
よ
し
や
あ
し
や

上
田
秋
成
の
『
豫
之
也
安
志
夜
』
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
寛
政
五
年
（
一

七
九
三
）
に
自
ら
の
校
訂
で
刊
行
し
た
賀
茂
真
淵
『
伊
勢
物
語
古
意
』
全
六

冊
に
付
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
の
中
か
ら
適
宜
語
句
を
抜
き
出

し
、
真
淵
そ
の
他
の
注
釈
者
の
見
解
を
織
り
混
ぜ
つ
つ
注
釈
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
一
般
に
は
真
淵
の
論
を
意
識
し
つ
つ
展
開
さ
れ
た
伊
勢
物
語
論
と
み

ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
実
は
必
ず
し
も
真
淵
の
『
伊
勢
物
語
古
意
』
を
は
じ

め
と
す
る
従
来
の
伊
勢
物
語
研
究
と
正
面
か
ら
向
か
い
合
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
確
か
に
、
真
淵
の
説
な
ど
を
引
用
し
た
り
批
判
し
た
り
し
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
と
同
じ
土
俵
に
立
っ
て
の
自
説
展
開
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
感
が

あ
る
。
代
わ
り
に
、
論
の
展
開
に
お
い
て
顕
著
な
の
は
、
秋
成
独
自
の
文
脈

の
形
成
と
固
有
の
モ
チ
ー
フ
だ
迂
真
淵
の
説
を
逐
一
取
り
上
げ
自
ら
の
見
解

を
対
置
し
て
い
っ
た
建
部
綾
足
の
『
伊
勢
物
語
古
意
追
考
』
な
ど
と
は
、
明

ら
か
に
違
う
。 秋

成
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
古
代
幻
視

ｌ
「
在
五
中
将
物
語
」
の
視
点
Ｉ

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
『
豫
之
也
安
志
夜
』
に
伊
勢
物
語
論
に
関
す
る
学

説
の
当
否
や
同
時
代
の
説
と
の
影
響
関
係
を
み
る
の
で
は
な
く
、
秋
成
が
独

自
の
文
脈
を
作
り
上
げ
る
際
の
記
述
の
仕
方
に
留
意
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ

こ
に
う
か
が
え
る
秋
成
自
身
の
秘
め
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
を
明
る
み
に
出
す
こ

と
を
心
が
け
る
。
も
っ
と
も
、
中
野
三
敏
氏
、
中
村
博
保
氏
等
に
よ
っ
て
、

寓
言
説
や
発
憤
説
に
基
づ
く
物
語
論
を
『
豫
之
也
安
志
夜
』
に
見
出
そ
う
と

（
２
）

す
る
試
み
は
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
秋
成
に
即
し
た
場
合
、
問

題
は
も
っ
と
深
め
ら
れ
て
も
よ
い
気
が
す
る
。
す
な
わ
ち
、
寓
言
説
や
発
憤

説
は
、
彼
の
古
代
像
と
関
係
さ
せ
る
と
き
、
も
っ
と
明
確
な
テ
ー
マ
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
同
時
に
そ
れ
は
、
『
春
雨
物
語
』
の
世
界

と
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。

《
径
ｆ
〕
し
」

此
物
語
の
題
、
故
は
在
五
中
将
物
語
と
い
ひ
け
ん
が
、
伊
勢
物
語
と
は

こ
と
な
よ
び

し
ば
ら
く
後
な
る
人
の
、
別
号
に
や
称
出
つ
ら
ん
と
お
ぽ
ゆ
る
也
。
其

－

Ⅱ■■■■■■■
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由
は
、
此
文
に
妹
の
い
と
お
か
し
か
り
け
る
を
見
て
云
云
の
条
の
注
に
、

源
氏
物
語
の
総
角
の
巻
に
、
在
五
が
物
が
た
り
と
い
ふ
は
、
た
頁
に
此

ふ
み
を
云
也
。
又
狭
衣
に
在
五
中
将
の
日
記
と
云
も
、
ま
た
ぐ
源
氏
の

文
を
う
け
て
、
一
つ
事
を
い
へ
る
な
れ
ば
、
日
記
と
は
既
に
其
比
物
が

そ
の
か
み
そ
れ
ら

た
り
と
云
を
靴
れ
る
な
る
べ
し
と
い
は
れ
た
る
に
よ
る
に
、
当
時
某
等

の
ふ
み
に
、
在
五
中
将
の
日
記
、
又
ざ
い
五
が
物
語
な
ど
い
へ
る
に
つ

け
て
、
私
に
し
か
思
ゆ
る
也
け
り
。

研
究
史
上
で
は
必
ず
触
れ
ら
れ
た
伊
勢
物
語
の
成
立
経
緯
や
題
号
に
つ
い

て
の
議
論
だ
が
、
今
は
、
秋
成
説
の
当
否
は
問
わ
ず
彼
自
身
の
記
述
の
仕
方

に
注
目
し
よ
う
。
冒
頭
の
「
此
物
語
の
題
、
故
は
在
五
中
将
物
語
と
い
ひ
け

ん
が
、
伊
勢
物
語
と
は
し
ば
ら
く
後
な
る
人
の
、
別
号
に
や
呼
出
つ
ら
ん
と

お
ぽ
ゆ
る
也
」
を
み
る
と
、
①
元
来
の
題
号
は
「
在
五
中
将
物
語
」
で
あ
る

こ
と
、
②
「
伊
勢
物
語
」
と
い
う
の
は
後
世
の
者
た
ち
に
よ
る
別
号
で
あ
る

こ
と
、
の
二
点
を
自
説
と
し
て
淡
々
と
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
に
み
え

る
。
が
、
秋
成
の
場
合
、
真
淵
の
説
な
ど
を
あ
げ
な
が
ら
の
以
下
の
記
述
が
、

す
べ
て
こ
の
文
脈
に
沿
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
も
っ
と
重
視
す
べ

き
で
あ
る
。
①
と
②
の
関
連
を
記
述
す
る
中
に
こ
そ
、
秋
成
の
テ
ー
マ
が
潜

ん
で
い
る
か
ら
だ
。

ま
ず
、
自
説
の
論
拠
を
示
す
た
め
に
、
秋
成
は
真
淵
の
説
を
あ
げ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
源
氏
物
語
の
総
角
の
巻
に
、
在
五
が
物
が
た
り
と
い
ふ
は
、
た

頁
に
此
文
を
云
也
」
、
あ
る
い
は
狭
衣
物
語
の
文
は
源
氏
物
語
の
「
総
角
の

巻
」
に
依
拠
し
て
「
在
五
中
将
の
日
記
」
と
記
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
真
淵

の
説
、
こ
れ
を
秋
成
は
「
在
五
中
将
物
語
」
が
元
来
の
題
号
だ
っ
た
と
い
う

秋
成
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
古
代
幻
視

話
の
根
拠
に
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
淵
の
説
は
、
『
伊
勢
物
語
古
意
』

巻
三
に
「
在
五
が
物
が
た
り
と
云
は
、
此
文
を
云
也
、
定
か
に
在
五
と
さ
し

て
い
ふ
も
、
物
語
と
云
か
ら
は
嫌
ひ
な
し
、
在
五
が
日
記
と
い
ふ
事
は
、
其

比
す
で
に
あ
や
ま
れ
る
な
る
べ
し
、
又
日
記
は
前
に
有
し
に
や
と
い
ふ
人
も

侍
れ
ど
、
事
の
さ
ま
、
此
文
の
事
を
源
氏
に
書
た
る
を
、
又
う
け
て
さ
衣
に

（
３
）

書
た
れ
ば
、
別
の
物
な
ら
い
を
知
く
し
」
と
あ
る
通
り
な
の
だ
が
、
真
淵
は
、

源
氏
物
語
「
総
角
の
巻
」
の
言
う
「
在
五
が
物
が
た
り
」
と
は
伊
勢
物
語
を

指
す
の
で
あ
り
狭
衣
物
語
に
「
在
五
が
日
記
」
と
あ
る
の
は
当
時
既
に
誤
っ

た
呼
称
が
存
在
し
た
証
だ
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
主
旨
は
、
あ
く
ま
で

〃
「
在
五
が
日
記
」
と
い
う
呼
称
は
誤
り
だ
〃
と
す
る
点
に
あ
る
。
秋
成
は
、

そ
れ
を
〃
「
在
五
中
将
物
語
」
こ
そ
元
来
の
呼
称
で
あ
る
〃
と
い
う
文
脈
に

利
用
す
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
、
物
語
が
中
の
主
た
る
人
物
の
名
を
題
号
と

し
て
い
る
例
と
し
て
、
「
竹
と
り
の
翁
」
「
う
つ
ぼ
の
俊
蔭
」
「
は
こ
や
の
刀

自
」
「
か
た
の
上
少
将
」
「
お
ち
く
ぼ
の
君
」
「
光
源
氏
」
を
あ
げ
る
が
、
こ

れ
ら
の
例
か
ら
考
え
て
も
「
在
五
中
将
物
語
」
の
呼
称
こ
そ
が
正
し
い
と
い

う
わ
け
だ
ろ
う
。
続
け
て
言
う
。

又
さ
ら
し
な
の
記
に
在
五
中
将
の
集
と
有
は
、
其
比
ま
で
は
さ
る
ふ
み

ほ
か

も
有
し
か
。
さ
ら
ば
或
説
に
、
在
五
中
将
の
物
語
の
余
に
、
ざ
い
五
が

に
く

日
記
、
又
集
て
ふ
物
も
有
し
に
や
と
云
も
、
し
ひ
て
悪
む
ま
じ
き
事
也
。

た
ぶ
ん
真
淵
は
、
「
ざ
い
五
が
日
記
」
「
在
五
中
将
の
集
」
と
い
っ
た
作

品
の
存
在
は
認
め
な
い
だ
ろ
う
。
「
或
説
」
（
五
井
蘭
洲
の
説
）
を
必
ず
し

も
排
斥
し
な
い
秋
成
は
、
そ
れ
に
同
意
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、

学
説
の
問
題
で
は
な
く
記
述
の
仕
方
と
し
て
考
え
た
と
き
、
秋
成
の
場
合
、

一
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「
在
五
中
将
物
語
」
と
い
う
呼
称
を
も
つ
作
品
の
存
在
を
し
っ
か
り
と
守
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
決
し
て
「
ざ
い
五
が
日
記
」
「
在
五
中
将

の
集
」
と
混
同
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
ざ
い
五
が
日
記
」
「
在
五

中
将
の
集
」
の
存
在
を
容
認
し
て
も
よ
い
が
、
こ
れ
ら
の
中
に
「
在
五
中
将

物
語
」
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
が
解
消
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
他
の

存
在
を
否
定
し
な
い
の
は
、
「
在
五
中
将
物
語
」
の
独
立
性
を
強
め
る
た
め

で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
。

以
下
、
日
記
は
作
り
物
の
寓
言
た
る
物
語
と
違
い
年
次
の
ま
ま
に
自
分
の

行
状
を
記
し
た
も
の
だ
か
ら
「
む
か
し
男
云
々
」
で
始
ま
る
「
在
五
中
将
物

語
」
と
は
異
体
で
あ
る
、
た
だ
栄
花
物
語
の
み
は
日
記
体
な
の
に
物
語
と
し

て
あ
る
の
は
世
に
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
「
時
を
は
目
か
り
て
書
の
題

ば
か
り
、
そ
ら
言
の
た
め
し
な
る
物
が
た
り
」
と
書
き
つ
け
た
の
で
は
な
い

か
、
と
推
測
す
る
。
例
の
物
語
寓
言
説
な
の
だ
が
、
必
ず
し
も
こ
こ
で
そ
れ

を
全
面
的
に
展
開
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
心
は
、
や
は
り
「
在
五
中
将
物

語
」
こ
そ
元
来
の
呼
称
だ
と
す
る
点
に
あ
る
。
次
に
話
は
先
述
の
②
に
移
る
。

さ
て
伊
勢
物
語
て
ふ
名
も
、
源
氏
の
絵
合
の
巻
に
、
い
せ
物
が
た
り
に

ぜ
う
ざ
ん
み

正
三
位
を
合
せ
て
、
ま
だ
定
め
や
ら
ず
、
と
有
を
見
れ
ば
、
は
や
く
其

比
に
は
し
か
よ
び
し
事
の
し
る
き
も
て
、
此
文
作
り
て
し
ば
ら
く
の
世

こ
と
な

よ

の
別
名
な
ら
ん
と
は
云
也
。
さ
る
を
後
上
の
人
は
、
し
か
の
み
称
ぷ
事

い
つ
全
ご

と
な
れ
る
由
を
お
も
ふ
に
、
伊
勢
の
国
へ
狩
の
使
に
い
き
け
る
に
、
斎

の
み
や
み
そ
か
こ
と

宮
な
り
け
る
人
と
密
事
有
し
物
語
を
、
い
と
も
は
か
な
げ
に
作
り
な

せ
し
が
お
も
し
ろ
し
と
て
、
伊
勢
物
語
と
も
い
ひ
は
や
し
つ
ら
ん
を
、

後
に
は
在
五
物
が
た
り
て
ふ
名
は
忘
れ
に
て
、
い
ふ
人
も
な
く
な
ん
成

に
た
る
を
億
ふ
に
…
．
：

「
伊
勢
物
語
」
と
い
う
題
号
の
由
来
に
言
及
す
る
の
だ
が
、
秋
成
は
、
源

氏
物
語
「
絵
合
の
巻
」
を
証
と
し
な
が
ら
、
書
か
れ
て
間
も
な
い
頃
に
す
で

に
「
伊
勢
物
語
」
の
名
が
（
在
五
中
将
物
語
の
）
別
号
と
し
て
存
在
し
た
と

す
る
。
そ
し
て
、
「
伊
勢
物
語
」
の
呼
称
だ
け
が
用
い
ら
れ
た
理
由
を
、
後

世
の
人
々
が
業
平
と
斎
宮
と
の
密
事
を
興
味
本
位
に
言
い
は
や
し
立
て
た
と

こ
ろ
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
「
在
五
中
将
物
語
」
の
名
は
忘
れ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
．
．
…
．
。

さ
て
、
①
と
②
に
つ
い
て
述
べ
た
右
の
文
に
お
い
て
核
心
を
な
す
の
が
、

元
来
の
題
号
と
信
じ
た
「
在
五
中
将
物
語
」
の
存
在
な
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
ざ
い
五
が
日
記
」
「
在
五
中
将
の
集
」
な
ど
で
は
な
く
「
在
五
中
将
物
語
」

で
あ
る
こ
と
、
別
号
だ
っ
た
は
ず
の
「
伊
勢
物
語
」
の
呼
称
が
後
の
世
に
一

般
化
し
た
た
め
に
「
在
五
中
将
物
語
」
と
い
う
題
号
が
忘
却
さ
れ
た
こ
と
等

を
主
張
す
る
秋
成
か
ら
、
「
在
五
中
将
物
語
」
へ
の
固
執
を
見
出
す
の
は
容

易
だ
ろ
う
。
勝
倉
壽
一
氏
は
、
他
が
「
伊
勢
物
語
」
の
み
を
考
究
の
対
象
と

し
て
き
た
の
に
対
し
、
秋
成
の
論
が
「
在
五
中
将
物
語
」
「
在
五
が
日
記
」

「
在
五
中
将
の
集
」
な
ど
の
名
称
の
存
在
根
拠
を
も
視
座
に
据
え
た
と
こ
ろ

に
研
究
史
的
意
義
を
認
め
て
い
る
。
古
来
「
伊
勢
物
語
」
と
い
う
題
号
の
由

来
に
関
し
て
は
、
勝
倉
氏
が
ま
と
め
る
よ
う
庖
僻
言
説
、
歌
人
伊
勢
作
者

説
、
和
泉
式
部
本
の
伊
勢
斎
宮
の
段
初
段
に
よ
る
命
名
説
、
妹
背
物
語
（
「
伊
」

は
女
、
「
勢
」
は
男
を
表
す
と
す
る
）
説
、
伊
勢
斎
宮
の
段
が
最
重
要
で
あ
る

こ
と
に
よ
る
と
す
る
説
等
が
あ
っ
た
。
し
か
し
秋
成
は
、
そ
う
し
た
学
説
と

は
あ
ま
り
交
渉
し
よ
う
と
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
史
的
意
義
を
認
め

一
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な
ら
ば
、
「
在
五
中
将
物
語
」
の
名
に
固
執
す
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
。
結
論
め
い
た
こ
と
を
先
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
た
ぶ
ん
秋
成
は
、

「
在
五
中
将
物
語
」
と
い
う
視
点
で
臨
ま
な
け
れ
ば
決
し
て
み
え
て
こ
な
い

相
を
記
述
し
た
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
伊
勢
物
語
」
の
呼
称
を
自
明

と
し
て
い
て
は
描
け
な
い
も
の
を
考
え
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
い
っ
た

い
何
か
。

ま
ず
、
有
名
な
寓
言
説
や
発
憤
説
に
基
づ
く
物
語
論
が
あ
る
。
先
に
あ
げ

た
箇
所
で
も
栄
華
物
語
に
関
連
さ
せ
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
特
に
伊
勢
物

語
百
二
十
四
段
「
む
か
し
、
お
と
こ
、
い
か
な
り
け
る
事
を
思
ひ
け
る
お
り

に
か
よ
め
る
…
…
」
を
扱
っ
た
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
末
尾
は
、
秋
成
流
の

寓
言
説
や
発
憤
説
を
示
す
も
の
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
た
。
才
能
が
あ
り
な

が
ら
時
を
得
ず
不
遇
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
想
い
（
発
憤
）
を
、
時
世
を

憧
っ
て
昔
物
語
に
朧
化
し
「
何
の
罪
な
げ
な
る
物
が
た
り
」
を
す
る
か
の
よ

う
に
記
し
た
と
す
る
物
語
寓
言
説
。
中
国
の
演
義
小
説
な
ど
に
比
定
さ
せ
な

が
ら
、
秋
成
は
か
な
り
自
己
流
の
物
語
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
物

語
論
に
関
し
て
は
、
す
で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
り
本
稿
で
あ
ら
た
め
て
つ
け

ら
れ
る
の
は
秋
成
に
と
っ
て
名
誉
な
こ
と
だ
が
、
今
そ
れ
を
離
れ
た
立
場
か

ら
接
す
る
と
き
、
「
伊
勢
物
語
」
の
呼
称
を
用
い
ず
日
記
や
歌
文
集
と
も
明
確

に
違
う
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
に
「
在
五
中
将
物
語
」
と
い
う
名
を
ク
ロ
ー
ズ
・

ア
ッ
プ
す
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
点
が
大
そ
う
興
味
を
惹
く
の
で
あ
る
。

’
一
一

秋
成
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
古
代
幻
視

加
え
る
こ
と
も
な
い
。
た
だ
、
「
こ
の
ふ
み
も
在
五
中
将
な
ら
ぬ
在
五
物
が

た
り
し
て
、
そ
れ
に
か
こ
つ
け
つ
ふ
、
世
の
さ
ま
の
あ
ま
り
に
た
は
け
た
る

そ

を
い
ひ
刺
し
れ
る
に
も
、
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
寓
言
の
機
能
を
発
揮
す

る
た
め
に
も
絶
対
に
「
物
語
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
点
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
「
在
五
中
将
な
ら
ぬ
在
五
物
が
た
り
し
て
」
と
い
う
言
い
方
に
、

森
山
重
雄
氏
の
指
摘
す
る
実
在
人
物
と
し
て
の
発
憤
説
（
五
井
蘭
洲
の
説
）

と
は
明
確
に
異
な
る
物
語
作
者
と
し
て
の
発
憤
説
を
見
出
し
て
も
よ
い
だ
ろ

老
｝
「
在
五
中
将
物
語
」
と
呼
ぶ
と
き
、
や
は
り
「
物
語
だ
と
い
う
点
に

重
き
を
置
い
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
「
物
語
」
で
も
「
伊
勢
物
語
」
で
は
な
く
あ
え
て

「
在
五
中
将
物
語
」
の
視
点
を
選
ぶ
こ
と
の
意
味
を
、
も
っ
と
別
の
と
こ
ろ

に
求
め
て
み
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
寓
言
説
や
発
憤
説
が
さ
ら
に
立
体

的
な
記
述
の
中
に
活
か
さ
れ
る
可
能
性
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
も
結
論
め
い
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
本
稿
が
こ
れ
か
ら
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
物
語
論
が
古
代
Ⅱ
万
葉
集
の
時
代
を
幻
視
す
る

こ
と
で
批
評
性
を
獲
得
し
て
い
く
様
子
な
の
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
、
伊
勢

物
語
第
六
十
六
段
に
関
す
る
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
評
釈
に
注
目
し
て
み
よ

（
を
）

う
。
「
む
か
し
、
お
と
こ
、
津
の
国
に
し
る
所
あ
り
け
る
に
…
…
」
に
関
し

て
で
あ
る
が
、
秋
成
の
言
う
と
こ
ろ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

下
の
条
に
も
、
津
の
国
兎
原
の
郡
あ
し
や
の
里
に
、
し
る
よ
し
上
て
い

き
て
住
け
り
と
見
え
た
り
。
物
が
た
り
な
が
ら
、
か
坐
る
事
は
其
由
あ

り
て
書
る
な
る
べ
し
。
初
め
の
条
に
も
、
な
ら
の
都
春
日
の
里
に
し
る

よ
し
ふ
て
と
有
。
是
は
朝
臣
等
の
御
父
阿
保
親
王
は
、
平
城
天
皇
の
第

七



ナ
ラ

一
の
皇
子
也
。
天
皇
御
く
ら
ゐ
を
嵯
峨
天
皇
に
譲
り
ま
し
て
、
平
城
の

旧
京
に
お
は
し
ま
し
Ｌ
、
其
御
よ
せ
な
ど
の
有
て
、
在
原
氏
の
領
じ
た

と
こ
ろ

ま
ふ
地
も
有
し
歎
。
な
く
と
も
、
さ
る
い
は
れ
の
有
て
作
れ
る
な
る
ぺ

．
Ｉ
）
。

『
金
砂
』
の
万
葉
評
釈
も
そ
う
な
の
だ
が
、
原
典
の
語
順
に
沿
っ
た
評
釈

で
は
な
い
。
評
釈
の
ス
タ
イ
ル
を
大
き
く
逸
脱
し
、
あ
る
語
句
を
弾
み
に
し

て
自
分
の
思
い
を
述
べ
て
い
く
秋
成
流
の
や
り
方
で
あ
る
。
さ
て
、
ま
ず
「
物

が
た
り
な
が
ら
、
か
坐
る
事
は
其
由
あ
り
て
書
る
な
る
べ
し
」
に
留
意
し
よ

う
。
ど
う
や
ら
、
話
は
在
原
氏
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
在
五
中
将
物
語
」

の
視
点
を
必
要
と
す
る
よ
う
だ
。
「
か
か
る
事
」
と
は
、
む
ろ
ん
在
原
氏
が

摂
津
国
の
芦
屋
に
領
地
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
す
。
史
実
と
し
て

の
信
悪
性
は
と
も
か
く
、
秋
成
は
、
物
語
と
は
い
え
こ
う
記
さ
れ
る
の
は
何

か
所
以
あ
っ
て
の
こ
と
に
違
い
な
い
、
と
曰
く
あ
り
げ
な
口
調
で
記
す
。
そ

し
て
、
直
ち
に
話
は
第
一
段
の
「
平
城
の
京
、
春
日
の
里
に
し
る
よ
し
し
て
」

に
及
び
、
奈
良
の
春
日
の
里
に
も
在
原
氏
の
所
領
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

と
推
測
す
る
。
た
と
え
、
「
そ
ら
言
」
の
物
語
で
は
あ
っ
て
も
、
何
が
し
か

の
史
的
根
拠
が
な
い
と
「
し
る
よ
し
Ｌ
て
」
な
ど
と
記
す
は
ず
が
な
い
と
い

を
だ
え
ご
と

こ
が
れ
い
さ
ご

う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
す
で
に
後
の
『
遠
駝
延
五
登
』
や
『
金
砂
』

に
み
ら
れ
る
歴
史
観
ｌ
正
史
と
て
完
全
で
は
な
く
時
の
権
力
の
都
合
で
漏

ら
し
た
事
実
も
あ
る
が
、
物
語
が
そ
う
し
た
遺
漏
の
事
実
を
記
し
て
い
る
場

合
も
あ
る
と
い
う
歴
史
観
ｌ
に
つ
な
が
る
要
因
が
十
分
感
じ
ら
れ
る
。
物

語
は
、
そ
れ
ま
で
の
寓
言
説
か
ら
、
歴
史
認
識
の
方
法
に
か
か
わ
る
次
元
に

射
程
を
延
ば
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
業
平
の
父
阿
保
親
王
を
介
し
て
、
嵯
峨
天
皇
に
皇
位
を
譲
っ
て

平
城
京
に
赴
い
た
平
城
帝
が
登
場
す
る
と
、
当
然
『
春
雨
物
語
』
の
「
血
か

た
び
ら
」
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
か
つ
て
述
べ
た
よ
う
睡
、
筆
者
は
、
『
春
雨

物
語
』
の
「
血
か
た
び
ら
」
↓
「
天
津
処
女
」
↓
「
海
賊
」
の
展
開
の
中
に
、

「
御
国
ぶ
り
」
の
変
容
と
い
う
テ
ー
マ
を
見
出
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

真
淵
の
提
唱
し
た
万
葉
の
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
が
嵯
峨
天
皇
の
漢
文
化
政
策

に
よ
っ
て
次
第
に
失
わ
れ
て
い
く
過
程
で
生
じ
た
状
況
、
登
場
人
物
は
皆
そ

の
一
コ
マ
を
演
じ
て
い
る
。
「
血
か
た
び
ら
」
の
平
城
帝
は
、
神
野
親
王
（
嵯

峨
帝
）
と
の
譲
位
を
め
ぐ
る
緊
張
の
中
で
「
朕
は
ふ
み
よ
む
事
う
と
け
れ
ば
、

た
だ
直
き
を
つ
と
め
ん
」
と
考
え
た
。
漢
籍
（
漢
文
化
）
に
対
す
る
〃
直
き

心
〃
の
暗
黙
の
抵
抗
が
あ
る
。

『
豫
之
也
安
志
夜
』
で
の
「
し
る
よ
し
ふ
て
」
の
解
釈
で
、
在
原
氏
の
所

領
地
の
可
能
性
に
つ
い
て
「
さ
る
い
は
れ
の
有
て
作
れ
る
な
る
べ
し
」
と
推

測
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
『
春
雨
物
語
』
の
平
城
帝
の
抱
え
た
問
題
に
通
底

す
る
何
か
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
・
粒
そ
の
際
、
「
物
が
た

り
な
が
ら
、
か
ふ
る
事
は
其
由
あ
り
て
書
る
な
る
べ
し
」
が
、
具
体
的
に
何

を
想
像
し
て
「
其
由
」
と
言
っ
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
が
、
少
な
く

と
も
、
理
想
の
古
代
が
失
わ
れ
て
い
く
「
御
国
ぶ
り
の
変
容
」
と
い
う
テ
ー

マ
と
「
在
五
中
将
物
語
」
と
が
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以

後
、
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
記
述
は
、
阿
保
親
王
に
つ
い
て
記
し
た
『
続
日

ヲ

ナ
リ
二

本
後
記
』
の
「
親
王
素
性
謙
退
、
才
兼
二
文
武
『
有
二
齊
力
《
妙
二
絃
吾
一
…
…
」

に
触
れ
、
承
和
の
変
で
橘
逸
勢
、
伴
健
岑
の
陰
謀
を
露
見
さ
せ
た
功
績
で
親

王
が
一
品
の
位
を
贈
ら
れ
た
旨
国
史
に
み
え
る
と
述
べ
た
後
、
ま
た
次
の
よ

一

八



う
な
推
測
を
加
え
る
。

こ
う
ふ

も
れ

さ
る
は
在
世
に
も
功
封
な
ど
給
は
り
し
に
や
、
国
史
に
脱
し
事
も
、
奇

や
た
・
へ

物
語
等
に
よ
り
て
い
に
し
へ
を
知
ラ
る
ふ
事
有
。
津
の
国
に
も
、
八
部
、

う
ば
ら

と
こ
ろ

兎
原
二
郡
の
あ
ひ
だ
に
、
在
原
氏
の
領
ぜ
ら
れ
し
地
も
あ
り
し
に
や
。

さ
と

今
も
芦
や
の
邨
な
ら
び
に
打
出
の
里
と
い
ふ
に
は
、
阿
保
山
親
王
寺
と

て
ら

い
ふ
仏
宇
あ
り
。
伝
へ
て
親
王
の
廟
所
也
と
い
へ
り
。
又
古
今
集
に
、

行
平
卿
の
、
事
に
あ
た
り
て
つ
の
国
須
磨
に
お
は
せ
し
事
も
見
え
た
る

は
、
い
づ
れ
し
る
よ
し
ふ
て
い
き
て
住
け
り
と
書
る
、
其
よ
し
な
く
て

は
あ
ら
じ
。

最
初
に
津
の
国
芦
屋
に
在
原
氏
の
所
領
地
が
存
在
し
た
可
能
性
を
匂
わ
せ

た
後
、
奈
良
の
春
日
の
里
を
も
ち
出
し
「
血
か
た
び
ら
」
の
テ
ー
マ
と
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
そ
し
て
、
再
び
話
を
津
の
国
に
戻
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
津
の
国
芦
屋
の
在
原
氏
所
領
地
に
関

し
て
も
、
奈
良
の
春
日
の
里
と
同
じ
意
味
づ
け
を
要
請
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
津
の
国
の
所
領
地
も
、
失
わ
れ
た
理
想
の
古
代
の
問
題
と
決
し
て
無
緑

で
は
な
い
の
だ
。
事
実
、
「
津
の
国
に
も
、
八
部
、
兎
原
二
郡
の
あ
ひ
だ
に
、

在
原
氏
の
領
ぜ
ら
れ
し
地
も
あ
り
し
に
や
」
と
推
測
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
辺

一
帯
は
、
か
つ
て
論
じ
た
よ
う
滝
秋
成
が
『
金
砂
』
の
中
で
幻
想
の
都

〃
難
波
の
宮
〃
の
威
光
を
示
す
た
め
に
浮
上
さ
せ
よ
う
と
し
て
格
別
こ
だ
わ

っ
た
地
域
で
あ
っ
た
。
〃
難
波
の
宮
〃
に
御
贄
物
を
捧
げ
る
べ
く
活
況
を
呈

す
る
〃
難
波
の
海
〃
の
海
岸
線
で
あ
る
。
秋
成
は
、
「
今
も
芦
や
の
邨
な
ら

び
に
打
出
の
里
と
い
ふ
に
は
、
阿
保
山
親
王
寺
と
い
ふ
仏
宇
あ
り
。
伝
へ
て

親
王
の
廟
所
也
と
い
へ
り
」
と
言
い
、
古
今
集
の
記
事
ま
で
引
き
合
い
に
出

秋
成
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
古
代
幻
視

秋
成
に
よ
る
芦
屋
の
里
は
在
原
氏
の
所
領
地
だ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
と
の
推

測
が
、
『
豫
之
也
安
志
夜
』
に
お
い
て
は
理
想
の
古
代
を
幻
視
す
る
こ
と
と

無
関
係
で
な
い
の
は
、
以
下
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
だ
。

（
を
）

こ
ほ
り
あ
し
や

む
か
し
、
お
と
こ
、
津
の
国
、
む
ぱ
ら
の
郡
、
蘆
屋
の
里
に
し
る
よ

し
し
て
、
い
き
て
住
み
け
り
。
む
か
し
の
歌
に
、

あ
し
や
し
ば
つ
げ
を
ぐ
し
き

蘆
の
屋
の
な
だ
の
盟
焼
き
い
と
ま
な
み
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
上
ず
来

に
け
り

と
よ
み
け
る
と
ぞ
、
こ
の
里
を
よ
み
け
る
。
こ
上
を
な
む
蘆
屋
の
灘
と

し
て
、
在
原
氏
の
所
領
地
を
こ
の
地
域
に
想
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。

同
時
に
、
「
国
史
に
脱
し
事
も
、
奇
物
語
等
に
よ
り
て
い
に
し
へ
を
知
ラ
る

当
事
有
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
物
語
は
明
確
に
国
史
（
殊
に
正
史
）
の
遺

漏
を
補
う
も
の
、
正
史
が
何
ら
か
の
理
由
で
記
せ
な
か
っ
た
事
柄
を
表
現
す

る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
だ
が
、
寓
言
説
や
発
憤
説
は
、
単
な
る
物
語
論
を
越
え
て
古
代
を

幻
視
し
て
の
歴
史
批
評
ｌ
こ
れ
が
『
春
雨
物
語
』
前
半
部
の
本
質
だ
と
筆

者
は
考
え
て
い
る
ｌ
へ
と
転
換
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
相
が
浮
か
び
上
が
る
に
は
、
「
伊
勢
物
語
」
よ
り
も
、
在
原
氏
の
イ

メ
ー
ジ
を
よ
り
紡
佛
と
さ
せ
る
「
在
五
中
将
物
語
」
の
呼
称
の
方
が
有
効
で

あ
る
に
違
い
な
い
。
「
在
五
中
将
物
語
」
に
こ
だ
わ
る
積
極
的
な
意
味
は
、

や
は
り
あ
る
。四

九



は
い
ひ
け
る
。

伊
勢
物
語
第
八
十
七
段
で
あ
る
。
こ
の
段
は
ま
だ
続
く
の
だ
が
、
『
豫
之

也
安
志
夜
』
の
評
釈
は
、
こ
の
箇
所
の
「
蘆
の
屋
の
灘
の
盟
焼
き
い
と
ま
な

み
・
・
・
…
」
の
歌
に
だ
け
関
心
を
示
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

注
に
、
万
葉
の
し
か
の
蜑
の
奇
を
か
つ
人
、
と
り
か
へ
て
、
む
か
し
の

し
ひ
ご
と

寄
也
と
作
れ
る
が
巧
妙
也
と
い
は
れ
た
り
。
猶
強
言
を
そ
へ
ん
に
は
、

く
し
げ
を

其
本
の
奇
は
、
櫛
笥
の
小
ぐ
し
と
り
も
見
な
く
に
と
よ
め
る
は
、
は
ろ

は
て

人
、
筑
紫
の
極
に
来
て
、
こ
ふ
の
蜑
を
と
め
ら
が
な
す
わ
ざ
を
見
れ
ば
、

く
し
け
づ

ゆ
あ
み

い
と
も
悲
し
な
、
風
に
楠
り
雨
に
沐
す
て
ふ
古
言
の
葉
の
お
も
ひ

は
だ
へ

出
ら
る
上
ぞ
か
し
、
あ
や
し
げ
な
る
物
身
に
ま
と
ひ
つ
る
も
、
所
上
肌

あ
ら
は
れ
て
、
打
か
く
る
高
波
に
ぬ
れ
そ
ぽ
ち
つ
上
、
身
は
有
も
の
と

ば
し

も
な
く
て
、
立
奔
る
あ
り
さ
ま
、
も
と
よ
り
お
ど
る
髪
色
も
な
く
ふ
り

乱
し
た
る
を
、
都
の
た
を
や
め
の
見
る
め
に
、
世
に
は
か
く
て
も
有
け

せ
め

そ

り
と
、
あ
は
れ
さ
い
と
切
た
る
心
に
よ
み
た
る
な
り
。
其
は
ふ
り
た
る

世
の
さ
ま
に
て
こ
そ
あ
り
け
れ
、
今
は
さ
る
も
の
ら
ま
で
常
に
乱
れ
ば

つ
げ
を
ぐ
し
ひ
た
ひ

か
り
は
か
き
上
な
す
に
ぞ
、
黄
楊
の
小
櫛
な
ど
額
に
か
い
さ
し
て
、

い
手
』

い
と
な
み
は
す
な
る
を
、
け
ふ
は
勤
し
さ
の
あ
ま
り
に
や
、
さ
Ｌ
で
も

あ
す
か

来
に
け
り
と
よ
み
か
へ
て
、
昔
の
飛
鳥
の
都
人
の
丹
も
て
今
を
思
は
し

む
る
巧
み
に
は
あ
ら
ぬ
か
。

ま
ず
、
真
淵
の
解
釈
を
あ
げ
て
い
る
。
『
伊
勢
物
語
古
意
』
巻
五
で
真
淵

め
が
り

け
づ
り

は
、
万
葉
集
巻
第
三
の
「
し
か
の
蜑
は
羊
布
刈
盟
や
き
い
と
ま
な
み
髪
柿
の

を
ぐ
し

小
櫛
と
り
も
見
な
く
に
」
（
二
七
八
）
を
本
歌
と
し
、
万
葉
集
の
歌
は
筑
前

の
国
の
志
賀
の
海
人
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
「
（
伊
勢
物
語
の
方
は
）
所
を
か

へ
詞
を
か
へ
て
、
こ
ふ
の
芦
や
の
里
の
古
野
と
し
た
る
は
、
此
文
の
例
の
事

に
て
、
ひ
と
つ
の
興
也
」
と
し
た
。
場
所
も
詞
も
変
え
て
詠
む
伊
勢
物
語
の

い
つ
も
の
趣
向
だ
と
い
う
わ
け
だ
が
、
秋
成
は
、
趣
向
で
は
す
ま
さ
な
い
。

あ
え
て
「
強
言
」
だ
と
断
っ
て
万
葉
集
と
伊
勢
物
語
の
間
に
存
在
す
る
違
い

に
こ
だ
わ
っ
た
。

万
葉
集
の
歌
に
対
す
る
秋
成
の
解
釈
は
、
筑
紫
の
果
て
ま
で
は
る
ば
る
や

っ
て
来
た
都
人
が
当
地
の
蜑
乙
女
が
髪
も
風
雨
に
任
せ
て
ふ
り
乱
し
高
波
を

受
け
つ
つ
な
り
ふ
り
構
わ
ず
に
奔
走
し
て
い
る
姿
を
、
「
た
を
や
め
」
の
眼

で
詠
ん
だ
歌
だ
と
い
う
。
『
金
砂
』
三
で
も
、
こ
の
歌
を
取
り
上
げ
、
ほ
ぼ

同
じ
よ
う
な
評
釈
を
施
し
て
い
る
。
「
い
と
も
悲
し
な
」
と
は
言
っ
て
も
、

秋
成
は
、
憐
み
の
歌
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
に
は
、
質
素
な
恰

好
で
野
生
的
に
奔
走
す
る
筑
紫
の
蜑
乙
女
を
都
人
が
驚
き
を
こ
め
て
詠
む
と

た
ま
も

い
う
構
図
が
あ
る
。
秋
成
が
こ
の
構
図
を
好
ん
だ
ら
し
い
こ
と
は
、
「
玉
藻

あ
ま
を
と
め

（
９
）

刈
る
海
少
女
」
に
抱
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
こ
こ
か
ら
で
、
伊
勢
物
語
第
八
十
七
段
の
歌
に
対
し
て

は
、
い
さ
さ
か
屈
折
し
て
く
る
。
万
葉
集
の
言
う
都
人
の
視
線
で
捉
え
た
蟹

乙
女
の
姿
を
述
べ
た
後
、
実
は
こ
れ
が
「
ふ
り
た
る
世
の
さ
ま
に
て
こ
そ
あ

り
け
れ
」
と
さ
れ
、
伊
勢
物
語
の
今
に
対
し
て
は
、
そ
う
し
た
古
代
を
も
は

や
喪
失
し
た
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
伊
勢
物
語
の

歌
の
解
釈
そ
の
も
の
に
入
る
前
に
、
「
今
は
さ
る
も
の
ら
ま
で
常
に
乱
れ
ば

か
り
は
か
き
上
な
す
に
ぞ
、
黄
楊
の
小
櫛
な
ど
額
に
か
い
さ
し
て
、
い
と
な

み
は
す
な
る
を
」
の
評
釈
が
挿
入
さ
れ
た
。
予
め
〃
失
わ
れ
た
古
代
〃
と
い

う
文
脈
を
作
っ
た
上
で
、
伊
勢
物
語
の
歌
の
評
釈
に
入
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
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以
上
の
事
柄
は
、
秋
成
に
と
っ
て
は
、
「
伊
勢
物
語
」
の
呼
称
を
自
明
と

せ
ず
、
元
来
の
題
号
と
信
じ
た
「
在
五
中
将
物
語
」
の
視
点
に
立
っ
て
は
じ

め
て
み
え
て
く
る
相
で
あ
っ
た
。
で
は
、
「
伊
勢
物
語
」
と
い
う
呼
称
は
ど

う
か
。
秋
成
の
記
述
は
、
そ
こ
に
意
味
を
見
出
し
て
は
い
な
い
の
か
。
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
く
、
導
き
出
す
べ
き
問
題
は
存
在
す
る
。

「
伊
勢
物
語
」
の
題
号
の
由
来
に
つ
い
て
、
彼
が
「
伊
勢
の
国
へ
狩
の
使

に
い
き
け
る
に
、
斎
宮
な
り
け
る
人
と
密
事
有
し
物
語
を
、
い
と
も
は
か
な

げ
に
作
り
な
せ
し
が
お
も
し
ろ
し
と
て
、
伊
勢
物
語
と
も
い
ひ
は
や
し
つ
ら

ん
な
挿
入
を
必
要
と
す
る
評
釈
は
他
に
は
な
い
。
真
淵
が
場
所
や
詞
を
変
え

て
の
趣
向
と
し
た
も
の
は
、
「
昔
の
飛
鳥
の
都
人
の
牙
も
て
今
を
思
は
し
む

る
巧
み
に
は
あ
ら
ぬ
か
」
と
、
「
巧
み
」
と
は
言
っ
て
も
趣
向
云
々
の
問
題

を
越
え
、
万
葉
集
の
古
代
を
幻
視
す
る
一
方
今
や
そ
れ
は
存
在
し
な
い
と
い

う
喪
失
感
を
秘
め
つ
つ
詠
ま
れ
た
歌
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
秋

成
は
、
喪
失
感
に
よ
る
嘆
き
の
歌
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
万
葉

の
時
代
と
の
落
差
を
抱
え
た
歌
と
解
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。

『
豫
之
也
安
志
夜
』
は
、
伊
勢
物
語
中
の
語
句
を
窓
意
的
に
取
り
上
げ
て

評
釈
し
た
書
で
あ
る
。
評
釈
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
万
葉
集
を
中
心

と
し
た
古
代
語
が
多
い
。
源
氏
物
語
と
違
っ
て
伊
勢
物
語
に
は
万
葉
語
が
多

い
の
だ
か
ら
当
然
と
も
言
え
る
が
、
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
視
線
の
在
処
と

無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

五

秋
成
『
豫
之
也
安
志
夜
」
の
古
代
幻
視

ん
を
」
と
言
っ
た
の
は
先
に
述
べ
た
。
俎
上
に
上
る
の
は
伊
勢
物
語
第
六
十

九
段
の
伊
勢
斎
宮
と
業
平
と
の
密
事
だ
ろ
う
が
、
秋
成
は
、
先
の
箇
所
に
続

け
て
、
伊
勢
斎
宮
と
は
怡
子
内
親
王
を
指
す
と
の
通
説
を
否
定
す
る
真
淵
の

見
解
を
支
持
し
、
「
（
真
淵
が
）
国
史
に
正
し
て
こ
と
わ
ら
れ
し
か
ば
、
今

者
誰
人
か
此
皇
女
に
さ
る
汚
し
き
御
名
を
お
ふ
せ
ま
ゐ
ら
す
べ
き
」
と
言
う
。

真
淵
が
実
証
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
業
平
の
放
縦
は
文
徳
天
皇
の
御
代
で
あ

り
伊
勢
斎
宮
と
の
密
事
云
々
と
は
時
代
が
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
秋
成
も
そ
れ
を
後
押
し
し
て
い
る
。

が
、
興
味
深
い
の
は
そ
の
後
だ
。
彼
は
、
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥

三
年
（
八
五
○
）
七
月
九
日
の
条
の
記
事
（
晏
子
内
親
王
を
伊
勢
斎
宮
に
慧

子
内
親
王
を
加
茂
斎
宮
に
し
た
記
事
）
と
天
安
元
年
（
八
五
七
）
二
月
二
八

日
の
条
の
記
事
（
賀
茂
内
親
王
慧
子
を
廃
し
て
無
品
述
子
を
立
て
右
大
臣
藤

原
朝
臣
良
相
を
遣
わ
し
て
事
の
次
第
を
神
社
に
報
告
し
た
が
、
こ
れ
は
秘
事

と
さ
れ
誰
も
知
る
人
は
な
か
っ
た
と
い
う
記
事
）
を
あ
げ
た
上
で
、
次
の
よ

う
な
推
測
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
る
は
此
加
茂
の
い
つ
き
の
廃
ら
れ
た
ま
ひ
し
も
、
同
じ
御
時
の
事
な

あ
ら
は

れ
ば
、
も
し
や
は
朝
臣
と
物
ら
い
ひ
寄
よ
み
か
は
し
給
し
事
を
露
さ

い
つ
き
の
み
や
ま
う

れ
て
、
斎
宮
を
ま
か
出
さ
せ
ら
れ
た
ま
ひ
し
、
其
由
神
に
告
さ
せ
た

め
ぐ

ま
へ
る
も
の
か
。
さ
れ
ど
深
く
お
ぽ
し
恵
ま
せ
給
ふ
て
や
、
何
の
故
と

も
世
に
は
あ
ら
は
さ
せ
た
ま
は
ぬ
を
、
京
童
べ
の
し
か
ノ
、
の
事
有
て

よ
な
ど
い
ひ
さ
や
め
け
る
を
摘
て
、
此
文
に
は
作
り
な
せ
し
が
、
猶
秘

し
た
ま
へ
る
を
、
其
御
か
た
と
指
ん
事
後
の
世
な
が
ら
も
は
頁
か
り
て
、

賀
茂
の
い
つ
き
を
伊
勢
に
と
り
か
へ
な
ど
し
て
、
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
記
者

一
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の
巧
め
る
を
、
世
の
人
殊
に
お
も
し
ろ
し
と
て
、
伊
勢
物
語
と
は
ひ
と

つ
の
名
に
や
よ
び
け
ん
。

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
「
伊
勢
物
語
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
、

結
構
こ
だ
わ
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
賀
茂
斎
宮
が
廃
さ
れ
た
記
録

か
ら
、
密
事
は
本
当
は
賀
茂
斎
宮
と
業
平
と
の
間
の
こ
と
で
あ
り
、
時
世
を

憧
っ
た
記
者
が
「
伊
勢
」
に
取
り
替
え
た
の
を
後
世
の
人
々
が
も
て
は
や
し

た
結
果
「
伊
勢
物
語
」
の
名
が
定
着
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
…
：
。
と
は
、
い

さ
さ
か
勘
繰
り
す
ぎ
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
真
淵
は
、
上
記
の
『
日
本
文
徳

天
皇
実
録
』
天
安
元
年
の
記
事
を
あ
げ
、
も
し
伊
勢
斎
宮
（
怡
子
内
親
王
）

に
密
事
が
あ
っ
た
の
な
ら
賀
茂
斎
宮
と
同
じ
よ
う
に
廃
さ
れ
た
は
ず
な
の
に

そ
ん
な
記
事
は
な
い
と
述
べ
、
国
学
者
ら
し
く
皇
族
へ
の
恐
れ
を
以
て
怡
子

内
親
王
の
潔
白
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
（
『
伊
勢
物
語
古
意
』
巻
四
）
。
秋
成

だ
っ
て
、
そ
の
点
は
真
淵
を
継
承
す
る
。
が
、
加
え
て
こ
こ
に
は
、
「
伊
勢
物

語
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
見
届
け
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
秋
成
の
場
合
、
「
在
五
中
将
物
語
」
の
視
点
を
強
調
す
る

か
ら
と
い
っ
て
、
後
世
の
「
伊
勢
物
語
」
の
呼
び
名
は
無
意
味
だ
と
二
元
論

的
に
裁
断
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
在
五
中
将
物
語
」
か
ら
の
推
移
を
み
つ

め
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
、
そ
の
中
で
、
主
旋
律
の
よ
う
に
響
く

の
は
、
「
深
く
お
ぽ
し
恵
ま
せ
給
ふ
て
や
」
「
は
頁
か
り
て
」
「
あ
ら
ぬ
さ
ま

に
記
者
の
巧
め
る
を
」
と
い
っ
た
、
世
間
を
輝
っ
て
の
臓
化
表
現
へ
の
理
解

で
あ
る
。
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
末
尾
に
「
（
憤
り
が
あ
っ
て
も
）
た
宜
今

の
世
の
聞
え
を
は
宣
か
り
て
、
む
か
し
の
跡
な
し
言
に
、
何
の
罪
な
げ
な
る

物
が
た
り
し
て
書
つ
宣
く
る
な
ん
」
と
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
物
語
論

こ
う
し
た
秋
成
の
物
語
論
と
古
代
幻
視
と
の
関
係
を
、
ど
う
意
味
づ
け
た

ら
よ
い
の
か
。
最
後
に
、
中
村
博
保
の
物
語
論
を
甦
ら
せ
て
、
『
豫
之
也
安

志
夜
』
固
有
の
モ
チ
ー
フ
の
意
味
を
理
解
す
る
一
助
と
し
た
い
。
中
村
は
言

う
。
上
代
の
詩
が
質
朴
な
人
間
性
を
即
物
的
に
表
現
し
て
い
る
の
に
対
し
、

中
国
文
化
の
移
入
と
と
も
に
成
立
し
た
後
世
の
書
は
、
「
時
に
あ
は
い
才
あ

る
人
」
の
主
体
意
識
の
成
立
と
重
な
っ
て
お
り
、
当
然
そ
れ
は
国
が
栄
え
人

心
が
華
美
に
な
っ
た
後
世
に
お
い
て
は
、
表
現
の
技
巧
や
華
や
か
さ
に
対
す

る
留
意
と
し
て
現
れ
る
。
秋
成
は
、
表
現
の
巧
み
に
腐
心
し
な
が
ら
、
上
代

に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
自
我
に
よ
っ
て
文
章
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
（
「
書
は
憤
り
よ
り
書
き
も
す
る
物
に
い
ふ
」
）
を
、
歴
史
の
運

行
と
と
も
に
喪
わ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
か
っ
た
質
朴
の
風
に
対
す
る
代
償
と

し
て
、
「
歴
史
」
の
立
場
か
ら
相
関
的
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
…
…
と
叩
）

主
体
意
識
の
成
立
に
比
重
を
か
け
る
や
や
近
代
主
義
的
な
匂
い
は
除
く
に

し
て
も
、
物
語
の
寓
言
や
発
憤
を
主
体
意
識
と
捉
え
、
し
か
も
そ
れ
が
上
代

の
質
朴
な
風
の
喪
失
を
代
償
と
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
は
有

が
「
伊
勢
物
語
」
な
る
題
号
の
成
立
す
る
経
緯
に
も
貫
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

秋
成
に
と
っ
て
、
「
伊
勢
物
語
」
か
ら
は
も
は
や
「
在
五
中
将
物
語
」
の
よ

う
な
古
代
幻
視
は
期
待
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
後
世
の
「
伊

勢
物
語
」
な
る
呼
称
が
成
立
し
た
の
か
と
い
う
問
い
か
け
だ
け
は
、
決
し
て

手
放
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
ハ

一
一
一
一



益
だ
。
喪
失
感
を
自
覚
し
た
物
語
論
と
し
て
甦
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。

加
え
て
秋
成
に
は
、
物
語
の
発
生
す
る
後
世
の
華
美
な
文
化
的
環
境
の
増
大

を
、
歴
史
の
必
然
と
し
て
不
可
避
的
に
受
け
止
め
る
意
識
が
確
か
に
あ
る
。

決
し
て
、
理
想
の
古
代
か
ら
華
美
な
後
世
を
裁
断
す
る
よ
う
な
二
元
論
に
立

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
元
論
の
代
わ
り
に
華
美
な
る
後
世
へ
の
推
移

を
不
可
避
と
受
け
止
め
る
か
ら
こ
そ
、
元
来
の
題
号
を
忘
却
し
て
「
伊
勢
物

語
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
ま
で
言
及
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
物
語
は
、
理
想
の
喪
失
を
バ
ネ
と
し
て
成
立
し
、
イ

ロ
ニ
ー
（
中
村
物
語
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
）
を
以
て
万
葉
の
古
代
と
か
か
わ
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

今
、
筆
者
の
言
葉
に
言
い
直
せ
ば
、
こ
れ
は
物
語
が
古
代
の
幻
視
に
よ
り

批
評
性
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
古
代
を
理
想
化
し
て
後
世
を

裁
断
す
る
だ
け
で
は
生
ま
れ
な
い
。
理
想
を
ま
ず
掲
げ
た
上
で
そ
れ
が
失
わ

れ
て
い
く
過
程
を
こ
そ
み
つ
め
る
の
が
、
批
評
の
眼
で
あ
る
。
『
豫
之
也
安

志
夜
』
が
「
在
五
中
将
物
語
」
と
「
伊
勢
物
語
」
の
両
方
に
言
及
す
る
の
は
、

そ
の
眼
を
も
っ
て
記
述
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
ぶ
ん
『
春
雨

物
語
』
の
「
物
語
」
に
も
、
そ
う
し
た
批
評
性
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た

に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

主
、
、
〃
〃（

１
）
秋
成
に
は
、
香
具
波
志
神
社
蔵
の
写
本
と
し
て
残
る
『
よ
し
や
あ
し
や
』

の
著
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
真
淵
や
契
沖
の
説
を
載
せ
る
こ
と
が
中
心
で
、

自
説
は
さ
ほ
ど
展
開
し
て
い
な
い
。

秋
成
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
古
代
幻
視

（
２
）
中
野
三
敏
「
寓
言
論
の
展
開
」
（
『
戯
作
研
究
』
所
収
、
中
央
公
論
社
、

一
九
八
一
・
二
）
、
中
村
博
保
『
上
田
秋
成
の
研
究
』
（
・
へ
り
か
ん
社
、
一

九
九
四
・
四
）
Ｉ
の
五
「
秋
成
の
物
語
論
」
、
勝
倉
壽
一
『
上
田
秋
成
の

古
典
学
と
文
芸
龍
研
究
』
（
風
間
書
房
、
一
九
九
四
・
六
）
第
一
篇
第
四

章
『
予
之
也
安
志
夜
』
の
研
究
史
的
意
義
」
等
々
。

（
３
）
『
伊
勢
物
言
古
意
』
の
本
文
は
、
秋
成
校
訂
の
寛
政
五
年
版
を
用
い
た
。

但
し
、
句
読
点
を
適
宜
施
し
た
。

（
４
）
以
上
、
勝
倉
『
前
掲
書
』
（
注
２
）
。

（
５
）
森
山
重
雄
『
秋
成
言
葉
の
辺
境
と
異
界
』
（
三
一
書
房
、
一
九
八
九

・
五
）
「
『
病
癖
談
』
の
中
心
と
辺
界
」
。

（
６
）
拙
稿
「
上
田
秋
成
の
古
代
観
と
〈
歴
史
〉
」
（
『
枯
野
』
第
十
一
号
、
二

○
○
○
・
十
二
。

（
７
）
真
淵
の
『
伊
勢
物
語
古
意
』
も
、
「
し
る
と
こ
ろ
」
を
所
領
地
の
意
味

と
し
て
い
る
が
、
単
に
語
の
解
釈
に
留
め
て
お
り
、
秋
成
の
よ
う
に
平
城

帝
に
連
想
を
及
ぼ
す
よ
う
な
評
釈
で
は
な
い
。

（
８
）
拙
稿
「
秋
成
・
摂
津
国
西
側
沿
岸
へ
の
こ
だ
わ
り
」
（
『
國
語
と
國
文
学
』

七
六
巻
第
一
号
、
一
九
九
九
・
二
。

（
９
）
拙
稿
「
秋
成
の
記
述
す
る
〈
古
代
〉
」
（
『
江
戸
文
学
』
二
二
、
二
○
○

一
●
一
一
）

（
い
）
中
村
『
前
掲
書
』
（
注
２
）
Ⅳ
「
思
想
と
文
体
」
。

※
秋
成
の
説
は
、
す
べ
て
中
央
公
論
社
版
『
上
田
秋
成
全
集
』
に
よ
っ
た
。

（
や
ま
し
た
・
ひ
さ
お
金
沢
学
院
大
学
教
授
）
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