
す
の
で
さ
え
が
大
へ
ん
少
な
い
」

本
歌
一
首
全
体
を
、

つ
ぎ
に
意
訳
し
見
る
と
、

の
意
で
、
そ
れ
が
出
来
た
ら
目
言
で
さ
え
私
に
は
「
羨
ま
し
い
」
こ
と
に
な
ろ

訪
れ
て
来
る
何
の
あ
て
も
な
い
私
に
は
、
恋
う
も
の
と
い
え
ば
、
秋
風
が
吹

-
「
ノ
。

い
て
来
る
と
、
あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
る
そ
の
よ
う
な
風
(
の
訪
れ
)
で
さ
え
、

要
す
る
に
、

ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
「
十
分
で
な
い
、
少
な
い
」
と
も
「

し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
に
せ
め
て
風
だ
け
で
も
訪
れ
て
来
る
よ
う
な

わ
し
い
、
恋
し
い
」
と
も
「

ま
し
い
」
と
も
い
い
か
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

あ
て
が
あ
る
な
ら
、
な
ん
で
敷
い
た
り
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

(
私
に
は
風
で

の
場
合
も
、

い
え
ば
」
の
意
で
、

「
恋
ふ
る
は
」
は
「
恋
う
も
の
と
し
て
は
、
恋
う
も
の
と

さ
え
訪
れ
て
は
来
な
い
の
で
す
。
)

と
、
こ
ん

に
で
も
な
ろ
う
か
。

風
(
の
訪
れ
〉
で
さ
え
、

(
私
に
は
〉
と
も
し
い
、
十
分
で
な
い
。

さ
て
因
み
に
、

「
だ
に
」
に
つ
い
て
、
岩
波
文
学
大
系
本
に
、

風
〈
の
訪
れ
〉
で
さ
え
、

(
私
に
は
)

わ
し
い
、
恋
し
い
。

朝
井
堤
に
来
鳴
く
貌
鳥
汝
だ
に
も
君
に
恋
ふ
れ
や
時
終
へ
ず
鳴
く
(
十
・
一

風
(
の
訪
れ
〉
で
さ
え
、

(
私
に
は
〉

し、。

八
二
三
)

「
風
を
だ
に
恋
ふ
る
は
と
も
し
」
私
設

一
五



を
だ
に
恋
ふ
る
は
と
も
し
」
私
設

一
六

セ
メ

「
恋
う
も
の
と
い
え
ば
、
風
(
の
訪
れ
)
ま
で
も
羨

ま
し
い
の
で
す
。
:
:
:
(
私
に
は
ま
で
も
訪
れ
て
は
来
な
い
の
で
す
。
)
」
と

①
 

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

に
関
し
て
次
の
よ
う
な
補
注
が
見
ら
れ
る
。

汝
だ
に
も

ダ
ニ
に

で
は
多
く
体
言
に
つ
い
て
、
ダ
ケ
デ
モ
、

テ
:
:
:
ダ
ケ
デ
モ
の
意
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
下
の
、
否
定
・
反
語

い
う
風
に
。
そ
の
場
合
「
で
さ
え
」
か
ら
「
ま
で
も
」
へ
と
そ
の

-
仮
定
・

-
命
令
・
願
望
と
呼
応
す
る
こ
と
が
多
い
。

強
化
さ
れ
て
、
そ
れ
だ
'u

王
の
歎
き
は
一
段
と
深
刻
さ
を
加
え
る
こ
と
に

下
の
否
定
・
反
語
と
呼
応
す
る
例
は
ダ
ケ
デ
モ
と
訳
し
て
あ
た
る
ζ

と
が

な
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
同
時
に
「
風
を
だ
に
」
と
「
と
も
し
」
と
の

多
い
。
そ
の
例
を
一
つ
あ
げ
る
。

の

さ
を
よ
り
明
確
に
、
そ
し
て
必
至
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
こ
と

う
ぐ
ひ
す
の
戸
だ
に
聞
か
ず
(
巻
十
七
、
三
九
六
九
)

と
も
な
ろ
う
。

仮
定
・
命
令
・

と
呼
応
す
る
場
合
は
セ
メ
テ
:
:
:
ダ
ケ
デ
モ
と

こ
れ
を
要
す
る
に
、
本

の
初
旬
は
従
来
の
諸
説
が
、
こ
れ
を
「
恋
ふ
る
は
」

訳
し
て
あ
た
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
第
一
冊
補
注
「

に
も
」

の
項
に

に
直
結
す
る
も
の

る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
隔
て
た
「
と
も
し
」
に
接

記
し
た
。
し
か
し
高
葉
集
の
ダ
ニ
に
は
、
平
安
時
代
に
現
わ
れ
る
用
法
の
先

続
さ
せ
て
、

「
風
を
だ
に
と
も
し
」
の
意
に
解
す
べ
し
と
す
る
試
解
を
新
し
く

駆
的
な
も
の
が
見
え
て
い
る
の
で
補
注
し
て
お
く
。

こ
こ
に
提
起
し
て
大
方
の
叱
正
を
仰
ぎ
た
い
と
お
も
う
。

セ
メ

テ
:
:
:
ダ
ケ
デ
モ
と
訳
し
た
の
で
は
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
お
前
ま
で

か
、
と
訳
す
ベ
く
、

巻
十
四
、
三
三
八
三
の
「
斯
く
だ
に
も
国
の
遠
か
ば
汝

こ
の
歌
(
一
八
二
三
)
の
汝
ダ
ニ
モ
の
例
の
如
き
は
、
ダ
ケ
デ
モ
、

注
① 

明
ら
か
に
前
歌
に
和
え
た
歌
と
す
る
も
の
(
古
義
・
窪
田
評
釈
〉
、

和
歌
と
も
独
立

と
も
解
さ
れ
る
と
す
る
も
の
(
私
注
)
、

filj 

を
見

聞
し
て
の

と
見
る
も
の
ハ
略
解
・
全
釈
)
、

本
歌
の
内
容
よ
り
し

が
目
欲
り
せ
む
」
も
同
様
で
あ
る
。
「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
も
国
が
遠
か
っ
た
ら
」

て

歌
と
の
関
係
が
確
認
で
き
る
と
す
る
も
の
(
全
註
釈
)
そ
の
他
特

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ダ
ニ
の
用
法
は
、
平
安
時
代
に
は
増
加
し
、

に
ζ

と
わ
る
こ
と
な
く
て
も
、

の
解
釈
か
ら
両
歌
の
関
係
を
当
然

「か
h

る
こ
と
だ
に
あ
り
」
の
よ
う
な
例
が
見
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
ま
で

予
想
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
等
々
、

も
、
全
く
無
関
係
と
見
る
も
の
は
な
い
。

か
な
り
幅
は
あ
る
に
し
て

あ
る
の
意
で
あ
る
。
そ
の
先
駆
的
な
例
は
す
で
に
奈
良
朝
に
あ
る
こ
と
を
記

し
て
お
く
。

② 

「
ヲ
恋
フ
」
の
確
か
な
用
例
は
、

一
七

O
五
・
二
四
四
九
・
二
九
八

こ
の
補
注
に
見
え
る
よ
う
な
「
ダ
ニ
」
の
用
法
は
、
本

の
場
合
に
も
通
用
す

三
・
四
三
七
一
の
四

で
そ
の
中
二
例
は
自
然
物
で
、
他
の
二
例
は
人



で
あ
る
。
自
然
物
と
人
と
半
々
で
あ
る
。

て
考
え
る
と
、
こ
れ
は
「
ヲ
+
形
容
詞
」
型
の
構
文
と
な
っ
て
、
高
・

③ 

「
作
者
は
、
額
田
王
の
歌
を
受
け
て
、
ま
ず
「
風
を
だ
に
来
む
と
し

一
三
歌
を
「
香
具
山
は

畝
火
を
愛
し
と
」
と
解
す
る
と
、
こ
れ
も
同

待
た
ば
何
か
歎
か
む
」
と
い
う
下
三
句
か
ら
こ
の
歌
を
作
り
は
じ
め
た
。

型
で
あ
っ
て
、

「
畝
火
を

香
具
山
は

愛
し
」
ま
た
「
恋
ふ
る
は

上
二
句
に
ダ
ニ
・
ヲ
恋
フ
な
ど
文
法
的
破
格
が
い
ち
じ
る
し
い
の
は
、

風
を
だ
に

と
も
し
」
と
い
う
風
に
そ
れ
ぞ
れ
言
い
か
え
ら
れ
て
、
基

先
に
で
き
た
下
三
句
に

を
そ
ろ
え
な
が
ら
、
あ
と
か
ら
加
え
ら
れ

本
的
に
は
、

象

が
長
い
」
の
文
構
造
を
と
る
も
の
と
考
え
て
よ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
よ
(
小
学
館
・

し、。

高
葉
集
)

⑦ 

岩
波
大
系
本
は
本
歌
の
「
ダ
ニ
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
例
外
と
注

こ
の
評
言
は

で
あ
っ
て
、
結
局
上
二
句
を
「

ヲ

記
す
る
だ
け
で
、
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
が
、
本
歌
も
一
八
二
三
歌
と

恋
フ
」
の
意
に
解
す
る
前
提
に
立
つ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
後
述
す
る

同
じ
用
例
歌
の
一
つ
に
加
え
て
し
か
る
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。

よ
う
に
上
二
句
を
「
風
ヲ
ト
モ
シ
」
と
考
え
る
時
は
成
立
し
な
い
こ
と

に
な
る
。

④ 

四
六

O
(「
人
言
を
よ
し
と
」
)
以
下
五
四
三
・
八
九
三
・
九
六
六
・

二
三

O
三
・
二
三
六
二
・
三
二
六
五
等
同
型
歌
が
あ
る
。

⑤ 

本
文
の
外
に
、

「
恋
ふ
る
は
」
を
恋
す
る
主
体
と
と
っ
て
「
恋
う
身

と
し
て
は
、
恋
す
る
身
に
つ
い
て
い
え
ば
」
、
風
の

(
訪
れ
)
で
さ
え
、

と
も
し
い
、
十
分
で
な
い
。
:
:
:
慕
わ
し
い
、
恋
し
い
O
i
-
-
-
羨
ま
し

し、。の
よ
う
に
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
と
お
も
う
が
、

一
応
本
文
の
よ
う
に
解

し
て
お
き
た
い
。

⑥ 

本
政
の
よ
う
に
、

「
と
も
し
」
を
直
接
「
風
を
だ
に
」
に
下
接
さ
せ

「
風
を
だ
に
恋
ふ
る
は
と
も
し
」
私
致

七



の

す。

大
君
の
命
恐
み
大
舟
の
行
き
の
ま
に
ま
に
宿
り
す
る
か
も
(
三
六
四
四
)

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の

一

=可3

』
巻
十
五
の
遺
新
羅
使
人
の

の
中
に

佐
婆
の
海
中
に
し
て
忽
ち
に

に
遭
ひ
、
根
へ
る
浪
に

と
あ
り
、
当
時
豊
前
国
下
毛
郡
に
「
分
間
の
浦
」
と
呼
ば
れ
る
地
名
が
あ
っ
た

経
宿
り
て
後
に
幸
に

を
得
、
豊
前
国
下
毛
郡
の
分
間
の
浦
に

す
。
こ
こ
に
鰻
難
を
追
ひ
て
但
み
懐
帽
し
て
作
る
歌
八
首

右
の
一
首
、

宅
麻
呂
(
以
下
七
首
略
)

に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、

は
っ
き
り

し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

従
来
の
説
を
大
別
す
れ
ば
お
お
む
ね
次
の
三
つ
に
な
ろ
う
。

1 2 

大
分
県
下
毛
郡
和
田
村
和
問
、
同
今
津
町
附
近
の
海
岸
附
近
か
と
い
ふ
。

中
津
市
田
尻
か
ら
今
津
に
か
け
て
の
海
辺
の
う
ち
か
。
間
々

た
和

八

友

孝

行

聞
の
あ
た
り
と
い
う
。
不
明
。

〔
古
典
大
系
本
〕

3 

分
間
浦
は
、
今
の
大
分
県
下
毛
郡
桜
洲
村
今
津
の
近
く
に
間
関
崎
の
地

名
が
残
っ
て
居
る
の
で
、
こ
こ
に
分
間
と
あ
る
の
は
、
万
聞
の
誤
で
、
浦

は
今
津
の
港
湾
を
指
す
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
。

I ¥ 

こ
れ
ら
の
援
す
る
「
分
間
の
浦
」
は
、
今
日
の
田
尻
、
和
問
あ
る
い
は
今
津
の

一
帯
を
漠
然
と
さ
し
て
い
る
よ
う
で
、

い
ず
れ
も
他
人
の
説
に
よ
っ
た
と
思
わ

れ
、
確
信
あ
っ
て
の
推

で
は
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
田
尻
・
和
間
・

今
津
の
三
地
区
は
お
の
お
の

に
隔
た
り
が
あ
り
、
ま
た
、

2
・
3
ま
間

々
崎
(
な
い
し
間
間
崎
〉
と
い
う
地
名
が
現
存
す
る
か
の
よ
う
に
い
う
が
、
現

在
そ
れ
を
的
確
に
示
し
が
た
い
こ
と
、
間
々
崎
と
「
分
間
の
浦
」
と
の

な
ど
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。

そ
う
い
う
私
に
も
断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
多
少
こ
の
地
に
あ
っ
て

渉
猟
し
つ
つ
考
え
来
た
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

一一



ま
ず
豊
前
国
下
毛
郡
分
間
の
浦
と
推
定
さ
れ
て
い
る
中
津
市
付
近
の
地
形
に

に
よ
る
新
田
開
発
が
行
な
わ
れ
、
平
野
は
漸
次
拡
大
し
た
。
新
市
域
の
三
保
、

つ
い
て
『
太
宰
管
内
志
』
の
記
す
と
こ
ろ
を
見
ょ
う
。

〔
和
名
抄
〕
に
下
毛
郡
、
山
国
・
大
家
・
麻
生
・
野
仲
・
諌
山
・
穴
石
・

今
津
(

島
、
赤
迫
、
犬
丸
、

む
一
帯
)
、
和
田
(
田
尻
、

和
問
、
定
留
〉
は
旧
耶
馬
熔
岩
流
の
末
端
が
丘
陵
を
作
り
、
現
中
津
市
の
最
高

ト
者
己
上
七

/
討
郷
な
り
、

位
は
東
方
宇
佐
郡
と
な
り
、
西
は
田
河
・
築
城
・
仲
津
三
郡
と
な
り
、
北

は
海
又
上
毛
郡
に
隣
り
、
南
は
豊
後
国
玖
珠
・
日
田
二
郡
と
な
り
て
、
南

〔
寛
知
集
〕
に
下
毛
郡
六
十
四
村
云
々
な
ど
あ
り
、

次
に
方

所
(
十
七
・
八
メ
ー
ト
ル
)
を
な
し
、
和
田
方
面
で
は
下
毛
原
洪
積
台
地
が
田

尻
の
北
方
に
ま
で
達
し
、
今
津
の

島
に
お
け
る
長

と
同
様
、
海
岸
近

く
ま
で
せ
ま
っ
て
い
た
。

〔
要
旨
。

〆声、、

)
内
は
友
松
の
補
足
〕

北
八
里
東
西
二
里
半
許
あ
り
、
北
方
に
平
地
多
く
、
南
方
に
大
山
多
し
、

叉
郡
ノ
西
に
高
瀬
ノ
大
河
あ
り
(
以
下
略
)
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
世
以
前
の
こ
の
一
帯
の
海
岸
の
地
形
は
、
現
在
の
そ
れ

と
相
当
異
な
っ
た
相
貌
を
呈
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
=
フ
中
つ
の
「

ノ
大
河
」
と
は
、

の
西
、
現
在

と
福
岡
県

こ
の
夏
、
田
尻
・
和
聞
の

査
を
試
み
た
お
り
、
田
尻
の
旧
家
で
現
在

と
の
界
を
な
す
山
国
川
を
さ
し
、
そ
の
河
口
近
く
に
「
倉
無
の
浜
」

(
一
七
一

い
て
い
る
田
尻
清
之
助
氏
か
ら
田
尻
の
小
字
名
を
記
し
た
明
治
二
十

O
)
の
跡
と
い
わ
れ
る

無
浜
神
社
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
分
間
の
浦
」

に
擬
せ
ら
れ
て
い
る

-
和
間
・
田
尻
の
一
帯
は
中
津
市
の

に
あ
り
、

二
年
製
作
の
地
図
を
示
さ
れ
た
。
こ
の
地
図
を
見
て
も
こ
の
一
帯
の
干
拓
の
跡

は

顕

著

で

、

新

聞

」

「

余

水

川

新

開

」

な

ど

の

新

地

ー「

「
和
間
ヶ
鼻
東
」

『
中
津
市
史
』
に
よ
れ
ば
、

『
和
名
抄
』
に
い
う
下

て
い

名
が
海
岸
に
並
び
、
海
岸
が
近
世
末
期
の
頃
急
に
北
に
押
し
進
め
ら
れ
た
も
の

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
明
治
十
七
年
八
月
の
太
政
官
布
告
の

ら
し
い
こ
と
を
知
っ
た
。

の
再
改
正
な
ど
に
よ

町
に
組
織
告
れ
、
や
が
て
中
津
市
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
私
は
、
今
津
一
帯
、
定
留
、
田
尻
付
近
の
地
形
の
実
地
調
査
を
数
回

こ
の
中
津
の
東
西
両
端
を
結
ぶ

は
近
世
以
降
の
こ
と
ら
し
く
、
そ
の
間
に
相
つ
ぐ
干
拓
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
同

今
日
見
る
よ
う
な
形
に
な
っ
た
の

試
み
、
ま
た
こ
の
付
近
の
地

に
明
る
い
島

の
意
見
を
参
考
に
し
て
、

中
世
以
前
の

し
た
の
が
次
の
地
図
に
示
し
た

i
i
i線
で
あ
る
。

『
中
津
市
史
』
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
よ
り
も

ま
で
入
り
込
ん
で
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。あ

か
き
と

こ
の
う
ち
と
く
に
今
津
付
近
に
お
い
て
地
形
の
凌
化
が
大
き
く
、
赤
迫
の
あ

中
世
ま
で
の

t
今
日
の
陸
地
の
奥
に
あ
り
、
旧
国
道
中
殿
、
牛
神
、

一
ツ
松
辺
が
海
岸
線
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
よ
り
盛
ん
に
干
拓

た
り
ま
で
も
後
退
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、

で
海
に
注

分

間

の

考

九
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滞
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丸 τ二.
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大

ニO

い
で
い
る
犬
丸
川
は
そ
の
運
搬
す
る
土
砂
の
た
め
に
自
ら
の
川
幅
を
狭
め
か
っ

沖
の
方
ま
で
沖
積
地
を
広
げ
て
行
っ
た
。
鍋
島
・
植
野
ま
た
犬
丸
に
古
墳
や
貝

塚

の
類
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
現
在
の
河
口
か
ら
よ
ほ

れ
た
場
所

で
し
か
な
く
、
今
津
(
地
図
C
)
に
は
そ
の
類
が
一
か
所
も
な
い
。
以
上
述
べ

4r. 
退

た
こ
と
を
も
と
に
し
な
が
ら
「
分
間
の
浦
」
の
所
在
地
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

し、
。

一一一

"= 

(
1
〉
の

上
の
地
図
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
さ
き
の
『

指
摘
す
る
分
間
の
浦
は

B
な
い
し
C
だ
が
、

『
古
典
大
系
本
』

(

2

)

は
、
不

明
と
し
な
が
ら
も
A
J
C
と
広
範
囲
で
、
間
々

ま
た
は
和
間

(
B
〉
の
あ
た

2km 

り
と
す
る
説
を
掲
げ
て
い
る
。

『
高
葉
集
私
注
』

(
3
〉
は
C
と
す
る
。
し
か

し
私
の

に
誤
り
が
な
い
な
ら
ば
、

(
1
)
 
ハ
2
〉

(

3

)

と
も
『
大
日
本

の
記
述
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
『
大
日
本
地
名

は
今ミ次
津ヅの

ょ
っ

あ
る

に
し
て
、
宇
佐
郡

今
桜
洲
村
と
改
称
す
、
郡
(
下
毛
郡
)
の

界
な
る
海
駅
な
り
、
小
港
湾
あ
り
、
叉
鉄
道
車
駅
と
す
。

〈
古
の
万
間
滞

(
中
略
)

今
和
田
村
大
宇
田
尻
の

間マ
間マな
埼i る目、

し
、../

O 

な
り
、

の
西
北
と
す
、

な
る
下
毛
郡
分
間
浦
は
万
間
滞
の

に
て
、
即
此
地
な
ら
ん



ぜ
り
、

(
後
略
)

と
あ
り
、
口
は
「
東
」
な
ど
の
方
角
を
さ
す
字
で
あ
っ
た
ろ
う
。
田
尻
は
標
高

こ
の
『
地
名

r.--， 

σコ

は
人
惑
わ
せ
で
あ
る
。
は
じ

を
「
万
間
浦
」

一0
メ
ー
ト
ル
前
後
の
高
さ
で
、
中
津
駅
の
東
、
東
浜
の
地
か
ら
真
東
に
見
渡

な
る
べ
し
、
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
あ
と
で
は
『
豊
前
志
』
の
間

さ
れ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
和
聞
や
今
津
は
東
浜
か
ら
見
通
せ
な
い
。

浦
説
を
引
い
て
い
る
。

迷
う
の
も
当
然
で
あ
る
。

同
じ
『
管
内
志
』
に
ま
た

そ
の
渡
辺
重
春
の
著
『
豊
前
志
』
の
記
述
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。

〔
森
氏
一
五
〕
、
下
毛
郡
分
間
と
、
吹
出
ノ
高
潰
と
、
相
劃
へ
る
、

其
間
凡

間
々
潰

二
里
許
に
し
て
、
入
ぬ
る
磯
の
さ
ま
、

た
と
へ
ば
箕
ノ
腰
の
如
く
に
曲
れ

田
尻
村
の
海
演
な
り
。

(
中
略
)

り
、
其
内
に
倉
無
潰
な
ど
も
あ
り
て
、
面
白
き

り

(
下
略
〉

重
春
云
、
此
の
分
間
を
昔
よ
り

ワ
マ
と
訓
め
る
は
い
か
に
ぞ
や
。
分

と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
吹
出
の
浜
は
、
現
在
の
福
岡
県
築
上
郡
吉
富
町
高

を
ワ
と
訓
む
べ
き
ゃ
う
無
し
。

ワ
カ
ル
、

ワ
カ
ツ
の
カ
ル
、

カ
ツ
を
省
き

浜
で
、

『
豊
ム
間
士
心
』
に
、

て
ワ
と
の
み
云
ふ

、
古
言
に
例
な
き
事
な
る
を
や
。
故
、
按
ふ
に
分
は

吹
出
演

万
の
字
に

所
思
ゆ
。

の
似
た
る
よ
り

き
違
へ
し
も
の
に
て
、
万
聞
な
る
べ
く

夫
木
集
云
、

『
秋
の
夜
は
さ
ぞ
寒
か
ら
し
浦

の
吹
出
の
漬
の
千
鳥
鳴
く

(
後
略
)

な
り
』

(
下
略
〉

そ
こ
で
私
は
「
間
々
浜
」
を
求
め
て
、

の
地
に
赴
い
た
。
そ
の
結
果
、
今

と

せ
ら
れ
て
い
る
。

に
は
つ
い
に
マ
マ
の
地
名
を
聞
く
乙
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
後
述
す

こ
の
吹
出
の
浜
と
田
尻
の
突
端
部
と
の
聞
は
お
よ
そ
八
キ
ロ
、
正
し
く
箕
の

る
が
、
田
尻
に
「
間
々
浜
」
と
呼
ば
れ
る
地
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
お

の
よ
う
に
海
岸
は
湾
曲
し
て
い
た
ろ
う
こ
と
は
、
前
に
引
い
た
『
中
津
市
史
』

そ
ら
く
『

』
の
「
(
古
の
万
間
浦
な
る
べ
し
と
と
い
う
の
は
誤
り
で

円
ノ
コ
】

κ
ν
4一二口

ら
も
推
定
で
き
る
。

あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

「
分
間
の
浦
」
は
和
間
・
今
津
な
ど
で
な
く
、
田
尻
の

ま
た
私
は
『
太
宰
管
内
志
』
所
収
の
「
津
城
永
賓
記
」
を
見
た
。
そ
れ
に
は
、

地
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
間
違
い
な
か
ろ
う
。

分
間
ノ
崎
は
、

田
村
東
漬
村
ノ
地
よ
り
口
方
ノ
海
中
に
指
出
た

る

な
り
。

四

分

間

の

考

一一一



分

の

浦

考

一一一一

私
は
『
豊
前
志
』
の
、
分
間
浦
は
間
間
浜
で
あ
る
と
い
う
説
に
賛
同
し
、
間

特
有
の
遠
浅
の
海
で
、

に
は
水
辺
と
化
し
、
干

に
は
干
潟
を
な
し

間
浜
な
る
地
が
田
尻
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
の
間
間
浜
と
は
田
尻
の
ど

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
和
間
鼻
は
私
の

で
は
、
浜
田
か
ら
四
百
メ
ー
ト
ル
も

の
辺
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

海
に
突
き
出
た
相
当
に
長
い
「

」
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
『
豊

さ
き
に
も
い
っ
た
が
、
田
尻
に
「
ま
ま
浜
」
と
い
う
呼
び
名
が
あ
っ
た
の
で

前
志
』
の
い
う
「
間
々
浜
」
は
、
こ
の
和
間

か
ら
浜
田
・
浜
口
の
、
田
尻
西

あ
る
。
前
述
の
田
尻
清
之
助
氏
は
地
図
で

D
と
印
し
た
土
地
を
示
さ
れ
た
。
こ

野
に
か
け
て
南
西
に
延
び
た
海
浜
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

の
D
地
は
田
尻
の
北
の
突
端
で
、
現
在
堤
防
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
地
に
行
く

し
か
し
こ
の
遺
新
羅
使
人
た
ち
が
船
を
停
め
て
「
浮
き
寝
」

(
三
六
四
元
)

は
約
四
メ
ー
ト
ル
、
道
の
両
側
に
は
樹
齢
七
、
八
十
年
に
も
な
ろ
う
か
と

を
し
た
の
は
、
右
に
い
う
和
問

の
西
側
(
す
な
わ
ち
現
在
の
中
津
市
街
地
の

思
わ
れ
る
四
、
五
十
本
の
松
が
茂
っ
て
い
る
。
ま
わ
り
は
水
田
、

で
な
け
れ
ば

あ
る
方
)
か

か
、
そ
の
点
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

一
行
は
、
瀬
戸
内
海
を

の
捨
て
場
で
あ
る
。

山
陽
道
沿
い
に
西
航
し
、
関
門
海
峡
を
抜
け
て
博
多
に
到
着
す
る
予
定
で
あ
っ

田
尻
氏
の
話
に
よ
れ
ば
、
氏
が
子
供
の
頃
、
よ
く
こ
の
地
で
遊
ん
だ
と
の
こ

た
。
そ
れ
が
周
防
の
佐
婆
郡
の
あ
た
り
で
逆
風
に
あ
い
、

一
晩
漂
流
し
た
後
、

と
で
、
余
水
神
社
の
奉
納
地
図
に
よ
る
と
、

「
和
問

」
と
い
う
こ
と
に
な
っ

を
得
て
こ
の

の
「
分
間
の
浦
」
に

た
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の

水
川
新
聞
」
・

て
い
る
が
、
通
称
の
名
は
「
ま
ま
浜
」
で
あ
る
。
こ
の
和
問

「
和
問
ケ
鼻
東
」
と
西
の
「
鼻
西

、
東
の
「
余

• 

は
八
月
上
旬
の
季
節
と
周

の
風
向

す
る
と
、
こ
の
時

」
と
に
挟
ま
れ
た
よ
う

の
「
逆
風
」
は
西
風
な
い
し
北
西
の

で
あ
っ
た
ろ
う
し
、

「
順
風
」
は
東
風

な
恰
好
に
な
っ
て
い
る
。

な
い
し
北
東
の
風
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
思
え
ば
、
天
気
は
回
復
し
て
も
な

私
は
干
拓
の
行
な
わ
れ
る
以
前
の
姿
を
探
し
求
め
、
奉
納
地
図
に
記
入
さ
れ

お
波
は
荒
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
西

に
停
泊
し
た
。

つ
ま
り
「
分
間
の
浦
」

て
い
る
小
字
名
の
「
恵
良
」

「
浜
田
」

「
浜
口
」
の
辺

し
た
と
こ
ろ
、

も
西

で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
こ
の
時
の
八
首
の

浜
目
の
あ
た
り
で
、
粘
土
質
土
壌
の
赤
土
の
上
に
多
量
の
砂
が
か
ぶ
さ
っ
て
い

の
う
ち

る
部
分
を
見
付
け
た
。
お
そ
ら
く
開
発
以
前
の
海
岸
で
あ
っ
た
ろ
う
。
長
さ
約

海
原
の
沖
辺
に
燈
し
い
ざ
る
火
は
明
か
し
て
燈
せ
大
和
島
見
む
(
三
六
四
八
)

二
十
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
で
東
西
に
連
な
っ
て
い
た
。

ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
は
は
や
も
出
で
ぬ
か
も
海
原
の
八
十
島
の
上
ゆ
妹
が

新
聞
・
和
間
ケ
鼻
東
・
余
水
川
新
聞
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
は
、
豊
前
海

あ
た
り
見
む
(
一
ニ
六
五
一
)



の
趣
か
ら
、
作
者
は
東
の
空
を
望
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
位
置
は
和
間

鼻
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
さ

の
項

分の
間文
は 中
麻マに
末、
と
司1[
ム

4¥ 

し

き
に
見
た
よ
う
に
こ
の
和
問

は
細
長
い
砂
費
で
高
さ
も
い
く
ば
く
も
な
か
っ

と
あ
る
。
し
か
し
『
豊
前
志
』

の
い
う
よ
う
に
、

ワ
カ
ル
、

ワ
カ
ツ
の
カ
ル
、

た
。
ま
し
て
夜
中
の
詠
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
で
砂
費
の
ど
ち
ら
側
か
を
判
断

カ
ツ
を
省
い
て
ワ
と
だ
け
い
う
こ
と
が
語
法
的
に
可
能
か
ど
う
か
、

と
い
〉
フ
占
川

す
る
に
と
は
適
切
で
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
「
分
間
の
滞
」
と
あ
る
以
上
、
「
浦
、

で
疑
問
が
残
る
。
む
し
ろ
「
和
問
」
と
い
う
地
名
が
現
存
す
る
の
で
そ
れ
に
合

和
名
字
良
、
大
川
芳
曲
渚
、

」
(
和
名
抄
)
と
い
う
条
件
を
具
え

わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
間
間
崎
と
い
う
地
名
に
合
わ
せ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
大
川
」
こ
そ
な
い
が
、

「
分
間
の
浦
」
は
渚
が

て
「
分
」
を
「
万
」
の
誤
字
と
考
え
る
の
も
は
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

か

湾
曲
し
、
風
待
ち
す
る
所
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
や
は
り
和
間

の
西
側
で
あ
っ

り
に
「
万
間
」
と
い
う
の
が
正
し
い
と
い
っ
て
も
、

「
万
」
は
音
仮
名
、
「
間
」

た
と
推
定
し
て
お
そ
ら
く
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

は
訓
仮
名
、
そ
の
よ
う
な
音
訓
交
用
の
地
名
表
記
も
「
佐
穂
」
(
六
六
三
)
「
伊

駒
I 

(三

O
三
二
)
な
ど
の
よ
う
に
稀
に
は
あ
る
が
、
可
能
性
と
し
て
は
低
い

五

よ
う
に
思
う
。

ワ
ク
マ
と
読
む
の
は
そ
の
点
無
理
が
な
い
。

最
後
に
「
分
間
の
浦
」
の
読
み
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
現
在
『
高
葉

今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
読
み
方
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
い
う
一
点
だ
け
を
憾

巴=

の

の
類
は
す
べ
て
、

「
分
間
」
を
ワ
ク
マ
と
読
ん
て
い
る
。
文
字

み
と
す
る
。

に
即
す
る
か
ぎ
り
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

し
分ヮか
間マし
ノ=司

浦太
宰
管
内
三と

の
地
名
の
欄
に
は
、

〔
付
記
〕
こ
の
小
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
木
下
正
俊
先
生
の
ご
助
言
を
頂

い
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

と
し

〔
渡
遁
氏
云
〕
、
分
間
浦
、
今
も
ワ
マ
ノ
ウ
ラ
と
も
、

マ
、
ノ
ウ
ラ
と
'
も

云
な
り
、
古
は
ワ
マ
と
ぞ
唱
へ
た
り
け
む
、

と
あ
る
。

一
方
ま
た
マ
マ
と
も
読
ん
で
い
る
。
同

豊
前
之
七
「
分
間
ノ
浦
」

分

間

の

浦

考

一一一一一



二
四

と

野

治

之

な
し、

-
玉
台
新
詠
な
ど
六
朝
の
詩
文
集
と
と
も
に
、
上
代
文
学
史
上
看
過
で
き

固
と
さ
れ
て
い
る
。

一

平
城
宮
祉
で
発
掘
さ
れ
た
木
簡
に
は
、
詩
歌
や
漢
籍
の
一
部
を
す
さ
び

き

と
こ
ろ
で
平
城
宮
祉
出
土
の
木
簡
に
、
左
の
よ
う
な
文
字
を
記
し
た
断
片
が

(
7〉

存
す
る
。

〔
易
断
惜
カ
〕

付
口
口
口
風
景
於
也

〔
景
於
ヵ
〕

惜
風
口
口

〔
稽

3

滑
稽
権
大
滑
口
円

〆町、

五
八
二
〉

し
た
り
、

し
た
も
の
が
散
見
す
る
。
こ
れ
ら
は
上
代
の
文
学
の
み
な
ら
ず
、

文
化
を
考
え
る
上
に
も
注
目
す
ベ

ハ
1
〉

も
の
が
少
な
く
な
い
。
私
も
か
つ
て
文
選
李
善
注
の
存
在
を
指
摘
し
た
こ
と
が

〈

2
〉

あ
っ
た
が
、
最
近
新
た
に
王
勃
集
の
断
片
を
見
出
し
た
の
で
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ

で
あ
っ
て
、
既
に
言
及
さ
れ
て
い
る

ω 

同

五
八
三
)

同

(同

五
八
一
)

て
明
か
部
見
を
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
内
容
が
、
官
簡
の

に
関
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら

一一

か
で
あ
ろ
う
。
実
は
こ
れ
ら
は
、
王
勃
作
の
詩
序
の
一
つ
、

「
初
春
於
権
大
宅

-
楊
畑
・
嘩
照
隣
と
な
ら
ん
で

(
3
V
 

の
四
傑
と
い
わ
れ
た
詩
人
王
勃
ハ
王
子
安
〉
の
詩
文
集
で
あ
る
。
我
国
に
は
、

(

4

)

(

5

)

 

の

残

巻

や

の

残

巻

が

伝

わ

っ

て

い
う
ま
で
も
な
く
王
勃
集
は
、

宴
序
」
を
習
い

(8
〉

王
子
安
集
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
正
倉
院
蔵
の
旧
妙
本
に
そ
の
全
文
が

い
ま
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
序
の
全
文
を
示
そ
う
。

き
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
詩
序
は
、
通
行
の

本

残
る
。

年
の

を
有
す
る

初
春
於
権
大
宅
宴
序

お
り
、
早
く
か
ら
将
来
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

が
、
奈
良
時
代
の
詩
歌
、

早
春
上
月
、
連
襟
施
腕
、

易
断
、
惜
風
景
於
他
郷
、
勝
友
難
道
、

芳

道
術
斉

(ロ)市

権|故
大|人
官|緊
骨 l

わ
け
て
も
詩
序
・
歌
序
の
表
現
に
与
え

は
極
め
て
大
き
な
も
の
が
あ
り
、



と
を
請
ふ
、
詩
は
以
ち
て
志
を
言
ふ
、
白
鳳
の
調
を
飛
ば
す
可
し
。
凡
そ

士、

博
我
以
文

期
我
以
久
要
、
大
夫
之

国

遠
命
珪
嘩
之
客
、
則
有
僧
中
竜

我
友
人
、
皆
四
韻
を
成
し
た
ま
へ
。
〉

相
知
、
大
開
琴

、
支
道
林
之
聡
明
、
物
外
英
奇
、

之
体
道
、
張
生
博
物
、
仁
遠

へ
同
出
全
子

3

春
、
接
蘭
友
而
坐
蘭
室
、

前
掲
の
木
簡
ハ
円
。
は
、
傍
線
部
川
W
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、

H
W
は

〈

m)

き
し
た
も
の
で
あ
る
。
ハ
円
。
だ
け
で
は
、
他
の

乎
哉
、
揚
子
草
玄
、
吾
知
之
突
、

習

を
適
宜

に
類
句
が
な
い
と

散
孤
憤
於
談

寄
窮
愁
於
天
漢
、

楽
極
興
酎
、
方
欲
粉
飾

は
い
い
き
れ
な
い
が
、

の
「
権
大
官
」
は
、
詩
序
の

に
も
「
権
大

宅
」
と
あ
る
通
り
、
特
定
の
人
物
を
さ
し
て
お
り
、
こ
れ
が
木
簡
同
に
み
え
る

以
上
、
ハ
円

1
日
間
が
す
べ
て
こ
の
詩
序
の
断
片
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
か

(日〉

ろ
う
。こ

の
詩
序
は
、
王
勃
集
を
通
じ
て
、
奈
良
時
代
の
貴
族
や
文
人
の
眼
に
と
ま

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
例
え
ば
懐
風
藻
川
収
の
詩
に
は
、
次
の
よ
う
な
類
似

(
上
段
は
王
勃
「
初
春
於
権
大
宅
宴
序
」
、
下
段
は

襟
神
、
激
揚
視
聴
、
翫
山
川
之
物
色
、
賞
区

文
不
在
草
、
請

詩
以
言
志
、
可
飛
白
鳳
之
詞
、
凡
我
友
人
、
皆
成
四
韻

う
た
げ

(
初
春
、
権
大
宅
に
し
て
宴
す
る
序

こ

ち

ら

D

〈

主

つ

ら

と

あ

ら

た

早
春
の
上
月
で
襟
:
を
連
ね
腕
を
掘
る
。
梅
と
柳
と
は
変
ま
り
て
新
歳
芳

ひ

し

く

つ

ど

し

ん

し
く
、
道
術
斉
し
て
故
人
緊
ふ
。
心
断
つ
こ
と
易
く
、
風
景
を
他
郷
に

命
蛇

惜
し
む
。
勝
友
遭
ふ
こ
と

骨
稽
名
士
、

の
席

以に
ち尽
てく
しす

我権
に大
期ま官
つい

の
語
句
が
み
え
て
い
る
。

(
刊
以

〉

崎

譲

の

詩

)

む
る
に
文

ふ
か

に
久
要
を
以
ち
て
す
。
大
夫
の
風
士
暗
く
相
許
し
、
国
土
の
懐
抱
深
く
相

む

し

お

は

る

か

ま

ら

ひ

と

お

知
る
。
大
き
に
琴
酒
の
鐙
を
聞
き
、
遠
に
珪
埠
の
客
を
命
く
。
則
ち
僧
中

ω尽
歓
娯
於
此
席

支
道
林
が
聡
明
あ
り
、
物
外
の
英
奇
、
劉
真
長
が
体
道
有
り
の

張
生
が
博
物
、

ι
予
よ
る
か
も
、
揚
子
が
草
玄
、
吾
こ
れ
を
知
れ
る
ぞ
。

春
風
に
臨
み
て
春
口
に
斌
ひ
、
蘭
友
に
蹴
り
て
蘭
堂
に
舎
。
孤
憤
を
談
叢

は

や

た

り

な

低

に
除
き
、
窮
愁
を
天
漢
に
寄
す
。
情
飛
び
調
逸
り
、
楽
極
ま
り
興
酎
な
り
。

も
て
あ
そ

於
に
襟
神
を
粉
飾
し
、
視
時
を
激
揚
し
、
山
川
の
物
色
を
翫
び
、
区
字
の

ま
や

3

ζ

ζ

ふ
み
て

賞
さ
む
と
欲
り
す
。
文
は
蛮
に
在
ら
ず
、
蛇
竜
の
筆
を
命
ぜ
む
こ

の
竜
象
、

ω博
我
以
文
章
、
期
我
以
久
要

ω大
開
琴
酒
之
態
、
遠
命
珪
薄

之
客

王

礼
楽
備
而
朝
野
得
歓
娯
之
致
〈
臼
序
)

雄
歓
娯
未
尽
(
部
序
〉
尽
歓
情
於

之酔。此。
地我。地
、以(

博。五。94
我。千序
以 。之〉
三 文
百 、

之
什

且
狂
簡

(
臼
序
)

琴
酒
開
芳
苑
(
犯
)

西

東
閣
引
珪
埠
(
侃
〉

二
五



主
勃
集
と

一一六

(

ω

)

 

け
ば
、
官
街
で

理
に
用
い
た
文

-
帳
簿
な
ど
で
あ
っ
て
、
特
に
西
宮

ω散
孤
憤
於
談
叢

宜飛。請。請。
裁西染写
四。傷翰西
韻。之操園

古紙之
各篇(遊
述r"¥ 65 r"¥ 
所 65 序 52
懐序)序

94 
序

(
内
裏
)
の
守
衛
に
当
っ
た
兵
衛
関
係
の
も
の
が
多
く
、
付
近
に
兵
衛
の
詰
所

の
存
在
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
王

の
断
片
も
、
平
素
木
簡
を
扱
っ
て
い
た

川

w請
命
較
竜
之
筆

下
級
の
官
人
に
よ
っ
て
、

ほ
ぼ
こ
の
頃
に

か
れ
た
も

た の
木の
簡 と
も 考
出え
てな
し、け

るれ
が白ば

な
ら
な
い
。
同
じ
穴
か
ら
は
、
文
選
李
善
注
を
習

こ
の
中
に
は
、

倒
的
な
ど
の
よ
う
に
、

類
似
の
表
現
が
他
の
詩
序
に
も
し
ば
し
ば

天
平
末
年
に
は
、
文
選
な
ど
と
な
ら
ん
で
王
勃
の
詩
文
も
、
下
級
官
人
の
翫
ぶ

み
え
る
も
の
が
あ
り
、
懐
風

(J) 

カ
す
べ
て
直
接
に
こ
の
詩
序
に
基
く
と
は

と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
内
容
の
理
解
が
ど
の
程

ぃ
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
表
現
が
、
他
の
詩
序
の
語
句
と
相
侯
っ
て
奈
良
時

代
人
の
述
作
の
糧
と
な
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、

ω
の
場
合
な

(
臼
)

ど
は
、
や
は
り
直
接
の
が
想
定
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
上
記

言

度
な
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
も
、
王
勃
集
の
流
行
が
、
少
数
の
貴
族

-
文
人
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
。

さ
れ
た
七
夕
詩
の
序
の

思

お

さ
れ
る

で)の

あは
る、
。正

倉
院
文

(
続
修
三
二
)
の
余
白
に
残

の

王
勃
集
の
完
本
に
存
し
た
こ
の
詩
序
を
習
い

き
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

孟
秋
良
辰
、
七
夕
清
節
、
涼
気
初
升
、

笹
焼
於
刷
草
、
言
語
風
土
、
札
ヂ
吉
日
、
情
肪
淑
女
、
穿
針
之
良 金

一一一

夜
、
当
此
時
也
、

量
得
投
筆
、
人
取
ニ
子
、
各
成
二

王
勃
集
の
木
簡
は
、

か
れ
た
環
境
が
明
ら
か
な
点
で
、

の
流
布
を
考

こ
の
序
と
七
夕
詩
は
、
天
平
十
六
年
頃
、

の
舎
人
で
金
光
明
寺
写
経

(
m
m
)
 

か
れ
た
。
こ
の
詩

え
る
上
に

手
が
か
り
を
提
供
す
る
。

所
の
写
経
生
・
校
生
を
し
て
い
た
辛
国
連
人
成
に
よ
っ
て

こ
れ
ら
の
断
片
は
、

二
次

の
外
郭
に
あ
っ
た
ご
み
捨
て
用
の

序
に
は
和
臭
を
も
っ
た
表
現
が
み
と
め
ら
れ
、
ま
た
詩
に
は
、

ハ
羽
〉

七
夕
詩
と
同
一
の
句
を
用
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
人
成
自
身
の
作
と
は
断

不
比
等
の

穴
か
ら
、
多
数
の
木
製
品
・
土
器
な
ど
と
共
に
出
土
し
た
。
併
出
し
た
木
簡
の

年
紀
や
遺
物
の
出
土
状
況
か
ら
考
え
て
、
こ
の
穴
が
使
用
さ
れ
た
の
は
、
天
平

(M
〉

に
限
ら
れ
る
と
い
う
。
併
出
し
た
木
簡
は
、
荷
札
の
類
を
除

定
で
き
な
い
ま
で
も
、
邦
人
の
作
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
は
な
か
ろ
う
。

十
七

士
の
研
究
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
詩
序
に
は
、
王
勃
を
は
じ



め
と
す

の
詩
序
の

〈
幻
)

特
に
著
し
い
。
舎
人
・
写
経
生
の
よ
う

さ
を
示
す
明
確
な
資
料
は
存
し
な
か
っ
た
。

ζ

こ
に
と
り
あ
げ
た
王
勃
集
の
断

な
下
級
官
人
が
、

か
か
る
序
を
伴
っ
た
詩
を
試
み
た
背
景
に
は
、
前
述
の
よ
う

簡
は
、
零
細
な

と
は
い
え
、
こ
の
欠
を
補
う
も
の
で
あ
り
、
奈
良
時
代
に

な
趨
勢
が
存
在
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

お
け

の
一
面
を
窺
わ
せ
る
点
で

な
意
義
を
有
す
る
と
い
え
よ

王
勃
集
の
内
容
は
、
官
人
が
文
章
の
手
本
と
す
る
に
は
必
ず
し
も
ふ
さ
わ

，
「
ノ
。

し
い
と
は
い
え
ず
、
ま
た
大
学
寮
等
で
そ
の
読
習
が

け
ら
れ
て
い
た
わ

け
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

ヵ
、
た
と
え
部
分
的
に
せ
よ
、

か
く
ま

註

で
広
く
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
甚
だ
興
味
深
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
現
象
は
、
当
時

(

l

)

 

『
国
風

時
代
の
文
学
』

一
六
J
二
O
頁
、
同
「
平
安

の
詩
文
が
、
単
に
個
人
的
な
文
学
活
動
の
所
産
と
い
う
よ
り
は
、
宴
な
ど
公
的

初
頭
の
文
学
」

(
泊
園
二
、

一
九
七
二
)
、

同
「
高
葉
集
か
ら
古
今
集

な
儀
式
・
集
会
と
多
分
に
結
び
つ
い
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考

(

n

)

 

え
ら
れ
る
。
宴
席
や
送
別
の
場
を
美
文
で
描
写
し
た
王
勃
ら
の
詩
序
が
し
き
り

(
m
ω
)
 

が
あ
ろ
う
。
ま
た
自
ら
は
詩
作
し
な
い
が
、

へ
〉
(
『
河
口
ル
古
典
文
学
の
心
』
所
収
、

の
語
る
世
界
」

一
九
七
三
〉
、

「
木
簡

(
言
語
生
活
一
九
七
一
年
十
二
月
号
)
。

に
模
倣
せ
ら
れ
た
の
も
こ
こ
に

(

2

)

 

拙
稿
「
平
城
宮
出
土
木
簡
所
見
の
文
選
李
善
注
」

〆刷、

七
六
号
、

そ
こ
に
参
会
す
る

に
と
っ
て
も
、

れ
る
詩
文
を
理
解
す
る
こ
と

一
九
七
一
〉
。

は
教
養
の
一
つ
と
さ
れ
た
に
相
違
な
く
、

ひ
い
て
は
文
人
達
の
種
本
と
な
っ
た

(
M

)

 

の
詩
文
が
学
ば
れ
る
こ
と
も
充
分
に
推
測
で
き
る
一
。
王
勃
集
が
下
級
官
人

(

3

)

 

経
籍
志
・

志
の
別
集
類
に
、

「
王
勃
集
三
十
巻
」

と
み
え
る
。

一
九

O
上
・
文
苑
伝
、

二
O
一
、
文
芸
伝

と
そ
の
周
辺
に
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
る
素
地
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
用
意
さ

な
ど
に
本
伝
が
あ
る
。

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

(
4〉

『
唐
紗
本
王
勃
集
』

f‘、

一
四
六
)
。

ー「

上

野
氏

王

に
よ
れ
ば
、
そ
の

は
則
天
武
后

四

の
垂
扶
・
永
昌
年
間
(
六
八
五

l
六
八
九
)
と
い
う
。

王
勃
集
を
は
じ
め
と
す
る
初
唐
詩
文
の
摂
取
は
、
奈
良
時
代
の
詩
歌
の
表
現

(
5
)
 

『
王
勃
詩
序
巻
』

(
復
製
本
)
。

「
正
倉
院
蔵
二
旧
紗
本

し
て
既
に

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
流
布
の
広

に
就
き
て
」
(
『
研
幾
小
録
』
及
び
全

所
収
)
参
照
。
な
お
こ
の

王
勃

平
城
宮
木
簡

二
七



王
勃
集
と
平
城
宮
木
簡

抄
本
は
、
天
地
日
月
星
載
人
な
ど
の
文
字
に
則
天
武
后
の
制
定
し
た
新
字

た。

を
用
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

(
叩
)

こ
の
う
ち
人
月
の
字
体
は
、

内
藤
乾
士
口

「
敦
煙
発
見
唐

制
円

川
筒
」
(
「
中
国
法
制
史
考
一
北
』
所
収
)

る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
「
滑
!
一
は
「
骨
」
に
通
じ
る
。

に
よ
る
と
、
聖
暦
以
後
(
六
九
八
J
〉
に
始
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

(
日
)

年
(
七

O
七
)
と
聖
暦
一
冗
年
(
六
九
八
)
と
は
、
僅
々
十
年

城
宮
木
簡
』
付
解
説
、

一
六
八
頁
参
照
。

の
程
度
の
隔
り
し
か
な
く
、
こ
の
抄
本
の
底
本
が
、
大
宝
度
の
遣
唐
使
(
七

(ロ)

。
二
年
出
発
、
七

O
四
年
帰
還
)
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
こ
と
は
、

確
実
で
あ
ろ
う
。

ほ
ほ、

二
八

前
掲
釈
文
の
う
ち
、

「
他
一
と
改
め

「
也
」
は
左
辺
を
欠
く
か
ら
、

因
み
に
こ
れ
ら
三
片
は
、
文
字
も
同
筆
と
鑑
せ
ら
れ
て
い
る
。

平

木
文
は
I
川

(
日
本

『
懐
風
滞
・

-
本
朝
文
粋
』

r、

の
通
し
番
号
。

古
典
文
学
大
系
)
に
よ
る
。

(
日
)

『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中
第

一
章
、
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
』
上
四
七
六
?
四
七
八
頁
。

「
第
十
三
次
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
の
木
簡
」
(
奈
良
国
立
文
化
財

〆ー、~

ヱ(下)ε
第
ノ、

五
章
、
同

礼
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、

藻
臼
の
詩
序
は
、
直
接
論
語
に
よ
っ
た
の

で
は
な
く
、
全
文
に
わ
た
る
王
勃
詩
序
の
顕
著

の
句
を
潤
飾
し
た
可
能
性
が
強
い
。

六
三
図
。

(
国
)

小
島
憲
之
博
士
は
、
「
穆
」
は
「
醒
」
(
に
ご
り
ざ
け
)
の
誤
り
か
と

さ
れ
て
い
る
(
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
』
上
一
六
五
頁
)
。

「
正
倉
院
古
文

研
究
所
年
報
一
九
六
回
)
、

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
V

『
平
城
宮

(

比

)

木
簡
』
付
図
版
八
五
、
同
解
説
所
収
。

い
ま
後
者
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た

(
日
)

釈
読
を
掲
げ
る
。
〔

〕
付
で
示
さ
れ
た
文
字
は
、
完
存
し
な
い
た
め
か
か

(
日
)

る
表
記
に
な
っ
て
い
る
が
、
図
版
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
〔

¥ I 

(
口
)

内
の
通
り
断
定
し
て
差
支
え
な
い
。

(
8
)
 
明
、
張
捜
輯
『
王
子
安
集
』

(
四
部
議
刊
集
部
所
収
)
及
び
清
、
蒋

清
胡
『
王
子
安
集
註
』
。

(
9
)
 
注
5
所
掲
の
複
製
本
に
よ
り
、
あ
わ
せ
て
羅
掻
玉
『
王
子
安
集
快
文
』

(
印
)

(
永
豊
郷
人

及
び
全
集
初
編
第
三
冊
所
収
)
の
読
み
を
参
照
し

究
」
(
『
正
倉
院
の

所
収
)
。

辛
国
人
成
の
詳
し
い
経
歴
に
つ
い
て

〉
内
は
、
同

ωの
王
勃
の
句
の
出
典
は
、
論
語
子

の
「
博
我
以
文
、
約
我
以

ι

か
ら
み
て
、
王
勃

二
頁
。

同
右
三
四
・
三
九
頁
。

注
2
に
同
じ
。

『
南
京
遺
芳
』
第
八
図
、
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
の

第

『
南
京
遺
芳
』
附
巻
、

。〉

史
的
研



は

『
日
本
古
代
人

参
照
。

あ
る
程
度
下
級
官
人
の
聞
に

し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
即
ち
こ
の
歴

(
却
〉

『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中
一
一
三
五
頁
、
同
作

名
に
は
、
各
人
(
す
べ
て
女
性
か
〉
の
読
請
で
き
る
典
籍
(

一
三
三
二
頁
。

が
列
挙
さ
れ
、
評
定
結
果
と
み
ら
れ
る
「
中
」

「
上
」
と
い
っ
た
文
字
が

(
幻
)

小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
下
一
一
一
一
九
J
二
O
頁。

藻
・
経
国
集
に
残
る
作
例
を
み
て
も
、
応
詔
・
侍
宴
な
ど
の
詩

追
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
人
々
に
は
、
特
別
な
高
位
者
や
著

(
幻
)

名
人
は
見
出
せ
な
い
。
現
存
す
る

か
ら
察
す
る
に
、

が
多
数
を
占
め
る
。
ま
た
続
日
本
紀
に
は
、
三
月
一
一
一
日
・
七
月
七
日
の
宴

こ
の
歴
名
は
、
優
婆
夷
又
は
出
家
人
の
考
試
に
関
係
す
る

み
ら
れ

を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
機
会
に
も
文
人
に
詩
を
た
て
ま
つ
ら
せ
た
こ
と
が

る
。
歴
名
の
人
物
が
優
婆
夷
な
ど
の
候
補
者
と
す
れ
ば
、
優
婆
塞
と
し
て

み
え
る
。

二
年
九
月
十
五
日
(

の
詩
賦
)
、

五
年
三

れ
た
人
々
か
ら

し
て
、
官
人
や
地
方
豪
族
の
一
族
で
あ
る
可

月
三
日
、
天
平
六
年
七
月
七
日
、
宝
字
二
年
十
一
月
廿
六
日
(
大
嘗
〉
、

能
性
が
大
で
あ
る
。

に
も
、
読
請
す
る

あ

宝
字
三
年
正
月
廿
七
日
(
蕃
客
送
別
)
、

宝
亀
元
年
三
月
三
日
、

宝
亀
十

げ
て
い
る
例
が
あ
る
が
(
『
寧
楽
遺
文
』
五
一
一
頁
)
、

集
を

し

年
三
月
三
日
の
各
条
参
照
。

た

人
気
都
と
い
う
人
物
も
、
下
級
官
人
の
一
族
と
考
え
て
よ
か
ろ

(
お
)

小
島
憲
之
博
士
は
、
長
屋
王
を
囲
む
宴
の
詩
群
に
、
王
勃
ら
の
詩
文

エノ。

(J) 

が
著
し
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
王
勃
の
詩
序
に
宴
会
な
ど
を
扱

っ
た
作
が
多
い
こ
と
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
(
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国

文
学
』
刊
一
三

O
八
頁
〉
、
同
様
な
関
係
は
、
当
時
の
詩
文
一
般
に
つ
い

f
k
 

て
も
成
り
立
つ
と
思
わ
れ
る
。

同
五
十
年
二
月
二
日
補
訂

(
付
記
)

発
表
す
る
に
つ
い
て
、

よ
り
種
々
有
益
な

御
助
言
を

わ
っ
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

(

川

品

)

王
勃
と
な
ら

載
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

会
大
日
本
古
文

己=

王
の
文
集
が
、
奈
良
時
代
前
半
に
舶

周
知
の
通
り
、
天
平
年
中
の
読
諦
考
試
歴
名

)
帥
五
五
四
頁
)
に
「
賂
賓
王
集
一

巻
」
と

み
え
る
こ
と
か

実
で
あ
る
が
、
史
料
の
性
格
か
ら
い
っ
て
、
本
集
も

王
勃
集
と
平
城
宮
木
簡

二
九



三
O

に
つ
い
て

漬

口

章

浄
土
真

る
名
刺
、
浄
照
坊
(
大
阪
市
天
王
寺
区
真
田
山

で
は
な
く
不
明
。

4 

本
文
用
字
は
通
行
本
と
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
一

と
は
一
致
す
る
。
た
だ
し
左
注
第
二
行
三
字
目
「
哉
」
は
「
式
」
、
五
字
目
「
滞
」

は
「
締
」
の
誤
り
、
九
字
目
下
は
「
中
」
の
字
脱
落
で
あ
ら
う
。

町
四
)
所
蔵
の
文

を

い
は
ゆ
る
春
日
本
系
統
に

す
る

の
断
簡
一
葉
を
発
見
し
た
。

こ
の
断
簡
は
中
臣
祐
定
筆
の
し
い
は
ゆ
る
春
日

体
裁
は
同
じ
で
あ

る

な
る
や
う
で
、
『
校
本
高
葉
集

を
十
』
所

の
「
橋
本
経
亮
影

写
中
臣
祐
春
切
蔦
葉
集
」
が
原
本
に
忠
実
に
影
写
し
て
ゐ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
筆
癖
と
同
じ
と
見
て
よ
さ
さ
う
で
あ
る
。

料
紙
は
斐
紙
系
統
で
、
ニ
七
・
六
四
×
一
七
・
一
二
山
。
た
だ
し
四
周
に
茶
色
の

地

で
縁
取
り
を
し
て
ゐ
る
た
め
、
正
確
な
寸
法
は
わ
か
ら
な
い
。
紙
背
に
「
春
日

社
家
祐
春
字
良
ミ
ミ
エ
(
印
)
」
の

朱
の
陽
刻
印
は
古
筆
家
の
も
の



『校

に
「
橋
本
経
亮
影
写
高
葉
集
古
筆
は
稲
葉
市
郎
右

切
を
影
写
し

だ
い
た
が
手
懸
り
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て

た
「
巻
第
十
九
、
二
十
に
わ
た
」
る
数
葉
と
は
、
ど
の
や
う
な
箇
所
で
あ
る
か

不
明
で
あ
る
が
、
掲
出
の
一
葉
は
巻
十
九
で
あ
り
、
ま
た
巻
二
十
の
一
葉
は

衛
門
氏
の
所
蔵
で
、
現
に
京
都
帝
国
大
学
の
保
管
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
ゐ
る
。

橋
本
経
亮
が
そ
の
目
撃
し
た
蔦
葉
集
の
古
筆
類
を
影
写
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

中
に
は
他
の
模
写
か
ら
複
写
し
た
も
の
も
あ
る
ら
し
い
。
・
:
今
日
そ
の

。コ

断
簡
も
所
在
の
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
も
の
が
数
種
あ
る
。
:
・
春
日
社
司
祐
春
筆
と

伝
ふ
る
も
の
・
:
等
は
そ
の
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
・
:
春
日
社
司

と
伝
ふ

る
も
の
は
巻
十
九
、
二
十
に
わ
た
っ
て
数
葉
を
存
し
て
ゐ
る
。
訓
は
漢
字
の
右

傍
に
片
仮
名
で
つ
け
て
あ
る
。

寸
法
な
り
何
な
り
前
掲
の
春
日
懐
紙
裏
切
ハ
私

注
『
校
本
高
葉
集
増
補
』
に
お
い
て
春
日
本
高
葉
集
と
改
称
)
と
岡
本
で
あ
っ

た
ら
う
と
思
は
れ
る
」
と
解
説
す
る
。
す
な
は
ち
春
日
社

と
伝
へ
る

高
葉
集
切
は
「
今
日
そ
の
原
本
の

も
所
在
の
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
も
の
」
の

「
重
な
る
も
の
で
」
、

「
巻
第
十
九
、
二
十
に
わ
た
っ
て
数
葉
を
存
し
て
ゐ
る
」

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の

本
経
亮
影
写
本
に
つ
い
て
、
京
都
大
学
附

に
調
査
を
お

ひ
し
た
が
、
現
在
は
保
管
さ
れ
て
を
ら
ず
、
念
の
た

め
明
治
年
聞
か
ら
の

台
帳
を

た
が
そ
れ
に
も
記
録
さ
れ
て
ゐ
な

• 

い
や
う
で
あ
る
。
ま
た
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
園
文

一-経
亮

本
節
用
集
』
の

(
浜
田
敦
氏
〉
に
、
稲
葉
市
郎
右

の
経
亮
本
節

用
集
が
「
昭
和
八
年
八
月
十
二
日
、
納
入
者
木
村
虎
衛
、
価
格
は
、
百
五
十
三

)ft. 
ム

円
」
で

に
納
入
さ
れ
た
と
あ
り
、
こ
の
影
写
本
も
あ
る

b 、
は

さ
れ
て
ゐ
な
い
か
と
、
昭
和
八
年
前
後
の
納
入

査
し
て
い
た

，
、

:

知

g
s
s

中

一一一一

に
つ
い
て



中

に
つ
い
て

一一一一一

の
「
古
歌
切
九
種
(
九
通
)
」
(
谷
=
一
六
九
)
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

経
亮
影
写
の
祐
春
切
高
葉
集
は
、
春
日
本
と
「
各
行
の
高
さ
、

一
行
の
幅
員
等

料
紙
は
斐
紙
系
統
で
、
ニ
八
・
c
m
×
一
面
入
団
。
左
端
か
ら
三
・
二
回
の
所
に
縦
の

全
く
一
致
し
、

等
も
亦
正
に

し
て
ゐ
る
の
で
、
多
分
同
一

折
目
が
あ
り
、
元
来
は
袋
'
綴
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
績
孔
の
あ
と
は
な
く
、
手

の
も
の
な
ら
む
」
と
推
定
し
、

「
祐
春
筆
と
あ
る
の
は
誤
り
で
、
祐
春
と
し
て

の
は
づ
れ
と
思
は
れ
る
。
紙
背
に
「
春
日
社
家
祐
春
(
印
)
」
の
極
札
を
貼
付
。

は
年
代
が
符
合
せ
ぬ
」
と
述
べ
、

と
考
へ
て
を
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対

朱
の
陰
刻
印
は
古
筆
家
の
も
の
で
は
な
く
不
明
。

し
永
島
福
太
郎
氏
は
『
春
日
社
家
日
記
』

〈
昭
二
十
二

に
お
い

歌
は
国
歌
大
観
番
号
四
一
一
三
一
よ
り
四
三
回
O
に
至
る
九
首
。
本
文
用
字
は
元
暦
校
本

て、

校
本

の
経
亮
影
写
中
臣
祐
春
切
に
つ
い
て

「
祐
春
と
考
へ

と
ほ
ぼ
一
致
し
、
と
り
わ
け
四
一
三
石
下
旬
に
お
い
て
著
し
い
。

て
殆
ん
ど
よ
さ
さ
う
で
、
こ
れ
に
よ
り
祐
春
に

の
こ
と
が
あ
っ

さ
て
、
こ
の
祐
春
の
極
札
を
も
っ
二

の
断
簡
を
比
較
す
る
と
、

は
た
し
て

た
こ
と
が
分
る
」
と
述
べ
、

と
推
定
さ
れ
た
。

い
づ
れ
も
決
め
手
を
欠

同
一

と
推
定
し
得
る
か
否
か
。
巻
二
十
の
断
簡

の
春
日
本
や

み
は
あ
る
も
の
の
、
橋
本
経
亮
影
写
本
お
よ
び

の
極
札
の

の
ま

一一

の
古
葉
略
類
緊
紗
と
共
通
す
る
筆
癖
が
あ
り
、
巻
十
九
の

ま
、
し
ば
ら
く
祐

し
て
お
き
た
い
。

と
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
別
筆
と
見
倣
し
た
方
が
よ
さ
さ
う
で
あ
る
。
然
し
巻
軸

中
臣
祐
定
の
孫
、
祐
春
に
つ
い
て
は
永
島
福
太
郎
氏
校
訂
の
『
春
日
社
記
録

と
巻
中
の
歌
と
で
は

の
態
度
に
多
少
の
差
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
巻
二

日記一一一』

(
中
臣
祐
春
記
)
の
解
説
に
く
は
し
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
「
祐
春
は

十
断
簡
の
右
半
分
は
巻
十
九
の
そ
れ
と
か
な
り
類
似
し
た
点
も
あ
り
さ
う
に
思

祐
賢
の

子
。
弘
安
五
年
九
月
三
十
日
、
若
宮
神
主
に
補
せ
ら
れ
、
正
和
二
年

は
れ
る
。
ま
た
体
裁
の
面
で
比
較
す
る
と
、
巻
十
九
は
や
や
不
自
然
な

で

(=一
一一
宮
一
)
七
月
、
そ
の

に
そ
の

る
ま
で

三
十
二
年
、
従

あ
り
、

の
た
め
に
巻
末
の
余
白
を
裁
ち
落
し
た
か
と
も
思
は
れ
、
も
し
さ

四
位
上
に
進
ん
だ
。
元
亨
四
年
(
=
一
ニ
四
〉
九
月
五
日
に
卒
去
。
享
年
八
十
。
歌

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
巻
十
九
も
巻
二
十
と
同
様
一
面

(
左
注
の
あ
と
の

道
に
優
れ
、
ま
ム
ム

集
に
十
四
首
を
撰
ば
れ
た

し
て
知
ら
れ
た
」
と
い
ふ
。

歌
人
で
、
続
現
葉
集
・

以
下
の
六

の
私
撰
集
に

空
白
を
一
行
分
と
し
て
)
で
あ
っ
た
と
推
定
主
れ
る
。
従
っ
て
ζ

の
二
葉
の
断

簡
は
、
同
一
筆
蹟
と
断
定
す
る
に
は
多
少
の
た
め
ら
ひ
が
あ
り
は
す
る
も
の
の
、

も
そ
の
詠
を
遺
し
て
ゐ
る
。

し
て
斥
け
る
積
極
的
な
根
拠
に
も
欠
け
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

数
少
な
い
鎌
倉
期
の

を
、
校
勘
の
資
料
に
も
な
ら
う
か
と
紹
介

佐
佐

綱
氏
は

『春
日
本

の
解
説
に
お
い
て
、
橋
本

す
る
次
第
で
あ
る
。



な
ほ
、
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
の
文
車
の
会
の
展

〈
弘
文
荘
発
行
〉

:告;

に
春
日
本

が
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
申
し
添
へ
て
お
く
。

ま
た
、
宮
内

「
古
歌
切
九
種
」
の
う
ち
、
第
一
葉
目
の

切
の
図
版
掲
載
は
昭
和
五
十
年
一
月
二
十
八
日
付
で
許
可
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

O
第
=
十
七
回

学
会
全
国
大
会

七
月
五
日
(
土
)

会

大
阪
府
中
小
企
業
文
化
会
館
(

セ
ン
タ

ー
内
〉

ヘ
大
阪
市
天
王
寺
区
上
汐
町
五
丁
目
二
五
番
地
。
T
E
L
(
O
六
)

f

七
七
一
1
1
四

O
九
六
番
。
地
下
鉄
谷
町
九
丁
目
下
車
、
南
東
三

百
メ
ー
ト
ル
。
J

案
内
略
図
参
照
、

午
後
一
時
1

四
時

宴
げ
と
笑
い

大
阪
市
立
大
学
教
授

ー
額
田
王
登
場
の
背
景

l

恋
詩
・
恋
歌

大
阪
市
立
大
学
教
授

小
島

憲
之
氏

懇

親

会

な
に
わ
会
館
(
接

15
毘
語
ぷ
薮
駅
伝
野
お
さ
)

千

円

(

〉

。

午
後
五
時
半
よ
り
。

七
月
六
日
(
日
)

研
究
発
表
会

帝
壌
山
学
院
大
(
材
班
一品
川
一
期
間
一桝
一
一
端
一
間
前
町
一
一
札
お
料
配
r
h
k

下
車
、
帝
塚
山
学
院
パ
ス
の
J

り
ぱ
よ
り
学
院
パ
ス
十
分
、

午
前
の
部

午
前
十
時
よ
り

巻
十
五
・
三
七
六
三

の

に
つ
い
て

坂
本

信
幸

告

一一一一一一



ft 
1=1 

知
多
市
立
つ
つ

じ
ケ
丘
小
学
校

パ
ス
発
事
予
定
〉

杉
浦

茂
光

六
巻
頭
部
の

|
場
の
彼
活
|

藤
原
宮
祉
(
見
学
〉

「
飛
鳥
と
い
う
文
字
」

ー
「
ア
ス
カ
」
の
枕
詞
と
し
て
の
「
ト
プ
ト
リ
」

l

西

崎

亨

柿
本
神
社
・
人
麻
呂
墓
、

山
辺
高
校

高
葉
集
ム
ロ
ノ
キ
考
の
反
論
に
よ
せ
て

堀

ジ
(
夕
食
、

一
泊
。
翌
朝
解
散
。

明
日
香
の
諸
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愛
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z吉
田

O
巻
頭
は
、
吉
永
氏
が
昨
年
度
の
学
会
で

さ
れ
た
も
の
。
長
谷
川
氏
の
論
文
は
、
有
名
な
「
風

を
だ
に
・
:
:
:
:
」
の
歌
に
新
解
釈
を
提
出
さ
れ
た

も
の
で
今
後
賛
否
の
論
議
を
呼
ぼ
う
。
友
松
氏
の

は
、
遣
新
羅
使
船
の
漂
着
し
た
分
間
の
浦
に
関
す

る
、
実
地
に
即
し
た
精
し
い
論
考
。
東
野
氏
の
論

文
は
、
平
城
宮
祉
木
簡
の
解
読
よ
り
得
た
貴
重
な

成
果
。
潰
口
氏
の
も
の
は
、
新
発
見
の
高
葉
集
断

簡
の
紹
介
で
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

O
本
誌
も
、
今
号
で
、
年
令
で
い
え
ば
米
寿
に
当
る

八
十
八
号
を
迎
え
た
。
し
か
し
、
本
誌
の
、
今
後

に
期
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
お
気
付
き
の
方
も

あ
る
か
と
思
う
が
、
数
号
前
か
ら
表
紙
の
タ
イ
ト

ル
(
王
義
之
書
)
を
創
刊
当
時
の
も
の
に
か
え
た
。

そ
の
引
き
締
っ
た
感
じ
は
、
創
刊
時
代
の
精
神
に

つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

O
今
年
度
の
学
会
の
詳
細
は
、
予
告
欄
に
ご
案
内
の

通
り
で
あ
る
。
皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ふ
る

っ
て
ご
参
加
の
ほ
ど
、
巽
う
次
第
で
あ
る
。

O
最
近
ま
た
、
町
名
地
番
等
の
異
動
が
多
く
な
っ
た
。

巻
末
に
会
員
名
簿
を
添
え
た
が
、
名
簿
の
誤
脱
に

つ
い
て
お
気
付
き
の
際
は
、
ご
面
倒
な
が
ら
学
会

本
部
あ
て
ご
一
報
頂
き
た
い
。
(
井
手
至
)

投

稿

規

F 』

え

一
、
投
稿
資
格
は
会
員
に
限
る
。

一
、
内
容
は
高
葉
に
関
連
す
る
各
分
野
の
研
究
論

文。

一
、
分
量
は
原
則
と
し
て
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三
十

枚
程
度
(
た
だ
し
「
黄
葉
片
々
」
欄
は
十
枚
以

内)。

一
、
原
稿
は
一
切
返
却
し
な
い
。
採
否
決
定
は
編
輯

部
に
一
任
の
こ
と
。

一
、
論
文
掲
載
の
際
に
は
本
誌
三
部
を
贈
呈
す
る
。

抜
刷
の
作
製
(
実
費
執
筆
者
負
担
)
は
、

か
じ
め
希
望
の
あ
る
場
合
に
限
る
。

あ
ら

品~

→ー

4
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葉

一
、
本
会
は
高
葉
学
会
と
称
す
る
。

一
、
高
葉
研
究
者
、
愛
好
者
は
誰
で
も
申
込
み
に
よ

っ
て
会
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
会
員
の
研
究
発
表
機
関
誌
と
し
て
季
刊
寓

葉
」
を
発
行
す
る
。

一
、
本
会
は
随
時
、
高
葉
に
関
す
る
見
学
旅
行
、
文

献
の
展
観
、
研
究
発
表
会
、
会
、

会
、
の
出
版
、
そ
の
他
を
行
な
ふ
。

一
、
会
員
は
、
年
額
千
六
百
園
の
会
費
(
誌
代
を
含

む
〉
を
年
度
初
に
納
入
す
る
。

一
、
本
会
の
事
務
は

大
阪
府
吹
田
市
千
里
山
東
三
丁
目

関
西
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
内
(
郵

便
番
号
五
六
四
〉

に
お
い
て
行
な
ふ
。
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