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資
料
　
折
口
信
夫
・
國
學
院
大
學
講
義

発
生
日
本
文
学
史
二　

昭
和
七
年
度
①

伊
藤　

高
雄
編 

〔
凡
例
〕

・ 

本
資
料
は
、
国
文
学
者
・
民
俗
学
者
、
折
口
信
夫
（
釈
迢
空
）
が
昭
和

七
年
度
に
國
學
院
大
學
に
て
行
っ
た
講
義
を
、
門
弟
で
助
手
の
小
池
元

男
氏
が
筆
記
・
整
理
し
た
ノ
ー
ト
で
あ
る
。

・ 

資
料
の
解
題
は
、
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
國
文
學
會
の
『
野
州
國

文
學
』
第
八
十
六
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
）
及
び
『
國
學
院
雑
誌
』

第
一
一
四
巻
第
十
号
（
平
成
二
十
五
年
十
月
）
に
報
告
し
て
い
る
の
で
、

そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

・ 

本
号
に
翻
刻
す
る
資
料
は
、
ノ
ー
ト
番
号
51
で
あ
る
。
ノ
ー
ト
番
号
51

は
表
紙
に
「
折
口
信
夫
先
生　

發
生
日
本
文
學
史
二　

昭
和
七
年
度
」

と
あ
り
、「
六
月
十
六
日
」「
六
月
二
十
三
日
」「
六
月
末
日
」「
十
月
六
日
」

「
十
月
二
十
七
日
」
と
日
付
を
記
し
た
の
ち
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
の
万
年

筆
に
て
記
さ
れ
る
。
時
に
空
欄
も
あ
っ
て
、
下
書
き
の
清
書
と
見
ら
れ

る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
ノ
ー
ト
の
反
対
側
か
ら
は
『
万
葉

集
』
の
巻
一
の
七
一
番
か
ら
七
七
番
ま
で
の
歌
の
注
釈
が
記
さ
れ
る
。

・ 

表
記
は
、
原
則
と
し
て
漢
字
は
常
用
漢
字
と
し
、
古
典
的
仮
名
遣
い
と

し
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
正
字
を
用
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
、

翻
刻
の
整
理
に
際
し
て
は
、
読
解
の
便
を
考
え
て
、
省
略
字
体
や
文
中
・

文
末
表
現
を
若
干
整
え
た
場
合
が
あ
る
。
翻
字
不
明
の
箇
所
は
、
□
と

し
た
。

・ 

本
翻
刻
に
際
し
て
は
、
伊
藤
が
翻
刻
を
行
い
、
武
蔵
野
大
学
講
師
渡
部

修
氏
、
本
國
學
院
大
學
大
学
院
生
郷
田
典
子
氏
そ
の
他
で
読
み
合
せ
を

し
、
最
終
的
に
伊
藤
が
整
理
し
た
。
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発
生
日
本
文
学
史
二　
折
口
信
夫
先
生
（
小
池
ノ
ー
ト
51
）

六
月
十
六
日
。

先
日
か
ら
山
・
海

山
海
の
文
学
が
合
流
し
た
に
違
ひ
な
い
と
い
ふ
だ
け
の
事
。
例
へ
ば
、

ほ
か
ひ
。
今
も
地
方
に
よ
り
、
ほ
け
、
わ
つ
ぱ
な
ど
云
ふ
も
の
は
、
ほ

か
ひ
の
桶
で
、
行ホ

カ
ヒ器
→
ホ
ケ
。
桜
の
曲
げ
物
を
わ
つ
ぱ
と
云
ふ
の
だ
。

あ
い
ぬ
は
し
ん
とワ

ツ
パく

と
云
つ
て
ゐ
る
。
何
故
云
ふ
の
か
。
金
田
一
先
生

に
も
不
明
だ
つ
た
。
日
本
の
文
学
に
鎌
倉
に
出
て
、室
町
に
成
熟
し
た
、

俊
徳
丸
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
謡
曲
、
弱
法
師
に
も
出
て
ゐ
る
。
こ
れ
は

し
ん
と
く
か
も
知
れ
ぬ
。
あ
い
ぬ
の
み
で
な
く
、
北
陸
地
方
で
は
漁
師

の
弁
当
を
し
ん
と
く
と
云
つ
て
ゐ
る
。
あ
い
ぬ
の
し
ん
と
く
と
い
ふ
の

と
北
陸
の
し
ん
と
く
は
一
つ
で
あ
つ
て
、
北
か
ら
北
海
道
へ
運
ば
れ
、

あ
い
ぬ
の
宝
物
と
な
つ
た
も
の
だ
。
俊
徳
丸
は
、
し
ん
と
く
ら
し
い
。

江
戸
時
代
の
古
浄
瑠
璃
に
は
し
ん
と
も
あ
る
。
身
毒
と
い
は
れ
た
。
天

竺
と
作
者
は
考
へ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
と
も
か
く
俊
徳
と
い
ふ
。
癩
病
で
、

盲
目
の
乞
食
に
な
つ
て
ゐ
る
。
何
か
昔
の
旅
行
者
の
持
つ
た
道
具
が
、

物
語
の
人
物
名
と
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
今
で
も
、
ほ
か
ひ
を
用
ゐ

る
厳
重
な
例
は
、
山
の
神
祭
り
に
山
の
神
へ
の
捧
げ
物
と
し
て
持
つ
て

ゆ
く
。
変
化
し
て
冠
婚
葬
祭
に
は
、
ほ
け
に
入
れ
て
ゆ
く
。
正
式
に
は

山
の
神
祭
り
に
の
み
、
信
州
辺
で
も
。
地
方
農
村
の
大
切
な
道
具
で
あ

る
と
共
に
、
山
の
信
仰
を
う
し
ろ
に
ひ
か
へ
て
ゐ
る
様
に
思
は
れ
る
。

こ
の
、
ほ
か
ひ
が
い
ろ
ん
な
用
途
形
式
上
に
変
化
を
し
て
来
る
。
も
と

は
神
を
携
へ
持
ち
歩
い
た
旅
行
具
が
神
へ
の
献
上
物
・
入
れ
物
に
な
り

更
り
、
神
祭
り
の
神
社
か
ら
受
け
る
も
の
を
受
け
て
来
る
容
器
で
、
宮

笥
（
土
産
）
と
そ
れ
を
云
ふ
の
だ
。

神
の
分
霊
、
又
神
の
お
下
が
り
物
を
貰
つ
て
来
る
。
そ
れ
で
、
か
う
い

ふ
風
に
な
つ
て
来
る
と
、
今
度
は
、
み
や
げ
と
云
ふ
語
で
あ
ら
う
が
、

い
つ
の
ま
、
ち
ぎ
、
ち
げ
（
東
京
）、
ち
ぎ
り
等
と
云
は
れ
て
ゐ
る
櫃
が

あ
る
。
節
供
の
時
に
女
が
贈
答
す
る
時
に
用
ゐ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
ど
う
い
ふ
訣
か
、
ち
ぎ
櫃
は
、
蓋
と
底
と
一
つ
で
な
い
。
め
ん

つ
う
は
合
つ
た
蓋
で
な
く
、
板
を
四
角
に
し
て
、
曲
げ
物
の
上
に
き
せ
、

藤
の
花
の
紋
様
を
つ
け
て
ゐ
る
。
芝
の
大
神
宮
の
宮
笥
に
ち
ぎ
び
つ
に

入
れ
て
来
る
。
大
神
宮
で
は
大
久
保
彦
左
の
首
桶
だ
と
云
ふ
て
ゐ
る
。

今
で
は
太
々
餅
に
用
ゐ
て
ゐ
る
が
、
ち
ぎ
は
浅
く
な
つ
て
ゐ
る
。
形
は

変
化
し
て
ゐ
て
も
、そ
こ
を
通
し
て
神
霊
を
も
ち
運
ん
だ
根
本
思
想
が
、

ど
こ
か
に
残
つ
て
ゐ
る
。
社
か
ら
の
土
産
を
入
れ
て
来
る
。
こ
れ
が
二

月
の
初
午
に
な
る
と
︱
︱
普
通
は
稲
荷
祭
り
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ

は
都
で
稲
荷
山
へ
行
つ
た
為
で
、
地
方
で
は
観
音
山
に
参
る
。
神
戸
の

摩
耶
詣
に
は
牛
馬
を
つ
れ
て
詣
出
て
ゐ
る
。
今
は
忘
れ
て
ゐ
る
。
︱
︱

稲
荷
祭
り
の
供
へ
物
に
、こ
の
い
び
つ
の
ほ
か
ひ
を
用
ゐ
る
処
が
多
い
。

つ
ま
り
午
の
日
に
、
牛
馬
を
神
の
子
分
と
し
て
、
連
れ
て
ゆ
く
訣
で
あ

る
。
何
故
さ
う
い
ふ
風
が
は
じ
ま
つ
て
来
た
か
。
そ
こ
に
な
る
と
分
ら

ぬ
。
稲
荷
祭
り
が
行
は
れ
て
来
る
原
因
は
簡
単
で
、
里
の
人
が
山
の
神

に
参
る
日
で
あ
る
。
そ
れ
を
同
時
に
自
分
と
共
に
住
ん
で
ゐ
る
獣
物
を

連
れ
て
ゆ
く
の
だ
。

か
う
い
ふ
風
に
見
て
来
る
と
、
ほ
か
ひ
は
山
の
生
活
に
根
本
的
に
結
び
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つ
い
て
ゐ
る
も
の
あ
る
ら
し
い
。
丁
度
、
く
ゞ
つ
が
海
部
の
も
の
で
あ

つ
た
の
が
、
人
形
遣
ひ
、
そ
の
変
化
し
た
遊
女
と
そ
の
亭
主
の
名
と
な

つ
た
の
と
、
同
様
。
山
の
信
仰
と
ほ
か
ひ
は
関
係
深
い
。

処
が
、
こ
の
祖
先
の
生
活
が
海
辺
か
ら
山
の
生
活
に
う
つ
る
と
異
人
が

山
か
ら
来
る
と
考
へ
る
。
そ
し
て
夜
の
暗
ま
ぎ
れ
、
明
け
方
の
暗
い
時

に
異
装
し
て
家
々
を
訪
問
す
る
。
そ
れ
が
神
楽
と
い
ふ
芸
能
を
ば
分
化

し
て
作
る
一
つ
の
路
で
あ
り
、
同
時
に
神
楽
と
似
た
も
の
が
い
く
つ
も

あ
る
。
そ
の
う
ち
芸
能
と
関
係
な
い
、
神
遊
び
、
田
遊
び
、
田
楽
、
呪

師
、
猿
楽
な
ど
は
皆
訪
問
し
て
来
る
。
山
の
木
を
ば
引
い
て
、
そ
れ
を

中
心
に
し
て
沢
山
の
群
集
が
。
か
く
芸
能
と
発
達
せ
ず
、
唯
の
儀
式
と

な
つ
た
も
の
も
沢
山
あ
る
。
わ
れ
〳
〵
が
日
本
芸
能
の
は
じ
め
を
そ
こ

に
あ
る
の
は
現
在
も
、
又
は
絶
え
た
事
も
。
不
思
議
な
ほ
ど
す
ぴ
り
つ

と
が
多
く
、
そ
れ
が
芸
能
が
多
い
と
こ
ろ
よ
り
進
め
て
行
つ
て
そ
こ
に

達
し
た
。

そ
の
う
ち
、
一
番
目
に
つ
く
の
は
、
神
楽
と
似
た
形
式
を
具
へ
な
が
ら

歌
も
舞
も
そ
な
へ
て
ゐ
な
い
天
子
が
御
飯
を
あ
が
る
祭
り
を
す
る
事
が

あ
る
。
ま
づ
宮
廷
一
の
大
き
な
の
は
、
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
・
神ジ

ン

今コ
ジ
キ食
な

ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
神
今
食
は
、
神
聖
な
新
し
い
食
物
を
召
し
上
が
る

式
だ
と
い
ふ
事
に
な
る
が
、
古
米
を
上
つ
て
ゐ
る
。
か
ゝ
る
式
を
年
中

に
繰
り
返
す
と
、
新
米
が
食
べ
ら
れ
ぬ
の
で
、
語
義
不
明
と
な
る
。
天

子
が
神
と
共
に
食
す
る
場
合
は
、
異
様
な
人
が
宮
廷
に
練
り
込
む
。
こ

れ
が
大
殿
祭
で
、
お
ほ
ん
べ
祭
り
の
前
提
で
あ
る
。
群
行
の
形
で
人
々

が
練
り
込
ん
で
、
天
子
常
用
の
御
殿
を
廻
つ
て
、
西
門
よ
り
抜
け
て
行

き
分
れ
る
。
神
楽
の
時
に
は
北
門
か
ら
群
行
し
て
来
る
。
処
が
こ
れ
は

東
の
延
政
門
か
ら
や
つ
て
来
て
、
西
へ
抜
け
て
ゆ
く
の
だ
。
御
殿
に
上

る
と
中
臣
、
斎
部
の
神
主
が
先
導
し
、
一
殿
毎
に
柱
に
鏡
を
掛
け
て
祓

へ
を
し
て
次
へ
進
む
。
か
く
し
て
天
子
常
用
の
御
殿
で
行
ふ
。

何
処
す
る
か
と
云
ふ
と
、
こ
れ
は
宮
廷
の
延
政
門
で
声
を
か
け
て
、
内

部
よ
り
門
を
開
け
る
の
はspilit

が
中
門
口
よ
り
入
る
の
と
等
し
い
。

何
故
、
こ
ん
な
も
の
を
掛
け
て
歩
く
か
と
云
ふ
と
、
自
分
が
し
て
ゐ
な

が
ら
、
そ
こ
へ
鏡
や
玉
を
掛
け
る
の
は
神
が
す
る
事
に
な
る
。
唱
へ
言

を
す
る
の
で
玉
や
鏡
が
現
は
れ
た
筈
の
が
逆
に
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が

即
ち
祝ホ

ク

で
あ
る
。
ほ
ぐ
と
も
云
ふ
。
こ
の
ほ
ぐ
に
こ
と
を
附
し
て
、
こ

と
ほ
く
。
こ
の
こ
と
は
、
殊
・
言
不
明
。
播
磨
風
土
記
を
見
る
と
そ
の

時
に
三
韓
征
服
、
住
吉
の
神
を
入
れ
ら
れ
た
時
に
、
赤
丹
が
出
た
の
で
、

舟
に
つ
け
た
為
に
無
事
に
朝
鮮
に
つ
き
、
平
ら
げ
た
と
云
ふ
。
こ
れ
は

ほ
く
の
古
い
資
格
を
見
せ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
赤
土
が
そ
の
神
の
方
か
ら

云
へ
ば
赤
土
を
あ
ら
は
し
、
人
間
の
方
よ
り
云
へ
ば
唱
へ
言
で
赤
土
を

ほ
ぎ
だ
す
の
だ
。
祝
詞
で
は
誇
張
し
て
、「
赤
に
の
ほ
に
き
こ
し
め
せ
」

等
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
健
康
に
な
る
や
う
に
赤
頬
の
様
に
お
な
り
な
さ
い

と
云
ふ
の
は
合
理
化
で
あ
る
。
古
い
祝
詞
で
、「
赤
に
の
ほ
」
に
合
理

会
を
し
て
ゐ
る
。
何
か
詞
が
変
で
あ
る
。
つ
ま
り
赤
に
を
特
別
に
神
の

意
の
表
示
に
用
ゐ
る
事
が
多
か
つ
た
の
で
、「
赤
に
の
ほ
」
と
云
つ
た
。

天
子
の
健
康
を
祈
る
の
に
赤
土
が
必
要
。
赤
土
を
出
し
て
来
る
と
天
子

の
寿
は
祝
福
さ
れ
る
事
に
な
る
。
そ
れ
が
連
想
で
変
化
す
る
。
ね
ば
つ

ち
を
物
忌
み
の
し
る
し
に
皃
へ
つ
け
る
。「
青
丹
、
白
」
に
な
ど
と
云

ふ
の
も
そ
れ
。
こ
れ
は
、
入
れ
墨
な
ど
も
物
忌
み
の
し
る
し
な
る
事
を

示
す
。
歌
な
ど
見
て
も
禁
慾
生
活
中
の
し
る
し
で
あ
る
。
女
の
場
合
に
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は
、
さ
に
づ
ら
ふ
等
い
ふ
語
で
示
し
て
ゐ
る
。
づ
ら
ふ
は
頰
か
、
ぬ
る

の
変
化
か
。
赤
土
を
皃
に
塗
る
と
、
祭
り
に
携
は
つ
て
ゐ
る
人
と
云
ふ

事
に
な
る
。
天
子
の
身
を
祝
す
と
物
が
出
て
来
る
。
そ
の
人
々
は
そ
れ

を
塗
つ
て
ゐ
ら
れ
る
。
そ
の
為
に
「
赤
に
の
ほ
」
が
皃
が
赤
く
す
る
意

味
を
も
つ
て
来
る
。第
一
義
は
赤
土
か
何
か
の
意
味
で
表
は
れ
て
来
る
。

「
ほ
に
い
づ
」
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
う
ら
は
梢
。
木
の
先
が
う
ら
。
う
ら
、

一
番
先
へ
あ
ら
は
れ
て
来
る
と
い
ふ
事
。
ほ
に
い
づ
も
先
へ
出
る
事
。

皃
に
出
る
の
だ
。
皃
が
人
間
の
表
情
の
一
番
先
に
出
る
と
こ
ろ
。
ほ
に

い
づ
は
、
も
と
神
事
の
用
語
。
そ
れ
が
恋
歌
の
上
の
類
型
的
な
も
の
に

な
る
。
ほ
が
表
は
れ
る
と
云
ふ
事
は
、
わ
か
り
や
す
く
い
へ
ば
占
ひ
の

け
に
表
は
れ
る
事
を
う
ら
に
い
づ
と
云
ふ
。
そ
こ
へ
表
は
れ
て
来
る
の

が
、
う
ら
又
は
ほ
で
あ
る
。（
ぬ
け
た
）。

神
が
自
分
で
こ
と
ば
を
云
ふ
の
は
、
最
初
か
ら
の
事
実
で
は
な
い
。
神

の
唱
へ
た
語
は
文
学
の
は
じ
め
だ
と
い
つ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
以
前

に
神
は
し
る
し
を
見
せ
る
。
そ
れ
が
、
う
ら
・
ほ
で
あ
る
。
先
の
方
で

あ
り
、
同
時
に
う
ら
な
ひ
に
関
係
あ
る
事
。
さ
て
、
ほ
は
、
赤
に
の
を

も
つ
て
皃
へ
塗
つ
た
そ
の
や
う
に
健
康
に
し
て
く
れ
と
云
ふ
事
。
古
く

う
ら
を
神
に
願
ふ
事
を
う
ら
ふ
と
云
ふ
。
少
し
下
つ
た
時
代
に
は
、
う

ら
な
ふ
と
云
ふ
。
神
に
対
し
て
う
ら
を
出
す
事
を
乞
ふ
事
で
あ
る
。
そ

れ
と
同
じ
く
神
に
こ
と
ば
を
唱
へ
て
ゐ
る
と
神
が
ほ
を
あ
ら
は
す
。
丁

度
う
ら
ふ
の
語
が
あ
る
の
と
同
じ
く
ほ
く
が
出
て
来
る
。
再
活
し
て
ほ

か
ふ
→
ほ
か
ひ
が
出
る
。
こ
の
ほ
く
に
名
詞
が
つ
く
と
、
こ
と
ほ
ぎ
等

が
出
来
る
。
清
濁
は
昔
は
自
由
で
あ
つ
た
か
ら
、
定
め
ず
と
も
よ
い
。

ほ
か
ふ
と
、
ほ
く
は
も
と
一
つ
事
だ
つ
た
の
が
分
岐
し
て
内
容
が
違
つ

て
来
る
。
神
に
ほ
を
乞
ふ
事
が
ほ
く
。
神
に
う
ら
を
願
ふ
の
が
う
ら
ふ
。

更
に
う
ら
な
ふ
と
な
る
。
ほ
に
は
秀
の
字
を
当
て
る
。
一
番
先
と
云
ふ

事
で
あ
る
。
う
ら
、
梢
、
末
と
宛
て
ゝ
ゐ
る
。
う
ら
を
祈
り
出
す
事
が

う
ら
ふ
。
ほ
を
祈
り
出
す
の
が
ほ
く
。
祈
り
出
す
事
を
忘
れ
て
、
い
ゝ

結
果
を
持
ち
来
た
す
。
神
、
納
受
の
証
拠
を
持
ち
来
た
す
語
を
唱
へ
る

事
が
ほ
く
に
な
る
。
祝
福
せ
ら
る
べ
き
結
果
を
祈
り
出
す
事
を
ほ
く
と

云
ふ
。
う
ら
ふ
・
ほ
く
は
同
じ
こ
と
。
播
磨
風
土
記
の
赤
丹
は
、
神
が

赤
に
の
ほ
を
見
せ
た
の
だ
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
神
功
皇
后
に
関
す
る
も

の
が
す
べ
て
健
康
で
力
が
増
し
た
事
に
な
る
。
後
世
、
客
船
に
丹
を
塗

つ
た
の
も
こ
の
故
と
い
ふ
の
は
合
理
論
。

ほ
か
ひ
だ
け
を
考
へ
て
行
つ
て
も
、
前
後
に
文
学
が
あ
る
。
行
器
の
生

れ
る
前
に
も
後
に
も
、
扱
ふ
人
の
間
に
も
、
文
学
が
あ
る
。
ほ
ぐ
と
云

ふ
事
は
、
後
に
は
祝
福
す
る
と
い
ふ
だ
け
の
意
味
し
か
も
た
な
く
な
る
。

大
殿
祭
の
時
に
、
神
主
が
か
ゝ
み
・
た
ま
を
か
け
る
の
は
唱
へ
言
の
先

に
、
神
の
ほ
を
示
す
事
。
そ
れ
は
自
分
等
が
神
主
で
も
あ
り
、
神
で
も

あ
る
為
に
、
先
に
ほ
を
出
し
た
の
だ
。
こ
の
ほ
の
種
類
が
、
村
、
氏
、

家
で
違
ふ
の
だ
。家
の
場
合
に
定
つ
た
ほ
に
よ
つ
て
事
の
正
否
を
示
す
。

大
殿
祭
は
天
子
が
あ
づ
か
ら
ぬ
。
大
祓
に
も
天
子
が
あ
づ
か
ら
ず
。
大

祓
は
宮
廷
の
群
臣
の
祭
り
。
そ
の
如
く
大
殿
祭
に
天
子
は
御
湯
殿
に
入

つ
て
ゐ
る
。
そ
の
間
に
山
人
が
宮
廷
を
祈
つ
て
廻
る
の
だ
。
臣
と
天
子

と
の
す
る
事
が
別
。
何
に
し
て
も
柱
に
も
の
を
掛
け
る
の
は
語
に
よ
つ

て
祝
福
せ
ら
れ
た
し
る
し
を
先
に
示
す
の
だ
。
そ
れ
を
見
て
語
が
納
受

せ
ら
れ
た
事
に
な
る
。ほ
ぐ
、ほ
か
ふ
が
同
内
容
か
ど
う
か
疑
問
。ほ
く
・

ほ
か
ふ
と
こ
と
ほ
ぐ
は
同
系
な
が
ら
、
意
味
が
違
ふ
。
こ
と
ほ
ぐ
に
は
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動
作
が
入
つ
て
ゐ
る
。
後
の
語
で
云
へ
ば
舞
踊
、
演
劇
ま
で
入
つ
て
ゐ

る
。
踊
り
鎮
め
る
方
法
と
昔
の
事
を
復
習
す
る
演
劇
と
を
こ
と
ほ
ぎ
と

云
ふ
。
こ
の
時
に
は
神
と
精
霊
と
が
出
て
来
る
。
そ
の
間
に
争
ひ
、
服

従
が
行
は
れ
る
。
そ
れ
で
、
こ
と
ほ
ぐ
に
は
動
作
が
あ
る
。
平
安
朝
に

な
つ
て
も
、
喜
劇
的
な
事
を
し
て
ゐ
る
。
精
霊
が
神
に
負
け
る
形
を
す

る
為
で
あ
る
。
神
に
負
け
る
と
い
ふ
の
だ
が
、
負
け
る
処
を
主
と
す
る

事
が
大
事
だ
が
、
次
第
に
ま
つ
り
は
神
・
人
と
も
に
好
き
に
な
り
、
享

楽
す
る
為
に
結
着
を
つ
け
る
ま
で
の
過
程
を
行
ふ
事
が
多
い
。

再
び
神
楽
へ
戻
つ
て
、
は
じ
め
人
長
︱
︱
山
人
の
長
︱
︱
と
才
の
男
と

が
別
々
に
物
を
し
て
ゐ
る
。
終
り
に
、
二
者
立
合
ふ
︱
︱
対
立
し
て
云

ひ
争
ひ
、
動
作
の
上
の
争
ひ
を
す
る
事
︱
︱
立
合
ひ
は
故
に
二
人
ゐ
て

も
同
じ
事
を
せ
ず
、
相
舞
ひ
に
な
る
と
二
人
で
調
和
す
る
や
う
に
別
の

動
作
を
す
る
。
群
集
で
舞
ふ
時
に
は
、
同
じ
手
を
舞
ふ
。
立
合
ひ
は
同

目
的
で
、
二
人
で
違
つ
た
舞
ひ
を
す
る
事
。
そ
の
立
合
ひ
に
な
つ
て
来

る
事
が
あ
る
。
古
い
神
楽
で
、「
い
づ
れ
ぞ
も
」
と
云
ふ
事
。
雅
信
流
の

神
楽
で
は
、
早
歌
と
云
ふ
︱
︱
即
興
的
に
間
を
お
か
ず
に
か
け
合
ふ
事

︱
︱
長
い
文
句
を
早
歌
と
云
ふ
事
に
な
る
。
次
第
に
用
語
例
が
違
つ
て

来
る
。
早
歌
は
人
長
と
才
の
男
と
の
掛
け
合
ひ
で
あ
る
。
一
問
一
答
し

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
大
体
、
即
興
的
に
や
つ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
神

と
精
霊
を
形
と
つ
た
も
の
が
互
に
争
ひ
合
ふ
と
云
ふ
事
が
一
番
神
事
の

芸
能
の
う
ち
、
面
白
い
部
分
で
あ
る
。
か
う
し
た
事
が
同
時
に
こ
と
ほ

ぎ
に
な
る
。
こ
と
ほ
ぎ
は
、
を
こ
な
姿
を
し
た
も
の
が
出
て
来
る
筈
の

も
の
で
あ
る
。
私
は
三
番
叟
は
全
く
山
人
を
形
ど
つ
た
も
の
だ
と
思
ふ
。

こ
れ
は
翁
舞
の
く
だ
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
正
当
な
も
の
は
白
式
尉

で
、
三
番
叟
は
黒
式
尉
で
あ
る
。
も
と
白
黒
対
立
し
て
ゐ
た
か
ど
う
か
。

三
番
叟
は
猿
楽
の
本
原
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
黒
色
の
も
の
が
純
化
し
て

白
い
の
が
出
た
。
そ
の
中
間
が
千
才
で
あ
る
。
後
に
は
猿
楽
で
は
武
家

に
も
て
は
や
さ
れ
て
、
千
才
を
子
方
の
役
に
し
て
了
つ
た
。
雅
楽
の
ま

ね
を
し
た
為
で
あ
る
。
か
う
な
る
と
、
武
家
が
喜
ぶ
の
だ
。
子
方
を
用

ゐ
た
為
に
能
楽
は
武
家
に
取
り
入
つ
た
。
世
阿
弥
の
容
色
か
ら
観
世
は
、

栄
へ
た
。

も
と
は
黒
式
尉
は
神
楽
の
才
の
男
に
当
る
も
の
で
、
そ
れ
が
三
番
叟
と

な
り
、
純
化
し
て
白
式
尉
を
考
へ
て
来
た
。
三
番
叟
は
、
非
常
に
滑
稽

な
を
こ
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ほ
く
、
ほ
ぐ
は
単
に
し
る
し
を
現

は
す
、
又
そ
の
文
句
を
唱
へ
る
事
。
後
に
は
た
ゞ
祝
福
す
る
事
。

こ
と
ほ
ぎ
は
、
神
・
精
霊
の
対
照
が
行
は
れ
、
舞
踊
、
演
劇
の
古
い
形

が
付
随
し
て
ゐ
る
。

海
の
芸
能
は
日
本
の
古
文
献
に
沢
山
見
え
る
が
、
山
の
芸
能
と
云
ふ
も

の
は
、
証
明
出
来
る
も
の
が
少
な
い
。
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
印
象
は
か
へ

つ
て
強
く
残
り
、
古
芸
能
の
局
部
、
又
は
他
の
物
に
移
植
せ
ら
れ
て
残

つ
て
ゐ
る
。
三
番
叟
は
室
町
よ
り
は
遡
れ
ぬ
が
、
山
の
も
の
だ
と
い
ふ

事
だ
け
は
解
る
。
こ
と
ほ
ぎ
の
も
の
故
に
卑
猥
な
文
章
で
あ
る
。
笛
の

句
を
用
ゐ
、
催
馬
楽
を
以
て
し
て
了
ふ
が
、
今
で
も
山
間
の
翁
三
番
叟

に
は
極
端
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
能
楽
の
翁
を
見
て
も
神
歌
は
も
と

よ
り
三
番
叟
の
歌
に
も
動
作
に
も
純
化
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
蔭
に
見
え

る
、
翁
︱
︱
三
番
叟
を
通
し
て
見
る
︱
︱
は
日
本
の
も
の
で
あ
る
。
雅

楽
に
翁
舞
ひ
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
、
河
口
さ
ん
の
い
ふ
や
う
な

も
の
で
は
な
い
。
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六
月
二
十
三
日

山
・
海
の
文
学
の
う
ち
、
例
へ
ば
山
姥
等
は
謡
曲
等
を
見
て
も
山
姥
舞

を
ば
舞
ひ
伝
へ
て
ゐ
る
遊
女
が
あ
り
、
又
そ
の
遊
女
と
本
当
の
山
姥
と

出
逢
ふ
所
を
書
い
た
山
姥
の
曲
も
あ
る
。
山
姥
並
び
に
山
で
な
い
処
の

姥
の
話
を
申
し
た
い
。

文
学
の
発
達
の
一
方
面
を
受
け
持
つ
舞
踊
、
演
劇
、
音
楽
︱
︱
芸
能
に

関
係
が
深
い
か
ら
。
年
寄
つ
た
女
を
う
ば
と
古
く
よ
り
考
へ
て
ゐ
る
。

を
ば
と
違
つ
た
意
味
の
様
に
考
へ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
真
実
は
さ
う
い

ふ
は
つ
き
り
し
た
区
別
が
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
う
ば
、
を
ば
同
じ
事

ら
し
い
。
そ
れ
は
間
に
、
乳ウ

バ母
を
入
れ
て
見
れ
ば
わ
か
る
。
事
実
、
う

ば
、
を
ば
は
同
じ
事
。
そ
れ
で
前
述
し
た
山
姥
は
日
本
の
昔
の
芸
能
に

関
係
が
あ
る
と
云
ふ
一
方
、
同
じ
や
う
な
も
の
が
、
海
の
信
仰
の
上
に

も
あ
つ
た
。
言
は
ゞ
海
姥
と
い
ふ
べ
き
も
の
。
う
ば
は
子
供
を
育
て
る

人
で
、
小ヲ

バ母
も
子
を
育
て
る
人
と
い
ふ
事
。
大オ
ホ
バ母
と
婆
さ
ん
の
事
を
云

つ
て
ゐ
る
。
こ
の
を
ば
は
子
供
を
育
て
る
役
のオ

バも
の
で
あ
る
。
民
俗
学

的
な
話
に
な
る
が
、
八
重
山
に
行
く
と
宮
古
地
方
へ
行
く
と
を
ば
に
当

る
も
の
あ
り
。子
供
が
生
れ
る
と
近
所
の
娘
が
子
供
を
子
守
り
を
す
る
。

無
報
酬
の
も
の
。
子
守
の
職
業
化
し
た
の
は
近
代
の
事
で
あ
つ
た
。
元

は
縁
者
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
子
供
が
大
き
く
な
り
、
女
の
子
が
嫁

入
り
す
る
と
、
姉
分
の
女
が
別
れ
る
。
こ
の
女
を
ぶ
な
じ
と
い
ふ
。
神

の
下
仕
へ
と
し
て
、
神
の
用
を
し
て
ゐ
る
も
の
ゝ
意
味
で
あ
る
。
ふ
な

じ
別
と
て
嫁
家
の
人
口
で
櫛
を
も
つ
て
娘
に
さ
し
て
や
る
と
娘
は
あ
と

を
見
ず
に
嫁
家
に
入
る
。
日
本
で
も
伊
勢
の
斎
宮
の
一
行
が
旅
行
す
る

時
の
暇
乞
ひ
の
時
に
別
れ
の
御
櫛
を
さ
し
て
や
る
と
斎
宮
は
後
を
振
り

か
へ
ら
ず
に
伊
勢
へ
行
く
。
日
本
で
は
櫛
は
親
子
の
別
れ
だ
と
云
ふ
て

ゐ
る
が
、
実
は
、
神
の
も
の
に
な
つ
た
印
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
尊

い
人
を
育
て
る
役
の
者
が
あ
つ
た
。
日
本
で
は
国
々
を
合
せ
て
複
雑
化

し
た
為
に
わ
か
ら
な
く
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
処
が
こ
の
、
子
供
を
育
て

る
者
が
存
外
、
近
代
文
学
、
子
守
り
歌
を
生
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
村

の
組
織
の
呪
、
家
主
の
悪
口
、
子
供
を
脅
し
た
り
、
美
人
を
ね
た
ん
だ

り
す
る
習
慣
は
、
子
守
り
と
い
ふ
雇
用
関
係
は
新
し
い
の
だ
が
、
子
守

り
の
習
慣
は
古
い
。

子
守
り
の
文
学
の
話
を
し
て
行
き
た
い
。

日
本
で
は
、
お
母
さ
ん
の
語
が
本
当
に
あ
つ
た
か
ど
う
か
不
明
。
母
の

事
を
お
や
と
云
ふ
が
、
こ
れ
は
お
ゆ
よ
り
出
て
ゐ
る
の
だ
。
天
照
大
神

は
み
お
や
の
神
と
書
か
れ
て
ゐ
る
が
、
お
婆
さ
ん
で
あ
る
。
昔
の
文
学

の
対
象
は
何
か
。
階
級
は
何
か
と
云
ふ
と
、
帝
王
、
国
王
、
酋
長
等
を

対
象
と
し
た
も
の
だ
。
あ
い
ぬ
の
ゆ
う
か
ら
（
詞
曲
）、お
い
な
（
神
曲
）

と
を
見
る
と
、
発
達
し
た
も
の
は
、
若
い
女
が
子
供
を
育
て
る
。
子
供

が
力
強
い
神
に
な
る
。
最
初
、
神
を
祭
つ
て
あ
る
処
に
、
若
い
英
雄
が

ゐ
て
育
つ
の
で
、
本
当
の
姉
が
育
て
る
の
で
な
く
、
神
を
育
て
る
女
が

あ
つ
て
、
そ
れ
が
次
第
に
あ
い
ぬ
の
物
語
を
生
ん
で
来
る
の
だ
。
こ
れ

は
あ
い
ぬ
の
民
俗
だ
け
で
は
説
明
は
つ
か
ぬ
。
日
本
の
風
習
も
入
れ
た

方
が
簡
単
に
説
け
さ
う
に
思
ふ
。

あ
い
ぬ
の
ゆ
か
ら
は
一
人
称
で
あ
る
。
日
本
に
も
あ
つ
た
筈
だ
。
英
雄

の
一
人
称
の
文
学
。
で
育
て
の
姉
を
考
へ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
日
本
の
後

世
の
風
俗
で
云
ふ
と
子
守
り
。
古
く
い
へ
ば
、
を
ば
で
あ
る
。
母
の
妹

が
、
そ
の
子
を
育
て
る
の
で
。
事
情
に
よ
つ
て
は
、
そ
の
家
と
近
い
家
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の
娘
が
生
れ
た
子
供
を
専
任
で
育
て
る
。
乳
を
飲
ま
せ
る
事
は
子
守
り

の
重
大
要
素
で
は
な
い
。

故
に
う
ば
は
経
産
婦
で
な
く
て
よ
い
の
だ
。
後
う
ば
を
め
の
と
と
い
ふ
。

広
ま
つ
て
男
を
も
め
の
と
と
云
つ
て
ゐ
る
。
尊
い
人
の
後
見
人
で
あ
る
。

女
の
め
の
と
は
今
ま
で
は
妻
の
お
と
。
妻
の
年
の
若
い
姉
妹
だ
と
云
ふ

て
ゐ
る
。
め
の
と
の
起
原
は
、
鵜
葺
草
葺
不
合
命
を
育
て
る
為
に
、
玉

依
姫
が
わ
た
つ
み
の
国
か
ら
子
守
り
に
来
た
。
そ
し
て
育
て
た
後
に
尊

と
夫
婦
に
な
つ
た
。
そ
れ
が
め
の
と
だ
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
昔
の

一
つ
の
話
で
あ
る
。
昔
の
結
婚
法
は
、
妻
は
一
群
の
女
が
や
つ
て
来
る

の
だ
か
ら
、
幾
人
も
後
か
ら
子
供
の
世
話
を
す
る
も
の
が
出
来
て
来
る

わ
け
だ
。
め
の
と
の
語
の
説
明
は
誤
り
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
妻
の

妹
が
尊
い
子
供
を
育
て
た
事
は
本
当
。
そ
れ
と
共
に
そ
の
関
係
が
な
く

と
も
特
殊
な
関
係
あ
る
。
宮
廷
と
豪
族
の
間
で
は
、
宮
廷
生
ま
れ
の
人

が
豪
族
の
家
の
養
子
分
に
な
つ
て
育
て
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
う
ば
と
、

お
ば
が
分
れ
て
ゆ
く
。
お
ば
は
肉
親
、
う
ば
は
他
人
と
云
ふ
事
に
な
る
。

乳
を
含
ま
せ
な
く
て
も
う
ば
で
あ
り
得
る
。
そ
の
習
慣
か
ら
し
て
、
尊

い
皇
子
を
ど
こ
か
の
家
で
育
て
る
責
任
を
持
つ
様
に
な
る
。
そ
の
家
が

尊
い
神
の
子
を
授
か
つ
た
形
で
育
て
ゝ
行
く
。
そ
の
家
を
ば
、
壬
生
部

と
云
ふ
。
そ
の
育
て
る
事
に
関
す
る
雑
役
を
司
る
団
体
で
あ
る
。
宮
廷

の
親
類
で
あ
る
事
も
あ
り
、
豪
族
に
育
て
し
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

こ
れ
は
昔
の
豪
族
の
宮
廷
に
対
す
る
為
事
で
あ
つ
た
。
主
と
し
て
壬
生

に
な
る
家
の
主
人
は
臣
で
あ
ら
は
す
。
大
忌
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
多
く

小ヲ

ミ忌
の
方
の
み
を
神
事
に
伴
な
つ
て
覚
え
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
で
は
な
い
。

小
忌
の
上
の
大
忌
は
臣
と
同
じ
。
尊
い
神
さ
ん
を
育
て
る
家
の
主
が
大

忌
人
で
あ
り
、
為
事
か
ら
云
ふ
と
…
…
親
王
の
為
の
臣
で
あ
り
、
壬
生

で
あ
る
。
こ
の
壬
生
が
日
本
の
叙
事
詩
を
発
達
さ
せ
て
ゐ
る
。
天
子
が

大
嘗
祭
等
で
湯
を
召
す
時
に
そ
ば
に
つ
い
て
ゐ
る
人
を
、
大
忌
、
又
は

大
忌
人
と
云
ふ
。
物
忌
み
す
る
中
の
一
番
重
な
人
で
あ
る
。
大
殿
祭
に

関
す
る
文
献
に
は
大
忌
人
が
出
て
来
る
。
当
時
、
有
力
な
大
臣
の
為
事

で
、
御
湯
殿
の
側
に
侍
候
し
て
ゐ
る
の
が
原
則
で
、
昔
の
形
に
還
し
て

よ
く
わ
か
る
の
は
、
鵜
葺
草
葺
不
合
と
人
皇
の
代
で
は
反
正
天
皇
の
所

に
は
つ
き
り
し
て
ゐ
る
。
こ
と
に
反
正
天
皇
は
天
子
が
生
れ
る
事
に
関

し
て
の
昔
の
儀
礼
に
関
す
る
重
要
な
記
事
を
と
ゞ
め
て
ゐ
る
。
反
正
天

皇
は
淡
路
の
国
で
生
れ
た
と
云
ふ
。
瑞
井
で
産
湯
を
使
は
れ
た
。
そ
の

時
に
丹
比
連
が
瑞
井
の
添
に
立
つ
て
天
つ
神
の
寿
詞
を
読
み
上
げ
た
、

と
云
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
時
に
瑞
井
の
側
に
多
遅
の
花
が
あ
つ

て
水
の
中
に
こ
ぼ
れ
た
。
そ
の
湯
を
用
ゐ
た
の
で
た
ぢ
ひ
の
瑞
歯
別
命

と
云
つ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
で
、
こ
の
天
子
に
関
し
て
丹
比
の
話
が
二

つ
重
つ
て
ゐ
る
。
た
ぢ
ひ
は
い
た
ど
り
で
あ
る
。

成
人
せ
ら
れ
て
見
る
と
歯
が
蝮タ

ジ
ヒの
歯
の
や
う
に
歯
骨
が
、
た
つ
た
一
骨

と
感
じ
る
。
そ
つ
ぱ
で
あ
る
の
だ
。
義
経
も
そ
つ
ぱ
の
猿
ま
な
こ
で
あ

る
。
一
枚
歯
が
多
に
出
て
ゐ
る
事
に
な
る
。
す
る
と
話
が
三
つ
関
連
し

て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
方
が
育
つ
て
、
天
子
と
な
つ
た
の
で
丹
比
の
家

と
関
係
が
深
い
。
後
世
ま
で
天
子
が
争
ふ
の
は
□
□
□
□
□

と
こ
ろ
が
、
丹
比
の
話
は
反
正
帝
に
限
ら
ず
、
も
う
二
ヶ
所
あ
る
。
こ

れ
は
根
本
で
は
一
つ
の
儀
礼
よ
り
出
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
天
子
と
有
力

な
女
性
と
結
婚
す
る
時
に
は
定
つ
た
唱
へ
言
が
あ
つ
た
。

大
国
主
以
来
、
歌
は
れ
て
ゐ
る
そ
れ
が
年
々
皇
族
の
伝
説
の
作
品
に
用
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ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
大
春
日
の
皇
女
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
云

ふ
と
、
大
春
日
の
な
れ
そ
め
の
歌
は
、
大
汝
命
が
沼
河
媛
に
求
婚
し
た

歌
と
似
て
ゐ
る
。
泊
瀬
小
国
の
歌
二
首
あ
る
。
貴
族
の
結
婚
に
は
大
汝
、

…
…
が
愛
人
に
呼
び
か
け
、
結
び
に
歌
が
あ
つ
た
。
こ
れ
を
唱
へ
る
と

大
汝
命
の
時
代
と
同
じ
く
な
る
。
三
つ
殆
ん
ど
同
組
織
で
出
て
ゐ
る
。

妻
覓
ぎ
に
も
子
供
が
生
れ
た
時
に
も
唱
へ
た
。

允
恭
帝
の
時
の
記
録
が
あ
る
。
が
、
そ
れ
以
前
に
あ
つ
た
事
か
も
し
れ

ぬ
。
天
皇
の
（
三
行
欠
）

中
臣
が
大
嘗
祭
の
時
に
唱
へ
る
。
中
臣
寿
詞
を
唱
へ
る
。
天
上
の
水
と

地
上
の
水
と
合
せ
て
、
天
子
の
あ
が
る
酒
、
米
を
作
つ
た
来
歴
の
唱
へ

言
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
家
々
に
よ
つ
て
天
つ
神
寿
詞
は
違
ふ
。
中
臣

寿
詞
は
（
半
行
欠
）

大
嘗
祭
は
米
を
祖
先
と
天
子
が
供
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
本
義
の
伝

つ
て
ゐ
る
間
に
歴
代
の
合
理
化
が
行
は
れ
る
。中
臣
が
さ
う
す
る
の
は
、

天
子
が
神
と
物
を
あ
が
る
時
代
に
な
る
と
、
天
上
の
水
と
地
上
の
水
と

を
ま
ぜ
て
□
□
物
を
お
き
に
な
つ
た
の
だ
。

大
嘗
祭
は
召
し
上
が
る
外
に
天
子
が
生
れ
る
事
も
し
て
ゐ
る
。
平
安
朝

の
宮
廷
の
大
嘗
祭
は
天
子
復
活
の
式
を
す
る
の
だ
。
天
つ
神
の
寿
詞
は

尊
い
人
が
生
れ
る
の
に
対
し
た
も
の
が
入
つ
て
ゐ
た
。

天
つ
神
の
寿
詞
は
国
つ
神
の
寿
詞
に
対
立
し
て
ゐ
る
。
と
も
か
く
天
神

の
寿
詞
に
は
尊
い
御
子
生
れ
る
根
本
の
考
へ
あ
り
。
丹
比
の
唱
へ
る
の

も
、
中
臣
の
や
る
の
も
も
と
は
同
じ
も
の
。
中
臣
は
一
種
の
固
定
し
た

戴
物
を
た
べ
る
為
に
（
二
行
欠
）

壬
生
は
、
つ
ま
り
あ
る
家
の
家
族
が
宮
廷
よ
り
命
ぜ
ら
れ
て
若
御
子
を

育
て
る
事
が
始
ま
る
と
賜
は
る
名
で
あ
つ
て
、
壬
生
の
中
心
は
大
忌
人

で
あ
る
。
故
に
天
子
が
常
に
一
歩
譲
る
場
合
に
は
お
み
と
い
つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
自
分
と
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

允
恭
天
皇
の
時
は
丹
比
の
壬
生
部
が
出
来
る
。
す
る
と
、
そ
の
家
々
で

は
自
分
の
手
で
育
て
あ
げ
た
御
子
に
関
す
る
物
語
を
伝
へ
る
の
だ
。
そ

の
物
語
は
、
産
衣
を
使
ふ
時
に
家
の
そ
ば
で
唱
へ
る
の
で
、
こ
の
祝
詞

で
尊
い
人
の
生
誕
を
語
る
も
の
が
多
か
つ
た
。
同
時
に
あ
る
天
子
の
御

一
代
記
を
伝
へ
る
事
に
な
る
。
天
子
の
生
れ
た
時
の
事
は
壬
生
ま
か
せ
。

そ
の
後
、
御
一
代
、
末
（
一
行
欠
）

古
い
も
の
を
見
る
と
、
天
子
一
代
に
違
つ
た
事
の
み
は
出
な
い
。
大
同

小
異
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
後
に
変
化
し
て
来
る
事
に
な
る
。
つ
ま
り
、

天
子
が
生
ま
れ
た
時
の
育
て
神
の
語
が
壬
生
部
の
家
に
伝
つ
て
天
（
半

行
欠
）

そ
の
伝
記
と
称
す
る
も
の
も
本
当
に
あ
つ
た
事
か
。
類
型
的
な
唱
へ
事

に
違
ひ
な
い
。
だ
か
ら
、
壬
生
部
の
祝
詞
は
沢
山
あ
つ
た
。
残
つ
て
ゐ

る
も
の
少
な
し
。
そ
の
残
つ
た
も
の
ゝ
中
に
も
本
当
の
も
の
は
少
な
い

ら
し
い
。
加
納
諸
平
が
見
つ
け
、
本
居
大
平
も
知
り
、
伴
信
友
等
ま
で

借
り
て
ゐ
る
。
本
居
大
平
が
丹
生
祝
詞
考
を
考
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
本
疑

は
し
い
が
、
用
語
の
中
に
も
新
し
い
も
の
が
あ
る
。

丹
生
祝
詞
は
高
野
山
の
近
く
の
天
野
の
神
に
関
す
る
も
の
で
、
天
よ
り
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女
神
が
来
て
、
あ
ち
こ
ち
へ
神
の
指
定
地
を
定
め
て
歩
い
た
と
云
ふ
。

う
そ
と
し
て
形
が
あ
つ
た
の
だ
。

丹
生
祝
詞
の
組
織
は
も
と
面
白
い
も
の
。
今
の
で
は
普
通
の
丹
生
神
の

祝
詞
と
な
ど
い
ふ
名
前
の
あ
る
事
は
い
は
ゆ
る
天
神
寿
詞
が
い
ろ
〳
〵

な
形
で
伝
播
し
た
事
が
わ
か
る
。
今
現
の
丹
生
祝
詞
は
本
否
不
明
で
あ

る
。
か
く
し
て
考
へ
て
来
る
と
、
丹
生
祝
詞
が
選
ば
れ
た
時
に
云
は
れ

た
語
が
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
る
中
に
変
化
し
て
来
る
。
こ
の
丹
生
の
伝
へ
が

天
子
の
一
代
記
の
語
り
伝
へ
を
作
る
基
礎
に
な
る
。
こ
れ
が
即
、
御
名

代
部
で
あ
る
。
普
通
子
供
が
な
い
為
に
伝
記
が
伝
へ
ら
れ
な
い
の
で
、

子
供
す
べ
き
団
体
を
作
つ
て
、
そ
の
人
の
叙
事
詩
を
と
り
つ
が
せ
る
の

だ
。
お
子
と
し
て
部
曲
を
御
子
代
と
し
、御
名
代
は
天
子
後
（
四
行
欠
）

身
分
の
高
い
女
に
は
御
子
代
、
男
に
は
御
名
代
を
立
て
る
。
名
を
伝
へ

る
の
で
な
く
、
そ
の
人
に
関
す
る
一
体
の
事
を
伝
へ
る
の
で
あ
る
。
後

に
発
達
し
て
荘
園
に
な
る
。
村
を
没
し
た
時
に
作
つ
て
物
語
を
伝
へ
さ

せ
た
の
が
、
私
有
財
産
と
な
る
。

大
春
日
の
皇
后
に
至
つ
て
は
じ
め
て
荘
園
の
意
味
が
は
つ
き
り
し
て
来

る
。
村
が
土
地
と
村
と
、
村
の
起
し
主
の
関
係
か
ら
物
語
が
つ
い
て
来

る
。
皆
同
じ
事
ば
か
り
で
あ
つ
た
の
に
、
同
じ
の
を
嫌
つ
て
、
別
れ
て

来
、
又
合
し
て
来
る
。
こ
れ
を
集
め
る
と
宮
廷
の
外
伝
が
出
来
る
。
あ

ち
こ
ち
に
同
じ
も
の
が
出
て
来
る
わ
け
だ
。
御
子
代
、
御
名
代
は
叙
事

詩
に
第
二
義
の
も
の
が
出
る
も
と
。
は
じ
め
唱
へ
言
よ
り
叙
事
詩
分
岐

し
、
更
に
又
、
天
つ
神
の
寿
詞
よ
り
御
子
代
、
御
名
代
の
叙
事
詩
が
生

れ
て
来
る
。
故
に
記
紀
で
は
系
統
の
事
が
や
か
ま
し
い
。
系
図
の
み
は

間
違
へ
無
い
や
う
に
一
心
に
伝
へ
て
ゐ
る
。
あ
い
ぬ
の
系
図
は
ど
こ
も

か
し
こ
も
系
図
が
合
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
。
記
紀
の
一
大
要
素
は
系
図
の

部
分
で
あ
る
。
昔
の
人
に
と
つ
て
大
切
な
事
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
見
て

ゆ
く
と
、
記
紀
の
中
に
姉
妹
が
一
人
の
天
子
の
子
を
生
ん
で
ゐ
る
の
は

昔
は
一
群
の
妻
を
も
つ
た
為
で
あ
る
。
た
ゞ
母
の
妹
が
次
に
母
の
後
に

直
る
だ
け
で
な
く
、
母
の
妹
と
は
自
分
を
育
て
ゝ
く
れ
る
そ
の
女
と
自

分
が
夫
婦
に
な
る
。す
る
と
み
ぶ
べ
と
の
関
係
が
非
常
に
密
接
に
な
る
。

そ
の
他
に
妻
の
妹
と
結
婚
す
る
の
と
二
つ
の
形
が
あ
る
。

母
の
妹
と
結
婚
す
る
と
壬
生
の
家
と
の
関
係
も
深
ま
る
。
神
代
の
話
を

そ
の
ま
ゝ
信
ず
れ
ば
、
人
皇
以
前
は
海
の
神
と
の
関
係
が
密
接
に
な
つ

て
ゐ
る
。
さ
て
、
こ
の
結
婚
の
子
か
ら
親
へ
の
方
法
で
見
る
と
、
母
の

妹
と
子
と
（
一
）
の
が
原
則
ら
し
い
。
そ
の
母
の
妹
と
い
ふ
の
に
は
為

事
が
い
ろ
〳
〵
あ
る
が
、
同
じ
神
聖
な
為
事
さ
へ
す
れ
ば
血
統
上
の
妹

で
な
く
と
も
信
仰
上
の
妹
で
い
ゝ
の
だ
。
例
へ
ば
、
鵜
葺
草
葺
不
合
を

豊
玉
姫
が
産
み
、
育
て
た
の
は
小
母
の
玉
依
そ
の
他
沢
山
の
子
守
が
ゐ

た
。
大
湯
坐
、
若
湯
坐
、
飯
嚼
、
乳
母
、
湯
母
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
お

も
は
母
に
も
乳
母
の
意
味
に
用
ゐ
て
ゐ
る
が
、
主
と
し
て
お
も
は
乳
母

の
事
。
古
い
処
で
お
も
の
し
る
（
乳
汁
）
等
云
ふ
の
は
、
母
か
乳
母
か

わ
か
ら
ぬ
。
万
葉
で
は
、「
み
ど
り
ご
の
為
こ
そ
お
も
は
求
む
と
い
へ
乳

飲
め
や
君
が
お
も
求
む
ら
む
」
の
お
も
に
乳
母
と
母
と
の
近
似
し
た
用

語
例
を
用
ゐ
て
面
白
が
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

大
湯
坐
、
若
湯
坐
、
飯
嚼
、
乳
母
、
湯
母
等
︱
︱
こ
れ
等
の
役
目
が
揃

ふ
事
も
揃
は
ぬ
事
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
皆
同
族
に
違
ひ
な
い
。

処
が
こ
の
母
の
為
事
を
知
る
も
の
ゝ
う
ち
に
、
小
母
が
出
来
て
来
る
訣
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で
、
そ
れ
が
う
ば
と
代
つ
て
行
く
。
こ
の
う
ば
が
姥
と
乳
母
と
に
岐
れ

て
来
る
。
小
母
は
小
さ
い
神
を
育
て
る
処
の
聖
な
る
女
と
い
ふ
事
で
あ

る
。
そ
れ
で
つ
ま
り
山
姥
は
小
さ
い
神
を
育
て
ゝ
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。

小
さ
い
神
が
金
時
等
言
は
れ
て
来
る
の
だ
。
そ
れ
が
人
間
の
坂
田
金
時

と
結
び
つ
い
た
の
だ
。

足
柄
は
山
姥
舞
の
山
姥
の
根
拠
地
。
そ
の
山
姥
と
小
母
と
小
さ
い
神
と

の
関
係
が
結
び
つ
い
た
も
の
。
小
母
は
大
体
正
式
の
妻
の
妹
と
云
ふ
事
。

わ
れ
〳
〵
御
飯
を
ま
ゝ
と
い
ふ
。
昔
は
上
品
で
あ
つ
た
。
今
で
は
下
品

が
ら
れ
る
。
ま
ゝ
、
め
し
、
い
ひ
の
区
別
は
わ
か
ら
ぬ
。
御
膳
は
ど
う

や
ら
わ
か
る
が
、
ま
ゝ
と
い
ふ
の
は
飯
嚼
み
を
し
た
そ
の
物
が
ま
ゝ
で

あ
り
、
嚼
む
人
も
ま
ゝ
。
お
も
は
液
体
の
も
の
に
関
し
て
ゐ
る
。
重
湯

も
、お
も
に
関
係
が
あ
る
。そ
の
ま
ゝ
を
食
べ
さ
せ
る
役
の
も
の
を
ま
ゝ

と
云
ふ
。
平
安
朝
の
ま
ゝ
は
乳
母
で
同
時
に
継
母
の
事
も
を
も
ま
ゝ
と

い
ふ
。
乳
母
が
母
代
り
に
な
る
時
に
名
称
が
連
続
し
て
ま
ゝ
と
い
ふ
の

だ
。
そ
れ
が
ま
ゝ
は
ゝ
で
あ
る
。
継
の
字
を
宛
て
る
の
は
意
味
に
よ
つ

た
の
で
は
な
い
。
ま
ゝ
は
父
が
母
の
代
り
に
愛
し
た
女
で
あ
る
。
一
群

の
女
の
嫁
入
り
が
な
く
な
り
、
貴
族
の
世
で
は
、
女
と
女
房
の
一
群
が

嫁
し
て
来
る
。
そ
の
中
の
選
ば
れ
た
も
の
が
主
人
に
愛
せ
ら
れ
る
。
そ

し
て
ま
ゝ
は
ゝ
に
な
つ
て
来
る
。
こ
れ
が
御
子
代
、
御
名
代
の
話
と
併

行
し
て
、
日
本
文
学
を
生
み
出
し
、
又
文
学
に
影
を
落
と
し
て
ゐ
る
。

六
月
末
日

壬
生
と
は
何
ぞ
。
壬
生
の
女
神
の
信
仰
を
語
り
伝
へ
る
語
部
で
、ミ
フ
、

ニ
フ
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
壬
生
は
又
乳
部
・
入
部
と
も
書
い
て
ゐ
る
が
、

乳
部
は
意
味
か
ら
、
入
部
は
音
、
入ニ

フ

を
用
ゐ
て
、
ニ
フ入ニ

フ部
と
ベ

云
つ
た
か
と

も
見
え
る
が
、
他
の
説
明
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
前
者
は
ち
お
も
を
代
表

と
し
て
見
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
入
は
水
に
入
る
故
で
、
入
、
か
づ
く
で
、

日
本
で
は
水
に
入
る
と
云
ふ
事
が
わ
か
つ
た
の
だ
。
水
に
入
る
部
曲
と

は
変
だ
と
思
は
れ
る
が
、
入
を
宛
て
る
の
に
は
、
音
と
意
味
と
に
よ
る

面
白
さ
が
あ
る
の
だ
。

に
ふ
の
語
原
は
ま
だ
と
け
な
い
が
、
み
ふ
は
水
の
女
神
の
名
前
で
あ
る

事
だ
け
は
わ
か
る
。
宮
廷
の
御ゴ

産
の
時
に
は
、
昔
は
必
ず
壬
生
の
氏
人

が
出
て
来
た
。
臨
時
に
壬
生
を
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
壬
生
は
臨
時
の

職
と
し
て
の
名
前
で
あ
る
。
日
本
の
大
き
な
家
々
で
は
大
く
水
の
神
の

信
仰
を
も
つ
て
ゐ
た
。
儀
礼
・
信
仰
状
態
の
違
つ
て
ゐ
た
も
の
が
宮
廷

を
中
心
と
し
て
歩
み
寄
る
。
尊
い
人
の
後
見
役
と
定
ま
る
の
は
…
…
皇

子
の
壬
生
部
と
称
す
る
も
の
で
、
夫
々
の
家
の
水
の
呪
術
を
も
つ
て
皇

子
に
仕
へ
る
。
天
子
一
代
の
中
に
度
々
繰
り
返
し
若
く
健
康
で
あ
る
保

証
と
し
た
の
で
、
天
子
病
の
時
等
臨
時
に
行
つ
て
ゐ
た
。
か
く
し
て
来

る
と
代
々
宮
廷
に
於
け
る
天
子
の
妻
妾
︱
︱
王
氏
出
と
他
氏
出
と
あ
り
、

王
氏
は
火
、
他
氏
は
水
の
信
仰
に
関
係
が
あ
る
。
水
に
仕
へ
て
ゐ
る
他

氏
の
呪
術
で
宮
廷
に
入
る
の
で
宮
廷
自
身
の
呪
術
は
ひ
に
関
連
し
太
陽

の
日
に
考
へ
が
結
び
つ
い
て
来
る
。
歴
代
の
天
子
の
中
に
は
他
氏
出
の

母
の
方
と
王
氏
の
母
の
方
と
二
通
り
あ
る
。
前
者
は
（
後
者
の
信
仰
に

つ
い
て
わ
か
ら
ぬ
処
あ
り
）
母
が
出
た
し
る
し
が
残
る
。
そ
れ
が
壬
生

部
で
、
御
子
代
部
、
御
名
代
部
と
称
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
、
壬
生
部
の

一
転
化
し
た
も
の
。
壬
生
部
は
、
母
子
の
伝
へ
を
兼
ね
持
つ
て
ゐ
る
わ
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け
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
傾
向
で
わ
け
る
と
、
多
く
…
…
の
壬
生
と
称
し

て
ゐ
る
家
に
は
子
供
の
尊
い
皇
子
に
関
す
る
物
語
を
伝
へ
て
ゐ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、母
の
方
の
信
仰
を
伝
へ
た
も
の
が
あ
る
。
私
部
で
あ
る
。

私
は
天
子
に
対
し
て
私
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
天
子
が
御
子
だ
か
夫
だ
か

わ
か
ら
ぬ
。
普
通
は
母
子
関
係
に
な
る
。

　
　

天
子
︱
日
置
部　

日
置
舎
人
部　

…
…
大
…
…
部　

日
置
、
舎
人
部

　
　

妃
︱
︱ 

私
部　
　

子
代

　
　

皇
子
︱
壬
生
部　

名
代　

混
乱
し
て
了
つ
て
ゐ
る

王
族
に
関
す
る
部
曲
は
か
く
三
通
り
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
天
子
に
対
し

て
私
部
と
云
ふ
。
こ
れ
は
私キ

サ
イ
チ（
べ
）

部
︱
︱ 
き
さ
い
つ
べ
︱
︱ 

と
云
ふ
処
か

ら
、
妃
の
意
味
の
な
い
私
が
キ
サ
イ
と
云
は
れ
た
も
の
で
、
沢
山
の

私
部
を
総
合
し
て
特
殊
な
名
を
捨
て
て
、
私
部
と
云
ふ
や
う
に
な
つ
た
も

の
で
、
日ヒ

オ
キ置
等
云
ふ
の
は
古
く
な
つ
て
昔
の
俤
が
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。

私
部
のヘ

キ
・
ヒ
キ
方
が
古
い
印
象
が
あ
る
。

き
さ
き
が
私
部
を
持
つ
の
は
宮
廷
の
認
め
た
私
の
領
地
の
は
じ
め
で
荘

園
の
歴
史
と
し
て
は
考
へ
て
見
る
要
あ
り
。
一
々
古
は
伝
統
的
な
物
語

を
持
つ
て
ゐ
た
。
前
述
の
大
春
日
の
皇
后
が
子
供
が
な
く
て
、
足
ず
り

を
し
て
泣
い
た
と
云
ふ
の
は
悪
く
見
れ
ば
私
有
財
産
の
強
請
で
あ
る
。

母
の
時
は
私
部
、
子
供
の
時
は
壬
生
部
、
同
時
に
壬
生
部
に
は
育
て
の

親
の
家
の
伝
説
を
含
ん
で
ゐ
る
。
つ
ま
り
、
皇
子
に
関
係
し
て
の
物
語

は
家
々
が
持
ち
伝
へ
る
故
に
壬
生
部
の
名
代
で
あ
る
と
共
に
育
て
た
側

よ
り
云
へ
ば
壬
生
部
の
伝
承
に
な
る
。
そ
れ
で
名
代
の
伝
承
、
壬
生
部

⎧⎨⎩

キ
シ
ヤ
ベ
︱
キ
サ
イ

の
伝
承
と
が
出
て
来
る
。
育
て
の
親
は
子
の
母
の
出
た
処
で
、
正
確
に

は
母
の
妹
が
子
の
妻
に
な
つ
て
来
る
。
妃
の
妹
が
皇
子
の
妃
と
な
る
の

だ
。
故
に
一
面
よ
り
見
る
と
壬
生
部
は
妃
の
妹
の
為
に
伝
へ
た
も
の
に

な
つ
て
来
る
。
皇
子
の
伝
承
は
、
皇
子
が
天
子
に
な
れ
ば
日
置
の
伝
承

と
な
る
と
共
に
壬
生
部
の
伝
承
で
も
あ
つ
た
。

私
部
、
壬
生
部
は
一
面
、
女
の
貴
人
の
部
曲
だ
と
も
云
へ
る
訳
だ
。
こ

の
伝
へ
が
記
紀
、
そ
の
他
の
書
物
に
断
片
的
に
伝
へ
ら
れ
、
例
へ
ば
允

恭
天
皇
は
、
磐
余
の
稚
桜
の
宮
に
ゐ
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
方
の
部
曲

が
稚
桜
部
、
又
若
狭
部
と
云
ふ
風
に
も
云
は
れ
て
ゐ
る
。
此
伝
承
は
誉

知
部
の
伝
承
で
あ
つ
て
、
垂
仁
の
御
子
の
本
牟
智
和
気
の
命
が
生
ま
れ

た
時
の
話
が
あ
る
が
、
こ
の
方
が
詳
し
い
伝
へ
で
あ
る
。
出
雲
人
の
杵

築
宮
の
神
が
物
を
云
は
せ
な
い
の
だ
と
わ
か
つ
て
、
出
雲
へ
行
つ
た
。

味
耜
高
彦
根
の
神
が
物
を
云
は
な
か
つ
た
と
云
ふ
話
と
同
じ
話
。
す
る

と
、
磐
余
の
池
の
話
も
同
じ
話
で
、
極
く
簡
単
な
物
に
な
つ
て
ゐ
る
。

舟
に
載
せ
て
ゆ
る
の
は
鎮
魂
法
を
ほ
ど
こ
し
て
ゐ
る
信
仰
と
同
じ
事
で

あ
る
。
後
人
は
遊
ん
で
ゐ
る
と
見
た
の
だ
。

考
へ
れ
ば
反
正
天
皇
の
丹
治
比
の
壬
生
部
の
話
と
似
て
ゐ
る
。
一
つ
の

伝
承
が
、
前
後
二
部
分
に
分
れ
て
伝
つ
て
ゐ
る
。
半
分
づ
ゝ
二
人
の
方

に
つ
い
て
ゐ
る
。
か
く
一
つ
の
事
が
幾
や
う
に
も
伝
へ
ら
れ
て
、
昔
し

た
い
ろ
ん
な
事
を
し
た
儀
礼
を
語
り
伝
へ
た
の
が
事
実
の
や
う
に
思
は

れ
た
の
だ
。
誰
の
時
の
話
を
、後
ろ
の
方
に
う
つ
し
た
か
は
不
明
。
た
ゞ

わ
か
る
の
は
祭
り
の
儀
礼
に
な
つ
て
ゐ
る
。
祭
り
の
唱
へ
言
が
歴
史
上

の
事
実
の
や
う
に
語
り
伝
へ
ら
れ
た
の
だ
。
故
に
昔
の
口
頭
に
伝
承
せ

ら
れ
た
物
語
は
結
極
少
し
に
な
つ
て
了
ふ
。
非
常
に
少
な
い
数
に
ま
と
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ま
つ
て
了
ふ
。
そ
れ
は
ま
う
一
例
を
引
い
て
み
る
。
一
度
、
こ
の
世
に

生
れ
て
来
て
大
き
な
儀
礼
の
中
の
一
部
分
を
占
め
た
場
合
は
ど
う
し
て

も
な
く
な
ら
ぬ
。
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
間
に
共
通
の
処
が
出
て
来
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
一
つ
は
昔
の
長
い
詞
に
︱
︱
文
章
に
関
す
る
記
憶
が

重
大
だ
と
し
た
信
仰
か
ら
出
て
ゐ
る
。
故
に
一
度
出
た
詞
は
分
裂
し
て

も
、
ど
こ
か
に
似
た
も
の
が
あ
る
。
丹
比
の
話
と
同
じ
事
に
な
る
。
形

式
か
ら
見
て
も
日
置
に
重
き
を
お
い
て
ゐ
る
。
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と

い
ふ
の
で
、
ど
う
し
て
も
あ
る
部
分
を
保
存
さ
せ
や
う
と
努
力
す
る
や

う
に
な
つ
て
、
不
自
然
な
形
が
残
る
。

例
へ
ば
、
大
和
よ
り
京
を
天
智
が
遷
す
時
に
、
額
田
王
の
作
歌
に
対
し

て
、
井
戸
王
の
和
す
る
歌
に
、

　
　

 

三
輪
山
の
林
の
先
の
さ
ぬ
は
り
の
衣
に
つ
く
な
す
目
に
つ
く
わ

が
せ

わ
が
せ
の
対
象
は
男
で
、
男
へ
男
か
女
が
歌
ひ
か
け
る
の
で
あ
つ
て
、

こ
の
歌
は
続
け
た
歌
で
も
（
四
行
欠
）

古
事
記
で
は
、

　
　

や
す
み
し
ゝ
わ
が
大
王
、

紀
で
は
、

　
　

わ
が
逃
げ
の
ぼ
り
し
、
榛
が
枝
あ
せ
を

と
あ
る
。
こ
の
あ
せ
を
と
似
た
の
は
、
日
本
武
尊
が
、

　
　

尾
張
に
た
ゞ
に
向
か
へ
る
一
つ
松
あ
せ
を

と
あ
る
の
は
、
日
本
武
尊
に
つ
け
て
い
う
た
に
違
ひ
な
い
。（
四
行
欠
）

舎
人
が
作
つ
た
の
を
皇
后
が
と
り
な
さ
れ
て
、
天
子
の
気
持
ち
が
な
ほ

つ
た
と
云
ふ
。
こ
れ
は
舎
人
部
の
伝
承
で
は
な
い
か
。
舎
人
に
つ
い
て

ゆ
く
事
情
は
と
云
ふ
と
、
こ
の
歌
が
云
ふ
大
泊
瀬
部
、
詳
し
く
は
大
泊

瀬
舎
人
部
と
云
ふ
も
の
は
、
舎
人
部
の
伝
承
で
あ
る
。
と
ね
り
は
采
女

と
対
照
的
の
語
で
宮
廷
か
ら
隔
つ
た
国
々
の
酋
長
た
ち
の
子
女
を
ば
宮

廷
の
神
に
仕
へ
さ
せ
て
地
方
へ
帰
す
。
す
る
と
、
こ
れ
が
宮
廷
の
信
仰

を
地
方
へ
宣
布
し
た
一
番
有
力
な
方
法
で
あ
つ
た
。
大
舎
人
部
に
対
し

て
采ウ

ネ
ベ部
と
云
ふ
て
ゐ
る
︱
︱
後
に
女
を
主
と
し
た
面
影
が
な
く
な
る

︱
︱
こ
れ
が
雄
略
天
皇
に
仕
へ
た
地
方
の
豪
族
の
子
が
、
天
皇
の
名
を

伝
へ
た
村
を
作
つ
て
大
和
宮
廷
の
信
仰
を
宣
伝
す
る
の
は
雄
略
天
皇
の

部
曲
に
な
る
。
そ
の
伝
承
の
う
ち
の
一
部
だ
と
思
は
れ
る
。

采
女
に
関
し
た
の
は
、
沢
山
あ
る
。
雄
略
天
皇
の
時
に
例
を
と
る
と
、

天
皇
は
泊
瀬
の
百
枝
槻
の
下
に
ゐ
ま
し
て
…
…

こ
の
時
の
歌
は
古
い
天
語
の
文
句
を
そ
の
ま
ゝ
歌
つ
た
も
の
故
に
天
語

歌
で
あ
る
。
三
重
の
采
女
の
手
落
ち
を
な
ぜ
怒
ら
れ
た
か
不
明
だ
が
、

こ
ゝ
の
歌
か
ら
そ
ん
な
事
実
を
出
し
て
来
た
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
歌

は
、は
じ
め
家
ぼ
め
の
歌
で
あ
る
。
つ
い
で
鎮
魂
の
歌
に
な
つ
て
ゐ
る
。

断
片
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
天
語
歌
の
形
式
を
と
つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
が
采
女
部
の
伝
承
で
あ
る
。
処
が
他
に
も
天
子
が
采
女
を
殺
さ
う

と
し
た
例
は
あ
る
。
葛
城
皇
子
が
浅
香
の
采
女
か
ら
安
積
山
の
歌
を
聞

い
た
の
と
同
じ
事
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
処
に
采
女
部
の
伝
承
の
中
心
が
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

天
子
に
対
す
る
一
種
の
魂
を
鎮
め
る
ま
じ
つ
く
に
関
し
た
歌
が
あ
つ
て
、

そ
の
歌
を
中
心
と
し
て
ま
じ
な
ひ
が
行
は
れ
た
。
も
つ
と
他
に
も
あ
る
。
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こ
れ
が
抜
き
出
さ
れ
た
。
す
る
と
わ
か
る
事
は
天
子
に
関
し
て
は
男
・

女
二
つ
の
部
曲
あ
り
。
宮
廷
及
び
天
子
に
関
す
る
信
仰
を
伝
へ
て
行
つ

た
事
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
一
つ
の
歌
が
生
れ
て
来
る
と
い
ふ
事
が
出
来

る
。

雄
略
の
三
重
の
采
女
に
関
し
た
の
と
舎
人
を
殺
さ
う
と
し
た
時
と
似
て

ゐ
る
が
、
前
半
は
家
ぼ
め
の
歌
で
、
家
ぼ
め
の
歌
が
古
い
歌
に
非
常
な

勢
力
が
あ
つ
た
が
、
こ
れ
は
誰
が
し
た
。
水
の
神
の
信
仰
を
も
ち
ま
は

つ
て
、
水
に
関
し
た
歌
の
伝
へ
と
（
一
）、
家
ぼ
め
の
詞
を
持
ち
歩
い
て

家
あ
る
じ
の
健
康
と
、
家
の
安
全
（
二
）
を
祈
る
。
こ
の
二
つ
を
も
つ

て
歩
い
た
事
が
わ
か
る
。
し
て
見
る
と
、
あ
ち
こ
ち
を
漂
流
し
て
歩
く

処
の
神
人
は
少
く
と
も
二
つ
の
口
頭
の
詞
章
を
も
つ
て
歩
い
た
。
呪
詞

の
事
も
あ
り
、
又
叙
事
詩
の
短
く
な
つ
た
歌
で
あ
る
事
も
あ
る
が
、
さ

う
い
ふ
も
の
を
も
つ
て
歩
い
た
と
云
ふ
事
が
わ
か
る
。
水
と
家
と
に
関

す
る
も
の
。
そ
れ
が
複
合
し
、
合
理
化
し
て
又
新
し
い
理
会
の
出
て
来

た
も
の
が
、
奈
良
朝
以
前
の
文
献
に
現
れ
て
来
て
ゐ
る
の
だ
。
本
当
に

全
く
、
昔
の
ま
ゝ
に
伝
つ
た
も
の
は
な
い
わ
け
だ
。
す
べ
て
の
古
い
も

の
を
読
む
時
に
は
、
こ
の
用
意
を
も
つ
て
読
ま
ね
ば
だ
め
で
あ
る
。

出
雲
の
ほ
か
ひ
の
こ
と
ば
は
、
日
本
の
文
学
を
う
な
が
す
の
に
力
が
あ

つ
た
事
を
考
へ
て
、
風
土
記
、
日
本
紀
、
万
葉
な
ど
を
読
ん
で
い
た
ゞ

き
た
い
。

十
月
六
日

采
女
の
起
原
は
す
べ
て
が
雄
略
天
皇
に
関
連
し
て
説
か
れ
て
ゐ
る
。
故

に
、
雄
略
時
代
に
起
つ
た
も
の
と
見
て
、
差
し
支
へ
な
い
。
一
体
、
雄

略
の
御
代
は
い
つ
か
。
雄
略
の
御
名
に
於
て
伝
へ
る
伝
説
の
部
分
が
あ

る
か
ら
か
つ
き
り
雄
略
時
に
采
女
が
起
つ
た
と
云
ふ
不
自
然
な
事
は
云

へ
ぬ
。
結
極
、
采
女
の
起
原
説
は
雄
略
に
集
中
し
て
ゐ
、
又
さ
う
信
じ

ら
れ
て
ゐ
た
と
云
へ
る
だ
け
。
そ
れ
と
同
時
に
采
女
の
宮
廷
に
お
け
る

呪
力
、
呪
術
の
起
原
は
雄
略
の
御
代
を
起
原
と
信
じ
て
ゐ
た
と
云
へ
る
。

こ
れ
は
不
思
議
な
事
で
あ
る
。
も
一
つ
考
へ
る
べ
き
は
女
人
が
宮
廷
に

仕
へ
て
ゐ
る
事
は
ど
こ
ま
で
遡
つ
て
よ
い
か
。
年
代
の
限
界
不
明
。
故

に
あ
る
点
、
雄
略
を
も
つ
て
始
ま
つ
た
と
見
る
説
が
昔
に
あ
つ
た
の
も

の
と
見
た
ら
更
に
よ
い
。
昔
の
人
に
も
わ
か
ら
ぬ
ほ
ど
古
く
、
し
か
も

古
人
に
は
起
原
の
と
け
ぬ
も
の
は
価
値
が
な
い
の
で
、
あ
る
程
度
の
と

こ
ろ
に
起
原
を
求
め
て
お
く
。
つ
ま
り
、
雄
略
に
も
つ
て
来
る
事
も
い

ろ
ん
な
事
が
雄
略
に
関
係
深
か
つ
た
為
に
、
起
原
に
こ
の
天
子
を
と
つ

た
と
も
云
へ
る
。

と
こ
ろ
が
、
采
女
は
ど
う
い
ふ
文
学
を
伝
へ
て
ゐ
た
か
。
采
女
の
文
学

︱
︱ 

も
つ
て
ゐ
た
、
又
勢
力
範
囲
が
ど
の
位
ひ
ろ
が
つ
て
ゐ
た
か
、
或

は
安
積
山
の
歌
の
如
き
、
奥
州
ま
で
拡
つ
て
ゐ
た
一
種
の
呪
歌
が
、
奥

州
ま
で
い
つ
て
ゐ
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
逆
に
云
へ
ば
奥
州
よ
り
出
て

奥
州
へ
か
へ
つ
た
と
も
云
へ
る
。
更
に
遠
い
半
島
諸
国
か
ら
采
女
を
召

し
て
ゐ
ら
れ
る
。
紀
の
百
済
新
撰
と
云
ふ
書
物
に
よ
る
と
、
百
済
の
国

の
適ユ

ケ稽
郎
女
が
雄
略
天
皇
に
仕
へ
て
ゐ
た
事
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
日
本

の
池
津
媛
で
あ
る
。
す
る
と
逆
に
采
女
の
勢
力
が
百
済
に
ま
で
及
ん
だ

と
云
へ
る
。
百
済
よ
り
来
た
事
を
示
す
と
と
も
に
采
女
部
の
力
が
そ
こ

ま
で
拡
つ
て
ゐ
た
事
が
わ
か
る
。
采
女
部
の
文
学
が
、
池
津
媛
が
持
つ
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て
ゆ
か
ず
と
も
、
伝
播
し
て
ゐ
た
事
は
わ
か
る
。
そ
の
文
学
は
天
語
歌

を
中
心
と
し
て
ゐ
る
ら
し
い
。
天
語
の
歌
に
は
、

　
　

い
し
た
ふ
や
天
馳
使
こ
と
の
語
り
言
も
こ
を
ば

と
云
ふ
証
明
の
文
句
が
つ
い
て
ゐ
る
。
一
方
は
私
部
の
方
の
話
で
い
つ

た
。

雄
略
の
采
女
の
歌
も
天
語
と
云
ふ
。
す
る
と
、
采
女
の
呪
歌
が
私
部
、

少
な
く
と
も
大
春
日
の
皇
后
の
伝
記
中
に
織
り
込
ま
れ
た
天
語
歌
の
影

響
と
同
じ
も
の
が
三
重
采
女
の
歌
に
出
る
。
す
る
と
采
女
の
歌
と
私
部

の
歌
と
根
本
は
一
つ
だ
。
前
回
、
水
、
酒
、
禊
水
は
、
水
と
し
て
同
じ

も
の
だ
と
云
ふ
事
に
な
つ
た
が
、
根
本
で
は
采
女
部
と
私
部
と
の
間
に

明
ら
か
な
区
别
を
見
出
す
事
が
出
来
な
い
。
処
が
も
一
つ
問
題
に
す
れ

ば
問
題
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
わ
れ
〳
〵
は
采
女

の
語
源
は
不
明
。
采
女
に
対
し
て
、
を
と
め
と
い
ふ
語
あ
り
。
ど
う
も

対
立
的
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
万
葉
の
歌
を
見
て
も
、「
を
と
め
が
と

も
は
と
も
し
き
ろ
か
も
」
等
と
用
ゐ
て
ゐ
る
。
宮
廷
に
仕
へ
天
子
の
そ
ば

に
ゐ
る
も
の
を
、
を
と
め
の
語
で
示
す
。
を
と
こ
と
対
し
て
ゐ
る
と
し

て
簡
単
に
見
て
ゐ
る
が
、
も
つ
と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
を
と
め

は
例
へ
ば
、
明
石
海
峡
か
ら
兵
庫
に
入
る
と
、
敏
馬
、
ミ
ル
メ

ミ
ヌ
メ

の
浦
、
又
は

を
と
め
と
云
つ
た
ら
し
い
。
万
葉
に
、
玉
藻
刈
る
敏
馬
を
過
ぎ
て
夏
草

の
野
島
が
崎
に
…
…
。
を
と
め
を
考
へ
る
と
変
な
感
じ
が
す
る
。
を
と

め
神
あ
り
。
丹
波
の
八
処
女
な
ど
で
代
表
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

を
と
め
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
を
と
こ
と
対
立
し
、
更
に
前
は
、
復ヲ

ツ活

〈
男女

で
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
復
活
す
る
と
は
神
事
を
行
ふ
資
格
を
得
る
事

が
日
常
生
活
を
別
と
考
へ
ら
れ
て
復
活
と
云
ふ
事
に
な
つ
て
来
る
。

　
　

藤
原
の
大
宮
仕
へ
あ
れ
つ
が
む
処
女
が
と
も
は
と
も
し
き
ろ
か
も

あ
れ
つ
ぐ
は
、
現
れ
続
く
と
云
ふ
事
。
そ
れ
が
を
と
め
、
即
ち
神
の
女

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
処
が
本
当
に
云
ひ
切
れ
ぬ
が
、
を
と
め
と
云
ふ

事
は
地
方
の
神
を
祀
る
女
と
云
ふ
事
で
は
な
か
ら
う
か
。
宮
廷
の
神
以

外
の
神
を
ま
つ
る
為
に
出
た
男
女
が
を
と
め
、
を
と
こ
。
宮
廷
に
ゐ
る

事
に
よ
つ
て
を
と
め
、
を
と
こ
と
云
ふ
。
宮
廷
以
外
の
邑
々
の
信
仰
を

保
つ
為
に
復
活
し
復
活
し
し
て
来
る
も
の
ら
し
い
。
そ
れ
が
同
時
に
地

方
の
神
に
属
す
る
も
の
が
宮
廷
に
関
係
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
宮
廷

に
入
り
、
宮
廷
の
も
の
ま
で
を
と
め
と
云
ふ
様
に
な
る
。
地
方
の
半
神

職
、
半
神
女
は
、
を
と
め
、
を
と
こ
で
表
は
す
。
後
の
神
輿
か
き
は
を

と
こ
で
表
は
す
事
が
出
来
た
。

そ
の
を
と
め
が
丹
波
の
八
処
女
等
云
ふ
事
で
表
は
さ
れ
る
。
地
方
巫
女

の
意
味
を
持
つ
て
ゐ
る
と
思
つ
て
は
ど
う
か
と
思
ふ
。

宮
廷
で
は
別
の
こ
と
ば
が
あ
り
、
そ
れ
が
采
女
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
　

玉
藻
刈
る
敏
馬
を
過
ぎ　

一
本
を
と
め

を
軽
く
見
て
ゐ
る
が
、
敏
馬
と
を
と
め
の
関
係
を
知
ら
ぬ
為
で
あ
る
。

敏
馬
は
若
い
水
の
神
よ
り
表
は
れ
禊
ぎ
を
す
す
め
る
神
女
と
云
ふ
事
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
地
名
を
を
と
め
と
云
ひ
か
へ
て
ゐ
る
の
は
不
思
議
で

あ
る
。
こ
の
地
名
が
動
き
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
る
と
、
敏
馬
と

を
と
め
の
密
接
な
関
係
に
あ
る
事
を
知
つ
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。
敏
馬

と
を
と
め
の
関
係
を
知
ら
ぬ
と
し
て
も
、
間
違
ふ
理
由
が
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
敏
馬
の
地
を
処
女
と
云
つ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
何
に
し
て
も
二
者

入
れ
か
へ
る
自
然
な
事
情
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
な
る
音
韻
変
化
で

は
な
い
。
内
容
を
知
つ
て
変
つ
た
か
、
地
名
を
を
と
め
と
云
つ
た
か
、
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と
も
か
く
敏
馬
と
、
を
と
め
の
関
係
を
理
会
せ
ね
ば
歌
が
あ
る
わ
け
な

い
。
こ
の
歌
、
民
謡
故
に
か
な
ら
ず
し
も
摂
津
と
淡
路
の
野
島
崎
で
な

く
て
も
、
他
の
地
方
に
こ
の
地
形
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
か
も
知
れ

ぬ
。

単
な
る
間
違
ひ
と
今
日
で
は
考
へ
や
す
い
が
さ
う
で
な
く
、
処
女
神
と

い
ふ
も
の
を
ば
言
ふ
事
が
出
来
れ
ば
、
地
方
の
神
、
更
に
考
へ
ね
ば
地

方
の
巫
女
が
神
に
仕
へ
る
事
に
よ
つ
て
、
神
と
同
格
に
な
り
、
神
の
影

に
隠
れ
る
。
神
祭
り
の
時
、
神
は
実
際
表
は
れ
ず
、
神
の
代
理
者
と
し

て
の
巫
女
は
同
時
に
神
に
な
る
。
そ
れ
で
、
今
暫
ら
く
の
と
こ
ろ
、
地

方
の
巫
女
が
地
方
の
巫
女
と
し
て
あ
る
時
が
を
と
め
、
一
方
、
采
女
は

地
方
の
巫
女
で
あ
つ
て
も
宮
廷
に
於
け
る
巫
女
と
云
ふ
意
味
の
生
活
を

す
る
と
、
采
女
に
な
る
。
か
く
説
く
と
云
ふ
と
大
体
、
不
都
合
な
く
説

明
が
す
べ
て
の
事
に
つ
く
。

ま
づ
采
女
の
携
へ
歩
い
た
歌
と
云
ふ
も
の
は
、
安
積
山
の
様
な
歌
、
天

語
り
の
歌
、
の
様
な
も
の
を
中
心
と
し
た
一
団
の
も
の
で
あ
つ
た
様
に

思
は
れ
る
。
采
女
の
文
学
と
私
部
の
文
学
と
似
て
ゐ
、
手
順
を
経
て
見

る
と
、
同
じ
事
ら
し
い
。
采
女
に
対
し
て
、
舎
人
及
び
舎
人
部
の
事
を

云
ふ
て
部
曲
の
文
学
の
話
を
と
ぢ
る
。

舎
人
の
事
は
度
々
既
に
申
し
た
。
山
部
の
文
学
の
話
に
山
の
暦
、
天
子

に
関
す
る
暦
の
事
を
云
ふ
た
筈
。
舎
人
の
語
源
不
明
で
あ
る
。
舎
人
と

似
た
言
葉
は
と
ね
と
云
ふ
語
。
と
ね
と
云
ふ
語
は
、
時
に
そ
れ
自
身
舎

人
を
示
す
事
が
あ
る
。
例
へ
ば
、
舎
人
親
王
を
ト
ネ
ノ
ミ
コ
と
訓
み
、

舎
人
女
郎
は
、
ト
ネ
ノ
ヲ
ト
メ
と
訓
ま
れ
て
ゐ
る
。
宮
廷
の
近
く
の
村

に
ゐ
る
者
を
と
ね
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
結
極
は
、
わ
か
り
さ
う
で
わ
か
ら

ぬ
。
宮
廷
以
外
の
と
ね
は
邑
の
宿
老
と
云
ふ
事
。
云
ひ
か
へ
れ
ば
、
を

と
こ
を
総
括
め
て
ゐ
る
の
が
と
ね
で
、
宗
教
上
の
宿
老
。
し
か
し
こ
れ

が
ど
こ
ま
で
宮
廷
の
舎
人
と
関
係
あ
る
か
。
あ
る
や
う
で
、
又
主
張
で

き
ぬ
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
だ
結
論
に
達
す
る
時
を
待
つ
ほ
か
な
い
が
、

宮
廷
で
は
舎
人
と
云
は
れ
て
ゐ
る
も
の
は
少
な
く
と
も
、
采
女
以
後
の

発
達
。
采
女
に
対
し
て
、
同
様
の
職
業
の
男
の
団
体
を
作
つ
て
そ
れ
を

舎
人
と
云
ふ
た
ら
し
い
。
そ
の
団
体
は
考
へ
ら
れ
る
。

宮
中
に
隼
人
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
実
は
女
裝
を
し
て
ゐ
た
。

領
巾
を
か
け
て
ゐ
た
。
采
女
と
同
格
に
見
ら
れ
て
ゐ
た
。
一
方
、
靱
負

ふ
伴
の
緒
と
云
ふ
一
方
、
領
巾
か
く
る
伴
の
緒
と
云
ふ
。
宮
廷
を
守
り

守
護
す
る
団
体
を
二
つ
に
分
け
、
男
を
靱
負
ふ
伴
の
緒
、
女
を
手
繦
懸

る
伴
の
緒
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
男
で
あ
つ
て
女
の
仕
事
を
し
て
ゐ
た
か
ら

を
か
し
い
。
隼
人
は
う
ね
め
の
み
こ
と
の
職
業
的
子
孫
と
同
じ
事
を
し

て
ゐ
る
。
隼
人
の
わ
ざ
を
ぎ
を
し
て
ゐ
る
。
こ
の
隼
人
が
舎
人
と
同
じ

に
使
は
れ
て
ゐ
る
事
は
史
上
証
拠
あ
り
。
ど
う
か
す
る
と
宮
人
と
云
ふ

こ
と
ば
は
女
に
対
し
て
用
ゐ
る
語
で
あ
る
の
に
、
男
に
も
用
ゐ
て
ゐ
る
。

大
宮
人
、
な
ど
こ
れ
で
あ
る
。
奈
良
に
な
る
と
平
気
で
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ

る
が
原
則
的
の
用
法
が
及
ぶ
と
女
に
用
ゐ
て
ゐ
る
。
お
や
と
云
ふ
語
と

同
じ
で
あ
る
。
鎌
倉
頃
ま
で
お
や
を
原
則
的
用
法
で
母
親
に
し
て
ゐ
る

如
き
で
あ
る
。
そ
の
宮
人
の
用
例
変
化
す
る
順
序
は
女
裝
し
て
天
子
に

侍
す
る
者
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

女
裝
者
は
隼
人
の
他
に
侏ヒ

キ
ヒ
ト儒
、
こ
れ
が
宮
廷
に
古
く
仕
へ
て
ゐ
る
。
小

子
部
蜾
蠃
の
話
が
雄
略
紀
に
出
て
ゐ
た
。
宮
垣
の
下
で
養
ふ
た
と
云
ふ

事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
小
子
部
と
云
ふ
の
は
蚕
を
と
れ
と
の
理
会
は
後
の
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事
で
小
子
部
は
侏
儒
と
云
ふ
事
。
ひ
き
う
ど
を
管
理
し
た
の
が
小
子
部

の
連
と
云
つ
た
の
だ
、
と
思
は
れ
る
。
続
紀
ま
で
に
も
侏
儒
を
宮
廷
で

用
ゐ
た
証
拠
が
あ
る
。
何
も
宮
廷
で
支
那
風
の
弄
臣
、
︱
︱
フ
ー
ル
︱
︱

を
用
ゐ
る
風
を
ば
真
似
た
の
で
な
い
。
日
本
の
宮
廷
に
そ
ん
な
も
の
が

発
達
し
て
ゐ
た
の
だ
。
何
故
、
ひ
き
う
ど
と
い
ふ
も
の
、
云
へ
か
へ
れ

ば
小
子
と
云
ふ
べ
き
も
の
を
宮
廷
で
養
ふ
事
に
な
つ
た
か
。
つ
ま
り
采

女
も
一
種
のspilit
の
代
理
者
と
し
て
宮
廷
に
仕
へ
て
ゐ
る
。
采
女

が
国
郡
の
代
表
と
す
れ
ば
小
子
は
宮
殿
のspilit

で
、
祝
詞
を
見
れ

ば
、
そ
の
考
へ
が
は
つ
き
り
出
て
ゐ
る
。
宮
殿
のspilit

は
小
さ
い
も

の
と
見
て
ゐ
る
。
丁
度
、采
女
が
代
表
と
し
て
宮
廷
に
仕
へ
た
と
同
意
。

そ
れ
が
後
々
に
、
平
安
の
宮
廷
の
殿
上
童
に
な
つ
て
ゆ
く
、
と
思
ふ
。

貴
族
子
弟
の
場
合
に
は
童
殿
上
と
云
ふ
。
つ
ま
り
、
人
間
で
小
さ
い
も

の
が
宮
殿
を
も
ち
こ
た
へ
る
為
に
必
要
で
、
こ
れ
が
あ
ち
こ
ち
し
て
ゐ

る
間
は
宮
廷
は
大
丈
夫
で
あ
る
。
そ
こ
で
、子
供
を
用
ゐ
る
事
に
な
る
。

さ
う
し
た
者
を
小
舎
人
と
云
ふ
風
に
な
つ
た
。
又
、
小
舎
人
童
と
も
云

ふ
。

神
楽
歌
の
、

　
　

 

大
宮
の
ち
ひ
さ
こ
と
ね
り
玉
な
ら
ば
昼
は
手
に
据
ゑ
夜
は
巻
き

寝
む

こ
れ
は
男
色
の
歌
と
見
な
く
て
よ
い
の
だ
。
大
宮
と
云
ふ
歌
は
、
こ
れ

は
ち
ひ
さ
こ
ど
ね
り
は
、
ち
ひ
さ
ご
舎
人
と
読
む
べ
き
で
、
小
舎
人
、

︱
︱
侏
儒
に
し
て
舎
人
で
あ
る
も
の
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。

勿
論
平
安
に
侏
儒
に
し
て
舎
人
が
な
く
て
も
よ
い
。
そ
の
歌
は
い
つ
か

ら
起
つ
た
と
も
な
く
残
つ
た
も
の
だ
か
ら
、
結
極
小
さ
い
も
の
。
古
く

は
侏
儒
を
天
子
の
近
く
に
用
ゐ
ら
れ
、
子
供
を
宮
廷
で
も
て
あ
そ
ば
れ

た
の
が
、
更
に
変
化
し
て
、
舎
人
を
生
む
。
一
方
、
隼
人
の
女
装
で
仕

へ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
子
供
は
女
と
の
差
別
が
な
い
の
だ

か
ら
子
供
が
宮
廷
に
ゐ
る
事
は
不
思
議
は
な
い
。
男
で
天
子
の
近
く
に

仕
へ
て
ゐ
る
も
の
は
、
女
又
は
女
に
近
い
も
の
ゝ
考
へ
が
下
に
置
か
れ

て
ゐ
る
の
だ
と
見
て
差
し
支
へ
な
い
。
日
本
紀
の
履
中
天
皇
が
住
吉
中

大
兄
が
反
乱
せ
ら
れ
た
時
に
、
大
兄
の
そ
ば
の
宮
人
の
隼
人
が
大
兄
を

殺
し
て
履
中
、
反
正
天
皇
に
帰
服
し
た
が
殺
さ
れ
て
ゐ
る
。
日
本
の
事

実
の
漢
学
的
の
考
へ
方
で
あ
る
。
こ
れ
が
や
は
り
舎
人
で
あ
る
。
か
ゝ

る
舎
人
と
同
じ
為
事
を
し
て
ゐ
る
も
の
が
出
て
ゐ
る
。
舎
人
は
宮
廷
で

天
子
に
侍
し
て
ゐ
る
も
の
で
天
子
か
ら
采
女
と
同
じ
く
舎
人
を
分
け
ら

れ
る
。
随
身
の
武
官
を
分
け
る
の
と
同
じ
事
。
同
じ
く
舎
人
に
関
係
深

い
雄
略
に
関
し
て
霊
異
記
︱
︱
平
城
天
皇
の
時
に
出
来
た
が
奈
良
に
生

き
た
伝
へ
で
あ
る
︱
︱
に
小
子
部
栖
軽
が
三
諸
山
の
神
を
捕
へ
に
行
つ

た
話
の
起
り
と
し
て
雄
略
天
皇
が
雷
鳴
の
夜
、
大

オ
ホ
ヤ
ス
ミ安
殿ド
ノ

で
皇
后
と
御
寝

の
時
︱
︱
神
祭
り
の
夜
で
神
が
下
る
夜
故
に
雷
鳴
す
る
。
神
聖
な
夜
で

あ
る
︱
︱
そ
こ
へ
蜾
蠃
が
入
つ
て
行
つ
た
。
そ
こ
で
天
子
が
恥
ぢ
て
雷

を
つ
か
ま
へ
て
来
い
と
云
は
れ
た
。
そ
こ
で
赤
駒
と
赤
旗
で
、
泊
瀬
か

ら
山
へ
飛
ん
で
行
つ
て
と
路
筋
を
書
き
、
蛇
を
捕
へ
て
来
た
話
が
あ
る
。

小
子
部
蜾
蠃
は
舎
人
で
あ
り
、
同
時
に
子
供
で
な
け
れ
ば
侏
儒
だ
と
云

ふ
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
か
ゝ
れ
ば
こ
そ
小
子
部
の
管
理
者
に
な
つ
た
の

だ
。
宮
殿
で
天
子
に
侍
し
、
ど
こ
へ
で
も
入
つ
て
ゆ
け
る
も
の
は
、
女

で
な
け
れ
ば
、
性
の
な
い
も
の
。
日
本
宮
廷
で
は
女
と
し
て
扱
つ
た
も

の
若
く
は
宮
廷
のspilit

。
普
通
に
は
舎
人
が
出
来
て
小
舎
人
が
出
来
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る
と
い
ふ
が
、
小
舎
人
が
先
づ
あ
つ
て
舎
人
が
出
来
た
と
考
へ
る
方
が

本
当
ら
し
い
。
こ
の
舎
人
は
、
宮
廷
の
任
期
が
満
ち
る
と
︱
︱
昔
は
任

期
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
不
明
。
で
、
呪
力
が
な
く
な
る
ま
で
使
は
れ
て

ゐ
た
の
だ
。
任
期
は
後
に
出
来
た
の
だ
。
古
代
は
神
の
意
志
に
よ
つ
て

定
つ
た
︱
︱
采
女
を
対
照
し
て
考
へ
る
と
自
分
の
国
へ
帰
る
の
だ
。
し

か
し
舎
人
は
正
格
に
自
国
へ
帰
つ
て
ゐ
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
却
つ
て

他
地
方
を
歩
い
て
ゐ
る
痕
が
あ
る
。
一
体
舎
人
の
職
業
的
部
曲
は
舎
人

部
︱
︱
大
舎
人
部
、
日
置
大
舎
人
部
︱
︱
と
言
ふ
。
宮
廷
の
舎
人
を
大

舎
人
と
云
ふ
。
地
方
へ
出
て
の
仕
事
、
日
置
で
あ
る
。
故
に
日
置
の
大

舎
人
部
と
云
ふ
。
日
を
数
へ
る
、
暦
を
数
へ
教
へ
る
部
曲
で
あ
る
。
更

に
日
置
部
と
も
云
ふ
。
例
外
な
し
に
世
界
中
の
古
い
国
は
、
国
々
の
君

主
に
呪
術
的
勢
力
あ
る
君
主
を
上
に
頂
い
て
ゐ
た
。（
フ
レ
ー
ザ
ー
の

ゴ
ー
ル
デ
ン
バ
ウ
に
も
出
て
ゐ
る
し
、
単
行
本
に
も
書
い
て
ゐ
る
。
単

行
本
は
輸
入
禁
止
。
こ
の
部
分
、
大
岡
山
か
ら
出
し
た
。）

君
主
の
勢
力
の
源
は
呪
術
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
勢
力
を
得
て
来
た

も
の
が
多
い
と
云
ふ
。
信
仰
的
に
国
力
が
進
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。
結

極
、
前
述
の
如
く
天
子
の
も
つ
て
ゐ
る
暦
、
云
は
ゞ
天
子
の
国
に
行
は

れ
る
暦
を
地
方
へ
持
つ
て
ま
は
る
。
こ
の
暦
の
行
は
れ
る
限
り
は
天
子

の
国
と
い
ふ
事
に
な
る
。
そ
れ
が
大
社
か
ら
暦
が
後
ま
で
出
た
理
由
で

あ
る
。
日
置
き
と
は
、
源
為
憲
口ク

ユ
フ遊
︱
︱
群
書
類
従
本
あ
し
、

古
典
保
存
会
本
よ
し

︱
︱
に
日
を
数
へ

る
意
味
に
用
ゐ
て
ゐ
る
。
置
く
と
云
ふ
の
を
ば
招
ぐ
だ
と
云
ふ
。
清
盛

の
日
が
招
い
た
話
、
長
者
の
話
等
に
こ
の
伝
説
あ
り
。
日
招
ぎ
だ
と
云

ふ
先
輩
が
あ
る
が
、
ワ
行
音
と
ア
行
音
と
は
妥
協
は
む
つ
か
し
い
。
天

体
の
運
き
を
数
へ
て
耕
作
時
を
示
す
術
で
あ
る
。
そ
の
暦
が
日
置
き
に

な
る
。

（
一
行
空
欄
）

日
置
部
は
天
子
に
対
し
て
あ
つ
て
公
の
も
、
こ
れ
に
対
し
て
皇
后
の
為

に
私
部
が
出
来
た
、
と
見
ね
ば
、
キ
サ
イ
部
を
私
部
と
書
く
わ
け
は
わ

か
ら
ぬ
。

日
本
文
学
で
日
に
関
係
し
た
事
が
多
い
。
日
本
は
太
陽
神
を
崇
拝
し
て

ゐ
る
為
に
日
光
に
関
し
た
事
が
多
い
と
云
ふ
が
、
そ
れ
は
簡
単
す
ぎ
る
。

日
本
の
神
道
で
は
、
つ
き
つ
め
る
と
姫
神
に
な
る
。
そ
の
陰
に
男
神
が

ゐ
る
。
姫
神
は
そ
の
方
に
仕
へ
て
ゐ
て
、
同
時
に
人
間
で
あ
つ
た
。
目

に
見
え
ぬ
尊
い
神
の
代
り
に
人
間
神
を
拝
ん
だ
の
が
、
の
ち
姫
神
と
し

て
信
仰
の
中
心
と
な
つ
た
。
日
本
の
信
仰
は
、
抽
象
的
な
も
の
で
は
な

い
。
文
学
の
上
で
、
日
に
関
し
た
事
が
出
て
来
る
。
例
へ
ば
、
高
光
る

日
の
皇
子
、
あ
ま
さ
か
る
ひ
な
等
云
ふ
。
あ
ま
さ
か
る
ひ
な
は
天
に
遠

く
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
、
お
ひ
さ
ま
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
天
子
に
対
し
て
日

を
以
て
現
は
す
事
は
非
常
に
多
い
。
日
の
御
子
と
云
ひ
、
天
子
に
な
る

資
格
あ
る
数
人
の
方
を
日
嗣
の
御
子
と
云
ふ
。
︱
︱
大
昔
は
太
子
、
儲

君
、
を
ヒ
ツ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
云
ふ
︱
︱
太
子
を
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
と
云
ふ

の
は
、（
国
歌
大
観
は
仁
徳
の
歌
を
わ
き
い
ら
つ
こ
の
歌
に
し
て
了
つ
て

ゐ
る
）
天
子
に
な
る
資
格
を
も
つ
て
ゐ
る
方
と
云
ふ
事
で
幾
人
も
あ
る
。

こ
の
間
に
神
秘
な
力
を
発
揮
す
る
人
に
定
つ
て
来
る
。
後
に
は
、
外
戚

の
力
、
壬
生
部
の
力
が
あ
る
事
に
な
る
が
、
内
的
に
は
そ
の
人
の
聖
な

る
力
に
よ
る
。
天
子
を
日
の
御
子
と
云
ひ
、
儲
君
を
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
と

云
ふ
。
時
に
は
、
間
違
つ
て
、
日
の
御
子
と
、
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
の
事
を

云
ふ
て
ゐ
る
が
、
天
子
の
為
事
を
し
て
ゐ
た
方
、
昔
の
人
は
天
子
で
あ
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つ
た
り
、
摂
政
の
み
こ
で
あ
る
事
も
、
ひ
の
み
こ
と
云
つ
た
。
ひ
の
み

こ
は
、
太
陽
神
の
子
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
考
へ
る
と
、
太
陽
神
の
信
仰

と
云
ふ
事
は
つ
き
つ
め
る
と
う
す
い
も
の
だ
。
太
陽
神
の
信
仰
が
強
く

な
る
の
は
暦
の
信
仰
に
よ
る
の
だ
。
云
は
ゞ
ま
じ
つ
くking

、
暦
の
神

と
し
て
の
天
子
と
深
く
尊
信
す
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
の
事
。
ひ
の
み

こ
は
太
陽
神
の
み
こ
︱
邇
々
芸
の
み
こ
、同
時
に
昔
の
人
の
信
仰
で
は
、

第
一
代
も
百
代
も
同
じ
事
。
資
格
の
み
不
変
で
、
そ
れ
に
当
る
身
体
は

変
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
仁
徳
で
も
聖
武
で
も
、
第
一
代
の
日
の
み
こ
と

同
じ
事
。
常
識
的
に
は
時
代
錯
誤
を
も
つ
た
ま
ゝ
書
い
て
ゐ
る
。
そ
れ

を
見
ね
ば
日
本
の
文
学
は
わ
か
ら
な
い
。
人
麻
呂
等
も
入
り
代
り
立
ち

代
り
や
つ
て
来
ら
れ
る
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
日
並
皇
子
の
尊
と
云
ふ
方
、

岡
の
宮
の
天
皇
、（
又
は
、
島
の
宮
天
皇
と
い
ふ
。
文
武
の
父
）
を
お
悼

み
申
し
た
長
歌
に
は
天
武
の
事
を
云
ふ
て
そ
の
方
の
御
子
と
し
て
こ
の

方
を
示
し
て
ゐ
る
。
こ
の
世
の
為
事
が
す
む
と
岩
屋
に
入
り
、
又
お
い

で
に
な
る
と
考
へ
て
ゐ
る
。
そ
の
間
に
何
か
つ
ゝ
む
も
の
が
な
け
れ
ば

（
山
、
穴
等
）
代
れ
な
い
の
だ
。
同
一
人
か
、
交
代
し
て
か
、
そ
の
循

環
は
異
分
子
に
な
る
の
か
、
同
じ
者
が
来
る
の
か
は
つ
き
り
し
な
い
。

昔
の
人
は
錯
誤
し
な
が
ら
昔
の
人
と
今
の
天
子
違
ふ
が
、
語
の
上
で
は

同
じ
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
て
ゐ
た
。

日
嗣
の
皇
子
と
云
ふ
事
は
、
文
学
と
し
て
の
一
種
目
と
し
て
考
へ
る
べ

き
だ
が
、
記
に
あ
る
出
雲
系
の
系
図
が
一
つ
の
ひ
つ
ぎ
の
型
で
あ
る
。

古
く
譜
第
と
書
い
て
ゐ
る
。
天
子
に
関
し
て
は
日
継
と
云
ふ
︱
︱
ツ
ギ

ダ
ケ
デ
ワ
カ
ル
︱
︱
そ
の
継
が
あ
る
。
日
継
は
神
聖
な
口
頭
の
系
図
と

云
ふ
事
。
日
継
の
み
こ
と
云
ふ
事
は
漠
然
と
ひ
つ
ぎ
に
入
ら
れ
る
み
こ

と
云
ふ
位
の
気
分
的
な
解
釈
で
い
け
る
。
し
か
し
、
ひ
つ
ぎ
は
、
み
つ

ぎ
と
同
じ
に
用
ゐ
て
ゐ
る
例
も
あ
る
。
こ
の
語
も
連
想
の
加
は
つ
て
ゐ

る
語
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
天
子
の
為
の
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
と
云
ふ
事
は
、

奈
良
前
に
文
法
観
念
が
変
つ
た
の
だ
。
小
さ
く
云
へ
ば
熟
語
を
作
る
法
、

大
き
く
は
語
序
が
変
つ
た
。
た
て
は
し
を
昔
は
は
し
だ
て
と
云
ふ
事
が

あ
る
如
く
、
ひ
つ
ぎ
も
つ
ぎ
ひ
と
云
ふ
事
。
す
だ
れ
下
、
し
た
う
づ
が
、

こ
の
例
に
入
つ
た
も
の
で
あ
る
。
古
い
文
法
を
考
へ
て
見
る
と
主
、客
、

述
の
順
で
は
な
い
。
文
法
の
変
化
、
熟
語
作
製
法
の
更
迭
が
あ
つ
た
。

ひ
つ
ぎ
の
み
こ
は
、
つ
ぐ
処
の
み
こ
と
云
ふ
事
。
つ
ぐ
は
ひ
き
つ
ゞ
く

と
い
ふ
事
。
ひ
き
つ
ゞ
く
処
の
み
こ
と
い
ふ
事
。

尊
い
方
を
ひ
で
表
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
、
太
陽
神

を
ば
日
本
宮
廷
の
信
仰
の
中
心
と
考
へ
て
来
た
か
ら
。
そ
れ
に
い
た
る

経
路
は
宮
廷
の
日
読
み
が
有
力
に
な
つ
て
来
た
為
と
云
つ
て
い
ゝ
と
思

ふ
。
そ
れ
で
、
前
述
の
や
う
に
宮
廷
の
暦
を
も
つ
て
歩
く
舎
人
が
あ
つ

た
。
宮
廷
の
信
仰
を
宣
伝
す
る
。
昔
は
方
便
で
な
く
目
的
で
あ
つ
た
の

だ
。
さ
う
い
ふ
も
の
が
沢
山
諸
国
へ
出
た
。
そ
れ
が
日
置
大
舎
人
で
、

紀
に
よ
れ
ば
、
敏
達
天
皇
の
御
代
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
あ
ま
り
後
過
ぎ

る
。
処
が
舎
人
を
な
ほ
考
へ
る
と
、
天
子
の
そ
ば
に
近
く
侍
す
る
者
が

舎
人
で
、
出
来
る
だ
け
天
子
と
の
関
係
の
疏
の
も
の
で
、
歴
史
的
に
関

係
深
い
も
の
は
遠
く
ゐ
た
。
平
安
ま
で
宮
廷
の
武
官
を
考
へ
る
事
に
は

親
衛
の
者
と
遠
く
に
ゐ
る
者
と
二
つ
に
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
が
古

い
程
遠
く
、
近
い
程
近
く
に
ゐ
る
。
こ
れ
が
混
乱
を
起
し
て
来
る
。
例

へ
ば
、
大
伴
部
を
宰
領
し
て
ゐ
る
大
伴
連
と
云
ふ
も
の
は
伝
説
で
は
古

い
も
の
で
天
以
来
と
云
ふ
て
ゐ
る
が
、
或
は
も
つ
と
自
由
か
も
知
ら
ぬ
。
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五
伴
緒
の
中
で
な
い
か
ら
。
け
れ
ど
考
へ
て
見
る
と
、
久
米
部
と
同
視

せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
同
時
に
、
大
伴
部
が
物
語
と
同
視
せ
ら
れ
る
。
物
部

は
天
子
の
一
統
が
大
和
に
入
ら
れ
て
か
ら
関
係
つ
い
た
も
の
で
、
大
和

以
後
の
も
の
で
あ
る
。
大
和
以
後
の
物
部
の
名
の
中
に
入
つ
て
了
つ
た

ば
か
り
か
為
事
も
物
部
に
近
く
な
つ
て
了
ふ
。
大
伴
・
物
部
の
区
别
は

立
た
ぬ
。
大
体
は
門
の
番
人
で
あ
る
。
宮
廷
の
外
郭
を
守
る
。
こ
れ
は

同
時
に
物
部
の
為
事
で
あ
る
。
処
が
舎
人
と
称
す
る
新
興
武
官
階
級
は

宮
廷
の
中
で
奉
仕
し
て
ゐ
る
。
平
安
朝
の
所
謂
殿
上
に
仕
へ
て
ゐ
る
。

今
の
考
へ
方
で
は
舎
人
の
方
が
偉
い
事
に
な
る
が
、
昔
は
近
い
も
の
ほ

ど
卑
し
く
て
遠
い
も
の
ほ
ど
良
い
と
い
ふ
事
に
な
る
。
他
の
例
で
見
て

も
、
宮
廷
の
天
子
の
ゐ
る
と
こ
ろ
が
み
か
ど
、
海
を
限
り
と
し
て
宮
廷

の
御
領
全
体
を
み
か
ど
と
考
へ
る
。
所
謂
遠
の
み
か
ど
で
あ
る
。
当
然
、

古
い
武
官
が
行
く
の
に
、
新
し
い
武
官
、
防
人
が
行
つ
て
ゐ
る
。
わ
れ

〳
〵
の
考
へ
る
と
、
同
じ
様
な
事
が
発
達
す
る
の
だ
。
吾
々
か
ら
は
天

子
近
い
も
の
は
む
つ
ま
じ
く
考
へ
ら
れ
、
遠
い
も
の
は
、
歴
史
も
新
し

い
。
疎
遠
な
も
の
と
云
ふ
事
に
な
り
混
乱
す
る
。
歴
代
の
大
宰
の
帥
は

宮
廷
に
関
係
深
い
も
の
を
や
る
一
方
防
人
は
遠
い
者
を
や
る
と
い
ふ
風

に
混
乱
し
て
ゐ
る
。
こ
の
混
乱
か
ら
だ
ん
〳
〵
物
部
の
文
学
︱
︱
宮
廷

に
久
し
い
歴
史
を
有
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
武
人
の
集
団
と
宮
廷
と
の
関

係
が
わ
り
に
新
し
い
舎
人
の
文
学
と
が
一
緒
に
な
つ
て
、
︱
︱
と
舎
人

の
文
学
と
を
話
し
て
舎
人
の
文
学
の
話
を
止
め
る
。

雄
略
の
巻
は
、
采
女
、
舎
人
の
起
元
を
説
く
事
に
力
を
こ
め
て
ゐ
る
。

雄
略
は
、
采
女
・
舎
人
の
起
原
に
関
係
深
い
方
だ
。
そ
の
雄
略
紀
を
見

る
と
、
ま
づ
葛
城
山
へ
狩
り
に
行
き
、
猪
を
舎
人
が
こ
は
が
つ
て
榛
の

木
へ
上
つ
て
了
つ
た
。
天
皇
は
こ
れ
を
殺
し
た
。
記
で
は
、
天
皇
が
逃

げ
る
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
采
女
の
話
の
順
で
行
く
と
、
こ
の
歌
は
舎
人

に
関
し
て
ゐ
る
だ
け
に
舎
人
の
伝
へ
た
歌
。

　
　

や
す
み
し
し
わ
が
大
君
の　

あ
そ
ば
し
し
猪
の
病
猪
の　

う
た
き

　
　

か
し
こ
み　

我
が
逃
げ
の
ぼ
り
し　

あ
り
丘
の
榛
の
木
の
枝

面
白
い
の
は
雄
略
帝
に
吉
野
行
幸
の
時
の
歌
が
あ
る
。
あ
ぶ
が
天
子
の

腕
を
さ
し
て
ゐ
た
。
と
ん
ぼ
が
、
そ
れ
を
殺
し
て
了
つ
た
。
時
に
天
子

が
、
そ
ば
に
ゐ
た
臣
に
︱
︱
舎
人
等
に
︱
︱
詠
め
と
云
つ
て
も
詠
ま
ぬ

の
で
、
天
子
が
、

　
　

 

み
吉
野
の
小
牟
漏
が
岳
に
（
記
）
大
和
の
小
村
の
岳
に
（
紀
）
猪

臥
す
と　

誰
ぞ
（
記
）
誰
か
（
紀
）
こ
の
事　

大
前
に
申
す

と
始
ま
り
、

　
　

や
す
み
し
し　

わ
が
大
君
の　

猪
待
つ
と
…
…

記
の
方
が
単
純
で
紀
の
方
は
形
が
と
ゝ
の
へ
ら
れ
過
ぎ
て
ゐ
る
。
と
ん

ぼ
が
食
べ
て
行
つ
た
の
で
、
秋
津
野
と
云
ふ
の
だ
と
説
い
て
ゐ
る
。
そ

の
記
念
に
や
ま
と
の
国
を
あ
き
つ
し
ま
と
云
ふ
と
云
ふ
て
ゐ
る
が
、
こ

れ
は
吉
野
の
国
で
あ
る
が
、
昔
の
人
は
ふ
ら
〳
〵
云
ふ
て
ゐ
る
の
だ
。

し
か
し
、
何
故
、
国
名
を
つ
け
る
の
は
と
ん
ぼ
が
出
て
来
る
か
。
神
武

帝
も
掖
上
の
嗛
間
の
丘
に
登
つ
て
、
あ
き
つ
の
と
な
め
せ
る
如
し
と
云

は
れ
て
以
来
、
…
…
と
云
ふ
の
に
、
雄
略
紀
で
か
く
云
ひ
、
万
葉
で
は

あ
き
つ
の
と
云
ふ
の
は
雄
略
天
皇
の
こ
の
事
件
で
、
こ
ゝ
を
あ
き
つ
の

と
云
ふ
と
云
つ
て
ゐ
る
。
何
か
、
と
ん
ぼ
で
国
を
祝
は
ね
ば
な
ら
ぬ
理

由
が
あ
つ
た
の
だ
。
そ
ん
な
歌
が
あ
つ
た
後
に
こ
ん
な
理
由
を
つ
け
た

の
だ
。
と
ん
ぼ
の
話
が
あ
る
の
は
、
神
武
、
雄
略
の
事
件
に
よ
る
の
で



― 74 ―

は
な
い
。
何
か
と
ん
ぼ
で
国
を
祝
ふ
理
由
が
あ
つ
た
の
だ
。
そ
れ
は
国

が
水
の
上
に
浮
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
云
ふ
の
だ
。
と
も
か
く
、
天
語

歌
な
ど
見
て
も
ま
る
で
ぎ 

み
の
命
が
国
を
作
つ
た
時
の
や
う
な
事
を

雄
略
の
采
女
が
云
ふ
て
ゐ
る
。「
浮
き
し
あ
ぶ
ら
こ
を
ろ
〳
〵
に
…
…
」

等
。
か
く
唱
へ
言
に
古
い
事
が
出
て
来
る
。
こ
の
語
で
は
過
去
も
現
在

も
同
じ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
雄
略
の
事
か
と
思
ふ
て
、
神
武
で
あ
つ
た

り
、
神
代
の
事
で
あ
つ
た
り
す
る
事
も
あ
る
の
だ
。

吉
野
の
お
も
ろ
が
た
け
に
…
…
「
だ
れ
ぞ
大
前
に
申
す
」
は
天
子
の
そ

ば
に
ゐ
る
人
が
取
り
次
ぐ
形
。
舎
人
の
生
活
で
伝
達
し
た
形
式
が
歌
の

中
に
い
つ
た
の
で
、
舎
人
の
歌
は
か
う
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

紀
の
方
は
飾
り
す
ぎ
て
ゐ
る
が
記
で
見
る
と
、
や
す
み
し
し
わ
が
大
君

は
と
普
通
に
は
じ
ま
つ
て
ゐ
る
。
誰
ぞ
大
前
に
申
す
ま
で
は
、
舎
人
の

語
だ
と
云
ふ
事
を
思
は
せ
る
習
慣
が
入
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
記
紀
の
歌
に

は
囃
詞
等
も
入
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
手
順
が
入
つ
て
ゐ
る
。
神
武
の

条
を
見
る
と
、
舞
踊
の
動
作
が
入
つ
て
ゐ
る
。

　
　

こ
は
い
の
ご
ふ
ぞ

い
ご
の
ふ
と
云
ふ
の
は
恐
ら
く
舞
ふ
処
の
動
作
が
入
つ
て
ゐ
る
の
で
あ

ら
う
。
又
例
へ
ば
、
神
武
紀
に
、
兄
猾
を
亡
ぼ
し
た
時
の
、

　
　

宇
陀
の
た
か
き
に
…
…
こ
れ
を
久
米
歌
と
云
ふ
。

　
　

楽
府
こ
の
歌
を
歌
ふ
時
は
…
…

と
文
章
で
説
明
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
歌
の
中
に
動
作
等
を
説
明
し
て

ゐ
る
事
が
あ
る
。
誰
ぞ
大
前
に
申
す
は
、
舎
人
の
動
作
を
云
つ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
恐
ら
く
舎
人
が
自
分
等
が
歌
ふ
時
に
自
分
の
職
の

起
元
と
し
て
の
雄
略
の
話
を
す
る
時
に
は
こ
ん
な
歌
ひ
方
を
し
た
の
で

あ
る
。
雄
略
記
の
歌
は
、
さ
う
し
て
見
て
差
し
支
へ
な
い
と
思
ふ
。
雄

略
記
は
采
女
、
舎
人
に
費
や
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
も
よ
い
位
で
あ
る
。

更
に
延
長
し
て
考
へ
る
と
、
武
官
の
関
す
る
歌
、
例
へ
ば
久
米
歌
、
と

云
ふ
も
の
も
、
実
は
、
天
□
か
ど
う
か
云
ふ
だ
け
で
も
や
ぼ
だ
が
、
歌

か
ら
見
れ
ば
天
子
の
宮
殿
の
廻
り
に
ゐ
た
事
が
わ
か
る
。
は
つ
き
り
久

米
氏
の
歌
と
わ
か
る
も
の
と
、
は
つ
き
り
し
な
い
も
の
と
を
入
れ
て
十

二
あ
る
。

　
　

宇
陀
の
た
か
き
に
し
ぎ
わ
な
張
る

　
　

忍
坂
の
大
室
屋
に
…
…
も
久
米
と
見
て
よ
い

　
　

今
は
や
、
今
は
や
あ
あ
ゝ
し
や
よ　
（
紀
に
の
み
あ
る
）

　
　

 

え
み
し
を
ひ
た
り
も
ゝ
な
ひ
と
、
ひ
と
は
い
へ
ど
も
、
は
む
か
ひ

に　

　
　

み
つ
み
つ
し　

二
首　
　

こ
の
歌
で
久
米
部
の
民
の
生
活
が
幾
分

わ
か
る
。
み
つ
み
つ
し
で
わ
か
る
。
そ
ね
が
も
と
。

久
米
の
子
等
が
、
宮
廷
垣
の
下
に
住
ん
で
ゐ
る
と
云
へ
る
と
思
ふ
。

　
　

神
風
の
伊
勢
の
国
は
…
…

　
　

た
ゝ
な
め
て
い
な
さ
の
山
の
木
の
間
ゆ
も
…
…

以
上
、
戦
争
に
関
係
の
あ
る
歌
。
久
米
部
の
祖
あ
る
と
共
に
大
伴
氏
の

祖
先
が
関
係
し
て
ゐ
る
。
更
に
、
は
つ
き
り
そ
の
事
の
見
え
る
の
は
、

結
婚
の
歌
で
あ
る
。
大
国
主
の
沼
河
比
売
に
通
つ
た
歌
が
求
婚
の
歌
で
、

記
に
は
こ
れ
に
類
し
た
歌
、
四
首
あ
り
。

　
　

や
ま
と
の
た
か
さ
じ
ぬ

　
　

か
つ
が
つ
も

　
　

あ
め
つ
ゝ
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を
と
め
に

こ
れ
は
大
久
米
命
が
神
武
帝
に
つ
い
て
行
つ
て
、
処
女
と
の
間
の
仲
介

を
し
た
時
の
歌
。
三
人
（
神
武
、
大
久
米
、
皇
后
と
）
の
歌
。
大
久
米

命
は
久
米
の
祖
で
あ
る
と
共
に
、
大
伴
氏
の
祖
と
し
て
ゐ
る
。
久
米
の

為
事
の
を
大
伴
が
継
ぐ
と
職
の
上
の
祖
が
大
伴
の
祖
と
な
る
。
こ
の
神

武
の
関
係
あ
る
も
の
は
、久
米
に
関
係
深
く
、戦
争
と
求
婚
と
、も
一
つ
、

　
　

 

あ
し
は
ら
の
し
け
し
き
を
や
に
す
が
た
た
み
い
や
さ
や
し
き
て
わ

が
ふ
た
り
ね
し

新
し
い
歌
だ
が
、
こ
れ
も
久
米
歌
と
し
て
一
括
し
て
い
ゝ
と
思
ふ
。
つ

ま
り
ま
づ
武
官
の
歌
の
古
い
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
最
初
の
久
米
歌
及

び
久
米
歌
系
統
の
も
の
は
、
こ
れ
だ
け
の
条
件
を
備
へ
て
ゐ
る
。
敵
を

の
ろ
ふ
も
の
と
、
求
婚
或
は
結
婚
讃
美
の
歌
と
。
し
か
も
考
へ
る
と
、

そ
の
歌
を
歌
が
伝
へ
て
ゐ
る
も
の
は
、
そ
の
事
に
昔
与
つ
た
人
の
子
孫

だ
と
い
ふ
事
。
久
米
氏
祖
が
、そ
の
子
に
与
へ
た
か
ら
そ
の
歌
を
歌
ふ
。

こ
れ
は
久
米
か
ら
大
伴
に
伝
つ
た
も
の
。
大
久
米
主
が
大
伴
の
祖
と
い

は
れ
、大
伴
の
祖
道
臣
命
が
久
米
歌
に
関
係
し
て
ゐ
る
事
で
も
知
れ
る
。

そ
れ
と
共
に
武
官
と
い
ふ
も
の
は
大
昔
か
ら
、
す
で
に
云
つ
た
様
に
、

日
本
宮
廷
が
栄
え
出
す
前
、
漠
と
し
た
大
昔
か
ら
一
種
の
舞
踊
と
歌
と

を
奏
し
て
目
に
見
え
ぬ
外
敵
を
退
け
た
鎮
魂
の
舞
踊
を
し
た
。
同
時
に

魂
を
こ
ち
ら
へ
も
た
ら
す
鎮
魂
（
二
義
）
も
行
つ
た
事
が
考
へ
ら
れ
る
。

処
が
武
官
の
中
に
ど
ち
ら
と
も
解
釈
つ
か
ぬ
も
の
あ
り
。

門
を
守
る
が
天
子
の
側
に
ゐ
る
か
わ
か
ら
ぬ
も
の
。
後
の
六
衛
府
に
属

す
る
も
の
は
物
部
と
舎
人
が
同
格
に
見
ら
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ

れ
等
の
も
の
が
す
べ
て
宮
廷
の
音
楽
を
掌
る
や
う
に
な
つ
て
来
る
。
著

し
く
な
る
の
は
平
安
朝
に
入
つ
て
か
ら
で
、
平
安
朝
で
は
武
官
が
音
楽

に
携
は
る
。

と
も
か
く
、
外
内
、
門
に
ゐ
る
も
の
、
垣
庭
、
殿
、
神
殿
近
く
に
ゐ
る

も
の
等
が
混
乱
し
て
来
る
。
そ
れ
で
物
部
に
舎
人
ま
で
含
ん
で
来
る
。

す
る
と
、
舎
人
と
物
部
の
関
係
に
於
て
、
日
本
の
古
代
の
歌
の
わ
か
ら

ぬ
の
事
が
わ
か
つ
て
来
る
。
日
置
大
舎
人
の
や
う
に
宮
廷
よ
り
出
て
ゆ

く
も
の
は
暦
を
も
つ
て
行
く
の
み
で
な
く
、
舎
人
の
文
学
︱
︱
雄
略
の

歌
の
如
き
が
主
な
も
の
で
あ
ら
う
︱
︱
を
持
つ
て
行
く
と
考
へ
ら
れ
る
。

例
へ
ば
、
暦
の
起
原
を
説
く
や
う
な
も
の
。
舎
人
の
職
の
起
原
を
説
く

も
の
等
は
、
記
紀
は
無
関
心
で
書
い
て
ゐ
る
故
に
見
ら
れ
な
い
が
、
部

曲
の
文
学
の
痕
は
雄
略
記
辺
に
出
て
ゐ
る
と
見
て
よ
い
と
思
ふ
。


