
し
も
を
さ

あ
し
か
が

一
一
、
下
総
の
麻
か
ら
足
利
染
の
絹
へ

し
も
を
ざ
か
つ
し
か
の
こ
ほ
り
上
よ
さ
と
か
つ

下
総
の
国
葛
筋
郡
真
間
の
郷
に
、
勝
四
郎
と
い
ふ
男
あ
り
け
ｈ
ソ
。

本
作
品
は
、
詳
細
な
地
名
の
記
述
か
ら
始
ま
る
。
「
下
総
の
国
」
の
物
語
で

あ
る
こ
と
の
明
記
は
、
物
語
の
展
開
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。

（
１
）

「
古
語
拾
遺
」
や
延
喜
式
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
下
総
の
「
フ
サ
」
と
は
麻

の
古
名
で
あ
り
、
そ
の
麻
の
産
地
で
あ
る
た
め
に
「
フ
サ
」
の
国
と
名
付
け
ら

ふ
さ
な
り
は
ひ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
総
の
国
」
で
の
麻
づ
く
ｈ
ソ
と
い
う
「
農
作
を
う
た

い
と

て
き
物
に
厭
ひ
」
足
利
染
の
絹
を
商
う
商
人
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
主

ふ
き

人
公
勝
四
郎
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
総
の
国
」
か
ら
の
脱
出
は
、
亀
井
秀

旅
と
は
、
そ
の
基
底
に
異
界
へ
の
歩
み
を
内
包
す
る
。
そ
れ
は
地
名
か
ら
地

名
へ
の
歩
み
で
あ
り
、
そ
の
時
、
地
名
と
い
う
場
所
を
名
指
す
言
葉
は
、
物
語

の
中
に
異
界
を
現
出
す
る
装
置
と
も
な
る
。

仏
道
修
行
の
旅
、
政
治
的
意
味
合
い
を
含
む
旅
、
物
見
遊
山
の
旅
、
恋
の
逃

避
行
と
し
て
の
旅
な
ど
「
雨
月
物
語
」
に
は
多
く
の
旅
の
か
た
ち
が
登
場
す
る
。

そ
の
中
で
も
「
浅
茅
が
宿
」
は
お
の
れ
の
「
物
に
か
か
は
ら
ぬ
性
」
ゆ
え
に
家

を
傾
け
て
し
ま
っ
た
主
人
公
勝
四
郎
が
、
一
旗
揚
げ
る
べ
く
人
生
を
賭
け
た
旅

に
の
り
だ
す
と
こ
ろ
か
ら
物
語
が
始
ま
る
。
そ
の
歩
み
は
、
下
総
の
真
間
↓
京

↓
岐
曾
の
真
坂
↓
近
江
の
武
佐
↓
下
総
の
真
間
と
い
う
も
の
で
、
典
型
的
な
、

京
か
ら
地
方
へ
下
る
と
い
う
そ
れ
だ
け
で
異
界
へ
の
歩
み
が
如
実
と
な
る
よ
う

な
旅
で
は
な
い
。
し
か
し
、
妻
宮
木
と
の
別
れ
の
場
面
で
勝
四
郎
が
語
る

う
き
ぎ
の
り

い
か
で
浮
木
に
乗
つ
も
し
ら
ぬ
国
に
長
居
せ
ん
。

と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
こ
の
部
分
の
典
拠
と
さ
れ
る
「
源
氏
物
語
」
松
風
の
巻

で
、
父
と
別
れ
母
と
と
も
に
京
に
旅
立
つ
明
石
の
君
が
詠
ん
だ
別
れ
の
歌
の
心

情
と
同
様
に
「
京
」
が
「
し
ら
ぬ
国
」
と
し
て
の
異
界
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

一
、
は
じ
め
に

「
浅
茅
が
宿
」
論
ｌ
方
法
と
し
て
の
地
名
１

キ
ー
ワ
ー
ド
芸
浅
茅
が
宿
」
、
「
雨
月
物
語
」
、
上
田
秋
成
、
真
間
の
手
児
奈
、
地
名

国際文化学部論典第18巻第３号（2017年12月）

勝
四
郎
に
と
っ
て
の
下
総
か
ら
京
、
京
か
ら
下
総
と
い
う
旅
は
、
本
来
で
あ

れ
ば
数
か
月
も
要
す
れ
ば
十
分
な
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
戦
乱
や
そ
の
熟
慮
す
る

こ
と
に
欠
け
る
性
格
ゆ
え
に
七
年
も
の
歳
月
を
費
や
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
勝
四
郎
の
歩
み
を
彩
る
、
場
所
を
名
指
す
言
葉
で
あ
る
地
名
に
焦
点
を
当

て
て
、
物
語
の
構
造
と
の
関
係
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

村

瀬

木
綿
子
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（
２
）

雄
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
麻
と
絹
、
田
舎
と
都
会
と
い
う
一
一
項
対
立
を
物
語

に
生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
麻
」
は
「
フ
サ
」
で
あ
り
同
時
に

「
ヌ
サ
」
と
も
読
ま
れ
た
。
従
っ
て
「
ミ
ヌ
サ
」
「
ア
サ
ヌ
サ
」
「
マ
ソ
ヌ
サ
」

は
す
べ
て
同
じ
で
あ
り
、
麻
苧
の
類
は
青
和
幣
と
い
わ
れ
、
神
を
憩
す
る
も
の

（
３
）

で
あ
っ
た
。
麻
は
単
に
下
総
の
特
産
物
と
い
う
だ
け
で
は
な
ノ
、
、
神
を
ま
つ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
勝
四
郎
が
旅
立
っ
た
後
戦
乱
が
真
間
の
郷
を
襲
っ

た
時
も
、
じ
っ
と
村
に
と
ど
ま
り
続
け
た
勝
四
郎
の
妻
宮
木
と
足
の
不
自
由
な

村
の
古
老
漆
間
の
翁
が
一
種
の
神
性
を
帯
び
て
し
ま
う
の
も
こ
の
た
め
で
あ

ワ
。
Ｏ

あ
し
か
が

そ
の
神
に
ま
つ
わ
る
「
麻
」
と
対
立
す
る
も
の
が
「
足
利
染
の
絹
」
で
あ
る
。

勝
四
郎
と
そ
の
妻
宮
木
の
悲
劇
は
、
足
利
染
の
絹
を
商
う
商
人
雀
部
の
登
場
に

よ
っ
て
始
ま
る
。
足
利
染
の
絹
と
は
、
物
語
の
時
代
設
定
で
あ
る
武
家
時
代
で

（
４
）

は
、
旗
指
物
、
陣
幕
、
陣
羽
織
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
従
っ
て
雀
部
と

●
●

は
、
一
種
の
戦
争
商
人
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
足
利
染
の
絹
を
雀
部
や
勝
四
郎

●
●

が
扱
っ
て
い
く
｝
」
と
は
、
ま
さ
に
「
鎌
倉
の
御
所
」
足
利
成
氏
の
乱
と
い
う
、

宮
木
と
勝
四
郎
の
別
離
を
決
定
的
な
も
の
に
す
る
戦
乱
と
連
動
し
て
い
る
の
で

あ
る
。更

に
、
こ
の
絹
の
産
地
を
示
す
「
足
利
」
と
い
う
地
名
は
、
「
大
日
本
地
名

辞
書
」
（
下
巻
、
冨
山
房
、
明
治
四
○
・
一
○
）
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ア

シ
」
Ⅱ
金
銭
で
あ
り
、
「
カ
ガ
」
Ⅱ
利
子
、
利
息
の
古
語
で
あ
る
か
ら
、
「
ア
シ

カ
ガ
」
と
は
ま
さ
に
金
銭
、
利
子
を
表
す
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
「
足
利
染
の

絹
」
と
は
、
戦
乱
の
世
、
貨
幣
経
済
の
象
徴
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
麻
を

作
る
農
民
に
と
っ
て
無
縁
で
あ
る
は
ず
の
世
界
に
勝
四
郎
は
足
を
踏
み
入
れ
、

こ
の
主
人
公
夫
婦
の
別
れ
の
場
面
で
は
、
秋
に
は
必
ず
戻
る
と
い
う
約
束
が

な
さ
れ
る
。
そ
し
て
勝
四
郎
の
旅
立
ち
を
語
る
場
面
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

あ
づ
ま

鳥
が
暗
く
東
を
立
出
て
京
の
方
へ
急
ぎ
け
り
。

あ
づ
ま

「
東
」
と
い
う
「
下
総
」
よ
り
さ
ら
に
大
き
な
広
が
り
を
持
つ
、
場
所
を
示
す

あ
づ
ま

言
葉
が
物
語
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
。
「
東
」
と
い
う
言
葉
が
背
負
っ
て
い
る

も
の
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
が
明
ら
か
と
な
る
。

あ
づ
主

「
東
」
と
い
う
言
葉
の
本
来
の
意
味
（
例
え
ば
、
ア
イ
ヌ
語
と
し
て
「
ア
シ
」

（
５
）

Ⅱ
豊
能
、
「
マ
」
Ⅱ
地
と
す
る
説
や
、
「
ア
」
が
接
頭
語
で
、
「
シ
マ
」
は
も
の

（
６
）

の
端
を
意
味
す
る
と
い
う
解
釈
な
ど
）
が
、
長
い
時
を
経
て
忘
れ
ら
れ
、
そ
の

由
来
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
い
わ
れ
を
知
ろ
う
と
す
る
欲
求
が
地

名
起
源
説
話
を
生
み
出
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
ア
ヅ
マ
」
に
「
吾
嬬
」

と
当
て
た
と
き
、
一
つ
の
伝
承
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。
記
紀
に
記
さ
れ
た
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
東
征
伝
承
の
一
話
が
そ
れ
で
あ
る
。
海
神
を
鎮
め
る
た
め
に
海

に
身
を
投
げ
た
妻
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
を
想
い
、
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
は
「
吾
嬬
は

や
」
（
「
日
本
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
上
」
岩
波
書
店
昭
和
四
二
・
三
）

と
嘆
息
す
る
。
そ
れ
で
こ
の
一
帯
を
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
と
し
た
地
名
起
源
説

あ
づ
ま

話
と
な
る
。
「
風
土
記
」
で
「
我
姫
」
（
「
日
本
古
典
文
学
大
系
風
土
記
」
岩

波
書
店
昭
和
三
三
・
四
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
基
底
に
こ
の
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
伝
承
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
地
名

妻
宮
木
と
育
ん
で
き
た
世
界
か
ら
決
定
的
に
決
別
す
る
こ
と
と
な
る
。

あ
づ
ま

一
一
一
、
東

二
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あ
づ
上

勝
四
郎
が
こ
の
「
東
を
立
出
て
京
の
方
へ
急
」
〈
、
直
前
の
部
分
に
は
、
不
本

意
な
が
ら
夫
の
旅
支
度
を
か
い
が
い
し
く
整
え
、
夫
の
不
在
を
心
細
く
思
う
妻

宮
木
の
様
子
や
言
葉
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
夫
勝
四
郎
が

う
き
ぎ
の
り

く
ず

い
か
で
浮
木
に
乗
つ
も
し
ら
ぬ
国
に
長
居
せ
ん
。
葛
の
ス
ノ
ら
葉
の
か
へ
る

は
此
秋
な
る
べ
し
。

（
【
ｊ
）

と
答
え
る
。
こ
の
一
一
人
の
別
れ
の
場
面
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
引

歌
、
枕
詞
、
序
詞
と
い
っ
た
様
々
な
和
歌
的
修
辞
を
背
景
に
し
て
、
二
重
構
造

を
持
つ
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
い
が
い
し
く
も
夫
に
仕
え
な
が

ら
不
安
を
口
に
す
る
妻
と
、
秋
に
は
帰
る
と
確
約
す
る
夫
と
い
う
表
面
上
の
物

語
の
裏
に
、
妻
宮
木
の
死
や
勝
四
郎
の
破
約
、
そ
し
て
妻
の
恨
み
と
い
っ
た
当

の
本
人
た
ち
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
将
来
が
透
け
て
見
え
る
表
現
を
持
つ
場
面

と
な
っ
て
い
る
。

あ
づ
室

そ
し
て
こ
の
場
面
の
直
後
に
来
る
の
が
、
さ
き
に
引
用
し
た
「
東
」
へ
の
出

立
の
部
分
な
の
で
あ
る
。
二
人
の
思
い
と
は
裏
腹
に
、
予
見
さ
れ
る
暗
い
将
来

あ
づ
ま

を
さ
ら
に
補
強
す
る
形
で
、
「
東
」
と
い
う
言
葉
が
「
妻
の
死
を
嘆
／
、
夫
」
と

い
う
物
語
の
結
末
へ
と
導
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
希
望
に
満
ち
溢
れ
た
勝
四

郎
の
出
発
は
、
す
で
に
物
語
の
結
末
ｉ
ｌ
亡
き
妻
を
し
の
ぶ
ｌ
と
い
う
悲
劇
に
彩

ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
こ
の
伝
承
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
地
名
は
、
失
っ
て
し
ま
っ
た
妻

を
し
の
ぶ
と
い
う
物
語
を
持
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

俄
か
商
人
と
な
っ
た
勝
四
郎
は
、
高
田
衛
氏
が
。
西
鶴
織
留
」
以
来
の
出

（
８
）

稼
ぎ
失
敗
認
の
パ
タ
ン
」
を
踏
ん
で
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
通
り
、
京
で
得
た
吉
田

ぬ
す
ぴ
と

を
帰
郷
の
途
次
の
「
岐
曾
の
真
坂
」
で
「
落
草
ど
も
」
に
略
取
さ
れ
る
。

ぬ
す
び
と

さ
さ

に
も
つ

う
ば

落
草
ど
も
道
を
塞
へ
て
、
行
李
も
残
り
な
く
奪
は
れ
し
が
う
へ
唱
人
の

し
ん
せ
き
す
ゑ
た
び
ぴ
と

か
た
る
を
聞
け
ば
、
是
よ
り
東
の
方
は
所
々
に
新
関
を
居
て
、
旅
客
の

い
き
き

ゆ
る

お
と
づ
れ

往
来
を
だ
に
宥
さ
ざ
る
よ
し
。
さ
て
は
消
息
を
す
べ
き
た
づ
き
も
な
し
。

へ
う
ぐ
睦
唯
ろ

い
き

ふ
る
さ
と

家
も
兵
火
に
や
亡
び
な
ん
。
妻
も
世
に
生
て
あ
ら
じ
。
し
か
ら
ば
古
郷
と

お
に

み
や
こ

て
も
鬼
の
す
む
所
な
り
と
て
、
こ
こ
よ
り
又
京
に
引
き
か
へ
す
に
、

勝
四
郎
は
、
故
郷
が
戦
場
に
な
っ
て
い
る
と
の
噂
を
耳
に
し
、
急
ぎ
帰
郷
の
途

ぬ
す
び
と

に
就
く
。
し
か
し
、
「
岐
曾
の
真
坂
」
で
「
落
草
ど
も
」
に
す
べ
て
を
奪
わ
れ

た
こ
と
が
、
勝
四
郎
の
故
郷
へ
と
向
か
う
気
持
ち
を
そ
い
で
し
ま
う
。
従
っ
て
、

東
方
に
新
関
が
据
え
ら
れ
た
た
め
、
こ
れ
以
上
は
進
め
な
い
と
い
う
噂
を
受
け

入
れ
、
も
は
や
故
郷
も
妻
も
失
わ
れ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
込
む
こ
と
に
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
「
岐
曾
の
真
坂
」
で
の
災
難
は
、
こ
の
物

語
の
上
に
お
け
る
重
要
な
タ
ｉ
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
雨
月
物
語
』
の
諸
注
釈
書
で
は
、
こ
の
「
岐
曾
の
真
坂
」
を
長
野
県
西
筑

摩
郡
山
ロ
村
馬
寵
峠
の
古
名
で
、
古
来
の
歌
枕
の
地
で
あ
る
と
い
う
説
明
を
与

え
て
い
る
。
「
大
日
本
地
名
辞
書
」
（
同
前
）
に
お
い
て
、
「
馬
寵
」
の
項
に
は

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

か
み
み
さ
か

今
神
坂
村
と
改
む
、
華
エ
木
曾
の
御
坂
の
義
歎
、
然
れ
ど
も
神
の
御
坂
、
一

名
科
野
坂
の
古
跡
に
は
あ
ら
ず
。

き
そ
み
さ
か

四
、
岐
缶
白
の
真
坂

三
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こ
こ
で
は
、
「
ミ
サ
カ
」
と
呼
ば
れ
る
地
名
が
二
つ
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
も
う
一
方
の
「
神
の
御
坂
」
と
さ
れ
て
い
る
方
は
岐
阜
県
下
伊
那
郡
阿
智

村
と
の
県
境
の
峠
で
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
東
国
征
伐
の
際
に
通
っ
た
と
記
紀
に

記
さ
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
田
辺
幸
雄
氏
は
「
万
葉
集
東
歌
』
（
塙
書
房
昭

和
三
八
・
九
）
に
お
い
て
、
太
古
か
ら
の
交
通
路
が
「
神
の
御
坂
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
険
難
さ
ゆ
え
に
荒
廃
し
、
鎌
倉
期
に
は
大
方
の
旅
人
が
木
曾
街
道
の

「
馬
篭
峠
」
を
通
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
ミ
サ
カ
」
と
い
っ
た
地

名
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
う
し
た
道
の
新
旧
に
何
の
区
別
も
与

え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
木
曽
路
名
所
図
会
」
（
文
化
二
年
刊
）
の
「
御
坂

山
古
道
」
の
項
に
お
い
て
、
「
神
の
御
坂
」
で
の
歌
（
「
万
葉
集
」
巻
二
○
の
四

四
○
二
番
歌
）
や
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
の
記
紀
伝
承
ま
で
も
が
、
こ
の
「
馬
龍
峠
」

の
伝
承
や
歌
と
し
て
蔽
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
旧
道
だ
っ
た
「
神
の
御
坂
」

の
伝
承
の
著
名
さ
が
、
旧
道
の
荒
廃
と
と
も
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な

く
、
逆
に
新
道
で
あ
る
馬
寵
峠
の
「
ミ
サ
カ
」
に
そ
の
旧
道
の
背
負
っ
て
き
た

伝
承
な
ど
が
移
植
さ
れ
た
か
た
ち
で
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ

て
、
勝
四
郎
が
越
え
よ
う
と
し
た
「
岐
曾
の
真
坂
」
は
、
「
神
の
御
坂
」
と
よ

ば
れ
る
一
種
の
神
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
も
た
ら
さ
れ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
「
ミ
サ
カ
」
と
は
、
境
界
と
し
て
の
「
サ
カ
」
で
あ
る
以
上
、

両
義
的
空
間
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
聖
な
る
空
間
と
な
る
。

さ
か
ぬ
さ
ま
つ
い
は
い
の
ち
お
も
ち
ち

ち
は
や
ふ
る
神
の
み
坂
に
幣
奉
り
斎
ふ
命
は
母
父
が
た
め

（
「
日
本
古
典
文
学
全
集
菖
葉
集
３
」
小
学
館
昭
和
五
四
・
一
一
）

こ
の
「
万
葉
集
」
巻
二
○
の
埴
科
郡
神
人
部
子
忍
男
の
歌
に
よ
れ
ば
、
幣
を
奉

ら
ね
ば
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
荒
ぶ
る
神
が
こ
の
「
ミ
サ
カ
」

に
い
る
と
い
う
信
仰
が
見
え
る
。
こ
れ
は
『
古
事
記
」
や
『
日
本
書
紀
」
に
も

記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
「
日
本
書
紀
」
の
記
述
に
注
目
す
る
と
、

則
日
本
武
尊
、
進
二
入
信
濃
一
。
是
国
也
、
山
高
谷
幽
、
翠
嶺
寓
重
。
人
椅

レ
杖
而
難
し
升
。
（
略
）
山
神
令
レ
苦
レ
王
、
以
化
二
白
鹿
一
立
二
於
王
前
一
。
王

異
之
、
以
二
一
箇
蒜
一
弾
二
白
鹿
一
。
則
中
レ
眼
而
殺
之
。
（
略
）
先
し
是
、
度
二

信
濃
坂
一
者
、
多
得
二
神
気
一
以
痩
臥
。
但
従
レ
殺
二
白
鹿
一
之
後
、
験
二
是
山
一

者
、
鴫
し
蒜
而
塗
二
人
及
牛
馬
一
。
自
不
レ
中
二
神
気
一
也
。

（
「
日
本
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
上
」
岩
波
書
店
昭
和
四
二
・
三
）

と
い
う
よ
う
に
、
白
鹿
と
化
し
た
坂
の
神
に
襲
わ
れ
た
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
が
、
白

鹿
を
蒜
で
打
ち
す
え
、
殺
す
と
い
う
話
が
あ
る
。
し
か
も
こ
の
坂
の
神
の
毒
気

に
あ
て
ら
れ
た
者
は
皆
、
「
痩
臥
」
す
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

一
節
と
ほ
ぼ
同
様
な
話
が
「
古
事
記
」
で
は
足
柄
山
の
話
と
さ
れ
て
い
る
。
「
神

の
御
坂
」
、
「
足
柄
山
」
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
の
東
征
の
一
連

の
話
の
最
後
は
、
記
紀
と
も
に
伊
吹
山
の
神
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
悲
劇
で
幕
を

閉
じ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
境
界
で
あ
る
「
坂
」
の
神
は
、
そ
こ
を
通

過
す
る
も
の
を
た
だ
で
は
通
さ
ず
、
た
と
え
ば
そ
の
毒
気
に
あ
て
て
病
を
与
え

た
り
、
殺
し
て
し
ま
う
よ
う
な
恐
ろ
し
い
存
在
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

さ
さ

そ
し
て
「
浅
茅
が
宿
」
の
勝
四
郎
は
、
こ
の
よ
う
な
「
道
を
塞
へ
」
る
「
塞

（
９
）

ぬ
す
ぴ
と

え
の
神
」
を
思
わ
せ
る
荒
ぶ
る
坂
の
神
と
し
て
の
「
落
草
ど
も
」
に
よ
っ
て
、

す
べ
て
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
帰
郷
を
諦
め
、
京
に
と
っ
て
か
え
す
途

中
、

あ
つ

う
れ

近
江
の
国
に
入
て
、
に
は
か
に
こ
こ
ち
あ
し
く
、
熱
き
病
を
憂
ふ
。

四
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と
あ
た
か
も
「
神
の
御
坂
」
の
神
の
毒
気
に
あ
て
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
病
を
得

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
岐
曾
の
真
坂
」
を
越
え
よ
う
と
し
た
直
前
の
本
文
で

は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
ご
ろ
く
は
ぴ

と
き

あ
づ
ま
ば
か
り
ご
と

当
時
都
は
花
美
を
好
む
節
な
れ
ば
、
よ
き
徳
と
り
て
東
に
帰
る
用
意
を
な

す
に
、

大
方
の
読
者
の
想
像
を
裏
切
っ
て
勝
四
郎
は
商
売
に
成
功
し
、
故
郷
に
帰
る
準

備
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
以
下
に
は
、
戦
乱
が
故
郷
の
あ
た
り
に
ま

で
及
ん
で
い
る
と
い
う
不
確
か
な
噂
に
「
心
も
心
な
ら
ず
」
と
い
う
状
態
で
京

あ
づ
ま

を
た
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
東
」
が
再
び
登
場
し
て
い
る

点
に
注
目
し
た
い
。
「
京
」
に
対
す
る
「
東
」
と
い
う
語
の
選
択
が
な
さ
れ
た

の
は
当
然
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
場
面
の
基
底
に
は
先
に
見

た
一
連
の
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
の
東
征
伝
承
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
の
東
国
征
伐
の
話
は
、
「
古
事
記
」
と
「
日
本
瞥
紀
」
で
は

そ
の
ル
ー
ト
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
が
、
両
作
品
と
も
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は

坂
の
神
を
服
従
さ
せ
た
後
で
、
以
前
、
東
征
の
途
次
、
海
の
神
を
鎮
め
る
た
め

に
入
水
し
た
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
を
し
の
ん
で
「
ア
ヅ
マ
ハ
ヤ
」
と
嘆
く
の
で

あ
づ
ま

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
浅
茅
が
宿
」
の
こ
の
場
面
に
「
東
」
と
い
う
言
葉
が
選

ば
れ
た
と
き
、
こ
こ
で
も
亡
き
妻
を
し
の
ぶ
夫
の
姿
と
い
う
も
の
が
予
見
さ

れ
、
坂
の
神
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
運
命
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
主
人
公
達
の

あ
り
よ
う
が
、
こ
の
地
名
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

万
葉
の
旅
人
の
よ
う
に
「
幣
」
も
持
た
ず
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
よ
う
に
「
蒜
」

も
身
に
付
け
て
い
な
か
っ
た
勝
四
郎
は
、
そ
の
命
の
か
わ
り
に
京
で
得
た
富
を

ぬ
す
び
と

「
ミ
サ
カ
」
の
神
と
し
て
の
「
落
草
ど
も
」
に
差
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
も
前
に
見
た
よ
う
に
「
ミ
サ
カ
」
の
神
は
通
行
人
を
「
痕
へ
臥
」
し
て
し

ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。
勝
四
郎
は
、
京
に
引
き
返
す
途
中
の
中
山
道
の
宿
場

「
武
佐
」
で
熱
病
を
患
っ
て
し
ま
う
。

「
武
佐
」
は
中
山
道
沿
い
に
位
置
す
る
交
通
の
要
衝
で
、
早
く
か
ら
市
が
発

（
叩
）

達
し
宿
場
と
し
て
有
名
な
場
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
で
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い

た
の
は
、
武
佐
寺
で
、
「
源
平
盛
衰
記
」
「
近
江
国
輿
地
志
略
」
「
木
曽
路
名
所

図
会
」
な
ど
に
そ
の
縁
起
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
聖
徳
太
子
伝
承
で
、
聖

徳
太
子
の
勧
め
に
よ
り
仏
教
に
帰
依
し
た
た
め
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
た
と
い
う

内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
聖
徳
太
子
伝
承
の
あ
る
土
地
は
、
日
本
中
に

数
多
く
あ
り
、
こ
の
武
佐
寺
も
そ
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
旅
の
途
中
の
病
は
死

を
意
味
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
勝
四
郎
は
幸
運
に
も
、
雀
部
の
妻
の
実
家
で
あ

る
児
玉
氏
か
ら
手
厚
い
看
護
を
受
け
、
回
復
す
る
。
太
子
の
霊
験
あ
ら
た
か
な

地
に
偶
然
た
ど
り
着
い
た
幸
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
武
佐
」
と
い
う
地
名
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
「
近
江
国
興
地
志
略
」
（
享
保
一
九
年
成
立
）
に
は
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

古
人
多
武
佐
寺
と
云
或
は
武
者
に
作
り
、
ま
た
牟
佐
に
作
る

（
『
大
日
本
地
志
大
系
近
江
国
輿
地
志
略
」
大
日
本
地
志
大
系
刊
行
会

む
さ
こ
だ
ま

五
、
武
佐
の
児
玉
氏

五
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大
正
四
・
九
）

す
な
わ
ち
、
「
ム
サ
」
に
は
「
武
佐
」
の
他
に
「
武
者
」
「
牟
佐
」
が
あ
て
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
貝
原
益
軒
の
「
木
曽
路
之
記
」
（
宝
暦
六
年
成
立
）
で
は
、
こ

の
地
を
「
武
者
」
と
記
す
（
「
益
軒
全
集
」
巻
七
益
軒
全
集
刊
行
会
明
治

四
四
・
八
）
。
こ
う
し
た
表
記
は
他
に
も
見
ら
れ
、
大
納
言
雅
也
「
富
士
紀
行
」

で
は

武
者
の
宿
に
つ
き
侍
て
。

わ
が
君
の
御
代
を
お
さ
む
る
武
者
の
名
を
聞
里
も
し
っ
か
也
け
り

（
「
群
書
類
従
」
一
八
輯
昭
和
三
四
・
一
二
）

と
あ
り
、
ま
た
一
条
兼
良
の
「
藤
川
の
記
」
で
は

そ
の
日
は
武
佐
と
い
ふ
所
に
や
ど
る

も
の
魁
ふ
の
湯
が
け
は
た
て
ぞ
な
び
く
な
る
う
べ
こ
そ
武
佐
の
名
は
残
り

け
れ

（
「
続
帝
国
文
庫
続
々
紀
行
文
集
」
博
文
館
明
治
三
四
・
一
○
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
武
佐
」
と
い
う
地
名
は
「
武
者
」
（
「
も
の
の
ふ
」
）
を
想

起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
「
武
佐
」
に
つ
い
て
青
木
正
次
氏
は
「
戦
乱
の
都
で
も
、
荒
廃
し
た
東

（
Ⅲ
）

国
で
も
な
く
、
そ
の
間
の
す
き
ま
と
も
い
う
べ
き
安
穏
な
地
」
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
病
に
冒
さ
れ
た
勝
四
郎
が
た
ど
り
着
い
た
「
武
佐
」
は
ま
だ
戦
火
に
脅

か
さ
れ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
そ
こ
で
呑
気
に
七
年
間
も
の
間
、
人

の
世
話
に
な
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
「
安
穏
な
地
」
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
「
武
佐
」
と
い
う
地
名
の
裏
に
「
武
者
」
ｌ
戦
乱
と
い
う
も
の
が
透

け
て
見
え
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
は
や
は
り
ど
こ
か
き
な
臭
い
土
地
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
勝
四
郎
の
こ
こ
で
の
七
年
間
に
つ
い
て
は
詳
し
く
語
ら
れ

ず
、
た
だ

た
め

な
ぽ

し
や
う

い
つ
の
ほ
ど
か
此
里
に
も
友
を
も
と
め
て
、
操
ざ
る
に
直
き
士
心
を
賞
ぜ
ら

こ
だ
ま

ま
じ
は

み
や
こ

れ
て
、
児
玉
を
は
じ
め
誰
々
も
頼
も
し
く
交
り
け
り
。
此
後
は
京
に
出
て

ざ
さ
べ

こ
庵
ま

よ
せ

雀
部
を
と
ふ
ら
ひ
、
又
は
近
江
に
帰
り
て
児
玉
に
身
を
托
、
七
と
せ
が
ほ

ど
は
夢
の
ご
と
く
に
過
し
ぬ
。

と
い
う
よ
う
に
命
の
恩
人
で
あ
る
近
江
の
児
玉
氏
の
家
と
京
の
雀
部
の
と
こ
ろ

を
行
き
来
し
て
い
た
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
武
佐
」
で
多
く
の
友
も

で
き
、
ま
さ
に
「
安
穏
な
」
生
活
を
送
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、

こ
の
「
武
佐
」
が
古
く
か
ら
、
市
が
立
っ
て
い
た
交
易
の
場
で
あ
る
と
い
う
こ

と
や
、
児
玉
氏
の
家
が
戦
争
商
人
で
あ
る
雀
部
の
妻
の
実
家
で
あ
り
、
か
っ
て

勝
四
郎
が
雀
部
の
助
け
で
戦
争
商
人
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
て
み

る
と
、
勝
四
郎
の
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
「
武
佐
」
で
の
七
年
間
は
戦
乱
を
た
ず

き
と
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
に
難
く
な
い
。
「
武
佐
」
と
い
う
地
名
が
そ
れ
を

語
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
「
武
佐
」
と
い
う
一
見
平
和
な
土
地
の
裏
に
戦

乱
が
ほ
の
見
え
、
ま
た
こ
こ
に
故
郷
に
置
き
去
り
に
し
て
き
た
妻
宮
木
の
存
在一

一

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
地
で
勝
四
郎
を
救
っ
た
人
物
の
姓
「
児

だ
ま

（
雌
）

玉
」
は
、
こ
の
土
地
に
あ
る
姓
で
は
あ
る
が
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
諸
注
釈
書

で
も
、
こ
の
名
に
つ
い
て
の
説
明
は
こ
と
さ
ら
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
物
語
が

進
み
、
勝
四
郎
が
七
年
ぶ
り
に
帰
郷
し
、
亡
き
妻
宮
木
の
霊
と
再
会
（
こ
の
時
、

勝
四
郎
は
妻
の
死
に
気
づ
い
て
い
な
い
）
し
た
翌
朝
、
宮
木
の
墓
ら
し
き
も
の

を
見
つ
け
妻
の
死
を
知
り
、
そ
の
詳
し
い
事
情
を
聴
く
た
め
に
村
の
古
老
漆
間

｛
ハ

311

国際文化学部論集第１８巻第３号（2017年12月）



の
翁
の
と
こ
ろ
に
行
く
場
面
が
あ
る
。

わ
ぬ
し
と
は

か
ん
く
は
ふ
る

五
口
主
遠
く
ゆ
き
給
ひ
て
後
は
、
夏
の
比
よ
り
干
尤
を
揮
ひ
出
て
、
里
人
は

の
が
わ
か

い
く
さ
び
と
め
ざ

さ
う
で
ん

所
々
に
遁
れ
、
弱
き
者
ど
も
は
軍
民
に
召
る
る
ほ
ど
に
、
桑
田
に
は
か
に

こ
と
く
き
じ
ら

さ
か
し
め
ぬ
し

ち
か

狐
兎
の
叢
と
な
る
。
ロ
ハ
烈
婦
の
み
主
が
秋
を
約
ひ
給
ふ
を
守
り
て
、
家
を

ひ
と
た
び
こ
た
ま

も
の
す
む

出
給
は
ず
。
（
略
）
一
旦
樹
神
な
ど
い
ふ
お
そ
る
し
き
鬼
の
栖
所
と
な
り

た
り
し
を
、

こ
の
漆
間
の
翁
の
言
葉
か
ら
故
郷
真
間
の
地
が
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と

ひ
と
た
び
こ
た
ま

が
わ
か
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
「
一
日
一
樹
神
な
ど
い
ふ
お
そ
る
し
き

も
の
す
む

鬼
の
栖
所
と
な
り
た
り
し
」
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
典
拠
と
さ
れ
て
い

る
「
源
氏
物
語
」
の
蓬
生
の
巻
は
、
こ
の
表
現
の
み
な
ら
ず
、
勝
四
郎
の
帰
宅

の
場
面
全
体
に
わ
た
っ
て
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
多
く
指
摘
さ
れ
て
き

（
脇
）た

。
光
源
氏
が
訪
れ
な
く
な
っ
た
末
摘
花
の
屋
敷
で
は
、
女
房
達
が
次
々
に

こ
た
童

去
っ
て
い
き
、
そ
の
わ
び
し
さ
を
記
し
た
場
面
に
「
木
霊
な
ど
、
け
し
か
ら
い

物
ど
も
」
（
「
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
二
」
小
学
館
昭
和
四
七
・

二
と
あ
り
、
荒
れ
果
て
た
邸
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
ま
た
、
荒
廃
し
て
し
ま
っ

た
屋
敷
で
光
源
氏
を
待
ち
続
け
る
末
摘
花
の
姿
が
、
そ
の
ま
ま
勝
四
郎
の
帰
り

こ
た
玄

を
待
つ
宮
木
の
姿
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
「
樹
神
」
は
、
夫
の
い

な
い
荒
涼
と
し
た
風
景
を
表
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

鵜
月
洋
氏
の
「
雨
月
物
語
評
釈
』
（
角
川
書
店
昭
和
四
四
・
三
）
で
は

こ
た
ま

「
樹
神
」
の
語
釈
と
し
て
、

樹
木
の
精
霊
。
老
木
な
ど
に
住
む
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
妖
怪
、
時
に
天
狗

な
ど
を
い
っ
た
。
人
に
崇
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
天
狗
」
と
あ
る
が
、
「
狐
」
な
ど
と
も
同
列
な
い
し
は

（
洲
）

そ
の
も
の
と
田
心
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
天
狗
」
の
表
記
は
本
文
に
は
出

ふ
く
ろ
う

て
こ
な
い
が
、
「
狐
」
は
「
偶
鶴
」
と
と
も
に
宮
木
（
死
霊
）
の
言
葉
の
中
に
も
、

典
拠
作
品
「
源
氏
物
語
」
の
蓬
生
の
巻
に
も
で
て
く
る
。
そ
れ
は
、
帰
宅
し
た

夫
に
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
生
活
を
語
る
宮
木
の
言
葉
の
中
に
見
え
る
。

き
つ
ね
ふ
く
ろ
う

軒
端
の
松
に
か
ひ
な
き
宿
に
、
狐
鵬
鶴
を
友
と
し
て
今
日
ま
で
は
過
し

ぬ
。

し
る
し

ら
い

「
軒
端
の
松
」
と
は
挿
絵
に
も
あ
る
、
勝
四
郎
が
「
我
軒
の
標
」
と
し
た
「
雷

く
だ
か

に
推
れ
し
松
」
で
あ
ｈ
ソ
、
当
然
「
待
つ
」
が
か
け
ら
れ
、
そ
の
背
後
に
「
待
つ
」

（
陽
）

と
い
う
行
為
が
酷
／
＼
も
絶
た
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
た
ま

ら
い
く
だ
か

「
樹
神
」
が
宿
っ
た
の
も
こ
の
「
雷
に
催
れ
Ｉ
し
松
」
な
の
だ
ろ
う
。
宮
木
は
戦

き
つ
ね
ふ
く
ろ
う
こ
だ
上

乱
が
押
し
寄
せ
て
き
た
故
郷
で
た
っ
た
ひ
と
伽
リ
、
「
狐
嶋
鵬
」
「
樹
神
」
を
友
と

し
て
生
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
姿
は
、
も
は
や
生
者
で
は

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
「
武
佐
」
と
い
う
戦
乱
を
想
起
さ
せ
る

こ
だ
畠

場
所
で
、
一
種
、
戦
乱
を
生
き
る
す
べ
に
し
、
勝
四
郎
は
「
児
玉
」
を
友
と
１
し

こ
た
ま

て
生
き
抜
い
て
い
た
時
、
戦
乱
で
生
き
る
す
べ
を
失
っ
た
宮
木
は
「
樹
神
」

き
つ
ね
ふ
く
ろ
う

（
「
狐
偶
鵬
」
）
を
友
と
す
る
異
界
の
も
の
と
し
て
夫
を
待
ち
続
け
る
Ｉ
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

前
章
「
岐
曾
の
真
坂
」
で
見
た
よ
う
に
、
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
伝
承
が
基
底
に

（
脇
）

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
勝
四
郎
は
こ
こ
で
一
度
死
を
経
験
し
、
そ
し
て

「
武
佐
」
で
再
生
し
た
こ
と
に
な
る
。
「
武
佐
」
と
い
う
戦
乱
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
地
で
再
生
し
、
戦
乱
を
利
用
す
る
こ
と
で
生
き
た
と
想
像
で
き
る
勝
四
郎
の

背
後
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
戦
乱
ゆ
え
に
命
を
失
う
宮
木
の
姿
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
「
武
佐
」
と
「
真
間
」
は
一
種
、
表
裏
一
体
の
関
係
と
な
っ

七
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勝
四
郎
が
七
年
ぶ
り
に
帰
郷
す
る
と
こ
ろ
か
ら
物
語
は
い
っ
き
に
ク
ラ
ィ

し
も
ぞ
さ
く
に
か
つ
し
か
の
こ
ほ
り
玄
ま
さ
と

マ
ッ
ク
ス
ヘ
と
む
か
う
。
「
下
総
の
国
葛
筋
郡
真
間
の
郷
」
が
、
そ
の
故
郷

で
あ
る
と
い
う
設
定
は
物
語
の
冒
頭
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語

の
舞
台
と
し
て
「
真
間
」
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら

「
真
間
の
手
児
奈
」
の
伝
承
が
こ
の
物
語
の
基
底
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
読
者
に

想
像
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
物
語
の
最
後
、
漆
間
の
翁
が
、
勝

四
郎
と
一
緒
に
宮
木
の
墓
前
で
通
夜
を
し
た
時
に
、
「
真
間
の
手
児
奈
」
の
昔

話
を
語
る
。
多
く
の
男
の
求
愛
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
入
水
自
殺
を
し
て
し

ま
っ
た
古
代
の
美
女
手
児
奈
の
よ
う
に
、
宮
木
も
入
水
自
殺
を
す
る
の
だ
ろ
う

か
と
思
わ
せ
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
本
作
品
の
典
拠
作
品
で
あ
る
「
勢
灯
新
話
」

（
胴
》

巻
一
二
「
愛
卿
伝
」
と
、
そ
の
翻
案
小
説
で
あ
る
浅
井
了
意
の
「
伽
卿
子
」
巻
六

「
藤
井
清
六
遊
女
宮
城
野
を
要
る
事
」
も
併
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
夫
勝
四
郎

の
不
在
中
に
宮
木
が
貞
操
の
危
機
に
直
面
し
、
そ
れ
が
理
由
で
自
死
す
る
の
で

は
な
い
か
と
予
測
さ
せ
る
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
う
し

た
想
像
は
裏
切
ら
れ
る
。

わ
か

き
き
お
そ
る

一
た
び
離
れ
ま
い
ら
せ
て
後
、
た
の
む
の
秋
よ
り
前
に
汎
心
し
き
世
の
中
と

た
だ
よ

こ
も
た
ま
た
ま

な
り
て
、
里
人
は
皆
家
を
捨
て
海
に
漂
ひ
山
に
隠
れ
ば
、
適
に
残
り
た
る

こ
ら
う

や
も
め

た
よ

人
は
、
多
く
虎
狼
の
心
あ
り
て
、
か
く
寡
と
な
り
し
を
便
り
よ
し
と
や
、

こ
と
ば
た
く
く
だ
け
か
は
ら
ま
た

言
を
巧
み
て
い
ざ
な
へ
ど
も
玉
と
砕
て
も
瓦
の
全
き
に
は
な
ら
は
じ
も
の

て
い
る
。

ま
ま

六
、
真
間
の
郷

か
ら
き
め

を
し
」
、
幾
た
び
か
辛
苦
を
忍
び
ぬ
る
。

た
し
か
に
、
宮
木
が
勝
四
郎
に
再
会
し
た
際
に
述
べ
た
こ
の
言
葉
か
ら
、
典
拠

作
品
の
愛
卿
の
よ
う
な
貞
操
の
危
機
が
何
度
か
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
は
語
ら
れ
ず
、

き
つ
ね
ふ
く
ろ
う

軒
端
の
松
に
か
ひ
な
き
宿
に
、
狐
偶
鵬
を
友
と
し
て
今
日
ま
で
は
過
し

ぬ
。

た
て

と
、
多
ノ
、
の
下
心
の
あ
る
男
達
の
誘
惑
に
も
の
ら
ず
「
深
ノ
、
閉
こ
も
り
て
」
家

か
ら
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
愛
卿
や
手
児
奈
の
自
死
の
理
由

●
●
●

と
は
異
な
り
、
宮
木
の
場
合
は
、
貞
操
を
守
る
こ
と
で
結
果
的
に
死
ん
で
し
ま

う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

物
語
の
舞
台
設
定
の
「
真
間
」
を
冒
頭
で
提
示
し
、
末
尾
に
有
名
な
「
真
間

の
手
児
奈
伝
承
」
を
具
体
的
に
記
し
宮
木
と
手
児
奈
を
重
ね
て
見
せ
る
わ
け
だ

が
、
や
は
り
両
者
の
あ
り
よ
う
が
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
た
め
、
手
児
奈
伝
承
の

登
場
の
唐
突
さ
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
そ
の
両
者
の
共
通
性
が
何
か
と
い
う
こ
と

が
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
文
で
手
児
奈
伝
承
を
語
る
漆
間
の
翁
が
、

な
き

て
ご
な

此
の
亡
き
人
の
心
は
昔
の
手
児
女
が
を
さ
な
き
心
に
幾
ら
を
か
ま
さ
ｈ
ソ
て

悲
し
か
り
け
ん

と
宮
木
と
手
児
奈
の
共
通
性
を
「
を
さ
な
き
心
」
と
語
り
、
こ
の
「
を
さ
な
き

心
」
の
解
釈
は
「
純
粋
な
心
」
と
さ
れ
て
き
た
。

「
真
間
の
手
児
奈
」
の
原
像
が
、
神
を
斎
く
駆
女
（
「
水
の
女
」
）
と
す
れ
唾
、

そ
の
一
般
男
性
の
求
愛
を
拒
む
理
由
が
わ
か
っ
て
来
る
。
そ
の
意
味
で
手
児
奈

こ
た
ま
き
つ
ね
ふ
く
ろ
う

に
神
性
、
壷
垂
性
を
見
る
な
ら
ば
、
「
樹
神
」
や
「
狐
鵬
鵬
を
友
と
し
て
」
き
た

宮
木
に
も
そ
う
し
た
属
性
を
共
通
点
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

八
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物
語
の
最
後
に
漆
間
の
翁
が
語
っ
た
「
真
間
の
手
児
女
」
の
物
語
は
、
「
万

か
つ
し
か
ま
ま
を
と
め
よ

葉
集
」
の
吉
同
橋
虫
麻
呂
の
「
勝
鹿
の
真
間
の
娘
子
を
詠
む
歌
」
（
巻
九
一
八

か
つ
し
か

を
と
め

○
七
番
歌
）
に
よ
っ
て
い
る
。
ま
た
山
部
赤
人
の
「
勝
鹿
の
真
間
の
娘
子
が
墓

よ
さ

や
ま
の
べ
の
す
ぐ
れ
あ
か
ひ
と

に
過
る
時
に
、
山
部
宿
禰
赤
人
の
作
る
歌
」
（
巻
三
四
一
一
一
一
番
歌
）
も
参
考

に
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
『
万
葉
集
」
の
歌
人
達
が
手
児
奈
の
歌
を
詠
ん
だ
の

は
、
手
児
奈
へ
の
鎮
魂
で
あ
り
、
旅
の
安
全
を
祈
願
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
つ

｛
胸
）

た
と
、
稲
田
篤
信
氏
は
指
摘
さ
れ
る
。
土
地
土
地
を
巡
る
と
き
、
そ
こ
の
霊
を

慰
め
る
こ
と
で
通
行
を
許
し
て
も
ら
う
わ
け
で
あ
る
。
古
来
そ
の
鎮
魂
の
方
法

と
し
て
歌
が
有
効
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
歌
枕
と
い
う
、
地
名
と
歌
と
の
結

び
つ
き
で
あ
っ
た
。
高
橋
虫
麻
呂
は
『
万
葉
集
」
の
伝
説
歌
人
で
あ
っ
た
の
で
、

実
際
に
「
真
間
」
の
地
に
足
を
運
ん
だ
か
は
別
と
し
て
、
「
勝
鹿
の
真
間
の
娘

子
を
詠
む
歌
」
は
、
手
児
奈
の
墓
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
山
部
赤
人
の

歌
は
ま
さ
に
「
勝
鹿
の
真
間
の
娘
子
が
墓
に
過
る
時
」
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
、

う
。
ま
た
、
夫
を
待
ち
続
け
る
純
粋
さ
と
い
う
宮
木
の
心
に
、
手
児
奈
の
「
を

ざ
な
き
心
」
を
見
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
手
児
奈
は
、
多
く
の
男

の
愛
に
応
え
ら
れ
ず
死
を
選
ん
だ
の
で
あ
り
、
宮
木
は
、
た
っ
た
一
人
の
男

（
勝
四
郎
）
の
愛
に
応
え
る
た
め
に
結
果
と
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

手
児
奈
が
「
待
た
せ
る
女
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宮
木
は
「
待
つ
女
」
と
な
り
、

ほ
ぼ
正
反
対
と
言
っ
て
も
よ
い
あ
り
よ
う
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
示
さ
れ

る
共
通
性
は
「
死
」
と
そ
の
証
と
な
る
「
墓
」
だ
け
な
の
で
あ
る
。

つ
か

七
、
瀧

そ
の
長
歌
（
四
三
一
番
歌
）
の
末
尾
に
は

ま
ｆ
て
き
な

ま
ざ

勝
鹿
の
真
間
の
手
児
名
が
奥
つ
き
を
｝
」
こ
と
は
聞
け
ど
真
木
の

し
ぽ

こ
と

葉
や
茂
り
た
る
ら
む
松
が
根
や
遠
く
久
し
き
言
の
み
も
名
の

わ
れ

（
鋤
｝

み
も
我
は
亡
心
ら
ゆ
ま
し
じ

と
あ
り
、
そ
の
反
歌
（
四
三
二
番
歌
）
は
、

我
も
見
つ
人
に
も
告
げ
む
勝
鹿
の
真
間
の
手
児
名
が
奥
つ
き
処

と
さ
れ
、
手
児
奈
の
墓
所
を
訪
ね
、
そ
の
痕
跡
を
見
つ
め
て
い
る
。
ま
た
、
高

橋
虫
麻
呂
の
手
児
奈
を
詠
ん
だ
一
八
○
七
番
歌
の
直
後
に
位
置
す
る
一
八
○
九

～
一
八
一
一
番
歌
は
、
手
児
奈
と
並
ん
で
有
名
な
古
代
の
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン

う
な
ひ
を
と
め

う
な
ひ
を
と
め

「
菟
原
処
女
」
の
歌
で
、
「
菟
原
処
女
の
墓
を
見
る
歌
」
（
一
八
○
九
番
歌
）
と

さ
れ
、
や
は
り
そ
の
後
半
に

摩
が
よ
し
る
し

を
と
め

永
き
代
に
標
に
せ
む
と
遠
き
代
に
語
り
継
が
む
と
処
女
墓
（
略
）

と
や
は
り
墓
所
を
詠
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
高
橋
虫
麻
呂
の
一
八
○
七
番
歌

あ
し
や

（
手
児
奈
を
詠
ん
だ
長
歌
）
の
直
前
に
あ
る
田
辺
福
麻
呂
の
歌
も
「
葦
屋
の

を
と
め

よ
き

処
女
の
墓
に
過
る
時
に
作
る
歌
」
（
一
八
○
一
番
歌
）
で
、
「
菟
原
処
女
」
の
墓

を
見
て
、う

な
い
を
と
め
お
く
さ
わ

な
が

菟
原
処
女
の
奥
つ
城
を
我
が
立
ち
見
れ
ば
永
き
世
の
語
り
に
し

の
ち
ひ
と
し
の

つ
つ
後
人
の
偲
ひ
に
せ
む
と
（
略
）
こ
の
道
を
行
く
入
ご
と
に

ね

行
き
寄
り
て
い
立
ち
嘆
か
ひ
或
る
人
は
垂
臼
に
も
泣
き
つ
つ
諏
叩
り

く
を
と
め

お
く
匙
と
こ
ろ

継
ぎ
偲
ひ
継
ぎ
来
る
処
女
ら
が
奥
つ
城
所
我
さ
へ
に
見
れ
ば

い
に
し
へ

悲
し
も
古
、
心
へ
ぱ

と
詠
み
、
長
く
語
り
継
が
れ
て
き
た
「
菟
原
処
女
伝
承
」
の
感
動
を
表
し
て
い

る
。

九
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こ
の
よ
う
に
「
万
葉
集
」
の
歌
人
達
の
認
識
と
し
て
、
土
地
の
伝
承
（
伝
承

化
さ
れ
た
死
の
物
語
）
を
歌
に
詠
む
こ
と
Ⅱ
墓
を
詠
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

場
合
、
墓
と
は
、
旅
の
安
全
を
祈
願
す
る
場
所
で
あ
り
、
同
時
に
伝
承
の
一
種

の
実
体
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
墓
は
伝
承
の
実
在
を
保
証
す
る
も
の
と

し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
さ
き
に
引
用
し
た
山
部
赤
人
の
四

三
一
番
歌
、
四
三
二
番
歌
に
は
、
手
児
奈
の
墓
の
跡
が
も
は
や
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
る
こ
と
が
《
詠
ま
れ
、
し
か
し
そ
れ
で
も
実
際
に
見
る
こ
と
の
で
き
な

い
墓
の
痕
跡
を
そ
こ
に
見
つ
け
る
こ
と
で
、
手
児
奈
の
実
在
を
感
じ
よ
う
と
す

る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
山
部
赤
人
の
四
三
二
番
歌
、
高
橋
虫
麻
呂
の

一
八
○
九
番
歌
、
田
辺
福
麻
呂
の
一
八
○
一
番
歌
に
は
、
墓
が
、
そ
の
墓
に
ま

し
る
し

っ
わ
る
伝
承
を
「
永
き
世
」
の
「
標
」
に
し
て
「
遠
き
代
」
に
「
語
り
継
」
ぐ

た
め
の
も
の
と
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。
墓
は
そ
の
土
地
と
そ
こ
に
生
き
た
人

間
の
物
語
の
実
在
を
保
証
す
る
も
の
で
、
そ
れ
が
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
語
り
継

が
れ
、
伝
承
化
さ
れ
て
い
く
た
め
の
装
置
な
の
で
あ
る
。

つ
か

こ
の
「
浅
茅
が
宿
」
も
宮
木
の
墓
（
「
職
」
）
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
七
年

ぶ
り
に
故
郷
へ
戻
ろ
う
と
や
っ
と
思
い
付
い
た
勝
四
郎
が
、
ま
ず
考
え
た
の

が
、

つ
か
つ
く

あ
り
つ
る
世
に
は
あ
ら
ず
と
も
、
其
あ
と
を
も
も
と
め
て
職
を
も
築
く
け

れ

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
帰
郷
後
、
妻
の
亡
霊
と
も
知
ら
ず
再
会
を
果
た
し
た

翌
朝
、

ふ
し
ど
す
の
こ
つ
か

む
か
し
閏
房
に
て
あ
り
し
所
の
賓
子
を
は
ら
ひ
、
土
を
積
て
輔
と
し
、
雨

む
け
ぐ

は
し

露
を
ふ
せ
ぐ
ま
う
け
も
あ
り
。
（
略
）
水
向
の
具
物
せ
し
中
に
、
木
の
端

け
づ
な
す
の
が
み
ふ
る
ぎ
ぇ

を
剛
伽
リ
た
る
に
、
那
須
野
紙
の
い
た
う
古
び
て
、
文
字
も
む
ら
消
し
て

所
々
見
定
め
が
た
き
、
正
し
く
妻
の
筆
の
跡
な
り
。
法
名
と
い
ふ
も
の
も

い
ま
は

の
べ

年
月
も
し
る
さ
で
、
三
十
一
文
字
に
末
期
の
心
を
哀
れ
に
も
展
た
ぃ
ソ
。

と
妻
の
墓
を
見
つ
け
、
初
め
て
妻
の
死
を
確
信
す
る
。
こ
こ
に
は
詳
細
な
墓
の

描
写
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、
漆
間
の
翁
が
、

は
こ
ひ
つ
ぎ
お
き

を
は
り

老
が
手
づ
か
ら
土
を
運
ぴ
て
枢
を
蔵
め
、
其
終
駕
に
残
し
給
ひ
し
筆
の
跡

つ
か

み
づ
む
け

を
職
の
し
る
し
と
し
て
頚
蕊
行
瞭
の
祭
り
も
心
ば
か
り
に
も
の
し
け
る

わ
ざ

し
る

が
、
翁
も
と
よ
り
筆
と
る
事
を
し
も
し
ら
れ
ば
、
其
年
月
を
紀
す
事
も
え

お
く
り
な

せ
ず
。
寺
院
遠
け
れ
ば
贈
号
を
求
む
る
方
も
な
／
、
て
、
五
と
せ
を
過
し
侍

ｚ
勺
か
巷
ｈ
ソ
ｏ

と
も
う
一
度
、
宮
木
の
墓
に
つ
い
て
語
る
。
こ
の
よ
う
に
何
度
も
繰
り
返
し
墓

に
つ
い
て
語
ら
れ
、
勝
四
郎
は
物
語
末
尾
で
こ
の
墓
を
前
に
漆
間
の
翁
と
通
夜

を
し
た
時
、

ま
哀
て
ご
な

ま
主

い
に
し
へ
の
真
間
の
手
児
奈
を
か
く
ば
か
り
恋
て
し
あ
ら
ん
真
間
の
て
ご

允
捗
会
葬
一

い
な
か

に
ぶ

と
「
田
舎
人
の
口
鈍
ノ
、
」
も
詠
む
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
『
万
葉
集
」
巻
一
四

の
三
三
八
四
番
歌

葛
飾
の
真
間
の
手
児
奈
を
ま
こ
と
か
も
我
に
寄
す
と
ふ
真
間
の
手
児
奈
を

を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
勝
四
郎
は
、
か
つ
て
こ
の

「
真
間
」
の
地
で
、
手
児
奈
の
墓
の
と
こ
ろ
で
歌
を
詠
ん
だ
万
葉
時
代
の
歌
人

達
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
。
し
か
も
、
物
語
の
最
後
の
一
文
で
、

あ
ざ
び
と
つ
た

か
の
国
に
し
ば
し
ば
か
よ
ふ
商
人
の
聞
伝
へ
て
か
た
ｈ
ソ
け
る
な
り
き
◎

と
あ
り
、
も
は
や
勝
四
郎
と
宮
木
の
物
語
が
、
商
人
達
に
よ
っ
て
語
り
伝
え
ら

一

○
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と
い
う
作
品
は
、
「
真
間
」
の
新
し
い
伝
承
を

塞
間
」
と
い
う
土
地
の
背
負
い
こ
む
古
伝
承
へ

こ
の
物
語
は
、
言
葉
が
背
負
い
込
ん
で
い
る
も
の
自
体
が
有
機
的
に
作
品
に

（
創
）

機
能
し
て
い
る
様
が
よ
く
わ
か
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
場
所
を
名
指
す
言
葉

ｌ
地
名
に
も
同
様
に
見
て
取
れ
る
。
地
名
は
多
く
の
も
の
を
宿
し
た
言
葉
で
あ

る
。
そ
の
地
形
、
神
々
の
行
為
、
そ
こ
に
生
き
た
人
々
の
物
語
、
そ
し
て
そ
こ

に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
表
現
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
、
そ
の
短
い
言
葉
の
中
に
存

在
す
る
。
こ
う
し
た
地
名
と
い
う
言
葉
の
持
つ
意
味
合
い
を
有
機
的
に
使
っ
て

見
せ
た
の
が
本
作
品
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
地
名
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
力
を
利
用
し
て
、
物
語
展
開
や
、

こ
と
の
表
明
と
も
い
え
る
。

そ
の
意
味
で
、
「
浅
茅
が
宿
」
と
い
う
作
品

作
り
出
す
も
の
で
、
現
実
の
「
真
間
」
と
い
、
一

の
挑
戦
を
芋
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
真
間
の
宮
木
伝
承
」
が
こ
こ

に
完
成
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
木
の
墓
も
、
「
真

間
の
手
児
奈
」
や
「
菟
原
処
女
」
の
墓
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
生
の
「
標
」
と

な
り
「
永
き
世
」
「
遠
き
代
」
に
語
り
継
が
れ
る
た
め
の
も
の
と
な
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
さ
き
に
引
用
し
た
漆
間
の
翁
の

な
き

て
ご
な

此
の
亡
人
の
、
心
は
昔
の
手
児
女
が
を
さ
な
き
心
に
幾
ら
を
か
ま
さ
り
て
悲

し
か
り
け
ん

と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
宮
木
の
物
語
が
手
児
奈
の
物
語
を
し
の
ぐ
も
の
で
あ
る

八
、
お
わ
り
に

｢浅茅が宿」論一方法としての地名一

本
文
に
語
ら
れ
て
い
な
い
隠
さ
れ
た
部
分
の
真
相
を
明
か
す
な
ど
、
地
名
が
物

語
の
構
造
に
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
る
様
子
を
見
て
き
た
。
な
か
で
も
、
「
真
問
」

と
い
う
地
名
に
含
ま
れ
た
伝
承
を
作
品
の
中
に
据
え
る
こ
と
で
、
あ
る
出
来
事

が
物
語
化
（
伝
承
化
）
さ
れ
て
い
く
過
程
を
具
体
的
に
再
現
し
て
み
せ
る
と
い

う
、
物
語
の
生
成
過
程
そ
の
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。
物
語
は
ど
う
生
ま
れ
、

ま
た
物
語
は
ど
う
伝
承
化
さ
れ
て
い
く
の
か
を
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、
本
作
品
は
「
真
間
」
と
い
う
現
実
の
場
所
へ
の
物
語
か
ら
の
挑
戦
で

あ
り
、
そ
の
時
新
た
な
物
語
、
伝
承
が
再
生
産
さ
れ
て
い
く
。
地
名
が
物
語
の

発
生
に
関
わ
る
な
ら
ば
、
地
名
は
物
語
そ
の
も
の
の
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。（

１
）
天
富
命
、
更
求
沃
壌
、
分
阿
波
斎
部
、
率
往
東
土
、
播
殖
麻
・
穀
。
好
麻
所
生
。

故
、
謂
之
総
国
。
（
「
古
語
拾
遺
」
岩
波
書
店
昭
和
六
二
・
一
一
）

（
２
）
「
身
体
．
こ
の
不
思
議
な
る
も
の
の
文
学
」
（
れ
ん
が
書
房
新
社
昭
和
五
九
・

一
一
）

（
３
）
新
井
白
石
「
東
雅
」
（
「
新
井
白
石
全
集
」
巻
四
明
治
三
九
・
四
）

（
４
）
鵜
月
洋
「
雨
月
物
語
評
釈
」
（
角
川
書
店
昭
和
四
四
・
三
）

（
５
）
折
口
信
夫
「
万
葉
集
辞
典
」
（
「
折
口
信
夫
全
集
」
六
巻
中
央
公
論
社
昭
和

五
七
・
六
）

（
６
）
西
郷
信
綱
「
古
代
の
声
」
（
朝
日
新
聞
社
平
成
七
・
八
）

（
７
）
長
島
弘
明
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
文
化
セ
ミ
ナ
ー
江
戸
文
芸
を
よ
む
雨
月
物
語
（
上
）
」

（
日
本
放
送
協
会
平
成
六
・
一
○
）

（
８
）
高
田
衛
「
幻
語
の
櫛
造
ｌ
雨
と
月
へ
の
私
注
」
（
「
現
代
詩
手
帖
」
所
収
思
潮

社
昭
和
四
七
・
一
○
）

注
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稲
田
篤
信
氏
は
「
「
浅
茅
が
宿
』
試
論
」
（
「
俄
草
子
」
昭
和
五
一
・
二
）

、
こ
れ
を
内
面
の
死
で
あ
り
、
観
念
的
な
死
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

国際文化学部論集 第18巻第３号（2017年12月）

（
釦
）
今
回
の
論
で
は
地
名
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
対
す
る
考
察
は
示

ざ
な
か
っ
た
。
「
雨
月
物
語
』
に
使
わ
れ
る
言
葉
に
は
、
多
く
典
拠
が
あ
り
、
そ

の
言
葉
の
背
紫
に
あ
る
も
の
が
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
意
識
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

〆‐、〆酉へ

２０１９

和、-"ー
五以１６
四下 と

Ｆ１

（
略
）
症

る
。

（
週
）
４
と
同
じ

（
ｕ
）
「
精
選
版
［

（
過
）
７
と
同
じ

（
肥
）
稲
田
篤
信

で
、
こ
れ
を

（
Ⅳ
）
「
愛
卿
伝
」

て
外
部
か
ら
侵
入
す
る
疫
病
や
悪
霊
を
塞
ぎ
と
め
る
神
。

（
、
）
「
角
川
地
名
大
辞
典
二
五
滋
賀
県
」
（
角
川
書
店

（
ｕ
）
青
木
正
次
『
雨
月
物
語
（
上
）
全
訳
注
」
（
講
談
社

（
皿
）
「
近
江
蒲
生
郡
志
』
巻
八
（
滋
賀
県
蒲
生
郡
役
所
大

（
９
）
「
古
事
記
」
に
お
け
る
イ
ザ
ナ
ギ
の
黄
泉
の
国
訪
問
諏
で
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
イ
ザ

ナ
ミ
ら
の
追
跡
を
遮
る
た
め
に
、
黄
泉
平
坂
に
置
い
た
石
、
す
な
わ
ち
「
道
反
之

大
神
」
あ
る
い
は
「
ま
り
坐
す
黄
泉
戸
大
神
」
が
後
の
道
祖
神
と
な
る
。
境
に
あ
っ

も
と
名
妓
の
愛
卿
は
、
名
家
の
趨
氏
と
結
婚
す
る
。
官
吏
と
し
て
と
り
た
て
て

も
ら
う
た
め
、
母
と
妻
愛
卿
を
故
郷
に
残
し
趨
氏
は
上
京
す
る
。
し
か
し
、
就
職

の
話
が
う
ま
く
い
か
ず
、
結
局
長
く
都
に
逗
留
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

の
間
に
故
郷
は
戦
場
と
な
り
、
故
郷
で
貞
操
の
危
機
に
直
面
し
た
愛
卿
は
自
死
を

選
ぶ
。
帰
郷
し
た
趨
氏
が
、
母
や
妻
の
死
を
知
り
、
妻
の
墓
を
掘
り
起
こ
し
て
み

る
と
、
ま
だ
生
前
と
変
わ
ら
ぬ
ま
ま
の
姿
だ
っ
た
。
妻
の
亡
霊
の
出
現
を
熱
望
し

の
間
に
故
郷
は
戦
場
と
な
り
、
故
郷
で
貞
操
の
危
挫

選
ぶ
。
帰
郷
し
た
趨
氏
が
、
母
や
妻
の
死
を
知
り
、

る
と
、
ま
だ
生
前
と
変
わ
ら
ぬ
ま
ま
の
姿
だ
っ
た
。

た
と
こ
ろ
、
願
い
が
か
な
い
妻
の
霊
と
再
会
す
る
。

房一

折
口
信
夫
に
よ
れ
ば
、
「
手
児
奈
」
の
よ
う
な
女
性
は
多
く
い
た
と
さ
れ
て
い

「
愛
卿
伝
」
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

略
と
同
じ

以
下
「
万
葉
集
』

「
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
』

二

の
引
用
は
す
べ
て
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
（
小
学
館
昭

埴
昭
和
五
四
・
四
）

昭
和
五
六
・
六
）

大
正
一
一
・
五
）

の
中

テ
キ
ス
ト
『
雨
月
物
語
」
は
安
永
五
年
刊
記
本
を
用
い
、
句
読
点
を
明
記
し

た
。

一
一
一
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