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「
近
江
荒
都
を
過
る
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
歌
」
　
の
語
る
も
の

は

じ

め

　

に

気
に
な
っ
て
い
た
「
近
江
荒
都
歌
」
　
の
理
解
に
一
歩
近
づ
け
た
よ
う
に
思

え
る
。
「
近
江
荒
都
を
過
る
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
歌
」
に
つ
い
て

は
多
く
の
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

ど
う
も
鑑
賞
の
域
を
越
え
て
い
る
も
の
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な

い。

千
二
百
年
と
い
う
時
間
を
ど
う
し
た
ら
越
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
大
き
な

課
題
は
依
然
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
多
く

が
、
旧
態
依
然
と
し
た
「
研
究
」
　
の
も
と
に
あ
る
現
実
を
ど
う
考
え
た
ら
よ

い
の
か
。

言
葉
l
つ
の
解
釈
を
重
ね
る
こ
と
が
古
代
文
学
の
解
明
に
役
立
た
な
い
と

は
患
わ
な
い
が
、
辞
書
的
な
意
味
を
手
繰
り
寄
せ
て
も
、
舌
代
に
近
づ
く
保

証
を
得
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
言
葉
の
意
味
の
手
繰
り
寄
せ

が
、
言
葉
の
収
集
か
ら
始
ま
り
、
共
通
項
を
基
本
と
し
、
用
い
ら
れ
た
言
葉

の
個
別
性
を
特
殊
性
と
し
て
扱
う
関
係
上
、
そ
の
個
別
性
は
切
り
捨
て
ら
れ
、

ど
う
し
て
も
後
代
か
ら
の
「
共
通
項
」
　
の
当
て
俵
め
に
な
る
危
険
性
を
卒
む

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
い
よ
い
よ
と
な
る
と
、
不
明
の
部
分
に
対

す
る
「
共
通
項
」
か
ら
の
類
推
に
親
ら
ざ
る
を
待
な
く
な
り
、
研
究
は
必
然

的
に
「
後
代
か
ら
の
　
『
共
通
項
』
　
の
当
て
俵
め
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

横

　

倉

　

長

　

恒

あ
る
。
私
は
思
う
の
だ
が
、
こ
う
し
た
方
法
は
一
見
す
る
と
妥
当
に
思
え
る

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
す
ぐ
に
、
指
摘
し
た
よ
う
な
限
界
に
突
き
当
た
っ

て
し
ま
う
よ
う
だ
。
従
っ
て
そ
う
し
た
限
界
を
越
え
よ
う
と
試
み
る
に
は
、

一
語
l
語
の
探
求
に
止
ま
ら
な
い
視
点
を
設
け
る
こ
と
と
か
、
こ
の
場
合
に

は
歌
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
「
歌
」
　
に
関
す
る
共
通
観
念
（
共
同
幻

想
）
　
に
関
わ
る
論
理
の
中
で
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
も
の
と
思
う
。

一
　
「
近
江
荒
都
歌
」
　
の
問
題
点

近
江
の
荒
れ
た
る
都
を
過
ぐ
る
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
歌

玉
棒
　
畝
傍
の
山
の

橿
原
の
　
日
知
り
の
御
世
ゆ

生
れ
ま
L
L
　
神
の
こ
と
ご
と

惨
の
木
の
　
い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に

天
の
下
　
知
ら
し
め
L
L
を

天
に
み
つ
　
大
和
を
置
き
て

あ
を
に
よ
し
　
奈
良
山
を
越
え

い
か
さ
ま
に
　
思
ほ
し
め
せ
か

天
離
る
　
夷
虹
は
あ
れ
ど

或
は
云
ふ
、

官
ゆ

或
ほ
云
ふ
、

め
し
け
る

或
は
云
ふ
、
空
に
み
つ
大
和
を
置

き
あ
を
に
よ
し
奈
良
山
越
え
て

或
ほ
云
ふ
、
お

も
は
し
け
め
か
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石
走
る
　
淡
海
の
国
の

楽
浪
の
　
大
津
の
官
に

天
の
下
　
知
ら
し
め
し
け
む

天
皇
の
　
神
の
尊
の

大
官
は
　
此
虚
と
聞
け
ど
も

大
殿
は
　
此
虞
と
言
へ
ど
も

春
草
の
　
繁
く
生
ひ
た
る

霞
立
つ
　
春
日
の
霧
れ
る

も
も
し
き
の
　
大
官
虚

或
は
云
ふ
、
霞
立
ち
春
日
か
雰

れ
る
夏
草
か
無
く
な
り
ぬ
る

見
れ
ば
悲
し
も
　
摘
豊
吾
も
見
（
巻
一
∴
禦

反
歌

さ
さ
な
み
の
　
志
賀
の
辛
略
　
章
く
あ
れ
ど
　
大
宮
人
の
　
船
待
ち
か

ね
つ
　
（
巻
一
・
3
0
）

さ
さ
な
み
の
　
志
賀
の
　
監
痛
ふ
、
大
わ
だ
　
淀
む
と
も
　
昔
の
人
に

ま
た
も
逢
は
め
や
も
　
巨
慧
彗
逢
芸
（
巻
l
・
蝕
）

近
江
荒
都
歌
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
考
察
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
我
々
が

学
に
志
し
た
当
時
よ
り
書
物
を
通
し
、
師
と
仰
い
で
来
た
方
々
、
例
え
ば
中

西
進
に
は
昭
和
四
十
五
年
の
『
柿
本
人
麻
呂
』
「
喪
失
」
筑
摩
書
房
）
　
に
、

「
近
江
荒
都
歌
」
　
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
。
指
導
教
授
窪
田
章
一
郎
に
は
　
『
柿

本
人
麻
呂
』
　
（
山
路
平
四
郎
・
窪
田
章
一
郎
編
　
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
「
近

江
荒
都
歌
」
が
あ
っ
た
。

昭
和
五
十
二
年
の
　
『
万
葉
集
を
学
ぶ
第
l
集
』
（
伊
藤
博
・
稲
岡
耕
二
筋

有
斐
閣
選
書
）
「
近
江
荒
都
歌
」
で
は
、
岩
下
武
彦
が
そ
れ
ま
で
の
代
表
的

な
『
万
葉
集
』
学
者
の
、
多
岐
に
わ
た
る
研
究
成
果
を
問
題
毎
に
整
理
し
て

い
た
。
最
近
も
『
国
文
学
』
第
4
3
巻
9
号
（
学
燈
社
）
「
い
ま
柿
本
人
麻
呂

を
読
む
」
に
、
ず
ば
り
「
近
江
荒
都
歌
」
の
タ
イ
ト
ル
で
小
川
靖
彦
が
一
つ

の
論
を
加
え
た
。
「
万
葉
集
を
学
ぶ
第
一
集
』
　
の
岩
下
の
紹
介
よ
り
も
大
ま

か
で
は
あ
る
が
、
l
応
研
究
史
を
辿
り
、
そ
の
う
え
で
立
論
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
限
り
で
は
評
価
出
来
る
が
、
研
究
史
を
踏
ま
え
た
と
言
っ
て
も
伝
統
的

な
研
究
世
界
の
そ
れ
を
捉
え
た
だ
け
で
、
例
え
ば
古
橋
信
孝
な
ど
の
見
解

（
『
万
葉
集
を
読
み
な
お
す
』
N
H
K
）
に
は
及
ん
で
い
ず
、
片
手
落
ち
の
感

を
否
め
な
い
。
そ
こ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
小
川
靖
彦
の
考
察
に
は
新
し

い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
開
示
す
る
イ
ソ
パ
ク
ト
は
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
。

今
私
も
ひ
と
つ
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
研
究
方
法
を
基
本
と

し
て
研
究
世
界
に
入
っ
た
後
、
折
口
信
夫
・
善
本
隆
明
・
古
橋
信
孝
な
ど
の

影
響
を
受
け
、
か
つ
て
の
方
法
で
は
古
代
の
文
学
を
解
明
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
だ
ろ
う
と
の
判
断
に
従
う
べ
き
こ
と
を
悟
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
伝
統

的
な
方
法
に
よ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
極
当
た
り
前
の
こ

と
に
も
関
わ
る
こ
と
で
迫
っ
て
見
た
い
。

こ
こ
で
は
特
に
、
題
詞
の
指
し
示
す
意
味
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

近
江
荒
都
歌
と
の
関
係
、
そ
れ
に
近
江
荒
都
歌
の
そ
も
そ
も
の
あ
り
よ
う
に

つ
い
て
も
言
及
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
そ
の
前
で
、
近
江
荒
都
歌

成
立
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ソ
ド
を
考
察
す
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
が
。

二
　
題
詞
「
近
江
荒
都
を
過
る
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
る
歌
」
　
の
語

る
も
の

「
近
江
荒
都
を
過
る
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
歌
」
と
い
う
題
詞
は
、

素
朴
に
捉
え
て
、
人
麻
呂
の
自
ら
書
い
た
も
の
と
は
言
い
得
ま
い
。
『
万
葉

集
』
　
の
編
集
に
関
わ
っ
て
、
歌
の
作
り
手
を
意
識
し
た
と
き
に
初
め
て
記
さ

れ
た
文
章
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
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ら
題
詞
を
見
る
と
、
古
代
和
歌
に
対
し
て
、
こ
の
題
詞
が
ど
れ
だ
け
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
性
を
鍵
供
し
続
け
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
知
っ
て
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
歌
の
一
部
に
異
伝
が
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
題
詞
が
、

『
万
葉
集
』
　
の
編
集
に
合
わ
せ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
至

極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
題
詞
は
歌
の
内
容
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た

も
の
と
推
察
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
『
万
葉
集
』
　
に
採
歌
さ
れ
た
と
き
、

既
に
原
歌
と
共
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
は
「
異
伝
」
が
許
す
ま
い
。
推
敲
静

に
立
つ
に
し
て
も
、
推
赦
し
た
結
果
改
め
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
残
す
は
ず
は

な
か
ろ
う
。
ま
た
残
し
て
い
た
と
す
れ
ば
ど
れ
を
選
択
す
る
の
か
決
め
か
ね

て
い
た
と
い
う
い
い
加
減
さ
を
語
る
だ
け
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う

し
、
そ
も
そ
も
推
敲
し
た
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
原
歌
と
共

に
あ
っ
た
と
保
証
す
る
も
の
が
無
い
以
上
、
私
は
こ
の
視
点
に
立
つ
こ
と
は

で
き
な
い
。
許
せ
ば
誤
解
・
曲
解
に
至
り
か
ね
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
歌
の
示
唆
す
る
も
の
に
の
み
固
執
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
以
上
の
探
求
は
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
。
歌
が
、
作
っ
た
人
の
個
人
的

な
営
み
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
け
れ
ど
も
、
歌
が
歌
で
あ
る
に
と

に
お
い
て
個
人
を
超
え
る
こ
と
に
も
関
わ
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
る
と
軌
、

我
々
は
歌
以
外
の
こ
と
を
想
定
す
る
条
件
に
遭
遇
す
る
だ
ろ
う
。
勿
論
言
葉

そ
れ
自
体
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
人
麻
呂
の
場
合
例
え
ば

枕
詞
の
使
い
方
な
ど
に
つ
い
て
人
麻
呂
独
自
の
使
用
法
を
論
う
向
き
が
あ
り
、

問
題
が
拡
大
化
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
歌
の
存
在
性

に
根
拠
を
置
い
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
の

語
る
範
囲
を
超
え
る
よ
う
な
こ
と
を
想
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
簡

単
に
言
え
ば
人
麻
呂
と
言
え
ど
も
様
々
な
社
会
通
念
（
共
同
幻
想
）
　
の
中
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
麻
呂
個
人
の
側
か
ら
の
探
求
に
対
し
て
、

社
会
通
念
（
共
同
幻
想
）
　
の
側
か
ら
人
麻
呂
個
人
の
在
り
様
を
照
射
し
て
見

る
試
み
も
必
要
に
な
っ
て
来
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
の

歌
の
歌
わ
れ
た
背
景
に
思
い
を
馳
せ
な
い
で
前
に
進
む
と
し
た
ら
、
人
間
と

し
て
の
人
麻
呂
は
姿
を
現
さ
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
ほ
、
な
ぜ
人
麻
呂
が
近
江
荒
都
歌
を
歌
う
べ
く
そ

こ
に
赴
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
ほ
少
な
く
と
も
こ
の

歌
が
私
的
な
動
機
で
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
予
想
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
も
多
岐
に
わ
た
る
。
例
え
ば
何
故
人
麻
呂
が
歌
っ
た
の
か
、
何

故
近
江
荒
都
な
の
か
　
（
何
故
近
江
な
の
か
・
何
故
都
な
の
か
・
何
故
荒
都
な

の
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
）
、
何
故
近
江
荒
都
を
過
ぎ
る
時
の
歌
な
の
か
、

等
な
ど
。

1
　
人
麻
呂
そ
の
在
り
様
に
つ
い
て

折
口
信
夫
以
来
の
「
宮
廷
歌
人
説
」
が
、
学
問
上
の
「
術
語
（
t
e
c
F
已
．
・

c
a
－
t
e
m
）
」
　
の
役
割
を
越
え
、
人
麻
呂
把
蛭
の
仕
方
に
お
い
て
実
体
化
さ

れ
て
居
る
よ
う
な
現
状
を
、
日
々
体
験
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
事
実

に
鑑
み
、
私
は
人
麻
呂
を
舎
人
の
系
譜
で
捉
え
る
立
場
に
立
ち
考
察
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
在
り
得
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
も
の
と

考
え
る
。

こ
の
立
場
か
ら
人
麻
呂
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、
例
え
ば
大
伴
家
持
が
そ

う
で
あ
っ
た
、
令
制
の
「
内
舎
人
」
が
思
い
出
さ
れ
る
。
言
わ
ば
「
舎
人
の

系
譜
」
で
あ
る
。
天
皇
の
近
辺
に
仕
え
て
、
或
る
と
き
は
歌
を
歌
い
、
或
る

と
き
は
天
皇
の
行
幸
に
従
駕
し
、
或
る
と
き
は
天
皇
の
使
い
と
し
て
地
方
に

赴
く
と
い
っ
た
そ
の
在
り
様
を
見
て
置
き
た
い
。
勿
論
大
伴
氏
と
柿
木
氏
の

当
時
に
お
け
る
序
列
を
無
視
し
て
考
え
る
こ
と
は
理
解
か
ら
遠
く
な
っ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。
大
伴
氏
が
蔭
位
の
制
度
（
大
宝
令
に
よ
り
始
ま
る
）
に
預
か

る
こ
と
の
出
来
る
五
位
以
上
の
子
孫
（
蔭
子
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
長
徳
・
安

麻
呂
な
ど
の
功
績
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
柿
木
氏
が
大
伴



氏
と
同
様
に
蔭
位
の
制
度
に
預
か
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
を
考
え
れ
ば
、

1
2
　
今
日
現
存
す
る
資
料
に
よ
っ
て
判
断
す
る
限
り
否
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
す
れ
ば
、
六
位
以
下
八
位
以
上
の
「
位
子
」
で
あ
っ
た
公
算
を
想
定
出
来

る。

例
え
ば
「
軍
防
令
4
6
」
に
は
、
「
五
位
以
上
の
子
孫
、
年
廿
一
以
上
に
し

て
、
見
に
役
任
無
く
は
、
年
毎
に
京
国
の
官
司
、
勘
検
し
て
実
を
知
れ
。

十
二
月
上
目
を
限
り
て
、
井
せ
て
身
さ
へ
に
式
部
に
送
り
て
、
太
政
官
に
申

し
て
、
性
識
聡
敏
に
し
て
、
儀
容
取
り
つ
べ
き
を
枚
へ
簡
び
て
、
内
舎
人

に
充
て
よ
。
三
位
以
上
の
子
は
、
簡
ぷ
限
還
ら
ず
。
以
外
は
、
式
部
、
状
に
随
ひ
て

大
舎
人
及
び
東
宮
の
舎
人
に
充
て
封
」
と
在
り
、
「
以
外
は
、
式
部
、
状
に

随
ひ
て
大
舎
人
及
び
東
宮
の
舎
人
に
充
て
よ
」
に
着
目
す
れ
ば
、
草
壁
皇
子

の
死
に
際
し
て
、
「
皇
子
尊
の
官
の
舎
人
ら
働
し
び
傷
み
て
作
る
歌
廿
三
首
」

恒
　
の
「
皇
子
等
の
宮
の
舎
人
ら
」
の
一
人
に
入
っ
て
い
た
こ
と
も
想
像
出
来
よ

鮨
　
う
。
東
宮
で
は
な
い
が
、
太
政
大
臣
と
し
て
墓
亡
き
後
力
を
発
揮
し
た
高

横
　
市
皇
子
の
死
に
際
し
て
は
、
「
城
上
の
痍
官
の
時
」
、
「
埴
安
の
池
の
堤
の
隠

沼
の
行
方
を
知
ら
に
舎
人
は
ま
と
ふ
」
（
巻
二
・
二
〇
こ
と
歌
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
資
料
を
手
繰
る
と
き
、
人
麻
呂
の
出
自
に
多
少
と
も
関
係

さ
せ
得
る
記
述
と
見
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

2
　
人
麻
呂
と
旅
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
な
人
麻
呂
が
ど
う
し
て
「
近
江
荒
都
」
を
歌
う
こ
と
に
な
っ
た

の
か
。
ま
ず
考
え
る
べ
き
は
人
麻
呂
の
旅
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、

旅
は
勝
手
に
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
旅
を
今
日
的
な
感
覚

で
押
さ
え
よ
う
と
し
た
ら
失
敗
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

長
く
な
る
け
れ
ど
も
、
で
き
る
だ
け
瀕
っ
て
根
本
か
ら
捉
え
返
し
て
見
た
い

と
思
う
。そ

の
一
族
と
は
？
（
「
異
郷
」
と
「
故
郷
」
）

ま
ず
「
旅
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
r
岩
波
古
語
辞
典
」
　
の
解
説
に
は

「
住
み
か
を
離
れ
て
、
一
時
よ
そ
へ
行
く
こ
と
。
古
く
は
必
ず
し
も
遠
方
へ

行
く
こ
と
を
い
わ
ず
、
住
み
か
を
離
れ
る
こ
と
を
す
べ
て
r
旅
』
と
い
う
」

と
在
り
、
『
万
葉
集
』
三
七
八
三
歌
と
『
掃
除
日
記
』
上
の
用
例
を
挙
げ
て

い
る
。
こ
の
解
説
は
短
い
文
章
の
中
に
要
を
得
た
指
摘
を
し
て
い
る
と
私
に

は
思
わ
れ
る
。
特
に
時
間
に
配
慮
し
た
押
さ
え
方
は
、
説
得
性
を
持
つ
よ
う

に
患
わ
れ
る
。
こ
れ
を
私
な
り
に
受
け
止
め
て
応
用
す
れ
ば
、
当
時
の
空
間

把
蛙
の
仕
方
に
基
づ
き
、
旅
は
言
わ
ば
故
郷
・
異
郷
の
二
元
的
な
区
別
の
中

に
起
こ
り
来
る
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

離
れ
る
距
離
の
如
何
を
問
わ
ず
、
「
故
郷
」
を
離
れ
る
こ
と
は
「
異
郷
」
に

入
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
「
旅
」
を
旅
足
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
。
日
常
的
な
同
一
空
間
の
移
動
は
旅
に
値
す
ま
い
。
日
常
的
な
空
間
か

ら
非
日
常
的
な
空
間
へ
移
動
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
一
人
の
心
を
括
り
動
か

す
ダ
イ
ナ
、
、
、
ズ
ム
が
あ
る
と
見
て
も
よ
か
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
う
し
た
人
間
の

在
り
様
は
人
麻
呂
の
時
代
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
を
造
か
に

潮
る
時
代
か
ら
の
社
会
観
念
（
共
同
幻
想
）
　
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
は
食
料
採
取
の
た
め
の
移
動
も
そ
の
内
に
入
っ
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
食
料
採
取
と
い
う
行
為
は
、
確
か
に
当
初
は
採

集
物
が
存
在
す
る
異
空
間
を
前
提
に
し
な
い
と
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
確
か

な
の
だ
け
れ
ど
も
、
一
度
人
間
が
踏
み
込
ん
だ
世
界
は
、
そ
こ
が
採
集
場
と

し
て
人
々
に
引
き
継
が
れ
て
行
く
過
程
で
は
、
人
間
の
手
の
入
っ
た
と
こ
ろ

と
し
て
、
日
常
の
空
間
に
取
り
込
ま
れ
て
行
っ
て
い
る
こ
と
も
疑
い
得
ま
い
。

た
だ
し
人
間
が
栽
培
を
始
め
る
ま
で
は
、
人
々
の
住
む
空
間
に
対
し
て
食
料

を
与
え
て
く
れ
る
動
植
物
の
所
在
地
こ
そ
が
異
空
間
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。

そ
の
二
　
「
故
郷
」
「
異
郷
」
と
農
耕
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い
つ
か
自
然
に
手
を
加
え
て
食
料
栽
培
を
始
め
た
と
き
、
す
な
わ
ち
農
耕

生
活
に
入
っ
た
と
き
、
自
然
の
力
と
人
間
の
力
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
で
得
ら

れ
る
更
な
る
力
を
認
識
し
、
農
耕
生
産
の
田
畑
は
、
人
間
の
側
か
ら
は
自
分

た
ち
の
力
を
加
え
て
切
り
開
い
た
領
分
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
然
の
方
か
ら

は
そ
こ
に
種
が
蒔
か
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
特
別
の
こ
と
が
な
い
限
り
自
然

の
力
の
発
揚
と
し
て
、
栽
培
種
の
植
物
は
実
り
を
約
束
し
て
く
れ
る
は
ず
だ

か
ら
、
自
然
の
発
揚
を
神
の
霊
威
の
現
れ
と
す
れ
ば
、
田
畑
は
神
の
力
と
人

間
の
力
が
種
の
復
活
と
増
殖
を
実
演
す
る
特
別
の
場
所
と
な
っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
そ
れ
も
時
間
と
共
に
日
常
世
界
の

中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
、
種
蒔
き
と
収
穫
以
外
の
普
通
の
と
き
に
は
特
別
の

イ
ソ
パ
ク
ト
を
持
た
な
い
空
間
に
な
っ
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

お
も
し
ろ
い
の
は
、
春
の
種
蒔
き
の
時
に
は
、
地
霊
の
発
動
に
よ
っ
て
豊

か
な
実
り
が
訪
れ
る
よ
う
に
祈
り
、
収
穫
を
終
え
れ
ば
、
l
年
の
地
霊
の
発

動
に
感
謝
を
し
、
来
春
ま
で
自
然
の
成
り
行
き
に
田
畑
を
任
せ
て
、
荒
れ
放

題
の
状
況
に
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
勿
論
焼
き
畑
農
業
に
見
ら
れ
る
数

年
の
休
耕
間
隔
を
見
て
も
同
様
で
あ
る
。
一
旦
自
然
に
返
さ
れ
、
再
び
人
間

の
手
が
加
え
ら
れ
る
ま
で
、
人
間
の
手
の
う
ち
に
あ
っ
た
田
畑
は
神
の
領
域

堅
炭
さ
れ
る
と
い
う
感
覚
が
存
在
し
た
の
に
違
い
な
い
。

例
え
ば
焼
き
畑
農
業
な
ど
を
考
え
て
見
よ
う
。
既
に
生
え
て
い
る
草
木
の

類
い
を
焼
き
払
う
こ
と
は
、
火
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
人
々

の
開
拓
の
一
つ
の
方
法
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
火
が
そ
も
そ
も
神
の
領
域
に
あ

る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
「
記
紀
」
　
の
「
カ
グ
ッ
チ
」
を
想
起
す
る
ま
で
も

ない。そ
の
神
の
領
域
の
火
を
用
い
て
、
神
の
領
域
の
森
や
林
を
耕
地
に
変
え
た

と
き
、
最
初
の
人
は
何
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
現
代
農
業
の
視
点
か
ら

捉
え
れ
ば
、
草
木
を
焼
く
こ
と
で
得
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、

植
物
の
生
育
に
関
わ
る
日
照
や
肥
料
の
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
焼
き
畑
を
始
め
た
人
達
に
と
っ
て
は
、
焼
き
払
っ

た
草
木
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
見
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
草
木
を
焼
く
こ
と
で
、

神
の
火
が
地
霊
の
発
動
を
促
し
た
と
考
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ

も
日
常
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
。

焼
き
畑
も
、
一
冬
（
或
い
は
数
冬
）
放
置
さ
れ
、
自
然
に
帰
し
て
荒
れ
果

て
、
草
木
の
茂
っ
た
地
に
そ
の
年
の
火
を
い
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
l
年

（
数
年
）
毎
の
循
環
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
日
常
化
さ
れ
る
。
今
日
も
行

わ
れ
る
野
焼
き
な
ど
ほ
、
害
虫
駆
除
と
か
施
肥
の
目
的
を
予
想
さ
せ
る
け
れ

ど
も
、
焼
き
畑
に
肥
料
供
給
の
意
味
を
先
行
さ
せ
る
の
は
、
恐
ら
く
後
世
の

発
想
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
土
地
と
人
々
と
の
関
わ
り
に
稲
作
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、

農
耕
に
関
わ
る
一
通
り
の
も
の
は
備
わ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
海
に
関
す

る
こ
と
を
加
え
れ
ば
、
陸
と
海
を
巡
る
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
の
集
積
に
連
な
る

だ
ろ
う
。
海
は
海
神
の
支
配
す
る
領
域
で
あ
り
、
か
つ
て
は
伊
邪
那
使
命
の

命
令
「
致
命
は
、
海
原
を
知
ら
せ
」
　
に
よ
っ
て
海
は
、
建
速
須
佐
之
男
命
が

支
配
す
る
等
の
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
勿
論
こ
れ
は
『
古
事
記
』
　
の
記
述
で

あ
り
、
『
古
事
記
』
　
の
記
述
で
さ
え
も
、
「
海
の
神
、
名
は
大
綿
津
見
神
」
と

あ
り
、
伊
邪
那
使
命
の
命
令
に
先
行
し
て
在
る
も
の
で
あ
る
。
つ
い
で
に
記

せ
ば
、
ま
ず
は
「
大
入
島
国
」
が
生
成
さ
れ
、
そ
の
後
そ
の
上
に
「
山
の
神
、

大
山
津
見
神
を
生
み
、
次
に
野
の
神
、
鹿
屋
野
此
軍
神
を
生
み
き
。
赤
の
名

は
野
樵
神
と
謂
ふ
」
神
が
出
現
し
た
と
在
る
。
海
の
神
が
山
の
神
に
先
行
す

る
の
は
、
あ
る
い
は
海
の
不
思
議
が
よ
り
大
き
か
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
。

そ
の
三
　
「
故
郷
」
「
異
郷
」
・
「
村
」
　
の
成
立

こ
の
よ
う
に
昔
の
人
々
の
土
地
と
の
関
わ
り
方
を
想
い
措
い
て
見
る
と
、

神
の
領
域
と
し
て
の
自
然
と
、
自
然
に
手
を
加
え
た
非
自
然
の
人
々
の
領
域

の
二
つ
を
区
別
す
る
心
性
の
発
生
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

自
然
に
手
を
加
え
た
非
自
然
の
人
々
の
領
域
に
人
々
が
群
れ
出
す
と
、
そ
こ
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は
人
々
の
「
村
」
（
群
ら
）
　
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
村
は
人
々
の
群
れ
る
空

間
と
し
て
、
自
然
と
い
う
神
の
領
域
に
対
し
て
、
古
代
の
思
考
様
式
に
二
元

対
立
構
造
を
捷
供
し
、
そ
の
基
本
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。

右
記
の
よ
う
に
、
村
は
人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
状
態
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉

と
見
て
よ
い
も
の
と
す
れ
ば
、
人
々
は
そ
こ
を
秩
序
の
原
点
と
考
え
、
秩
序

に
従
う
限
り
、
生
存
を
脅
か
さ
れ
る
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
と
人
と
の
結

集
さ
れ
た
力
を
も
っ
て
、
荒
振
る
自
然
に
立
ち
向
か
っ
て
い
た
と
見
て
差
し

支
え
な
い
も
の
と
私
は
思
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
「
人
々
の
群
れ
」
と
し
て
の
「
村
」
は
、
そ
れ
が

た
っ
た
一
つ
で
完
結
し
て
い
る
時
は
そ
れ
ま
で
と
し
て
も
、
何
れ
時
間
の
進

展
と
共
に
、
人
々
の
活
動
範
囲
を
拡
大
さ
せ
、
「
村
」
は
他
所
の
「
村
」
と

の
関
係
を
持
ち
始
め
、
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
対
自
然
の
在
り
様

で
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
自
分
た
ち
以
外
の
「
人
々
の
群
れ
」
　
に
も
「
自

分
た
ち
以
外
の
存
在
」
を
発
見
し
、
別
者
の
在
り
処
に
対
し
て
、
別
物
の
在

り
処
、
即
ち
異
郷
の
思
い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
四
　
「
故
郷
」
「
異
郷
」
・
天
を
巡
っ
て

故
郷
と
異
郷
と
い
う
二
元
対
立
の
世
界
は
し
か
し
、
画
然
と
区
別
出
る
か

と
言
え
ば
そ
う
簡
単
に
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
『
枕
草
子
』
的
に
言
え
ば
、

「
山
際
」
と
「
山
の
端
」
　
の
関
係
に
立
つ
領
域
が
在
っ
た
こ
と
も
想
像
で
き

る
。
そ
こ
に
は
空
の
側
か
ら
捉
え
る
の
と
山
の
側
か
ら
捉
え
る
の
と
の
、
視

点
の
違
い
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
視
点
を
『
日
本
書
紀
』
的

に
捉
え
れ
ば
、
「
天
」
は
地
に
対
置
さ
れ
て
神
の
領
域
を
示
し
、
天
皇
家
の

優
位
性
を
保
証
す
る
論
理
の
構
築
に
関
わ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
勿
論
こ
の
ケ
ー
ス
は
「
村
」
　
の
レ
ベ
ル
に
は
な
く
、
既
に
国
家
レ
ベ
ル

の
話
と
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
け

れ
ど
も
、
管
見
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
少
し
ば
か
り
言
及
し
て
置
き
た
い
。

そ
れ
は
「
允
恭
記
」
の
「
天
皇
の
即
位
と
氏
姓
の
正
定
」
と
し
て
知
ら
れ

る
こ
と
で
あ
り
、
「
允
恭
紀
」
で
は
、
雄
朝
浮
間
椎
子
宿
禰
皇
子
が
男
盛
り

の
時
に
及
ん
で
病
が
重
い
た
め
に
皇
位
継
承
を
固
辞
し
続
け
、
妃
忍
坂
大
中

姫
命
の
死
を
も
厭
わ
な
い
説
得
に
よ
う
や
く
皇
位
に
就
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、

そ
の
四
年
九
月
九
日
の
条
に
は
次
の
よ
う
な
詔
が
出
さ
れ
て
い
る
。

墨
新
郎
む
る
こ
と
、
人
民
所
を
得
て
、
舶
郡
削
ふ
こ
と
か
し
。
引
甲

あ

ま

つ

ひ

っ

ぎ

し

　

　

　

　

　

こ

こ

　

　

　

　

　

　

　

か

み

し

も

践
　
詐
り
て
、
義
に
四
年
。
上
下
相
争
ひ
て
、
百
姓
安
か
ら
ず
。
或
い
は

か

ば

ね

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

と

た

へ

　

　

　

　

　

ち

ぢ

　

　

と

誤
り
て
己
が
姓
を
失
ふ
。
或
い
は
故
に
高
き
氏
を
認
む
。
其
れ
治
む
る
に

至
ら
ざ
る
こ
と
ほ
、
削
し
別
に
か
。
て
な
り
。
朕
、
和
郎
し
と
錐
も
、
朗

巨

一

　

ま

へ

つ

き

み

　

は

か

　

さ

だ

　

　

　

ま

う

其
の
錯
へ
る
を
正
さ
ざ
ら
む
や
。
群
臣
、
議
り
定
め
て
奏
せ
。

ま
た
二
十
八
日
の
条
で
は
、
次
の
よ
う
に
詔
し
て
い
る
。

み
昭
司
褒
扱
汎
翫
靂
撞
撃
皆
ぉ
朗
の
罰
さ
く
、
「
離
山
乱
射

し

か

　

　

　

　

　

　

み

つ

の

み

ち

の
裔
、
或
い
は
異
し
く
し
て
天
降
れ
り
」
と
ま
う
す
。
然
れ
ど
も
三
才

あ

ら

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

の

か

た

　

　

さ

は

　

よ

ろ

づ

と

せ

　

　

へ

　

　

　

　

こ

こ

　

　

も

　

　

　

　

ひ

と

つ

　

う

じ

う

ま

顕
れ
分
れ
し
よ
り
以
来
、
多
に
万
歳
を
歴
ぬ
。
是
を
以
て
、
－
の
氏
蕃

よ

　

　

　

　

　

　

さ

ち

　

ょ

ろ

づ

の

か

ば

ね

　

　

な

　

　

　

　

　

　

　

そ

　

　

ま

こ

と

　

　

し

　

　

が

た

　

　

　

　

か

れ

　

　

　

　

　

　

う

じ

息
り
て
、
更
に
万
　
姓
と
為
れ
り
。
其
の
実
を
知
り
難
し
。
故
、
諸
の
氏

鋸
が
パ
削
、
酎
翫
郡
部
て
、
各
卸
か
掛
か
せ
よ
。

こ
れ
は
「
盟
神
探
湯
」
に
「
置
討
陀
智
」
と
読
み
方
を
記
す
数
少
な
い
例

の
l
つ
で
あ
る
。
「
或
い
は
泥
を
釜
に
納
れ
て
煮
沸
し
て
、
手
を
凍
り
て
湯

の
泥
を
探
る
。
或
い
は
斧
を
火
の
色
に
焼
き
て
、
掌
に
置
く
」
と
記
さ
れ
た

注
記
は
、
そ
の
行
為
の
内
容
に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
周
知
の
記
述
で
も
あ

「
酎
碗
出
札
弼
搬
邦
弼
に
、
掛
掛
卦
を
少
ゑ
て
、
観
皿
を
引
き
て
紗
か
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し
め
て
日
は
く
、
『
実
を
得
む
も
の
は
全
か
ら
む
。
偽
ら
ば
必
ず
害
れ
な

む
』
と
の
た
ま
ふ
」
を
現
代
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
、
熱
湯
に
手
を
入
れ
た
り
、

真
っ
赤
に
焼
い
た
斧
を
掌
に
置
い
た
り
と
、
こ
う
し
た
行
為
に
は
必
ず
付
き

ま
と
う
火
傷
を
巧
み
に
利
用
し
て
、
「
実
を
得
む
も
の
は
全
か
ら
む
。
偽
ら

ば
必
ず
害
れ
な
む
」
と
言
う
よ
う
な
途
方
も
な
い
嘘
を
用
い
得
た
古
代
的
想

像
力
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
つ
て
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
「
盟

神
探
湯
」
は
「
雄
略
紀
」
で
は
「
朝
鮮
出
兵
」
時
の
ト
ラ
ブ
ル
に
際
し
て
も

執
り
行
わ
れ
、
朝
鮮
の
人
々
に
驚
博
を
与
え
て
い
た
蛮
行
で
あ
っ
た
。
こ
の

結
果
は
次
の
よ
う
に
続
い
て
行
く
。

是
に
、
邪
、
各
か
酢
か
削
を
酎
て
、
釦
に
か
き
て
酎
削
す
。
則
㍉
割

を
断
る
郡
は
野
か
ら
如
く
、
実
を
酎
ざ
る
者
は
皆
離
れ
ぬ
。
是
を
以
て
、

。
二
∵
∴
こ
∴
㍉
∵
■
二
－

『
古
事
記
』
　
の
小
見
出
し
が
こ
と
の
顛
末
を
纏
め
て
妙
で
あ
る
が
、
こ
の

「
允
恭
紀
」
に
言
わ
れ
て
い
る
「
或
い
は
帝
畠
の
轟
、
或
い
は
異
し
く
し
て

天
降
れ
り
」
と
い
う
認
識
は
、
正
に
「
異
し
く
し
て
天
降
れ
り
」
に
見
ら
れ

る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
の
原
文
「
或
異
之
天
降
」
　
の
「
異
」
が
「
あ
や

し
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
「
群
卿
百
薬
及
び
諸
の

国
造
等
」
　
の
理
解
を
超
え
る
不
可
思
議
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
源
は
「
帝
皇
の

裔
」
が
「
天
降
」
る
こ
と
で
あ
り
、
「
帝
皇
の
裔
」
と
「
群
卿
百
寮
及
び
諸

の
国
造
等
」
と
が
、
氏
姓
制
度
と
し
て
天
と
地
に
お
い
て
明
確
に
根
拠
付
け

さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
コ
二
才
の
顕
れ
分
か
れ
」
た
こ
と
を
、
頭
注

に
よ
っ
て
「
『
天
地
人
の
は
た
ら
き
』
が
腐
れ
分
か
れ
」
た
こ
と
と
解
釈
す

れ
ば
、
既
に
天
・
地
・
人
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
区
別
さ
れ
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
区
別
が
時
間
の
経
つ
う
ち
に
不
確
実
に

な
っ
て
来
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
の
氏
姓
制
度
の
確
定
で
あ
っ
た
。

そ
の
根
拠
に
「
或
い
は
帝
皇
の
裔
、
或
い
は
異
し
く
し
て
天
降
れ
り
」
と
い

う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
天
皇
が
天
を
独
占
す
る
こ
と
で
氏

姓
制
度
が
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

断
っ
た
よ
う
に
詳
し
い
試
み
は
別
稿
に
譲
る
。

こ
の
よ
う
な
天
・
地
・
人
の
区
別
は
ど
の
よ
う
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
南
島
民
話
（
『
沖
縄
の
民
話
』

社
会
思
想
社
）
　
に
人
間
の
直
立
歩
行
に
関
わ
る
も
の
が
在
る
が
、
そ
れ
に
よ

れ
ば
人
間
が
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
力
持
ち
が
空
を
上
に
持
ち
上
げ

た
か
ら
だ
と
い
う
。
人
間
が
這
い
胎
っ
て
い
た
と
き
に
比
べ
て
、
人
間
の
世

界
が
広
く
な
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
這
い
給
っ
て
い
る
と
き
に
も

人
間
の
空
間
は
存
在
し
た
筈
で
、
四
つ
足
歩
行
と
直
立
歩
行
と
を
居
住
空
間

の
広
が
り
の
違
い
に
見
て
い
る
認
識
を
見
て
置
い
て
も
よ
か
ろ
う
。
天
と
地

が
分
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
人
間
の
住
む
ス
ペ
ー
ス
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ

が
分
か
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
初
め
て
人
間
の
住
む
空
間
が
生
ま
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
這
い
跨
っ
て
い
る

の
を
嫌
っ
て
、
立
ち
上
が
り
た
い
と
考
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間

を
直
立
歩
行
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
と
す
れ
ば
天

は
上
に
在
っ
て
、
人
間
の
上
の
空
間
を
制
限
す
る
働
き
を
持
ち
、
地
は
人
間

が
立
ち
上
が
る
足
を
支
え
る
働
き
を
持
ち
、
人
は
そ
の
双
方
の
間
に
あ
っ
て
、

直
立
歩
行
が
で
き
る
こ
と
に
お
い
て
そ
の
働
き
を
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
と
い
っ

た
厳
密
性
を
示
し
て
く
れ
る
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
。
か
な
り
大
雑
把
で
『
枕

草
子
』
　
の
比
で
は
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
山
の
稜
線
を
間
に
挟
ん
で
、
上
を
天
・
下
を
地
と
す
る
捉

え
方
は
、
意
外
に
区
別
を
明
確
化
し
得
る
捉
え
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

人
々
の
認
識
力
が
か
な
り
厳
密
さ
を
求
め
出
し
た
結
果
と
見
る
こ
と
も
で
き
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よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
清
少
納
言
の
発
想
が
そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ

れ
は
二
次
元
の
世
界
で
は
認
め
ら
れ
て
も
、
現
実
に
は
奥
行
き
が
在
り
、

山
・
丘
・
谷
・
野
な
ど
と
更
に
明
確
化
を
期
待
す
る
と
た
ち
ま
ち
曖
昧
性
の

中
に
紛
れ
込
ん
で
し
ま
う
の
が
現
実
で
あ
る
。

そ
の
五
　
「
故
郷
」
「
異
郷
」
、
「
海
の
彼
方
を
巡
っ
て
」

奥
行
き
を
考
え
る
と
当
然
の
こ
と
人
間
の
視
線
の
彼
方
に
異
郷
を
見
よ
う

と
す
る
意
識
の
存
在
を
想
定
し
え
得
よ
う
。
そ
の
典
型
は
沖
縄
の
ニ
ラ
イ
カ

ナ
イ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
は
神
の
国
の
意
味
だ
ろ
う
が
、

神
の
国
と
は
す
な
わ
ち
今
現
在
住
ん
で
い
る
い
わ
ゆ
る
「
故
郷
」
に
優
る
と

こ
ろ
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
海
の
彼
方
に
故
郷
に

優
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
例
え
ば
「
神
武
紀
」
に
見
え
る
。
こ

れ
は
都
を
定
め
る
た
め
の
地
を
も
と
め
て
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
も
と
に
記
さ

れ
た
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

あ

ま

つ

み

お

や

　

あ

ま

く

だ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

の

か

た

　

　

　

　

も

も

よ

る

づ

と

せ

あ

ま

り

な

な

よ

ろ

ブ

と

せ

あ

ま

り

天

租

の

降

跡

り

ま

し

て

よ

り

以

達

、

今

に

一

　

百

　

七

　

十

九
　
　
　
萬
二
　
千
　
四
　
百
　
七
　
十
飴
歳
。
而
る
を
、
遼
逸
な

る
地
、
猶
未
だ
王
澤
に
箔
は
ず
。
遂
に
邑
に
君
有
り
、
村
に
長
　
有
り

て
、
各
自
窪
を
分
ち
て
、
用
て
相
凌
ぎ
躁
は
し
む
。
抑
又
、
磨
土
老
翁

鱒
聞
き
き
。
訃
ひ
し
く
、
「
　
東
　
に
薫
き
地
有
り
。
青
山
四
周
れ
り
。

其
の
中
に
亦
、
天
磐
船
に
乗
り
て
飛
び
降
る
者
有
り
」
と
い
ひ
き
。
余

謂
ふ
に
、
彼
の
地
は
、
必
ず
以
て
大
業
を
恢
弘
べ
て
、
天
下
に
光
宅
る

に
足
り
ぬ
べ
し
。
蓋
し
六
合
の
中
心
か
。
灰
の
飛
び
降
る
と
い
ふ
者
は
、

是
廉
速
日
と
謂
ふ
か
。
何
ぞ
就
き
て
都
つ
く
ら
ざ
ら
む
」
と
の
た
ま
セ

こ
の
他
に
は
「
仲
夏
紀
」
「
仲
夏
記
」
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

資
料
の
モ
チ
ー
フ
は
、
国
土
拡
大
を
語
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
「
仲
京
紀
」
「
仲
嘉
記
」
の
記
述
を
取
り
上
げ
て
み
ょ
う
。

時
に
、
椚
和
し
て
、
引
か
に
机
。
雪
融
へ
ま
つ
三
郎
が
く
、
「
天

墜
呼
哨
襲
爪
漕
ぎ
誓
と
を
割
等
ま
ふ
毒
衝
期
の
欝
ぞ
。

豊
、
兵
を
挙
げ
て
伐
つ
に
足
ら
む
や
。
謝
勿
呵
慧
風
刺
ユ
リ
封
可
動
矧
判
1
画

㌃
麿
鶴
首
い
粁
持
苦
禦
る
国
昔
跳
、
瞥
絹
針

祝
と
云
ふ
。
限
炎
く
金
・
銀
・
彩
　
色
、
多
に
其
の
国
に
在
り
。
是
を
朽
会

し

喜

の

く

に

　

　

　

　

　

　

　

　

も

　

　

　

よ

　

　

わ

れ

　

　

ま

つ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か

つ

　

や

き

は

　

ち

ぬ

新
羅
国
と
謂
ふ
。
若
し
能
く
吾
を
祭
り
た
ま
は
ば
、
骨
て
刃
に
血
ら
ず
し

て
、
其
の
国
必
ず
銅
づ
か
㌔
郎
が
な
む
。
撃
睨
軒
も
翫
肺
ひ
な
む
。

其
の
余
り
た
ま
は
む
に
は
、
天
皇
の
御
船
、
及
び
穴
門
直
践
立
の
献
れ

る
寂
野
郎
け
て
雷
即
と
い
ふ
、
鮎
掛
の
雛
を
損
で
部
た
ま
へ
」
と
の

た
ま
ふ
。
天
皇
、
神
鮎
が
那
し
琶
て
、
扇
現
僻
離
し
ま
す
。
郎
ち

高
き
岳
に
登
り
て
、
造
か
に
大
海
を
望
る
に
、
暁
遠
く
し
て
国
も
見
え
ず
。

郡
に
、
天
皇
、
神
に
禦
ま
つ
り
丁
が
は
く
、
「
甲
郡
プ
に
、
別
の

．

■

■

憐

■

■

■

■

■

■

鹿

■

■

■

■

属

匿

■

■

鹿

恨

厚

情

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

は

巨

l

み
有
り
て
国
無
し
。
豊
、
大
虚
に
国
有
ら
め
や
。
誰
ぞ
の
神
ぞ
徒
に
朕
を

あ

ざ

む

　

　

　

　

　

ま

た

　

　

わ

　

　

　

み

お

や

す

め

ら

み

こ

と

た

ち

　

こ

と

ご

と

く

あ

ま

つ

か

み

く

に

つ

か

み

誘
く
や
。
復
、
我
が
皇
租
諸
天
皇
等
、
轟
に
神
　
紙
を
祭
り
た
ま
ふ

の

こ

　

　

　

　

　

　

　

ま

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま

た

　

　

　

　

　

　

か

か

豊
、
遣
れ
る
神
有
さ
む
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
、
神
、
亦
皇
后
に
託
り

の

た

ま

　

　

　

　

　

　

あ

ま

　

つ

　

み

す

か

げ

　

　

　

　

　

　

　

　

お

　

　

　

ふ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み

て
日
は
く
、
「
天
津
水
彩
の
如
く
、
押
し
伏
せ
て
我
が
見
る
国
を
、
何
ぞ

の

た

ま

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

と

　

　

　

そ

　

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

ま

し

み

こ

と

　

　

か

　

く

の

た

ま

国
無
し
と
謂
ひ
て
、
我
が
言
を
誹
誘
り
た
ま
ふ
。
其
れ
汝
王
、
如
此
言

つ

ひ

　

　

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

渡

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

え

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た

だ

ひ
て
、
遂
に
借
け
た
ま
は
ず
は
、
汝
、
其
の
国
を
待
た
ま
ほ
じ
。
唯
し
、

今
、
皇
后
始
め
て
有
胎
み
ま
せ
i
l
ノ
。
其
の
子
連
た
ま
ふ
こ
と
有
ら
む
」
と

の
た
ま
ふ
。

「
仲
夏
記
」
　
に
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

其
の
大
后
息
長
帯
日
貴
命
は
、
当
時
神
を
絆
せ
た
ま
ひ
き
。
故
、
天
皇

筑
紫
の
訂
志
比
宮
に
坐
し
ま
し
て
、
熊
骨
国
を
撃
た
む
と
し
た
ま
ひ
し
時
、
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ひ

　

　

　

　

　

　

　

　

た

け

し

う

ち

の

す

く

ね

の

お

ほ

お

み

さ

に

は

　

　

ゐ

　

　

　

　

　

　

　

　

み

こ

と

　

　

こ

天
皇
御
琴
を
控
か
し
て
、
建
内
宿
禰
大
臣
沙
庭
に
居
て
、
神
の
命
を
請

よ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

と

　

　

　

　

　

さ

ト

ト

ひ
き
。
是
に
大
后
神
を
蹄
せ
た
ま
ひ
て
、
言
教
へ
覚
し
語
り
た
ま
ひ
し
く

「
西
の
方
に
国
有
。
。
如
し
鮎
が
郎
こ
㌢
、
．
日
の
銅
か
く
削
郡
の
郎
し

き
宝
、
多
に
其
の
国
に
在
り
。
吾
今
其
の
国
を
蹄
せ
賜
は
む
。
」
と
の
り

と
こ
ろ

た
ま
ひ
き
。
爾
に
天
皇
答
へ
て
自
し
た
ま
ひ
し
く
、
「
高
き
地
に
登
り
て

画

君

恩

凧

引

。

」

と

の

り

た

ま
ひ
て
、
詐
を
為
す
神
と
謂
ひ
て
、
御
琴
を
押
し
退
け
て
披
き
た
ま
は
ず
、

黙
し
て
坐
し
ま
し
き
。
圏
に
其
の
神
、
大
く
怠
り
て
語
り
た
ま
ひ
し
く
、

「
凡
そ
玉
の
天
の
下
は
、
汝
の
廊
ら
す
べ
き
国
に
非
ず
。
汝
は
l
道
に
向

ひ
た
ま
へ
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
勘
。

こ
れ
ら
の
記
述
が
ど
れ
ほ
ど
史
料
と
し
て
、
時
間
に
耐
え
得
る
の
か
定
か

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
「
義
の
国
に
愈
り
て
宝
有
る
国
」
と
か
「
西

の
方
に
国
有
り
。
金
銀
を
本
と
為
て
、
目
の
炎
潅
く
種
種
の
珍
し
き
宝
、
多

に
其
の
国
に
在
り
。
」
と
あ
る
の
は
、
他
所
に
価
値
の
あ
る
も
の
が
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
を
語
る
も
の
と
し
て
大
切
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
「
高
き
岳
虹

登
り
て
、
造
か
に
大
海
を
望
る
」
と
在
る
こ
と
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
「
義

の
国
に
愈
り
て
宝
有
る
国
」
と
か
「
酉
の
方
に
国
有
り
。
金
銀
を
本
と
為
て
、

目
の
炎
旛
く
種
種
の
珍
し
き
宝
、
多
に
其
の
国
に
在
り
。
」
と
示
さ
れ
る
国

は
、
海
上
造
か
の
地
に
在
る
と
さ
れ
る
。
「
高
き
地
に
登
り
て
西
の
方
を
見

れ
ば
、
国
土
は
見
え
ず
。
唯
大
海
の
み
有
り
。
」
に
し
て
も
、
「
唯
大
海
の
み

有
り
」
か
ら
解
る
よ
う
に
、
見
た
の
は
海
の
彼
方
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
「
天
津
水
彩
の
如
く
、
押
し
伏
せ
て
」
「
見
る
国
」
と
あ

る
の
は
、
一
つ
に
は
「
水
影
」
　
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
水
平
線
を
、
一
つ
に
は

「
見
る
国
」
　
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
空
間
的
広
が
り
を
予
想
さ
せ
る
か
ら
、
例

え
「
天
浄
水
影
の
如
く
、
押
し
伏
せ
て
」
「
見
る
国
」
が
、
神
の
行
為
と
し

て
「
水
に
う
つ
る
影
の
如
く
に
鮮
明
に
、
自
分
が
上
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
る

国
が
あ
る
の
患
」
で
あ
る
に
し
て
も
、
水
平
線
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
こ
と
に

か
わ
り
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
見
る
と
、
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
が
沖
縄
に

お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
る
神
の
国
、
則
ち
「
異
郷
」
の
典
型
で
あ
る
こ
と
を

是
と
し
て
も
、
そ
れ
に
似
た
こ
と
と
し
て
、
境
造
的
な
観
点
か
ら
考
え
る
限

り
、
古
代
の
日
本
本
土
に
も
同
様
の
異
郷
観
が
在
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
と
判
断
し
て
も
誤
り
と
は
断
定
で
き
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ

る。

そ
の
六
　
「
異
郷
」
と
そ
の
根
拠

そ
れ
に
両
資
料
と
も
正
体
の
知
れ
な
い
神
が
「
故
郷
」
に
優
さ
る
「
国
」

の
所
在
を
明
か
す
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。
神
慮
に
従
っ
て
政
治
を
行
お

う
と
す
る
祭
政
一
致
の
在
り
様
を
跨
ま
え
た
も
の
と
し
て
は
、
律
令
と
い
う

法
律
に
従
っ
て
政
治
を
行
お
う
と
す
る
後
世
の
在
り
様
に
対
し
て
ほ
舌
相
を

提
示
し
て
い
る
資
料
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ま
た
、
読
み
ょ
う
に
よ
っ
て
は
、
神
の
行
為
と
仲
夏
天
皇
の
行
為
を
語
る

資
料
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
見
る
と
き
、
一
方
の
神
は
そ
の
行
為
と
し
て
「
水
に
う
つ
る
影
の

如
く
に
鮮
明
に
、
自
分
が
上
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
る
国
が
あ
る
」
こ
と
を
示

し
得
る
天
上
の
存
在
性
を
語
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
l
方
、

下
さ
れ
た
神
慮
に
つ
い
て
地
上
の
天
皇
は
、
本
来
は
そ
の
神
慮
の
ま
ま
に
行

動
を
起
こ
す
は
ず
な
の
に
、
こ
こ
で
は
神
慮
に
「
疑
の
情
」
を
抱
い
た
と
あ

る
か
ら
、
「
高
き
岳
に
登
り
て
、
造
か
に
大
海
を
望
る
」
や
「
高
き
地
に
登

り
て
酉
の
方
を
見
」
る
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
慮
を
確
認
す
る
行
動
に
出

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
「
国
土
は
見
え
ず
」
と
言
っ
た
と
あ
る
こ
と
を
も

含
め
、
神
慮
を
そ
の
ま
ま
に
実
行
し
な
い
仲
夏
天
皇
の
在
り
様
を
語
っ
て
い

る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
の

持
つ
文
脈
を
辿
れ
ば
通
常
は
受
け
て
し
か
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
と
見
て
よ

い
。
こ
の
神
慮
を
確
認
し
ょ
う
と
し
た
行
い
が
、
「
高
き
地
に
登
り
て
西
の
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方
を
見
」
「
高
き
岳
に
登
り
て
、
造
か
に
大
海
を
望
」
る
こ
と
を
通
し
て
な

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
天
孫
の
子
孫
と
し
て
の
天
皇
と
は
い
え
、
地
上
に

在
っ
て
は
天
に
最
も
近
い
　
「
高
き
地
」
・
「
高
き
岳
」
　
に
「
登
り
」
、
「
造
か
に

大
海
を
望
」
「
酉
の
方
を
見
」
る
と
い
う
、
言
わ
ば
「
国
見
」
に
も
繋
が
る

行
為
を
通
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
人
間
の
在

り
様
に
近
い
存
在
性
を
語
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。
こ
れ
は

取
り
も
直
さ
ず
、
人
間
が
地
上
に
在
っ
て
、
天
の
神
の
行
為
を
な
ぞ
る
と
い

う
、
地
上
の
論
理
に
よ
っ
て
対
処
し
た
例
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
い
う

の
は
、
本
来
高
千
穂
の
蜂
に
天
下
っ
た
天
孫
の
子
孫
が
天
皇
で
あ
っ
た
訳
だ

か
ら
、
天
皇
は
も
と
も
と
は
神
の
子
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
神
武
天
皇
を
巡
る

一
連
の
記
述
の
よ
う
に
、
東
征
に
関
わ
っ
て
起
こ
る
困
難
の
こ
と
ご
と
く
は
、

神
武
の
思
惑
で
と
い
う
よ
り
ほ
、
神
慮
を
得
て
克
服
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
天
皇
の
系
譜
の
中
に
在
っ
て
、
十
四
代
目
に
位
置

す
る
仲
夏
天
皇
は
、
「
朕
、
周
望
す
に
、
海
の
み
有
り
て
国
無
し
。
豊
、
大

虚
に
国
有
ら
め
や
。
誰
ぞ
の
神
ぞ
徒
に
朕
を
誘
く
や
。
復
、
我
が
皇
租
諸
天

皇
等
、
轟
に
神
紙
を
祭
り
た
ま
ふ
。
豊
、
通
れ
る
神
有
さ
む
や
」
と
か
「
高

き
地
に
登
り
て
西
の
方
を
見
れ
ば
、
国
土
は
見
え
ず
。
唯
大
海
の
み
有
り
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
地
上
に
お
い
て
も
神
の
側
に
あ
る
は
ず
な
の
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
「
周
望
」
し
、
「
高
き
地
に
登
り
て
西
の
方
を
見
」
、
「
海
の
み
有
り
て

国
無
し
」
と
か
「
国
土
は
見
え
ず
」
と
言
っ
て
神
慮
に
従
お
う
と
し
な
か
っ

た
。
神
慮
を
実
行
す
る
と
い
う
天
皇
の
存
在
性
か
ら
は
幾
分
逸
脱
し
て
い
る

よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
。
勿
論
逸
脱
の
結
果
は
、
『
古
事
記
』
　
の
伝
え
る
よ

う
に
「
圏
に
棺
に
其
の
御
琴
を
取
り
依
せ
て
、
那
麻
那
摩
迩
　
此
の
五
字
は
音
を

以
ゐ
よ
。
挫
き
坐
し
き
。
故
、
幾
久
も
あ
ら
ず
て
、
御
琴
の
音
聞
こ
え
ざ
り
き
。

即
ち
火
を
挙
げ
て
見
れ
ば
、
す
で
に
崩
り
た
ま
ひ
ぬ
。
」
と
在
る
よ
う
に
、

そ
の
役
割
の
喪
失
は
死
を
以
て
な
さ
れ
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

l
連
の
仲
裏
の
行
為
を
見
て
見
る
と
、
仲
夏
は
地
上
に
在
っ
て
神
慮
を
慮
る

呪
者
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
、
地
上
的
な
意
義
を
強
め

て
行
っ
て
い
る
姿
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
地
上
的
な
姿

を
担
っ
た
呪
者
、
天
皇
は
、
せ
い
ぜ
い
地
上
の
高
み
、
「
高
き
地
」
・
「
高
き

岳
」
に
「
登
り
」
、
「
造
か
に
大
海
を
望
」
「
西
の
方
を
見
」
る
し
か
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
も
し
仲
夏
が
海
の
彼
方
に
「
西
の
方
に
国
有
り
。
金
銀
を
本

と
為
て
、
日
の
炎
潅
く
種
種
の
珍
し
き
宝
、
多
に
其
の
国
に
在
り
。
」
と
い

う
神
慮
を
見
て
取
れ
た
と
す
れ
ば
、
仲
夏
天
皇
と
し
て
君
臨
し
続
け
る
こ
と

が
で
き
た
。
し
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
神
慮
を

下
し
た
神
の
正
体
さ
え
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
天
皇
は

退
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
仲
夏
死
後
に
神

功
皇
后
の
神
懸
か
り
を
通
し
て
、
「
其
の
御
名
を
知
ら
ま
く
欲
し
」
と
い
う

武
内
宿
欄
の
問
い
に
対
し
、
そ
の
正
体
を
現
し
て
「
是
は
天
照
大
神
の
御
心

ぞ
」
と
答
え
た
と
記
す
と
こ
ろ
は
象
徴
的
だ
。
神
慮
を
そ
れ
と
確
認
し
得
な

か
っ
た
も
の
の
末
路
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い

か
。
私
は
こ
こ
に
近
江
荒
都
歌
の
一
節
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」
　
の

意
味
に
通
う
も
の
を
ふ
と
考
え
て
し
ま
う
。
穿
ち
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
六
　
「
故
郷
」
「
異
郷
」
・
「
村
」
「
都
」

人
々
が
群
れ
て
「
村
」
が
で
き
た
と
き
、
そ
こ
に
は
自
然
に
対
し
て
の

人
々
の
空
間
が
で
き
、
人
々
は
そ
こ
に
「
故
郷
」
を
感
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
に
例
え
ば
「
允
恭
紀
」
　
の
記
述
を
巡
っ
て
考
察
し
た
よ
う
な
「
天
」
の

論
理
な
ど
が
持
ち
込
ま
れ
る
と
、
事
態
は
全
く
新
た
な
方
向
に
動
き
出
す
こ

と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
允
恭
紀
」
　
の
場
合
、
「
氏
姓
」
に
言
及
し
て

い
る
。
そ
こ
に
「
天
」
が
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
「
天
」
か
ら
降
跡
っ
た
天

租
よ
り
百
七
十
九
万
二
千
四
百
七
十
余
歳
の
後
も
「
遼
逸
な
る
地
、
猶
未
だ

王
澤
に
霹
は
ず
。
遂
に
「
邑
に
君
有
り
、
村
に
長
有
り
て
、
各
自
蓮
を
分
も

て
、
用
て
相
凌
ぎ
躁
は
し
む
。
」
状
態
の
中
に
、
『
東
に
美
き
地
有
り
。
青
山

四
周
れ
り
。
其
の
中
に
亦
、
天
磐
船
に
乗
り
て
飛
び
降
る
者
有
り
』
と
い
ひ
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き
。
余
謂
ふ
に
、
彼
の
地
は
、
必
ず
以
て
大
業
を
恢
弘
べ
て
、
天
下
に
光
宅

る
に
足
り
ぬ
べ
し
。
蓋
し
六
合
の
中
心
か
。
既
の
飛
び
降
る
と
い
ふ
者
は
、

是
餞
速
日
と
謂
ふ
か
。
何
ぞ
就
き
て
都
つ
く
ら
ざ
ら
む
』
と
の
た
ま
ヤ
」

と
在
る
よ
う
に
「
都
」
を
作
ろ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
邑
に
君
有

り
、
村
に
長
有
り
て
、
各
自
露
を
分
ち
て
、
用
て
相
凌
ぎ
蹟
は
し
む
。
」
状

況
を
横
目
に
見
て
、
「
東
に
美
き
地
有
」
る
を
「
彼
の
地
は
、
必
ず
以
て
大

業
を
恢
弘
べ
て
、
天
下
に
光
宅
る
に
足
り
ぬ
べ
し
。
蓋
し
六
合
の
中
心
か
」

と
し
て
、
「
何
ぞ
就
き
て
都
つ
く
ら
ざ
ら
む
」
と
言
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、

こ
れ
は
全
く
新
し
い
状
況
を
示
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
こ
こ
に
「
六
合
の

中
心
」
を
見
て
い
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。
「
神
武
紀
」
が
机
上
の
産
物
と
見

な
さ
れ
る
所
以
を
追
記
で
き
る
記
載
の
l
つ
と
私
は
思
う
。

自
然
発
生
的
な
「
村
」
と
「
神
武
紀
」
　
の
「
邑
に
君
有
り
、
村
に
長
有

り
」
　
の
「
邑
」
や
「
村
」
は
、
全
く
重
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
「
六

合
」
と
「
村
」
と
の
距
離
ほ
ど
で
は
な
い
。
「
六
合
」
が
で
き
、
「
都
」
が
で

き
る
こ
と
は
、
新
た
な
「
異
郷
」
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
都
」
と

は
「
御
屋
処
」
　
の
意
味
と
私
は
考
え
て
い
る
が
、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
　
に
よ

れ
ば
、
「
、
、
、
ヤ
は
官
。
コ
ほ
コ
コ
・
ソ
コ
の
コ
」
と
言
い
、
「
天
皇
の
住
居
の

所
在
地
」
だ
と
言
う
。
「
官
」
は
と
言
え
ば
、
「
ミ
　
（
霊
力
）
　
ヤ
（
屋
）
　
の

意
」
だ
と
言
い
、
「
神
の
住
む
御
殿
。
神
官
。
神
社
。
」
だ
と
言
う
。
し
か
し

な
が
ら
九
州
の
宗
像
神
社
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
神
の
住
む
御
殿
」

と
言
っ
て
し
ま
う
と
語
弊
を
生
じ
る
ケ
ー
ス
が
無
く
は
な
く
、
海
の
彼
方
か

ら
や
っ
て
来
る
神
を
迎
え
、
天
か
ら
降
り
て
来
る
神
を
迎
え
て
神
祭
り
を
す

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
迎
え
た
と
き
は
「
神
の
住
む
御
殿
」
と
な
っ
て
も
、

神
迎
え
・
神
降
ろ
し
を
し
、
神
送
り
を
す
る
習
俗
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
こ
を

「
神
の
住
む
御
殿
」
と
簡
単
に
結
論
付
け
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
来
る
よ

ぅ
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
天
皇
の
住
居
」
と
考
え
て
見
れ
ば
、
「
天
皇
」

が
神
の
領
域
の
も
の
で
あ
り
、
神
慮
の
ま
ま
に
こ
の
地
上
を
支
配
す
る
者
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
違
い
に
目
く
じ
ら
を
立
て
る
必
要
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
た
だ
「
高
千
穂
の
蜂
」
に
天
下
っ
た
天
祖
の
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、

両
の
存
在
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
は
無
理
に
な
る
こ
と
だ
け
は
確
認
し
得
よ
う
。

数
々
の
困
難
を
神
慮
に
よ
っ
て
克
服
し
、
即
位
前
紀
己
未
年
三
月
条
で
は
令

を
発
し
て
い
る
。

我
　
東
　
を
征
ち
し
よ
り
、
義
に
六
年
に
な
り
に
た
り
。
振
る
に
皇

焉
恥
戯
研
以
て
し
て
、
即
衝
淋
熟
さ
れ
ぬ
。
鰯
か
出
刺
蘇
り
ず
、
粥
の

墾
ひ
尚
掛
れ
た
り
と
雄
も
、
中
洲
か
轡
戯
朋
か
如
し
。
部
郎
酢
就

き
那
竿
、
長
田
を
削
り
斬
る
べ
し
。
徹
る
を
朝
敵
軍
暫
師
ひ
て
、

凪
剖
嘲
訓
矧
矧
引
。
巣
に
棲
み
穴
に
住
み
て
、
習
俗
惟
常
と
な
り
た
り
。

か
れ
邪
心
椚
を
か
て
て
、
。
削
。
必
ず
時
に
郎
ふ
義
臣
鰯
に
祁
和
ら
は
、

ひ

じ

り

　

わ

ざ

　

　

た

が

　

　

　

　

　

　

ま

　

さ

　

　

や

ま

は

や

し

　

ひ

ら

　

は

ら

　

　

　

お

ほ

み

や

　

苦

め

つ

く

何
ぞ
聖
の
道
に
妨
は
む
。
且
常
に
山
林
を
披
き
沸
ひ
、
官
室
を
経
営
り

て
、
郵
付
で
郎
鋸
に
郎
み
て
、
舅
が
鮎
む
べ
し
。
月
毎
軒
の
副
を

授
け
た
ま
ひ
し
徳
に
答
へ
、
下
は
皇
孫
の
正
を
養
ひ
た
ま
ひ
し
心
を

弘
め
む
。
然
し
て
後
に
、
六
合
を
兼
ね
て
都
を
閃
き
、
八
紘
を
掩
ひ
て

封
に
せ
む
こ
と
、
椚
中
か
ら
ず
や
q
掛
れ
ば
、
知
の
剋
離
山
苦
山
、
此

吉
宗
栗
苦
芸
。
の
朝
朝
の
那
別
製
誹
、
削
し
国
釦
の
禦
。

雛
に
b
新
月
助
。

「
神
武
即
位
前
紀
」
　
の
長
さ
は
「
天
武
即
位
前
紀
」
の
長
さ
の
異
常
さ
を

連
想
さ
せ
、
つ
い
特
別
の
記
載
意
図
を
想
像
し
た
く
な
る
。
こ
の
資
料
は
冒

頭
の
思
惑
を
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
達
成
さ
せ
得
る
時
点
で
の
「
令
」
と
取
れ

る
。
正
に
「
治
る
べ
し
」
の
通
り
で
あ
る
。
「
是
の
月
に
、
即
ち
有
司
に
命

せ
て
、
帝
宅
を
経
り
姶
む
」
は
、
右
の
記
述
の
直
後
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
「
帝
宅
」
と
あ
る
が
、
岡
田
英
弘
の
『
世
界
史
の
誕
蝕
』
に
よ

れ
ば
、
「
帝
」
と
は
「
本
来
の
意
味
は
『
配
偶
老
』
で
あ
」
り
、
「
前
l
≡
一
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年
の
始
皇
帝
に
よ
る
天
下
（
中
国
世
界
）
　
の
統
一
の
前
に
存
在
し
た
多
く
の

都
市
国
家
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
守
護
神
で
あ
る
大
地
母
神
が
あ
っ
た
。
大
地
母

神
は
天
の
神
の
妻
と
な
っ
て
、
都
市
国
家
の
王
家
の
始
祖
を
産
む
の
で
あ
る
。

こ
の
大
地
母
神
の
　
『
配
偶
者
』
　
の
天
の
神
が
、
す
な
わ
ち
『
帝
』
な
の
で
あ

る
」
と
い
う
。
こ
の
見
解
に
従
っ
て
「
帝
宅
」
を
押
さ
え
れ
ば
、
当
然
「
神

の
住
む
御
殿
」
　
の
意
と
な
っ
て
し
ま
う
。
と
す
れ
ば
人
と
神
と
を
ど
こ
で
区

別
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
し
ま
う
。
恐
ら
く
こ
の
記
述
の
中
に

は
区
別
の
論
理
が
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
う
し

た
記
述
の
世
界
と
は
、
通
常
の
人
の
論
理
を
超
え
た
世
界
な
の
で
あ
り
、
記

述
さ
れ
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
お
い
て
さ
え
「
超
越
性
」
を
表
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
と
理
解
し
て
よ
い
の
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
「
都
」
は
、
書
か
れ

ざ
る
人
々
の
群
れ
を
想
定
さ
せ
、
言
わ
ば
表
の
世
界
と
裏
の
世
界
と
い
う
二

元
的
な
世
界
を
、
一
方
か
ら
提
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

題
詞
「
近
江
の
荒
れ
た
る
都
を
過
ぐ
る
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る

歌
」
は
お
そ
ら
く
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
条
件
と
し
て
理
解
に
至
る
も
の

と
私
は
考
え
る
。
勿
論
こ
の
条
件
は
必
要
に
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い
。
更

な
る
探
求
を
要
求
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
取
り
敢
え
ず
次
の

課
題
に
入
っ
て
行
こ
う
。

三
　
人
麻
呂
と
近
江
荒
都
歌

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ソ
ド
と
し
て
の
幾
つ
か
を
挙
げ
て
「
近
江
荒
都
歌
」
を
捉

え
返
し
て
み
る
と
、
「
過
ぎ
る
時
の
歌
」
と
記
す
題
詞
と
と
も
に
、
外
せ
な

い
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、

こ
の
歌
が
「
過
」
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
既
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
過
」
を
見
過
ご
し
て
は
、
題
詞
の
示
す
意
味
を
無
視

す
る
に
等
し
い
。
『
万
葉
集
』
　
の
中
で
こ
の
「
近
江
荒
都
歌
」
を
理
解
し
ょ

う
と
す
る
限
り
、
こ
の
原
則
を
外
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
従
っ
て
、
当
歌
は

従
駕
歌
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
斉
明
天
皇
の
比
良
行
幸
を
前
例
と
し
て
、

何
ら
か
の
き
っ
か
け
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
従
駕
歌
と
す

れ
ば
そ
の
範
囲
で
の
題
詞
と
な
る
は
ず
で
、
他
の
理
由
を
想
定
す
る
の
が
最

も
相
応
し
い
と
私
は
考
え
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
課
題
に
答
え
得
る
理
由
は
現
在
残
さ
れ
て
い
る
資
料
の
中

に
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
境
的
な
も
の
は
無
い
と
い

う
の
が
実
情
の
よ
う
だ
。
今
想
像
力
を
駆
使
し
て
考
え
て
見
る
と
、
同
時
代

の
歌
を
残
し
た
と
さ
れ
て
い
る
高
市
連
黒
人
が
越
中
国
に
赴
き
、
歌
を
残
し

て
い
る
こ
と
を
ヒ
ソ
ト
に
考
え
て
見
る
こ
と
が
l
　
つ
。
か
つ
て
黒
人
を
考
察

し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
黒
人
の
赴
い
た
と
考
え
ら
れ
る
地
に
つ
い
て
、
『
延

書
式
』
「
神
名
帳
」
を
括
っ
て
見
る
と
、
何
故
か
し
ら
そ
の
近
く
に
神
社
が

㈹

存
在
す
る
。
越
中
の
国
婦
負
郡
に
も
「
婦
負
七
座
」
が
在
る
。
黒
人
が
何
故

越
中
に
歌
を
残
し
て
い
た
か
を
考
え
る
唯
一
の
手
掛
か
り
と
私
は
考
え
て
釆

た
が
、
古
代
の
旅
の
論
理
を
条
件
に
入
れ
れ
ば
、
そ
ん
な
に
多
く
の
こ
と
を

想
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
私
の
想
像
に
よ
れ
ば
黒
人
は
、
地
方
の
国
つ

神
を
中
央
の
天
つ
神
に
服
従
さ
せ
る
仕
事
を
任
と
し
て
越
中
に
赴
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
律
令
体
制
に
移
行
し
た
こ
の
時
代
に
、
国
司
を
は
じ
め

と
し
て
多
く
の
官
人
が
地
方
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
祭
政
一
致
の
時
代
を
先

の
時
代
に
し
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
、
地
方
の
神
祭
り
も
な
い
も
の
だ
と
い

う
こ
と
も
考
え
得
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
旧
習
が
一
挙
に
無
く
な
る
な
ど
と

い
う
こ
と
は
在
り
得
な
い
。
人
麻
呂
の
時
代
、
持
統
朝
に
重
な
る
と
し
た
ら
、

当
の
持
銃
が
「
国
見
」
を
し
て
い
る
の
を
ど
う
見
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

岩
見
に
赴
い
た
人
麻
呂
の
姿
も
あ
る
。
黒
人
と
同
時
代
の
官
人
舎
人
と
し

て
、
人
麻
呂
も
歌
を
介
し
て
宮
廷
に
出
仕
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

時
代
、
祭
政
一
致
の
《
口
承
古
代
》
（
筆
者
の
造
語
）
か
ら
「
文
献
古
代
」

へ
の
過
渡
期
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
古
事
記
』
　
の
内
容
が
何
故
最
初

か
ら
書
き
取
ら
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
れ
ば
、
《
口
承
舌
代
》
の
在
り
様
を



「近江荒都を過る時、柿本朝臣人麻呂の作る歌」の語るもの129

再
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
《
口
承
古
代
》
こ
そ
が
歌

を
生
み
出
し
た
温
床
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
合
せ
考
え
る
と
、
こ
の
時
代
の

「
過
渡
期
」
と
し
て
の
存
在
意
義
を
蔑
ろ
に
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
他
に
は
、
例
え
ば
笠
金
村
が
敦
賀
に
赴
い
た
と
き
の
歌
が
在
り
、
一

考
を
求
め
そ
う
だ
。
か
つ
て
考
え
た
と
こ
ろ
で
は
、
宮
廷
の
堕
を
巡
る
必
然

性
を
指
摘
し
た
。
平
群
氏
が
呪
い
忘
れ
た
塵
こ
そ
が
、
宮
廷
の
全
て
の
應
で

あ
る
と
い
う
こ
と
の
、
古
代
的
幻
想
を
引
き
出
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
実
質
的
な
仕
事
に
関
わ
っ
て
赴
い
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
。
し
か
し
こ

の
時
代
は
既
に
新
し
い
「
文
献
古
代
」
に
入
っ
て
い
た
。
し
か
も
人
麻
呂
の

系
譜
に
在
っ
て
の
金
村
で
あ
っ
た
。

人
麻
呂
が
何
故
近
江
荒
都
を
「
過
る
」
こ
と
が
あ
っ
た
か
と
考
え
れ
ば
、

近
江
荒
都
の
鎮
魂
な
ど
も
含
め
、
多
様
に
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
残
さ
れ
て

い
る
資
料
か
ら
考
え
る
限
り
、
黒
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
中
央
の
地

方
支
配
に
関
わ
っ
て
、
国
つ
神
を
慰
撫
す
る
た
め
の
公
的
任
に
当
た
っ
て
の

旅
の
往
復
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
と
し
て
置
き
た
い
。

四
　
「
近
江
荒
都
歌
」
冒
頭
「
歌
詞
」
　
の
必
然
性
に
つ
い
て

次
に
問
う
必
要
の
あ
る
問
題
は
、
当
歌
群
長
歌
冒
頭
の
歌
詞
で
あ
る
。
人

麻
呂
は
何
故
「
玉
砕
　
畝
傍
の
山
の
　
橿
原
の
　
日
知
り
の
御
世
ゆ
　
生
れ

ま
L
L
　
神
の
こ
と
ご
と
　
惨
の
木
の
　
い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に
　
天
の
下
　
知

ら
し
め
L
L
を
」
と
い
う
神
武
天
皇
以
来
の
皇
統
譜
を
冒
頭
に
詠
み
据
え
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
神
慮
に
よ
っ
て

敵
を
征
服
し
、
初
め
て
都
を
定
め
た
神
武
天
皇
以
来
の
正
統
の
系
譜
を
抽
象

化
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
「
近
江
荒
都
」
を
歌
う
の
に
こ
れ
が
何

故
必
要
で
あ
っ
た
の
か
問
う
こ
と
は
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と
と
私
は
考
え
る
。

額
田
王
が
、
三
輪
山
に
別
れ
を
告
げ
て
、
「
…
…
し
ば
し
ば
も
　
見
放
け
む

山
を
　
雲
の
　
隠
さ
ふ
べ
し
や
」
（
巻
l
・
l
七
）
と
歌
っ
た
と
き
、
新
都
近

江
の
都
は
荒
都
と
帰
す
べ
く
運
命
ず
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
は
し
ま
い

か
。
勿
論
こ
の
歌
を
、
左
往
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
山
上
憶
良
の
「
類
東
歌

林
」
の
記
述
に
よ
っ
て
見
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
新
都
移
転
は
祝
わ
れ
て

当
然
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
何
故
か
「
雲
が
三
輪
山
を
隠
す
」
と
歌
っ
て
い

る
。
従
っ
て
、
「
天
に
み
つ
　
大
和
を
置
き
て
　
あ
を
に
よ
し
　
奈
良
山
を

越
え
　
い
か
さ
ま
に
　
息
は
し
め
せ
か
　
天
離
る
　
夷
に
は
あ
れ
ど
　
石
走

る
　
挽
海
の
国
の
　
楽
浪
の
　
大
浮
の
宮
に
　
天
の
下
　
知
ら
し
め
し
け

㈹

む
」
は
、
菊
地
威
雄
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
額
田
王
の
歌
を
受
け
て
い

る
も
の
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
武
以
来
の
神
慮
に
よ
っ
て
、

大
和
に
都
を
置
く
こ
と
こ
そ
、
期
待
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
る
に
中
大
兄
皇
子
は
、
律
令
体
制
に
移
行
さ
せ
た
中
心
人
物
で

あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
都
を
置
く
べ
き
伝
統
の
地
を
後
に
し
て
、
「
天
離

る
　
夷
に
は
あ
れ
ど
　
石
走
る
　
淡
海
の
国
の
　
楽
浪
の
　
大
津
の
官
に
」

都
を
作
っ
て
い
た
。
「
天
離
る
　
英
に
は
あ
れ
ど
　
石
走
る
　
淡
海
の
国
の

楽
浪
の
　
大
津
の
官
」
と
歌
わ
れ
た
「
淡
海
の
国
」
　
に
は
、
比
良
の
宮
が
あ

り
、
「
天
離
る
　
夷
に
は
あ
れ
ど
」
と
歌
わ
れ
て
い
て
も
、
徹
底
し
た
都
と

し
て
の
、
全
く
開
拓
を
経
な
い
未
開
の
地
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら

都
の
在
り
処
と
し
て
の
大
和
に
対
し
て
は
、
言
わ
ば
周
辺
の
地
で
あ
り
、
傍

系
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
何
故
伝
統
の
地
大
和
を
離
れ
な
く

て
ほ
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
勿
論
白
村
江
の
敗
戦
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
敢
え
て
そ
の
よ
う
に
し
た
中
大
兄
皇
子
の
行
い
は
、

額
田
王
の
歌
や
人
麻
呂
の
歌
か
ら
考
え
る
限
り
、
神
慮
に
よ
る
伝
統
的
な
行

為
に
対
し
、
中
大
兄
皇
子
と
い
う
人
間
の
賢
し
ら
に
根
拠
を
置
い
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
人
の
賢
し
ら
に
よ
っ
て
、
行
動
を
起
こ
す
こ
と
自
体
伝
統
に
反
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
正
に
伝
統
の
地
、
大
和
を
離
れ
て
都
し
た

こ
と
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
「
大
化
改
新
」
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
る
律
令
体
制
と
い
う
法
治
国
家
へ
の
試
み
が
確
実
に
進
め
ら



れ
て
い
た
と
は
い
え
、
当
時
の
都
は
伝
統
の
「
大
和
・
難
波
」
　
の
う
ち
、
難

1
3
　
波
の
地
に
あ
っ
た
。
「
白
雉
四
年
是
歳
紀
」
に
は
、
「
太
子
、
奏
話
し
て
日

さ
く
、
『
巽
は
く
は
倭
の
京
に
遷
ら
む
』
と
ま
う
す
。
天
皇
、
許
し
た
ま
は

ず
。
皇
太
子
、
乃
ち
皇
租
母
尊
・
聞
入
皇
后
を
奉
り
、
井
て
皇
弟
等
を
率

ゆ

　

　

　

　

　

　

　

か

は

ら

の

か

り

み

や

　

ま

　

　

　

㈹

て
、
往
き
て
倭
飛
鳥
河
過
行
官
に
居
し
ま
す
」
と
在
り
、
中
大
兄
皇
子
自
身

が
、
か
つ
て
は
倭
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
難
波
の
官
の
孝
徳
天
皇

d
叫

が
死
ぬ
と
、
「
飛
鳥
板
蓋
官
に
、
即
天
皇
位
す
」
と
在
る
よ
う
に
、
斉
明
天

皇
が
即
位
し
て
、
都
は
倭
に
戻
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
近
江
遷
都
は
、
伝
統

の
神
慮
に
よ
る
判
断
を
、
人
間
の
賢
し
ら
に
よ
っ
て
超
え
よ
う
と
し
た
出
来

事
で
あ
っ
た
よ
う
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
神
慮
に
よ

ら
な
い
「
大
幹
の
官
」
は
、
「
天
皇
の
　
神
の
尊
の
　
大
官
は
　
此
処
と
聞

け
ど
も
　
大
殿
は
　
此
処
と
言
へ
ど
も
　
春
草
の
　
繁
く
生
ひ
た
る
　
霞
立

恒
　
っ
　
春
日
の
霧
れ
る
　
も
も
し
き
の
　
大
宮
処
」
と
歌
わ
れ
る
如
く
に
失
わ

貼
　
れ
、
「
葦
の
繁
く
生
ひ
た
る
霞
立
つ
春
日
の
穿
れ
る
」
状
態
に
帰

横
　
し
て
し
ま
い
、
神
慮
か
ら
ほ
遠
い
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
神
慮
を
排
除
し
て
人
為
的
な
こ
と
に
主
眼
を
置
く
よ
う
な
天
皇
は
、
恰

も
仲
夏
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
本
来
の
職
務
を
遂
行
し
得
な
い
。
人
麻

呂
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
の
一
般
的
な
認
識
で
は
、
近
江
の
都
は
、

荒
れ
る
べ
く
し
て
荒
れ
た
と
見
て
い
た
と
さ
え
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
私
に
は

患
わ
れ
る
。
高
市
黒
人
の
論
理
で
は
「
さ
さ
な
み
の
　
国
つ
御
神
の
　
心
さ

び
て
　
荒
れ
た
る
京
　
見
れ
ば
悲
し
も
」
（
巻
丁
三
三
）
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
或
い
は
、
「
さ
さ
な
み
の
　
国
つ
御
神
の
　
心
さ
び
て
」
と
言
う
こ
と

の
背
後
に
も
、
伝
統
無
視
の
中
大
兄
皇
子
の
賢
し
ら
が
在
っ
た
と
見
る
べ
き

か
も
知
れ
な
い
。
「
さ
さ
な
み
の
国
つ
神
」
自
身
の
心
が
満
た
さ
れ
な
か
っ

た
と
す
る
原
因
と
し
て
で
あ
る
。
黒
人
は
地
域
の
神
の
立
場
か
ら
「
荒
都
」

の
在
り
様
を
「
悲
し
い
」
と
歌
っ
た
。
「
古
の
人
に
　
わ
れ
あ
れ
や
」
と
は

近
江
の
都
の
繁
栄
を
知
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
一
万
人
麻

呂
は
、
皇
統
譜
を
冒
頭
に
据
え
た
。
こ
れ
は
l
体
何
を
考
え
て
の
こ
と
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
伝
統
を
無
視
し
て
「
さ
さ
な
み
の
　
国
つ
御
神
」
の
心

を
損
ね
て
荒
れ
た
天
智
天
皇
の
都
は
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
置
け
ば
、
遺
さ
れ

た
も
の
の
魂
に
永
遠
に
「
悲
し
み
」
を
引
き
起
こ
し
、
異
常
な
精
神
状
態
を

も
た
ら
し
続
け
る
可
能
性
を
保
持
し
続
け
る
。
特
に
こ
の
地
を
移
動
す
る
者

に
と
っ
て
、
近
江
荒
都
の
事
実
が
記
憶
に
在
っ
て
、
一
度
で
も
慰
撫
さ
れ
た

こ
と
が
無
い
と
し
た
ら
、
旅
を
繰
り
返
す
毎
に
、
異
常
な
精
神
状
態
を
経
験

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
早
急
に
解
除
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
人
麻
呂
は
皇
統

譜
か
ら
歌
い
出
し
た
の
に
違
い
な
い
。
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」
と

d
u

歌
う
こ
と
は
、
「
童
謡
」
　
の
系
譜
に
属
す
る
発
想
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の

歌
い
方
を
通
し
、
皇
統
譜
か
ら
外
れ
た
こ
と
を
確
認
し
、
「
官
人
舎
人
」
の

立
場
で
「
も
も
し
き
の
　
大
官
処
　
見
れ
ば
悲
し
も
」
と
嘆
く
こ
と
は
、
荒

れ
果
て
た
こ
と
を
悲
し
む
こ
と
を
通
し
て
の
救
い
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
近
江
荒

都
歌
の
冒
頭
歌
詞
の
必
然
性
が
浮
上
し
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

滅
亡
し
た
天
智
朝
と
近
江
荒
都
へ
の
鎮
魂
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

お

わ

り

に

近
江
荒
都
歌
の
語
る
も
の
を
探
ろ
う
と
し
て
、
歌
に
先
行
し
た
で
あ
ろ
う
、

人
々
の
抱
い
た
で
あ
ろ
う
様
々
な
状
況
を
考
え
て
見
た
。
そ
う
し
た
状
況
を

想
定
し
な
が
ら
人
麻
呂
の
発
想
を
考
え
て
見
る
と
、
通
説
化
さ
れ
て
い
る
捉

え
方
を
超
え
て
、
全
く
異
な
っ
た
も
の
が
見
え
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
記
紀
」
　
の
記
述
を
、
観
念
（
幻
想
）
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
と
き
、
言
葉
の

収
集
と
抽
象
化
の
方
法
で
は
対
処
で
き
な
い
古
代
文
学
の
一
面
が
顔
を
出
し

て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
代
の
合
理
思
想
に
根
拠
を
求
め
る
の
で
ほ
な

く
、
「
記
紀
」
　
の
記
述
を
通
し
て
考
え
る
こ
と
で
、
新
た
な
論
理
構
成
が
可
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能
に
な
る
の
に
違
い
な
い
。
残
し
た
問
題
は
後
日
を
期
し
た
い
。

岩
波
古
典
文
学
大
系
本
「
万
葉
集
」
　
二
七
貫

「
歌
」
が
音
数
律
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
律
は
個
人
が
勝
手
に
作
る
わ
け

で
は
な
く
、
言
葉
の
成
り
立
ち
と
同
様
に
、
人
々
に
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と

を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

岩
波
思
想
大
系
本
r
律
令
』
　
三
三
二
貢

岩
波
古
典
文
学
大
系
本
r
日
本
書
紀
』
上
四
三
七
～
四
三
入
貢

岩
波
書
店
「
古
典
文
学
大
系
本
」
『
日
本
書
紀
山
上
三
l
〓
ハ
・
七
貢

岩
波
古
典
文
学
大
系
本
「
日
本
専
紀
山
上
一
八
八
～
九
貢

岩
波
古
典
文
学
大
系
本
『
古
事
記
』
　
二
二
九
頁

岩
波
古
典
文
学
大
系
本
F
日
本
書
紀
』
上
三
二
入
貢
頭
注

岩
波
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
」
上
l
八
八
～
九
頁

岩
波
古
典
大
系
本
r
日
本
亭
紀
】
上
二
二
衰

七
二
貢

善
用
弘
文
館
本
国
史
大
系
本
『
交
替
式
』
「
延
書
式
」
二
七
二
貢

新
典
社
『
柿
本
人
麻
呂
致
し
「
三
輪
山
か
ら
近
江
荒
都
歌
へ
』
七
七
～
九
〇

貢：≡○頁
三
l
〓
ハ
頁

「
童
謡
」
は
、
育
代
に
お
い
て
〈
子
供
の
ロ
を
つ
い
て
出
て
来
る
歌
〉
と
し

て
、
特
別
の
存
在
で
あ
り
、
誰
が
作
る
と
も
な
く
流
行
し
、
事
の
前
兆
を
示

し
た
り
、
批
判
を
し
た
り
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。


