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一
、
観
察
者
の
「
見
る
」
歌

　

高
橋
虫
麻
呂
の
歌
は
ど
れ
も
個
性
的
で
面
白
い
が
、
中
で
も
次
に
挙
げ

る
歌
は
、
と
り
わ
け
謎
め
い
た
不
思
議
な
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

河
内
の
大
橋
を
独
り
去
く
娘
子
を
見
る
歌
一
首　
并
せ
て
短

歌

し
な
で
る 

片
足
羽
河
の 

さ
丹
塗
の 

大
橋
の
上
ゆ 

紅
の 

赤
裳
す
そ

引
き 

山
藍
用
ち 

揩
れ
る
衣
服
て 

直
だ
独
り 

い
渡
ら
す
児
は 

若
草

の 

夫
か
有
る
ら
む 

橿
の
実
の 

独
り
か
宿
ら
む 

問
は
ま
く
の 

欲
し

大
橋
を
渡
る
美
女

─
河
内
大
橋
と
天
津
橋
─

土
佐
秀
里

き
我
妹
が 

家
の
知
ら
な
く 

（
９
─
一
七
四
二
）

　
　
　
　
　

反
歌

大
橋
の
頭
に
家
有
ら
ば
心
悲
し
く
独
り
去
く
児
に
屋
戸
借
さ
ま
し
を

 

（
一
七
四
三
）

　

橋
を
渡
る
娘
と
い
う
題
材
が
万
葉
集
中
例
を
見
な
い
珍
し
い
も
の
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
光
景
が
色
彩
豊
か
に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
独
創
的

で
あ
る
。
な
に
よ
り
そ
の
「
娘
子
」
が
何
者
な
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
が
実
に
謎
め
い
て
い
る
。
派
手
な
服
装
か
ら
す
る
と
一
般
庶
民
の

日
常
的
な
通
行
に
は
見
え
な
い
が
、
か
と
言
っ
て
当
時
の
有
名
人
で
あ
る

と
か
、
あ
る
い
は
伝
説
上
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
な
表
現
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も
見
ら
れ
な
い
。
色
鮮
や
か
な
服
装
は
何
ら
か
の
儀
礼
と
の
関
り
を
思
わ

せ
る
け
れ
ど
も
、官
女
な
ら
ば
集
団
を
成
し
て
い
そ
う
な
も
の
で
、「
独
り
」

で
歩
い
て
い
る
と
い
う
の
は
不
審
で
あ
る
。
都
か
ら
は
離
れ
た
場
所
で
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
目
立
つ
服
装
の
若
い
女
性
が
、
誰
も
伴
わ
ず
た
っ
た

「
独
り
」
で
橋
の
上
を
歩
い
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、
古
代
社
会
に
あ
っ

て
は
か
な
り
異
様
な
眺
め
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
女
は
い
っ
た
い
何

を
し
に
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
。
素
朴
な
疑
問
と
好
奇
心
と
を
、

こ
の
歌
は
読
む
者
に
喚
起
す
る
。そ
の
疑
問
は
、実
に
語
り
手
自
身
に
と
っ

て
の
謎
で
も
あ
る
。
語
り
手
は
「
娘
子
」
が
何
者
で
あ
る
か
を
知
ら
ず
、

遂
に
話
し
か
け
る
こ
と
も
、
触
れ
合
う
こ
と
も
な
い
。
こ
の
歌
の
語
り
手

は
、
た
だ
「
娘
子
」
を
「
見
る
」
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

　

一
方
通
行
的
に
「
見
る
」
こ
と
し
か
で
き
な
い
関
係
と
、
決
し
て
接
近

し
な
い
距
離
感
と
が
、
こ
の
歌
の
語
り
の
特
質
な
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
る

ま
い
。
語
り
手
と
「
娘
子
」
の
隔
た
り
は
、
読
者
と
「
娘
子
」
と
の
隔
た

り
で
も
あ
る
。「
直
だ
独
り
い
渡
ら
す
」
と
言
い
切
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
時
、
橋
の
上
に
は
「
娘
子
」
の
他
に
は
誰
も
い
な
い
は
ず
で
あ
り
、

語
り
手
自
身
も
ま
た
橋
の
上
に
は
い
な
い
。「
独
り
去
く
娘
子
を
見
る
」

と
い
う
距
離
感
を
保
っ
た
言
い
方
は
、
橋
の
上
で
す
れ
違
う
と
い
う
よ
う

な
近
い
距
離
の
も
の
で
は
な
く
、「
大
橋
」
と
「
娘
子
」
と
の
総
体
を
ひ

と
つ
の
風
景
と
し
て
「
見
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
離
れ
た
場
所
か
ら

の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
対
象
と
の
距
離
の
取
り
方
こ

そ
が
当
該
歌
の
特
質
だ
と
言
え
る
が
、
諸
注
は
そ
の
特
質
を
正
当
に
理
解

し
よ
う
と
せ
ず
、「
作
者
は
押
が
弱
い
。
徒
に
『
家
の
知
ら
な
く
』
と
慨

嘆
す
る
の
み
で
、
網
の
魚
を
逃
が
し
た
」（
金
子
『
評
釈
』）
と
嘲
っ
た
り
、

「
傍
観
的
で
生
温
い
」「
単
純
に
、
路
ゆ
く
少
女
を
あ
は
れ
ん
で
居
る
如

く
見
え
る
」（
土
屋
『
私
注
』）
と
批
判
し
た
り
、「
単
に
人
と
し
て
の
立

場
か
ら
の
憐
み
の
情
に
な
つ
て
ゐ
る
」（
窪
田
『
評
釈
』）
な
ど
と
情
熱
の

欠
如
を
短
所
と
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
評
は
み
な
、
こ
の
歌
の
本

質
を
捉
え
損
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
娘
子
」
を
「
見

る
」
こ
と
に
徹
す
る
歌
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
見
る
」
こ
と
で
し
か
世

界
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
観
察
者
の
悲
し
み
を
こ
そ
、
こ
の
歌
に
読

み
取
る
べ
き
で
あ
る
。

　
「
見
る
」
こ
と
に
徹
す
る
と
い
う
こ
の
歌
の
語
り
の
特
質
を
観
察
者
性

と
で
も
呼
ん
で
み
る
な
ら
、
こ
の
歌
に
鮮
や
か
な
色
彩
表
現
が
多
い
の
も

そ
の
顕
れ
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
さ
丹
塗
の
大
橋
」「
紅
の
赤
裳
」「
山

藍
用
ち
揩
れ
る
衣
」
と
い
う
畳
み
掛
け
る
よ
う
な
描
写
と
、
そ
の
色
彩
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
鮮
や
か
さ
は
、歌
人
虫
麻
呂
の
独
擅
場
と
言
っ
て
よ
い
。

夙
に
諸
注
が
「
絵
の
や
う
に
美
し
く
、
又
印
象
も
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ

て
ゐ
る
」（
次
田
『
新
講
』）、「
広
重
な
ど
の
浮
世
絵
で
も
見
て
ゐ
る
や
う

な
感
じ
」（
鴻
巣
『
全
釈
』）、「
絵
画
的
美
観
を
叙
し
」（『
総
釈
』
川
田
順
）、
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「
作
品
は
絵
画
的
で
あ
る
。
…
絵
と
詩
が
一
つ
に
な
つ
て
ゐ
る
」（『
作
者

別
』
都
筑
省
吾
）、「
ま
こ
と
に
絵
画
的
で
あ
り
」（
佐
佐
木
『
評
釈
』）、「
ま

さ
に
一
幅
の
絵
で
あ
る
」（
濱
口
博
章（

（
（

）
な
ど
と
評
し
、
犬
養
孝
氏
が
「
本

当
に
き
れ
い
な
一
つ
の
浮
世
絵
」「
万
葉
浮
世
絵（

2
（

」と
評
し
た
所
以
で
あ
る
。

観
察
者
ゆ
え
に
可
能
な
細
密
描
写
で
あ
る
。観
察
者
は
傍
観
者
で
は
な
い
。

対
象
に
食
い
入
る
よ
う
に
観
察
す
る
と
い
う
営
み
に
、
対
象
へ
の
執
着
と

熱
意
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。

　

絵
画
的
と
言
え
ば
、
当
該
歌
に
中
国
題
画
詩
の
影
響
を
見
る
西
地
貴
子

氏
の
説（

3
（

が
あ
る
が
、
当
該
歌
が
絵
画
を
見
て
詠
ん
だ
も
の
だ
と
主
張
す
る

わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
色
彩
表
現
の
豊
か
さ
も
問
題
に
は
し
て
い
な
い
。

氏
は
専
ら
語
り
手
の
視
点
の
あ
り
よ
う
に
題
画
詩
の
詠
法
の
影
響
を
見
る

の
だ
が
、
し
か
し
当
該
歌
の
視
点
構
造
を
国
見
歌
と
そ
の
伝
統
を
引
く
行

幸
従
駕
歌
な
ど
の「
見
る
」歌
と
較
べ
て
み
て
も
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
く
、

中
国
題
画
詩
を
媒
介
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
表
現
だ
と
は
考
え
に
く

い
。
ま
た
氏
は
庾
信
「
詠
画
屏
風
詩
」
を
題
画
詩
の
代
表
例
と
し
て
当
該

歌
に
対
照
さ
せ
る
が
、
し
か
し
両
者
の
間
に
は
表
現
上
の
共
通
点
や
類
似

点
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
。

　

当
該
歌
は
「
見
る
」
歌
で
あ
り
な
が
ら
ど
こ
か
現
実
離
れ
し
て
作
り
物

め
い
た
感
じ
が
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
点
に
現
実
の
風
景
を
見
ず
に
詠
む
題

画
詩
や
屏
風
歌
の
観
念
性
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
も
言
え
る
。
す
で
に

中
西
進
氏
は
「
虫
麻
呂
の
こ
の
歌
も
中
国
の
詠
物
詩
ふ
う
な
題
詠
で
は
な

か
っ
た
か
と
い
う
疑
い
が
濃
く
な
る
。さ
り
げ
な
く
嘱
目
を
装
い
な
が
ら
、

じ
つ
は
虫
麻
呂
は
何
も
見
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か（

4
（

」
と
指
摘
し
て

お
り
、
こ
れ
に
倣
う
な
ら
当
該
歌
が
詠
物
詩
の
発
想
で
作
ら
れ
て
い
る
と

考
え
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
歌
が
し
ば
し
ば
「
異
国
風
」
と
評
さ
れ
る
の

も
中
国
文
学
色
が
強
い
か
ら
か
も
し
れ
ず
、「
絵
画
的
」
と
評
さ
れ
る
非

現
実
性
は
異
国
性
に
来
由
す
る
も
の
と
も
見
ら
れ
る
。後
述
す
る
よ
う
に
、

中
国
詩
に
は
美
女
を
詠
む
と
い
う
題
を
有
す
る
詠
物
詩
が
い
く
つ
も
見
ら

れ
る
。
こ
の
歌
は
そ
う
し
た
詠
美
人
詩
の
系
列
に
置
い
て
見
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
観
察
者
的
態
度
が
貫
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

二
、
さ
丹
塗
り
の
河
内
の
大
橋

　

意
外
な
こ
と
に
、「
大
橋
」
は
万
葉
集
に
お
い
て
当
該
歌
群
に
し
か
見

ら
れ
な
い
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
大
橋
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
大
型
の
橋

が
ど
こ
に
で
も
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
都
の
人
々
が
日
常
的
に
通
行
す
る

よ
う
な
橋
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
万
葉
歌
に
詠

ま
れ
る
「
橋
」
と
い
う
と
、「
石
橋
」「
浮
橋
」「
打
橋
」「
棚
橋
」「
継
橋
」

「
舟
橋
」
な
ど
、
素
朴
で
簡
易
な
橋
が
殆
ど
を
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
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の
時
代
の
人
々
が
「
橋
」
と
聞
い
て
ま
ず
思
い
浮
か
べ
た
の
は
、
川
に
あ

る
自
然
の
石
を
利
用
し
た
飛
び
石
と
か
、
取
り
外
し
が
で
き
る
板
を
渡
し

た
だ
け
の
も
の
と
い
っ
た
、
素
朴
で
原
始
的
な
橋
で
あ
っ
た
。
そ
れ
よ
り

大
き
な
橋
を
作
る
の
で
あ
れ
ば
、
蔓
製
の
吊
り
橋
か
、
景
行
紀
十
八
年
の

歌
謡
（
紀
二
四
）
に
も
見
え
る
木
の
丸
太
橋
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
生
活

環
境
に
あ
る
身
近
な
「
橋
」
が
そ
の
よ
う
な
簡
素
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る

中
で
、
当
該
歌
に
詠
ま
れ
る
「
さ
丹
塗
り
の
大
橋
」
の
よ
う
な
巨
大
で
華

麗
な
橋
は
、
ま
ず
も
っ
て
非
日
常
的
な
建
造
物
と
し
て
人
々
の
目
に
見
え

て
い
た
と
い
う
点
は
看
過
で
き
な
い
。
異
装
の
「
娘
子
」
が
た
だ
「
独
り
」

で
い
る
と
い
う
異
様
な
光
景
は
、
彼
女
が
渡
る
そ
の
朱
塗
り
の
「
大
橋
」

そ
の
も
の
が
非
日
常
的
で
異
様
な
空
間
で
あ
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
っ
て
い

る
。
あ
る
意
味
で
は
、「
娘
子
」
以
上
に
河
内
の
大
橋
こ
そ
が
こ
の
歌
の

主
役
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　

万
葉
に
歌
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
宇
治
橋
や
瀬
多
橋
も
同
じ
時
代
に
建

造
さ
れ
た
「
大
橋
」
で
あ
る
。
本
格
的
な
橋
梁
を
建
設
す
る
こ
と
は
街
道

の
整
備
や
都
城
の
造
営
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
大

橋
」
は
律
令
国
家
体
制
の
成
立
期
に
出
現
し
た
新
し
い
景
観
で
あ
っ
た
と

言
え
る
。
大
規
模
で
堅
牢
な
橋
を
造
る
必
要
が
あ
っ
た
箇
所
は
、
宇
治
川

の
よ
う
に
交
通
の
要
路
に
あ
り
な
が
ら
も
流
れ
が
速
く
川
幅
が
長
い
難
所

で
あ
り
、
深
い
急
流
の
中
に
丈
夫
な
橋
脚
を
築
く
に
は
相
当
高
度
な
土
木

技
術
が
必
要
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
近
江
の
瀬
多
橋
は
「
気
比
の
神
楽

歌
」（『
承
徳
本
古
謡
集
』）
や
『
平
家
物
語
』
な
ど
に
「
瀬
多
の
唐
橋
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
、
形
状
や
色
彩
が
異
国
風
で
目
立
つ
橋
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
の
建
造
に
は
琵
琶
湖
沿
岸
に
多
く
居
住
す
る
渡
来
系
の
技

術
者
が
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
唐
橋
（
韓
橋
・
辛
橋
）」
と
い
う
名

の
橋
は
平
安
京
の
鴨
川
に
も
あ
り
（『
三
代
実
録
』『
帝
王
編
年
記
』）、
仁

和
三
年
に
は
「
守
韓
橋
者
」
が
常
駐
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
か
な
り
大

き
な
橋
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
唐
橋
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
欄
干
に
都

城
の
殿
舎
と
同
様
の
唐
風
の
意
匠
が
採
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

朱
塗
り
の
河
内
大
橋
も
擬
宝
珠
の
あ
る
唐
風
の
橋
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
河

内
在
住
の
渡
来
系
技
術
者
が
そ
の
建
造
に
携
わ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。

　

そ
の
よ
う
な
絢
爛
た
る
大
橋
が
河
内
に
築
か
れ
た
の
は
、
そ
の
地
が
外

交
の
拠
点
難
波
津
お
よ
び
副
都
難
波
宮
と
平
城
京
と
を
繋
ぐ
ル
ー
ト
に
当

た
っ
て
お
り
、
天
皇
皇
族
や
官
人
の
往
来
が
頻
繁
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
河
内
は
歴
代
王
墓
の
地
で
も
あ
り
、
ま
た
西
漢
氏
や
西

文
氏
を
は
じ
め
と
す
る
有
力
な
渡
来
系
氏
族
が
多
く
居
住
す
る
先
進
的
な

地
帯
で
も
あ
っ
た
。
称
徳
朝
の
河
内
由
義
宮
（
西
宮
）
は
特
殊
な
事
例
だ

と
し
て
も
、
継
体
天
皇
の
河
内
樟
葉
宮
や
反
正
天
皇
の
丹
比
柴
籬
宮
の
よ

う
に
、
王
都
が
河
内
に
営
ま
れ
た
歴
史
も
あ
る
。
反
正
の
王
宮
を
河
内
丹

比
に
誘
致
し
た
の
は
皇
親
氏
族
の
丹
比
氏
（
宣
化
天
皇
の
裔
、
多
治
比
王
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を
祖
と
す
る
）
で
あ
り
、
虫
麻
呂
歌
が
詠
ま
れ
た
八
世
紀
に
至
っ
て
も
な

お
丹
比
氏
は
公
卿
を
輩
出
す
る
有
力
氏
族
の
一
角
に
あ
っ
た
。
そ
の
権
勢

も
与
っ
て
、
河
内
の
地
に
は
あ
る
程
度
の
規
模
の
建
造
物
が
造
営
さ
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
し
、
唐
風
の
豪
華
な
大
橋
を
建
造
し
た
の
も
、
河
内
の
先

進
性
を
都
び
と
に
対
抗
的
に
誇
示
し
た
い
と
い
う
渡
来
系
氏
族
の
欲
望
が

あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
河
内
」
と
い
う
地
名
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
古
代
の
河
内
平
野
に

は
多
く
の
川
が
流
れ
て
い
た
。
従
っ
て
地
形
的
に
は
河
内
に
橋
が
多
く
架

か
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
河
内
大
橋
は
そ
の
規
模
や
意
匠
に

お
い
て
際
立
っ
て
目
立
つ
橋
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る（

5
（

。
龍
田
の
山

を
越
え
て
河
内
に
入
っ
た
旅
び
と
た
ち
は
色
鮮
や
か
な
大
橋
を
目
に
し

て
、
そ
の
威
容
に
心
打
た
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
不
尽
山
歌
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
河
内
大
橋
と
い
う
名
所
を
見
た
都
び
と
の
驚
嘆
が
、
虫
麻
呂

に
こ
の
歌
を
作
ら
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
当
該
歌
が
し
ば
し
ば
「
一

幅
の
絵
」
と
か
「
浮
世
絵
」
な
ど
と
評
さ
れ
る
の
も
、
河
内
大
橋
の
存
在

を
都
の
人
々
に
宣
伝
す
る
と
い
う
名
所
図
会
的
な
発
想
か
ら
作
ら
れ
た
こ

と
に
起
因
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
後
に
歌
枕
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に

な
る
各
地
の
名
所
旧
蹟
を
題
材
に
し
て
歌
を
詠
む
こ
と
は
、
万
葉
の
行
幸

従
駕
歌
や
羈
旅
歌
に
お
い
て
す
で
に
通
例
と
な
っ
て
お
り
、
当
該
歌
も
ま

た
そ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
と
見
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

河
内
の
通
過
時
あ
る
い
は
宿
泊
時
に
、
河
内
大
橋
と
い
う
名
所
が
、
時
と

場
に
ふ
さ
わ
し
い
詠
題
と
し
て
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
に
お
い
て
異
装
の
「
娘
子
」
は
、
す
で
に
河
内
大
橋
を
構
成
す

る
要
素
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
橋
を
詠
む
こ
と
が
こ
の
歌
の
真
の
主
目

的
で
あ
り
、
そ
の
橋
の
絢
爛
た
る
魅
力
を
最
も
効
果
的
に
見
せ
る
演
出
と

し
て
案
出
さ
れ
た
の
が
、
独
り
橋
を
渡
る
絢
爛
た
る
「
娘
子
」
と
い
う
意

匠
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
「
見
る
」
歌
の
構
図

は
、
焦
点
化
さ
れ
た
人
物
画
で
は
な
く
全
景
遠
望
的
な
風
景
画
な
の
で
あ

る
。「
絵
画
的
」
と
い
う
こ
の
歌
の
印
象
は
、
語
り
手
と
「
娘
子
」
の
距

離
の
遠
さ
も
含
め
て
、「
大
橋
」と「
娘
子
」か
ら
成
る
全
体
の
構
図
が「
ひ

と
つ
の
風
景
」
に
収
ま
る
よ
う
に
美
的
観
念
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
紅
の
赤
裳
裾
引
く
娘
子

　

そ
れ
に
し
て
も
、
河
内
大
橋
を
渡
る
こ
の
「
娘
子
」
と
は
い
っ
た
い
何

者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
土
屋
『
私
注
』
は
、「
此
の
公
路
を
利
用
し
て
、

人
を
要
す
る
遊
行
女
婦
の
類
で
あ
ら
う
と
い
ふ
想
像
の
、
出
て
来
る
の
も

自
然
で
あ
る
」
と
「
娘
子
」
が
「
遊
行
女
婦
」
で
あ
る
と
示
唆
す
る
が
、

こ
れ
に
対
し
て
坂
本
信
幸
氏
は
、「『
若
草
の
夫
か
あ
る
ら
む　

橿
の
実
の
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独
り
か
寝
ら
む
』
と
い
う
推
定
は
、
娘
子
が
遊
行
女
婦
で
あ
っ
て
は
起
こ

り
え
な
い
推
定
で
あ
り
、
明
ら
か
に
虫
麻
呂
は
そ
の
よ
う
に
娘
子
を
捉
え

て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い（

6
（

」
と
批
判
す
る
。
つ
ま
り
「
遊
行
女
婦
」
を
相

手
に
し
な
が
ら
、
彼
女
が
既
婚
か
未
婚
か
を
気
に
し
て
話
し
か
け
る
こ
と

を
た
め
ら
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
坂
本
氏
は
言
う
の
で
あ

る
。「
公
路
を
利
用
し
て
、
人
を
要
す
る
」
と
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
を

見
る
と
、『
私
注
』
は
「
遊
行
女
婦
」
を
路
上
の
売
笑
婦
と
見
做
し
て
い

る
よ
う
だ
が
、
し
か
し
万
葉
に
現
れ
る
実
際
の
「
遊
行
女
婦
」
は
、
高
官

の
公
宴
に
参
加
を
許
さ
れ
、
し
か
も
求
め
ら
れ
て
歌
を
詠
む
よ
う
な
女
性

で
あ
る
の
で
、『
私
注
』
の
想
像
と
は
実
態
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
よ
う
。

土
屋
文
明
の
言
う
よ
う
に
「
娘
子
」
が
路
上
の
売
笑
婦
で
あ
っ
た
の
な
ら

ば
、
語
り
手
が
彼
女
に
話
し
か
け
る
こ
と
さ
え
逡
巡
し
葛
藤
す
る
の
は
不

自
然
で
あ
り
、「
家
有
ら
ば
…
屋
戸
借
さ
ま
し
を
」
と
い
う
願
望
も
意
味

を
成
さ
な
い
も
の
と
な
る
。

　

一
方
、
森
斌
氏
は
「
娘
子
」
が
「
庶
民
的
」
な
「
下
級
官
人
の
娘
」
で

あ
る
と
言
い
、「
男
に
逢
う
目
的
で
晴
着
を
身
に
纏
い
な
が
ら
」
橋
を
渡
っ

て
い
る
の
だ
と
言
う（

7
（

。
し
か
し
着
飾
っ
て
恋
人
に
逢
い
に
行
く
と
こ
ろ
だ

と
す
る
と
、大
久
保
廣
行
氏
が「『
う
ら
が
な
し
く
』と
い
う
娘
子
の
風
情
・

心
情
と
は
ず
れ
が
生
じ
る（

8
（

」
と
批
判
す
る
通
り
、
文
脈
が
一
貫
し
な
く
な

る
。
語
り
手
は
「
娘
子
」
の
孤
独
に
感
応
し
、
一
方
的
に
シ
ン
パ
シ
ー
を

感
じ
て
い
る
。「
娘
子
」の
孤
独
は
、語
り
手
自
身
の
孤
独
の
投
影
で
あ
る
。

華
や
か
な
装
い
の
「
娘
子
」
が
な
ぜ
か
淋
し
気
で
、
所
在
な
さ
げ
に
歩
い

て
い
る
と
見
え
た
か
ら
こ
そ
、
語
り
手
は
心
が
惹
か
れ
た
の
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
語
り
手
に
は
彼
女
が
「
心
悲
し
く
独
り
去
く
児
」
に
見
え
た
の

で
あ
り
、
め
か
し
込
ん
で
い
そ
い
そ
と
恋
人
に
逢
い
に
ゆ
く
姿
に
は
到
底

見
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
こ
の
「
娘
子
」
が
、
橋
に
棲
み
つ
く
人
な
ら
ざ
る
も
の
、「
橋

姫
」
だ
と
い
う
説
も
あ
る
。
中
西
進
氏
は
そ
れ
を
「
他
界
と
の
通
路
」
に

い
る
「
女
神
」
と
言
い（

（
（

、
斎
藤
安
輝
氏
は
「
異
界
の
女
」「
通
常
の
人
間

以
外
の
、
神
的
・
霊
的
・
魔
的
な
モ
ノ
」
と
言
う（

（1
（

。
こ
れ
は
「
橋
」
が
異

界
と
の
通
路
だ
か
ら
、
異
界
の
者
と
出
会
い
う
る
と
い
う
理
屈
な
の
だ
ろ

う
が
、
し
か
し
、「
女
神
」
や
「
異
界
の
女
」
が
な
ぜ
「
心
悲
し
く
独
り

去
く
」
姿
で
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
、
こ
れ
ら
の
論
で
は
説

明
さ
れ
て
い
な
い
。
阿
部
誠
文
氏
は
、
橋
姫
と
は
「
流
さ
れ
る
橋
の
人
柱
」

と
な
っ
て
祀
ら
れ
る
「
歩
行
巫
女
」
で
あ
る
と
言
い
、
当
該
歌
の
「
娘
子
」

は
「
橋
姫
に
な
る
前
の
歩
行
神
子
」
だ
と
し
て
い
る（

（（
（

。
慥
か
に
人
柱
に
さ

れ
る
運
命
な
ら
ば
「
心
悲
し
く
」
も
な
ろ
う
が
、
し
か
し
堅
牢
な
河
内
大

橋
は
も
う
と
っ
く
に
完
成
し
て
い
る
わ
け
で
、
流
さ
れ
て
も
い
な
い
当
の

そ
の
橋
を
渡
っ
て
い
る
「
娘
子
」
が
、
こ
れ
か
ら
そ
の
橋
の
人
柱
に
さ
れ

る
と
言
わ
れ
て
も
、
話
の
順
序
が
ま
る
で
わ
か
ら
な
い
。
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尾
崎
暢
殃
氏
は
、
橋
姫
の
よ
う
な
他
界
に
往
還
す
る
神
女
・
聖
少
女
を

原
像
に
持
ち
つ
つ
も
、
時
代
の
変
化
に
影
響
さ
れ
て
「
奈
良
朝
初
期
の
閉

塞
さ
れ
た
律
令
社
会
に
生
き
る
孤
絶
感
」
が
投
影
さ
れ
変
容
し
た
の
が
当

該
の
「
娘
子
」
像
だ
と
見
て
い
る（

（1
（

。
し
か
し
そ
こ
ま
で
大
き
く
変
容
し
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
れ
ば
本
来
の
神
話
的
意
味
は
も
は
や
失
わ
れ
て
い
る
わ

け
で
、
原
像
を
云
々
し
た
と
こ
ろ
で
当
該
歌
の
解
釈
に
は
も
は
や
影
響
し

な
い
の
で
は
な
い
か
。
柳
田
國
男
は
、
橋
姫
と
は
外
敵
を
防
ぎ
共
同
体
を

守
る
「
境
を
守
る
べ
き
神
」
と
し
て
橋
の
袂
に
祀
ら
れ
た
神
で
あ
っ
た
と

言
い
、
本
来
は
男
女
二
神
の
対
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る（

（1
（

。
だ
と
す
れ
ば
こ

れ
も
孤
独
で
儚
げ
な
「
娘
子
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
ま
る
で
合
致
し
な
い
。

　

宇
治
橋
そ
の
他
の
大
橋
は
す
で
に
七
世
紀
の
段
階
で
架
け
ら
れ
て
い
た

が
、
し
か
し
「
宇
治
の
橋
姫
」
の
伝
説
や
そ
れ
に
類
し
た
伝
承
は
、
上
代

文
献
に
は
そ
の
痕
跡
さ
え
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。『
古
今
集
』以
後
、

平
安
時
代
に
な
る
と
橋
姫
伝
説
が
資
料
上
に
現
れ
て
く
る
が
、
し
か
し
そ

れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
に
広
が
り
過
ぎ
て
い
て
、
伝
承
の
核
に
な
る
も
の

が
見
え
な
い
。
た
と
え
ば
『
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
註
』
が
引
く
「
山
城
国

風
土
記
」
な
る
書
で
は
、
宇
治
橋
姫
の
夫
が
龍
神
に
奪
わ
れ
婿
に
さ
れ
る

と
い
う
よ
う
な
話
に
な
っ
て
い
て
、
も
は
や
「
橋
」
と
は
関
係
の
な
い
話

に
な
っ
て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
七
の
「
近
江
国
安
義
橋
の
鬼
、

人
を
噉
ら
ふ
語
」（
第
十
三
語
）
に
登
場
す
る
安
義
橋
の
上
の
鬼
女
は
「
薄

色
ノ
衣
」
に
「
紅
ノ
袴
」
を
着
て
お
り
、
服
装
は
ど
こ
と
な
く
「
娘
子
」

に
似
て
い
な
く
も
な
い
が
、
残
酷
に
人
を
殺
す
と
い
う
性
質
は
ま
る
で
似

て
い
な
い
。
同
じ
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
七
の
「
美
濃
国
紀
遠
助
、
女

霊
に
値
ひ
て
遂
に
死
ぬ
る
語
」（
第
二
十
二
語
）
に
登
場
す
る
勢
多
橋
の

上
の
女
も
猟
奇
的
か
つ
暴
力
的
な
存
在
で
あ
り
、や
は
り
虫
麻
呂
歌
の「
娘

子
」
に
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
説
話
に
登
場
す
る
橋
の
上

の
女
は
ひ
ど
く
恐
ろ
し
い
魔
物
で
あ
っ
て
、
虫
麻
呂
歌
の
「
心
悲
し
く
独

り
去
く
児
」
と
は
イ
メ
ー
ジ
が
相
当
に
異
な
っ
て
い
る
。

　

橋
と
女
だ
か
ら
橋
姫
だ
と
い
う
着
想
は
実
に
わ
か
り
や
す
い
の
だ
が
、

残
念
な
が
ら
当
該
歌
の
解
釈
に
は
ほ
と
ん
ど
役
立
ち
そ
う
も
な
い
。「
娘

子
」
の
正
体
を
知
る
に
は
、
も
っ
と
違
う
方
向
か
ら
迫
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
で
あ
る
。

四
、
河
内
の
歌
垣

　
「
娘
子
」
の
正
体
を
知
る
重
要
な
手
掛
か
り
は
、
河
内
と
い
う
場
所
の

特
性
に
加
え
て
、
や
は
り
「
紅
の
赤
裳
」「
山
藍
用
ち
揩
れ
る
衣
」
と
い

う
特
徴
的
な
服
装
に
あ
る
だ
ろ
う
。
当
時
の
日
常
着
は
、
万
葉
に
も
し
ば

し
ば
歌
わ
れ
る
橡
と
か
榛
で
染
め
た
地
味
な
黒
色
系
統
の
衣
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
対
し
て
目
立
つ
赤
色
や
青
色
の
衣
は
、
祭
祀
儀
礼
と
い
っ
た
非
日
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常
に
関
わ
る
色
彩
を
意
味
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

女
性
専
用
の
着
衣
で
あ
る
「
裳
」
は
万
葉
歌
に
お
い
て
女
性
の
美
を
象

徴
す
る
意
味
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
「
赤
裳
」
は
、
大
宝
元
年
紀

伊
行
幸
歌
の
「
紅
の
玉
裳
す
そ
引
き
」（
９
─
一
六
七
二
）
や
、
赤
人
の

天
平
六
年
難
波
行
幸
歌
の
「
未
通
女
ら
は
赤
裳
す
そ
引
く
」（
６
─

一
〇
〇
一
）
の
よ
う
に
、
行
幸
先
の
海
辺
を
彩
る
色
鮮
や
か
な
服
装
と
し

て
印
象
的
に
歌
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
少
女
が
従
駕
の
官
女
な
の
か
在
地
の

遊
行
女
婦
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
行
幸
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
非

日
常
的
で
華
や
か
な
衣
服
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
一
方
で
「
吾
妹
子
が

赤
裳
ひ
づ
ち
て
殖
ゑ
し
田
を
」（
９
─
一
七
一
〇
）
の
よ
う
に
、
泥
に
汚

れ
る
田
植
に
際
し
て
も
華
や
か
な
赤
裳
を
着
用
し
て
い
る
の
は
意
外
な
よ

う
だ
が
、
田
植
も
ま
た
田
の
神
に
対
す
る
神
事
で
あ
り
、
こ
の
「
吾
妹
子
」

が
巫
女
た
る
早
乙
女
（
五
月
女
）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
吾

妹
子
が
赤
裳
の
裙
の
ひ
づ
ち
な
む
」（
７
─
一
〇
九
〇
）
と
か
「
未
通
女

ら
が
赤
裳
の
下
の
閏
れ
て
徃
か
む
見
む
」（
７
─
一
二
七
四
）
の
「
赤
裳
」

も
、お
そ
ら
く
は
田
植
を
す
る
早
乙
女
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。従
っ

て
「
赤
裳
」
と
は
単
な
る
正
装
で
は
な
く
、
祭
祀
儀
礼
に
関
わ
る
服
装
と

し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
赤
裳
」
の
語
は
万
葉
に
十
一

例
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
五
例
は
「
紅
」
を
冠
し
て
「
紅
の
赤
裳
」
と
い
う

聊
か
諄
い
重
畳
表
現
と
な
っ
て
お
り
、
当
該
歌
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ

の
「
紅
の
赤
裳
」
に
つ
い
て
は
、
上
野
誠
氏
が
「
舶
来
品
の
イ
メ
ー
ジ
」

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
そ
れ
が
「
美
女
を
表
す
記
号
」
と
な
っ
て

い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る（

（1
（

。「
舶
来
品
の
イ
メ
ー
ジ
」
は
非
日
常
性
を

強
調
す
る
こ
と
に
繋
が
り
、
河
内
の
地
と
そ
の
渡
来
系
氏
族
が
有
す
る
異

国
風
の
印
象
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

山
藍
で
摺
っ
た
衣
は
「
青
摺
」
と
呼
ば
れ
、『
延
喜
式
』
な
ど
の
儀
式

書
を
見
る
と
、
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
の
「
忌
衣
（
斎
服
）」
と
し
て
「
青
摺
袍
」

に
「
紅
垂
紐
」
を
組
み
合
わ
せ
た
衣
裳
が
着
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
つ
ま
り
「
山
藍
用
ち
揩
れ
る
衣
」
と
は
、「
赤
裳
」
と
同
じ
く
祭

祀
に
関
わ
る
非
日
常
的
な
服
装
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。『
古
事

記
』
に
も
「
其
臣
服
著
紅
紐
青
摺
衣
」（
仁
徳
記
）、「
天
皇
登
幸
葛
城
山

之
時
、
百
官
人
等
悉
給
著
紅
紐
之
青
摺
衣
服
」（
雄
略
記
）
と
い
う
同
じ

組
み
合
わ
せ
の
服
装
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
も
官
人
の
正
装
で
は
な
く
祭

儀
的
な
忌
衣
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
仁
徳
記
の
例
は
丸
邇
口
子
臣

が
出
奔
し
た
石
之
日
賣
皇
后
に
帰
還
を
説
得
す
る
場
面
で
あ
り
、
ま
た
雄

略
記
の
例
は
葛
城
山
に
行
幸
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
文
脈
的
に
は
一
言
主

神
に
出
会
う
場
面
で
も
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
厳
粛
に
身
を
慎
み
敬
意
を
払

う
べ
き
場
面
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
忌
衣
を
着
用
す
る
描
写
を
加
え

て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
青
摺
の
忌
衣
は
舞
人
の
衣
裳
と
し
て
も
着
用
さ
れ
た
。
巫
女
の
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神
楽
舞
は
青
摺
の
衣
を
着
用
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
成
立

し
た
賀
茂
臨
時
祭
に
お
い
て
舞
わ
れ
た
「
東
遊
」
の
衣
裳
も
、
青
摺
の
衣

に
紅
の
紐
を
附
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
衣
裳
か
ら
も
東
遊
が
神
楽
舞

に
近
い
意
味
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
で
に
奈
良
時
代
に
お
い

て
も
、『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
三
月
二
十
八
日
の
河
内
由
義
宮
で
の
「
歌

垣
」
の
記
事
に
、「
葛
井
・
船
・
津
・
文
・
武
生
・
蔵
の
六
氏
の
男
女

二
百
三
十
人
、
歌
垣
に
供
奉
す
。
其
の
服
、
並
に
青
摺
の
細
布
衣
を
著
て
、

紅
の
長
紐
を
垂
る
」
と
あ
り
、
舞
人
の
衣
裳
が
や
は
り
青
摺
の
衣
に
紅
の

紐
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
河
内
が
歌
垣
の
盛

ん
な
地
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、『
令
集
解
』
喪
葬
令
条
に
「
遊
部
」

の
喪
葬
歌
舞
を
「
野
中
・
古
市
の
歌
垣
の
類
」
だ
と
説
明
し
て
い
る
こ
と

か
ら
窺
え
る
。「
野
中
・
古
市
」
は
、
河
内
の
中
で
も
特
に
王
陵
の
集
中

す
る
地
で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
喪
葬
の
集
団
歌
舞
が
「
歌
垣
」
と
通

称
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
喪
葬
時
以
外
に
も
舞
わ
れ
る
機
会
が
多

く
な
り
、
河
内
の
名
物
と
し
て
都
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
古
代
に
お
い
て
は
葬
儀
も
ま
た
神
事
祭
式
で
あ
っ
た
か
ら
、
喪
葬
の

歌
舞
と
い
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
神
楽
舞
に
類
し
た
舞
踊
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

由
義
宮
の
歌
垣
に
奉
仕
し
た
葛
井
氏
以
下
の
六
氏
は
み
な
河
内
に
居
住

す
る
渡
来
系
氏
族
で
あ
る
か
ら
、
王
陵
の
地
で
あ
る
河
内
で
は
渡
来
系
氏

族
が
天
皇
家
喪
葬
の
歌
舞
を
担
い
、
そ
れ
が
忌
衣
を
着
用
し
て
の
歌
垣
の

舞
に
発
展
し
た
と
い
う
道
筋
が
考
え
ら
れ
る
。「
紅
の
紐
」
と
「
紅
の
裳
」

と
で
は
違
う
け
れ
ど
も
、
色
彩
の
組
み
合
わ
せ
は
河
内
歌
垣
の
衣
裳
と
河

内
「
娘
子
」
の
服
装
に
類
似
が
認
め
ら
れ
、
坂
本
信
幸
氏
も
こ
の
類
似
に

注
目
し
て
い
る（

（1
（

。
歌
垣
の
舞
人
は
「
男
女
」
で
構
成
さ
れ
る
が
、
舞
姫
は

紅
紐
に
加
え
て
赤
い
裳
も
着
用
し
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

　

河
内
で
は
紅
染
と
藍
染
も
盛
ん
で
あ
っ
た
ら
し
く
、『
令
集
解
』
職
員

令
織
部
司
条
に
は
「
川
内
国
、
広
絹
織
人
等
三
百
五
十
戸
。
…
緋
染
七
十

戸
。
…
藍
染
三
十
三
戸
」
と
あ
り
、
宮
中
織
部
司
直
属
の
染
戸
が
河
内
に

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
染
色
が
河
内
の
特
産
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
万
葉
歌
に
「
河
内
女
の
手
染
め
の
絲
を
絡
り
反
し
」（
７
─

一
三
一
六
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。
井
村
哲
夫
氏
は
こ
う
し

た
諸
資
料
に
基
づ
い
て
「
渡
来
人
の
女
達
が
染
め
上
げ
る
紅
と
藍
色
は
先

進
的
な
河
内
の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
だ
っ
た（

（1
（

」
と
説
く
。
坂
本
信
幸
氏（

（1
（

は
こ

れ
を
承
け
て
、「
河
内
国
の
色
彩
」
を
着
た
「
娘
子
」
は
、「
専
門
的
な
舞

女
の
装
束
と
し
て
の
姿
か
、
或
い
は
宮
人
の
姿
を
重
ね
た
想
像
上
の
女
性

の
姿
」
だ
と
妥
当
な
推
論
を
述
べ
る
。
だ
が
氏
は
こ
う
述
べ
た
後
す
ぐ
に

「
河
内
国
の
色
合
い
と
し
て
む
し
ろ
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
」と
か「
集

中
に
お
い
て
そ
れ
が
特
別
な
色
彩
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
な
ど
と
後
退

し
た
発
言
を
繰
り
返
し
て
、「
娘
子
」
の
服
装
の
意
味
を
曖
昧
な
も
の
に

し
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
の
色
彩
の
組
み
合
わ
せ
は
や
は
り
特
別
な
も
の



國學院雑誌　第 126 巻第２号（2025年） ─ 32 ─

と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
い
く
ら
河
内
ら
し
い
色
彩
や
特
産
品
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、そ
れ
を
平
服
と
し
て
日
常
的
に
着
用
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

紅
と
藍
と
の
組
み
合
わ
せ
が
「
河
内
の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
」
と
い
う
印

象
を
与
え
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
娘

子
」
は
奈
良
の
都
か
ら
来
た
女
官
で
は
な
く
、
河
内
在
地
の
渡
来
系
氏
族

の
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
色
鮮
や
か
な
服
は
や
は

り
舞
人
の
衣
裳
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
こ
の
「
娘
子
」

は
河
内
名
物
の
歌
垣
に
奉
仕
す
る
舞
姫
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ら

ば
『
私
注
』
と
は
異
な
る
意
味
に
お
い
て
、
宴
席
に
奉
仕
す
る
専
門
的
藝

能
者
と
い
う
本
来
の
意
味
で
な
ら
、「
娘
子
」が
河
内
在
地
の「
遊
行
女
婦
」

で
あ
っ
た
可
能
性
も
改
め
て
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
当
該
歌
の
反
歌
に
は「
大
橋
の
頭
」と
い
う
語
句
が
見
ら
れ
る
が
、

こ
の
「
橋
の
つ
め
」
は
「
打
橋
の
つ
め
の
遊
び
」（
天
智
紀
九
年
五
月
・

紀
一
二
四
）
や
「
墨
江
の
小
集
楽
」（
（6
─
三
八
〇
八
）
な
ど
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
歌
垣
が
行
わ
れ
る
空
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
中

西
氏
な
ど
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が（

（1
（

、
だ
と
す
れ
ば
反
歌
の
「
大
橋

の
頭
」
は
歌
垣
を
聯
想
さ
せ
る
べ
く
配
置
さ
れ
た
語
句
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
こ
の
歌
の
背
景
に
は
河
内
の
歌
垣
と
い
う
藝
能
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
表
現
と
し
て
理
解
で
き
る
。
お
そ
ら
く
は
宮
廷
官

人
が
奈
良
か
ら
難
波
に
向
か
う
途
次
、
河
内
を
通
過
し
あ
る
い
は
宿
泊
す

る
際
に
、
在
住
の
人
々
が
歓
迎
の
意
を
込
め
て
名
物
の
歌
垣
を
披
露
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
華
や
か
な
饗
宴
の
場
で
、
虫
麻
呂
は
河
内
と
い
う
土

地
に
即
応
す
べ
く
「
大
橋
」
と
「
歌
垣
」
を
詠
み
込
ん
だ
こ
の
歌
を
披
露

し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

　

中
西
進
氏
は
、「
群
衆
の
中
の
孤
独
」
に
も
似
た
「
華
や
ぎ
と
孤
独
と

の
対
比
」
を
こ
の
歌
に
見
て
い
る（

（1
（

が
、
集
団
歌
舞
の
歌
垣
の
場
で
、
華
や

か
な
存
在
で
あ
る
は
ず
の
舞
人
に
孤
独
の
影
を
見
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
虫

麻
呂
の
創
意
が
あ
る
。「
大
橋
」
に
し
て
も
「
歌
垣
」
に
し
て
も
華
や
か

で
賑
わ
し
い
題
材
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
た
だ
讃
美
す
る
だ
け
で
は
内
容

が
単
調
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ
ら
の
光
景
と
は
対
照
的
な
孤
独
と

悲
し
み
を
抱
え
た
謎
め
い
た
ヒ
ロ
イ
ン
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
虫
麻
呂

は
歌
に
抒
情
性
と
物
語
性
を
加
味
し
、
聴
衆
た
ち
の
興
味
を
大
い
に
惹
く

こ
と
に
成
功
し
た
に
違
い
な
い
。

五
、�『
玉
台
新
詠
』
の
詠
美
人
詩
と
駱
賓
王
「
詠
美
人
在
天

津
橋
」
詩

　

こ
の
歌
の
美
的
観
念
性
が
詠
物
詩
と
題
詠
に
由
来
す
る
可
能
性
を
中
西

進
氏
が
示
唆
し
て
い
た
が
、
当
該
歌
の
み
な
ら
ず
娘
子
を
詠
む
一
連
の
虫

麻
呂
歌
に
は
中
国
詩
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
村
山
出
氏
が
指
摘
し
て
い
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る（
11
（

。
氏
は
当
該
歌
の
「
見
～
」
と
い
う
題
詞
が
、『
玉
台
新
詠
』
中
の
「
車

中
見
美
人
」「
遥
見
美
人
採
荷
」「
春
郊
望
美
人
」
な
ど
と
い
っ
た
詩
題
に

類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
美
人
を
遠
望
す
る
中
国
詩

と
当
該
歌
と
の
間
に
は
「
見
か
け
た
美
女
に
対
す
る
一
方
的
な
恋
慕
の
心

を
表
現
す
る
」
と
い
う
発
想
の
共
通
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て

い
る
。
従
っ
て
消
極
的
態
度
と
評
さ
れ
て
き
た
当
該
歌
の
「
見
る
」
要
素

と
は
、
実
は
中
国
の
詠
美
人
詩
が
共
通
し
て
有
し
て
い
た
要
素
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
の
影
響
下
に
発
想
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
て
く
る
。

　

そ
う
い
う
目
で
改
め
て
当
該
歌
を
見
直
し
て
み
る
と
、
他
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
点
で
中
国
詩
文
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
く

る
。「
娘
子
」
の
服
飾
描
写
が
当
該
歌
の
特
色
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
見

た
通
り
で
あ
る
が
、
中
国
の
詩
賦
に
お
け
る
美
人
の
描
写
に
も
そ
れ
に
類

似
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
『
玉
台
新

詠
』
巻
一
所
収
の
古
楽
府
詩
「
日
出
東
南
隅
行
（
陌
上
桑
）」
に
は
、
羅

敷
と
い
う
美
女
の
服
装
が
「
緑
（
緗
）
綺
為
下
裙　

紫
綺
為
上
襦
」
と
描

写
さ
れ
て
お
り
、
上
下
は
逆
に
な
る
が
、
色
彩
の
組
み
合
わ
せ
は
虫
麻
呂

歌
の
「
紅
の
赤
裳
」
と
「
山
藍
用
ち
揩
れ
る
衣
」
に
か
な
り
似
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
を
踏
ま
え
同
じ
く
羅
敷
を
詠
ん
だ
傅
玄
の
楽
府
題
詩「
艶
歌
行
」

（『
楽
府
詩
集
』
巻
二
十
八
）
に
も
、
色
彩
の
組
み
合
わ
せ
は
全
く
異
な

る
け
れ
ど
も
、「
白
素
為
下
裾　

丹
霞
為
上
襦
」
と
い
う
衣
服
の
上
下
が

対
照
的
な
色
彩
と
な
っ
て
い
る
服
飾
描
写
が
見
ら
れ
る
。
中
国
詩
賦
が
全

体
的
に
色
彩
描
写
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
虫
麻
呂
の
色
彩
表

現
が
漢
詩
文
の
影
響
下
に
あ
る
可
能
性
は
高
い
が
、
中
で
も
右
の
楽
府
詩

と
当
該
虫
麻
呂
歌
の
類
似
は
偶
然
と
は
思
え
ず
、
直
接
の
影
響
関
係
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
虫
麻
呂
歌
に
「
若
草
の
夫
か
有
る
ら
む
」

と
あ
る
の
も
、
羅
敷
が
人
妻
で
夫
が
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

概
し
て
中
国
の
詠
美
人
詩
賦
に
詠
ま
れ
る
「
美
女
」
と
い
う
の
は
、
舞

踊
を
専
ら
と
す
る
妓
女
や
遊
女
で
あ
る（

1（
（

。
そ
の
服
装
の
色
彩
や
装
飾
が
派

手
で
あ
る
の
も
、
そ
れ
が
普
段
着
で
は
な
く
舞
台
衣
裳
で
あ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
後
漢
の
傅
毅
「
舞
賦
」（『
文
選
』
巻
十
七
）
を
見
る
と
、

舞
女
の
衣
服
の
煌
び
や
か
さ
を
「
珠
翠
的
皪
而
炤
燿
兮　

華
袿
飛
髾髾
而
雑

纖
羅
」
と
表
現
し
て
お
り
、
ま
た
舞
女
が
踊
る
さ
ま
を
「
羅
衣
従
風　

長

袖
交
横
」
と
衣
服
の
動
き
で
表
現
し
て
い
る
。
特
に
後
者
の
表
現
は
辛
延

年
「
羽
林
郎
」（『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）
の
「
長
裾
連
理
帯　

広
袖
合
歓
襦
」

と
い
う
美
女
の
描
写
や
、
曹
植
「
美
女
篇
」（『
玉
台
新
詠
』
巻
二
）
の
「
羅

衣
何
飄
飄　

軽
裾
随
風
還
」
と
い
う
美
女
の
描
写
に
類
似
し
て
お
り
、
こ

う
し
た
服
飾
描
写
が
後
漢
か
ら
魏
に
か
け
て
美
女
の
類
型
表
現
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
薄
い
衣
や
翻
る
裾
が
美
女
の
象
徴
と
な
っ
た
の
は
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そ
れ
が
妓
女
の
衣
装
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
一
般
庶
民
の
女
性
が
日
常

的
に
着
用
す
る
よ
う
な
衣
服
と
は
異
な
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
殊
更
に
描
写

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
虫
麻
呂
歌
の
服
飾
描
写
は
こ
の
系
列
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
そ
の
典
拠
は
ほ
と
ん
ど
『
玉
台

新
詠
』
に
集
中
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
に
得
ら
れ
た
知
見
を
ま
と
め
る
と
、
虫
麻
呂
の
「
河
内
の
大

橋
を
独
り
去
く
娘
子
を
見
る
歌
」
に
お
け
る
女
性
を
「
見
る
」
と
い
う
題

材
や
発
想
は
、
美
女
を
「
見
る
」
漢
詩
の
類
型
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
蓋

然
性
が
高
い
。
そ
し
て
美
女
を
詠
む
漢
詩
の
「
美
女
」
と
は
妓
女
・
舞
姫

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
美
し
い
衣
裳
が
そ
の
属
性
の
一
つ
と
し
て
印
象
的

に
歌
わ
れ
る
。
娘
子
の
衣
服
を
色
彩
感
豊
か
に
詳
し
く
描
写
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
娘
子
の
美
し
さ
を
示
唆
す
る
と
い
う
虫
麻
呂
当
該
歌
の
表
現
や
発

想
は
万
葉
集
の
中
で
は
異
例
で
あ
り
、
際
立
っ
て
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
『
玉
台
新
詠
』
の
艶
詩
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
見
れ
ば
腑
に

落
ち
る
。

　

当
該
歌
の
発
想
の
源
泉
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
き
、
で
は
「
橋
を

渡
る
」
と
い
う
発
想
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
改
め
て

浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。『
玉
台
新
詠
』
を
見
て
も
、
棄
て
ら
れ
た
妻
が

橋
に
い
る
「
棄
妾
在
河
橋　

相
思
復
相
遼
」（
呉
均
「
去
妾
贈
前
夫
」）
と

か
、
灯
火
が
橋
を
渡
る
「
洛
橋
初
度
燭　

青
門
欲
上
関
」（
庾
肩
吾
「
南

苑
還
看
人
」）
と
い
う
の
は
あ
る
が
、
美
女
が
橋
を
渡
る
と
い
う
詩
は
見

当
た
ら
な
い
。
七
夕
の
天
漢
渡
河
な
ら
ば
い
か
に
も
あ
り
そ
う
だ
が
、『
玉

台
新
詠
』の
七
夕
詩
で
は「
星
橋
通
漢
使　

機
石
逐
仙
槎
」（
庾
信「
七
夕
」）

と
、
橋
を
渡
っ
て
い
る
の
は
残
念
な
が
ら
織
女
で
は
な
く
使
者
で
あ
る
。

し
か
し
『
玉
台
新
詠
』
か
ら
初
唐
詩
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
橋
を
渡
る

美
女
を
題
材
に
し
て
詠
ん
だ
詩
が
初
唐
に
は
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
当
該
歌
と
同
じ
発
想
で
あ
り
、
当
然
影
響
関
係
が

推
測
さ
れ
る
。
上
述
の
通
り
当
該
歌
が
漢
詩
文
の
影
響
下
に
成
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
が
、『
玉
台
新
詠
』
所
収
の
漢
魏
六
朝
の

詠
美
人
詩
だ
け
で
は
な
く
、
初
唐
の
詠
美
人
詩
に
つ
い
て
も
そ
の
影
響
を

考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

橋
を
渡
る
美
女
を
詠
ん
だ
初
唐
詩
と
い
う
の
は
、
駱
賓
王
の
「
詠
美
人

在
天
津
橋
」（『
駱
賓
王
集
』『
全
唐
詩
』）
と
題
す
る
五
言
詩
で
、
仮
の
書

き
下
し
と
と
も
に
全
文
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

美
女
出
東
鄰　
　

美
女
東
鄰
を
出
で
て

　
　

容
与
上
天
津　
　

容
与
と
し
て
天
津
を
上
る

　
　

整
衣
香
満
路　
　

衣
を
整
ふ
れ
ば
香
は
路
に
満
ち

　
　

移
歩
韈
生
塵　
　

歩
を
移
せ
ば
韈
は
塵
を
生
ず

　
　

水
下
看
妝
影　
　

水
の
下
に
は
妝
ふ
影
を
看

　
　

眉
頭
画
月
新　
　

眉
の
頭
に
は
月
の
新
た
な
る
を
画
く
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寄
言
曹
子
建　
　

言
を
曹
子
建
に
寄
す

　
　

個
是
洛
川
神　
　

個
是
れ
洛
川
の
神
か
と

　

尾
聯
の
「
寄
言
曹
子
建　

個
是
洛
川
神
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
曹
植

（
曹
子
建
）
と
そ
の
「
洛
神
の
賦
」（『
文
選
』）
を
指
し
て
い
る
。
な
ぜ

こ
こ
で
「
洛
神
の
賦
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
天
津

橋
が
架
か
っ
て
い
る
川
が
洛
水
（
洛
川
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
天
津
橋
を
渡

る
美
女
が
、
恰
も
洛
水
の
女
神
の
よ
う
だ
と
駱
賓
王
は
言
う
の
で
あ
る
。

頷
聯
第
四
句
「
移
歩
韈
生
塵
」
も
、「
洛
神
の
賦
」
の
「
陵
波
微
歩　

羅

韈
生
塵
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
「
洛
神
の
賦
」

に
も
「
披
羅
衣
之
璀
粲
兮　

珥
瑤
碧
之
華
琚　

戴
金
翠
之
首
飾　

綴
明
珠

以
耀
軀
」
と
い
う
神
女
の
服
飾
描
写
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
「
美
女
篇
」

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
曹
植
は
想
像
上
の
神
女
を
現
実
の
妓
女
に

重
ね
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
初
唐
の
『
遊
仙
窟
』

に
も
承
け
継
が
れ
る
も
の
で
も
あ
り
、
右
の
駱
賓
王
詩
は
ま
さ
し
く
そ
の

よ
う
な
発
想
で
歌
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
、
首
聯
第
一
句
「
美
女
出
東
鄰
」
は
、
こ
れ
も
言
う
ま
で
も
な
く

宋
玉
「
登
徒
子
好
色
賦
」（『
文
選
』）
の
「
東
家
之
子
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。

頸
聯
第
五
句
「
水
下
看
妝
影
」
は
、
庾
肩
吾
「
詠
美
人
」（『
庾
度
支
集
』）

の
「
看
妝
畏
水
動　

斂
袖
避
風
吹
」
の
影
響
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
容
与
」
は
『
玉
台
新
詠
』
に
も
散
見
さ
れ
る
美
人
の
常
套
句
で
あ
り
、

総
じ
て
駱
賓
王
詩
は
歴
代
の
詠
美
人
詩
賦
の
表
現
を
襲
用
し
た
も
の
と

言
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
詩
の
表
現
や
内
容
に
は
さ
ほ
ど
の
新
味
は
な
い
の

だ
が
、
詩
題
に
「
天
津
橋
」
と
い
う
題
材
を
選
ん
だ
と
こ
ろ
に
こ
の
詩
の

新
し
さ
と
時
代
性
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

天
津
橋
は
、洛
陽
城
を
横
切
る
よ
う
に
流
れ
る
洛
水
に
架
か
る
大
橋
で
、

都
大
路
か
ら
宮
城
へ
と
渡
る
専
用
の
橋
で
あ
っ
た（

11
（

。
つ
ま
り
天
津
橋
を
渡

る
者
は
、
例
外
な
く
王
宮
へ
と
向
か
う
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

が
一
般
庶
民
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
く
、「
天
津
橋
を
上
る
美
人
」
と
い
う

の
は
宮
中
の
公
宴
に
奉
仕
す
る
選
り
抜
き
の
妓
女
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
妓
女
を
宮
中
に
派
遣
す
る
た
め
か
、
天
津
橋
の
袂
に
は
酒
楼
が
あ
っ

た
と
い
う
。
従
っ
て
天
津
橋
に
は
遊
興
の
地
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
洛
陽
が
都
城
と
し
て
整
備
さ
れ
始
め
た
の
は
隋
の
煬
帝
の

頃
か
ら
だ
が
、
隋
代
の
天
津
橋
は
浮
橋
で
あ
り
、
ま
だ
華
麗
な
大
橋
に
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
天
津
橋
が
本
格
的
な
橋
梁
と
し
て
築
造
さ
れ
た
の

は
初
唐
の
太
宗
朝
の
頃
で
あ
る
。
太
宗
の
次
の
高
宗
は
洛
陽
を
副
都
に
定

め
、
た
び
た
び
行
幸
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
次
の
則
天
武
后
は
洛
陽
を

正
都
に
定
め
、「
神
都
」
と
改
称
し
た
。
つ
ま
り
天
津
橋
と
い
う
題
材
は

初
唐
以
後
に
出
現
し
た
新
た
な
都
市
景
観
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
橋
の
威
容
が
洛
陽
の
繁
栄
と
皇
帝
権
力
と
を
象
徴
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
っ
た
。
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駱
賓
王
が
右
の
詩
を
作
っ
た
の
は
武
后
朝
で
は
な
く
高
宗
の
洛
陽
行
幸

の
折
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
頃
の
天
津
橋
は
ま
だ
出
来
た
ば

か
り
の
新
し
い
橋
で
、
洛
陽
の
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
注
目
を
集

め
始
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
高
宗
朝
か
武
后
朝
の
頃
、
劉
希
夷

も
「
公
子
行
」（『
唐
詩
選
』『
全
唐
詩
』）
の
冒
頭
に
お
い
て
「
天
津
橋
下

陽
春
水　

天
津
橋
上
繁
華
子
」
と
、
天
津
橋
の
華
美
と
繁
栄
を
高
ら
か
に

謳
歌
し
て
お
り
、
こ
の
橋
が
初
唐
詩
に
お
い
て
新
た
な
詩
の
題
材
と
し
て

選
好
さ
れ
始
め
た
様
相
が
窺
え
る
。「
公
子
行
」
詩
は
天
津
橋
の
讃
美
に

続
け
て
「
此
日
遨
遊
邀
美
女　

此
時
歌
舞
入
娼
家　

娼
家
美
女
鬱
金
香　

飛
去
飛
来
公
子
傍
」
と
、
貴
公
子
が
妓
楼
に
遊
び
美
女
に
心
奪
わ
れ
る
さ

ま
を
通
俗
的
か
つ
軽
快
な
調
子
で
描
い
て
ゆ
く
。
駱
賓
王
の
「
美
女
」
と

劉
希
夷
の
「
美
女
」
は
ど
ち
ら
も
天
津
橋
の
妓
楼
の
妓
女
を
指
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
が
、
劉
希
夷
詩
が
世
俗
的
で
現
実
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
駱

賓
王
詩
の
方
が
上
品
で
あ
り
、
幻
想
的
で
も
あ
る
。
虫
麻
呂
当
該
歌
の
幻

想
性
は
、
そ
の
よ
う
な
駱
賓
王
詩
の
色
調
に
影
響
さ
れ
た
面
も
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

初
唐
以
後
も
天
津
橋
は
名
所
と
し
て
盛
ん
に
詩
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
盛

唐
の
李
白
や
張
九
齢
、
中
唐
の
白
居
易
や
姚
合
な
ど
も
こ
の
橋
を
詠
ん
で

い
る
。「
洛
神
の
賦
」
に
詠
ま
れ
た
よ
う
に
古
く
か
ら
洛
水
に
は
神
女
が

い
る
と
さ
れ
仙
境
視
さ
れ
る
河
川
で
あ
っ
た
が
、そ
こ
に
架
け
る
橋
を「
天

津
」
と
名
づ
け
た
の
は
、
洛
水
を
天
漢
に
見
立
て
て
の
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
織
女
が
渡
る
「
天
漢
の
津
」
の
意
で
あ
る
。
も
と
も
と
橋
は
異
界
と

の
通
路
で
あ
り
、
中
国
史
書
に
お
い
て
も
神
仙
と
遭
遇
し
た
り
怪
異
の
起

こ
る
場
所
で
あ
っ
た（

11
（

。
天
津
橋
の
場
合
は
洛
陽
の
宮
城
に
直
結
し
て
い
る

こ
と
も
手
伝
っ
て
、「
天
」
に
通
じ
る
神
聖
な
通
路
に
譬
え
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
橋
を
渡
る
美
女
は
、
洛
神
や
織
女
に
擬
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

虫
麻
呂
の
「
河
内
の
大
橋
を
独
り
去
く
娘
子
を
見
る
歌
」
と
駱
賓
王
の

「
詠
美
人
在
天
津
橋
」
詩
と
は
、
較
べ
て
み
て
も
語
句
や
表
現
が
そ
れ
ほ

ど
似
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
駱
賓
王
詩
が
首
聯
で
地
名
を
示
し
つ

つ
美
女
の
通
行
を
描
き
、
続
く
頷
聯
と
頸
聯
で
美
女
の
衣
服
や
外
見
を
描

写
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
虫
麻
呂
歌
の
前
半
部
の
構
成

に
類
似
し
て
い
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
潘
岳
の
悼
亡
詩
と
人
麻

呂
の
泣
血
哀
慟
歌
の
関
係
と
同
じ
で
、
語
句
の
直
接
的
影
響
は
な
い
が
、

主
題
と
構
想
を
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
と
い
う
影
響
関
係
と
し
て
理
解
す

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
虫
麻
呂
は
、
天
津
橋
が
都
城
の
繁
華
な
橋
で
あ
り
な

が
ら
神
仙
譚
が
投
影
さ
れ
る
よ
う
な
新
名
所
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
上

で
、
そ
の
橋
を
日
本
の
河
内
大
橋
に
重
ね
て
当
該
歌
を
構
想
し
た
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
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六
、
本
稿
の
ま
と
め

　

以
上
の
検
討
の
結
果
を
整
理
す
る
と
、
河
内
は
平
城
京
と
難
波
宮
を
結

ぶ
交
通
の
要
路
に
あ
り
、
古
く
か
ら
渡
来
系
氏
族
が
居
住
す
る
異
国
情
緒

の
あ
る
土
地
で
あ
っ
た
。
河
内
の
地
は
河
川
が
多
い
た
め
橋
が
必
要
で
あ

り
、
現
地
の
渡
来
系
技
術
者
に
よ
っ
て
堅
牢
な
唐
風
の
大
橋
が
築
造
さ
れ

た
と
見
ら
れ
る
。
難
波
と
の
往
来
時
に
河
内
で
開
か
れ
た
宴
に
参
加
す
る

機
会
を
得
た
虫
麻
呂
は
、
異
国
風
の
大
橋
と
、
歌
垣
と
、
そ
し
て
紅
と
藍

と
い
っ
た
河
内
の
名
物
を
す
べ
て
詠
み
込
む
べ
く
当
該
歌
を
作
っ
た
。
官

人
接
待
の
た
め
に
河
内
歌
垣
が
上
演
さ
れ
た
の
で
、
虫
麻
呂
は
そ
の
舞
姫

を
ヒ
ロ
イ
ン
に
擬
す
る
歌
を
仕
立
て
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
現
地
の
女
性

（
と
い
う
設
定
の
架
空
の
存
在
）
を
即
興
で
ヒ
ロ
イ
ン
に
仕
立
て
る
趣
向

は
、
笠
金
村
が
神
亀
元
年
の
「
娘
子
に
誂
え
ら
れ
て
作
る
歌
」
と
神
亀
二

年
の
「
娘
子
を
得
て
作
る
歌
」
で
試
み
て
い
た
も
の
で
も
あ
り
、
男
性
官

人
の
興
味
を
惹
き
、
宴
席
を
盛
り
上
げ
る
の
に
貢
献
し
た
で
あ
ろ
う（

11
（

。

　

舞
姫
を
詠
む
の
で
あ
れ
ば
、
中
国
の
詠
舞
詩
や
詠
美
人
詩
を
聯
想
す
る

の
は
虫
麻
呂
の
教
養
か
ら
す
れ
ば
自
然
な
発
想
で
あ
っ
た
。
長
歌
前
半
の

色
彩
豊
か
な
服
飾
描
写
は
漢
詩
賦
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ

こ
に
河
内
大
橋
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
駱
賓
王
に
「
詠
美

人
在
天
津
橋
」
と
い
う
詩
が
あ
る
こ
と
に
示
唆
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
河
内
が
渡
来
系
氏
族
の
居
住
地
で
あ
り
、
朱
塗
り
の
河

内
大
橋
も
唐
風
で
あ
っ
た
か
ら
、
虫
麻
呂
は
敢
え
て
異
国
風
な
描
写
を
多

く
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
漢
詩
賦
か
ら
題
材
や
着
想
を
得
て
い
る
こ
と
が
、

絵
画
的
と
か
幻
想
的
と
い
っ
た
印
象
を
当
該
歌
に
齎
し
て
い
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
虫
麻
呂
歌
は
、
漢
詩
賦
の
単
な
る
模
倣
だ
け
に
終
始
し
て
は
い

な
い
。
長
歌
後
半
お
よ
び
反
歌
に
表
出
す
る
「
独
り
」
と
「
心
悲
し
く
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、『
玉
台
新
詠
』
の
怨
情
詩
の
影
響
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
虫
麻
呂
独
自
の
発
想
と
表
現
で
あ
る
と
見
て
よ

い
。彩
色
豊
か
で
華
や
か
な
状
況
の
中
に
対
比
的
に
孤
独
を
見
る
感
性
は
、

「
鶯
の
生
卵
の
中
に 

霍
公
鳥
独
り
生
ま
れ
て 

己
が
父
に
似
て
は
鳴
か
ず 

己
が
母
に
似
て
は
鳴
か
ず
」
と
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
托
卵
に
孤
立
を
見
る
感

覚
に
も
通
じ
て
い
る（

11
（

。
ま
た
「
独
り
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
造
型
に
も
直
結

す
る
「
家
の
知
ら
な
く
」
と
か
「
家
有
ら
ば
…
屋
戸
借
さ
ま
し
を
」
と
い
っ

た
「
家
」
へ
の
拘
泥
も
、
詠
美
人
詩
に
は
な
い
虫
麻
呂
独
自
の
要
素
で
あ

る
。「
家
」
と
い
う
親
密
空
間
に
対
す
る
拘
り
は
詠
浦
島
子
歌
に
も
見
ら

れ
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
歌
の
根
柢
に
は
孤
独
な
異
郷
体
験
の
感
覚
が
共

通
し
て
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
に
虫
麻
呂
の
当
該
歌
は
中
国

の
詠
美
人
詩
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
独
自
色
が
あ
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り
、
そ
の
点
も
正
当
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
当
該
歌
詠
作
の
直
接
的
動
機
と
外
的
な
条
件
、
服

飾
や
色
彩
の
表
現
の
特
異
性
と
そ
の
意
味
す
る
も
の
、
そ
し
て
橋
を
渡
る

美
女
と
い
う
題
材
の
特
異
性
と
そ
の
着
想
の
淵
源
、
お
よ
び
そ
の
歴
史
的

背
景
な
ど
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
検
討
を
重
ね
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
疑

点
に
つ
い
て
は
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
か
な
り
明
確
に
答
え
を
出
す
こ

と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

注（１
） 

濱
口
博
章
『
万
葉
集
宮
廷
歌
人
全
注
釈
』（
新
典
社
・
平
2（
）
四
二
頁
。

（
２
） 

犬
養
孝
『
万
葉
の
歌
人
高
橋
虫
麻
呂
』（
世
界
思
想
社
・
平
９
）
二
〇
六
頁
。

（
３
） 

西
地
貴
子
「
高
橋
虫
麻
呂
の
『
河
内
の
大
橋
を
独
り
行
く
娘
子
を
見
る
歌
』」（
武

庫
川
女
子
大
学
『
か
ほ
よ
と
り
』
８
号
、
平
（2
・
（（
）

（
４
） 

中
西
進
「
橋
上
の
女
」『
旅
に
棲
む
』（
角
川
書
店
・
昭
60
、
中
公
文
庫
・
平
５
）

文
庫
版
六
九
頁
。

（
５
） 

本
稿
で
は
河
内
大
橋
が
河
内
国
内
の
ど
こ
に
架
か
っ
て
い
た
か
と
い
う
地
理
的
考

証
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
河
内
大
橋
』（
柏
原
市
立

歴
史
資
料
館
・
平
25
）
お
よ
び
柏
原
市
文
化
財
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
河
内

大
橋
」
の
記
事
（
令
１
・
７
）
に
、
河
川
や
道
の
ル
ー
ト
や
創
建
年
代
も
含
め
た

詳
し
い
考
証
が
あ
り
、
有
益
で
あ
る
。

（
６
） 

坂
本
信
幸
「『
河
内
の
大
橋
を
独
り
去
く
娘
子
を
見
る
歌
』
に
つ
い
て
」（『
大
谷

女
子
大
国
文
』
28
号
、
平
（0
・
３
）
三
四
頁
。

（
７
） 

森
斌
「
虫
麻
呂
大
橋
の
娘
子
歌
」『
万
葉
集
作
家
の
表
現
』（
和
泉
書
院
・
平
５
）

（
８
） 

大
久
保
廣
之
『
高
橋
虫
麻
呂
の
万
葉
世
界
』（
笠
間
書
院
・
平
30
）
一
五
二
頁
。

（
９
） 

中
西
氏
注
４
書
、
文
庫
版
七
四
頁
。

（
（0
） 

斎
藤
安
輝
「
橋
を
渡
る
女
」（
関
西
学
院
大
学
『
日
本
文
芸
研
究
』
43
巻
１
号
、

平
３
・
４
）

（
（（
） 

阿
部
誠
文
「
高
橋
虫
麻
呂
『
河
内
大
橋
を
独
り
去
く
娘
子
を
見
る
歌
』」（
九
州
共

立
大
学
他
『
生
涯
学
習
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
20
号
、
平
27
・
３
）

（
（2
） 

尾
崎
暢
殃
「
大
橋
の
娘
子
」『
万
葉
歌
の
発
想
』（
明
治
書
院
・
平
３
）

（
（3
） 

柳
田
國
男
「
橋
姫
」『
一
目
小
僧
そ
の
他
』（
小
山
書
店
・
昭
９
）

（
（4
） 

上
野
誠
「『
紅
の
赤
裳
』
と
い
う
表
現
」（『
美
夫
君
志
』
（7
号
、
平
30
・
（0
）

（
（5
） 

坂
本
氏
注
６
論
、
四
〇
頁
。

（
（6
） 

井
村
哲
夫
『
万
葉
の
歌 

人
と
風
土 

５
大
阪
』（
保
育
社
・
昭
6（
）
一
二
七
頁
。

（
（7
） 

坂
本
氏
注
６
論
、
四
一
頁
。

（
（8
） 

中
西
氏
注
４
書
、
文
庫
版
七
〇
～
七
三
頁
。
本
田
義
寿
「『
見
河
内
大
橋
独
去
娘

子
歌
』
管
見
」『
記
紀
万
葉
の
伝
承
と
芸
能
』（
和
泉
書
院
・
平
２
）。
平
林
章
仁
『
橋

と
遊
び
の
文
化
史
』（
白
水
社
・
平
６
）、
な
ど
。

（
（（
） 

中
西
氏
注
４
書
、
文
庫
版
六
四
頁
。

（
20
） 

村
山
出
「
虫
麻
呂
の
歌
の
『
娘
子
』」『
奈
良
前
期
万
葉
歌
人
の
研
究
』（
翰
林
書
房
・

平
５
）

（
2（
） 

詠
美
人
詩
・
詠
妓
詩
に
つ
い
て
は
、
石
川
忠
久
「
六
朝
詩
に
表
れ
た
女
性
美
」（
石

川
忠
久
編
『
中
国
文
学
の
女
性
美
』
汲
古
書
院
・
昭
57
）、
斎
藤
茂
『
妓
女
と
中

国
文
人
』（
東
方
書
店
・
平
（2
）
に
詳
し
い
。

（
22
） 

天
津
橋
に
つ
い
て
は
、
主
に
植
木
久
行
編
著
『
中
国
詩
跡
事
典
』（
研
文
出
版
・

平
27
）
の
「
唐
洛
陽
城
・
天
津
橋
」
の
項
目
（
八
三
～
八
五
頁
）
を
参
照
し
、
ま

た
妹
尾
達
彦「
北
京
の
小
さ
な
橋
」（
関
根
康
正
編『
ス
ト
リ
ー
ト
の
人
類
学 

下
巻
』

（
国
立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告
・
平
2（
）
も
参
考
に
し
た
。

（
23
） 
相
田
洋
「
中
国
に
お
け
る
橋
と
境
界
」（『
中
国
史
学
』
（5
巻
、
平
（7
・
９
）
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（
24
） 

地
方
の
美
女
に
対
す
る
男
性
官
人
の
幻
想
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
律
令
国
家
と
言

語
文
化
』（
汲
古
書
院
・
令
２
）
第
五
章
第
六
節
に
述
べ
て
い
る
。

（
25
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
犬
養
孝
「
虫
麻
呂
の
心
」（
注
２
書
所
収
）
を
参
照
。

（
26
） 

万
葉
の
「
家
」
の
意
味
と
そ
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
苦
し
く
も
零
り

来
る
雨
か
』
考
」（『
古
代
研
究
』
48
号
、
平
27
・
２
）
に
述
べ
て
い
る
。


