
万
葉
集
巻
一
の
側
ｌ
帥
「
過
二
近
江
荒
都
一
時
、
柿
本
朝
臣
人
麿
作
歌
」
、
お

よ
び
鋤
・
例
「
高
市
古
人
感
二
傷
近
江
旧
都
一
作
歌
或
書
云
、
高
市
黒
人
」
は
、

壬
申
の
乱
に
よ
っ
て
壊
滅
し
今
や
廃
嘘
と
化
し
た
大
津
の
宮
へ
の
感
懐
を
歌

」
（
１
Ｊ
）

っ
た
も
の
で
、
近
江
荒
都
歌
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

上
田
秋
成
が
こ
の
歌
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
有
名
な
話
。
秋
成
の
万
葉
評
釈

は
『
楢
の
杣
」
や
『
金
砂
』
に
代
表
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
近
江

荒
都
歌
論
は
、
単
な
る
評
釈
で
は
な
い
。
す
で
に
森
山
重
雄
氏
や
野
口
武
彦

（
２
）

氏
が
注
目
し
た
よ
う
に
、
彼
は
、
強
引
と
も
思
え
る
特
異
な
解
釈
を
施
し
な

が
ら
明
確
な
あ
る
主
題
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
。
そ
れ
は
、
よ
く
言
わ
れ
る

こ
と
だ
が
、
一
つ
の
歴
史
意
識
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
秋
成
の
歴
史
意
識

は
、
〈
文
献
〉
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
が
国
学

と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
本
稿
で
は
、
き
わ
め
て
窓
意
性
の
強
い

評
釈
か
ら
う
か
が
え
る
秋
成
の
意
図
を
さ
ぐ
り
出
し
、
そ
の
歴
史
意
識
を
多

少
と
も
垣
間
見
て
み
た
い
。

上
田
秋
成
の
近
江
荒
都
歌
論
に
つ
い
て

1

上
田
秋
成
の
近
江
荒
都
歌
論
に
つ
い

近
江
荒
都
歌
論
は
、
『
楢
の
杣
」
一
や
『
金
砂
』
六
、
そ
し
て
史
論
書
『
遠

駝
延
五
登
』
に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
金
砂
』
六
を
中
心
に
話
を
す

す
め
る
。
近
江
荒
都
歌
を
取
り
あ
げ
る
以
上
、
万
葉
集
を
直
接
の
対
象
に
し

た
書
を
選
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
万
葉
集
の
歌
の
配
列
順
に
評
釈
す
る

『
楢
の
杣
」
よ
り
も
、
配
列
順
に
関
係
な
く
あ
る
意
図
の
下
に
選
択
し
た
感

の
あ
る
『
金
砂
』
の
方
が
、
秋
成
自
身
の
意
識
を
み
る
に
は
適
切
だ
と
思
わ

れ
る
か
ら
。
さ
ら
に
、
『
金
砂
』
六
に
載
る
近
江
荒
都
歌
と
関
係
の
深
い
歌

へ
の
評
釈
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
秋
成
の
モ
チ
ー
フ
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ

ア
ハ
ン
○

『
金
砂
』
六
は
、
柿
本
人
麻
呂
の
側
ｌ
帥
の
評
釈
で
ま
ず
問
を
た
て
る
。

遷
都
は
、
本
来
吉
例
で
あ
り
旧
都
の
荒
廃
は
悲
し
む
べ
き
で
は
な
い
の
に
、

こ
の
大
津
の
宮
だ
け
が
な
ぜ
荒
都
と
書
か
れ
悲
し
み
が
歌
わ
れ
る
の
か
。
そ

の
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
問
の
答
え
と
し
た
。

蘇
我
父
子
の
猛
威
を
陥
せ
し
。
天
智
の
功
勲
大
い
な
る
を
あ
ふ
き

二
五

て
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て
。
聖
徳
の
君
と
思
ひ
た
の
め
し
か
は
。
此
御
系
統
を
。
か
き
り
あ
ら

ぬ
代
ま
て
と
。
皆
人
お
も
ひ
た
り
し
に
。
か
く
す
シ
ろ
に
荒
た
る
を
。

見
る
か
悲
し
と
云
人
々
は
。
己
か
父
兄
は
。
大
友
の
躍
下
に
あ
り
て
討

死
せ
し
か
。
其
子
は
天
武
に
降
伏
し
て
仕
ふ
れ
と
。
壬
申
の
戦
ひ
に
功

な
き
は
。
官
禄
重
か
ら
す
。
人
の
背
に
脆
坐
し
て
そ
あ
ら
め
。
さ
る
は

大
津
の
宮
の
昔
し
の
は
る
農
を
。
是
は
た
打
ひ
ろ
ま
り
つ
畠
。
歌
し
の

ひ
は
し
け
ん
。
朝
臣
の
氏
族
に
は
。
佐
留
と
云
人
の
み
。
従
四
位
に
叙

せ
ら
れ
た
る
か
。
史
に
見
ゆ
れ
は
・
氏
人
の
世
に
あ
は
さ
る
事
し
ら
る
。

価
て
此
悲
歌
は
有
へ
き
者
也
。

さ
ら
に
続
け
て
言
う
。
こ
の
歌
は
、
表
に
は
、
神
武
の
橿
原
の
宮
以
来
の

畿
内
を
離
れ
畿
外
の
近
江
に
遷
都
し
た
こ
と
が
「
皇
祖
神
の
御
心
」
に
違
っ

た
せ
い
か
突
然
の
戦
乱
で
都
は
跡
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
、
と
詠
ん

で
い
る
。
が
、
心
裏
で
は
、
実
は
大
友
皇
子
側
に
味
方
し
た
た
め
に
滅
亡
し

（
３
）

た
柿
本
一
族
の
悲
し
み
を
歌
っ
て
い
る
の
だ
．
…
：
と
。

例
・
例
・
剛
の
高
市
黒
人
（
秋
成
は
古
人
で
は
な
く
黒
人
と
し
て
い
る
の

で
そ
れ
に
従
う
）
の
歌
に
対
し
て
も
、
や
は
り
「
大
友
の
廼
下
に
亡
び
し
人

の
一
族
」
で
あ
る
黒
人
が
、
柱
が
倒
れ
瓦
が
砕
け
草
蒸
て
鬼
の
住
処
と
見
違

う
よ
う
な
荒
都
の
前
に
佇
ん
で
昔
を
偲
び
嘆
く
風
に
解
釈
し
て
い
る
。

さ
て
、
右
の
秋
成
の
評
釈
で
ま
ず
眼
に
つ
く
の
は
、
天
智
天
皇
の
評
価
の

高
さ
で
あ
る
。
近
江
荒
都
を
嘆
く
人
麻
呂
の
心
情
に
、
蘇
我
父
子
の
横
暴
を

阻
止
し
た
天
智
の
功
勲
を
慕
い
そ
の
系
統
の
永
遠
を
願
っ
た
が
果
た
さ
れ
な

か
っ
た
悲
し
み
を
み
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
当
時
と
し
て
は
肌
か
特
異
な
評
釈
な
の
だ
。
だ
い
た

い
、
こ
の
歌
を
め
ぐ
る
天
智
の
評
判
は
、
国
学
者
の
間
で
は
決
し
て
芳
し
く

は
な
い
。
日
本
書
紀
の
天
智
天
皇
六
年
（
六
六
七
）
三
月
十
九
日
の
条
に
「
都

こ

を
近
江
に
遷
す
。
是
の
時
に
、
天
下
の
百
姓
、
都
遷
す
こ
と
を
願
は
ず
し
て
、

そ
あ
ざ
む
わ
ざ
う
た
お
ほ

調
へ
諫
く
者
多
し
。
童
謡
亦
衆
し
。
日
日
夜
夜
、
失
火
の
処
多
し
」
と
あ
る

が
、
こ
の
記
事
を
根
拠
に
、
近
世
の
国
学
者
た
ち
は
天
智
の
叡
慮
に
疑
念
を

あ
ら
わ
す
。
真
淵
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い
が
、
契
沖
『
精
撰
本
万
葉
代
匠

記
』
が
「
イ
カ
サ
言
一
オ
ホ
シ
メ
シ
テ
カ
卜
云
ニ
ョ
リ
テ
見
レ
ハ
、
此
帝
ノ

都
ヲ
遷
シ
給
フ
事
ヲ
少
誇
レ
ル
カ
・
…
：
総
シ
テ
都
ヲ
遷
ス
事
ハ
古
ヨ
リ
民
ノ

嫌
ヘ
ル
事
ナ
リ
」
と
難
じ
る
の
を
は
じ
め
、
荷
田
春
満
『
万
葉
集
僻
案
抄
』
、

鹿
持
雅
澄
『
万
葉
集
古
義
』
、
富
士
谷
御
杖
『
万
葉
集
燈
』
等
が
口
を
揃
え
て

民
衆
に
多
大
の
負
担
を
か
け
て
ま
で
畿
外
の
地
に
遷
都
し
た
天
智
の
叡
慮
を

語
っ
た
。
そ
し
て
、
人
麻
呂
の
近
江
荒
都
歌
に
遷
都
に
対
す
る
調
刺
を
看
取

す
る
。つ

ま
り
、
国
学
者
た
ち
は
、
秋
成
が
「
皇
祖
神
の
御
心
」
に
違
っ
た
せ
い

か
…
…
と
軽
く
流
し
た
箇
所
に
し
つ
こ
く
こ
だ
わ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
、
こ
こ
は
本
歌
の
「
い
か
さ
ま
に
お
も
ほ
し
け
め
か
」
の
解
釈
上
で
の

言
説
な
の
だ
が
、
国
学
者
に
限
ら
ず
近
現
代
の
万
葉
研
究
で
も
よ
く
問
題
と

な
る
こ
の
箇
所
に
、
秋
成
は
少
し
も
関
心
を
示
さ
な
い
。
調
刺
ど
こ
ろ
か
、
語

に
即
し
た
評
釈
を
放
棄
し
て
ま
で
、
ひ
た
す
ら
天
智
の
功
勲
を
強
調
す
る
。

だ
が
、
そ
れ
以
上
に
目
立
つ
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
人
麻
呂
や
黒
人
の
境

遇
に
つ
い
て
だ
ろ
う
。
右
の
文
脈
で
は
最
も
比
重
が
大
き
い
と
言
え
る
。
す

な
わ
ち
、
人
麻
呂
の
先
祖
は
近
江
朝
に
仕
え
壬
申
の
乱
で
は
大
友
皇
子
に
味

方
し
た
た
め
に
、
人
麻
呂
の
代
に
な
る
と
、
天
武
政
権
下
で
の
敗
者
の
立
場

一
一
一
ハ



を
余
儀
な
く
さ
れ
、
佐
留
が
従
四
位
に
叙
せ
ら
れ
た
以
外
は
一
族
は
皆
不
遇

に
甘
ん
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
す
る
説
。
「
其
子
は
。
天
武
に
降
伏
し

て
仕
ふ
れ
と
。
壬
申
の
戦
ひ
に
功
な
き
は
。
官
禄
重
か
ら
す
。
人
の
背
に
脆

坐
し
て
そ
あ
ら
め
」
が
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
な
の
は
疑
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
黒

人
も
同
じ
。

だ
と
す
る
と
、
亡
き
近
江
朝
を
悲
し
む
人
麻
呂
や
黒
人
の
心
情
に
は
、
当

代
天
武
政
権
下
で
の
不
遇
が
も
た
ら
す
「
陳
慨
の
情
」
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
現
に
秋
成
は
、
巻
三
剛
の
穂
積
老
作
「
我
い
の
ち
真
さ
き
く

あ
ら
は
又
も
来
ん
志
我
の
大
津
に
よ
す
る
し
ら
波
」
を
あ
げ
て
、
こ
れ
を

「
壬
申
の
乱
に
糠
慨
の
情
な
き
人
」
の
詠
歌
だ
と
難
じ
、
逆
に
人
麻
呂
や
黒

人
の
近
江
荒
都
歌
か
ら
「
慨
慨
の
情
」
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
人
麻
呂
や
黒
人
の
境
遇
論
も
、
他
に
類

例
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。
両
者
と
も
、
〈
正
史
〉
に
記
載
を
み
な
い
伝
未
詳

の
人
物
だ
が
万
葉
集
の
歌
か
ら
推
し
て
持
統
お
よ
び
文
武
朝
に
仕
え
た
低
身

分
の
宮
廷
歌
人
、
と
い
う
の
が
大
方
の
見
解
。
人
麻
呂
に
関
し
て
、
国
学
者

は
、
出
身
舎
人
身
分
六
位
以
下
と
推
測
し
得
る
以
外
は
す
べ
て
伝
未
詳
と
す

る
真
淵
説
を
ほ
ぼ
了
解
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
人
麻
呂
や
黒
人
が
、
宮
廷
歌
人
と
し
て
天
武
や
持
統
を
賛

え
こ
そ
す
れ
、
敵
朝
下
で
の
意
に
添
わ
ぬ
出
仕
で
常
に
「
憾
慨
の
情
」
を
抱

き
つ
つ
歌
っ
て
い
た
、
な
ど
と
は
誰
も
考
え
は
す
ま
い
。
当
の
秋
成
自
身
す

ら
、
文
献
上
か
ら
は
大
方
の
見
解
以
上
に
は
出
ら
れ
な
い
と
知
っ
て
い
た
は

ず
で
、
彼
が
万
葉
研
究
を
始
め
て
間
も
な
い
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
刊
の

『
歌
聖
伝
』
一
巻
を
み
れ
ば
明
ら
か
だ
。
後
世
の
碑
文
心
伝
承
・
伝
説
に
ま
で

上
田
秋
成
の
近
江
荒
都
歌
論
に
つ
い
て

手
を
広
げ
て
迫
ろ
う
と
し
た
人
麻
呂
伝
は
、
結
局
は
、
後
世
の
「
浅
随
附
会
」

は
何
ら
証
拠
と
な
ら
ず
律
令
の
古
文
献
に
即
し
て
伝
未
詳
と
す
べ
き
だ
、
と

い
う
国
学
者
流
の
結
論
に
と
ど
ま
る
。

な
ら
ば
、
天
武
政
権
下
で
「
官
禄
重
か
ら
す
。
人
の
背
に
脆
坐
し
て
そ
あ

ら
め
」
と
い
う
人
麻
呂
や
黒
人
像
は
、
文
献
上
の
事
実
を
承
知
し
た
上
で
の

完
全
な
秋
成
の
創
作
だ
と
考
え
る
以
外
に
な
い
。
む
し
ろ
、
①
〈
正
史
〉
か

ら
洩
れ
て
い
る
、
②
伝
未
詳
で
あ
る
、
と
い
っ
た
条
件
が
、
敵
朝
下
で
岬
吟

す
る
像
の
創
作
に
彼
を
駆
り
た
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
近
江
荒
都
歌
以
外
の
人
麻
呂
や
黒
人
の
歌
に

対
す
る
秋
成
の
評
釈
か
ら
は
、
右
の
よ
う
な
像
は
ま
っ
た
く
導
き
出
せ
な
い

の
で
あ
る
。
『
金
砂
』
七
に
は
、
冒
頭
か
ら
三
十
首
ほ
ど
続
け
て
人
麻
呂
歌

へ
の
評
釈
が
並
ぶ
。
持
統
天
皇
の
吉
野
行
幸
従
事
、
軽
皇
子
の
安
騎
の
野
宿

り
、
藤
原
宮
御
井
歌
と
藤
原
宮
役
民
作
歌
（
秋
成
は
い
ず
れ
も
人
麻
呂
作
と

す
る
）
、
高
市
皇
子
彊
宮
の
歌
…
．
：
。
つ
ま
り
、
天
武
朝
の
系
統
を
賛
え
る

歌
が
続
く
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
真
淵
を
し
て
格
調
高
き
「
歌
聖
」
と
し
て
の

人
麻
呂
像
を
定
着
せ
し
め
た
が
、
秋
成
の
持
論
で
い
け
ば
、
事
情
は
だ
い
ぶ

違
っ
て
く
る
は
ず
だ
。
す
な
わ
ち
、
王
朝
を
賛
え
る
高
い
格
調
は
、
ま
さ
に

敵
朝
下
で
の
不
遇
が
も
た
ら
す
「
陳
慨
の
情
」
を
内
包
し
て
い
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
「
歌
聖
」
人
麻
呂
の
表
現
は
、
屈
折
や
イ
ロ
’
－
１
に
充
ち
た
も
の

と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
『
楢
の
杣
』
も
含
め
て
、
秋
成
の
評
釈
の
ど
こ
に
も
そ
れ
は
見
出

せ
な
い
。
「
朝
臣
の
巧
妙
是
を
見
て
歌
聖
な
る
事
を
仰
く
へ
し
」
と
い
っ
た

類
の
評
が
く
り
返
さ
れ
る
の
み
。
時
折
、
色
好
み
論
さ
え
加
わ
る
。
む
ろ
ん
、

二
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黒
人
歌
へ
の
評
釈
を
み
て
も
、
「
糠
慨
の
情
」
を
感
じ
さ
せ
る
評
は
ま
っ
た

く
な
い
。

要
す
る
に
、
秋
成
の
創
作
し
た
人
麻
呂
や
黒
人
像
は
、
同
じ
人
間
の
追
求

し
た
歌
人
像
と
は
一
切
無
関
係
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
江
荒
都
歌
の
み

に
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
歌
だ
け
が
全
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
近
江
荒
都
歌
を
評
釈
す
る
秋
成
に
は
、
人
麻
呂
や

黒
人
自
身
と
は
関
係
な
く
、
別
の
明
確
な
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
た
め
に
、
架
空
の
境
遇
を
創
り
あ
げ
た
だ
け
な
の
だ
。
で
は
、
そ
の
意
図

と
は
何
な
の
か
。

し
か
し
、
こ
れ
は
す
ぐ
わ
か
る
。
『
金
砂
』
六
が
、
近
江
荒
都
歌
へ
の
評

釈
の
後
で
明
言
し
て
い
る
か
ら
だ
。
「
さ
て
こ
の
荒
都
の
物
語
を
。
思
ふ
ま

畠
に
。
蛇
に
足
を
添
て
い
は
ん
歎
。
国
史
の
正
実
疑
ふ
へ
か
ら
す
と
い
へ
と

も
。
但
天
智
天
武
の
巻
々
の
文
義
に
お
き
て
。
い
さ
さ
か
い
ふ
か
し
む
へ
き

事
と
も
。
此
つ
い
手
に
し
る
し
お
き
て
。
後
の
論
者
を
待
ん
と
す
」
。

彼
は
、
「
国
史
の
正
実
」
Ⅱ
〈
正
史
〉
と
さ
れ
る
日
本
書
紀
の
天
智
と
天
武

に
関
す
る
記
述
に
疑
義
を
挾
む
の
で
あ
る
。
要
は
、
天
智
と
天
武
の
関
係
な

の
だ
。
功
勲
高
き
天
智
の
強
調
や
、
天
武
政
権
下
に
お
け
る
人
麻
呂
、
黒
人

の
境
遇
の
創
作
は
、
お
そ
ら
く
天
智
対
天
武
の
構
図
を
描
く
た
め
に
ち
が
い

な
い
。以

後
、
秋
成
は
、
『
遠
駝
延
五
登
』
で
も
馴
染
み
の
歴
史
観
を
展
開
す
る

が
、
朝
廷
の
脅
肉
の
争
い
は
異
国
の
書
に
よ
っ
て
「
禅
位
纂
立
の
智
略
」
を

3

覚
え
「
天
性
の
情
欲
を
募
ら
せ
た
」
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
と
の
立
場
か
ら
、

蘇
我
父
子
の
横
暴
、
対
す
る
聖
徳
太
子
や
山
背
王
の
「
善
柔
の
性
」
、
孝
徳
天

皇
の
践
鮓
、
皇
極
上
皇
の
重
詐
、
古
人
皇
子
の
謀
叛
等
に
筆
は
及
ぶ
が
、
叙

述
の
流
れ
は
次
第
に
天
智
と
天
武
の
関
係
に
集
約
し
て
い
く
感
が
あ
る
。

近
江
荒
都
歌
を
引
き
金
と
し
て
秋
成
は
歴
史
観
を
披
歴
す
る
の
だ
が
、
そ

の
中
で
荒
都
歌
に
ご
く
近
い
時
点
を
み
る
と
、
「
英
傑
の
主
」
た
る
天
智
を
差

し
置
い
て
重
鮓
し
た
皇
極
上
皇
へ
の
批
判
が
ま
ず
目
に
つ
く
。
か
な
り
手
厳

し
い
。
こ
の
時
の
重
詐
が
、
後
に
皇
統
の
連
綿
性
を
危
機
に
陥
れ
た
孝
謙
天

皇
の
重
詐
と
道
鏡
の
横
暴
を
生
む
「
毒
液
」
と
な
っ
た
、
と
ま
で
言
う
。
こ

れ
と
反
対
に
、
「
英
傑
の
主
」
と
し
て
の
天
智
の
比
重
が
増
し
て
い
く
の
が

特
徴
で
あ
る
。
皇
極
の
重
詐
は
、
実
際
は
天
智
や
藤
原
鎌
足
の
謀
り
事
か
も

し
れ
ぬ
の
に
、
秋
成
は
ひ
た
す
ら
天
智
の
側
に
立
っ
て
、
「
此
間
の
事
。
史

を
よ
む
者
。
暗
中
に
物
を
探
る
に
似
た
り
」
と
、
重
詐
し
た
皇
極
の
意
を
語

る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
孝
徳
天
皇
も
巻
き
こ
ん
で
皇
極
を
批
判
す
る
件
は
注
目
し
て
よ

い
。
秋
成
か
ら
み
れ
ば
、
孝
徳
は
、
「
善
柔
の
性
」
の
た
め
蘇
我
氏
に
押
さ

れ
て
い
た
人
。
そ
の
「
弱
主
」
た
る
器
量
を
侮
っ
た
天
智
は
、
勝
手
に
皇
極

を
促
し
て
飛
鳥
に
遷
都
さ
せ
る
。
秋
成
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
天
智
の
非
礼
を

憎
ん
だ
孝
徳
は
、
崩
御
寸
前
に
帝
座
を
皇
極
に
返
し
て
天
智
の
皇
位
継
承
を

阻
む
。
こ
れ
が
皇
極
重
鮓
の
「
毒
液
」
と
な
る
わ
け
だ
が
、
続
け
て
彼
は
次

の
よ
う
に
言
う
。

上
皇
も
か
ね
て
鄭
桓
の
疎
み
や
お
は
し
け
ん
。
こ
と
わ
り
し
ら
れ
ぬ

重
昨
を
受
給
ふ
は
。
弟
皇
子
の
大
海
人
を
や
寵
愛
せ
さ
せ
ゞ
是
に
や
誰
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イ
ハ
レ

ら
ん
の
御
心
も
お
は
し
け
ん
。
是
そ
近
江
の
朝
の
後
無
き
所
由
な
ろ
へ

甦
蜑
ご
Ｏ

孝
徳
・
皇
極
対
天
智
の
構
図
に
、
大
海
人
（
天
武
）
が
絡
ん
で
い
る
点
に

留
意
し
よ
う
。
皇
極
が
重
鮓
を
受
け
た
の
は
、
寵
愛
す
る
大
海
人
に
皇
位
を

譲
る
た
め
だ
と
す
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
意
表
を
つ
く
見
解
で
あ
る
。
同
じ

よ
う
に
考
え
る
者
は
、
む
ろ
ん
い
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
、
こ
れ
を
近
江
朝

（
４
）

滅
亡
の
因
と
す
る
者
な
ど
皆
無
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
や
は
り
秋
成
の
創
作

だ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
創
作
に
よ
っ
て
、
彼
は
、
天
智
と
天
武
と
を

突
き
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
話
は
大
友
皇
子
に
及
ぶ
。
皇
子
の
事
は
〈
正
史
〉
で
は
不
分
明

だ
か
ら
懐
風
藻
に
拠
る
べ
き
だ
と
し
、
そ
の
中
か
ら
「
淡
海
帝
之
長
子
也
。

（
偉
）

魁
岸
奇
偉
。
風
範
弘
深
。
眼
中
精
耀
。
顧
吟
偉
樺
：
．
：
・
年
二
十
三
。
立
為
一
皇

太
子
こ
の
部
分
を
抜
粋
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
抜
粋
の
後
に
続
く

言
で
あ
る
。こ

の
事
実
史
に
記
さ
す
。
鎌
公
の
女
の
み
な
ら
す
。
天
武
の
庶
長
十

（
マ
マ
）

市
の
皇
女
を
結
婚
の
事
も
、
史
に
は
見
え
さ
る
は
、
日
本
紀
の
撰
に
。

ヲ
リ

用
捨
の
あ
り
し
を
知
ら
る
・
天
武
は
智
略
の
君
。
節
を
屈
て
人
に
謙
り
。

克
く
人
の
心
を
買
せ
給
ひ
し
か
は
。
遂
に
志
願
を
か
な
へ
き
せ
給
し

也
。

壬
申
の
乱
で
人
麻
呂
や
黒
人
一
族
が
従
事
し
た
と
創
作
す
る
ほ
ど
だ
か
ら
、

秋
成
が
天
智
の
嫡
子
大
友
を
最
負
す
る
の
は
よ
く
わ
か
る
。
認
め
は
し
な
い

も
の
の
、
大
友
即
位
論
を
唱
え
た
『
読
史
余
論
』
や
『
大
日
本
史
』
、
「
日
本

春
秋
」
等
に
理
解
を
示
し
て
い
る
の
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
だ
。
婚
戚
を
介
し
た

上
田
秋
成
の
近
江
荒
都
歌
論
に
つ
い
て

鎌
足
と
大
友
と
の
結
び
つ
き
、
十
市
皇
女
（
天
武
と
額
田
王
と
の
娘
）
が
大

友
の
妃
だ
っ
た
事
実
が
載
ら
な
い
の
を
み
て
、
秋
成
は
、
〈
正
史
〉
た
る
日

本
書
紀
は
故
意
に
大
友
の
存
在
を
消
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ

た
。

反
対
に
、
天
武
に
対
す
る
批
判
的
な
眼
や
距
離
が
感
じ
ら
れ
る
。
古
代
律

令
制
の
樹
立
者
と
し
て
国
学
者
か
ら
は
賛
美
さ
れ
た
天
武
だ
が
、
秋
成
に
か

か
る
と
、
「
智
略
」
で
要
領
よ
く
戦
に
勝
利
し
皇
位
に
就
い
た
か
の
よ
う
に
《

描
か
れ
る
。
「
節
を
屈
て
」
人
に
迎
合
す
る
な
ど
、
秋
成
の
最
も
嫌
う
と
こ

ろ
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
秋
成
は
、
天
智
対
天
武
の
構
図
を
描
く
に
し
て
も
、

天
智
の
側
に
視
座
を
定
め
て
天
武
を
相
対
化
し
て
い
る
と
み
た
方
が
よ
さ
そ

う
で
あ
る
。
人
麻
呂
や
黒
人
は
、
天
武
相
対
化
の
視
座
だ
。

『
金
砂
』
六
に
は
、
ま
だ
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
巻
が
近
江
荒
都
歌
を
中
心

と
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
前
後
の
歌
に
対
す
る
評
釈
か

ら
も
、
秋
成
の
意
図
的
な
解
釈
や
創
作
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

近
江
荒
都
歌
の
す
ぐ
前
に
は
、
巻
一
㈱
の
天
武
御
製
の
長
歌
「
三
よ
し
野
の
。

耳
我
の
嶺
に
。
時
無
く
そ
。
雪
は
降
け
る
：
…
・
」
お
よ
び
伽
の
反
歌
を
載
せ

る
が
、
長
歌
に
対
す
る
秋
成
の
評
釈
は
次
の
と
お
り
。

御
代
し
る
し
め
し
給
は
さ
り
し
始
に
。
大
津
の
宮
を
云
逃
れ
て
。
こ

き
に
避
給
し
時
。
山
河
の
世
に
殊
な
る
を
思
し
出
て
。
清
見
原
よ
り
あ

ま
た
度
御
幸
有
て
。
此
お
ほ
ん
を
も
打
出
き
せ
し
也
・
山
深
き
所
は
。
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雨
や
雪
や
。
時
無
く
・
し
き
ノ
ー
に
降
に
た
と
へ
て
。
行
駕
の
時
無
き

を
お
ほ
ん
よ
ま
せ
し
也
。

淡
々
と
し
た
評
釈
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
長
歌
に
天
武
の
直
面
し

た
政
治
的
危
機
を
読
み
と
る
国
学
者
も
い
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
『
僻
案

抄
』
は
、
「
此
御
製
は
安
ま
る
の
は
か
り
ご
と
に
て
、
東
宮
を
辞
し
給
ひ
、
出

家
し
給
ひ
て
、
は
じ
め
て
吉
野
山
に
入
た
ま
へ
る
時
の
御
歌
と
み
え
た
り
。

故
に
山
道
に
つ
き
て
、
隈
も
お
ち
ず
な
ど
よ
み
給
へ
る
も
、
お
も
ひ
残
し
給

ふ
隈
も
な
く
、
天
下
の
治
乱
を
も
心
に
か
け
た
ま
へ
る
な
る
べ
し
」
と
評
し

た
。
春
満
は
、
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
危
機
の
中
で
天
智
の
追
求
を
逃
れ
る
べ

く
出
家
し
て
吉
野
に
入
る
天
武
の
心
情
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。
長
歌
に
、

あ
る
種
の
緊
迫
感
を
み
る
。
御
杖
の
『
燈
』
も
、
「
大
友
皇
子
の
事
に
て
深

く
世
中
の
事
御
心
に
か
農
る
を
よ
ま
せ
た
ま
ひ
し
に
や
あ
ら
む
」
と
、
同
様

の
危
機
と
天
武
の
心
情
へ
の
理
解
を
示
し
た
。
が
、
秋
成
の
評
釈
に
は
、
緊

迫
感
も
天
武
へ
の
思
い
や
り
も
ま
っ
た
く
な
い
。

危
機
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
こ
の
長
歌
に
関
し
て
は
、
大
海
人
が
吉

野
へ
入
る
時
点
で
の
歌
な
の
か
、
あ
る
い
は
天
下
を
と
っ
て
天
武
天
皇
と
な

っ
た
時
点
か
ら
の
懐
古
の
歌
な
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
真
淵
な
ど
も
、

決
め
か
ね
て
た
め
ら
い
を
み
せ
て
い
る
。
だ
が
、
秋
成
に
は
そ
ん
な
た
め
ら

い
す
ら
な
い
。
頭
か
ら
懐
古
の
歌
と
み
て
、
冷
や
や
か
に
評
釈
し
て
い
る
だ

け
に
思
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
も
う
一
つ
前
の
額
田
王
の
歌
を
前
に
す
る
と
、
評
釈
の
語
調

が
俄
然
変
っ
て
く
る
⑯
「
冬
こ
も
り
。
春
さ
り
く
れ
は
：
：
…
：
」
の
長
歌
、

⑰
「
う
ま
酒
。
三
輪
の
山
．
：
…
」
の
長
歌
お
よ
び
⑱
反
歌
を
並
べ
る
が
、
特

に
㈹
へ
の
評
釈
が
目
を
惹
く
。
㈹
は
、
天
智
が
春
花
と
秋
葉
の
彩
色
い
ず
れ

か
勝
る
と
問
う
に
、
鎌
足
が
額
田
王
に
判
じ
さ
せ
た
と
さ
れ
る
そ
の
判
歌
で

あ
る
。
秋
成
は
、
こ
う
評
釈
し
た
。

（
鎌
足
が
）
か
く
さ
ま
の
事
は
。
ぬ
か
田
姫
こ
そ
さ
か
し
き
を
と
。

酌
に
参
り
て
。
御
前
に
在
に
ゆ
つ
ら
せ
し
は
。
帝
の
女
王
の
寵
遇
を
お

ほ
し
て
な
る
へ
し
（
中
略
）
天
皇
は
大
津
の
宮
の
帝
也
。
女
王
Ｑ
初
め
は

此
帝
に
召
れ
し
か
。
崩
御
の
後
に
。
清
み
原
の
宮
に
参
り
て
仕
へ
し
な

る
へ
し
。
帝
の
山
科
の
磧
宮
を
退
散
の
時
。
か
な
し
み
の
歌
あ
る
そ
証

な
る
を
、
天
武
紀
に
。
妃
人
と
見
ゆ
る
も
て
。
た
き
清
み
原
の
君
に
の

み
と
お
も
ひ
て
云
説
は
わ
る
し
（
中
略
）
又
三
山
の
争
ひ
に
よ
せ
て
。
う

つ
し
身
も
妻
を
あ
ら
そ
ふ
ら
し
き
と
は
、
皇
太
子
の
御
時
よ
り
。
御
兄

弟
と
も
に
懸
想
や
し
た
ま
ひ
け
ん
。
是
も
壬
申
の
闘
争
の
端
に
や
と
。

私
に
は
思
ふ
也
け
り
。

彼
が
強
調
す
る
の
は
、
額
田
王
に
対
す
る
天
智
の
「
寵
遇
」
で
あ
る
。
殊

に
、
天
武
紀
に
よ
っ
て
額
田
王
を
天
武
の
「
妃
人
」
と
だ
け
考
え
る
傾
向
を

強
く
戒
め
て
い
る
。
額
田
王
を
天
武
か
ら
で
き
る
だ
け
切
り
離
し
、
天
智
の

側
に
組
み
込
も
う
と
す
る
意
図
が
明
白
だ
。
国
学
者
た
ち
の
多
く
は
、
春
秋

争
い
を
風
流
人
額
田
王
に
判
じ
さ
せ
た
歌
だ
と
し
、
彼
女
の
風
流
心
を
主
に

贄
え
て
い
た
。
御
杖
の
み
が
、
裏
に
天
智
と
天
武
の
恋
争
い
を
想
像
す
る
が
、

そ
れ
で
も
躍
起
と
な
っ
て
彼
女
を
天
智
に
く
っ
つ
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ

た
。
ま
た
、
『
楢
の
杣
」
一
に
は
、
額
田
王
の
女
心
の
優
し
さ
は
強
調
さ
れ
て

も
、
天
智
の
「
寵
遇
」
云
々
は
な
い
。
『
金
砂
」
の
評
釈
が
、
か
な
り
意
図
的

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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さ
ら
に
、
三
山
の
争
い
の
長
歌
（
⑬
）
に
壬
申
の
乱
の
発
端
を
想
像
す
る
の

も
、
秋
成
だ
け
だ
ろ
う
。
国
学
者
は
、
恋
争
い
は
み
て
も
、
天
智
、
天
武
、

額
田
王
の
三
角
関
係
と
ま
で
は
解
さ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
御
杖
の
よ
う
に
そ

う
解
す
る
者
で
も
、
壬
申
の
乱
と
直
ち
に
結
び
つ
け
る
ま
で
に
は
至
ら
な

い
。
⑰
⑱
に
関
し
て
は
、
作
者
を
額
田
王
で
は
な
く
大
海
人
皇
子
だ
と
鋭
く

指
摘
す
る
真
淵
の
説
を
充
分
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
一
顧
だ
に
し
て
い
な

い
。
大
海
人
を
想
定
す
る
こ
と
な
ど
、
以
て
の
外
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
近
江
荒
都
歌
の
評
釈
を
機
に
長
々
と
歴
史
観
を
披
歴
し
た
後
、
秋

成
は
再
び
額
田
王
の
歌
を
評
釈
し
て
い
る
。
「
近
江
天
皇
遊
一
猟
蒲
生
野
一
時
」

と
あ
る
鋤
「
あ
か
ね
さ
す
紫
野
ゆ
き
し
め
野
ゆ
き
．
．
・
・
・
・
」
、
そ
の
「
こ
た
へ
」

ア
キ
ハ
キ

伽
「
紫
草
の
に
ほ
へ
る
妹
を
に
く
か
れ
は
…
．
：
」
で
あ
る
。

ム
ラ
サ
キ

蒲
生
郡
の
大
野
の
御
狩
に
。
皇
太
子
の
魁
岸
奇
偉
と
云
御
か
た
ち

に
。
今
日
の
出
立
の
御
装
ひ
の
か
ゞ
や
か
し
き
を
。
見
奉
り
て
。
か
く

も
め
て
言
し
た
れ
は
。
御
答
に
。
君
の
御
見
送
す
る
妹
か
姿
の
に
ほ
は

し
き
を
。
憎
し
と
ま
て
お
も
へ
は
。
言
も
よ
せ
ま
し
を
。
父
君
の
御
か

へ
り
見
あ
る
か
ら
に
。
恋
は
よ
ら
し
と
也
。
こ
の
皇
太
子
と
あ
る
そ
。

大
友
の
御
事
な
る
を
。
天
武
の
御
幼
名
に
書
改
め
て
。
私
す
る
人
も
有

砕
Ｕ
恥
叩
／
Ｏ

こ
の
歌
こ
そ
、
皆
口
を
揃
え
て
額
田
王
と
大
海
人
と
の
間
の
贈
答
歌
だ
と

言
っ
て
い
た
。
な
の
に
秋
成
は
、
こ
れ
を
強
引
に
額
田
王
と
大
友
皇
子
と
の

贈
答
歌
に
し
て
し
ま
う
。
「
魁
岸
奇
偉
」
と
い
っ
た
懐
風
藻
の
形
容
に
依
り

な
が
ら
、
彼
が
や
ろ
う
と
す
る
の
は
、
大
友
の
存
在
の
印
象
づ
け
だ
。
反
対

に
、
大
勢
を
戒
め
る
か
の
よ
う
に
「
天
武
の
御
幼
名
に
書
改
め
て
。
私
す
る

上
田
秋
成
の
近
江
荒
都
歌
論
に
つ
い
て

人
も
有
け
り
」
と
言
い
、
天
武
の
存
在
感
を
極
力
薄
め
よ
う
と
し
た
。

『
金
砂
』
は
載
せ
な
い
が
、
『
楢
の
杣
』
一
に
は
、
右
の
意
図
を
よ
り
徹
底

さ
せ
る
よ
う
な
評
釈
が
あ
る
。
⑲
「
綜
麻
形
乃
林
始
乃
狭
野
榛
能
衣
爾
著
成

目
爾
都
久
和
我
勢
」
（
秋
成
は
、
春
満
に
従
っ
て
「
み
わ
山
の
し
げ
き
か
も
と

セ

の
さ
の
は
ぎ
の
き
ぬ
に
つ
き
な
す
目
に
つ
く
わ
が
夫
」
と
訓
む
）
に
つ
い
て
。

か
む
が
こ
た

一
般
に
こ
の
歌
は
、
左
注
に
「
右
一
首
の
歌
は
、
今
案
ふ
る
に
和
ふ
る
歌
に
、

似
ず
…
．
：
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
⑰
「
額
田
王
下
一
五
江
国
一
時
作
歌
、
井
戸

王
即
和
歌
」
、
す
な
わ
ち
「
う
ま
酒
。
三
輪
の
山
：
…
・
」
と
の
関
連
で
云
々
さ

こ
た

れ
て
い
た
。
国
学
者
た
ち
は
、
側
の
歌
が
井
戸
王
の
和
ふ
る
歌
に
ふ
さ
わ
し

い
か
否
か
を
論
じ
る
の
が
常
だ
っ
た
ｄ
だ
が
、
秋
成
は
ま
る
で
ち
が
う
。

又
私
に
億
ふ
、
此
歌
は
、
次
の
蒲
生
野
の
御
狩
に
天
智
の
御
出
立
の

ヨ
ソ装

ほ
し
き
を
、
殊
に
め
て
た
く
見
上
奉
り
て
や
よ
み
つ
ら
む
。
さ
は
、

ア
カ
ネ

次
の
小
序
の
次
に
此
歌
有
て
、
又
皇
太
子
に
、
茜
草
さ
す
の
歌
を
お
く

る
と
云
小
序
も
脱
し
鰍
と
思
へ
と
、
是
は
あ
ま
り
な
る
し
ひ
言
な
れ
は
、

筆
も
い
さ
よ
ふ
ま
蚤
に
し
る
し
ぬ
。

も
う
、
『
春
雨
物
語
』
の
口
調
だ
。
つ
ま
り
、
評
釈
と
い
う
よ
り
は
創
作
だ

と
い
う
こ
と
、
左
注
な
ど
ま
っ
た
く
無
視
し
て
、
こ
の
歌
を
帥
・
伽
の
天
智

の
蒲
生
野
遊
猟
時
の
一
環
に
組
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
『
金
砂
』
も
併
せ
考
え

る
と
、
額
田
王
は
側
で
ま
ず
天
智
の
「
御
出
立
の
装
ほ
し
き
」
を
賛
え
、
鋤

で
そ
の
子
の
大
友
の
出
立
の
御
装
ひ
の
か
蚤
や
か
し
き
を
賞
す
こ
と
に
な

る
。
額
田
王
を
通
し
て
、
天
智
と
大
友
の
晴
や
か
な
姿
が
浮
か
び
あ
が
る
わ

け
だ
。
小
序
の
脱
漏
を
推
測
す
る
の
は
国
学
者
も
同
じ
だ
が
、
こ
う
い
う
形

で
補
う
な
ら
、
推
測
を
超
え
て
完
全
な
創
作
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

一
一
一
一



近
江
荒
都
歌
の
高
市
黒
人
に
つ
い
て
は
、
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
と
『
鴛
央
行
」

に
触
れ
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
す
で
に
野
口
武
彦
氏
が
詳
し
い
分
析
を
加

（
５
）

え
て
い
る
が
、
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
秋
成
の
意
図
を
も
う
少
し
追
っ

て
み
よ
う
。

「
歌
の
ほ
ま
れ
」
は
、
『
春
雨
物
語
」
の
「
宮
木
か
塚
」
と
「
奨
噌
」
の
間

に
入
る
小
篇
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
類
歌
論
が
述
べ
ら
れ
る
。
古
人
は
、
た
だ

見
た
ま
ま
感
じ
た
ま
ま
を
素
直
に
出
す
の
で
、
つ
い
同
じ
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
、

す
な
わ
ち
類
歌
が
生
じ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
偶
然
で
あ
っ
て
、
人

の
歌
を
犯
す
の
と
は
ち
が
う
。
人
は
各
々
個
性
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
類
歌
な

ど
気
に
せ
ず
思
う
ま
ま
を
素
直
に
詠
む
の
が
よ
い
．
：
…
。
周
知
の
よ
う
に
、

彼
の
持
論
だ
っ
た
。

「
歌
の
ほ
ま
れ
」
で
は
、
巻
六
剛
山
部
赤
人
の
「
わ
か
の
浦
に
汐
満
く
れ

ば
：
…
た
づ
鳴
わ
た
る
」
、
側
聖
武
御
製
「
妹
に
恋
ふ
あ
ど
の
松
原
：
：
．
た
づ

啼
わ
た
る
」
、
巻
一
剛
黒
人
「
桜
田
へ
た
づ
鳰
わ
た
る
：
・
・
：
た
づ
な
き
渡
る
」
、

巻
七
Ⅷ
作
者
不
明
「
難
波
が
た
汐
干
に
た
ち
て
．
：
…
た
づ
鳴
わ
た
る
」
を
挙

げ
て
類
歌
論
を
展
開
す
る
。
類
歌
論
自
体
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
留
意
す
べ

天
武
の
姿
は
ど
こ
に
も
な
い
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
近
江
荒
都
歌
の
前
後
は
、
天
智
の
側
か
ら
の
天

武
相
対
化
の
構
図
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
天
智
・
大
友
の
賞
賛
は
、
天
武
相

対
化
の
た
め
で
あ
る
。
『
金
砂
』
六
の
こ
う
し
た
構
図
の
中
で
、
近
江
荒
都
歌

で
の
人
麻
呂
や
黒
人
の
「
懐
慨
」
の
情
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

5

き
は
、
や
は
り
黒
人
の
歌
が
入
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
秋
成
は
、
赤
人
の
歌
の

後
に
こ
う
続
け
る
。

此
時
の
み
か
ど
は
、
聖
武
天
皇
に
て
お
は
し
ま
せ
し
が
、
筑
紫
に
広

継
が
反
逆
せ
し
か
ば
、
都
に
内
応
の
者
あ
ら
ん
か
と
て
、
恐
た
ま
ひ
、

巡
幸
と
呼
せ
て
、
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
の
国
、
尾
張
・
三
河
の
国
々
に

あ
ご

行
め
ぐ
ら
せ
た
ま
ふ
時
に
、
い
せ
の
三
重
郡
阿
虞
の
浦
に
て
よ
ま
せ
し

お
ほ
ん
、
（
側
の
歌
）
、
又
、
こ
の
巡
幸
に
遠
く
備
へ
あ
り
て
、
舎
人
あ

く
ろ
う
づ
あ
ゆ
ち

ま
た
み
さ
き
に
立
て
、
見
巡
る
中
に
、
高
市
の
黒
人
が
尾
張
の
愛
智
郡

の
浦
べ
に
立
て
よ
み
け
る
、
（
剛
の
歌
）
、
是
等
は
同
じ
帝
に
つ
か
う
ま

つ
り
て
、
お
ほ
ん
を
犯
す
べ
き
に
非
ず
。
む
か
し
の
人
は
、
た
ぎ
打
見

る
ま
ゞ
を
よ
み
出
せ
し
か
、
さ
き
の
人
の
し
か
よ
み
し
と
も
し
ら
で
い

ひ
し
者
也
。

持
統
・
文
武
朝
頃
の
歌
人
と
み
ら
れ
る
黒
人
が
、
聖
武
朝
ま
で
生
き
の
び

て
仕
え
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
黒
人
と
聖
武
と
で
は
、
時
代
が
明
ら

か
に
ち
が
う
。
『
遠
駝
延
五
登
』
二
に
「
（
聖
武
の
御
製
よ
り
）
前
代
に
、
高

市
の
黒
人
か
尾
張
の
国
を
過
て
…
…
」
と
あ
る
か
ら
、
秋
成
自
身
も
そ
れ
は

充
分
承
知
し
て
い
た
は
ず
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
彼
は
、
時
代
の
異
な
る
黒
人
と
聖
武
を
交
錯

さ
せ
た
。
黒
人
を
聖
武
巡
幸
に
備
え
て
巡
検
す
る
舎
人
の
一
人
と
し
て
描

く
。
ま
た
、
野
口
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
藤
原
広
嗣
の
乱
の
余
波
を
恐
れ

て
の
聖
武
行
幸
は
、
『
続
日
本
紀
』
で
は
伊
賀
・
伊
勢
・
美
濃
・
近
江
と
あ
っ

た
の
を
、
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
は
あ
え
て
三
河
・
尾
張
ま
で
加
え
る
。
こ
れ
は
、

馬
旅
歌
八
首
の
中
の
一
首
と
し
て
尾
張
で
詠
ま
れ
た
黒
人
の
剛
と
結
び
つ
け

一
一
一
一
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る
た
め
の
創
作
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
創
作
ま
で
し
て
時
代
の
ち
が
う
二
人
を
交
錯
さ
せ
る

の
か
。
お
そ
ら
く
、
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
が
、
単
な
る
類
歌
論
に
終
始
し
た
も

の
で
は
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
あ
る
明
確
な
モ
チ
ー
フ
を
含
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
だ
。

予
め
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
黒
人
の
視
座
か
ら
す
る
聖
武
の
相
対
化
で
あ

る
。
近
江
荒
都
歌
で
は
、
す
で
に
亡
き
天
智
が
現
政
権
の
天
武
を
相
対
化
し

た
が
、
こ
こ
で
は
、
史
実
で
は
亡
き
は
ず
の
黒
人
が
現
在
の
聖
武
を
相
対
化

す
る
と
い
う
構
図
。
黒
人
は
、
い
わ
ば
異
空
間
か
ら
の
侵
入
者
で
あ
る
。
「
金

砂
』
三
に
は
、
聖
武
、
黒
人
、
作
者
不
明
川
の
歌
を
並
べ
て
載
せ
る
が
、
聖

武
の
行
幸
に
三
河
と
尾
張
を
加
え
る
創
作
は
な
い
も
の
の
、
何
か
意
味
あ
り

げ
な
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
ぬ
で
も
な
い
。
ま
た
、
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
の
文
脈

で
は
、
赤
人
と
聖
武
と
い
う
同
時
代
人
の
歌
を
並
べ
て
前
者
が
後
者
を
犯
し

た
の
で
は
な
い
旨
述
べ
る
の
が
本
筋
ら
し
い
が
、
そ
れ
も
、
黒
人
に
よ
る
異

空
間
か
ら
の
相
対
化
に
よ
っ
て
、
赤
人
の
聖
武
か
ら
の
自
立
を
云
々
し
や
す

い
よ
う
に
地
均
を
し
て
い
る
感
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
聖
武
行
幸
が
近
江
の
地
を
含
ん
だ
上
で
異
空
間
の
黒
人
と
接

す
る
以
上
、
近
江
荒
都
歌
と
も
交
錯
す
る
可
能
性
は
当
然
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
鴛
央
行
』
は
、
ま
さ
に
、
黒
人
の
近
江
荒
都
歌
と
涛
旅
歌
八
首
と
で
聖
武

を
挾
み
打
ち
に
し
た
よ
う
な
作
品
だ
っ
た
。

く
ろ
う
づ

昔
、
高
市
黒
人
と
い
う
男
が
い
て
、
公
の
使
で
近
江
美
濃
尾
張
を
経
て
遠

江
の
国
へ
行
く
よ
う
仰
せ
つ
か
る
。
急
ぐ
旅
で
も
な
か
っ
た
の
で
、
賢
く
美

し
い
妻
の
小
弁
に
懇
願
さ
れ
、
「
老
た
る
従
者
」
と
と
も
に
忍
び
で
同
伴
す

上
田
秋
成
の
近
江
荒
都
歌
論
に
つ
い
て

る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
金
砂
』
六
に
も
挙
げ
た
巻
三
剛
「
高
市
連
黒
人
近
江

旧
都
歌
一
首
」
の
左
注
に
、
「
右
の
歌
は
、
或
る
本
に
日
は
く
、
小
弁
が
作

そ
と
い
へ
り
。
い
ま
だ
こ
の
小
弁
と
い
ふ
者
を
審
ら
か
に
せ
ず
」
と
あ
り
、

同
巻
剛
に
「
黒
人
妻
答
歌
一
首
」
が
あ
る
が
、
秋
成
は
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
、

小
弁
を
黒
人
の
妻
に
仕
立
て
あ
げ
た
こ
と
に
な
る
。

一
行
は
、
ま
ず
近
江
の
国
に
立
ち
寄
り
、
父
兄
が
生
ま
れ
仕
え
た
が
今
は

廃
嘘
と
化
し
た
大
津
の
宮
前
に
佇
む
。
そ
し
て
、
黒
人
は
、
「
今
の
御
時
に

は
忍
び
に
も
語
る
ま
じ
き
古
ご
と
な
る
を
」
と
、
時
勢
を
惇
り
な
が
ら
鋤
・

鯛
の
歌
を
詠
む
。
但
し
、
「
今
の
御
時
」
と
は
、
天
武
朝
で
は
な
く
聖
武
朝

を
指
す
。
後
に
小
弁
が
、
剛
の
黒
人
歌
を
聴
き
、
「
今
の
上
の
伊
勢
の
国
に

御
幸
の
時
の
お
ほ
ん
と
て
洩
り
聞
き
奉
る
」
と
し
て
剛
の
聖
武
御
製
歌
を
思

い
出
し
て
い
る
か
ら
だ
。
さ
て
、
黒
人
の
嘆
き
を
耳
に
し
た
妻
の
反
応
は
、

我
し
ら
ぬ
昔
の
事
な
が
ら
父
母
の
語
り
間
せ
給
ひ
て
、
か
ゞ
る
ま
じ

き
は
じ
め
終
の
い
と
い
た
う
悲
し
か
り
し
に
は
、
こ
の
御
跡
一
た
び
は

い
き
て
見
ま
し
、
い
な
い
き
見
で
は
と
さ
へ
思
ひ
乱
れ
し
を
、
今
日
こ

ゞ
に
来
て
こ
の
あ
は
れ
な
る
事
を
も
聞
せ
給
へ
る
に
は
と
て
、
い
と
い

た
う
悲
し
げ
な
る
声
し
て
み
そ
か
に
よ
め
る
。
（
剛
の
歌
）
。
さ
す
が
に

心
弱
き
は
身
に
し
む
ば
か
り
な
り
。
長
居
せ
ぱ
い
き
す
魂
の
さ
そ
ひ
や

せ
ん
と
て
や
う
ノ
、
立
ち
去
る
。

で
あ
る
。
妻
も
ま
た
、
壬
申
の
乱
で
亡
び
た
一
族
の
縁
者
だ
っ
た
。
そ
し

て
今
、
廃
嘘
を
前
に
大
そ
う
悲
し
げ
な
る
声
で
伽
の
歌
を
詠
む
。
な
ら
ば
、

こ
う
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
い
き
す
魂
」
の
誘
わ
ん
ば
か
り
の
状
況
下
で
、

こ
の
と
き
二
人
は
、
近
江
荒
都
の
霊
へ
壬
申
の
乱
で
滅
亡
し
た
一
族
の
霊
を

一
一
一
一
一
一



背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
。
異
空
間
か
ら
の
来
訪
者
だ
。

近
江
荒
都
の
霊
を
背
負
っ
た
二
人
は
、
・
濡
旅
歌
八
首
中
の
剛
・
剛
・
剛
を

詠
み
な
が
ら
、
堅
田
の
浦
、
松
崎
、
高
嶋
の
勝
野
の
原
、
比
良
の
泊
を
経
、

不
破
の
関
を
越
え
て
美
濃
に
入
る
。
美
濃
で
公
務
を
済
ま
せ
て
か
ら
、
い
よ

い
よ
類
歌
論
で
挙
げ
ら
れ
た
剛
の
歌
の
詠
ま
れ
る
尾
張
に
入
っ
た
。

汐
な
き
渡
り
を
さ
へ
い
と
覚
束
な
か
り
し
を
、
此
海
辺
に
来
て
見
渡

せ
ば
、
荘
ま
う
と
雲
と
波
の
け
ぢ
め
な
く
限
り
知
ら
れ
ぬ
に
ぞ
、
神
代

よ
り
語
り
伝
へ
し
わ
た
つ
海
の
し
め
給
ふ
御
国
に
や
と
、
か
つ
恐
し
く

か
つ
は
め
づ
ら
か
な
り
。

尾
張
に
足
を
踏
み
入
れ
た
途
端
、
あ
た
り
は
幻
想
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
背
景
に
、
黒
人
が
剛
の
歌
を
詠
む
と
、
妻
の
小
弁

が
、
聖
武
御
製
歌
を
想
起
し
次
い
で
赤
人
の
歌
を
並
べ
類
歌
に
つ
い
て
黒
人

に
質
す
。
そ
こ
で
、
黒
人
が
例
の
類
歌
論
を
酒
稻
と
繰
り
広
げ
る
こ
と
に
な

ブ
（
勺
Ｏ

こ
う
し
た
幻
想
的
な
雰
囲
気
の
中
で
の
類
歌
論
の
展
開
は
、
近
江
荒
都
の

霊
を
背
負
っ
た
二
人
が
、
類
歌
論
を
通
し
て
聖
武
と
向
か
い
合
い
こ
れ
を
相

対
化
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
人
は
、
聖
武
を
近
江
荒
都
の
異

空
間
に
引
き
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

三
河
の
国
の
二
見
で
二
人
は
一
応
別
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
黒
人
は
、

剛
「
妹
も
わ
れ
も
一
つ
な
る
か
も
：
…
。
別
れ
か
ね
つ
る
」
の
歌
を
詠
む
。
『
楢

の
杣
』
三
上
の
評
釈
に
は
、
「
是
は
三
河
の
国
に
任
官
を
は
た
し
て
都
に
か

へ
る
度
に
、
妻
は
先
二
見
と
云
所
よ
り
都
に
か
へ
し
て
、
お
の
れ
は
所
々
を

見
め
ぐ
り
つ
ゞ
、
後
に
帰
り
参
れ
る
か
と
云
り
。
三
河
を
立
出
て
、
尾
、
近
、

摂
城
の
四
国
を
経
つ
る
道
ゆ
き
ふ
り
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
野
口
氏
も
言

う
よ
う
に
、
道
程
が
『
駕
央
行
』
と
は
反
対
回
り
な
の
で
あ
る
。
思
う
に
、

あ
え
て
逆
方
向
の
設
定
を
し
た
の
は
、
『
鴛
央
行
』
が
、
近
江
荒
都
の
「
い

き
す
魂
」
を
背
負
っ
た
黒
人
と
小
弁
を
聖
武
に
相
対
さ
せ
る
構
図
を
描
き
た

か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
滅
亡
し
た
一
族
の
異
空
間
か
ら
、
類
歌
論
の
形
を
と

っ
て
時
の
権
力
者
聖
武
を
相
対
化
す
る
の
で
あ
る
。
近
江
荒
都
歌
の
射
程
は
、

天
武
の
み
な
ら
ず
、
聖
武
に
ま
で
延
び
て
く
る
と
い
う
わ
け
だ
。

事
実
、
秋
成
は
、
聖
武
に
対
し
て
は
か
な
り
批
判
的
だ
っ
た
。
巻
十
八
側

の
長
歌
「
賀
二
陸
奥
国
出
し
金
時
。
詔
書
一
歌
」
お
よ
び
反
歌
に
対
す
る
『
金

砂
』
九
の
評
釈
に
、
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
に
出
て
い
た
聖
武
の
行
幸
と
広
嗣
の

乱
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
天
皇
。
広
継
か
反
を
恐
た
ま
ひ
て
。
美
濃
伊
勢
ま
て
も
車
駕
を
巡
ら
せ

て
。
杳
の
筑
紫
に
避
た
ま
ふ
は
。
内
応
あ
ら
ん
の
叡
慮
に
も
や
。
か
く
柔
弱

の
主
に
お
は
せ
し
を
。
聖
と
や
申
。
武
と
あ
か
む
る
。
御
論
こ
そ
ふ
さ
は
し

か
ら
い
よ
と
。
か
し
こ
み
な
か
ら
誰
も
み
そ
か
言
し
奉
る
也
」
。

乱
の
余
波
に
ビ
ク
ビ
ク
す
る
「
柔
弱
の
主
」
、
聖
武
の
名
に
は
ふ
さ
わ
し
く

な
い
天
皇
、
な
ん
て
言
わ
れ
て
は
聖
武
も
形
無
で
は
な
い
か
。
広
嗣
で
さ
え
、

●
●

「
小
人
の
剛
直
」
と
ぐ
ら
い
は
評
価
さ
れ
て
る
の
に
。
そ
の
他
、
全
体
に
わ

た
っ
て
、
仏
教
の
奴
と
な
っ
た
り
華
美
に
流
れ
た
り
し
て
上
古
の
質
朴
さ
Ⅱ

「
国
風
」
が
失
わ
れ
た
こ
と
、
遷
都
や
大
仏
造
営
で
民
衆
が
す
っ
か
り
疲
弊

し
た
こ
と
等
、
批
判
的
言
辞
が
綴
ら
れ
る
。
す
ぐ
前
で
は
、
巻
二
十
伽
大
伴

家
持
の
「
嶮
旅
歌
」
を
挙
げ
て
、
「
言
霊
の
妙
用
を
得
た
る
真
言
の
道
」
、
「
祖

先
の
忠
誠
を
守
り
て
あ
り
が
た
き
人
」
と
高
ら
か
に
賛
え
て
い
る
だ
け
に
ま

四



る
で
対
照
す
る
か
の
よ
う
に
聖
武
へ
の
難
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

６

秋
成
の
近
江
荒
都
歌
論
に
は
、
天
武
と
聖
武
の
相
対
化
と
い
う
モ
チ
ー
フ

が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
「
天
武
の
御
系
統
も
。
称
徳

に
断
え
給
へ
る
を
お
も
へ
は
…
．
：
」
の
言
い
方
か
ら
推
し
て
、
天
武
↓
持
統

↓
草
壁
↓
文
武
↓
聖
武
↓
孝
謙
（
称
徳
）
全
体
の
相
対
化
だ
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。
こ
の
系
統
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
正
史
〉
の
核
を
な
す
系
統
で
あ
る
。
そ

し
て
、
秋
成
の
近
江
荒
都
歌
論
の
行
き
着
く
先
は
、
次
に
み
る
〈
正
史
〉
へ

の
疑
義
だ
っ
た
。

国
史
は
正
実
の
証
と
す
へ
き
事
。
も
と
よ
り
の
詔
令
な
か
ら
。
和
漢

共
に
時
を
揮
り
て
は
。
い
き
シ
か
の
た
か
ひ
あ
る
事
。
他
の
害
に
よ
り

て
知
ら
る
畠
も
あ
れ
と
。
た
畠
朝
廷
に
た
か
は
畠
。
い
み
し
き
罪
な
る

へ
け
れ
は
。
無
益
の
穿
鑿
に
は
わ
た
る
ま
し
き
を
。
此
大
津
の
宮
の
荒

し
を
悲
し
め
る
歌
の
意
に
つ
き
て
。
か
く
ま
て
長
物
か
た
り
は
す
な
り

け
り
。

天
武
ｌ
聖
武
を
核
と
す
る
「
国
史
」
は
、
「
正
実
の
証
」
Ⅱ
〈
正
史
〉
と
し

て
決
し
て
完
全
で
は
な
く
、
時
の
権
力
の
都
合
に
よ
る
増
補
削
除
の
結
果
で

あ
る
旨
述
べ
ら
れ
る
。
近
江
荒
都
歌
は
、
ど
う
や
ら
〈
正
史
〉
か
ら
消
さ
れ

た
歴
史
に
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

〈
正
史
〉
の
祖
と
も
い
う
べ
き
日
本
書
紀
に
関
し
、
周
知
の
よ
う
に
秋
成

は
、
三
度
に
わ
た
る
撰
録
の
過
程
を
み
た
。
天
武
の
御
世
の
川
島
皇
子
等
に

よ
る
撰
録
、
和
銅
七
年
に
元
明
の
詔
を
承
け
た
紀
清
人
、
三
宅
の
藤
丸
等
に

上
田
秋
成
の
近
江
荒
都
歌
論
に
つ
い
て

よ
る
撰
録
、
そ
し
て
養
老
四
年
の
元
正
の
勅
旨
を
承
け
た
舎
人
親
王
に
よ
る

撰
録
。
語
り
な
が
ら
も
、
彼
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

か
く
次
々
の
御
代
に
。
史
の
撰
の
改
り
し
は
。
皇
極
下
居
の
御
時
よ

り
。
大
津
の
宮
の
亡
び
し
事
蹟
を
。
前
の
二
史
に
は
あ
か
ら
さ
ま
に
や

有
け
ん
を
。
忌
か
し
こ
み
て
。
元
正
の
内
勅
を
賜
は
り
。
舎
人
の
君
の

佃
補
あ
り
し
か
は
。
是
そ
叡
慮
に
か
な
ひ
て
・
前
の
二
史
は
廃
せ
ら
れ
。

た
揖
此
日
本
書
紀
を
の
み
正
史
と
し
て
。
後
代
の
朝
に
講
義
せ
さ
せ
給

ふ
に
そ
あ
ら
め
。

そ
し
て
、
天
智
の
血
を
引
く
川
島
皇
子
や
元
明
の
か
か
わ
る
前
二
史
に
は
、

未
だ
壬
申
の
乱
や
大
津
の
宮
の
生
々
し
い
事
蹟
が
残
っ
て
い
た
が
、
完
全
に

天
武
系
で
あ
る
元
正
と
舎
人
親
王
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
撰
録
は
完
成
し
た
、

と
述
べ
て
い
る
。

秋
成
に
言
わ
せ
れ
ば
ゞ
撰
録
の
過
程
で
の
課
題
は
、
い
か
に
し
て
大
津
の

宮
滅
亡
の
事
蹟
を
消
す
か
に
あ
っ
た
。
舎
人
親
王
の
「
冊
補
」
で
整
え
ら
れ

た
日
本
書
紀
は
、
天
武
系
を
賛
え
る
と
同
時
に
、
天
智
の
大
津
の
宮
の
側
に

立
つ
言
説
を
一
切
闇
に
葬
り
去
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
、
〈
正
史
〉
と
し
て

無
条
件
に
崇
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
〈
正
史
〉
は
、
相
対
化
さ
れ
る
。

近
江
荒
都
歌
は
、
秋
成
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
〈
正
史
〉
の
裏
側
に
通
じ
る

回
路
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
異
空
間
か
ら
響
い
て
き
て
〈
正
史
〉
を
相
対
化
す

る
。
近
江
荒
都
歌
の
霊
が
、
〈
正
史
〉
と
は
何
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
常
に

考
え
さ
せ
る
。

だ
が
、
重
要
な
の
は
、
秋
成
の
近
江
荒
都
歌
論
の
意
味
が
単
に
そ
れ
だ
け

に
は
と
ど
ま
ら
な
い
点
で
あ
る
。
要
は
、
〈
文
献
〉
を
め
ぐ
る
歴
史
意
識
の

三
五



転
換
を
迫
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
。

彼
は
、
日
本
書
紀
論
に
入
る
前
に
言
う
。
推
古
朝
で
撰
ん
だ
天
皇
紀
・
国

紀
は
、
蘇
我
氏
滅
亡
と
と
も
に
火
中
に
消
え
、
余
儘
あ
り
て
近
江
朝
に
蔵
め

ら
れ
る
も
壬
申
の
乱
で
ま
た
焼
失
し
た
…
。
：
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
〈
文
献
〉

の
完
全
性
は
失
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
〈
文
献
〉
の
不
完
全
性
と
い
う

点
が
、
彼
の
論
の
出
発
だ
っ
た
。
古
事
記
か
ら
古
の
あ
り
の
ま
ま
を
導
き
出

そ
う
と
し
た
宣
長
と
は
ち
が
う
。
こ
の
点
は
万
葉
集
に
関
す
る
次
の
よ
う
な

言
で
も
明
ら
か
だ
。
「
古
典
籍
と
云
も
。
村
上
の
天
徳
四
年
の
火
に
か
洩
り

て
。
原
書
は
世
に
と
ゞ
ま
ら
す
。
今
伝
へ
し
は
。
撰
者
の
家
記
の
余
儘
か
。

或
は
こ
些
か
し
こ
に
散
残
れ
る
を
。
輯
録
し
て
。
全
を
成
せ
る
者
な
れ
は
。

い
か
て
補
關
脱
漏
の
な
か
ら
ん
や
は
」
（
『
金
砂
剰
言
』
）
。

し
た
が
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
〈
文
献
〉
は
、
絶
え
ず
「
補
關
脱
漏
」
を
繰

り
返
す
。
〈
正
史
〉
た
る
日
本
書
紀
も
、
そ
の
過
程
で
生
ま
れ
た
相
対
的
な

も
の
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
は
、
今
さ
ら
失
わ
れ
た
く
文
献
〉
の
完
全

●
●
●
●
●
●

性
を
取
り
戻
そ
う
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
の
関
心
は
、
ど
の
よ
う
な
事

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

情
で
、
何
を
、
い
か
に
「
剛
補
」
Ⅱ
「
補
閾
脱
漏
」
し
た
か
に
赴
い
た
。
正
し

●
●
●
●
●
●

い
く
文
献
〉
の
原
像
を
求
め
る
よ
り
も
、
〈
文
献
〉
の
「
冊
補
」
過
程
そ
の

●
●

も
の
に
関
心
を
示
す
。

な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
過
程
に
注
目
す
る
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ

に
、
流
動
す
る
テ
ク
ス
ト
の
示
し
て
く
れ
る
多
様
な
〈
歴
史
〉
が
開
か
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
〈
文
献
〉
を
不
完
全
な
も
の
に
し
た
動
く
〈
歴
史
〉
こ
そ
、

秋
成
の
最
大
の
関
心
だ
っ
た
。
折
口
信
夫
は
、
万
葉
集
を
完
結
し
た
歌
集
と

み
る
の
で
は
な
く
、
「
雑
然
た
る
古
歌
集
の
集
団
」
だ
と
し
、
そ
の
増
補
過
程

に
「
あ
る
一
種
の
時
代
反
抗
と
氏
族
の
誇
り
と
、
多
大
の
遊
戯
分
子
と
が
含

（
《
侭
ｕ
）
・

ま
れ
て
ゐ
る
」
と
推
測
す
る
。
テ
ク
ス
ト
の
流
動
か
ら
動
く
〈
歴
史
〉
を
う

か
が
う
こ
う
し
た
眼
は
、
撰
者
の
家
記
の
余
儘
や
散
乱
を
云
々
す
る
秋
成
と

（
７
）

も
無
縁
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

国
学
は
、
〈
文
献
〉
の
完
全
性
を
求
め
た
。
「
佃
補
」
の
事
実
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
後
世
人
の
「
さ
か
し
ら
」
だ
と
斥
け
、
あ
く
ま
で
正
し
い
〈
文
献
〉

に
向
か
お
う
と
す
る
。
そ
の
代
償
は
、
「
佃
補
」
の
過
程
の
語
る
〈
歴
史
〉
を

閉
じ
こ
め
る
こ
と
だ
っ
た
・
秋
成
の
近
江
荒
都
歌
論
は
、
〈
歴
史
〉
を
〈
文
献
〉

か
ら
取
り
戻
す
回
路
で
も
あ
る
。
〈
文
献
〉
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
秋
成
と
国
学

と
の
関
係
は
、
な
お
様
々
の
角
度
か
ら
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

〔
注
〕

（
１
）
秋
成
の
『
金
砂
』
六
に
載
る
近
江
荒
都
歌
を
掲
げ
て
お
く
。

鋤
玉
た
す
き
。
畝
火
の
山
の
・
か
し
原
の
。
ひ
し
り
の
御
代
ゆ
。
あ
れ
ま
し
Ｌ
・

神
代
の
こ
と
ｊ
く
～
・
つ
が
の
木
の
。
い
や
つ
き
ノ
ー
、
に
・
天
の
下
。
し
ろ
し
め

イ
カ
サ
マ

し
Ｌ
を
。
空
に
見
つ
。
大
和
を
お
き
て
。
青
に
よ
し
。
奈
良
山
を
こ
え
。
何
方

に
。
お
も
ほ
し
め
す
か
。
天
さ
か
る
・
鄙
に
は
あ
れ
と
・
石
走
。
あ
ふ
み
の
国
の
。

さ
上
波
の
。
大
津
の
宮
に
。
天
の
下
。
し
ろ
し
め
し
け
ん
。
す
め
る
き
の
。
神

の
み
こ
と
の
。
大
宮
は
。
こ
壁
と
聞
け
と
も
。
大
殿
は
。
こ
比
と
い
へ
と
も
。

春
草
の
。
し
け
く
お
ひ
た
る
。
霞
た
つ
。
春
日
の
き
れ
る
。
百
し
き
の
。
大
宮

所
。
見
れ
は
か
な
し
も
。

帥
佐
々
浪
の
志
我
の
唐
崎
さ
き
か
れ
と
大
み
や
人
の
舟
待
か
れ
つ

例
さ
出
な
み
の
滋
賀
の
大
わ
た
よ
と
む
と
も
む
か
し
の
人
に
ま
た
あ
は
め
や
も

鋤
い
に
し
へ
の
人
に
我
あ
れ
や
さ
洩
浪
の
あ
れ
た
る
み
や
こ
見
れ
は
悲
し
も

一
一
二
ハ



倒
さ
』
な
み
の
国
つ
御
神
の
う
ら
さ
ひ
て
あ
れ
た
る
宮
こ
見
れ
は
か
な
し
も

柵
か
く
故
に
見
し
と
ふ
も
の
を
さ
壁
波
の
ふ
る
き
み
や
こ
を
見
せ
っ
笠
も
と
な

（
２
）
森
山
重
雄
「
上
田
秋
成
史
的
情
念
の
世
界
」
（
三
一
書
房
）
の
七
「
人
麻
呂

・
黒
人
の
近
江
荒
都
歌
」
、
野
口
武
彦
『
秋
成
幻
戯
」
（
青
土
社
）
の
Ⅲ
「
歴
史

の
落
丁
と
物
語
の
乱
丁
」

（
３
）
『
金
砂
』
六
は
、
巻
三
剛
「
あ
ふ
み
の
海
夕
波
千
鳥
汝
か
な
け
は
心
も
し
の

に
い
に
し
へ
お
も
ほ
ゆ
」
も
参
考
に
あ
げ
て
い
る
。

（
４
）
森
山
『
前
掲
書
」
は
、
「
秋
成
独
特
の
見
解
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
５
）
野
口
『
前
掲
書
』

（
６
）
折
口
信
夫
「
万
葉
集
私
論
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
九
巻
所
収
）

（
７
）
『
春
雨
物
語
』
を
生
み
出
す
眼
で
あ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

＊
秋
成
の
著
作
の
う
ち
、
『
金
砂
』
と
『
楢
の
杣
』
は
中
央
公
論
社
版
『
上
田
秋
成

全
集
』
に
、
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
は
岩
波
版
の
日
本
古
典
文
学
大
系
『
上
田
秋
成
集
』

に
、
「
鴛
央
行
』
は
藤
井
乙
男
編
『
秋
成
遺
文
』
（
国
書
刊
行
会
）
に
依
っ
た
。

但
し
、
適
宜
、
現
代
表
記
に
あ
ら
た
め
た
。

上
田
秋
成
の
近
江
荒
都
歌
論
に
つ
い
て

（
や
ま
し
た
・
ひ
さ
お
金
沢
女
子
大
学
助
教
授
）

三

七


