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藤
原
鎌
足
歌
の
語
る
も
の

一
当
面
の
問
題
点

吾
は
も
や
安
見
児
得
た
り
皆
人
の
得
が
て
に
す
と
ふ
安
見
児
得
た
り

周
知
の
藤
原
鎌
足
の
歌
で
あ
る
。
万
葉
集
巻
ニ
ー
九
五
番
歌
は
「
内
の
大
臣
藤
原
の
卿
の
、

采
女
安
見
児
に
あ
ひ
し
時
作
れ
る
歌
一
首
」
の
下
に
掲
載
さ
れ
、
古
来
、
そ
の
題
詞
の
意
味
す

る
所
は
疑
わ
れ
る
事
な
く
現
代
に
及
ん
だ
。
そ
の
確
信
は
万
葉
編
纂
当
時
か
ら
の
も
の
で
あ
る

事
も
自
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
折
口
信
夫
以
来
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
か
、
代
作
静
が

幅
を
き
か
す
昨
今
、
当
歌
に
も
そ
の
代
作
静
が
適
用
さ
れ
、
門
脇
岨
二
氏
は
『
采
女
』
に
於
い
て

そ
の
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
、
そ
も
そ
も
万
葉
集
の
記
戟
全
て
を

事
実
と
み
な
し
て
来
た
従
来
の
考
え
方
が
批
判
的
に
省
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
、
巻
頭

歌
作
者
と
歌
の
関
係
を
見
て
も
了
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
現
代
に
於
け
る
「
作
者
と

作
品
」
の
関
係
を
前
提
と
し
て
考
え
る
場
合
に
は
な
お
さ
ら
の
事
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
患
う
。

と
こ
ろ
で
、
藤
原
鎌
足
の
実
作
歌
と
み
る
に
し
て
も
代
作
歌
と
み
る
に
し
て
も
、
当
歌
は
意

外
に
わ
か
る
歌
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
前
者
に
し
て
は
、
鎌
足
が
天
智
天
皇
よ
り
采
女
安
見

児
を
も
ら
い
受
け
、
そ
の
喜
び
を
歌
っ
た
も
の
で
、
安
見
児
得
た
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
所
に

古
層
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
う
。
後
者
は
、
大
友
皇
子
の
母
の
出
自
に
か
か
わ
り
、
一
段
レ

ベ
ル
の
低
い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
采
女
を
母
に
持
つ
皇
位
継
承
者
の
威
厳
を
高
め
る
為
に
、
当

時
の
第
一
人
者
鎌
足
に
安
見
児
を
与
え
る
事
で
そ
の
地
位
の
向
上
を
目
ろ
ん
だ
も
の
で
、
当
歌

は
「
貴
族
ら
が
采
女
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
卑
盛
観
、
蔑
視
観
を
と
り
の
ぞ
く
」

「
方
法
」
で
あ
り
、
「
鎌
足
じ
し
ん
が
、
貴
族
た
ち
に
よ
り
も
大
海
人
皇
子
そ
の
人
に
、
『
菅
は

横

　

　

倉

　

　

長

　

　

恒

も
は
や
安
見
児
得
た
り
…
…
』
と
歌
っ
て
、
心
の
持
ち
方
を
さ
と
し
教
え
よ
う
と
さ
え
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
」
（
六
六
貢
）
と
言
い
、
ひ
い
て
は
、
こ
の
歌
も
「
鎌
足
じ
し
ん
で
な
く
宮

廷
歌
人
の
作
で
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
も
っ
て
い
る
」
（
七
四
貢
）
と
言
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
両
者
と
も
一
見
わ
か
る
よ
う
な
解
を
出
し
て
く
れ
は
す
る
も
の
の
、
そ
の

事
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
当
歌
の
位
相
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、
短
歌
表
現
の
在
り
よ
う
に

触
れ
る
事
は
な
か
な
か
で
き
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
当
歌
は
あ
る
時
点
の
共
通
観
念
を
負
う

て
、
そ
の
限
り
で
の
表
出
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
「
采
女
」
に
つ
い
て
の
従
来
の
考

え
方
で
あ
る
、
蔑
視
観
や
、
天
皇
以
外
の
結
婚
の
禁
止
な
ど
、
更
に
立
ち
入
っ
た
捉
え
方
が
要

請
さ
れ
る
も
の
と
み
な
し
、
以
下
患
う
所
を
述
べ
て
み
た
い
。

ニ
　
歌
詞
の
検
討

短
歌
形
式
が
わ
ず
か
に
三
十
一
文
字
か
ら
成
り
、
文
字
以
前
に
は
三
十
一
音
か
ら
成
り
立
っ

て
い
た
事
を
考
え
れ
ば
、
当
面
す
る
歌
も
そ
の
制
給
の
中
で
、
限
ら
れ
た
表
出
力
し
か
持
ち
得

な
い
の
も
無
理
か
ら
ぬ
所
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
今
日
的
に
見
て
歌
詞
の
伝
え
る
意
味
が
理

解
に
遠
い
所
は
、
次
の
二
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
「
安
見
児
」
と
「
皆
人
の
得
が
て
に

すとふ」。
題
詞
の
語
る
所
で
は
「
安
見
児
」
と
は
「
采
女
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
題
詞

と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
。
素
朴
に
考
え
れ
ば
、
万
葉
編
者
の
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
と
す
る
の

が
最
も
妥
当
な
所
だ
ろ
う
。
鎌
足
が
自
ら
記
し
た
も
の
と
い
う
確
証
は
、
残
念
な
が
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
に
仮
定
し
て
考
え
る
考
え
方
が
か
ろ
う
じ
て
許
さ
れ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え

ば
、
そ
う
で
は
な
い
と
仮
定
す
る
事
も
可
能
だ
と
い
う
事
で
、
万
葉
集
の
題
詞
の
中
で
も
、
初

期
万
葉
と
言
わ
れ
る
時
代
の
も
の
は
多
く
そ
の
よ
う
に
見
る
の
を
妥
当
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
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よ
り
確
実
な
前
提
に
立
っ
て
考
察
し
ょ
う
と
す
れ
ば
、
題
詞
は
万
葉
霜
者
に
負
う
も
の
と
す

べ
き
だ
と
い
う
事
に
な
り
、
い
き
お
い
「
安
見
児
」
の
正
体
は
わ
か
ら
な
く
な
る
。

∽
　
「
安
見
児
」
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
l
体
「
安
見
児
」
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
は
「
得
が
て
に
す
と

ふ
」
と
い
う
一
句
の
み
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
古
代
に
於
い
て
異
性
を
「
得
が
て
に
す
」
る
と
い
う
事
は
、
い
か
な
る
理
由
に
基

づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
の
古
俗
を
文
献
に
見
る
限
り
、
血
族
結
婚
の
規
制
を
考
え
る
以
外
に
は
、
案
外
親
制
ら

し
き
も
の
は
無
く
、
結
婚
は
か
な
り
自
由
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
当
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

ぅ
か
。
例
え
ば
「
歌
壇
」
な
ど
を
分
析
す
る
限
り
、
そ
b
よ
う
に
見
ざ
る
を
得
な
い
。
『
常
陸

園
風
土
記
』
「
筑
波
郡
」
の
条
に
あ
る
「
俗
の
諺
に
い
は
く
、
筑
波
峯
の
会
払
鰯
が
財
を
得
ざ

れ
は
、
朗
が
と
せ
ず
と
い
へ
り
」
と
い
い
、
万
葉
集
巻
九
1
一
七
五
九
歌
の
「
駕
の
住
む
筑

波
の
山
の
　
裳
羽
服
韓
の
　
そ
の
辞
の
上
に
　
率
ひ
て
　
未
通
女
壮
士
の
　
往
き
集
ひ
　
躍
歌

ふ
擢
歌
に
　
他
案
に
　
吾
も
交
ら
む
　
わ
が
妻
に
　
他
も
言
問
へ
　
こ
の
山
を
　
領
く
神
の

昔
よ
り
　
楽
め
ぬ
行
事
ぞ
今
日
の
み
は
　
め
ぐ
し
も
な
見
そ
　
言
も
各
む
な
」
と
い
い
、
そ
の

事
を
如
実
に
語
っ
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
『
談
志
倭
人
伝
』
に
は
「
其
の
俗
、
国
の
大
人

は
皆
四
・
五
線
、
下
戸
も
或
は
二
・
三
婦
。
婦
人
淫
せ
ず
、
炉
忌
せ
ず
、
盗
解
せ
ず
、
静
訟
少

な
ル
。
其
の
法
を
犯
す
や
、
軽
き
者
は
其
の
妻
子
を
没
し
、
重
き
者
は
其
の
門
戸
及
び
宗
族
を

波
動
。
」
と
あ
り
、
特
に
「
婦
人
淫
せ
ず
」
が
注
目
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
る
限
り
、
万
葉
歌
「
他
車

に
　
膏
も
交
ら
む
　
わ
が
妻
に
　
他
も
言
問
へ
」
が
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
は
当
然
の
事
、
「
こ
の
山
を
　
傾
く
神
の
　
昔
よ
り
　
禁
め
ぬ
行
事
ぞ
」
と
い
う
事
だ
か
ら
、

「
今
日
の
み
は
　
め
ぐ
し
も
な
見
そ
　
言
も
各
む
」
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
す
が
に

儒
教
道
徳
の
律
す
る
中
国
の
記
載
上
に
も
「
婦
人
淫
せ
ず
」
の
結
果
を
得
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
「
法
を
犯
す
」
者
に
対
す
る
規
定
も
記
さ
れ
て
い
た
訳
だ
か
ら
、
律
令
体
制
に
入

る
以
前
に
も
、
か
な
り
整
っ
た
規
制
が
存
在
し
た
事
は
想
定
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

意
味
で
、
『
随
審
倭
国
伝
』
の
「
婚
妹
に
は
同
姓
を
取
ら
ず
、
男
女
相
悦
ぶ
者
は
即
ち
鯖
を
為

す
。
婦
、
夫
の
家
に
入
る
や
、
必
ず
先
づ
火
を
跨
ぎ
、
乃
ち
夫
と
相
見
ゆ
。
婦
人
淫
妬
せ
ず
」

の
冒
頭
に
思
い
を
は
せ
た
い
。
同
姓
は
、
同
族
、
即
ち
血
族
を
意
味
し
た
と
言
え
よ
う
か
。

こ
の
煩
に
属
す
る
日
本
の
資
料
と
し
て
ほ
『
允
恭
記
』
、
『
允
恭
紀
』
の
、
木
梨
軽
皇
子
と
同
母

妹
軽
大
娘
皇
女
の
話
を
あ
げ
る
事
が
で
き
る
。
『
記
』
『
紀
』
の
伝
え
る
所
に
異
な
る
部
分
が
か

な
り
あ
る
と
は
言
え
、
基
本
は
同
じ
で
あ
る
。
因
み
に
『
紀
』
を
引
く
と
、
「
廿
四
年
夏
六
月
、

御
膳
の
菓
汁
凍
り
て
以
て
氷
と
な
る
。
天
皇
異
み
て
、
其
の
所
由
を
卜
へ
し
む
。
卜
者
日
く
、

内
の
乱
有
り
。
蓋
し
親
親
相
好
け
た
る
か
。
時
に
人
有
り
て
日
く
、
木
梨
軽
太
子
、
同
母
妹
軽

大
娘
皇
女
を
紆
け
た
ま
へ
り
。
因
り
て
以
て
推
問
ふ
。
辞
既
に
実
な
り
。
太
子
は
走
れ
儲
君
た

り
。
罪
す
る
こ
と
を
得
ず
。
則
ち
凝
大
娘
皇
女
を
伊
予
に
流
す
。
」
と
あ
る
。
『
記
』
に
ょ
れ
は
、

軽
太
子
が
流
さ
れ
、
そ
れ
を
追
っ
た
軽
の
大
郎
女
と
共
に
「
み
ず
か
ら
死
せ
た
ま
ひ
き
」
と
あ

り
、
そ
の
産
の
大
き
さ
に
常
か
ざ
る
を
得
な
い
が
、
洗
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
事
を
以
っ
て

「
親
親
相
好
」
の
受
け
取
り
方
の
証
と
す
る
事
は
可
能
で
あ
る
。

『
親
意
倭
人
伝
』
に
は
周
知
の
次
の
よ
う
な
記
録
も
あ
る
。

其
の
国
、
本
亦
男
子
を
以
っ
て
王
と
為
し
、
住
ま
る
こ
と
七
・
八
十
年
。
倭
国
乱
れ
、
相

放
伐
す
る
こ
と
歴
年
、
乃
ち
共
に
一
女
子
を
立
て
て
王
と
為
す
。
名
づ
け
て
卑
弥
呼
と
日

う
。
鬼
道
に
事
え
能
く
衆
を
惑
わ
す
。
年
巳
に
長
大
な
る
も
夫
稽
無
く
、
男
弟
有
り
、
佐
け

て
国
を
治
む
。
王
と
為
り
し
よ
り
以
来
、
見
る
有
る
者
少
な
く
、
牌
千
人
を
以
っ
て
自
ら
侍

せ
し
む
。
唯
々
男
子
一
人
有
り
、
飲
食
を
給
し
、
辞
を
伝
え
居
処
に
出
入
す
。
官
董
・
楼
観
・

城
柵
・
厳
か
に
設
け
、
常
に
人
有
り
、
兵
を
持
し
て
守
衛
す
。

こ
れ
に
よ
る
限
り
、
「
卑
弥
呼
」
は
「
鬼
道
に
番
え
、
能
く
衆
を
惑
わ
」
し
「
年
己
に
長
大

な
る
も
、
夫
稽
無
」
き
状
況
で
あ
っ
た
と
言
う
の
だ
か
ら
、
未
婿
の
女
性
で
あ
っ
た
と
考
え
る

べ
き
で
、
例
え
ば
、
伊
勢
斎
官
の
在
り
よ
う
な
ど
を
連
想
す
る
に
足
る
も
の
と
み
ら
れ
、
結
婚

を
禁
じ
ら
れ
る
一
例
と
言
え
る
も
の
と
私
は
考
え
る
。
神
慮
に
あ
づ
か
ら
む
と
す
る
者
は
、
女

子
、
男
子
に
か
か
わ
ら
ず
独
身
で
あ
る
串
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
か
。
「
持
衰
」
に

つ
い
て
記
す
「
其
の
行
来
・
渡
海
、
中
国
に
詰
る
に
は
、
恒
に
一
人
を
し
て
頭
を
硫
ら
ず
、
峨

熟
を
去
ら
ず
、
衣
服
垢
汚
、
肉
を
食
わ
ず
、
婦
人
を
近
づ
け
ず
」
の
「
婦
人
を
近
づ
け
」
る
事

は
、
少
な
く
と
も
「
膏
凶
」
を
決
定
す
る
重
大
事
に
関
わ
っ
て
は
厳
に
謹
む
必
要
の
あ
っ
た
事

な
訳
だ
か
ら
、
そ
の
仕
事
に
従
事
す
る
間
は
「
独
身
－
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
み
て
さ

し
っ
か
え
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
楽
は
歌
垣
の
中
に
．
さ
え
機
能
し
て
い
た
と
み
て
良
い
の
で

は
な
い
か
。
憶
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
特
に
「
親
親
相
好
」
の
例
は
他
に
「
オ
イ
デ
ブ
ス
王
」
の

悲
劇
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
類
に
普
遍
す
る
考
え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、

そ
の
よ
う
に
見
て
お
く
。

こ
こ
で
興
味
深
い
例
が
二
つ
ほ
ど
あ
る
の
に
気
づ
く
。
一
つ
は
武
烈
天
皇
に
関
す
る
話
で
あ

る
。
全
文
を
挙
げ
る
事
は
や
め
る
が
、
武
烈
天
皇
が
物
部
急
鬼
火
大
連
女
影
媛
を
要
そ
う
と
し
、

媒
人
を
立
て
て
約
束
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
約
束
に
反
し
、
影
媛
は
、
平
群
其
鳥
大
臣
の
子
鮪

に
　
さ
れ
る
と
い
う
の
が
そ
れ
だ
。
し
か
も
そ
の
事
実
が
歌
垣
に
於
い
て
判
明
し
た
と
い
う
の

だ
。
こ
の
話
が
掲
載
さ
れ
た
背
後
に
は
何
か
他
の
目
的
が
あ
っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
る
が
、
た



藤原鎌足歌の語るもの

21

と
え
こ
の
後
に
「
悉
く
父
子
の
無
敬
き
状
を
覚
り
た
ま
ひ
て
、
赫
然
り
て
大
き
に
怒
り
」
、
武
烈

は
平
群
氏
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
と
記
し
て
も
、
男
女
の
問
題
の
み
で
こ
の
悲
劇
が
起
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
訳
だ
か
ら
、
こ
の
歌
垣
を
め
ぐ
る
一
連
の
記
蛾
か
ら
、
我
々
は
次
の
よ
う

な
結
論
を
引
出
す
事
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
《
歌
垣
の
論
理
が
生
き
て
機
能
し
て
い
る

限
り
権
力
は
男
女
間
の
問
題
に
介
入
し
え
な
か
っ
た
》
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
例
を

見
れ
ば
更
に
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
。
『
皇
極
紀
』
三
年
の
条
に
は
、
－
中
臣
鎌
子
連
の
議
が

示
さ
れ
、
蘇
我
入
鹿
誅
伐
の
為
に
蘇
我
倉
山
田
麻
呂
を
抱
き
込
む
事
と
し
、
申
大
兄
に
そ
の
長

女
を
妃
と
し
て
む
か
え
る
よ
う
に
陳
べ
、
中
大
兄
も
そ
れ
に
従
お
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
夜
、
長
女
は
同
族
の
身
狭
臣
に
倫
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
や
む
な
く
少
女
を
率
進
し
た
Ⅰ
と
い

ぅ
話
が
あ
る
。
こ
の
後
、
長
女
を
倫
ん
だ
事
を
理
由
に
身
狭
臣
が
罪
せ
ら
れ
た
と
い
う
番
も
な

い
の
で
、
特
に
問
題
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
て
良
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
中
大
兄
に
し
て
も

そ
の
権
力
に
も
の
を
言
わ
せ
て
女
を
ど
う
の
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
に
な
り
、
男
女
間
の

問
題
に
権
力
が
直
接
介
入
す
る
事
は
事
実
上
な
か
っ
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
る
に
大
化
の
改
新
以
後
、
事
態
は
一
変
す
る
。
公
地
公
民
の
制
が
敷
か
れ
、
戸
籍
が
つ

く
ら
れ
、
良
膿
男
女
所
生
の
法
が
定
め
ら
れ
、
采
女
の
制
度
が
、
「
凡
そ
采
女
は
、
郡
の
少
慣

以
上
の
姉
妹
、
及
び
子
女
の
形
容
端
正
し
き
者
を
貢
れ
」
と
明
文
化
さ
れ
る
。
仮
に
大
化
の
改

新
の
詔
転
後
世
の
律
令
の
影
が
大
き
く
反
映
し
て
い
よ
う
と
も
、
『
戸
令
』
の
次
の
条
文
は
動

か
し
難
い
。

鎚
　
凡
そ
男
の
年
十
五
、
女
の
年
十
三
以
上
に
し
て
婿
嫁
聴
せ
。

2
5
　
凡
そ
女
に
嫁
せ
む
こ
と
は
皆
朱
づ
祖
父
母
、
伯
叔
父
姑
、
兄
弟
、
外
祖
父
母
に
由
れ

よ
。
次
に
舅
従
母
、
従
父
兄
弟
に
及
ぼ
せ
。
…
…

次
い
で
、
女
の
方
か
ら
、
婚
約
と
婚
姻
の
破
棄
の
条
件
を
記
し
、

2
7
　
凡
そ
発
づ
紆
し
て
、
後
に
賢
き
て
妻
芸
と
為
ら
は
、
赦
に
会
ふ
と
錐
も
、
猶
し
離
て
。

に
次
い
で
は
、
男
の
方
か
ら
の
離
婚
の
条
件
を
あ
げ
そ
の
中
に
は
特
に
「
渓
決
」
が
あ
げ
ら

れ
、
中
国
の
礼
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
た
と
思
わ
れ
る
か
な
り
厳
し
い
規
制
が
加
え
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
条
文
が
あ
る
か
ら
と
て
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
隆
能
し
て
い

た
か
に
つ
い
て
は
細
か
に
見
る
必
要
が
あ
る
。
万
葉
集
巻
六
－
一
〇
一
九
に
は
、
「
石
上
布
留

の
尊
は
　
手
弱
女
の
　
感
に
縁
り
て
」
「
土
佐
国
に
配
さ
え
し
」
事
が
示
さ
れ
る
か
ら
、
中
央

に
於
い
て
は
か
な
り
有
効
に
働
い
て
い
た
と
も
云
え
る
。
た
だ
、
前
掲
の
虫
麻
呂
歌
集
歌
や
、

『
風
土
記
』
を
見
る
限
り
で
は
、
地
方
に
は
依
然
と
し
て
「
歌
垣
」
や
「
嬉
歌
」
が
生
き
て
い

た
事
も
確
か
だ
か
ら
、
幅
を
も
た
せ
て
押
え
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
律
令

制
度
が
、
男
女
の
間
に
も
強
制
力
を
深
め
て
来
る
そ
の
き
っ
か
け
と
そ
の
流
れ
は
無
視
し
難

い。

こ
の
他
に
男
女
間
を
制
限
す
る
も
の
と
し
て
は
、
万
葉
集
巻
十
三
Ⅰ
三
三
一
二
歌
「
こ
も
り

く
の
　
長
谷
小
国
に
　
よ
は
ひ
す
る
　
わ
が
す
め
ら
ぎ
ょ
　
奥
床
に
　
母
は
陸
た
り
　
外
床
に

父
は
寝
た
り
　
起
き
た
た
は
　
母
知
り
ぬ
べ
し
　
い
で
行
か
は
　
父
知
り
ぬ
べ
し
　
ぬ
ば
た
ま

の
　
夜
は
明
け
ゆ
き
ぬ
　
幾
許
も
　
念
ふ
如
な
ら
ぬ
　
こ
も
り
夫
か
も
」
な
ど
と
歌
わ
れ
て
い

る
所
か
ら
推
察
さ
れ
る
事
と
し
て
、
父
母
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
『
戸
令
』
な
ど
に
も
通
じ
る

所か。或
は
又
、
虫
麻
呂
歌
集
、
「
篭
原
処
女
の
基
歌
一
首
」
（
万
葉
集
巻
九
Ⅰ
一
八
〇
九
）
に
歌
わ

れ
る
「
菟
原
処
女
」
の
よ
う
に
「
頗
し
き
我
故
　
大
夫
の
　
争
ふ
見
れ
ば
、
生
け
り
と
も
　
逢

ふ
べ
く
あ
れ
や
」
と
思
い
な
づ
み
未
婚
の
ま
ま
終
え
て
し
ま
う
よ
う
な
事
も
あ
っ
た
。

更
に
は
『
雄
略
記
』
の
赤
猪
子
の
よ
う
に
、
天
皇
の
声
に
耳
を
債
け
、
そ
の
召
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
日
を
待
ち
続
け
て
処
女
を
守
り
ぬ
く
と
い
っ
た
例
な
ど
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
か
。

以
上
、
概
観
し
て
得
た
舌
文
献
に
於
け
る
例
で
あ
る
が
、
こ
の
中
、
「
皆
人
の
得
が
て
に
す
」

る
理
由
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
伊
勢
斎
官
に
典
型
化
さ
れ
る
者
の
存
在
で
あ
ろ
う
。

伊
勢
神
宮
を
柁
る
斎
官
と
天
皇
と
の
関
係
を
見
る
と
、
卑
弥
呼
と
男
弟
の
関
取
が
重
ね
合
わ

さ
れ
、
言
わ
れ
る
如
き
「
ヒ
メ
・
ヒ
コ
」
制
が
想
定
さ
れ
る
。

『
崇
神
託
』
に
於
け
る
崇
神
天
皇
と
妹
畳
組
比
売
の
命
の
関
係
、
特
に
「
妹
」
と
な
っ
て
い

る
点
が
注
目
に
価
す
る
。
『
崇
神
紀
』
六
年
条
に
は
「
是
よ
り
発
き
、
天
照
大
神
、
贋
大
国
魂

二
神
を
並
に
天
皇
の
大
殿
の
内
に
条
ひ
ま
つ
る
。
然
れ
ど
も
其
の
神
の
勢
を
畏
れ
て
、
共
に
住

み
た
ま
ふ
に
安
か
ら
ず
。
放
れ
天
照
大
神
を
以
ち
て
は
、
豊
鍬
入
姫
命
を
託
け
ま
つ
り
て
、
優

生
縫
邑
に
祭
り
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。

『
垂
仁
記
』
に
よ
る
と
、
垂
仁
天
皇
と
氷
羽
州
比
充
の
間
か
ら
、
大
帝
日
子
粉
漸
呂
和
気
の

命
と
倭
比
売
の
命
等
が
生
れ
、
そ
の
二
人
は
先
を
景
行
天
皇
と
し
、
後
を
伊
勢
神
宮
に
於
い
て
倭

建
に
御
衣
御
裳
・
草
薙
の
剣
・
御
喋
を
与
え
た
、
神
に
つ
か
え
る
女
優
比
売
の
命
と
し
て
『
景

行
記
』
に
あ
ら
わ
れ
る
。

『
垂
仁
紀
』
二
十
五
年
三
月
条
に
は
「
天
照
大
神
を
豊
超
人
姫
命
に
離
ち
ま
つ
り
て
、
倭
姫

命
に
託
け
た
ま
ふ
。
愛
に
倭
姫
命
大
神
を
鋲
坐
さ
せ
む
処
を
求
め
て
、
菟
田
の
彼
幡
笹
詰

る
。
〔
枚
、
此
を
サ
サ
と
云
ふ
。
〕
更
に
遣
り
て
近
江
国
に
入
り
、
東
の
か
た
美
浪
国
を
廻
り
て

伊
勢
国
に
到
り
た
ま
ふ
。
時
に
天
照
大
神
倭
姫
命
に
諺
へ
て
日
く
、
是
れ
神
風
の
伊
勢
国
は
、

則
ち
常
世
の
娘
の
重
浪
帰
す
る
国
な
り
、
傍
国
の
可
怜
国
な
り
、
是
の
国
に
居
ら
む
と
欲
ふ
。
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放
れ
大
神
の
教
の
ま
に
ま
に
、
其
の
桶
を
伊
勢
国
に
立
て
た
ま
ふ
。
困
り
て
東
宮
を
五
十
鈴
の

川
上
に
興
つ
。
是
を
磯
官
と
謂
ふ
。
則
ち
天
照
大
神
の
始
め
て
天
よ
り
降
り
ま
す
処
な
り
」
と

あ
る
。
『
景
行
紀
』
の
日
本
武
尊
は
こ
の
倭
姫
命
に
辞
し
、
草
薙
剣
を
さ
ず
か
っ
て
い
る
。
以

上
は
観
念
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
と
し
て
信
憑
性
に
欠
け
る
面
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、

逆
に
観
念
世
界
の
こ
と
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
か
か
る
観
念
化
の
中
に
古
代
人
の
一
側
面
が
透
け
て

来
る
と
も
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
雄
略
紀
』
元
年
三
月
条
に
於
け
る
白
髪
武
広
国
押
稚
日
本
板
子
天
皇
と
椎
足
姫
皇
女
は
雄

略
と
韓
姫
の
間
に
生
れ
、
前
者
は
後
に
清
寧
天
皇
、
後
者
は
「
是
の
皇
女
伊
勢
大
神
の
布
に
侍

り
」
と
記
さ
れ
る
。

『
継
体
記
』
に
は
異
母
兄
妹
、
広
国
押
建
金
目
の
命
、
建
小
国
国
押
楯
の
命
、
天
国
押
波
流

岐
広
庭
の
命
と
、
佐
佐
宜
の
郎
女
の
事
が
記
さ
れ
、
後
に
前
三
者
は
、
安
閑
、
窒
化
、
欽
明
の

三
天
皇
と
な
り
、
後
者
は
「
伊
勢
の
神
宮
を
い
つ
き
ま
つ
り
き
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

『
継
体
紀
』
元
年
三
月
条
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。
蓋
角
と
書
き
「
サ
サ
ゲ
」
と
訓
み
、

「
走
れ
伊
勢
大
神
の
桶
に
侍
り
」
と
記
す
。

『
欽
明
紀
』
二
年
三
月
条
に
、
蘇
我
大
臣
稲
日
宿
称
の
女
堅
塩
嬢
の
生
ん
だ
大
兄
皇
子
、
後

の
用
明
天
皇
と
、
妹
磐
隈
皇
女
の
事
が
記
さ
れ
、
「
初
め
伊
勢
大
神
に
侍
へ
祀
る
。
後
に
皇
子

茨
城
に
許
さ
れ
た
る
に
坐
り
て
解
け
ぬ
」
と
あ
っ
て
斎
官
た
る
の
条
件
を
語
っ
て
く
れ
る
。

『
敏
遵
紀
』
七
年
三
月
の
条
に
は
「
菟
道
皇
女
を
以
て
、
伊
勢
の
神
に
侍
ら
し
む
。
即
ち
池

辺
皇
子
に
許
さ
れ
ぬ
。
事
顕
れ
て
解
け
ぬ
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
天
皇
位
に
つ
く
皇
子
の

名
は
見
当
ら
ず
、
皇
女
は
天
皇
の
娘
と
い
う
条
件
の
下
で
斎
官
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る。

『
用
明
紀
』
即
位
前
九
月
条
に
は
「
酢
寄
手
姫
皇
女
を
以
て
、
伊
勢
神
宮
に
拝
し
て
、
日
神

の
祖
に
奉
ら
し
む
。
是
の
皇
女
、
此
の
天
皇
の
時
よ
り
妖
星
姫
天
皇
の
世
に
逮
ぶ
ま
で
に
神
の

祖
に
奉
る
」
と
出
て
、
斉
官
の
仕
事
の
一
端
を
垣
間
見
さ
せ
て
い
る
も
の
と
と
れ
る
。

『
天
武
紀
』
二
年
四
月
条
「
大
乗
皇
女
を
天
照
大
神
官
に
過
侍
さ
む
と
し
て
、
泊
瀬
斎
官
に

居
ら
し
む
。
是
は
先
づ
身
を
潔
め
て
、
絹
に
神
に
近
づ
く
所
な
り
」
は
、
三
年
十
月
条
「
大
乗

皇
女
、
泊
瀬
の
密
官
よ
り
伊
勢
神
宮
に
向
で
た
ま
ふ
」
と
一
体
せ
な
っ
て
、
斎
官
と
し
て
伊
勢

神
宮
に
入
る
場
合
の
在
り
よ
う
を
今
日
に
伝
え
て
い
る
。

『
持
統
紀
』
朱
鳥
元
年
十
一
月
免
の
「
伊
勢
神
詞
に
奉
れ
る
皇
女
大
来
、
選
り
て
京
師
に
至

る
」
と
あ
る
の
は
解
任
と
み
る
『
古
典
大
系
本
』
に
従
う
べ
き
か
。

以
上
『
記
』
『
紀
』
の
日
に
と
ま
っ
た
斉
官
関
係
の
記
事
を
あ
げ
た
が
、
未
婚
の
、
天
皇
の

娘
で
あ
る
事
が
斎
官
へ
の
決
定
的
条
件
で
あ
り
、
そ
の
兄
弟
に
天
皇
と
な
る
人
物
が
あ
る
場
合

に
は
、
男
が
政
治
の
面
の
実
権
を
、
女
が
祖
神
た
る
天
照
大
神
、
即
ち
日
神
を
余
り
、
そ
の
両

面
を
持
っ
て
古
代
政
治
の
全
て
が
あ
っ
た
と
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
在
り
よ
う
こ
そ
は
、
免
疫
述

べ
た
如
く
邪
馬
台
国
の
そ
れ
に
通
じ
て
い
る
は
ず
だ
し
、
広
く
氏
族
制
度
の
根
幹
を
支
え
る
前

律
令
体
制
の
全
体
を
規
定
す
る
観
念
で
あ
っ
た
と
見
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と

も
、
皇
室
と
伊
勢
神
宮
と
の
か
か
わ
り
は
、
あ
る
い
は
雄
略
十
八
年
八
月
条
の
『
紀
』
に
記
す
、

伊
勢
朝
日
郎
を
伐
っ
た
事
件
あ
た
り
に
そ
の
事
実
が
か
く
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
確

か
に
「
伊
勢
朝
日
郎
」
と
あ
る
の
は
、
何
ら
か
の
形
で
「
日
」
を
祭
っ
て
い
た
事
を
示
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
ず
、
天
照
大
神
と
「
朝
日
」
が
つ
な
が
っ
て
、
以
後
の
伊
勢
信
仰
に
連
結
す
る

と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
仙
覚
の
『
萬
菓
集
注
釈
』
第
一
巻
に
残
さ
れ
た
『
伊
勢
国
風
土

記
』
に
よ
っ
て
も
そ
の
国
号
は
「
国
つ
神
の
名
を
取
り
て
伊
勢
を
号
く
べ
し
」
と
て
命
名
さ
れ

て
い
る
し
又
、
古
語
に
「
神
風
の
伊
勢
国
は
常
世
の
渡
の
寄
す
る
国
」
と
言
っ
た
と
あ
る
所

や
、
先
転
あ
げ
た
『
垂
仁
紀
』
の
記
録
な
ど
を
考
え
合
せ
る
と
、
伊
勢
地
方
に
土
着
す
る
文
化

圏
を
征
服
し
、
斎
宮
を
五
十
鈴
川
の
川
上
に
興
て
、
そ
こ
を
「
天
照
大
神
の
始
め
て
天
よ
り
降

り
ま
す
処
な
り
」
と
言
わ
し
め
た
よ
う
に
、
《
家
族
間
抗
争
》
の
中
で
勝
者
皇
権
力
の
論
理
で

丸
め
込
ま
れ
て
い
く
様
子
が
う
か
が
え
る
。

『
垂
仁
紀
』
の
二
に
云
ふ
」
天
照
と
皇
孫
尊
の
関
係
は
、
「
天
照
大
神
は
悉
に
天
原
を
治
し

め
き
む
、
皇
孫
尊
は
専
ら
葦
原
中
国
の
八
十
魂
神
を
治
ら
む
」
と
あ
り
、
天
上
界
と
地
上
界
の

双
方
の
在
り
よ
う
も
示
し
、
雄
略
天
皇
前
後
の
一
連
の
在
り
よ
う
と
、
そ
れ
へ
の
か
か
わ
り
方

の
一
端
も
又
の
ぞ
か
れ
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
後
々
の
事
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
見
ケ
浦

の
太
陽
な
ど
は
、
案
外
、
伊
勢
朝
日
郎
の
名
に
通
じ
て
古
い
と
み
な
す
事
も
で
き
る
か
も
し
れ

ない。こ
の
雄
略
以
後
、
推
古
天
皇
の
時
代
ま
で
、
伊
勢
に
天
皇
の
血
を
別
け
た
女
が
遮
あ
き
れ
て

い
た
と
い
う
事
、
そ
れ
が
、
野
明
よ
り
天
智
の
間
、
表
面
上
に
は
皇
擾
紀
四
年
正
月
条
に
「
時

の
人
の
日
は
く
、
『
此
は
走
れ
、
伊
勢
大
神
の
使
な
り
』
」
と
記
さ
れ
る
以
外
に
は
伊
勢
の
名
称

さ
え
出
ず
、
天
武
の
壬
申
の
乱
に
於
け
る
天
照
大
神
と
の
関
わ
り
ま
で
と
だ
え
る
の
は
、
律
令

体
制
へ
向
っ
て
の
一
つ
の
動
き
が
あ
っ
て
の
ゆ
え
ん
と
考
え
ら
れ
、
記
述
が
な
く
な
る
か
ら
と

言
っ
て
関
わ
り
が
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
か
否
か
判
断
の
む
ず
か
し
い
所
と
な
る
。
雄
略
天
皇

の
イ
メ
ー
ジ
に
天
武
天
皇
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
と
見
る
な
ら
ば
、
天
武
以
前
の
伊
勢
と
の

か
か
わ
り
は
全
て
天
武
以
後
転
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
い
う
事
に
な
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
伊
勢

が
果
し
て
天
武
以
前
に
皇
権
力
の
下
に
く
り
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
の
も
無
理
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
、
雄
略
天
皇
ご
ろ
よ
り
の
史
実
を
、
伊
勢
朝
日
郎
討
伐
の
こ
ろ
に
認
め
、
そ

こ
に
天
上
界
の
神
を
、
権
力
の
象
徴
と
し
て
存
在
せ
し
め
、
祭
政
一
致
の
律
令
制
以
前
の
カ
ミ
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マ
ツ
リ
ゴ
ト
の
一
方
で
あ
る
祭
り
の
根
拠
と
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れる。土
着
の
神
伊
勢
津
彦
は
『
伊
勢
国
風
土
記
』
割
注
に
ょ
る
と
「
今
膚
渡
国
に
来
た
り
住
め

り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
又
本
文
に
は
、
一
度
は
皇
権
力
に
「
吾
は
こ
の
国
を
魔
ぎ
て
屠
住
む
こ

と
日
久
し
。
命
を
は
え
聞
か
じ
」
と
国
譲
り
を
拒
否
す
る
の
だ
が
、
兵
に
せ
め
ら
れ
、
「
吾
が

国
は
悉
に
天
孫
に
献
ら
む
」
と
、
皇
権
力
側
の
兵
連
の
見
守
る
申
l
「
大
風
四
に
起
こ
り
て
、
波

瀾
を
挙
扇
げ
、
光
り
燦
き
て
日
の
ご
と
く
、
隆
国
も
海
も
共
に
朗
ら
か
に
、
遂
に
波
に
乗
り
て

兼
に
ゆ
き
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、
国
名
の
み
を
残
し
て
根
こ
そ
ぎ
移
住
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
は
、
皇
室
の
神
を
そ
の
ま
ま
置
く
事
沌
た
や
す
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
神
を
祭
る
為
に
女
を
遣
わ
し
た
の
で
あ
っ
ね
。

と
こ
ろ
が
、
皇
権
力
の
土
着
先
住
民
の
征
服
は
、
い
つ
も
伊
勢
国
の
よ
う
に
は
い
か
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
そ
の
方
が
多
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
場
合
事
態
は
ど
う
な
っ
た
で
あ

ろ
う
か
。
想
定
し
得
る
所
は
土
着
先
住
民
の
中
に
、
皇
権
力
の
代
理
と
し
て
人
を
送
り
込
む
事

が
一
つ
考
え
ら
れ
、
他
に
は
服
従
を
約
束
す
る
証
し
と
し
て
人
質
を
取
る
事
が
一
つ
考
え
ら
れ

る
。
前
者
は
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
筑
波
郡
の
古
老
の
言
、
「
筑
波
の
県
は
、
古
、
紀
の
国
と
い

ひ
き
。
莫
万
貴
の
天
皇
の
世
、
采
女
臣
の
友
属
、
筑
聾
の
命
を
紀
の
国
の
国
造
に
達
し
し
時
、

筑
聾
の
命
い
ひ
し
く
、
『
身
が
名
を
ば
国
に
着
け
て
、
後
の
代
に
流
伝
へ
し
め
む
と
欲
ふ
』
と
」

語
る
地
名
起
源
説
話
に
於
い
て
確
認
さ
れ
、
後
者
は
『
雄
略
紀
』
二
年
秋
七
月
の
「
百
済
の
池

津
媛
、
天
皇
の
幸
さ
む
と
す
る
に
連
ひ
て
、
石
河
楯
に
淫
け
ぬ
。
天
皇
大
に
怒
り
た
ま
ひ
て
、

大
伴
壷
屋
大
連
町
詔
し
て
来
日
部
を
し
て
夫
婦
の
四
支
を
木
に
張
ら
し
警
僻
肝
の
上
に
置
き

て
、
火
を
以
て
焼
死
し
っ
」
、
同
五
年
四
月
桑
の
「
百
済
の
加
須
利
君
、
鞄
津
媛
の
賭
殺
さ
れ

た
る
を
飛
聞
き
て
、
算
議
り
て
日
く
、
菅
、
女
人
を
貫
り
て
采
女
を
為
す
。
而
る
を
既
に
礼
無

く
し
て
、
我
が
国
の
名
を
矢
へ
り
。
今
よ
り
以
後
、
女
を
貢
る
合
か
ら
ず
。
乃
ち
英
軍
君
に
告

げ
て
日
く
、
汝
宜
し
く
日
本
に
在
で
て
、
以
て
天
皇
に
事
へ
ま
つ
れ
」
、
こ
の
他
す
こ
し
時
間

は
と
ぷ
が
、
『
筋
明
紀
』
：
亭
三
月
の
「
百
済
の
王
義
藩
、
王
子
豊
章
を
入
り
て
質
と
割
」
な

ど
か
ら
確
認
で
き
る
。
王
子
星
章
が
質
と
し
て
冒
済
よ
り
日
本
に
送
ら
れ
、
軍
君
が
送
ら
れ
、

そ
れ
以
前
に
は
采
女
と
し
て
女
が
送
ら
れ
、
特
に
女
の
場
合
、
『
雄
略
紀
』
で
は
『
百
済
新
撰
』

を
引
い
て
「
百
済
、
某
局
夫
人
の
女
を
荘
飾
り
、
適
稽
女
郎
と
日
ひ
、
天
皇
に
貢
進
る
」
と
あ

る
か
ら
、
「
某
局
」
、
「
適
稽
女
郎
」
の
意
が
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
が
し
か
る
べ
き
身

分
に
あ
る
人
の
子
と
い
う
事
で
、
あ
る
い
は
百
済
王
の
夫
人
某
局
の
娘
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
と
見
れ
ば
、
か
な
り
重
要
な
意
味
を
持
つ
事
と
な
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
外
国
の
例
で

あ
る
と
は
い
え
、
『
百
済
新
撰
』
は
「
天
皇
阿
礼
奴
晩
を
過
し
て
、
来
り
て
女
郎
を
索
は
し
む
」

と
あ
る
か
ら
、
日
本
が
百
済
に
対
し
て
女
郎
を
乞
う
た
事
が
わ
か
り
『
厨
明
紀
』
に
云
う
が
如

く
そ
の
女
が
人
質
の
意
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
こ
に
日
本
側
の
論
理
と
し
て
、
人

質
と
し
て
女
を
求
め
た
事
に
な
り
、
そ
れ
が
一
気
に
「
采
女
」
ま
で
語
っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ

ち
、
人
質
が
な
ぜ
女
で
あ
っ
た
か
と
い
う
事
だ
が
、
日
本
に
於
い
て
は
、
祖
神
、
氏
神
を
蘭
き

余
る
者
が
、
「
氏
上
」
の
妹
、
あ
る
い
は
姉
、
あ
る
い
は
娘
で
あ
っ
て
ハ
い
わ
ば
、
氏
族
の
条

相
棒
を
荷
う
存
在
で
あ
っ
た
訳
で
、
そ
の
重
要
さ
が
判
明
す
る
し
、
そ
の
女
を
さ
し
出
さ
せ
る

事
が
そ
の
氏
族
を
支
配
し
た
証
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
雄
略
天
皇
に
つ
い
て

の
記
載
の
中
に
か
か
る
も
の
が
見
え
る
の
は
、
日
本
に
於
け
る
古
代
の
状
況
が
、
祭
政
一
致
の

一
面
を
保
挿
し
続
け
、
女
が
そ
の
存
在
性
を
維
持
し
て
い
た
事
の
反
映
で
あ
り
、
一
方
百
済
に

於
い
て
は
池
津
媛
が
焼
死
さ
せ
ら
れ
た
後
、
男
に
、
し
か
も
王
の
弟
に
そ
の
代
役
を
さ
せ
た
と

言
う
中
に
於
い
て
、
人
質
を
出
さ
せ
る
そ
の
価
値
観
に
、
日
本
の
そ
れ
と
は
異
る
も
の
を
既
に

持
ち
合
わ
せ
て
い
た
事
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と
推
察
し
得
よ
う
。
言
わ
ば
百
済
は
男
の
時
代
に

入
っ
て
い
た
と
も
言
い
得
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
に
於
い
て
、
池
澤
媛
が
采
女
と
し
て
出
さ
れ
、
石
河
楯
に
淫
け
双
方
と
も
焼
死
さ
せ
ら

れ
た
事
を
も
う
一
度
想
起
し
ょ
う
。

『
允
恭
紀
』
四
十
二
年
十
l
月
桑
、
允
恭
天
皇
の
死
に
伴
い
、
「
新
羅
の
弔
任
等
、
喪
礼
既
に

圃
み
て
還
る
。
愛
に
新
羅
人
垣
空
風
城
の
傍
の
耳
成
山
、
畝
傍
山
を
愛
し
む
。
則
ち
琴
引
坂
に

到
り
て
顧
び
て
日
く
、
ウ
ネ
メ
ハ
ヤ
、
ミ
ミ
ハ
ヤ
。
走
れ
未
だ
風
俗
の
言
語
を
習
は
ず
、
故
に

畝
傍
山
を
靴
り
て
ウ
ネ
メ
と
謂
ひ
、
耳
成
山
を
靴
り
て
ミ
、
、
と
謂
ふ
の
み
。
時
に
倭
の
飼
部
新

羅
人
に
従
ひ
て
、
是
の
辞
を
聞
き
て
疑
ひ
て
以
為
へ
ら
く
、
新
羅
人
采
女
に
通
け
り
た
り
と
。

乃
ち
返
り
て
大
泊
瀬
皇
子
に
啓
す
。
皇
子
即
ち
悉
く
新
羅
の
使
者
を
禁
固
へ
て
推
問
ひ
た
ま

ふ
。
時
に
新
羅
の
使
者
啓
し
て
日
く
、
采
女
を
犯
す
こ
と
無
し
。
唯
京
の
傍
の
南
山
を
愛
で
て

言
L
L
の
み
。
則
ち
虚
言
を
知
り
て
皆
原
し
た
ま
ふ
。
」

『
雄
略
紀
』
九
年
二
月
条
、
「
凡
河
内
直
香
腸
と
采
女
と
を
適
し
て
、
胸
方
神
を
耐
ら
し
め
た

ま
ふ
。
香
腸
、
采
女
と
既
に
壇
所
に
至
り
て
事
を
行
は
む
と
す
る
に
及
び
て
、
其
の
采
女
を
許

す
。
天
皇
聞
し
め
し
て
日
く
、
神
を
河
り
て
福
を
祈
る
こ
と
慎
ま
ざ
る
ぺ
け
む
や
。
乃
ち
難
波

日
鷹
膏
士
を
逢
し
て
、
将
に
誅
さ
む
と
す
る
時
に
、
香
腸
即
ち
逃
げ
亡
せ
て
在
ら
ず
。
」
「
遂
に

三
島
郡
藍
原
に
於
て
覇
へ
て
斬
り
つ
。
」

同
士
奉
十
月
紀
、
「
天
皇
木
工
酢
鄭
御
田
に
命
せ
て
」
、
「
始
等
楼
閣
を
起
る
。
是
に
於

て
、
御
田
、
碇
に
登
り
て
、
疾
く
四
面
を
走
る
こ
と
、
飛
び
行
く
が
若
き
こ
と
有
り
。
時
に
伊
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勢
の
采
女
有
り
て
、
仰
ぎ
て
硬
の
上
を
観
て
、
彼
の
疾
く
行
く
を
怪
み
て
、
庭
に
覿
什
れ
て
、

撃
ぐ
る
所
の
鱗
を
覆
し
っ
。
天
皇
便
に
御
田
其
の
采
女
を
紆
せ
り
と
疑
ひ
、
自
ら
刑
さ
む
と

念
し
て
物
部
に
付
け
た
ま
ふ
。
」
（
こ
の
後
、
薬
酒
公
が
琴
の
声
を
以
っ
て
天
皇
を
い
さ
聖
歌

を
歌
っ
て
そ
の
罪
を
赦
さ
せ
た
と
あ
る
。
）

同
十
三
年
三
月
紀
、
「
狭
穂
彦
の
玄
孫
歯
田
板
命
、
病
に
采
女
山
辺
小
島
子
を
紆
せ
り
。
天

皇
聞
し
め
し
て
、
歯
田
板
命
を
以
て
物
部
目
大
連
に
収
付
け
て
責
諌
め
し
め
た
ま
ふ
。
歯
田
板

命
、
属
八
匹
、
大
刀
入
口
を
以
て
罪
過
を
祓
除
ひ
、
即
に
し
て
歌
ひ
て
日
く
、
山
辺
の
　
小
島

子
故
に
　
入
荷
ふ
　
属
の
八
匹
は
　
情
し
け
く
も
無
し
　
…
…
」

『
節
明
紀
』
八
年
三
月
「
悉
に
采
女
を
許
せ
る
者
を
劫
へ
て
皆
罪
す
。
是
の
時
、
三
輪
君
中
藤

臨
、
其
の
推
鞠
に
菅
し
み
て
、
頸
を
刺
し
て
死
ぬ
。
」

以
上
の
『
紀
』
の
資
料
に
よ
る
限
り
、
采
女
は
み
だ
り
に
貯
す
る
事
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
通
説
の
通
り
で
あ
る
。

『
雄
略
紀
』
元
年
三
月
条
、
「
春
日
和
弼
臣
深
日
が
女
有
り
、
童
女
君
と
日
ふ
。
春
日
大
娘
皇

女
〔
更
の
名
は
高
橋
皇
女
〕
を
生
め
り
。
童
女
君
は
本
是
れ
采
女
な
り
。
」

『
敏
遵
紀
』
四
年
正
月
条
、
「
采
女
伊
勢
大
鹿
首
小
熊
の
女
を
菟
名
子
夫
人
と
日
ふ
。
太
姫
皇

女
〔
更
の
名
は
桜
井
皇
女
〕
と
糠
手
姫
皇
女
〔
更
の
名
は
田
村
皇
女
〕
と
を
生
む
。
」

『
雷
紀
』
二
年
正
月
粂
「
膏
備
国
の
蚊
星
采
女
を
襲
り
て
蚊
盈
皇
子
を
生
め
り
。
」

『
天
智
紀
』
七
年
二
月
粂
「
伊
賀
采
女
宅
子
有
り
。
伊
賀
皇
子
を
生
む
。
復
の
字
を
大
友
皇

子
と
日
ふ
。
」
な
ど
と
出
る
所
か
ら
見
る
と
、
結
婚
を
許
さ
れ
る
の
は
天
皇
の
み
と
い
う
事
に
な

る
。
唯
だ
一
例
の
み
、
采
女
が
下
賜
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
『
雄
略
紀
』
九
年
三
月
条
、
「
天
皇
親

ら
新
羅
を
伐
た
む
と
欲
す
。
神
天
皇
に
戒
め
て
日
く
、
な
往
ま
し
そ
。
天
皇
是
に
由
り
て
行
ま

す
こ
と
果
さ
ず
。
乃
ち
紀
小
弓
宿
祢
、
蘇
我
韓
子
宿
祢
、
大
伴
談
連
」
「
小
鬼
火
宿
祢
等
に
勅

し
て
日
く
、
新
羅
自
ら
酉
土
に
居
り
、
葉
を
累
ね
臣
と
称
へ
朝
碑
逮
ふ
こ
と
無
し
、
貫
職
允
に

済
れ
り
。
朕
が
天
下
に
宇
た
る
に
逮
び
て
、
身
を
対
馬
の
外
に
訝
き
て
、
跡
を
匝
羅
の
蓑
に
渡

す
。
高
麓
の
頁
を
阻
ぎ
、
百
済
の
城
を
呑
む
。
」
「
汝
四
卿
を
以
て
拝
し
て
大
将
と
為
す
。
宜
し

く
王
師
を
以
て
帝
め
伐
ち
て
天
罰
を
鵠
み
行
へ
。
是
に
於
い
て
紀
小
弓
宿
祢
、
大
伴
重
量
大
連

を
し
て
天
皇
に
憂
へ
陳
さ
し
め
て
日
く
、
臣
拙
弱
と
雄
も
、
敬
み
て
勅
を
奉
は
る
。
但
し
今
臣

が
婦
命
過
り
た
る
際
な
り
。
能
く
臣
を
視
養
ふ
者
美
し
」
「
是
に
於
て
大
伴
重
量
大
連
具
に
陳

す
こ
と
を
為
す
。
天
皇
脾
し
め
し
、
悲
み
頚
欺
き
た
ま
ひ
て
、
書
傭
上
道
の
采
女
大
海
を
以
て

紀
小
弓
宿
祢
に
腸
ひ
て
、
身
に
随
へ
て
視
養
ふ
こ
と
を
し
て
、
遂
に
推
穀
け
て
以
て
過
す
」
と

あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
結
婚
し
た
と
は
言
え
な
い
が
、
「
身
に
随

へ
て
視
養
ふ
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
結
婚
に
準
じ
て
考
え
る
寮
は
可
能
だ
。
と
す
れ
ば
、
采
女

も
天
皇
の
許
し
さ
え
得
ら
れ
れ
ば
手
に
す
る
事
が
で
き
た
と
い
う
事
に
な
る
。
『
皇
擾
紀
』
三

年
正
月
粂
「
軽
皇
子
慮
脚
し
て
朝
り
た
ま
は
ず
。
中
臣
鎌
子
道
営
よ
り
軽
皇
子
と
睾
は
し
。
故

に
彼
の
宮
に
詣
で
て
、
宿
に
侍
ら
む
と
す
。
整
皇
子
深
く
中
臣
鎌
子
連
の
意
気
高
く
逸
れ
て
、

容
止
犯
れ
難
き
こ
と
を
識
り
て
、
乃
ち
寵
妃
阿
倍
氏
を
し
て
別
殿
を
浄
め
払
ひ
、
高
く
新
し

き
等
を
錨
か
し
め
、
具
に
給
が
ず
と
い
ふ
こ
と
靡
く
、
敬
ひ
重
め
た
ま
ふ
こ
と
特
に
異
な
り
。
」

が
即
座
に
思
い
出
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
伊
勢
斎
富
の
好
が
、
斎
宮
を
辞
す
事
で
許

さ
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
尖
女
は
、
男
と
共
に
殺
さ
れ
た
り
、
采
女
に
関
わ
っ
虜
が
命
を
奪

わ
れ
た
り
、
又
は
煤
罪
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
折
口
信
希
に
ょ
れ
は
次

の
よ
う
に
な
る
。
∧
采
女
の
制
度
と
は
、
国
を
従
へ
る
二
つ
の
方
法
、
即
ち
「
一
つ
は
、
甲
の

国
の
君
主
が
、
乙
の
国
の
神
に
仕
へ
る
高
貴
の
処
女
と
結
婚
し
て
、
乙
の
国
の
神
の
威
力
を
、

其
巫
女
と
共
に
奪
ふ
法
で
、
今
l
つ
は
、
甲
の
国
の
神
を
乙
の
国
に
信
じ
さ
せ
て
、
甲
の
国
の

神
の
カ
の
下
に
あ
る
国
と
な
ら
せ
る
事
で
」
「
後
者
は
采
女
に
最
も
交
渉
が
深
」
い
と
い
う
事

に
帰
着
す
る
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
「
国
造
の
子
女
で
あ
る
事
は
、
其
国
々
の
至
上
神
に
仕
へ
る

最
高
の
巫
女
或
は
、
将
来
さ
う
な
る
資
格
を
持
っ
た
も
の
と
言
ふ
こ
と
だ
。
此
を
宮
廷
に
召
し

て
、
宮
廷
の
神
に
仕
へ
さ
せ
る
と
貫
ふ
と
と
は
、
宮
廷
の
神
の
信
仰
を
采
女
の
出
た
国
々
の
信

仰
の
上
に
植
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
」
「
宮
廷
の
神
を
、
彼
等
た
信
じ
さ
せ
る
」
こ
と
で
も
あ

り
、
「
国
々
の
神
霊
を
上
ら
し
め
た
上
に
、
更
に
宮
廷
か
ら
配
分
す
る
神
霊
に
興
ら
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
」
そ
の
結
果
、
「
其
の
国
は
、
自
ら
に
し
て
、
宮
廷
の
属
国
と
な
る
の
で
あ
る
。
信
仰

を
離
れ
て
考
へ
る
と
、
さ
う
し
て
、
召
さ
れ
た
人
々
は
人
質
に
と
ら
れ
た
形
に
な
る
の
だ
。
」

と。＞

又
「
召
人
」
「
召
歌
」
か
ら
「
め
す
」
を
分
析
し
て
、
「
人
質
」
の
意
識
が
内
在
す
る
事
に
ふ

れ
た
文
章
の
中
で
、
「
人
間
か
ら
言
へ
は
、
誠
実
に
誓
約
を
守
り
、
優
者
の
信
仰
を
受
け
る
止

言
ふ
風
に
な
る
が
同
時
に
劣
者
の
神
が
、
庫
著
の
神
に
対
し
て
神
自
ら
仕
へ
る
と
言
ふ
形
を
と

る
訳
な
の
だ
。
形
式
に
於
い
て
多
少
の
差
違
の
あ
る
様
に
見
え
て
も
、
采
女
は
旧
国
の
神
に
仕

へ
る
者
で
あ
り
、
同
時
に
其
神
の
代
理
者
で
あ
っ
た
。
此
が
、
宮
廷
に
奉
仕
す
る
こ
と
は
、
宮

廷
の
神
に
、
采
女
の
国
の
神
が
仕
へ
る
こ
と
を
す
る
の
が
古
代
論
理
だ
」
と
結
論
す
る
。

成
る
程
、
古
代
に
於
け
る
采
女
の
在
り
よ
う
は
、
単
に
政
治
の
面
か
ら
だ
け
見
て
い
て
は
明

ら
か
に
な
ら
な
い
の
に
違
い
な
い
。
祭
政
一
致
の
状
勢
が
厚
く
観
念
の
世
界
を
覆
う
て
い
る
か

ら
だ
。
党
籍
の
凡
河
内
直
香
腸
が
采
女
を
犯
し
た
時
、
雄
略
は
「
神
を
河
り
て
、
福
を
祈
る
こ

と
供
ま
ざ
る
ぺ
け
む
や
」
と
い
う
理
由
で
香
腸
を
始
末
し
て
い
る
。
こ
の
範
囲
で
は
了
解
可
能

だ
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
た
ら
、
天
皇
が
関
わ
る
事
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。

『
雄
略
紀
』
二
年
七
月
の
『
首
済
新
撰
』
に
云
う
「
慕
尾
夫
人
の
女
を
荘
飾
り
」
と
か
、
同
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紀
十
月
粂
「
天
皇
、
采
女
の
面
貌
端
麗
、
形
容
温
雅
な
る
を
見
て
、
乃
ち
和
蕨
悦
色
た
ま
ひ
て

日
く
、
朕
れ
蓋
汝
の
研
咲
を
観
ま
く
欲
り
せ
ざ
ら
む
や
と
。
乃
ち
相
携
手
へ
て
後
宮
に
入
り
ま

し
ぬ
」
と
か
、
大
化
改
新
の
詔
の
「
凡
そ
采
女
は
、
郡
の
少
慣
以
上
の
姉
妹
、
及
び
子
女
の
形

容
端
正
し
き
著
を
貢
れ
」
と
か
、
『
後
宮
職
員
令
』
1
8
、
「
其
れ
采
女
貢
せ
む
こ
と
は
、
郡
の
少

額
以
上
の
姉
妹
及
び
女
の
、
形
容
端
正
な
る
者
を
も
ち
て
せ
よ
」
な
ど
は
、
女
帝
は
い
ざ
知
ら

ず
、
男
帝
に
於
い
て
は
、
性
生
活
を
満
た
さ
む
が
為
の
勝
手
な
娩
定
以
外
の
何
も
の
で
も
な

く
、
皇
子
を
生
ま
せ
て
い
る
事
実
が
そ
れ
を
明
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
采
女
が
ど
う
い
う

役
を
負
う
て
い
た
か
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
お
こ
り
が
、
『
履
中
絶
』
即
位
前
の
、
倭
直
音
干

満
が
、
自
ら
の
死
罪
を
購
わ
む
と
し
て
そ
の
妹
日
之
媛
を
献
じ
た
話
と
か
、
『
安
閑
紀
』
元
年

閏
十
二
月
条
の
「
慮
城
都
連
択
苫
愉
が
女
幡
媛
、
物
部
大
連
尾
輿
が
理
路
を
倫
み
取
り
て
春
日

皇
后
に
献
る
。
事
発
覚
る
る
に
至
り
て
、
択
苫
喩
、
女
幡
媛
を
以
て
、
采
女
の
丁
に
献
る
、
〔
是

れ
春
日
部
采
女
な
り
。
〕
井
せ
て
安
芸
国
の
過
戸
の
慮
城
部
屯
倉
を
献
り
て
、
以
て
女
の
罪
を
購

ふ
」
な
ど
に
想
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
天
皇
の
寝
室
に
・
神
祭
り
の
場
に
二
油
宴
に
侍
り
、
あ

る
時
は
裸
か
相
撲
を
と
ら
さ
れ
、
あ
る
時
は
将
軍
の
身
辺
世
帯
、
餞
に
関
わ
る
仕
事
等
々
、
そ

れ
は
広
い
職
域
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
采
女
に
、
天
皇
と
、
そ
の
許
し
を
得

た
臣
下
の
み
が
か
か
わ
る
事
が
出
来
、
あ
る
時
に
は
そ
の
罪
が
特
に
物
で
も
っ
て
許
さ
れ
得
た

と
い
う
事
を
一
体
ど
う
考
え
た
ら
良
い
の
か
。
私
は
権
力
抗
争
の
論
理
の
中
に
そ
の
答
は
あ
る

も
の
と
思
う
。

入
鹿
殺
害
計
画
の
中
に
、
蘇
我
倉
山
田
石
川
麿
を
抱
き
込
む
為
に
な
さ
れ
た
一
つ
の
結
婚
が

あ
っ
た
事
は
既
に
ふ
れ
た
が
、
こ
の
事
が
そ
の
辺
の
事
情
を
ほ
の
め
か
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
も

中
臣
鎌
子
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
て
い
る
事
が
平
安
時
代
の
藤
原
氏
の
方
法
に
連
な
っ
て
象
徴
的

だ。
律
令
に
よ
る
古
代
専
制
国
家
が
確
立
さ
れ
る
以
前
を
、
部
族
連
合
の
相
対
的
な
力
関
係
に
於

い
て
み
る
な
ら
ば
、
権
力
集
中
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
婚
姻
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も

不
思
議
で
は
な
い
。

武
烈
天
皇
と
平
群
氏
わ
争
い
は
典
型
的
な
例
と
考
え
ら
れ
る
。
『
紀
』
に
ょ
れ
ば
、
「
十
一
年

八
月
、
健
計
天
皇
崩
り
ま
し
ぬ
。
大
臣
平
群
其
鳥
臣
、
専
ら
国
政
を
控
に
し
て
、
日
本
に
王
た

ら
む
と
欲
す
」
と
あ
り
、
「
天
皇
」
氏
の
カ
と
い
え
ど
も
絶
対
安
全
と
い
う
状
態
で
は
な
か
っ
た

と
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
、
物
部
魚
座
火
大
連
の
女
影
媛
を
武
烈
と
平
群
の
鮪
は
争
ふ

事
に
な
る
。
今
日
的
に
単
純
計
算
を
試
み
た
だ
け
で
も
そ
の
行
方
の
重
大
さ
は
良
く
理
解
し
得

る
。
武
烈
が
影
嬢
を
得
た
と
す
れ
ば
「
天
皇
」
氏
と
物
部
床
が
結
ば
れ
る
訳
で
、
平
群
氏
の
カ

は
そ
れ
だ
け
相
対
駒
に
小
さ
く
な
る
。
又
逆
に
平
群
氏
と
物
部
虎
が
籍
び
つ
い
た
時
、
そ
う
で

な
く
と
も
「
日
本
に
王
た
ら
む
と
欲
」
し
た
平
群
氏
な
の
で
あ
る
か
ら
、
物
部
氏
の
勢
力
が
加

わ
る
事
の
意
は
、
天
皇
氏
の
カ
を
劣
勢
化
さ
せ
る
以
外
に
な
く
、
歌
壇
の
会
に
放
れ
た
後
、
武

烈
は
「
此
の
夜
速
に
大
伴
金
村
連
の
宅
に
向
ひ
、
兵
を
会
へ
て
計
策
り
た
ま
ふ
」
た
事
も
良
く

わ
か
る
の
で
あ
る
。
武
烈
は
か
か
る
行
動
の
も
と
に
ょ
う
や
く
皇
権
を
永
ら
え
る
事
が
で
き
た

と
も
云
え
る
。
舌
代
の
状
況
性
と
し
て
、
氏
上
の
妹
・
姉
・
娘
の
負
う
た
役
割
を
考
え
れ
ば
、

数
の
上
の
合
体
を
越
え
た
決
定
的
結
合
を
生
み
出
す
の
が
、
家
族
間
の
婚
姻
で
あ
っ
た
訳
だ
。

折
し
も
天
皇
氏
は
そ
の
力
に
物
を
言
わ
せ
、
地
方
、
中
央
の
豪
族
達
の
頂
点
に
立
ち
、
服
属
の

印
と
し
て
そ
の
条
柁
権
を
荷
う
妹
・
姉
・
女
を
さ
し
出
さ
せ
て
中
央
に
在
っ
た
。
こ
の
時
に
於

い
て
、
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
天
皇
氏
以
外
の
豪
族
と
、
采
女
と
し
て
さ
し
出
さ
れ
た
者
が

公
然
と
結
ば
れ
る
事
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
、
そ
の
頂
点
に
立
つ
天
皇
氏
の
位
置
は
一
朝
に
し

て
接
ぎ
か
ね
な
い
情
況
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
け
だ
し
、
采
女
が
何
ゆ
え
に
天
皇
以
外

の
結
婚
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
言
え
は
、
そ
れ
は
神
に
つ
か
え
る
女
性
と
し
て
の
一
面
を
の

ぞ
か
せ
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
上
に
、
権
力
の
分
散
を
妹
う
為
政
者
の
思
惑
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
み
る
べ
き
も
の
な
の
に
相
違
な
い
。
だ
か
ら
、
例
外
的
に
許
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
あ

る
条
件
の
下
で
。
そ
の
条
件
と
は
、
為
政
者
、
即
ち
、
天
皇
氏
の
集
中
さ
れ
た
権
力
を
分
散
し

な
い
範
囲
内
に
於
い
て
と
い
う
事
。
先
に
あ
げ
た
紀
小
弓
宿
称
の
場
合
、
敵
は
新
羅
で
あ
っ

た
。
紀
氏
は
外
敵
新
羅
に
対
し
て
身
内
で
あ
っ
た
。
又
、
采
女
で
は
な
か
っ
た
が
、
瞳
皇
子
か

ら
、
寵
妃
阿
倍
環
を
事
実
上
も
ら
い
う
け
た
と
見
て
も
良
い
よ
う
な
結
果
を
残
し
た
中
臣
鎌
子

も
、
体
制
派
の
代
表
者
で
あ
り
、
同
様
に
身
内
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
女
を
得
が
て
に
す
る
事

が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
条
件
的
に
、
「
采
女
」
し
か
な
か
っ
た
と
結
論
．
つ
け
る
こ
と
が

で
き
そ
う
で
あ
る
。
斎
官
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
斎
官
を
や
め
れ
ば
寮

な
き
を
得
た
訳
だ
か
ら
、
得
よ
う
と
す
れ
ば
得
ら
れ
た
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
「
安
見
児
」
は
采

女
で
あ
り
得
た
訳
だ
。

㈲
　
「
得
が
て
に
す
と
ふ
」
に
つ
い
て

「
得
が
て
に
す
」
る
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
似
た
於
い
て
安
見
児
と
共
に
述
べ
た
、
こ
こ
で

は
「
と
ふ
」
す
な
わ
ち
、
「
と
言
ふ
」
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。

こ
の
場
合
に
は
、
「
膏
は
も
や
」
の
「
吾
」
に
対
し
て
、
「
皆
人
」
が
そ
う
言
う
と
貰
う
番

で
、
他
人
の
言
う
内
容
が
、
自
分
の
得
た
結
果
を
意
味
づ
け
る
働
き
を
も
つ
所
に
お
も
し
ろ
さ

が
あ
ろ
う
。
し
か
も
皆
人
の
中
の
膏
の
み
が
「
安
見
児
」
を
得
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
多
く
の

中
か
ら
一
つ
の
も
の
を
取
り
出
し
て
そ
の
意
を
表
わ
す
と
い
う
定
形
で
あ
る
。
「
大
和
に
は

群
山
あ
れ
ど
　
と
り
よ
ろ
ふ
　
天
の
香
具
山
」
と
歌
い
出
す
の
も
そ
の
l
つ
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
に
、
よ
り
重
要
な
の
は
「
采
女
」
に
か
か
わ
る
共
通
価
値
観
を
負
う
て
の
表
現
で
あ
る

所
だ
。
も
し
そ
れ
が
な
い
と
し
た
ら
、
第
一
に
「
皆
人
の
得
が
て
に
す
」
る
事
が
な
い
の
だ
か

ら
歌
そ
の
も
の
の
発
想
が
あ
り
得
な
い
。
言
わ
は
、
皆
人
が
、
采
女
の
制
度
に
よ
っ
て
、
そ
の

共
通
価
値
観
に
ょ
っ
て
疎
外
さ
れ
る
事
に
於
い
て
生
れ
た
表
現
と
言
え
る
。

折
口
信
夫
に
よ
れ
ば
、
采
女
は
時
代
が
下
る
ほ
ど
そ
の
立
場
を
失
う
事
に
な
る
訳
だ
が
、
少

な
く
と
も
こ
の
共
通
価
値
観
が
生
き
て
い
る
限
り
は
そ
の
価
値
を
失
う
事
は
な
い
は
ず
で
、
か

か
る
歌
い
方
が
可
能
で
あ
り
又
意
味
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
天
皇
権
力
が
絶
対
化

さ
れ
る
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
権
力
が
絶
対
化
さ
れ
れ
ば
、
も
は
や
相
対

化
の
恐
れ
に
や
っ
き
と
な
る
必
要
は
な
く
制
度
そ
の
も
の
が
形
骸
化
さ
れ
る
と
見
る
事
が
で
き

る
か
ら
だ
。
そ
の
天
皇
権
の
絶
対
化
を
現
人
神
の
出
現
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
、
当
歌
は
、
天

武
以
前
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に
な
る
。

青
文
献
の
中
に
「
得
が
て
に
す
と
ふ
」
そ
の
理
由
を
探
っ
て
み
た
ら
、
何
と
、
こ
の
表
現
の

時
代
性
が
浮
上
し
て
来
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
か
つ
て
雄
略
が
、
敬
遠
が
、
節
明
が
、
天
智
が

采
女
を
し
て
子
を
生
ま
し
め
た
時
、
果
し
て
そ
こ
に
采
女
を
蔑
視
す
る
見
方
は
本
当
に
存
在
し

た
の
か
。
皇
子
、
皇
女
を
生
ま
す
限
り
に
於
い
て
、
私
は
そ
の
存
在
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

天
智
の
大
友
皇
子
に
対
す
る
思
い
は
そ
の
意
味
を
支
え
る
方
向
に
働
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

門
脇
民
の
考
え
方
に
興
味
を
覚
え
つ
つ
も
、
論
証
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
と
患
わ
れ
、
か

く
結
諭
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

『
天
武
紀
』
十
一
年
三
月
条
に
は
、
「
釆
女
等
の
手
繰
、
肩
布
〔
肩
布
、
此
を
ヒ
レ
と
云
ふ
。
〕

は
、
並
び
に
美
服
」
と
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
采
女
」
は
そ
う
い
う
も
の
を
し
て
い
た
と
み
ら

れ
る
。
志
貴
皇
子
が
、
「
采
女
の
　
袖
咲
き
返
す
　
飛
鳥
風
　
都
を
逮
み
　
い
た
ず
ら
に
吹
く
」

と
歌
っ
た
時
、
「
采
女
の
袖
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
右
の
『
天
武
紀
』
に

は
「
親
主
以
下
首
寮
諸
人
、
今
よ
り
已
後
、
位
冠
及
び
布
、
袴
、
脛
裳
莫
著
」
と
あ
り
、
「
親

王
以
下
幕
臣
に
至
る
ま
で
、
給
は
り
し
食
封
を
皆
止
め
て
、
更
に
公
に
返
せ
」
な
ど
と
も
記
し

て
い
る
事
か
ら
見
れ
ば
、
権
力
が
か
な
り
の
強
権
を
も
っ
て
人
々
の
上
を
覆
っ
て
い
る
と
み
ら

れ
る
か
ら
、
「
采
女
は
」
こ
の
こ
ろ
か
ら
そ
の
低
下
の
一
途
を
た
ど
り
は
じ
め
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
人
麻
呂
歌
の
「
青
備
浮
采
女
」
は
何
故
に
死
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
若
草
の
そ
の
夫
」

と
は
ど
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。
又
膏
傭
津
采
女
は
ど
う
い
う
状
況
の
中
で
結
婚
し
得
た

と
人
麻
呂
は
見
た
の
か
。
又
巻
四
－
五
三
四
・
五
の
歌
の
左
往
に
は
、
安
貴
王
が
「
因
幡
の
八

上
の
采
女
に
聾
ひ
て
、
係
念
極
め
て
甚
し
く
愛
情
も
と
も
と
盛
な
り
。
時
に
勅
し
て
不
敬
の
罪

に
断
り
、
本
郷
に
退
却
せ
し
め
き
」
と
あ
る
か
ら
、
「
皆
人
の
得
が
て
に
す
と
ふ
」
価
値
観
は

生
き
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
だ
。
し
か
し
「
不
敬
の
罪
」
が
必
ず
し
も
そ
れ
を
示
す
と
は

限
ら
ず
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
不
敬
」
は
「
名
例
年
」
八
虐
の
六
に
「
大
不
敬
。

謂
は
く
、
大
社
を
毀
ち
、
及
び
大
神
の
神
御
の
物
、
乗
輿
の
服
御
の
物
を
盗
み
、
神
璽
・
内
印

を
盗
み
、
及
び
偽
り
て
造
り
、
御
薬
を
合
和
す
る
に
、
誤
ち
て
本
方
の
如
く
に
せ
ず
、
及
び
封

窟
誤
て
る
を
い
ふ
。
若
し
く
は
、
御
膳
を
造
る
が
、
誤
ち
て
食
禁
を
犯
せ
る
、
御
幸
の
舟
船
、

誤
ち
て
牢
く
固
く
せ
ず
、
乗
輿
を
指
斥
す
る
が
、
情
理
切
害
あ
る
、
及
び
詔
便
に
対
ひ
韓
む

で
、
人
臣
の
礼
無
き
を
い
ふ
」
と
あ
る
に
当
て
は
ま
る
罪
で
あ
り
、
采
女
の
事
は
置
療
転
は
規

定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。

ど
う
や
ら
、
こ
れ
ま
で
進
め
て
来
た
考
察
の
中
に
万
葉
締
着
の
思
惑
も
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま

乗
っ
か
る
ら
し
い
。

つ
ま
り
、
当
歌
を
藤
原
鎌
足
の
歌
と
す
る
そ
の
考
え
方
は
現
在
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
考
え
る

か
ぎ
り
正
し
か
っ
た
と
い
う
事
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
正
史
と
言
え
る
『
紀
』
上
に
、
歌
詞
の
蓑
わ

す
内
容
を
受
け
と
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
は
見
出
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
の
実
作
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
証
明
す
る
手
だ
て
が
な
い
。
不
可
能
と

い
う
他
は
な
い
。

一
二
　
結
び

湖
上
で
当
面
す
る
問
題
に
答
え
得
た
も
の
と
考
え
る
が
、
当
歌
は
、
采
女
の
制
度
を
共
通
価

値
観
と
し
、
そ
の
御
慶
の
疎
外
し
た
多
く
の
人
々
の
心
の
山
生
別
損
に
、
そ
の
思
い
を
と
げ
た

一
人
の
人
間
の
滞
足
せ
る
心
の
表
白
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
寮
だ
。
そ
の
意
味
で
、
表
現
の
モ

チ
ー
フ
を
共
通
価
値
観
に
負
う
て
時
代
的
個
性
を
引
き
ず
り
、
一
方
で
き
わ
め
て
個
的
な
内
的

な
思
い
が
結
晶
さ
れ
た
歌
と
み
ら
れ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

鰯U
　
『
後
漠
等
』
倭
伝
に
も
見
え
る
。

拗
　
『
隋
番
』
倭
国
伝
「
其
の
俗
、
人
を
殺
し
、
強
盗
及
び
姦
す
る
は
皆
死
し
」
と
記
す
。

囲
　
「
伊
勢
の
大
神
の
宮
を
拝
き
祭
り
た
ま
ひ
き
」
と
あ
る
。

因
　
日
の
神
を
祭
っ
て
共
通
性
が
確
落
さ
れ
た
の
で
皇
権
に
ね
ら
わ
れ
た
所
が
伊
勢
で
あ
っ
た
と
も
考
え

え
よ
う
。

刷
　
『
神
功
紀
』
即
位
前
十
月
条
に
も
新
顔
の
質
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
他
『
基
板
紀
』
元
年
八
月
、

二
年
七
月
、
『
尊
徳
紀
』
大
化
二
年
九
月
、
（
三
年
竺
一
年
九
月
免
の
結
果
が
出
て
い
る
。
）
五
年
是

歳
、
『
斎
明
紀
』
元
年
な
ど
に
も
出
る
。

㈹
　
『
全
集
』
十
六
巻
「
宮
廷
儀
礼
の
民
俗
学
胎
考
察
㌔


