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か
の
住
吉
の

波
豆
麻
の
君
さ
ま
の

馬
乗
衣

─

そ
い
つ
は
ね　

や
っ
て
来
た
ば
か
り
の
さ
ぁ

言
葉
も
通
じ
な
い　

漢
女
た
ち
を
だ
よ

囲
い
込
ん
で
さ
ぁ
…
…

縫
わ
せ
た
衣
な
ん
だ
よ　

ど
う
り
で
す
ご
い
し
ろ
も
の
さ
ぁ

 

（『
万
葉
集
』
巻
七
の
一
二
七
三
の
釈
義
）

住
吉
の
波
豆
麻
の
君
が
馬
乗
衣（『
万
葉
集
』巻
七
の
一
二
七
三
）

上
野
　
誠

は
じ
め
に

　
『
万
葉
集
』
巻
七
の
旋
頭
歌
の
一
つ
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

原
文
を
示
す
と
、

住
吉　

波
豆
麻
公
之　

馬
乗
衣　

雑
豆
臈　

漢
女
乎
座
而　

縫
衣
叙

と
な
り
、
書
き
下
し
文
を
示
す
と
、

住
吉
の　

波は

豆づ

麻ま

の
君
が　

馬
乗
衣　

さ
ひ
づ
ら
ふ　

漢あ
や
め女

を
据
ゑ

て　

縫
へ
る
衣
ぞ 

（
巻
七
の
一
二
七
三
）

と
な
る
。
立
論
を
前
に
、
仮
に
逐
語
訳
を
示
す
と
、「
住
吉
の　

波
豆
麻
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の
君
の　

乗
馬
服　
（
さ
ひ
づ
ら
ふ
）
漢
女
を
呼
ん
で
来
て　

縫
わ
せ
た

服
だ

─
」
と
な
ろ
う
か
。

　

近
世
ま
で
は
、
訓
に
揺
れ
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
日
、
諸
注
の
「
本

文
」「
訓
読
」「
解
釈
」
に
つ
い
て
、
大
き
な
揺
れ
は
な
い
。
本
論
文
も
、

こ
の
解
釈
を
大
き
く
変
更
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一
首
の
言
い
回
し

の
背
後
に
あ
る
諸
条
件
を
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
歌
の
表
現
の

リ
ア
リ
テ
ィ
を
追
究
し
て
み
た
い
、
と
思
う
。
そ
の
糸
口
と
し
て
、「
馬

乗
衣
」「
漢
女
」「
波
豆
麻
の
君
」
な
ど
の
言
葉
に
着
目
し
て
考
察
を
進
め

て
み
た
い
、
と
思
う
。

一
、「
馬
乗
衣
」
と
は
何
か

　

ま
ず
、「
馬
乗
衣
」
の
考
察
か
ら
は
じ
め
た
い
と
思
う
。「
馬
乗
衣
」
と

は
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
馬
に
乗
る
た
め
の
衣
で
あ
る
。
絶
対
条
件
と

し
て
は
、
操
作
性
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
ツ
ツ
袖
、
ズ
ボ
ン
型
と
な
る
。

モ
ン
ゴ
ル
の
伝
統
的
乗
馬
服
の
よ
う
な
も
の
を
想
起
し
て
お
け
ば
、
大
過

は
な
い
。
た
だ
し
、
用
途
に
よ
っ
て
そ
の
仕
様
は
変
わ
る
は
ず
で
あ
る
。

狩
と
い
っ
て
も
宮
廷
の
行
事
で
あ
る
な
ら
ば
、威
儀
性
が
求
め
ら
れ
る
し
、

騎
兵
な
ら
ば
、
軍
装
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
同
じ
軍
装
で
も
、

行
進
を
見
せ
る
場
合
は
、威
儀
性
の
あ
る
衣
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。ま
た
、

乗
馬
者
の
階
級
を
反
映
さ
せ
る
必
要
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
加
え
て
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
が
重
要
視
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。

　

今
日
、
わ
れ
わ
れ
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
「
馬
乗
衣
」
の
絵
画
資
料
と

し
て
は
、高
句
麗
古
墳
壁
画
の
鎧
馬
図
が
あ
る〔
東　

二
〇
一
一
年
ａ
〕〔
東　

二
〇
一
二
年
ｂ
〕〔
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
社
会
科
学
院　

朝
鮮
画

報
社
編　

一
九
八
六
年
〕〔
門
田　

二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
六
年
〕。

こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
軍
装
で
あ
る
。
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
鎧
馬
図
は
、
基

本
的
に
は
、
王
の
軍
隊
の
勇
猛
さ
を
讃
え
る
も
の
で
あ
る
。
秩
序
が
保
た

れ
て
、
威
儀
を
正
し
た
姿
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
唐
時
代
の
武

人
の
「
馬
乗
衣
」
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
西
安
の
章
懐
太
子
墓
の
壁
画
が

あ
る
〔
田
中
陽
子　

二
〇
〇
九
年
〕。
こ
ち
ら
は
、
貴
人
の
狩
の
様
子
で
、

生
前
に
お
い
て
被
葬
者
が
主
催
し
た
狩
の
盛
儀
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
も
、
目
的
に
応
じ
て
理
想
化
さ
れ
た
乗
馬
図
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

正
倉
院
宝
物
に
お
い
て
は
、
著
名
な
「
南
倉
銀
壺
」
や
「
紫し

檀た
ん

木も
く

画が
の

槽そ
う
の

琵び

琶わ

捍か
ん

撥ば
ち

画え

」
の
乗
馬
図
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
〔
奈
良
国
立
博
物
館

編　

二
〇
〇
九
年
〕〔
奈
良
国
立
博
物
館
編　

二
〇
一
〇
年
〕〔
吉
澤　

二
〇
一
七
年
〕。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
「
馬
乗
衣
」
が
、
奈
良
時
代
の
日

本
に
お
け
る
実
際
の
「
馬
乗
衣
」
を
反
映
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ

う
で
は
な
い
。
た
と
え
、
宝
物
の
製
作
地
が
日
本
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
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中
国
に
粉
本
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
が
重
要
な
資
料

で
あ
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
で
は
、
以
上
の
絵
画
資
料
か
ら
学
べ
る
点

は
、
ど
の
よ
う
な
点
な
の
だ
ろ
う
か
。「
馬
乗
衣
」
に
求
め
ら
れ
て
い
た

の
は
、
操
作
性
や
強
度
の
よ
う
な
実
用
性
だ
け
で
な
く
、
高
い
威
儀
性
や

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
を
も
求
め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、「
馬
乗
衣
」
は
、
原
則
と
し
て
、
見
ら
れ
る
た
め
の
衣
服

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
、

と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。

二
、「
漢
女
を
据
ゑ
て
」
と
い
う
表
現

　

次
に
、「
漢
女
を
据
ゑ
て
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
見
て
ゆ
き
た
い
。

「
す
う
」
の
用
例
を
見
る
と
、「
人
を
す
う
」
と
い
う
表
現
が
、
い
か
に

異
例
な
表
現
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
ず
、〈
瓮
や
瓮
に
入
っ
た
酒
を
祭
祀
の
場
に
置
く
例
〉を
見
て
み
よ
う
。

…
…
我
が
や
ど
に　

み
も
ろ
を
立
て
て　

枕
辺
に　

斎い
は

瓮ひ
へ

を
据
ゑ
…
…

 

（
巻
三
の
四
二
〇
）

泣
沢
の　

神も

社り

に
神み

酒わ

据
ゑ　

祈
れ
ど
も　

我
が
大
君
は　

高
日
知

ら
し
ぬ 

（
巻
二
の
二
〇
二
）

…
…
奥
山
の　

さ
か
き
の
枝
に　

し
ら
か
付
け　

木
綿
取
り
付
け
て　

斎
瓮
を　

斎
ひ
掘
り
据
ゑ
…
… 

（
巻
三
の
三
七
九
）

　

こ
れ
ら
は
、
多
く
は
旅
先
の
背
の
無
事
を
祈
る
家
人
の
祭
祀
の
様
子
を

歌
っ
た
歌
で
あ
る（

1
（

。
祭
り
ご
と
の
た
め
に
、
瓮
や
神
酒
を
臨
時
に
特
定
の

場
所
に
置
い
た
と
い
う
状
況
を
、「
す
う
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
表
現

し
て
い
る
諸
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、〈
山
守
、
山
部
、
卜
部
、
跡
見
の
例
〉
を
見
て
み
よ
う
。

大
君
の　

境
ひ
た
ま
ふ
と　

山
守
据
ゑ　

守も

る
と
い
ふ
山
に　

入
ら

ず
は
止
ま
じ 

（
巻
六
の
九
五
〇
）

筑
波
嶺
の　

を
て
も
こ
の
も
に　

守
部
据
ゑ　

母
い
守も

れ
ど
も　

魂た
ま

そ
合
ひ
に
け
る 

（
巻
十
四
の
三
三
九
三
）

…
…
ち
は
や
ぶ
る　

神
に
も
な
負
ほ
せ　

卜
部
据
ゑ　

亀
も
な
焼
き

そ
…
… 

（
巻
十
六
の
三
八
一
一
）

や
す
み
し
し　

わ
ご
大
君
は　

み
吉
野
の　

秋
津
の
小
野
の　

野
の

上
に
は　

跡と

見み

据
ゑ
置
き
て
…
… 

（
巻
六
の
九
二
六
）

　

こ
れ
ら
の
用
例
で
、「
す
う
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
貴
人
の

命
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
に
駐
在
な
い
し
居
住
し
て
い
る
民
と
み
て
よ
い（

2
（

。

す
な
わ
ち
、
山
の
管
理
人
、
山
を
管
理
す
る
部
民
、
卜
を
司
る
部
民
、
猟

獣
の
足
跡
を
見
る
眼
力
の
あ
る
猟
師
な
ど
で
あ
る
。

　

三
番
目
に
、〈
鷹
の
例
〉
を
見
て
み
よ
う
。

…
…
枕
づ
く　

つ
ま
屋
の
内
に　

と
ぐ
ら
結
ひ　

据
ゑ
て
そ
我あ

が
飼

ふ　

真ま

白し
ら

斑ふ

の
鷹 

（
巻
十
九
の
四
一
五
四
）
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鷹
は
、鷹
匠
に
よ
っ
て
餌
付
け
さ
れ
、訓
練
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

狩
を
す
る
よ
う
に
な
る（

3
（

。
し
た
が
っ
て
、
本
来
、
自
由
に
な
ら
な
い
も
の

を
そ
の
場
に
留
め
置
く
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

四
番
目
に
、〈
船
の
例
〉
を
見
て
み
よ
う
。

…
…
布ふ

勢せ

の
海
に　

舟
浮
け
据
ゑ
て　

沖
辺
漕
ぎ　

辺
に
漕
ぎ
見
れ

ば
…
… 

（
巻
十
七
の
三
九
九
一
）

　

船
は
移
動
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
景
と
し
て
見
た
場
合
に
「
す

う
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う（

4
（

。

　

五
番
目
に
、〈
種
の
例
〉
を
見
て
み
よ
う
。

世
の
中
の　

常
の
理　

か
く
さ
ま
に　

な
り
来
に
け
ら
し　

す
ゑ
し

種
か
ら 
（
巻
十
五
の
三
七
六
一
）

種
も
採
取
し
て
、い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
蒔
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
特
定
の
場
所
に
蒔
か
れ
た
状
態
を
「
す
う
」
と
い
う
動
詞
で
表

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、〈
娘
子
児
の
例
〉
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

人
の
親
の　

娘を
と
め子

児こ

据
ゑ
て　

守も
る

山や
ま

辺へ

か
ら　

朝
な
朝さ

な　

通
ひ
し

君
が　

来
ね
ば
悲
し
も 

（
巻
十
一
の
二
三
六
〇
）

こ
れ
は
、「
モ
ル
」
の
序
と
し
た
例
で
あ
る
。
親
が
娘
に
悪
い
虫
が
つ
か

ぬ
よ
う
に
、
し
っ
か
り
と
管
理
し
、
隠
す
こ
と
を
「
す
う
」
で
表
現
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
家
に
留
め
置
い
て
、
監
視
す
る
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、「
す
う
」
の
例
を
便
宜
上
六
種
に
分
け
た
が
、
縷
々
述
べ
た

諸
例
を
踏
ま
え
て
、「
す
う
」と
い
う
語
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

「
す
う
」
に
つ
い
て
は
、
左
の
語
義
解
説
が
本
論
文
に
と
っ
て
は
き
わ
め

て
有
益
で
あ
る
。

　

し
っ
か
り
と
動
か
な
い
よ
う
に
置
く
こ
と
を
表
わ
す
語
で
あ
る
。

「
居ゐ

る
」
は
、
じ
っ
と
動
か
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
自
動
詞
で
あ
る

が
、
そ
の
他
動
詞
形
に
相
当
す
る
と
考
え
て
お
け
ば
、
お
お
む
ね
妥

当
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
〈
中
略
〉

　

も
っ
と
も
、「
居
る
」
の
方
は
、
動
く
は
ず
の
も
の
、
あ
る
い
は

一
か
所
に
静
止
し
に
く
い
も
の
が
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
す

る
か
ら
、
主
格
に
立
つ
の
は
人
間
や
動
物
が
多
く
、
ま
た
無
生
物
で

も
雲
・
霞
や
舟
な
ど
、
か
な
り
範
囲
が
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
「
据
う
」
は
、
物
体
を
対
象
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
。

た
と
え
ば
、「
草
枕
旅
行
く
君
を
幸
く
あ
れ
と
斎い
は

瓮ひ
へ

据
ゑ
つ
我
が
床

の
辺
に
」（
万
葉
・
一
七
・
大
伴
坂
上
郎
女
・
三
九
二
七
）
で
は
対

象
は
斎
瓮
（
神
事
に
用
い
る
土
器
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
〈
中
略
〉

　

し
か
し
、「
据
う
」
の
自
動
詞
形
で
あ
る
「
す
わ
る
（
据
・
坐
）」

が
中
世
ま
で
あ
ら
わ
れ
な
い
の
は
、「
居
る
」
が
そ
の
役
割
を
果
た
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し
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
れ
ば
説
明
し
や
す
い
。

 
（
山
口
佳
紀
担
当
「
す
う
」、
秋
山
虔
編
『
王
朝
語
辞
典
』

 

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）

　

つ
ま
り
、「
す
う
」
は
、
本
来
動
い
た
り
、
容
易
に
動
か
せ
る
性
質
の

も
の
を
、
な
ん
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
一
時
的
な
い
し
恒
常
的
に
固
定
化

す
る
行
為
を
い
う
言
葉
な
の
で
あ
る
。万
葉
歌
の
用
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、

祭
祀
用
の
瓮
、
さ
ら
に
は
鷹
、
船
、
種
な
ど
も
、
そ
の
一
つ
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
部
民
、
守
人
、
母
が
監
視
す
る
娘
に
つ
い

て
の
例
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
文
当
該
歌
の
「
す
う
」
は
、

部
民
や
守
人
を
支
配
下
に
置
く
こ
と
を
前
提
と
し
た
表
現
と
同
種
の
も
の

と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
漢
女
を
据
ゑ
て
」
と
は
、
氏

や
個
人
、
家
が
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
、
特
定
の
漢
女
の
集
団
を
自
分
専
用

に
囲
い
込
ん
で
い
る
状
態
と
い
う
表
現
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
平
安
時
代
の
婚
姻
に
関
わ
る
研
究
に
は
、「
す
う
」
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
。

　

平
安
時
代
の
文
学
作
品
に
お
け
る
「
据
ゑ
」
の
語
の
主
な
対
象
と

な
っ
た
人
物
を
眺
め
見
る
と
、
夫
が
通
う
の
が
不
可
能
な
、
特
殊
事

情
が
あ
る
女
性
が
殆
ど
で
あ
る
。
京
外
に
住
ん
で
い
る
女
を
都
へ
引

き
取
る
場
合
（『
大
和
物
語
』
筑
紫
の
女
、『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
女
、

『
源
氏
物
語
』
明
石
の
君
・
中
の
君
な
ど
）
や
、
男
と
の
身
分
差
に

よ
り
公
然
と
通
う
の
が
憚
ら
れ
る
場
合
（『
和
泉
式
部
日
記
』
和
泉

式
部
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
大
弐
女
な
ど
）、
男
に
よ
り
盗
み
出
さ

れ
た
場
合
（『
大
和
物
語
』
大
納
言
女
、『
う
つ
ほ
物
語
』
偽
あ
て
宮
、

『
浜
松
中
納
言
物
語
』吉
野
姫
君
な
ど
）等
、「
据
ゑ
」の
対
象
と
な
っ

た
女
性
は
、
実
際
に
男
性
が
住
居
の
世
話
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
境
遇

に
あ
る
の
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
通
い
を
省
略
し
て
自
邸
に
移
さ

れ
る
こ
と
が
軽
い
扱
い
と
言
え
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

 

〔
青
島　

二
〇
一
一
年
〕

　

つ
ま
り
、
男
が
自
分
の
手
元
に
女
を
住
ま
わ
せ
て
、「
す
う
」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
こ
に
特
殊
な
事
情
が
あ
る
と
想
起
さ
れ
る
よ
う

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
青
島
の
言
に
耳
を
傾
け
よ
う
。

　

従
来
、
母
系
か
父
系
か
の
議
論
と
関
わ
り
、
平
安
期
の
婚
姻
形
態

の
実
態
解
明
を
目
的
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
物
語
内
の

居
住
形
態
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
据
ゑ
」
の
描
か
れ
方
を
中
心
に
、

各
物
語
の
論
理
と
関
連
づ
け
て
考
察
し
、『
源
氏
物
語
』
の
独
自
性

を
探
っ
て
み
た
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
初
め
て
自
身
の
結
婚
経
緯
を

疵
と
し
て
苦
悩
す
る
女
君
が
描
き
出
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
据

ゑ
」
と
は
女
の
立
場
の
弱
さ
の
表
れ
で
あ
る
と
の
見
方
が
、
特
に
紫

の
上
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
了
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
従
来
の
物
語
の
地
平
に
照
ら
せ
ば
い
か
に
も
幸
福
な
婚
姻
を
し
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た
紫
の
上
な
ど
が
、「
据
ゑ
」
で
あ
る
自
身
の
身
の
上
に
関
し
て
思

い
煩
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
『
源
氏
物
語
』
の
虚
構
の
方
法
と
し
て

解
す
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
各
作
品
の
論
理
に
即
し
た
婚
姻
居
住
形

態
の
検
討
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。 

〔
青
島　

二
〇
一
一
年
〕

　

具
体
的
に
い
え
ば
、
通
い
婚
が
一
般
的
で
あ
る
時
代
に
、
男
の
事
情
、

女
の
境
遇
な
ど
の
諸
事
情
に
よ
り
、
男
の
側
が
そ
の
居
の
面
倒
を
み
て
い

る
状
態
を
「
す
う
」
で
表
現
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
、
男
の
寵
愛
を
前
提
と
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
か
く
な

る
居
住
形
態
を
取
っ
た
場
合
に
は
、
女
と
し
て
は
不
本
意
だ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
作
品
上
の
設
定
な
の
だ
が
、
男

が
女
を
「
す
う
」
と
表
現
し
た
場
合
に
は
、
平
安
朝
の
物
語
文
学
で
は
、

以
上
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
生
じ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。

　

縷
々
述
べ
て
き
た
諸
点
を
踏
ま
え
て
、「
漢
女
を
据
ゑ
て
」
の
示
す
と

こ
ろ
を
勘
案
し
て
み
る
と
、
富
や
権
力
に
よ
っ
て
、「
漢
女
」
を
囲
い
込

ん
だ
と
い
う
意
味
合
い
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
表
現
に
看
取
す
べ
き
な

の
で
あ
る
。

三
、「
さ
ひ
づ
ら
ふ
漢
女
」
と
は
ど
ん
な
漢
女
か

　

で
は
、「
さ
ひ
づ
ら
ふ
漢
女
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
「
漢
女
」
な
の
だ

ろ
う
か
。「
さ
ひ
づ
ら
ふ
」
を
枕
詞
と
取
り
、
漢
女
を
起
こ
し
て
い
る
と

考
え
る
の
が
、
一
般
的
で
は
あ
る
の
だ
が
、
た
だ
し
、
用
例
数
が
少
な
く
、

固
定
化
し
た
慣
用
表
現
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、「
こ
と
さ
へ
く
」

「
さ
ひ
づ
る
や
」
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
当
該
歌
を
除
き
以
下
の
三
例
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
の
さ
は
ふ　

石
見
の
海
の　

言
さ
へ
く　

辛か
ら

の
崎
な
る　

い
く
り

に
そ　

深ふ
か

海み

松る

生
ふ
る　

荒
磯
に
そ　

玉
藻
は
生
ふ
る
…
…

 

（
巻
二
の
一
三
五
）

…
…
嘆
き
も　

い
ま
だ
過
ぎ
ぬ
に　

思
ひ
も　

い
ま
だ
尽
き
ね
ば　

言
さ
へ
く　

百
済
の
原
ゆ　

神
葬
り　

葬
り
い
ま
せ
て
…
…

 

（
巻
二
の
一
九
九
）

…
…
あ
し
ひ
き
の　

こ
の
片
山
の　

も
む
に
れ
を　

五い

百ほ

枝え

剥
ぎ
垂

れ　

天
照
る
や　

日
の
異け

に
干
し　

さ
ひ
づ
る
や　

韓か
ら

臼う
す

に
搗
き　

庭
に
立
つ　

手
臼
に
搗
き
…
… 

（
巻
十
六
の
三
八
八
六
）

　

こ
の
よ
う
に
、「
カ
ラ
」
や
「
ク
ダ
ラ
」
を
修
飾
す
る
の
は
、「
カ
ラ
」

や
「
ク
ダ
ラ
」
の
民
と
は
言
葉
が
通
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
日

本
に
定
着
し
た
渡
来
人
な
ら
ば
、
日
本
語
は
通
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
渡
来
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
の
人
が
日
本
語
が
話
せ
な

い
わ
け
で
は
な
い
。対
し
て
、渡
来
人
と
い
っ
て
も
、「
イ
マ
キ
ノ
テ
ヒ
ト
」

（
今
来
手
伎
）、
す
な
わ
ち
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
な
ら
ば
、
言
葉
は
通
じ
な
い
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は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
言
葉
が
通
じ
な
い
漢
女
と
は
、
今
来
の
人
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
の
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
新
技
術
な
ら
、
先
端
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
の
「
馬
乗
衣
」
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
舶

来
の
～
」「
本
場
の
～
」「
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
～
」
と
い
う
意
味
合

い
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
馬
乗
衣
で
も
、「
モ

ノ
が
違
う
の
だ
」と
い
う
意
識
が
あ
る
か
ら
、か
く
な
る
表
現
は
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

四
、「
波
豆
麻
の
君
」
と
い
う
表
現

　

次
に
、「
波
豆
麻
の
君
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
従

来
説
に
お
い
て
、
有
力
で
あ
っ
た
の
は
、『
私
注
』
の
「
波
戸
場
」
説
で

あ
る
が
、
そ
れ
も
、
暫
定
案
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
論

文
で
は
、
別
案
を
求
め
て
考
察
を
行
な
っ
て
み
た
い
。「
君
」
に
つ
い
て
、

『
時
代
別
』
は
、「
君
」
の
用
法
を
、〈
①
首
長　

②
君
。
あ
の
方
。
人
を

尊
敬
し
た
言
い
方　

③
二
人
称
の
代
名
的
用
法　

④
尊
称
。接
語
的
用
法
。

助
詞
ノ
・
ガ
に
導
か
れ
る
連
体
修
飾
を
受
け
て
、
ノ
・
ガ
に
上
位
す
る
人

に
対
す
る
敬
意
を
示
す
〉
用
法
の
、
四
つ
に
分
類
す
る
。
そ
の
上
で
、

【
考
】
多
様
な
用
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
い
方

の
限
界
は
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
も
と
も
と
君
主
と
か
主
人
と
い
う

意
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
対
人
関
係
の
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
敬

意
を
こ
め
て
人
を
さ
す
の
に
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
女

性
が
男
性
を
さ
す
の
に
こ
の
語
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
の
も
、
そ
こ

か
ら
く
る
の
で
あ
る
。

 

（
上
代
語
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
編
』

 

三
省
堂
、
一
九
八
九
年
）

と
述
べ
て
い
る
。
さ
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
尊
称
の
君
が
、
姓
と
な
っ

た
歴
史
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
尊
称
か
尊
称
か
ら
出
た

姓
か
判
別
し
に
く
い
例
も
あ
る
は
ず
で
、
当
該
例
も
、
そ
の
一
つ
と
考
え

た
い
。
こ
の
「
君
」
を
姓
と
す
る
氏
族
が
い
る
。
ま
ず
は
君
姓
氏
族
の
研

究
に
つ
い
て
先
鞭
を
つ
け
た
阿
部
武
彦
の
見
解
を
見
て
お
こ
う
。

　

遠
隔
地
の
地
方
豪
族
が
君
姓
を
称
し
て
い
た
こ
と
は
、
廬
原
国
造

（
駿
河
）・
牟
義
都
国
造
（
美
濃
）・
下
毛
野
国
造
・
上
毛
野
国
造
・

加
宜
国
造
・
羽
咋
国
造
・
高
志
国
造
・
但
馬
国
造
・
品
遅
国
造
（
備

後
）・
筑
紫
国
造
・
大
分
国
造
・
米
多
国
造
・
菟
狭
国
造
・
火
国
造
・

阿
蘇
国
造
・
葦
北
国
造
・
薩
摩
国
造
等
い
ず
れ
も
君
姓
で
あ
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
国
造
の
分
布
区
域
は
九

州
地
方
・
上
毛
野
・
下
毛
野
・
北
陸
地
方
と
い
う
よ
う
に
中
央
か
ら

甚
だ
離
れ
た
地
方
で
あ
り
、
彼
等
が
筑
紫
君
・
火
君
と
い
う
よ
う
に

地
名
を
氏
の
名
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
特
長
が
あ
る
。
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〔
阿
部　

一
九
六
九
年
、
初
版
一
九
六
六
年
〕

　
「
波
豆
麻
」
を
氏
名
と
し
、
君
姓
氏
族
と
す
る
の
も
一
案
だ
が
、
そ
う

す
る
と
住
吉
の
地
方
豪
族
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

豪
族
は
確
認
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
君
姓
氏
族
の
多
く
は
、
畿
外
、

そ
れ
も
畿
内
か
ら
離
れ
た
遠
国
に
多
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
弱
点
に
よ
っ

て
、「
波
豆
麻
」
を
君
姓
氏
族
と
す
る
こ
と
が
躊
躇
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、「
～
の
君
」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
再
検
討
を
な
し
、
さ

ら
に
考
察
を
深
め
た
い
。「
背
」
と
「
背
の
君
」
を
比
較
す
れ
ば
、
後
者

の
方
が
敬
意
が
高
い
は
ず
で
あ
る
。
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、「
背
で

あ
る
と
こ
ろ
の
君
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
た
と
え
背
で
あ
っ
た
と
し

て
も
敬
う
べ
き
時
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

以
上
の
予
備
的
考
察
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
に
「
～
の
君
」
と
い
う
例

に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。は
じ
め
に
、〈「
背
の
君
」の
例
〉を
見
て
み
よ
う
。

流
ら
ふ
る　

つ
ま
吹
く
風
の　

寒
き
夜
に　

我
が
背
の
君
は　

ひ
と

り
か
寝ぬ

ら
む 

（
巻
一
の
五
九
）

　

こ
の
ほ
か
に
、
巻
三
の
二
八
六
、
巻
六
の
一
〇
二
〇
・
一
〇
二
一
、
巻

十
六
の
三
八
八
五
、
巻
十
七
の
四
〇
〇
六
、
巻
十
七
の
四
〇
一
〇
、
巻

十
九
の
四
二
四
五
の
全
七
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
巻

十
六
の
三
八
八
五
の
よ
う
に
汝
背
の
君
と
い
う
例
も
あ
る
。

　

次
に
、〈「
朝
戸
出
の
君
」
の
例
〉
を
見
て
お
こ
う
。

朝
戸
出
の　

君
が
姿
を　

よ
く
見
ず
て　

長
き
春
日
を　

恋
ひ
や
暮

ら
さ
む 

（
巻
十
の
一
九
二
五
）

　

こ
の
ほ
か
に
、巻
十
一
の
二
三
五
七
の
全
二
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
三
番
目
に
〈
そ
の
他
の
「
～
の
君
」〉
を
集
成
し
て
み
る
と
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

し
き
た
へ
の
君
（
巻
四
の
六
一
五
）

白
た
へ
の
君
（
巻
十
一
の
二
八
〇
七
、
巻
十
二
の
三
一
八
一
）

間
近
き
里
の
君
（
巻
六
の
九
八
六
）

我
が
や
ど
の
君
（
巻
六
の
一
〇
四
一
）

隣
の
君
（
巻
九
の
一
七
三
八
）

こ
の
君
（
巻
九
の
一
七
四
一
、
巻
十
六
の
三
八
二
五
）

玉
梓
の
君
（ 

巻
十
の
二
一
一
一
、
巻
十
一
の
二
五
四
八
、
巻
十
二
の

二
九
四
五
）

松
が
根
の
君
（
巻
十
二
の
三
〇
四
七
）

岩
く
え
の
君
（
巻
十
四
の
三
三
六
五
）

朝
狩
の
君
（
巻
十
四
の
三
五
六
八
）

越
の
君
（
巻
十
八
の
四
〇
七
一
）

朝
参
の
君
（
巻
十
八
の
四
一
二
一
）

　

総
じ
て
、
特
定
の
人
物
を
想
起
し
つ
つ
、
そ
の
人
物
を
敬
う
用
法
で
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
人
物
の
居
住
地
や
状
況
を
捉
え
て
、
人
物
を
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呼
ぶ
言
い
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
、
当
該
歌
の
「
波
豆
麻
の
君
」
は
ど
の
例
に
近
い
の
だ
ろ
う
か
。

か
た
ち
か
ら
い
え
ば
、「
越
の
君
」の
よ
う
に
、〈
地
名
な
い
し
氏
名
＋「
の
」

＋
「
君
」〉
に
同
種
の
用
例
と
み
て
よ
い
。
当
該
歌
の
「
波
豆
麻
の
君
」
は
、

不
明
と
い
う
ほ
か
は
な
い
が
、「
君
」
は
尊
称
な
い
し
尊
称
か
ら
出
た
姓

で
あ
る
か
、
判
断
が
難
し
い
と
こ
ろ
だ
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
歌
の
「
波

豆
麻
」
は
、
住
吉
の
地
名
な
の
か
、
住
吉
の
有
力
者
名
な
の
か
、
は
た
ま

た
住
吉
の
豪
族
な
の
か
、
そ
の
判
断
は
難
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
言
い

方
は
、
敬
意
を
込
め
た
言
い
方
な
の
だ
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
茶
化
す

言
い
方
と
も
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
影
山
尚
之
の
教
示
を
得
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
筆
者
の
考
え
を
、
村
田
右
富
実
に
示
し
た
と
こ
ろ
、
氏

は
、
次
の
よ
う
な
解
釈
案
を
提
示
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
、「
波
豆
麻
」

は
朝
鮮
語
な
い
し
中
国
語
に
由
来
す
る
人
物
名
で
、
よ
っ
て
解
析
不
能
な

の
だ
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
有
力
な
一
案
に
な
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
確

証
は
な
い
。
最
後
に
、
各
説
を
整
理
し
て
み
る
と
、
小
地
名
説
、
氏
名
説

に
分
か
れ
、
氏
名
説
の
な
か
に
は
渡
来
人
人
名
説
が
成
り
立
ち
得
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

五
、
渡
来
系
技
術
民
の
社
会
的
存
在
形
態

　
「
波
豆
麻
」
が
、
住
吉
の
小
地
名
な
の
か
、
住
吉
の
豪
族
な
の
か
、
さ

ら
に
は
住
吉
に
居
住
す
る
有
力
な
渡
来
人
な
の
か
、
こ
の
判
断
は
保
留
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
住
吉
の
有
力
者
が
、
手
元
に
置
い
た
「
漢
女
」

だ
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
間
違
い
な
い
。
富
や
権
力
に
よ
っ
て
、
自
分
が
自

由
に
使
役
で
き
る
居
住
地
に
囲
い
込
ん
で
い
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
こ

と
は
、
間
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
以
上
の
諸
点
を
踏
ま
え
て
、
渡
来
人
の
居
住
形
態
に
つ
い

て
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
史
学
の
研
究
蓄
積
を
利

用
し
た
い
、
と
思
う
。
田
中
史
生
は
、
次
の
よ
う
に
帰
化
と
渡
来
を
整
理

し
て
い
る
。

①
自
ら
の
意
志
で
渡
来
（「
帰
化
」「
来
帰
」「
化
来
」「
投
化
」）

②
漂
流
に
よ
る
渡
来
（「
漂
蕩
」「
漂
泊
」「
漂
着
」「
流
来
」）

③
外
交
使
節
と
し
て
渡
来
（「
蕃
客
」「
来
朝
」「
朝
貢
」）

④
人
質
と
し
て
渡
来
（「
質
」）

⑤
贈
与
に
よ
る
渡
来
（「
貢
」「
与
」「
献
」「
上
送
」）

⑥
略
奪
に
よ
る
渡
来
（「
俘
人
」「
捕
」「
虜
掠
」）

⑦
交
易
者
と
し
て
渡
来
（「
商
人
」「
商
客
」「
商
賈
之
輩
」）
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〔
田
中
史
生　

二
〇
一
三
年
、
初
版
二
〇
〇
五
年
〕

お
そ
ら
く
、「
漢
女
」
は
①
⑤
⑥
の
い
ず
れ
か
の
民
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
で
は
、
渡
来
し
た
民
は
、
ど
の
よ
う
な
居
住
形
態
を
と
っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
大
伴
氏
に
寄
宿
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
尼
理
願

の
例
か
ら
見
て
み
よ
う
。

右
、
新
羅
国
の
尼
、
名
を
理り
ぐ
わ
ん願
と
い
ふ
。
遠
く
王
徳
に
感か
ま

け
て
、
聖

朝
に
帰
化
し
ぬ
。
時こ
こ

に
大
納
言
大
将
軍
大
伴
卿
の
家
に
寄
住
し
て
、

す
で
に
数す

紀き

を
経
た
り
。
こ
こ
に
、
天
平
七
年
乙
亥
を
以も
ち

て
、
忽た
ち
まち

に
運
病
に
沈
み
、
す
で
に
泉
界
に
趣お
も
ぶく
。
こ
こ
に
、
大お
ほ

家と
じ

石
川
命
婦
、

餌じ

薬や
く

の
事
に
よ
り
て
有
間
の
温ゆ泉
に
行
き
て
、
こ
の
喪も

に
会
は
ず
。

た
だ
し
郎
女
ひ
と
り
留
ま
り
て
、
屍し

柩き
う

を
葬は
ぶ

り
送
る
こ
と
す
で
に
訖を
は

り
ぬ
。
仍よ

り
て
こ
の
歌
を
作
り
て
、
温
泉
に
贈
り
入
る
。

 

（
巻
三
の
四
六
一
左
注
）

　

こ
の
左
注
を
見
る
と
、大
伴
氏
の
庇
護
を
受
け
、そ
の
邸
内
に
住
ん
で
、

石
川
命
婦
と
も
親
密
な
人
間
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
渡
来

人
た
ち
の
居
住
形
態
に
つ
い
て
は
、身
分
や
持
っ
て
い
た
技
術
に
応
じ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
高
位
の
亡
命

者
の
な
か
に
は
、
貴
族
の
庇
護
の
も
と
に
暮
ら
し
て
、
貴
族
た
ち
と
も
親

密
な
人
間
関
係
を
築
い
た
人
び
と
も
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
い
っ
た
高
位
の
亡
命
者
に
対
し
て
、
略
奪
民
と
し
て
、
移
住
を
強

制
さ
れ
た
渡
来
の
民
が
い
た
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
事
実
で
あ
る
。
略
奪
民

の
強
制
移
住
の
例
と
し
て
は
、
次
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

即
ち
欺
か
れ
し
を
知
り
て
、
新
羅
の
使つ
か
ひ者

三み

人た
り

を
捉
へ
、
檻ひ
と
や中

に
納こ

め
、
火
を
以
ち
て
焚や

き
て
殺
し
つ
。
乃す
な
はち
新
羅
に
詣い
た

り
て
、
蹈た
た

韛ら
の

津つ

に
次や
ど

り
、
草さ
わ
ら
の
さ
し

羅
城
を
抜
き
て
還
る
。
是こ

の
時
の
俘と
り
こ人

等
は
、
今
の
桑

原
・
佐さ

糜び

・
高
宮
・
忍お
し

海ぬ
み

、
凡す
べ

て
四
よ
つ
の

邑む
ら

の
漢あ
や

人ひ
と

等
が
始
は
じ
め
の
お
や
祖
な
り
。

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
九
、
神
功
皇
后
摂
政
五
年
三
月
条
、
小
島
憲
之

ほ
か
校
注
・
訳
『
日
本
書
紀
①
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）』
小

学
館
、
一
九
九
四
年
）

「
俘
人
」
と
な
っ
た
民
た
ち
は
、
次
の
地
に
囲
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

桑
原
…
…
現
在
の
奈
良
県
御
所
市
桑
原

佐
糜
…
…
同
市
佐
味
。

高
宮
…
…
同
市
西
佐
味
。

忍
海
…
… 

奈
良
県
葛
城
市
新
庄
地
域
の
東
部
か
ら
御
所
市
の
一
部

で
、
忍
海
の
地
名
も
残
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
日
本
書
紀
』
は
、
居
住
民
の
渡
来
の
伝
承
を
採
録
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
史
実
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
律
令
時
代
ま
で
こ
の
地

に
住
み
続
け
て
い
た
こ
と
に
な
る（

5
（

。
彼
ら
の
居
住
地
は
、
葛
城
氏
の
勢
力

圏
下
に
あ
り
、
葛
城
氏
が
没
落
の
後
は
、
蘇
我
氏
が
彼
ら
を
支
配
し
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
支
配
者
の
都
合
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
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所
に
集
住
さ
せ
ら
れ
た
渡
来
人
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

尼
理
願
の
よ
う
な
、
貴
人
の
庇
護
を
受
け
る
渡
来
人
に
対
し
て
、
略
奪

民
と
し
て
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
地
に
技
術
者
集
団
と
し
て
、
囲
い

込
ま
れ
て
い
た
渡
来
人
も
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
貴
人
の

邸
内
で
、そ
の
技
術
に
よ
っ
て
働
い
て
い
た
渡
来
人
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。

長
屋
王
邸
宅
木
簡
か
ら
、
そ
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

・
新
羅
人
一
口
一
升 

受
持
万
呂　

○

・　

七
月
卅
日 

甥
万
呂　
　
　
　

○

 

（182

）・18
・3　

019　

T
H

11　

＊3

（『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
二
十
三
）
─
長
屋
王
家
木
簡
二
─
』

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
）

・
新
羅
人
二
口
二
升
受
田

・　

八
月
十
三
日
石
角 

書
吏 

（133

）・23

・2　

019　

T
H

11　

＊5

（『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
二
十
七
）
─
長
屋
王
家
木
簡
四
─
』

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
三
年
）

・
狛
人
給
米
一
升 

受
田
人　

○

・　

正
月
六
日
書
吏 　
　
　

○ 
198

・18

・3　

011　

T
C11

（『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
二
十
一
）
─
長
屋
王
家
木
簡
一
─
』

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
八
九
年
）

百
済
人 

T
F11

（『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報（
二
十
八
）─
長
屋
王
家
木
簡
五（
削

屑
篇
）
─
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
三
年
）

　

こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
長
屋
王
邸
内
で
働
く
人
び
と
で
、
貴
人
の
邸
内

に
は
、
か
く
の
ご
と
く
に
雇
わ
れ
た
渡
来
人
た
ち
も
い
た
の
で
あ
る
。
一

方
、
技
術
民
と
し
て
渡
来
し
、
部
民
と
し
て
日
本
社
会
に
定
着
し
て
、
氏

姓
を
下
賜
さ
れ
た
渡
来
人
も
い
た
。
そ
こ
で
、
次
に
、
よ
く
部
民
研
究
に

お
い
て
引
用
さ
れ
る
記
事
を
掲
げ
て
、
分
析
を
続
け
た
い
、
と
思
う
。

冬
十
月
に
、詔
し
て
、漢あ
や

部べ

を
聚つ
ど

へ
て
其
の
伴
造
者
を
定
め
た
ま
ひ
、

姓か
ば
ねを

賜
ひ
て
直あ
た
ひと

曰い

ふ
。〔
一あ
る
ふ
み本

に
云
は
く
、
賜
ふ
は
、
漢あ
や
の
お
み

使
主
等

に
姓
を
賜
ひ
て
直
と
曰
ふ
な
り
と
い
ふ
。〕

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
四
、
雄
略
天
皇
十
六
年
十
月
条
、
小
島
憲
之
ほ
か

校
注
・
訳
『
日
本
書
紀
②
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）』
小
学
館
、

一
九
九
六
年
）

　

当
該
条
は
、
渡
来
系
技
術
民
が
組
織
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
記
事
で
、

渡
来
人
を
一
元
的
に
統
括
管
理
し
て
、
天
皇
へ
の
奉
仕
者
に
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
さ
れ
る
記
事
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
、
史
実
と
い
う
よ
り
伝
承
で
あ
り
、
漢
使
主
の
氏
族
伝
承
と
み
な
く

て
は
な
ら
な
い
記
事
で
あ
る
。
当
該
の
記
事
に
つ
い
て
、
関
晃
は
次
の
よ

う
な
理
解
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
漢
氏
の
発
展
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
漢あ
や

人ひ
と

と
漢あ
や

部べ
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で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
ま
た
少
し
詳
し
く
見
る
こ

と
に
す
る
が
、
漢
部
と
い
う
の
は
要
す
る
に
漢
氏
の
部
民
で
、
は
じ

め
は
朝
廷
か
ら
与
え
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
職
業
部
、
す
な
わ
ち
手
工
業

な
ど
漢
氏
が
職
務
を
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
品
部
が
主
だ
っ
た
で
あ

ろ
う
が
、
し
だ
い
に
純
然
た
る
私
有
民
、
す
な
わ
ち
部か
き
べ曲

も
増
加
し

て
い
っ
た
。
ま
た
漢
人
と
い
う
の
は
、
中
国
人
と
称
し
て
漢
氏
よ
り

あ
と
か
ら
渡
来
し
た
帰
化
人
で
、
漢
氏
の
部
下
に
な
り
、
小
さ
い
氏

を
形
づ
く
っ
た
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
の
う
ち
に
は
特
殊
技
能
を
も
っ

て
い
る
た
め
に
品
部
の
指
揮
者
と
な
っ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
単
に
漢

氏
の
部
曲
の
管
理
に
当
っ
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

 
〔
関　

二
〇
〇
九
年
〕

　

つ
ま
り
、
古
渡
り
（
古
参
）
の
渡
来
人
と
、
新
渡
り
（
今
来
）
の
渡
来

人
と
が
お
り
、
新
参
の
民
は
、
古
参
の
漢
部
の
下
に
編
入
さ
れ
て
、
部
民

と
し
て
働
い
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
部
民
と
し
て
編
入

さ
れ
た
漢
部
も
、
時
々
の
事
情
に
よ
っ
て
、
移
動
も
し
た
し
、
移
動
先
に

定
住
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
次
の
資
料
に
よ
っ
て
も
、
漢
部
の
移

動
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

　

漢あ
や

部べ

の
里
。〔
土
は
中
の
上
。〕
右
、
漢
部
と
称い

ふ
は
、
讃さ
ぬ

藝き

の
国

の
漢あ
や

人ひ
と

等
、
到
り
来
て
此
処
に
居す

め
り
。
故か

れ
、
漢
部
と
号な
づ

く
。

（『
播
磨
国
風
土
記
』
餝
磨
の
郡
条
、
植
垣
節
也
校
注
・
訳
『
風
土
記
（
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
）』
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）

　

つ
ま
り
、
技
術
民
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
需
要
に
応
じ
て
移
動
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
に
渡
来
し
、
数
世
代
に
渡
っ
て
技
術
民
と
し

て
働
い
た
人
び
と
は
、特
定
の
氏
の
私
有
民
と
な
っ
た
り
、令
制
の
伴
部
・

品
戸
・
雑
戸
と
し
て
、
公
有
さ
れ
た
り
も
し
た
。
織
物
生
産
、
さ
ら
に
は

そ
の
縫
製
に
つ
い
て

は
、
渡
来
人
の
技
術

が
き
わ
め
て
高
く
、

朝
廷
の
管
理
下
に

あ
っ
た
た
め
に
、
資

料
が
残
っ
て
い
る
の

で
、
そ
の
編
成
の
推

移
を
辿
る
こ
と
も
、

あ
る
程
度
は
可
能
な

の
で
あ
る
。
平
野
邦

雄
が
作
表
し
た
表
に

わ
た
く
し
に
手
を
加

え
て
、
抜
粋
し
て
こ

こ
に
掲
げ
て
お
き
た

い
。
こ
の
表
を
見
る

渡来系技術民と品部雑戸

所属官司
大蔵省
織部司

令制
伴部・品部雑戸

桃文生・染戸（古記、錦綾織・呉
服部・川内広絹織人・緋染・藍染）

令前（大化前）
渡来才伎

〔百済〕呉服西素（応神）
〔百済〕新漢錦部定安那錦（雄略）
〔呉〕来目・呉・蚊屋衣縫（応神）
〔呉〕漢・飛鳥・伊勢衣縫部（雄略）
〔百済〕衣縫部（雄略）

令後（大宝以後）
品部雑戸の解放と改姓

（河内錦部郡・若江郡錦部郷）
河内国錦部郡人錦部毗登姓
26人→錦部連（神護）

平野〔1978年a、初版1968年〕より一部抜粋
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と
、
そ
の
時
々
の
権
力
関
係
に
よ
っ
て
、
技
術
民
が
さ
ま
ざ
ま
に
再
編
さ

れ
つ
つ
、
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

つ
ま
り
、
技
術
民
は
、
そ
の
時
々
の
有
力
者
が
、
時
々
の
事
情
に
よ
っ

て
「
す
う
」
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
に
「
馬
乗
衣
」

の
生
産
に
お
い
て
著
名
だ
っ
た
漢
女
の
集
団
も
い
た
、
と
本
論
文
で
は
主

張
し
た
い
。

お
わ
り
に

　

同
じ
「
馬
乗
衣
」
で
も
、
ほ
か
の
も
の
と
は
違
う
「
さ
ひ
づ
ら
ふ
漢
女
」

の
衣
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
が
、
操
作
性
、
強
度
、
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
性
の
ど
の
点
に
つ
い
て
優
位
で
あ
っ
た
か
は
、
に
わ
か
に
判
断
は

し
難
い
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
「
馬
乗
衣
」
に
は
、
威
儀
性
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
性
も
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
人
目
を
引
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

容
易
に
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
当
該
歌
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
か
く
な
る
「
馬
乗
衣
」
の
制
作
に
つ
い
て
は
、
住
吉
の
波

豆
麻
の
君
が
使
役
す
る
漢
女
が
、
隔
絶
し
た
高
い
技
術
を
持
っ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
そ
の
優
秀
な
技
術
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
技
術
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
今
来
す
な
わ
ち
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
新
技
術
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
高
い
技
術
を
有
す
る
「
漢

女
」
の
集
団
を
自
ら
の
力
で
支
配
地
に
住
ま
わ
せ
、
自
由
に
使
役
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
ぞ
「
波
豆
麻
の
君
」
は
、
と
い
う
点
に
も
、
当
該
歌
の

主
張
の
力
点
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、「
馬
乗
衣
」
の
す
ば
ら
し

さ
だ
け
で
は
な
く
、「
波
豆
麻
の
君
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
力
と
富
を
持
っ

て
い
る
の
だ
と
い
う
点
に
も
、
表
現
の
力
点
は
あ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の

考
察
を
礎
と
し
た
釈
義
を
作
成
し
、
冒
頭
に
掲
げ
て
お
い
た
。
以
て
、
擱

筆
の
言
と
し
、
賢
明
な
る
読
者
の
ご
叱
正
を
仰
ぎ
た
い
、
と
思
う
。

注（1
） 

こ
の
ほ
か
に
は
、
巻
三
の
四
四
三
、
巻
十
三
の
三
二
二
九
、
巻
十
三
の
三
二
八
四
、

巻
十
三
の
三
二
八
八
、
巻
十
七
の
三
九
二
七
、
巻
二
十
の
四
三
三
一
の
全
九
例
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
） 

こ
の
ほ
か
に
、
巻
十
七
の
四
〇
一
一
の
例
が
あ
り
、
集
中
に
五
例
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
3
） 

こ
の
ほ
か
、
巻
十
七
の
四
〇
一
二
、
巻
十
九
の
四
一
五
五
の
全
三
例
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
巻
十
七
の
四
〇
一
二
は
、
手
に
止
ま
ら
せ
る
例
で
あ
る
。

（
4
） 
こ
の
ほ
か
、
巻
九
の
一
七
六
四
、
巻
二
十
の
四
三
六
三
、
巻
二
十
の
四
三
九
八
、

巻
二
十
の
四
四
〇
八
の
全
五
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
） 
な
お
、
桑
原
・
佐
糜
・
高
宮
・
忍
海
の
地
域
か
ら
出
土
す
る
土
器
は
、
新
羅
系
渡

来
人
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、全
羅
道
地
域
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。し
た
が
っ

て
、
こ
の
地
域
に
渡
来
人
の
生
産
活
動
の
拠
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
考
古
学
的
確
認
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が
で
き
る
が
、
彼
ら
は
新
羅
か
ら
渡
来
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
〔
坂　

二
〇
一
八
年
〕。
と
す
れ
ば
、
葛
城
地
域
の
渡
来
人
た
ち
は
、
史
実
と
は
異
な
る

主
張
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
出
自
に
関
わ
る
主
張
は
、
そ
の
時
々
の
事
情
を

反
映
し
、
そ
れ
が
ま
た
伝
承
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

参
考
文
献

青
島
麻
子　
　

二
〇
一
一
年　

 「
平
安
朝
物
語
の
婚
姻
居
住
形
態
─『
源
氏
物
語
』の「
据

ゑ
」
を
め
ぐ
っ
て
─
」『
中
古
文
学
』
第
八
十
七
号
所
収
、

中
古
文
学
会

東　

潮　
　
　

二
〇
一
一
年
ａ 「
高
句
麗
壁
画
の
風
景
─
三
水
・
日
月
・
狩
猟
図
像
─
」『
高

句
麗
壁
画
と
東
ア
ジ
ア
』
学
生
社

　

─　
　
　

二
〇
一
一
年
ｂ 「
キ
ト
ラ
・
高
松
塚
古
墳
壁
画
を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
古
代

の
歴
史
環
境
─
唐
・
新
羅
・
日
本
の
国
際
関
係
─
」『
考

古
學
論
叢
（
慶
北
大
學
校　

考
古
人
類
學
科　

考
古
學

叢
書
Ⅱ
、
慶
北
大
學
校　

考
古
人
類
學
科　

三
十
周
年　

紀
念
）』
所
収
、
考
古
學
論
叢
刊
行
委
員
会

　

─　
　
　

二
〇
一
二
年
ａ 「
キ
ト
ラ
・
高
松
塚
古
墳
壁
画
と
東
ア
ジ
ア

─
唐
・
新

羅
・
日
本
の
国
際
関
係
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第

五
十
集
所
収
、
朝
鮮
史
研
究
会

　

─　
　
　

二
〇
一
二
年
ｂ 「
東
ア
ジ
ア
古
代
服
飾
の
図
像
学
と
考
古
学

─
高
句

麗
・
渤
海
・
新
羅
・
日
本
の
服
飾
─
」『
服
飾
文
化
共
同

研
究
最
終
報
告
二
〇
一
一
』
所
収
、
文
化
学
園

阿
部
武
彦　
　

一
九
六
九
年　
『
氏
姓
』
至
文
堂
、
初
版
一
九
六
六
年

　

─　
　
　

 

一
九
八
四
年　

 「
国
造
の
姓
と
系
譜
」『
日
本
古
代
の
氏
族
と
祭
祀
』
吉

川
弘
文
館
、
初
出
一
九
五
〇
年

上
田
正
昭　
　

一
九
七
七
年　
『
帰
化
人
』
中
央
公
論
社
、
初
版
一
九
六
五
年

請
田
正
幸　
　

 

一
九
八
八
年　

 「
フ
ヒ
ト
集
団
の
一
考
察
─
カ
ハ
チ
の
史
の
始
祖
伝
承
を

中
心
に
─
」
直
木
孝
次
郎
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
古
代

史
論
集　

上
』
所
収
、
塙
書
房

大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
編

　
　
　
　
　
　

二
〇
〇
四
年　

 『
今
来
才
伎
─
古
墳
・
飛
鳥
の
渡
来
人
─
（
大
阪
府
立
近

つ
飛
鳥
博
物
館
図
録
三
十
六
、
平
成
十
六
年
度
秋
季
特

別
展
）』
同
博
物
館

大
橋
信
弥　
　

二
〇
一
八
年　

 「
日
本
古
代
の
織
物
生
産
と
渡
来
人
」『
繊
維
製
品
消
費

科
学
』
第
五
十
九
巻
第
三
号
所
収
、
日
本
繊
維
製
品
消

費
科
学
会

加
藤
謙
吉　
　

二
〇
〇
四
年　

 『
大
和
の
豪
族
と
渡
来
人
─
葛
城
・
蘇
我
氏
と
大
伴
・
物

部
氏
─
』
吉
川
弘
文
館
、
初
版
二
〇
〇
二
年

狩
野　

久　
　

一
九
九
〇
年　

 「
品
部
雑
戸
制
論
」『
日
本
古
代
の
国
家
と
都
城
』
東
京

大
学
出
版
会
、
初
出
一
九
六
〇
年

亀
田
修
一　
　

一
九
九
七
年　

 「
考
古
学
か
ら
見
た
吉
備
の
渡
来
人
」
武
田
幸
男
編
『
朝

鮮
社
会
の
史
的
展
開
と
東
ア
ジ
ア
』所
収
、
山
川
出
版
社

岸　

俊
男　
　

一
九
八
四
年　

 「
四　

大
匠
・
倭
漢
氏
」『
古
代
宮
都
の
探
究
』
塙
書
房
、

初
出
一
九
八
二
年

小
林
行
雄　
　

一
九
六
二
年　
『
古
代
の
技
術
』
塙
書
房

佐
佐
木
虔
一
、
川
尻
秋
生
、
黒
済
和
彦
編

　
　
　
　
　
　

二
〇
二
一
年　
『
馬
と
古
代
社
会
』
八
木
書
店

白
石
太
一
郎　

二
〇
〇
九
年　
「
馬
と
渡
来
人
」『
考
古
学
か
ら
み
た
倭
国
』
青
木
書
店

杉
本
一
樹　
　

一
九
九
〇
年　

 「
天
平
の
外
交
と
文
化
」
黛
弘
道
編
『
古
文
書
の
語
る
日

本
史
Ⅰ　

飛
鳥
・
奈
良
』
所
収
、
筑
摩
書
房

関　

晃　
　
　

一
九
九
六
年　
『
古
代
の
帰
化
人
（
関
晃
著
作
集
第
三
巻
）』吉
川
弘
文
館

　

─　
　
　

一
九
九
七
年　

 『
日
本
古
代
の
国
家
と
社
会
（
関
晃
著
作
集
第
四
巻
）』
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吉
川
弘
文
館

　

─　
　
　

 
二
〇
〇
九
年　

 『
帰
化
人
─
古
代
の
政
治
・
経
済
・
文
化
を
語
る
─
』
講

談
社

田
中
史
生　
　

二
〇
一
三
年　

 『
倭
国
と
渡
来
人
─
交
錯
す
る
「
内
」
と
「
外
」
─
』
吉

川
弘
文
館
、
初
版
二
〇
〇
五
年

田
中
陽
子　
　

二
〇
〇
九
年　

 「
唐
代
の
騎
馬
・
武
人
の
服
装
に
つ
い
て
」『
日
本
の
美
術
』

第
五
百
二
十
三
号
所
収
、
ぎ
ょ
う
せ
い

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
社
会
科
学
院　

朝
鮮
画
報
社
編

　
　
　
　
　
　

一
九
八
六
年　
『
徳
興
里
高
句
麗
壁
画
古
墳
』
講
談
社

東
京
国
立
博
物
館
・
読
売
新
聞
社
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
編

　
　
　
　
　
　

二
〇
一
九
年　

 『
御
即
位
記
念
特
別
展　

正
倉
院
の
世
界
─
皇
室
が
ま
も

り
伝
え
た
美
─
』

奈
良
国
立
博
物
館
編

　
　
　
　
　
　

二
〇
〇
九
年　

 「
紫
檀
木
画
槽
琵
琶
」『
第
六
十
一
回
「
正
倉
院
展
」
目
録

［
平
成
二
十
一
年
］』
仏
教
美
術
協
会

　

─　
　
　

二
〇
一
〇
年　

 「
銀
壺
」『
第
六
十
二
回「
正
倉
院
展
」目
録［
平
成
二
十
二

年
］』
同
博
物
館

坂　

靖　
　
　

二
〇
一
八
年　
『
蘇
我
氏
の
古
代
学
─
飛
鳥
の
渡
来
人
─
』
新
泉
社

平
野
邦
雄　
　

一
九
七
八
年
ａ 『
大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
初
版

一
九
六
九
年

　

─　
　
　

一
九
七
八
年
ｂ 「
八
世
紀
〝
帰
化
氏
族
〟
の
族
的
構
成
」
竹
内
理
三
博
士

古
稀
記
念
会
編
『
続
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
所
収
、

吉
川
弘
文
館

　

─　
　
　

一
九
九
三
年　
『
帰
化
人
と
古
代
国
家
』
吉
川
弘
文
館

平
野
卓
治　
　

二
〇
一
九
年　

 「
対
外
交
流
と
王
権
」
仁
藤
敦
史
編
『
古
代
王
権
の
史
実

と
虚
構
』
所
収
、
竹
林
舎

南　

秀
雄　
　

二
〇
〇
七
年　

 『
図
像
校
正
か
ら
み
た
高
句
麗
前
期
の
壁
画
古
墳
の
特
性

と
被
葬
者
の
出
自
の
研
究（
課
題
番
号
：
一
七
五
二
〇
五 

三
二
）
平
成
一
七
年
度
～
平
成
一
九
年
度
科
学
研
究
費

補
助
金
基
礎
研
究
（
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
』
大
阪
市

文
化
財
協
会
文
化
財
研
究
部

森　

公
章　
　

一
九
九
八
年　

 「
古
代
日
本
に
お
け
る
在
日
外
国
人
観
小
考
」『
古
代
日
本

の
対
外
認
識
と
通
交
』吉
川
弘
文
館
、
初
出
一
九
九
五
年

門
田
誠
一　
　

二
〇
一
一
年　

 「
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
お
け
る
鎧
馬
図
考
─
鎧
馬
騎
乗
人

士
の
階
層
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
─
」『
高
句
麗
壁
画

古
墳
と
東
ア
ジ
ア
』
思
文
閣
出
版
、
初
出
二
〇
〇
六
年

八
木　

充　
　

一
九
五
七
年　

 「
カ
バ
ネ
勝
と
そ
の
集
団
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
十
九
号

所
収
、
大
阪
歴
史
学
会

吉
澤　

悟　
　

二
〇
一
七
年　

 「
正
倉
院
南
倉
の
銀
壺
に
つ
い
て
」『
正
倉
院
紀
要
』
第

三
十
九
号
所
収
、
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所

李　

成
市　
　

一
九
九
七
年　
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
交
易
』
青
木
書
店

［
付
記
］ 　

一
部
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
東
潮
、
星
山
健
両
先
生
よ
り
ご
教
示
を
賜
り

ま
し
た
。

 　
　
　

 　

ま
た
、
美
夫
君
志
会
全
国
大
会
（
二
〇
二
一
年
七
月
四
日
、
於
中
京
大
学
）

の
口
頭
発
表
の
折
に
は
、
影
山
尚
之
、
村
田
右
富
実
、
土
佐
秀
里
、
志
水
義

夫
、
月
岡
道
晴
の
諸
先
生
か
ら
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
、
お
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


