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は
じ
め
に

　
『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
十
八
年
秋
七
月
条
に
み
え
る
御
木
国
の
国
名

起
源
は
、
十
二
年
七
月
の
熊
襲
背
反
に
端
を
発
し
た
、
景
行
天
皇
に
よ
る

九
州
親
征
の
途
上
に
描
か
れ
る
。
時
人
の
歌
（
紀
24
）
を
契
機
と
し
て
当

地
の
巨
木
伝
承
を
知
っ
た
天
皇
に
よ
り
「
御
木
」
の
国
名
が
定
め
ら
れ
た

と
い
う
こ
の
説
話
は
『
古
事
記
』
に
見
え
ず
、「
筑
後
国
風
土
記
逸
文
」

に
は
類
話
が
あ
る
も
の
の
、
歌
が
存
在
し
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
紀
24
を
含
む
本
説
話
は
、
景
行
紀
の
独
自
性
を
考
え
る
う

『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
条
に
お
け
る

「
御
木
の
さ
を
橋
」（
紀
24
）
歌
の
記
載
意
義

小
野
諒
巳

え
で
極
め
て
重
要
な
記
事
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
条
に
関
す

る
研
究
は
巨
木
伝
承
と
歌
と
の
関
係
性
や
原
歌
謡
関
連
の
議
論
こ
そ
活
発

で
あ
っ
た
も
の
の
、歌
が
景
行
紀
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、

積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
言
い
難
い
。

　

本
稿
で
は
歌
表
現
の
考
察
を
主
軸
と
し
、
紀
24
の
記
載
に
よ
っ
て
景
行

紀
に
い
か
な
る
文
脈
が
齎
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
先
行
研
究
と
問
題
点

　

考
察
に
先
立
ち
、
本
稿
の
考
察
対
象
本
文
と
そ
の
類
話
を
示
す
。
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【
日
本
書
紀
】
景
行
天
皇
十
八
年
秋
七
月
辛
卯
朔
甲
午 

筑つ
く
し
の
み
ち
の
し
り
の
く
に

紫
後
国
の
御み

け木
に
到い

た

り
、
高た

か
た
の田

行か
り
み
や宮

に
居ま

し
ま
す
。
時
に
僵た

ふ

れ
た
る
樹き

有
り
。
長な

が

さ
九
百
七
十
丈
な
り
。
百も

も
つ
か
さ寮

、
其
の
樹き

を
蹈ふ

み

て
往か

よ来
ふ
。
時と

き
の
ひ
と人

、
歌

う
た
よ
みし

て
曰い

は

く
、

朝あ
さ

霜し
も

の　

御み

け木
の
さ
を
橋ば

し　

ま
へ
つ
き
み　

い
渡わ

た

ら
す
も　

御み

け木

の
さ
を
橋ば

し

（
紀
24
）

と
い
ふ
。
爰こ

こ

に
、
天

す
め
ら
み
こ
と皇

問と

ひ
て
曰の

た
まは

く
、「
是こ

れ

、
何な

に

の
樹き

ぞ
」
と
の

た
ま
ふ
。
一

ひ
と
り
の
お
き
な

老
夫
有あ

り
て
曰ま

を

さ
く
、「
是こ

の
樹
は
歴く

ぬ
ぎ木

な
り
。
嘗

む
か
し

未い
ま

だ
僵た

ふ

れ
ざ
る
先さ

き

に
、朝あ

さ
ひ日

の
暉ひ

か
りに

当あ
た

り
て
は
、則す

な
はち

杵き
し

島ま
の

山や
ま

を
隠か

く

し
、

夕ゆ
ふ
ひ日

の
暉ひ

か
りに

当
り
て
は
、
亦ま

た

阿あ
そ
の
や
ま

蘇
山
を
覆お

ほ

ひ
き
」
と
ま
を
す
。
天
皇

の
曰の

た
まは

く
、「
是
の
樹
は
神く

す
し
き
き木

な
り
。
故か

れ

、
是
の
国
を
御み

木け
の

国く
に

と
号な

づ

く
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ（

１
）。

「
筑
後
国
風
土
記
逸
文
」
三
毛
郡
条
（『
釈
日
本
紀
』
十
、
所
収
）

（
公
望
の
私
記
に
曰
ふ
。
案
る
に
、
筑
後
の
国
の
風
土
記
に
云
ふ
）

三
毛
の
郡
（
云
々
）
昔
者
、
楝
の
木
一
株
、
郡
家
の
南
の
か
た
に
生

ひ
た
り
。
そ
の
高
さ
九
百
七
十
丈
な
り
。
朝
日
之
影
、
肥
前
の
国
の

藤
津
の
郡
な
る
多
良
の
峰
を
蔽
ひ
、
暮
日
之
影
、
肥
後
の
国
の
山
鹿

の
郡
な
る
荒
爪
の
山
を
蔽
へ
り
。（
云
々
）因
り
て
御み

き木
の
国
と
曰
ふ
。

後
の
人
、
訛
り
て
三み

け毛
と
曰
ひ
つ
、
今
、
以
ち
て
郡
の
名
と
せ
り
。

　
『
日
本
書
紀
』
と
「
筑
後
国
風
土
記
逸
文
」
と
は
細
部
に
差
異
が
あ
る

も
の
の
、
大
筋
と
し
て
極
め
て
高
い
類
似
性
を
有
し
て
お
り
、
同
じ
土
地

を
舞
台
と
す
る
類
話
と
考
え
て
大
過
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
両
者
に
お
け

る
最
大
の
差
異
が
歌（
紀
24
）の
有
無
で
あ
る
。大
系
本『
日
本
書
紀
』は
、

本
来
は
大
樹
伝
説
と
は
無
関
係
の
宮
廷
寿
歌
が
ミ
ケ
と
い
う
地
名
に
ひ
か

れ
て
載
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
す
る（

３
）。

在
地
の
伝
承
が
『
日
本
書
紀
』

に
取
り
入
れ
ら
れ
た
段
階
で
歌
と
結
び
つ
い
た
と
す
る
見
方
は
基
本
的
に

首
肯
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
青
木
周
平
は
『
日
本
書
紀
』
の
景
行
天
皇
西
征

と
九
州
風
土
記
の
記
事
と
を
比
較
し
、
複
数
あ
る
類
話
の
な
か
で
当
該
条

が
最
も
大
き
な
差
異
を
有
す
る
と
し
て
「
重
要
な
相
違
は
、「
筑
後
國
風

土
記
」
の
伝
承
が
、
景
行
天
皇
と
の
結
び
付
き
を
明
記
し
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。
景
行
紀
に
対
応
す
る
風
土
記
で
、
景
行
天
皇
に
伝
承
を
結
び
付

け
な
い
例
は
、
右
を
除
い
て
他
に
無
い（

４
）。」

と
述
べ
た
。

　

青
木
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
筑
後
国
風
土
記
逸
文
」
の
巨
木
伝
承
に
は

天
皇
と
の
関
わ
り
が
な
く
、
歌
も
な
い
。
天
皇
が
地
名
を
も
た
ら
す
存
在

と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
と
、時
人
に
よ
っ
て
紀
24
が
詠
ま
れ
る
こ
と
と
は
、

『
日
本
書
紀
』
編
纂
者
の
主
張
と
強
く
結
び
つ
い
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
天
皇
が
地
名
を
も
た
ら
す
点
は
天
皇
を
中
心
に
歴
史
を
叙

述
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
性
質
上
、
当
然
と
言
え
る
。
す
る
と
、
よ
り
大

き
な
問
題
と
し
て
立
ち
上
が
る
の
が
紀
24
の
解
釈
な
の
で
あ
る
。
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『
日
本
書
紀
』
の
独
自
歌
で
あ
る
紀
24
は
、
そ
の
解
釈
に
様
々
な
揺
れ

を
有
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
特
に
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
歌

が
時
人
に
よ
る
批
判
な
の
か
讃
美
な
の
か
で
あ
っ
た
。

　

山
路
平
四
郎
が
「
批
判
の
心
か
ら
で
は
な
く
、
憧
憬
あ
る
い
は
畏
怖
の

心
を
も
っ
て
、
そ
の
状
態
を
詠
嘆
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
一
方
で（

５
）、

西
宮

一
民
は
「
大
樹
伝
説
と
宮
廷
出
仕
に
対
す
る
〈
讃
美
〉
の
歌
と
い
ふ
従
来

の
評
価
は
誤
り
で
、
逆
に
群
臣
の
無
智
に
対
す
る
〈
批
判
〉
の
歌
と
評
価

す
べ
き
」
と
す
る（

６
）。

そ
れ
ら
の
議
論
に
対
し
て
松
田
信
彦
は
「
地
の
文
、

歌
謡
共
に
明
ら
か
に
批
判
と
読
め
る
文
脈
で
は
な
い
。」と
し（

７
）、紀

24
を「
こ

こ
で
歌
謡
の
役
割
は
、
賛
美
や
批
判
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
天
皇
の
問
い
を
導
き
出
す
ス
イ
ッ
チ
の
よ
う
な
役
割
」
を
担
う
も
の
と

位
置
づ
け
た（

８
）。

松
田
の
言
う
よ
う
に
、
散
文
部
に
も
歌
に
も
批
判
性
は
明

確
で
は
な
い
。
た
だ
し
歌
が
単
な
る
「
ス
イ
ッ
チ
」
で
あ
る
か
は
慎
重
に

考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
時
人
に
よ
る
「
批
判
」
と
明

確
に
読
み
取
り
に
く
い
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
に
し
ろ
、
憧
憬
や
讃
美
な
ど

の
肯
定
的
な
性
格
が
当
該
歌
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
以
後
、
こ
れ
ら
の
先
行
説
を
踏
ま
え
て
紀
24
の
解
釈
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

二
、「
百
寮
」
か
ら
「
ま
へ
つ
き
み
」
へ
の
変
換

　

当
該
歌
に
お
い
て
と
り
わ
け
注
意
さ
れ
る
の
は
「
ま
へ
つ
き
み
」
の
句

で
あ
る
。た
だ
し
こ
の
歌
句
の
解
釈
に
は
ほ
ぼ
揺
れ
が
な
く
、『
釈
日
本
紀
』

以
降
、
一
般
的
に
天
皇
に
近
侍
す
る
身
分
の
高
い
臣
下
（
群
臣
）
を
指
す

も
の
と
さ
れ
て
き
た
。

　

和
語
「
ま
へ
つ
き
み
」
の
一
字
一
音
表
記
確
例
は
当
該
句
の
み
で
あ
る

が
、
太
宰
府
天
満
宮
蔵
『
翰
苑
』
倭
国
条
の
「
麻
卑
兜
吉
寐
」
を
「
ま
へ

つ
き
み
」
と
読
む
べ
き
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り（

９
）、

同
書
に
は
続
け
て

「
華
言
大
徳
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
麻
卑
兜
吉
寐
」
な
る
存
在
は

身
分
の
高
い
臣
下
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
加
え
て
、「
ま
へ
つ
き
み
」

を
詠
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
万
葉
歌
を
確
認
し
て
み
て
も
、
同
様
に
高
位
の

官
人
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
動
か
な
い
。

１ 

ま
す
ら
を
の　

鞆
の
音
す
な
り　

も
の
の
ふ
の　

大
お
ほ
ま
へ
つ
き
み

臣　

楯
立
つ

ら
し
も 

（
①
七
六
・
元
明
天
皇
）

２
島
山
に　

照
れ
る
橘　

う
ず
に
刺
し　

仕
へ
奉
る
は　

卿ま
へ
つ
き
み

大
夫
た
ち

 

（
⑲
四
二
七
六
・
藤
原
八
束
））

（1
（

　

１
は
和
銅
元
年
の
作
、
２
は
天
平
十
三
年
の
新
嘗
会
に
お
け
る
応
詔
歌

で
あ
る
。
２
は
『
日
本
書
紀
』
成
立
以
降
の
例
だ
が
、
参
考
と
し
て
見
て



國學院雑誌　第 121 巻第 11 号（2020年） ─ 278 ─

い
き
た
い
。
１
の
大

お
ほ
ま
へ
つ
き
み

臣
は
左
大
臣
正
二
位
の
石
上
麻
呂
に
比
定
さ
れ
、

２
の
卿ま

へ
つ
き
み

大
夫
は
、
左
注
に
よ
っ
て
従
二
位
大
納
言
巨
勢
朝
臣
か
ら
従
五
位

下
大
伴
家
持
ら
が
対
象
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
五
位
以
上
の
官
人
で

あ
り
、『
万
葉
集
』
の
歌
で
は
「
ま
へ
つ
き
み
」
な
る
語
が
高
官
に
対
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る）

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
高
位
の
官
人
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
「
ま
へ
つ
き
み
」
の

語
が
、
紀
24
に
先
行
す
る
散
文
部
に
お
い
て
「
百
寮
」
と
称
さ
れ
て
い
る

点
が
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
新
編
全
集
本
『
日
本
書
紀
』
の
頭
注

に
よ
れ
ば
「
百
官
」
の
意
で
あ
る
と
い
う
「
百
寮
」
の
語
と
、
高
位
の
官

人
を
指
す
「
ま
へ
つ
き
み
」
の
語
と
は
、
そ
の
対
象
範
囲
を
異
に
す
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
言
葉
の
差
異
に
対
す
る
関
心
は
従
来
薄
か
っ
た
が
、
佐
佐

木
隆
は
こ
の
点
に
着
目
し
「『
群
臣
』
は
、
天
皇
の
御
前
に
伺
候
す
る
人
、

あ
る
い
は
宮
廷
に
仕
え
る
人
。こ
こ
は
、歌
の
直
前
の
記
述
に
見
え
る『
百

寮
』
の
言
い
換
え
だ
か
ら
、
後
者
」
と
説
い
た）

（1
（

。
た
だ
し
、「
ま
へ
つ
き
み
」

を
「
宮
廷
に
仕
え
る
人
」
と
い
う
広
い
範
囲
で
捉
え
う
る
根
拠
は
示
さ
れ

て
お
ら
ず
、
判
然
と
し
な
い
。
他
方
、
松
田
信
彦
は
奈
良
時
代
の
行
幸
記

事
に
お
い
て
天
皇
に
付
き
従
う
も
の
と
し
て
「
百
寮
」
の
姿
が
見
え
、
か

つ
行
幸
に
下
級
官
人
だ
け
し
か
従
駕
し
な
い
と
は
考
え
に
く
い
と
述
べ
た

う
え
で
、
次
の
よ
う
に
当
該
条
の
文
脈
を
解
釈
し
た
。

行
幸
時
に
「
百
寮
」
と
書
け
ば
、
そ
こ
に
は
当
然
「
群
臣
」
た
ち
も

含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
共
通
認
識
が
あ
っ
て
、
そ
の
上

に
立
っ
て
こ
の
文
脈
を
読
め
ば
、
日
本
書
紀
成
立
時
、
つ
ま
り
は
奈

良
時
代
初
頭
の
人
々
に
は
、
十
分
に
理
解
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。（
中
略
）歌
謡
の
中
に
詠
ま
れ
る「
ま
へ
つ
き
み
」は
、

地
の
文
の
「
百
寮
」
に
含
ま
れ
た
存
在
で
あ
り
、
歌
謡
で
は
特
に
そ

の
中
の
「
ま
へ
つ
き
み
」
の
出
仕
の
様
子
を
詠
ん
だ
と
考
え
る
こ
と

は
、
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
か
ろ
う
。（
中
略
）
百
寮
を
含
ん
だ
「
ま

へ
つ
き
み
」
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い）

（1
（

。

　
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
を
踏
ま
え
た
松
田
の
指
摘
に
は
説
得
性
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
改
め
て
『
日
本
書
紀
』
の
表
現
か
ら
そ
の
妥
当
性

を
探
っ
て
み
た
い
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、「
百
寮
」
と
「
ま
へ
つ
き
み
」
と
の
範
囲
が

重
な
り
合
っ
て
い
る
可
能
性
を
有
す
る
の
は
、
次
の
四
例
で
あ
る
。

　

３ 

群
卿
を
招
き
て
宴
き
こ
し
め
す
こ
と
数
日
へ
た
り
。
時
に
皇
子
稚
足

彦
尊
・
武
内
宿
禰
、
宴
庭
に
参
赴
ず
。
天
皇
召
し
て
、
其
の
故
を
問

ひ
た
ま
ふ
。因
り
て
奏
し
て
曰
さ
く
、「
其
の
宴
楽
の
日
に
は
、群
卿
・

百
寮
、
必
ず
情
は
戯
遊
に
在
り
て
国
家
に
存
ら
ず
。
若
し
狂
生
有
り

て
、
墻
閤
の
隙
を
伺
は
む
か
。
故
、
門
下
に
侍
ひ
て
非
常
に
備
へ
た

り
」
と
ま
を
す
。 

（
景
行
紀
五
十
一
年
正
月
）
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４ 

妃
忍
坂
大
中
姫
命
、
群
臣
の
憂
吟
ふ
に
苦
み
て
、
親
ら
洗
手
水
を
執

り
て
、
皇
子
の
前
に
進
り
、
仍
り
て
啓
し
て
曰
さ
く
、「
大
王
、
辞

び
た
ま
ひ
て
位
に
即
き
た
ま
は
ず
。
位
空
し
く
し
て
、
既
に
年
月
を

経
ぬ
。
群
臣
・
百
寮
、
愁
へ
て
所
為
知
ら
ず
。
願
は
く
は
、
大
王
、

群
の
望
に
従
ひ
て
、
強
に
即
帝
位
し
た
ま
へ
」
と
ま
を
す
。
然
れ
ど

も
、
皇
子
聴
す
を
欲
し
た
ま
は
ず
し
て
、
背
き
居
し
て
言
は
ず
。（
中

略
）
此
の
時
に
当
り
て
、
季
冬
の
節
に
し
て
風
亦
烈
し
く
寒
し
。
大

中
姫
の
捧
げ
た
る
鋺
の
水
、
溢
れ
て
腕
に
凝
り
、
寒
き
に
堪
へ
ず
し

て
死
ぎ
な
む
と
す
。
皇
子
、
顧
み
て
驚
き
た
ま
ひ
、
則
ち
扶
け
起
し

て
謂
り
て
曰
は
く
、「
嗣
位
は
重
事
に
し
て
、
輙
く
就
く
こ
と
得
ず
。

是
を
以
ち
て
、
今
ま
で
に
従
は
ず
。
然
る
に
、
今
し
群
臣
の
請
ふ
こ

と
、
事
理
灼
然
な
り
。
何
ぞ
遂
に
謝
び
む
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
爰
に

大
中
姫
命
、
仰
ぎ
歓
び
て
、
則
ち
群
卿
に
謂
り
て
曰
く
、「
皇
子
、

群
臣
の
請
ふ
こ
と
を
聴
さ
む
と
し
た
ま
ふ
。
今
し
天
皇
の
璽
符
を
上

る
べ
し
」
と
い
ふ
。
是
に
群
臣
、
大
き
に
喜
び
て
、
即
日
に
天
皇
の

璽
符
を
捧
げ
、
再
拝
み
て
上
る
。 

（
允
恭
紀
元
年
十
有
二
月
）

　

５ 

群
臣
、
渟
中
倉
太
珠
敷
天
皇
の
皇
后
額
田
部
皇
女
に
請
し
て
、
践
祚

さ
し
め
ま
つ
ら
む
と
す
。
皇
后
辞
譲
び
た
ま
ふ
。
百
寮
、
上
表
り
て

勧
進
る
。
三
に
至
り
て
乃
ち
従
ひ
た
ま
ふ
。 

（
推
古
即
位
前
紀
）

　

６ 

四
に
曰
く
、
群
卿
百
寮
、
礼
を
以
ち
て
本
と
せ
よ
。
其
れ
民
を
治
む

る
の
本
は
、
要
ず
礼
に
在
り
。
上
礼
な
け
れ
ば
、
下
斉
ら
ず
、
下
礼

無
け
れ
ば
、
必
ず
罪
有
り
。
是
を
以
ち
て
、
群
臣
礼
有
れ
ば
、
位
の

次
乱
れ
ず
、
百
姓
礼
有
れ
ば
、
国
家
自
づ
か
ら
に
治
る
と
。（
※
群

臣
有
レ

礼
、
位
次
不
レ

乱
、
百
姓
有
レ

礼
、
国
家
自
治
。）

 

（
推
古
紀
十
二
年
四
月
）

　
「
ま
へ
つ
き
み
（
群
卿
・
群
臣
・
卿
大
夫
・
大
夫
・
公
卿
）」
と
「
百
寮
」

と
は
、
多
く
の
場
合
３
・
４
・
６
の
よ
う
に
ま
と
め
て
表
記
さ
れ
、
両
者
の

間
に
差
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
こ
と
は
４
や
５
の
例
か
ら
推
察
さ
れ
る
。

４
で
忍
坂
大
中
姫
が
直
接
的
に
感
じ
取
っ
た
の
は
「
群
臣
」
の
憂
吟
で
あ

り
、
直
接
言
葉
を
か
け
る
対
象
も
「
群
卿
（
群
臣
）」
で
あ
る
。
皇
子
に

対
す
る
忍
坂
大
中
姫
の
発
話
に
は
「
群
臣
百
寮
」
の
両
者
が
見
え
る
が
、

忍
坂
大
中
姫
と
百
寮
と
の
接
点
は
描
出
さ
れ
な
い
。
高
位
皇
族
の
近
く
に

侍
る
者
と
し
て「
ま
へ
つ
き
み
」が
描
か
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
５
で
群
臣
が
皇
后
へ
即
位
を
直
接
要
請
し
、
百
寮
は
上
表
文
に
よ

り
即
位
を
要
請
す
る
点
な
ど
を
見
て
も
、「
ま
へ
つ
き
み
」
と
「
百
寮
」

と
の
差
は
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

　

こ
こ
で
、
３
と
６
の
例
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
二
例
は
、
先
掲

松
田
論
文
に
お
い
て
「
ま
へ
つ
き
み
」
が
「
百
寮
」
に
、
あ
る
い
は
「
百

寮
」
が
「
ま
へ
つ
き
み
」
に
含
ま
れ
て
い
る
例
と
し
て
掲
示
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
特
に
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
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松
田
は
３
に
つ
い
て
、
当
初
天
皇
が
宴
に
招
く
の
は
群
卿
だ
け
と
さ
れ

る
も
の
の
、
会
話
内
容
に
よ
れ
ば
実
際
の
宴
の
参
加
者
は
群
卿
百
寮
で
あ

る
と
し
「
は
じ
め
の
『
群
卿
』
に
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
そ
の
背
景
に
い
る

『
百
寮
』
ま
で
含
ん
だ
用
法
」
に
よ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
６
に
つ
い
て

は
「
群
卿
百
寮
」
が
「
民
」
と
と
も
に
記
さ
れ
た
後
に
「
群
臣
」
と
「
百

姓
」
と
が
対
応
す
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
後
半
の
「
群

臣
」
は
直
前
に
見
え
る
「
群
卿
百
寮
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
、

と
指
摘
し
た
。

　

確
か
に
３
で
は
「
群
卿
」
が
天
皇
に
招
か
れ
て
宴
に
参
加
し
た
と
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
稚
足
彦
が
発
話
で
「
群
卿
百
寮
」
と
そ
の
範
囲
を
拡

げ
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
必
ず
し
も
「
百
寮
」

が
天
皇
主
催
の
宴
に
参
加
し
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

状
況
を
見
て
も
、
宮
廷
で
宴
が
催
さ
れ
る
時
に
は
、
宮
廷
に
奉
仕
す
る
皆

の
心
が
遊
興
に
惹
か
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
文
脈
で
読
み
取
っ
て
差
し
支

え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
３
は
、
宴
に
よ
っ
て
宮
廷
に
生
じ
る
隙
を
案

ず
る
発
話
で
あ
る
た
め
、
群
卿
と
と
も
に
、
朝
廷
に
奉
仕
す
る
百
寮
も
ま

た
注
意
散
漫
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
６
で
は
、
群
卿
百
寮
が
後
文
で
「
群
臣
」
の
み
に
言
い
換
え
ら

れ
て
お
り
、
松
田
の
指
摘
も
首
肯
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

６
の
場
合
は
そ
の
身
分
の
対
比
が
重
要
な
文
脈
で
あ
る
た
め
、
群
卿
と
百

姓
と
の
中
間
に
あ
た
る
「
百
寮
」
は
、
あ
え
て
挙
げ
る
必
要
が
無
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
６
の
漢
字
本
文
を
見
る
と
当
該
箇
所
は

明
確
に
対
句
を
成
し
て
お
り
、
上
は
群
臣
、
下
は
百
姓
と
い
う
対
比
を
重

視
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
３
も
６
も
「
ま
へ
つ
き
み
」
の

な
か
に
あ
え
て
百
寮
を
含
め
る
必
要
は
無
く
、
両
者
の
間
に
は
、
他
の
例

と
同
様
に
使
い
分
け
の
意
識
を
み
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

無
論
、
当
該
条
が
散
文
と
歌
と
い
う
異
な
る
表
現
で
構
成
さ
れ
て
い
る

点
は
無
視
で
き
ま
い
。
実
際
は
百
寮
の
こ
と
を
歌
う
場
合
で
も
、
歌
が
音

数
な
ど
の
制
限
を
受
け
る
表
現
方
法
で
あ
る
以
上
、
他
に
適
当
な
言
葉
が

な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
紀
記
の
歌
に
は
「
百
寮
」

に
相
当
し
う
る
表
現
と
し
て
「
宮
人
（
大
宮
人
）」
の
語
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
例
は
『
日
本
書
紀
』
に
一
首
（
紀
73
）、『
古
事
記
』
に

三
首
（
記
82
（
紀
73
類
歌
）・
記
93
・
記
101
）
み
え
る
が
、
こ
こ
で
は
紀

73
の
類
歌
で
あ
る
記
82
を
除
く
三
首
を
取
り
上
げ
、
考
察
を
加
え
て
い
き

た
い
。

　

７ 

宮み
や
ひ
と人

の　

足あ

結ゆ
ひ

の
小
鈴　

落
ち
に
き
と　

宮み
や

人ひ
と

動と
よ

む　

里さ
と
び
と人

も
ゆ
め

 

（
紀
73
）

　

８ 

御み

諸も
ろ

に　

築
く
や
玉
垣　

つ
き
余あ

ま

し　

誰た

に
か
も
依よ

ら
む　

神
の
宮み

や

人ひ
と 

（
記
93
）

　

９ 
百
石
城
の　

大お
ほ
み
や
ひ
と

宮
人
は　

鶉
鳥　

領
巾
取
り
懸
け
て　

鶺ま
な
ば
し
ら鴒　

尾
行
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き
合
へ　

庭
雀　

群う
ず
す
ま集

り
居
て　

今
日
も
か
も　

酒さ
か

水み

漬づ

く
ら
し　

高
光
る　

日ひ

の
宮み

や
ひ
と人　

事
の　

語
り
言
も　

是こ

を
ば 

（
記
101
））

（1
（

　

７
の
前
文
で
は
、
允
恭
天
皇
の
崩
御
後
に
太
子
で
あ
る
木
梨
軽
皇
子
を

見
放
し
た
群
臣
が
穴
穂
皇
子
を
推
戴
す
る
事
件
が
勃
発
し
、
大
前
宿
祢
の

家
に
逃
れ
た
太
子
を
求
め
て
穴
穂
皇
子
が
そ
の
家
を
囲
ん
だ
と
語
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
歌
の
場
合
、「
宮
人
」
は
宮
中
に
仕
え
る
人
々
を
指
し
、
対

置
さ
れ
る
里
人
は
大
前
宿
祢
の
家
に
い
る
人
々
と
解
さ
れ
る
。
８
は
雄
略

天
皇
の
求
婚
を
受
け
て
八
十
年
も
の
歳
月
を
待
ち
続
け
た
赤
猪
子
の
詠
歌

で
あ
り
、「
宮
人
」
は
赤
猪
子
自
身
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

神
に
仕
え
た
年
月
が
長
す
ぎ
て
、
今
後
は
誰
に
頼
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う

歌
意
で
あ
る
。
９
は
豊
明
の
場
で
の
雄
略
天
皇
詠
歌
で
、「
大
宮
人
」「
日

の
宮
人
」は
豊
楽
の
席
に
侍
る
廷
臣
と
解
さ
れ
よ
う
。７
か
ら
９
の「（
大
）

宮
人
」は
天
皇
や
神
の
宮
に
奉
仕
す
る
者
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、特
に
７
・

９
は
広
く
宮
中
に
奉
仕
す
る
者
と
解
し
て
よ
い）

（1
（

。

　

右
に
示
し
た
通
り
、
宮
人
の
語
は
「
ま
へ
つ
き
み
」
の
よ
う
に
高
位
の

人
物
を
限
定
し
て
想
起
さ
せ
る
効
果
を
も
た
な
い
。
そ
の
た
め
、
百
寮
の

歌
い
替
え
と
し
て
は
適
し
た
表
現
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
「
宮
人
の　

い
渡
ら
す
も
」
の
よ
う
に
す
れ
ば
音
数
的
に
も
問
題
は
な
い
。

　

こ
こ
で
、
先
掲
の
松
田
論
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
松
田
は
、
歌
中
の

「
ま
へ
つ
き
み
」
が
散
文
部
の
「
百
寮
」
に
含
ま
れ
た
存
在
で
あ
り
、
歌

で
は
特
に
「
ま
へ
つ
き
み
」
の
出
仕
の
様
子
を
詠
ん
だ
も
の
と
説
い
た
。

百
寮
に
「
ま
へ
つ
き
み
」
が
含
ま
れ
得
る
か
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
通
り

『
日
本
書
紀
』
中
に
確
例
が
な
い）

（1
（

。
稿
者
は
基
本
的
に
、
両
者
に
は
明
確

な
身
分
差
が
あ
る
も
の
と
捉
え
る
が
、
松
田
論
の
指
摘
す
る
可
能
性
を
視

野
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
な
ぜ
百
寮
の
う
ち
の
「
ま
へ
つ
き
み
」
が
特
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
、
歌
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
い

は
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
、
百
寮
と
「
ま
へ
つ
き
み
」
と
の
間
に
は
身
分
差
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
百
寮
と
称
さ
れ
る
人
々
を
指
す
表
現
と
し
て
よ

り
適
切
で
あ
ろ
う
「
宮
人
」
の
語
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
当
該
歌
で
は

位
相
の
異
な
る
「
ま
へ
つ
き
み
」
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
不
審
に
つ

い
て
述
べ
て
き
た
。
歌
の
言
葉
が
「
宮
人
」
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
散
文

に
「
群
卿
百
寮
」
と
あ
れ
ば
、
歌
と
散
文
と
の
ず
れ
は
よ
り
少
な
く
済
ん

だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
な
い
こ
と
か
ら
は
、
編
纂
の
時
点
に
お
い

て
、
散
文
と
歌
と
の
間
に
生
じ
る
ず
れ
を
許
容
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
よ
り
積
極
的
に
言
え
ば
、
こ
の
「
ず
れ
」
こ
そ

が
当
該
条
の
文
脈
を
決
定
づ
け
る
表
現
と
し
て
配
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を

指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
下
、
紀
24
の
歌
い
手
で
あ
る
「
時
人
」
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
、
そ

の
企
図
す
る
と
こ
ろ
を
論
じ
て
い
き
た
い
。
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三
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
時
人
」
歌
の
役
割

　

紀
24
は
、
倒
木
の
橋
を
踏
ん
で
高
田
行
宮
に
通
う
百
寮
の
姿
を
前
提
と

し
て
、「
時
人
」
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
「
時
人
」
な
る
言

葉
は
武
田
祐
吉
に
よ
っ
て
「
そ
の
時
代
の
人
」
を
指
す
も
の
と
さ
れ
て
お

り）
（1
（

、
今
で
も
そ
の
点
に
認
識
の
相
違
は
な
い
。
先
掲
山
路
評
釈
は
紀
19
の

注
で
「
時
人
は
事
件
と
直
接
関
係
の
な
い
第
三
者
」
で
あ
る
と
述
べ
、
さ

ら
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

纏
っ
た
物
語
の
最
後
に
、
単
独
に
位
置
し
て
、
そ
の
事
件
の
締
括
り

の
役
を
果
た
し
て
い
る
が
、
局
外
者
の
歌
っ
た
も
の
と
し
て
、
お
の

ず
か
ら
そ
の
事
件
に
対
す
る
感
想
・
批
判
の
様
相
を
帯
び
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
其
処
に
「
時
人
歌
」
は
、
事
件
当
時
の
人
の
歌
で
あ

る
と
同
時
に
、
そ
の
歌
を
選
択
し
た
物
語
の
語
り
手
の
心
の
窺
え
る

も
の
で
、『
書
紀
』
に
お
け
る
物
語
づ
く
り
の
一
つ
の
手
法
と
も
い

え
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
土
橋
寛
は
「
時
人
」
の
歌
が
『
日
本
書
紀
』
の
み
に
見
え
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
漢
籍
の
影
響
に
触
れ
つ
つ
、
山
路
同
様
に
時
人
歌
の
背
後

に
「
作
者
」
の
意
図
が
看
取
さ
れ
る
旨
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

時
人
の
歌
七
首
の
う
ち
、
歌
詞
中
に
人
名
を
詠
ん
で
あ
る
も
の
四
首

（
紀
20
・
101
・
105
・
112
）、
地
名
を
詠
み
こ
ん
で
あ
る
も
の
五
首
（
紀

19
・
24
・
84
・
101
・
105
）
で
、
こ
の
こ
と
は
時
人
の
歌
が
、
事
変
そ

の
も
の
を0

歌
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

（
中
略
）
時
人
の
歌
を
成
立
さ
せ
る
の
は
そ
の
作
者
0

0

で
あ
る
。
た
と

え
そ
の
「
時
人
」
な
る
も
の
が
、
実
際
に
は
誰
で
あ
ろ
う
と
も）

（1
（

。

　

山
路
や
土
橋
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
時
人
」

の
歌
に
は
『
日
本
書
紀
』
編
纂
者
の
意
図
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
時

人
」
の
歌
に
は
批
評
性
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
も
ま
た
、
多
く
の

先
学
に
よ
っ
て
宜
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
時
人
歌
の
批
評
性
は
賞
讃
か
非
難
か
に
大
別
で
き
る
が
、
歌
内
容

に
よ
っ
て
評
価
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
当

該
歌
も
例
に
漏
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
紀
24
の
歌
い
手
で
あ
る
「
時
人
」
を

論
じ
る
に
先
立
ち
、『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
他
の
時
人
歌
を
確
認
し
て

い
き
た
い
。

　

10 

爰
に
倭
迹
迹
姫
命
、
仰
ぎ
見
て
悔
い
て
急つ

き
う居

。
則
ち
箸
に
陰
を
撞
き

て
薨
り
ま
す
。
乃
ち
大
市
に
葬
る
。
故
、
時
人
、
其
の
墓
を
号
け
て

箸
墓
と
謂
ふ
。
是
の
墓
は
、
日
は
人
作
り
、
夜
は
神
作
る
。
故
、
大

坂
山
の
石
を
運
び
て
造
る
。
則
ち
山
よ
り
墓
に
至
る
ま
で
、
人
民
相

踵
ぎ
て
手た

ご

し
逓
伝
に
し
て
運
ぶ
。
時
人
、
歌
し
て
曰
く
、

大お
ほ
さ
か坂

に　

継つ

ぎ
登の

ぼ

れ
る　

石い
し
む
ら群

を　

手た

ご

し
逓
伝
に
越こ

さ
ば　

越こ

し
か
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て
む
か
も 

（
紀
19
・
崇
神
紀
十
年
九
月
）

　

11 

是
よ
り
先
に
、
兄
窃
に
木
刀
を
作
り
、
形
真
刀
に
似
せ
た
り
。
当
時

に
自
ら
佩
き
、
弟
真
刀
を
佩
く
。
共
に
淵
の
頭
に
到
り
、
兄
、
弟
に

謂
り
て
曰
く
、「
淵
の
水
清
ら
に
冷
ゆ
。
願
は
く
は
共
に
游
沐
せ
む

と
欲
ふ
」
と
い
ふ
。
弟
、
兄
の
言
に
従
ひ
、
各
佩
け
る
刀
を
解
き
、

淵
の
辺
に
置
き
、
水
中
に
沐
む
。
乃
ち
兄
先
に
陸
に
上
が
り
、
弟
の

真
刀
を
取
り
て
自
ら
佩
く
。
後
に
弟
驚
き
て
兄
の
木
刀
を
取
り
、
共

に
相
撃
つ
。
弟
木
刀
を
抜
く
こ
と
得
ず
。
兄
、
弟
飯
入
根
を
撃
ち
て

殺
す
。
故
、
時
人
、
歌
し
て
曰
く
、

八や

雲く
も

立た

つ 

出い
づ

雲も

武た
け
るが 

佩は

け
る
太た

ち刀 

黒つ
づ
ら葛

多さ
は
 
ま
 

巻
き 

さ
み
な
し
に 

あ
は
れ 

（
紀
20
・
崇
神
紀
六
十
年
七
月
）

　

12 

大
臣
、
境
部
臣
を
殺
さ
む
と
し
て
、
兵
を
興
し
て
遣
す
。
境
部
臣
、

軍
の
至
れ
る
こ
と
を
聞
き
て
、
仲
子
の
阿
椰
を
率
ゐ
て
、
門
に
出
で

て
胡
床
に
坐
て
待
つ
。
時
に
軍
至
り
て
、
乃
ち
来
目
物
部
伊
区
比
に

令
し
て
絞
ら
し
め
、
父
子
共
に
死
せ
ぬ
。
乃
ち
同
処
に
埋
め
り
。
唯

し
兄
子
の
毛け

つ津
の
み
尼
寺
の
瓦
舎
に
逃
げ
匿か

く

れ
、
即
ち
一
二
の
尼
を

姧
し
つ
。
是
に
一
尼
、
嫉ね

た妬
み
て
顕
さ
し
む
。
寺
を
囲
み
て
捕
へ
む

と
す
。
乃
ち
出
で
て
畝
傍
山
に
入
る
。
因
り
て
山
を
探あ

な
ぐる

。
毛
津
、

走
げ
て
入
る
所
無
し
。
頸く

び

を
刺
し
て
山
中
に
死
せ
ぬ
。
時
人
、
歌
し

て
曰
く
、

畝う
ね
び
や
ま

傍
山　

木こ

立た
ち

薄う
す

け
ど　

頼た
の

み
か
も　

毛け

つ津
の
若わ

く
ご子

の　

篭こ
も

ら
せ

り
け
む 

（
紀
105
・
舒
明
即
位
前
紀
）

　

13 

東
国
の
不
尽
河
の
辺
の
人
大
生
部
多
、
虫
を
祭
る
こ
と
を
村
里
の
人

に
勧
め
て
曰
く
、「
此
は
常
世
の
神
な
り
。
此
の
神
を
祭
ら
ば
、
富

と
寿
と
を
致
す
」
と
い
ふ
。
巫
覡
等
、
遂
に
詐
き
て
神
語
に
託
せ
て

曰
く
、「
常
世
の
神
を
祭
ら
ば
、
貧
し
き
人
は
富
を
致
し
、
老
い
た

る
人
は
還
り
て
少わ

か

ゆ
」
と
い
ふ
。
是
に
由
り
て
、
加
勧
め
て
民
の
家

の
財
宝
を
捨
て
し
め
、
酒
を
陳
ね
、
菜
・
六
畜
を
路
側
に
陳
ね
て
、

呼
は
し
め
て
曰
く
、「
新
し
き
富
入
来
れ
り
」
と
い
ふ
。
都
鄙
の
人
、

常
世
の
虫
を
取
り
清し

き
ゐ座

に
置
き
て
、
歌
ひ
儛
ひ
福
を
求
め
て
珍
財
を

棄
捨
つ
。
都
て
益
す
所
無
く
、
損
り
費
ゆ
る
こ
と
極
め
て
甚
し
。
是

に
、
葛
野
の
秦
造
河
勝
、
民
の
惑
は
さ
る
る
を
悪
み
て
、
大
生
部
多

を
打
つ
。
其
の
巫
覡
等
、
恐
り
て
勧
め
祭
る
こ
と
を
休
む
。
時
人
、

便
ち
作
歌
し
て
曰
く
、

太う
づ
ま
さ秦

は　

神か
み

と
も
神か

み

と　

聞き
こ

え
来く

る　

常と
こ
よ世

の
神か

み

を　

打う

ち
懲き

た

ま

す
も 

（
紀
112
・
皇
極
紀
三
年
七
月
）

　

本
稿
の
考
察
対
象
（
紀
24
）
を
除
け
ば
、
右
の
四
例
が
時
人
歌
の
全
例

と
な
る）

（1
（

。い
ず
れ
の
場
合
も
時
人
は
事
件
の
当
事
者
と
し
て
は
描
か
れ
ず
、

そ
の
歌
は
山
路
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
直
前
に
記
さ
れ
た
出
来
事
に
基

づ
き
第
三
者
的
視
点
か
ら
詠
ま
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
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紀
19
の
「
越
し
か
て
む
か
も
」
や
紀
105
の
「
頼
み
か
も
…
こ
も
ら
せ
り
け

む
」
な
ど
の
推
測
、
紀
20
の
「
さ
み
な
し
に
あ
は
れ
」
の
よ
う
な
詠
嘆
、

そ
し
て
紀
112
の
「
神
と
も
神
と
聞
こ
え
来
る
」
の
よ
う
な
表
現
に
見
ら
れ

る
ご
と
く
、
時
人
歌
に
は
散
文
部
に
記
さ
れ
た
内
容
以
外
の
、
第
三
者
た

る
時
人
の
主
観
に
基
づ
く
情
報
や
感
想
が
含
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
時
人
歌
は
単
に
事
実
を
歌
い
上
げ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

第
三
者
の
主
観
に
基
づ
く
形
式
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
何
ら
か
の
批
評
性
を

有
し
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
表
現
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、

時
人
歌
を
単
な
る
ス
イ
ッ
チ
と
の
み
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
不
安
が
残
る
。

　

10
か
ら
13
の
歌
に
は
、時
人
の
主
観
に
基
づ
い
た
表
現
が
確
認
で
き
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
散
文
部
の
「
百
寮
」
と
は
異
な
る
当
該
歌
の
「
ま
へ
つ

き
み
」
と
い
う
表
現
も
、
時
人
の
視
点
が
介
在
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

た
差
異
と
捉
え
得
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
散
文
部
に
記
さ
れ
る
と

お
り
倒
木
を
踏
ん
で
行
宮
に
通
っ
た
の
は
「
百
寮
」
で
あ
っ
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
そ
の
事
件
を
知
る
同
時
代
の
第
三
者
（
具
体
的
に
は
、
百
寮
が
天

皇
の
行
宮
へ
通
う
さ
ま
を
目
に
し
た
御
木
の
地
の
住
人
が
想
定
さ
れ
る
）

で
あ
る
「
時
人
」
の
目
に
は
、「
百
寮
」
が
「
ま
へ
つ
き
み
」
と
称
さ
れ

る
べ
き
存
在
と
し
て
映
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る）

11
（

。
換
言
す
れ
ば
、

時
人
歌
を
含
む
当
該
条
の
述
作
者
が
、
そ
の
よ
う
に
語
ろ
う
と
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。大
和
を
本
拠
地
と
し
な
い
在
地
の
人
々
の
目
を
通
し
て
、

景
行
天
皇
に
仕
え
る
「
百
寮
」
を
「
ま
へ
つ
き
み
」
と
称
し
、
さ
ら
に
「
渡

ら
す
」
と
い
う
敬
語
に
よ
っ
て
そ
の
出
仕
を
歌
う
こ
と
は
、
在
地
の
人
間

が
景
行
天
皇
に
奉
仕
す
る
「
百
寮
」
の
偉
容
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
こ

に
尊
崇
の
念
を
抱
く
に
到
っ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
。
そ
の
よ
う
な
観

点
に
立
て
ば
、
当
該
歌
の
初
句
に
あ
た
る
枕
詞
「
朝
霜
の
」
に
つ
い
て
も
、

天
皇
と
臣
下
と
の
関
係
性
を
考
え
る
上
で
重
要
な
役
割
が
見
出
せ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

以
下
、
節
を
変
え
て
「
朝
霜
の　

御
木
の
さ
を
橋
」
の
表
現
性
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

四
、「
朝
霜
の
御
木
の
さ
を
橋
」
を
渡
る
「
ま
へ
つ
き
み
」

　
「
朝
霜
の
」
は
『
万
葉
集
』
に
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、「
朝
霜
の　

消け

易や
す

き
命
」（
⑦
一
三
七
五
）
や
「
朝
霜
の 

消け

な
ば
消け

ぬ
べ
く
」（
⑪

二
四
五
八
）な
ど
の
よ
う
に
、朝
の
霜
が
消
え
や
す
い
こ
と
か
ら「
消（
け
）」

に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。『
釈
日
本
紀
』が
私
記
を
引
い
て「
朝

霜
易
レ

消
也
。
欲
レ

讀
二

槪
一

之
發
語
也
。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
当

該
歌
に
あ
っ
て
多
く
は
「
御
木け

」
に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
久

し
い）

1（
（

。
し
か
し
「
け
」
に
か
か
る
枕
詞
は
他
に
も
「
露
霜
の
」
や
「
白
露

の
」、
ま
た
「
朝
露
の
」
な
ど
複
数
存
在
す
る
。「
露
霜
」「
白
露
」「
朝
露
」
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な
ど
の
「
露
」
系
で
は
な
く
「
朝
霜
」
な
る
枕
詞
が
当
該
歌
に
用
い
ら
れ

た
こ
と
の
意
義
は
、改
め
て
考
え
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
ば
、「
朝
霜
」
と
い
う
表
現
は
百
寮
や
ま
へ
つ
き
み
ら
臣
下
の

朝
廷
出
仕
と
全
く
の
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

14 

八
に
曰
く
、群
卿
百
寮
、早
く
朝ま

ゐ

り
て
晏お

そ

く
退ま

か

で
よ
。公
事
盬い

と
ま

靡な

く
、

終
日
に
尽
し
難
し
。
是
を
以
ち
て
、
遅
く
朝
る
と
き
は
急
き
こ
と
に

逮お
よ

ば
ず
、
早
く
退
づ
る
と
き
は
必
ず
事
尽
き
ず
と
。

 

（
推
古
紀
十
二
年
四
月
）

　

15 

大
派
王
、
豊
浦
大
臣
に
謂
り
て
曰
く
、「
群
卿
と
百
寮
、
朝

み
か
ど
ま
ゐ
り

参
す
る

こ
と
已
に
懈お

こ
たれ

り
。
今
よ
り
以
後
、
卯

う
の
と
きの

始
め
に
朝ま

ゐ

り
て
、
巳

み
の
と
きの

後の
ち

に
退
で
む
。
因
り
て
鍾
を
以
ち
て
節さ

だ
めと

せ
よ
」
と
い
ふ
。
然
る
に
大

臣
従
は
ず
。 

（
舒
明
紀
八
年
七
月
）

　

16 

天
皇
、
小
郡
宮
に
処お

は

し
ま
し
て
、
礼
法
を
定
め
た
ま
ふ
。
其
の
制
に

曰
く
、「
凡
そ
位

く
ら
ゐ

有た
も

て
る
者
は
、
要か

な
らず

寅
時
に
、
南
門
の
外
に
、
左

右
に
羅つ

ら
な列

り
、
日
の
初
め
て
出
づ
る
と
き
を
候う

か
かひ

て
、
庭お

ほ
ばに

就ゆ

き
て

再を
ろ
が拝

み
、
乃
ち
庁

ま
つ
り
ご
と
ど
のに

侍
れ
。
若
し
晩お

そ

く
参ま

ゐ
こむ

者
は
、
入
り
て
侍

る
こ
と
得
ざ
れ
。
午
時
に
到
る
に
臨
み
て
、
鍾
を
聴
き
て
罷
れ
。（
後

略
）」
と
い
ふ
。 

（
孝
徳
紀
大
化
三
年
是
歳
）

　

右
に
示
し
た
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
に
は
官
人
の
出
仕
時
間
に
関
す
る

記
事
が
あ
る
。
そ
の
嚆
矢
は
推
古
紀
に
み
え
る
十
七
条
憲
法
の
第
八
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
群
卿
百
寮
す
な
わ
ち
身
分
の
高
き
も
低
き
も
、
朝
廷
に
仕

え
る
者
は
皆
早
い
時
間
に
出
仕
せ
よ
と
い
う
。
続
く
舒
明
紀
で
は
群
卿
百

寮
の
出
仕
に
怠
慢
が
あ
る
た
め
、
卯
時
（
午
前
六
時
）
の
出
仕
を
求
め
た

と
い
う
。
最
後
の
孝
徳
紀
で
は
、
位
あ
る
者
は
皆
必
ず
寅
時
（
午
前
三
時
）

に
は
南
門
の
外
に
並
ぶ
こ
と
を
定
め
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
景
行
紀
よ
り
も
時
代

の
降
る
記
事
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
例
に
よ
れ
ば
、
早
朝
の
出
仕
を
是

と
す
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し

て
舒
明
紀
の
記
事
を
裏
返
せ
ば
、「
懈
り
」
無
く
正
し
い
朝
参
は
早
朝
に

行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
身
分
が
高
い
者
（
群
卿
）
も

高
く
な
い
者
（
百
寮
）
も
皆
う
ち
揃
っ
て
早
朝
に
出
仕
す
る
こ
と
を
、『
日

本
書
紀
』
は
理
想
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

紀
24
の
「
朝
霜
の
」
は
、
露
霜
や
白
露
と
は
異
な
り
明
確
な
「
朝
」
の

時
間
帯
を
示
し
て
い
る
点
で
、
臣
下
の
理
想
的
な
出
仕
を
想
起
さ
せ
る
効

果
を
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
朝
の
時
間
帯
を
示
唆

し
、
か
つ
「
消け

」
に
か
か
る
枕
詞
「
朝
露
の
」
と
「
朝
霜
の
」
と
を
比
較

検
討
す
る
こ
と
で
、
紀
24
の
表
現
性
を
よ
り
具
体
化
し
て
い
き
た
い
。

　

17 
父
母
が　

成
し
の
ま
に
ま
に　

箸
向
か
ふ　

弟
の
命み

こ
と

は　

朝
露
の　

消け

易や
す

き
命　

神
の
む
た　

争
ひ
か
ね
て
…
… 

（
⑨
一
八
〇
四
）

　

18 

朝
露
の　

消け

易や
す

き
我
が
身　

老
い
ぬ
と
も　

ま
た
を
ち
反
り　

君
を

し
待
た
む 

（
⑪
二
六
八
九
）
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「
消け

」
に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
の
「
朝
露
」
は
『
万
葉
集
』
中
に
二
例

確
認
で
き）

11
（

、「
身
」
や
「
命
」
の
消
失
に
関
わ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
出

曜
経
』
巻
一
の
「
命
如
朝
露
」
や
『
弘
明
集
』
巻
二
の
「
朝
露
之
身
」
な

ど
仏
典
の
表
現
と
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
他
方
「
朝
霜
の
」
に
は
、

「
朝
霜
の　

消
ぬ
べ
く
の
み
や　

時
な
し
に　

思
ひ
渡
ら
む　

息
の
緒
に

し
て
」（
⑫
三
〇
四
五
）
な
ど
の
よ
う
に
「
朝
露
の
」
と
用
法
が
類
似
す

る
一
方
で
、
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
表
現
性
が
看
取
で
き
る
。

　

19 

朝
霜
の　

消け

な
ば
消け

ぬ
べ
く　

思
ひ
つ
つ　

い
か
に
こ
の
夜
を　

明

か
し
て
む
か
も 

（
⑪
二
四
五
八
）

　

20 

朝
霜
の　

消け

易
き
命　

誰
が
た
め
に　

千
歳
も
が
も
と　

我
が
思
は

な
く
に 

（
⑦
一
三
七
五
）

　

19
は
「
霜
」
に
寄
せ
た
寄
物
陳
思
歌
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
夜
を

明
か
し
た
も
の
か
と
結
ば
れ
て
い
る
通
り
、「
朝
霜
の
」
と
歌
い
つ
つ
も
、

夜
と
い
う
時
間
帯
を
強
く
意
識
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
次
の
20
も

「
夜
」
と
無
縁
で
は
な
い
。
20
に
は
「
右
の
一
首
は
、
譬
喩
歌
の
類
に
あ

ら
ず
。
た
だ
し
、
闇
の
夜
の
歌
人
の
所
心
の
故
に
、
並
に
こ
の
歌
を
作
る
。

因
り
て
こ
の
歌
を
以
て
、
こ
の
次
に
載
せ
た
り
。」
と
い
う
左
注
が
あ
り
、

作
者
が
「
闇
の
夜
は　

苦
し
き
も
の
を　

い
つ
し
か
と　

我
が
待
つ
月
も　

は
や
も
照
ら
ぬ
か
」（
⑦
一
三
七
四
）
の
詠
者
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。
両
歌
は
連
作
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
20
に
お
い
て
も
「
朝
霜
」

と
「
夜
」
と
の
繋
が
り
を
見
て
取
っ
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
霜
」
と
「
夜
」
と
の
結
び
つ
き
は
「
居
明
か
し
て　

君
を
ば
待
た
む　

ぬ
ば
た
ま
の　

我
が
黒
髪
に　

霜
は
降
る
と
も
」（
②
八
九
）
や
「
夕
凝

り
の 

霜
置
き
に
け
り 

朝
戸
出
に 

い
た
く
し
踏
み
て 

人
に
知
ら
ゆ
な
」

（
⑪
二
六
九
二
）、「
霜
降
り
て　

寒
き
夕
は　

大
和
し
思
ほ
ゆ
」（
①

六
四
）
な
ど
の
歌
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
よ
う
に
、
容
易
に
連
想
し
う
る
関

係
に
あ
り
、
そ
れ
は
「
朝
霜
」
と
詠
ま
れ
た
時
に
も
変
わ
ら
な
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
朝
霜
の
」
を
含
む
歌
に
は
冬
や
寒
さ
と
の
関
わ

り
を
見
て
と
れ
る
も
の
も
あ
る
。

　

21 

…
…
さ
さ
げ
た
る　

旗
の
ま
ね
き
は　

冬
ご
も
り　

春
さ
り
来
れ
ば　

野
ご
と
に　

付
き
て
あ
る
火
の
〈
一
に
云
ふ
、「
冬
ご
も
り　

春
野

焼
く
火
の
」〉　

風
の
む
た　

な
び
か
ふ
ご
と
く　

取
り
持
て
る　

弓

弭
の
騒
き　

み
雪
降
る　

冬
の
林
に
〈
一
に
云
ふ
、「
木
綿
の
林
」〉　

つ
む
じ
か
も　

い
巻
き
渡
る
と　

思
ふ
ま
で　

聞
き
の
恐
く
〈
一
に

云
ふ
、「
諸
人
の　

見
惑
ふ
ま
で
に
」〉　

引
き
放
つ　

矢
の
繁
け
く　

大
雪
の　

乱
れ
て
来
れ
〈
一
に
云
ふ
、「
霰
な
す　

そ
ち
よ
り
来
れ

ば
」〉　

ま
つ
ろ
は
ず　

立
ち
向
か
ひ
し
も　

露
霜
の　

消
な
ば
消
ぬ

べ
く　

行
く
鳥
の　

争
ふ
は
し
に
〈
一
に
云
ふ
、「
朝
霜
の　

消
な

ば
消
と
言
ふ
に　

う
つ
せ
み
と　

争
ふ
は
し
に
」〉
…
…

 

（
②
一
九
九
）
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柿
本
人
麻
呂
の
高
市
皇
子
挽
歌
で
は
、
点
線
部
の
よ
う
に
雪
や
霰
な
ど

の
表
現
が
複
数
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
列
弩

乱
れ
発
ち
て
、矢
の
下
る
こ
と
雨
の
如
し
」（
天
武
天
皇
元
年
七
月
辛
亥
条
）

と
雨
に
喩
え
ら
れ
て
お
り
、
雪
の
イ
メ
ー
ジ
は
高
市
皇
子
挽
歌
に
独
自
の

表
現
と
い
え
よ
う
。
天
平
勝
宝
六
年
正
月
四
日
の
歌
に
「
霜
の
上
に　

霰

た
ば
し
り
」（
⑳
四
二
九
八
）
と
あ
る
ほ
か
、
冬
雑
歌
に
「
我
が
袖
に　

霰
た
ば
し
る
」（
⑩
二
三
一
二
）、
冬
相
聞
に
「
霰
降
り　

板
敢
風
吹
き　

寒
き
夜
や
」（
⑩
二
三
三
八
）と
あ
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、21
の「
霰
」は「
雪
」

と
の
類
想
に
よ
り
、
寒
々
し
く
厳
し
い
冬
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
負
っ
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
一
云
「
朝
霜
の
」
は
「
露
霜
の
」
と
置
き

換
わ
る
句
と
し
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、「
消
」に
か
か
る
枕
詞
に
は「
白
露
」

「
朝
露
」
な
ど
の
「
露
」
系
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
21
で

は
統
一
を
図
る
よ
う
に「
霜
」系
の
語
が
採
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

先
述
の
通
り
、「
霜
」
は
夜
や
冬
、
寒
さ
と
関
わ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ

と
が
少
な
く
な
い
。
天
武
天
皇
元
年
七
月
の
出
来
事
を
踏
ま
え
た
と
考
え

ら
れ
る
高
市
皇
子
挽
歌
に
お
い
て
、
季
節
外
れ
と
も
い
え
る
「
霜
」
の
表

現
が
点
線
部
に
示
し
た
他
の
表
現
と
と
も
に
厳
し
い
冬
の
イ
メ
ー
ジ
を
も

た
ら
し
た
よ
う
に
、
紀
24
の
場
合
も
「
朝
霜
の
」
と
い
う
枕
詞
が
、
現
実

の
季
節
（
七
月
）
を
離
れ
て
厳
し
い
寒
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
役

割
を
果
た
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
ま
へ
つ
き
み
」
と
見
紛
う
ば
か
り

に
威
儀
を
正
し
た
百
寮
が
、
霜
も
消
え
な
い
よ
う
な
早
朝
に
景
行
天
皇
の

行
宮
へ
「
御
木
の
さ
を
橋
」
を
踏
ん
で
出
仕
す
る
情
景
は
、
理
想
的
な
朝

廷
の
姿
そ
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う）

11
（

。
紀
24
は
、
天
下
統
治
の
中
枢
で
あ

る
大
和
か
ら
遠
く
離
れ
た
筑
紫
後
国
の
行
宮
に
お
い
て
も
、
天
皇
の
朝
廷

が
正
し
く
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
時
人
の
目
と
口
と
を
か
り
て
描
出
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
景
行
朝
廷
の
偉
容
は
、
そ
の
ま
ま
天
皇
讃
美

へ
と
結
び
つ
く）

11
（

。

　
『
常
陸
国
風
土
記
』行
方
郡
大
生
村
条
に
は
、次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　

22 

倭
武
の
天
皇
、
相
鹿
の
丘
前
の
宮
に
坐
す
。
こ
の
時
、
膳
の
炊
屋
舎

を
、
浦
の
浜
に
構
へ
立
て
、
艀を

ぶ
ねを

編
み
て
橋
と
作
し
、
御
在
所
に
通

は
す
。

　

天
皇
の
も
と
へ
と
通
い
、
奉
仕
す
る
た
め
の
通
路
と
し
て
の
「
橋
」
の

存
在
が
、
朝
廷
へ
報
告
す
る
に
値
す
る
古
伝
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
読
み

取
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
天
平
十
三
年
の
作
で
は
あ
る
が
、
境

部
宿
禰
老
麻
呂
の
「
三
香
の
原
の
新
都
を
讃
む
る
歌
」
で
も
天
皇
へ
の
奉

仕
と
関
わ
る
「
橋
」
が
、
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

　

23 
山
背
の　

久
邇
の
都
は　

春
さ
れ
ば　

花
咲
き
を
を
り　

秋
さ
れ
ば　

も
み
ち
葉
に
ほ
ひ　

帯
ば
せ
る　

泉
の
川
の　

上
つ
瀬
に　

打
橋
渡

し　

淀
瀬
に
は　

浮
き
橋
渡
し　

あ
り
通
ひ　

仕
へ
奉
ら
む　

万
代

ま
で
に 

（
⑰
三
九
〇
七
）
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23
の
橋
は
、
新
都
に
お
い
て
天
皇
の
宮
へ
と
通
う
た
め
に
架
け
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
橋
を
通
っ
て
お
仕
え
し
ま
し
ょ
う
と
詠
む
官
人

の
歌
は
、
22
と
と
も
に
、
天
皇
に
奉
仕
す
る
た
め
の
宮
路
た
る
「
橋
」
を

重
視
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

右
の
二
例
と
同
じ
く
、
当
該
歌
に
あ
っ
て
も
御
木
の
地
の
倒
木
は
高
田

行
宮
に
お
け
る
宮
路
と
し
て
機
能
し
、
天
皇
に
仕
え
る
官
人
の
奉
仕
を
支

え
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。

　

で
は
、
こ
の
「
さ
を
橋
」
は
い
か
な
る
橋
か
。
最
後
に
そ
の
点
を
考
え

て
お
き
た
い
。

　
「
佐
烏
麽
志
」
に
関
す
る
解
釈
の
提
示
は
『
釈
日
本
紀
』
の
「
竿
橋
也
。

言
、
一
橋
也
」
が
最
も
古
く
、
そ
の
後
、
契
沖
が
「
狭
小
橋
欤
。
大
木
ナ

レ
ト
モ
、
カ
ケ
ヌ
橋
ナ
レ
ハ
云
欤
」
と
竿
橋
説
に
加
え
て
「
狭
小
橋
」
説

を
示
し
た
。
橘
守
部
は
そ
れ
ら
の
先
行
説
に
対
し
て
「
佐
烏
麽
志
は
、
古

註
に
竿
橋
と
あ
れ
ど
、
古
意
な
ら
ず
。
佐
は
眞
に
通
ひ
、
小
は
小
筑
波
、

小
野
の
小
に
し
て
、〔
小
キ
意
に
／
は
非
ず
〕
稱
ヘ
辭
な
り
。」
と
述
べ
、

「
さ
」「
を
」
の
双
方
を
接
頭
語
と
解
し
、
現
代
諸
注
の
多
く
は
こ
の
守

部
説
を
採
用
し
て
い
る）

11
（

。

　

現
状
、「
竿
橋
」「
さ
小
橋
」「
さ
を
橋
」
と
い
う
三
通
り
の
解
釈
が
俎

上
に
の
ぼ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
「
竿
橋
」
説
は
、
上
代
文
献
に

お
い
て
「
竿
」
の
語
が
何
ら
か
の
事
物
を
修
飾
す
る
例
が
見
当
た
ら
ず
、

管
見
の
限
り
全
て
の
場
合
が
船
の
竿
を
指
し
て
い
た
た
め
、
蓋
然
性
が
高

い
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
、
接
頭
語
「
さ
＋
を
」
を
前
提

と
し
、「
小
橋
」
と
捉
え
る
説
と
そ
れ
を
否
定
す
る
説
と
の
妥
当
性
を
、

用
例
に
基
づ
き
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
接
頭
語
の
「
さ
＋
を
」
の
例
を
確
認
す
る
。

　

24 

彦
星
の　

川
瀬
を
渡
る　

さ
小を

舟ぶ
ね

（
左
小
舟
）
の　

え
行
き
て
泊
て

む　

川
津
し
思
ほ
ゆ 

（
⑩
二
〇
九
一
）

　

25 

隠
り
処
の　

泊
瀬
の
山
の　

大お
ほ

峰を

に
は　

幡
張
り
立
て　

さ
小を

峰を

（
佐
袁
々
）
に
は　

幡
張
り
立
て　

大お
ほ

小を

（
意
富
袁
）
よ
し　

仲
定

め
る　

思
ひ
妻
あ
は
れ　

槻
弓
の　

臥
る
臥
り
も　

梓
弓　

立
て
り

立
て
り
も　

後
も
取
り
見
る　

思
ひ
妻
あ
は
れ 

（
記
88
）

　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
編
』
に
よ
れ
ば
、
接
頭
語
「
を
」
は
「
小

さ
い
の
意
を
添
え
、
ま
た
小
さ
く
か
わ
い
い
も
の
と
し
て
親
し
み
を
こ
め

て
も
い
う
」
も
の
だ
と
い
う
。
24
は
、
船
棚
の
な
い
簡
素
な
小
さ
い
船
を

指
す
と
さ
れ
る
「
棚
な
し
小を

船ぶ
ね

」（
①
五
八
）
と
同
じ
よ
う
に
小
さ
な
舟

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
可
能
性
が
充
分
あ
る
し
、25
は「
大
峰（
意
富
袁
）」

と
の
対
と
し
て
「
さ
小
峰
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
「
大
小
よ
し
」
の

句
か
ら
明
白
で
あ
り
、「
小
さ
い
も
の
」
に
冠
さ
れ
た
接
頭
語
と
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
紀
24
に
あ
っ
て
は
橘
守
部
以
下
、
多
く
の
注
釈

書
類
に
お
い
て
、「
を
」
を
「
小
」
と
解
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
立
場
が
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取
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
所
以
は
、
新
編
全
集
本
の
頭
注
が
大
樹
の
伝
承
に

対
し
て
「
さ
小
橋
」
の
表
現
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
て
、
歌
と
大
樹

伝
説
と
が
本
来
別
の
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
と
同
根
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

　

し
か
し
こ
こ
で
顧
み
て
お
き
た
い
の
が
、「
時
人
」
歌
は
述
作
者
の
意

図
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
先
学
の
指
摘
で
あ
る
。
山
路
が
時
人

歌
か
ら
「
物
語
の
語
り
手
の
心
」
を
読
み
取
っ
て
「『
書
紀
』
に
お
け
る

物
語
づ
く
り
の
一
つ
の
手
法
」
で
あ
る
と
述
べ
、
土
橋
が
「
時
人
の
歌
を

成
立
さ
せ
る
の
は
そ
の
作
者
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
時
人
」

の
歌
は『
日
本
書
紀
』述
作
者
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
当
該
歌
が
大
樹
の
説
話
と
は
別
の
場
所
か
ら
採
用
さ
れ
て

説
話
に
組
み
込
ま
れ
た
と
し
て
も
、
歌
を
含
む
当
該
条
に
お
い
て
「
さ
小

橋
」
の
語
が
無
益
な
障
害
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
句
を
大
樹
説
話
と

よ
り
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
「
大
橋
」
の
語
に
変
更
し
、
大
樹
の
偉
大
さ
を

称
揚
す
る
歌
と
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
、と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
ち
得
る
。

実
際
に
、「
大
橋
」
な
る
表
現
は
『
万
葉
集
』
に
二
例
（
⑨
一
七
四
二
、

一
七
四
三
）
確
認
で
き
る
の
だ
か
ら
、
全
く
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
あ
る

ま
い
。

　

本
稿
で
は
、
散
文
部
と
の
整
合
性
の
た
め
に
「
さ
を
」
を
愛
称
や
美
称
、

親
称
と
処
理
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
、
本
来
的
な
「
小
」
の
意
味
を

踏
ま
え
て
「
御
木
の
さ
を
橋
」
の
語
を
解
釈
し
て
み
た
い
。
そ
の
理
由
は
、

先
に
散
文
部
の
「
百
寮
」
と
歌
の
「
ま
へ
つ
き
み
」
と
の
間
に
生
じ
た
落

差
に
意
味
を
見
出
し
た
の
と
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
る）

11
（

。

　

百
寮
の
渡
る
橋
が
小
さ
い
も
の
（
小
橋
）
で
あ
る
と
時
人
が
歌
っ
た
理

由
を
考
え
る
と
、
ひ
と
つ
に
は
小
さ
な
橋
と
し
て
「
御
木
の
さ
を
橋
」
が

設
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
、「
小
さ

な
橋
」
を
ま
へ
つ
き
み
の
如
き
百
寮
が
渡
る
、
と
い
う
歌
内
容
の
意
義
が

分
か
り
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
歌
に
先
行
す
る

散
文
部
の
表
現
「
百
寮
」
と
「
大
樹
」
と
に
着
目
し
て
、「
小
橋
」
の
解

釈
を
試
み
た
い
。

　

歌
に
先
立
っ
て
長
さ
九
百
七
十
丈
の
巨
大
な
倒
木
の
存
在
が
示
さ
れ
、

「
百
寮
、
其
の
樹
を
蹈
み
て
往
来
ふ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
以
上
、
当
該

条
の
享
受
者
が
素
直
に
想
像
す
る
橋
は
大
樹
の
イ
メ
ー
ジ
を
揺
曳
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
歌
わ
れ
る
の
が
「
小
橋
」
で
あ
れ
ば
、

そ
こ
に
は
散
文
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
の
乖
離
が
生
じ
る
。

　

こ
れ
を
解
消
し
得
る
の
が
、
倒
木
を
蹈
ん
で
行
宮
へ
往
来
し
た
と
い
う

「
百
寮
」
の
表
現
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
百
寮
」
は
朝
廷
に
仕
え

る
多
数
の
官
人
た
ち
を
指
す
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
享
受
者

が
想
像
す
る
の
は
、
一
人
や
二
人
で
は
な
い
、
大
勢
の
官
人
た
ち
の
姿
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
大
勢
の
官
人
」
が
倒
木
を
渡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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そ
の
倒
木
が
「
小
さ
な
橋
」
に
見
え
た
─
─
人
数
の
多
さ
ゆ
え
に
本
来
巨

大
な
は
ず
の
「
橋
」
が
小
さ
く
手
狭
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
光
景
を

歌
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

天
皇
に
よ
っ
て
「
神
木
な
り
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
樹
の
橋
が
「
小

橋
」
に
映
る
よ
う
な
百
寮
の
往
来
は
、
す
な
わ
ち
、
天
皇
の
朝
廷
の
威
容

を
物
語
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

在
地
民
で
あ
る
「
時
人
」
の
主
観
を
装
っ
た
紀
24
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

た
高
田
行
宮
に
お
け
る
官
人
出
仕
の
様
相
は
、「
ま
へ
つ
き
み
」
の
如
く

に
立
派
な
百
寮
が
、
ま
だ
冷
え
る
早
朝
に
、
大
樹
の
橋
を
「
小
橋
」
と
な

す
ほ
ど
大
挙
し
て
出
仕
す
る
、
ま
さ
に
理
想
的
な
朝
参
で
あ
っ
た
と
解
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
臣
下
の
朝
参
を
支
え
た
の
が
当
地
の
象
徴
た
る
九
百
七
十
丈
の
神

木
で
あ
っ
た
意
義
は
大
き
い
。
御
木
の
国
号
起
源
に
な
る
よ
う
な
想
像
を

絶
す
る
大
樹
さ
え
、天
皇
に
奉
仕
す
る
人
々
を
支
え
る
場
に
あ
っ
て
は「
小

橋
」
と
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
紀
24
は
大
樹
を
「
小
橋
」

と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
巨
大
な
神
木
を
「
小
橋
」
と
な
さ
し
め
た

景
行
天
皇
を
讃
美
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
条
に
お
け
る
紀
24
の
記
載
意
義
に
つ

い
て
述
べ
て
き
た
。『
日
本
書
紀
』
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
紀
24
は
「
百
寮
」

の
出
仕
す
る
姿
を
見
た
時
人
（
同
時
代
の
第
三
者
で
あ
り
、
在
地
民
）
に

よ
り
歌
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
時
人
」
が
、
散
文
部
で
「
百
寮
」

と
示
さ
れ
た
存
在
を
「
ま
へ
つ
き
み
」
と
歌
う
こ
と
は
、
神
木
を
「
瀰み

け概

（
御
木
）」
と
発
声
す
る
よ
う
な
辺
境
民
の
目
を
通
し
た
と
き
に
、
景
行

天
皇
に
仕
え
る
「
百
寮
」
が
「
ま
へ
つ
き
み
（
群
臣
）」
の
如
く
見
え
た

こ
と
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
朝
霜
の
」
の
句
は
「
ケ
」
を

導
く
枕
詞
で
あ
る
と
同
時
に
、
臣
下
が
朝
廷
に
出
仕
す
べ
き
早
朝
を
想
起

さ
せ
る
表
現
で
あ
り
、霜
の
解
け
き
ら
な
い
よ
う
な
早
朝
の
寒
さ
の
中
で
、

巨
木
の
橋
が
「
小
橋
」
に
映
る
ほ
ど
大
勢
の
臣
下
が
、
怠
り
な
く
出
仕
す

る
理
想
的
な
朝
廷
の
さ
ま
を
想
像
さ
せ
る
。

　

当
地
の
象
徴
た
る
神
木
さ
え
小
橋
と
し
て
し
ま
う
ほ
ど
大
規
模
な
朝
参

を
詠
出
し
、
景
行
天
皇
の
朝
廷
を
讃
嘆
す
る
「
時
人
」
歌
が
こ
こ
に
収
載

さ
れ
る
こ
と
の
意
義
は
、
王
権
の
中
枢
で
あ
る
大
和
か
ら
遠
く
離
れ
た
地

に
理
想
的
な
朝
廷
の
姿
を
現
出
せ
し
め
た
偉
大
な
天
皇
と
し
て
、
景
行
天

皇
を
歴
史
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
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註（
１
） 『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
一
〜
三
（
小

島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守 

校
注
訳
、
小
学
館
、

一
九
九
四
年
〜
一
九
九
八
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
紀
24
の
表
記
「
さ
小
橋
」「
群
臣
」

に
つ
い
て
は
論
の
展
開
と
関
わ
る
た
め
、
引
用
に
際
し
て
表
記
を
改
め
て
い
る
。

用
例
11
の
「
さ
み
な
し
に
」
も
「
さ
身
無
し
に
」
か
ら
改
め
た
（
拙
論
「
出
雲
の

掌
握
と
刀
剣
讃
美
─
「
さ
み
な
し
」
歌
の
解
釈
か
ら
─
」『
倭
建
命
物
語
論　

古

事
記
の
抒
情
表
現
』
花
島
社
、
二
〇
一
九
年
二
月
。
初
出
二
〇
一
六
年
八
月
）。

（
２
） 「
風
土
記
」
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』（
植
垣
節
也 

校

注
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
十
月
）
に
よ
る
。

（
３
） 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
（
坂
本
太
郎
・
井
上
光
貞
・
家
永
三
郎
・

大
野
晋 

校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
三
月
）。

（
４
） 

青
木
周
平
「
巨
木
伝
承
の
展
開
と
定
着
」（『
青
木
周
平
著
作
集　

中
巻　

古
代
の

歌
と
散
文
の
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
。
初
出
一
九
七
八
年
十
一

月
）。

（
５
） 

山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
三
年
九
月
）。

（
６
） 

西
宮
一
民
「
日
本
書
紀
の
「
時
人
の
歌
」
の
新
釈
」（『
皇
学
館
大
学
紀
要
』

三
五
、一
九
九
六
年
十
二
月
）。
な
お
、
今
井
昌
子
は
西
宮
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
紀

24
が
短
歌
の
原
初
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
当
該
歌
は
土
地
の
人

に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
（『
日
本
書
紀
』
編
者
の
作
で
は
な
い
）
大
宮
人
非
難
の
歌

と
解
し
て
い
る
（
今
井
昌
子
「「
時
人
の
歌
」
考
」（
甲
南
大
学
『
古
代
文
学
研
究
』

五
、一
九
九
九
年
五
月
）。

（
７
） 

松
田
信
彦「
景
行
天
皇
紀
、時
人
の
歌（
紀
24
番
歌
謡
）に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『『
日

本
書
紀
』
編
纂
の
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
七
年
六
月
。
初
出
二
〇
〇
七
年
三

月
）。

（
８
） 

松
田
信
彦
「
解
説
」（
大
久
間
喜
一
郎･

居
駒
永
幸
編
『
日
本
書
紀
［
歌
］
全
注
釈
』

笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）。

（
９
） 

黛
弘
道
「
冠
位
十
二
階
考
」（『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
二
年
十
二
月
。
初
出
一
九
五
九
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、
従
来
「
マ
ヒ
ト
キ

ミ
」
と
訓
ま
れ
て
き
た
当
該
の
漢
字
列
中
、「
兜
」
の
音
は
ト
の
乙
類
音
（
真
人

の
「
ト
」）
に
あ
た
る
と
は
考
え
難
く
、「
ト
」
の
甲
類
か
そ
れ
に
近
い
「
ツ
」
に

用
い
た
可
能
性
の
方
が
高
い
と
い
う
。
な
お
、
太
宰
府
天
満
宮
蔵
『
翰
苑
』
の
本

文
は
、
竹
内
理
三
『
翰
苑
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
五
月
）
に
よ
り
影
印

を
確
認
し
た
。

（
10
） 『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
』
一
〜
四
（
小
島

憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之 

校
注
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
〜
一
九
九
六
年
）

に
よ
る
。

（
11
） 

新
編
全
集
本
（
註
10
）
頭
注
に
よ
れ
ば
、「
オ
ホ
マ
ヘ
ツ
キ
ミ
は
太
政
官
の
太
政

大
臣
・
左
大
臣
・
右
大
臣
の
総
称
」
で
あ
り
（
一
巻
・
65
頁
）、「
原
則
と
し
て
卿

は
三
位
以
上
の
高
官
を
意
味
し
、
文
室
智
努
ら
を
さ
し
、
大
夫
は
作
者
を
含
め
た

四
・
五
位
の
同
年
輩
の
官
人
を
さ
す
」
と
い
う
（
四
巻
・
358
頁
）。

（
12
） 

佐
佐
木
隆
『
日
本
書
紀
歌
謡　

簡
注
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
）。

（
13
） 

註
７
に
同
じ
。

（
14
） 『
古
事
記
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』（
山
口
佳
紀
・
神

野
志
隆
光 

校
注
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
六
月
）
に
よ
る
。

（
15
） 『
日
本
書
紀
』
の
散
文
部
に
は
し
ば
し
ば
「
宮
人
」
の
語
が
み
え
、
そ
れ
ら
が
宮

廷
に
仕
え
る
女
性
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
紀
24
で
橋
を
渡
っ
て
奉
仕
す
る
百

寮
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
読
み
の
可
能
性
を
忌
避
し
て
「
ま
へ
つ
き
み
」
の
語
を

選
択
し
た
と
も
考
え
得
る
。
た
だ
し
、
宮
人
と
里
人
と
を
対
比
さ
せ
る
紀
73
で
は

「
宮
人
」
の
語
に
女
性
性
を
担
わ
せ
て
い
る
と
考
え
難
く
、
男
性
の
装
身
具
と
思

し
い
「
足
結
」
と
と
も
に
歌
わ
れ
て
い
る
点
も
注
意
さ
れ
よ
う
。
こ
の
例
に
よ
れ

ば
、
宮
人
の
女
性
的
イ
メ
ー
ジ
を
忌
避
し
て
紀
24
が
「
ま
へ
つ
き
み
」
を
選
択
し

た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
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（
16
） 『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
百
寮
」
の
単
独
例
は
、
三
例
確
認
で
き
る
。「
天
皇
、

疾
弥
甚
し
。百
寮
と
辞
訣
し
、握
手
し
て
歔
欷
し
た
ま
ひ
、大
殿
に
崩
り
ま
し
ぬ
。」

（
雄
略
紀
二
十
三
年
八
月
）、「
天
皇
、
射
殿
に
御
し
、
詔
し
て
百
寮
と
海
表
の
使

者
に
射
し
め
た
ま
ふ
。」（
清
寧
紀
四
年
九
月
）、「
詔
し
て
曰
は
く
、『
朕
が
聞
け

ら
く
、
士
年
に
当
り
て
耕
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ば
、
天
下
其
の
飢
を
受
く
る
こ
と
或

り
。
女
年
に
当
り
て
績
ま
ざ
る
こ
と
有
ら
ば
、
天
下
其
の
寒
を
受
く
る
こ
と
或
り

と
き
け
り
。
故
、
帝
王
躬
ら
耕
り
て
農
業
を
勧
め
、
后
妃
親
ら
蚕
し
て
桑
序
を
勉

め
た
ま
ふ
。
況
む
や
厥
の
百
寮
よ
り
万
族
に
曁
る
ま
で
に
、
農
績
を
廃
棄
し
て
、

殷
富
に
至
ら
む
や
。
有
司
、
普
く
天
下
に
告
り
て
、
朕
が
懐
は
む
こ
と
を
識
ら
し

め
よ
』
と
の
た
ま
ふ
。」（
継
体
紀
元
年
三
月
）。
い
ず
れ
の
例
に
お
い
て
も
、「
ま

へ
つ
き
み
」
と
称
さ
れ
る
階
級
の
者
が
含
ま
れ
う
る
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な

い
。
他
の
「
百
寮
」
は
「
ま
へ
つ
き
み
」
と
と
も
に
並
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場

合
、
混
同
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
難
い
。

（
17
） 

武
田
祐
吉
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』（
明
治
書
院
、
一
九
五
六
年
五
月
）。

（
18
） 

土
橋
寛
「
童
謡
と
時
人
の
歌
」（『
古
代
歌
謡
の
世
界
』
塙
書
房
、
一
九
六
八
年
七

月
）。

（
19
） 

土
橋
が
掲
げ
て
い
た
用
例
中
、
紀
84
は
「
当
世
詞
人
」、
紀
101
は
「
或
有
」
の
歌

で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
「
時
人
」
歌
の
用
例
か
ら
除
外
し
た
。

（
20
） 

時
人
が
必
ず
し
も
現
地
の
人
間
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、

当
該
条
に
あ
っ
て
は
歌
を
契
機
と
し
て
そ
の
場
で
景
行
天
皇
の
問
い
が
導
き
出
さ

れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
景
行
天
皇
に
歌
を
届
け
る
こ
と
が
で
き

た
人
間
で
あ
ろ
う
し
、
歌
い
手
を
景
行
天
皇
に
随
行
し
て
き
た
者
た
ち
と
考
え
る

の
は
不
自
然
と
い
え
よ
う
。
紀
24
の
表
記
「
瀰み

け概
（
御
木
）」
を
踏
ま
え
れ
ば
、

当
該
歌
が
当
地
の
民
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
る
蓋
然
性
は
高
い
。『
日
本
書
紀［
歌
］

全
注
釈
』
は
、
紀
24
が
歌
わ
れ
た
時
点
で
は
「
御
木
」
が
地
名
で
は
な
い
た
め
「
ミ

ケ
を
地
名
と
と
る
の
で
は
な
く
、
後
文
に
見
え
る
よ
う
に
神
木
の
意
と
す
べ
き
」

と
い
う
。「
木
」
を
「
け
」
と
発
音
す
る
こ
と
は
景
行
紀
十
二
年
九
月
条
に
「
是

御
木　

木
、
此
に
は
開け

と
云
ふ
。」
と
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
万
葉
集
』
防
人

歌
の
「
真
木
柱
（
麻
気
婆
之
良
）」（
⑳
四
三
四
二
）「
松
の
木
の
（
麻
都
能
気
乃
）」

（
⑳
四
三
七
五
）
な
ど
の
例
か
ら
、
地
方
の
発
音
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
本
稿
で
は
、
紀
24
の
「
瀰み

け概
」
は
歌
い
手
（
時
人
）

が
現
地
民
で
あ
る
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け
る
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
こ

の
こ
と
は
、
景
行
紀
十
八
年
八
月
条
に
み
え
る
的
邑
の
地
名
起
源
譚
「
時
人
、
其

の
盞
を
忘
れ
し
処
を
号
け
て
浮う

き

羽は

と
曰
ふ
。今
し
的い

く
はと

謂
ふ
は
訛
れ
る
な
り
。昔
、

筑
紫
の
俗

く
に
ひ
と、

盞
を
号
け
て
浮う

き

羽は

と
曰
ひ
し
な
り
」
の
よ
う
に
、
時
人
と
称
さ
れ
る

者
が
、
実
質
的
に
在
地
民
で
あ
っ
た
実
例
に
よ
っ
て
も
補
強
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
21
） 

卜
部
兼
方
『
釈
日
本
紀
』
巻
廿
四
（
神
道
大
系
古
典
註
釈
編
五
『
釈
日
本
紀
』
小

野
田
光
雄 

校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
六
年
十
二
月
）。
な
お
、
武
田
全

講
（
註
17
）
は
「
阿
佐
志
毛
能
」
を
ア
サ
ジ
モ
ノ
と
訓
み
「
シ
モ
は
、
古
く
か
ら

霜
の
義
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ミ
ケ
と
の
つ
づ
き
あ
い
も
お
か
し
い
し
、
秋
七
月
の

歌
に
霜
も
変
で
あ
る
。
ジ
は
助
詞
、
モ
ノ
は
体
言
の
助
詞
で
、
朝
の
も
の
で
あ
る

意
に
、
枕
詞
と
し
て
、
ミ
ケ
（
御
食
）
に
冠
す
る
の
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
が
、『
日

本
書
紀
』
で
は
「
志
」
が
清
音
で
あ
る
と
い
う
指
摘
（
山
路
評
釈
）
を
踏
ま
え
れ

ば
、
即
座
に
は
頷
け
な
い
。
ま
た
、
註
24
の
よ
う
に
景
と
し
て
の
性
質
を
重
視
す

る
立
場
も
あ
る
。

（
22
） 

宮
衛
令
に
よ
れ
ば
、
第
一
開
門
の
鼓
を
合
図
に
大
門
以
外
の
諸
門
を
開
く
こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。
古
記
に
よ
れ
ば
第
一
開
門
の
鼓
は
寅
一
点
に
、
第
二
開
門
は

卯
四
点
に
鼓
を
打
つ
と
い
い
、
こ
の
時
間
帯
が
官
人
出
仕
の
時
間
と
な
る
（
日
本

思
想
大
系
『
律
令
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
十
二
月
）。

（
23
） 

巻
五
・
八
八
五
番
歌
を
「
朝
露
」
と
す
る
注
釈
書
類
も
あ
る
が
、
非
仙
覚
本
系
写

本
が
「
朝
霧
」
と
す
る
の
に
よ
り
、
本
稿
で
は
用
例
に
は
加
え
な
か
っ
た
。

（
24
） 

契
沖
は
「
霜
ハ
木
ニ
置
テ
、
ソ
レ
ト
見
ユ
ル
物
ナ
レ
ハ
、
如
此
ツ
ヽ
ク
ル
カ
」
と

述
べ
（『
厚
顔
抄
』
上
（『
契
沖
全
集
』
七
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
八
月
））、

山
路
平
四
郎
（
註
５
）
が
そ
れ
を
継
承
し
「
天
皇
の
御
威
勢
を
思
わ
せ
る
廷
臣
の
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朝
参
に
関
す
る
属
目
風
景
」
と
解
し
て
い
る
。

（
25
） 

青
木
周
平
は
景
行
天
皇
の
西
征
に
は
「
巡
狩
」
の
性
格
が
あ
る
と
述
べ
、
西
征
の

帰
路
に
配
さ
れ
る
当
該
条
に
は
「
天
皇
の
支
配
の
再
確
認
」
と
い
う
意
味
が
あ
っ

た
と
指
摘
す
る
（
註
４
、
79
頁
）。
当
地
の
民
（
時
人
）
に
よ
っ
て
景
行
天
皇
の

朝
廷
が
讃
嘆
さ
れ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
御
木
国
の
民
が
天
皇
に
心
服
し
た
こ
と

を
表
し
、
天
皇
に
よ
る
支
配
の
実
現
を
確
認
す
る
表
現
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

（
26
） 「
御
木
」
が
当
地
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
が
天
皇
に
仕
え
る
百
寮
の
通

い
路
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
御
木
の
国
の
象
徴
た
る
大
樹
が

間
接
的
に
天
皇
へ
奉
仕
す
る
さ
ま
を
描
出
し
た
も
の
が
、紀
24
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
の
よ
う
な
発
想
を
共
有
す
る
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
仁
徳
記
に
み
え
る
、
そ

の
影
が
「
旦
日
に
当
れ
ば
、
淡
道
島
に
逮
り
、
夕
日
に
当
れ
ば
、
高
安
山
を
越
え
」

る
大
樹
が
船
と
な
り
天
皇
に
大
御
水
を
奉
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
枯
野
の

船
の
伝
承
や
、「
や
ま
つ
み
の　

奉
る
御
調
と
…
…
川
の
神
も　

大
御
食
に　

仕

へ
奉
る
と
」（
①
三
八
）
と
天
皇
に
対
す
る
山
川
の
神
の
奉
仕
を
歌
う
柿
本
人
麻

呂
の
吉
野
讃
歌
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
だ
ろ
う
。

（
27
） 

橘
守
部
『
稜
威
言
別
』（『
新
訂
増
補
橘
守
部
全
集
』
三
、
東
京
美
術
、
一
九
六
七

年
九
月
）。

（
28
） 「
大
樹
」
と
「
小
橋
」
の
矛
盾
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
［
歌
］
全
注
釈
』
の
よ
う

に
「
読
み
手
に
対
す
る
述
作
者
の
状
況
説
明
で
、
倒
木
の
元
の
木
の
長
さ
を
説
明

す
る
わ
け
だ
が
、
実
際
に
橋
と
な
っ
て
い
る
（
中
略
）
部
分
が
九
百
七
十
丈
あ
る

わ
け
で
は
な
い
」（
92
頁
）
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
小
橋
」
の
語
の

意
味
を
解
釈
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、「
実
際
の
橋
を
（
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
大
き
さ
で
あ
る
に
し
ろ
）
小
橋
と
表
現
し
た
こ
と
」
の
意
義
を

問
う
も
の
で
あ
る
。


