
古代日本の死生観 : 人麻呂挽歌とその周辺

著者 茂野 智大
雑誌名 日本語と日本文学
巻 63
ページ 9-17
発行年 2018-02
URL http://doi.org/10.15068/00151702



― 9 ―

　
　

 

こ
れ
ら
を
死
の
言
葉
を
忌
ん
で
の
言
い
換
え
と
扱
う
の
は
正
当
で
あ

る
ま
い
。
所
謂
敬
避
表
現
に
し
て
も
、
基
本
的
に
む
し
ろ
人
の
生
命

の
消
滅
の
認
識
を
拒
否
し
て
、
ど
こ
か
に
い
る
も
の
と
表
現
す
る
こ

と
な
の
で
あ
っ
て
、「
死
ぬ
」
こ
と
に
直
ち
に
還
元
し
う
る
も
の
で

は
な
い
は
ず
で
あ
る（
２
）。

と
述
べ
る
の
は
尤
も
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
死
者
を
空
間
的
に
離
れ
た
存
在

と
す
る
表
現
は
多
く
の
挽
歌
に
確
認
さ
れ
、
そ
れ
は
死
な
る
も
の
の
基
本

的
な
観
念
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
自
体
は
死
別
に
限
っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
生
別
を
詠
う
歌
に
も
共
通
す
る
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　
　

（1a）  

い
つ
し
か
と
待
つ
ら
む
妹
に
玉
梓
の
言
だ
に
告
げ
ず
去
に
し
君

か
も 

（
３
・
四
四
五　

挽
歌　

大
伴
三
中
）

　
　

（1b） 

後
れ
居
て
我
は
や
恋
ひ
む
印
南
野
の
秋
萩
見
つ
つ
去
な
む
児
故
に

 

（
９
・
一
七
七
二　

相
聞　

阿
倍
大
夫
）

　
　

（1c）  
う
ら
も
な
く
去
に
し
君
故
朝
な
朝
な
も
と
な
そ
恋
ふ
る
逢
ふ
と

は
な
け
ど 

（
12
・
三
一
八
〇　

悲
別
歌
）

　
　

（2a） 
豊
国
の
鏡
の
山
の
岩
戸
立
て
隠
り
に
け
ら
し
待
て
ど
来
ま
さ
ず

 

（
３
・
四
一
八　

挽
歌　

手
持
女
王
）

　
　

（2b） 

秋
の
夜
の
月
か
も
君
は
雲
隠
り
し
ま
し
く
見
ね
ば
こ
こ
だ
恋
し
き

一
　
萬
葉
挽
歌
の
死
別
表
現

　
『
萬
葉
集
』
の
注
釈
書
を
繙
く
と
、
挽
歌
中
の
死
別
を
表
す
と
考
え
ら

れ
る
語
（「
隠
る
」「
去
ぬ
」
等
）
に
対
し
て
、「
死
ぬ
」
と
直
接
に
言
う

こ
と
を
憚
っ
た
婉
曲
表
現
と
い
っ
た
見
方
が
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き

る
。
近
年
刊
行
さ
れ
た
岩
波
文
庫
本
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
も
、「『
天
領

巾
隠
り
』
で
雲
隠
れ
す
る
こ
と
、
死
ぬ
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。『
鳥

じ
も
の
朝
立
ち
』『
入
日
な
す
隠
り
』
も
、
死
ぬ
こ
と
の
間
接
表
現
」

（
２
・
二
一
〇
の
注
）
と
い
っ
た
注
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
複
数
の

異
な
る
表
現
を
一
様
に
「
死
ぬ
」
と
捉
え
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
事

実
、「
隠
る
」
や
「
消
ゆ
」
と
い
っ
た
知
覚
対
象
の
喪
失
の
側
面
か
ら
死
別

を
表
現
す
る
語
は
、
い
わ
ゆ
る
行
路
死
人
歌
の
よ
う
な
死
者
を
「
見
て
作

る
」
歌
に
は
現
れ
ず
、
逆
に
「
伏
す
」
や
「
寝
せ
る
」
と
い
っ
た
死
者
の

死
者
と
し
て
あ
る
様
態
を
描
写
す
る
語
は
、
不
可
視
や
不
在
を
通
し
て
死

別
を
表
現
す
る
歌
に
は
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
従
来
「
死

ぬ
」
に
換
言
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
の
あ
っ
た
表
現
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

語
の
も
つ
本
来
的
な
意
味
が
活
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る（
１
）。
先
に
挙

げ
た
岩
波
文
庫
の
被
注
歌
と
同
じ
二
一
〇
歌
に
つ
い
て
、
鉄
野
昌
弘
氏
が
、

　
　

古
代
日
本
の
死
生
観

　
　
　
　
　
　
―
人
麻
呂
挽
歌
と
そ
の
周
辺
―

茂
　
野
　
智
　
大　
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と
が
死
別
を
詠
い
、
他
は
生
別
を
詠
う
。
待
っ
て
も
来
な
い
と
詠
う
こ
と

は
共
通
す
る
が
、
挽
歌
で
あ
る
ａ
ｄ
は
相
手
が
か
つ
て
去
っ
た
こ
と
を
述

べ
た
上
で
来
な
い
現
状
を
詠
う
に
留
ま
る
の
に
対
し
、
そ
の
他
の
歌
は
来

な
い
理
由
を
相
手
の
現
状
に
求
め
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ｂ
は
自
分
が
こ

こ
に
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
か
と
言
い
、
ｃ
は
人
の
中
傷
を
聞
い
た
の

か
と
言
い
、
ｅ
は
玉
藻
を
刈
っ
て
い
る
の
か
と
言
い
、
ｆ
は
ど
こ
で
誰
と

い
る
の
か
、
と
言
う
。
ａ
か
ら
ｆ
ま
で
の
全
て
の
歌
が
離
れ
て
あ
る
相
手

の
存
在
4

4

（
今
此
処
に
い
な
い
、
ど
こ
か
別
の
場
所
に
い
る
）
を
前
提
と
す

る
が
、
相
手
の
現
状
を
捉
え
よ
う
と
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
生
別
と
死

別
と
の
差
が
表
れ
る
の
で
あ
る
。
相
手
の
現
状
に
具
体
的
な
理
由
を
求
め

る
の
は
、
そ
れ
が
解
消
さ
れ
れ
ば
再
会
が
望
め
る
と
い
う
認
識
の
表
れ
で

あ
り
、
待
つ
こ
と
が
実
を
結
ぶ
可
能
性
は
そ
こ
に
見
出
さ
れ
て
い
る
。
対

し
て
挽
歌
で
あ
る
ａ
と
ｄ
と
は
、
過
去
の
別
れ
そ
の
も
の
が
「
待
て
ど
来

ま
さ
ず
」
の
理
由
に
相
当
し
、
別
離
の
現
在
に
解
消
可
能
な
理
由
を
求
め

え
な
い
こ
と
が
、
こ
の
別
れ
の
死
別
と
し
て
の
性
質
を
示
し
て
い
る
。
離

れ
て
あ
る
存
在
を
観
念
し
つ
つ
も
、
会
え
な
い
時
間
が
今
に
限
定
さ
れ

ず
、
将
来
に
わ
た
っ
て
再
会
が
望
め
な
い
と
い
う
理
解
が
そ
こ
に
は
あ

る
。
空
間
的
距
離
の
把
握
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
発
想
を
も
ち
な
が

ら
、
相
手
の
状
況
を
過
去
に
し
か
求
め
得
な
い
と
い
う
時
間
的
距
離
の
把

握
を
伴
う
の
が
、
死
別
な
る
も
の
の
理
解
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。

二
　
死
別
と
視
覚

　

死
な
る
も
の
が
別
れ
の
一
形
態
と
し
て
観
念
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
と
し
て
認
識
す
る
過
程
に
お
い
て
は
生
別
と
い
か
な
る
差
異
が

 

（
10
・
二
二
九
九　

寄
月
）

　
　

（2c）  

恋
ひ
つ
つ
も
居
ら
む
と
す
れ
ど
木
綿
間
山
隠
れ
し
君
を
思
ひ
か

ね
つ
も 

（
14
・
三
四
七
五　

東
歌　

相
聞
）

　

⑴
は
対
象
の
離
れ
去
る
こ
と
を
「
去
ぬ
」
で
表
現
す
る
歌
、
⑵
は
対
象

の
視
覚
的
喪
失
を
「
隠
る
」
で
表
現
す
る
歌
で
あ
る
。
ａ
が
死
別
を
、
ｂ

ｃ
が
生
別
を
詠
う
こ
と
は
部
立
や
題
詞
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
が
、
用
い

ら
れ
た
語
の
み
か
ら
判
断
す
る
の
は
容
易
で
は
あ
る
ま
い（
３
）。
空
間
的
な
隔

た
り
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
視
覚
的
喪
失
と
は
別
れ
を
詠
う
際
の
主
要
な

表
現
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
死
は
別
れ
の
一
形
態
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い

た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
生
別
と
死
別
と
は
そ
の
別
れ
て
い
く
過
程
を
描

写
す
る
表
現
を
共
有
し
つ
つ
、
そ
の
結
果
の
継
続
性
と
い
う
点
で
絶
対
的

な
隔
た
り
を
も
つ
。

　
　

（3a） 

豊
国
の
鏡
の
山
の
岩
戸
立
て
隠
り
に
け
ら
し
待
て
ど
来
ま
さ
ず

 

（
３
・
四
一
八　

挽
歌　

手
持
女
王
）

　
　

（3b） 

衣
手
を
打
回
の
里
に
あ
る 

我
を
知
ら
に
そ  

人
は
待
て
ど
来
ず
け
る

 

（
４
・
五
八
九　

相
聞　

笠
女
郎
）

　
　

（3c）  

け
だ
し
く
も 

人
の
中
言
聞
か
せ
か
も 

こ
こ
だ
く
待
て
ど
君
が
来

ま
さ
ぬ 

（
４
・
六
八
〇　

相
聞　

大
伴
家
持
）

　
　

（3d）  

秋
山
の
黄
葉
あ
は
れ
と
う
ら
ぶ
れ
て
入
り
に
し
妹
は
待
て
ど
来

ま
さ
ず 

（
７
・
一
四
〇
九　

挽
歌
）

　
　

（3e）  

筑
紫
道
の 

荒
磯
の
玉
藻
刈
る
と
か
も 

君
が
久
し
く
待
て
ど
来
ま

さ
ぬ 

（
12
・
三
二
〇
六　

悲
別
歌
）

　
　

（3f）  

眠
も
寝
ず
に
我
が
思
ふ
君
は
い
づ
く
辺
に 

今
夜
誰
と
か 

待
て
ど

来
ま
さ
ぬ 

（
13
・
三
二
七
七　

相
聞
）

　
ａ
は
既
に
挙
げ
た
歌
（
（2a）
）
で
あ
る
。
部
立
に
従
え
ば
、
こ
れ
と
ｄ
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（1a）  

伊
耶
那
美
命
を
相
見
む
と
お
も
ほ
し
黄
泉
国
に
追
ひ
往
で
ま
し

き
。
…
…
伊
耶
那
美
命
の
答
へ
白
し
し
く
「
悔
し
か
も
、
速
く

は
来
ま
さ
ず
て
。
吾
は
黄
泉
戸
喫
し
つ
。
然
れ
ど
も
愛
し
き
我

が
な
せ
の
命
、
入
り
来
坐
せ
る
事
恐
し
。
故
、
還
ら
む
と
お
も

ふ
を
且
く
黄
泉
神
と
相
論
ら
は
む
。
我
を
な
視
た
ま
ひ
そ
」

と
、
か
く
白
し
て
、
そ
の
殿
の
内
に
還
り
入
る
間
、
い
と
久
し

く
し
て
待
ち
か
ね
た
ま
ひ
き
。
故
、
左
の
御
み
づ
ら
に
刺
さ
し

し
ゆ
つ
つ
の
ま
櫛
の
男
柱
一
箇
取
り
闕
き
て
、
一
つ
火
燭
し
て

入
り
見
た
ま
ふ
時
に
、
う
じ
た
か
れ
こ
ろ
ろ
き
て
…
…

 

（『
記
』
上
巻
）

　
　

（1b）  

伊
弉
諾
尊
、
其
の
妹
を
見
ま
さ
む
と
欲
し
て
、
乃
ち
殯
歛
の
処

に
到
す
。
是
の
時
に
、
伊
弉
冉
尊
、
猶
し
生
平
の
如
く
に
し

て
、
出
で
迎
へ
て
共
に
語
る
。
已
に
し
て
伊
弉
諾
尊
に
謂
り
て

曰
は
く
、「
吾
が
夫
君
尊
、
請
ふ
、
吾
を
な
視
ま
し
そ
」
と
の
た

ま
ふ
。
言
訖
り
て
忽
然
に
見
え
ず
。
時
に
闇
し
。
伊
弉
諾
尊
、

乃
ち
一
片
之
火
を
挙
し
て
視
す
。
時
に
伊
弉
冉
尊
、
脹
満
れ
太

高
へ
り
。 

（『
紀
』
神
代
上
、
一
書
第
九
）

　
　

（2a）  

阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
到
り
て
、
天
若
日
子
が
喪
を
弔
ひ
た
ま

ふ
時
に
、
天
よ
り
降
り
到
る
、
天
若
日
子
が
父
ま
た
そ
の
妻
、

皆
哭
き
て
云
ひ
し
く
、「
我
が
子
は
死
な
ず
有
り
け
り
。
我
が
君

は
死
な
ず
坐
し
け
り
」
と
云
ひ
て
、
手
足
に
取
り
懸
り
て
哭
き

悲
し
び
き
。 

（『
記
』
上
巻
）

　
　

（2b）  
味
耜
高
彦
根
神
、
天
に
昇
り
て
喪
を
弔
ふ
。
時
に
、
此
の
神
の

容
貌
、
正
に
天
稚
彦
が
平
生
の
儀
に
類
た
り
。
故
、
天
稚
彦
が

親
属
妻
子
皆
謂
は
く
、「
吾
が
君
は
猶
在
し
け
り
」
と
い
ひ
て
、

あ
る
か
。
こ
こ
で
い
う
別
れ
は
、
結
果
と
し
て
の
離
れ
て
あ
る
状
態
の
み

の
謂
で
は
な
い
。
生
別
に
お
い
て
は
、
離
れ
て
い
く
相
手
の
姿
を
見
続

け
、
そ
れ
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
の
時
間
が
あ
る
。
視
覚
対
象
と
し
て
の

相
手
の
姿
を
失
う
こ
と
こ
そ
が
別
れ
（
別
れ
て
い
く
）
の
完
了
で
あ
り
、

別
離
（
別
れ
て
あ
る
）
と
い
う
時
間
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

　
　

 

…
…
万
度　

か
へ
り
見
す
れ
ど　

い
や
遠
に　

里
は
離
り
ぬ　

い
や

高
に　

山
も
越
え
来
ぬ　

夏
草
の　

思
ひ
し
な
え
て　

偲
ふ
ら
む　

妹
が
門
見
む　

な
び
け
こ
の
山 

（
２
・
一
三
一　

柿
本
人
麻
呂
）

　
　

石
見
の
や
高
角
山
の
木
の
間
よ
り
我
が
振
る
袖
を
妹
見
つ
ら
む
か

 

（
２
・
一
三
二　

同
右
）

　
　

笹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
さ
や
げ
ど
も
我
は
妹
思
ふ
別
れ
来
ぬ
れ
ば

 
（
２
・
一
三
三　

同
右
）

　

人
麻
呂
の
「
石
見
相
聞
歌
」
で
あ
る
。
長
歌
に
は
「
妹
」
と
離
れ
て
い

く
途
上
、
何
度
も
「
か
へ
り
見
」
す
る
こ
と
が
詠
わ
れ
、
見
え
な
く
な
っ

て
も
な
お
「
見
む
」
と
し
て
「
な
び
け
こ
の
山
」
と
結
ば
れ
る
。
第
一
反

歌
に
は
こ
ち
ら
か
ら
既
に
見
え
な
い
「
妹
」
は
自
分
の
振
る
袖
を
見
て
い

る
だ
ろ
う
か
と
想
像
し
、
第
二
短
歌
で
は
見
え
な
い
「
妹
」
を
「
思
ふ
」

と
詠
い
、
そ
の
理
由
を
「
別
れ
来
ぬ
れ
ば
」
と
結
ぶ
。
視
覚
対
象
の
喪
失

が
観
念
対
象
と
し
て
の
把
握
を
も
た
ら
し
、
別
れ
の
完
了
を
認
識
さ
せ
る

こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
こ
こ
で
姿
を
見
続
け
る
た
め
の
「
か
へ
り
見
」

や
、
見
せ
続
け
る
た
め
の
「
袖
振
り
」
と
い
っ
た
抗
い（
４
）が
行
わ
れ
る
こ
と

も
、
別
れ
の
認
識
過
程
に
お
け
る
視
覚
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ

に
は
見
る
こ
と
で
認
識
さ
れ
る
別
れ
の
進
行
と
、
見
え
な
く
な
る
こ
と
で

認
識
さ
れ
る
そ
の
完
了
と
が
、
段
階
的
に
あ
る
。
で
は
、
死
別
に
お
い
て

は
ど
う
か
。
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枕　

旅
寝
か
も
す
る　

逢
は
ぬ
君
故

 

（
２
・
一
九
四　

人
麻
呂
作
歌
）

　
　

（3b）  

し
き
た
へ
の
袖
交
へ
し
君
玉
垂
の
越
智
野
過
ぎ
去
く
ま
た
も
逢

は
め
や
も
〈
一
に
云
ふ
「
越
智
野
に
過
ぎ
ぬ
」〉

 

（
２
・
一
九
五　

人
麻
呂
作
歌
）

　

人
麻
呂
の
「
献
呈
挽
歌
」
で
あ
る
。
長
歌
に
は
死
者
で
あ
る
「
君
」
に

逢
え
る
か
と
越
智
野
へ
行
く
こ
と
が
詠
わ
れ
る
が
、
反
歌
に
は
「
君
」
が

越
智
野
を
「
過
ぎ
」
て
行
き
、
ま
た
逢
う
こ
と
は
叶
わ
な
い
だ
ろ
う
と
結

ば
れ
る
。
越
智
野
は
、
左
注
の
「
葬
二
河
島
皇
子
越
智
野
一
之
時
」
に
よ

れ
ば
皇
子
の
葬
地
で
あ
る
。
七
世
紀
後
半
以
降
、
死
者
の
埋
葬
後
一
定
期

間
は
遺
族
が
葬
地
近
く
の
仮
屋
で
喪
に
服
し
た
と
さ
れ（
５
）、
越
智
野
へ
行
く

こ
と
も
現
実
的
に
は
こ
れ
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で

は
既
に
生
者
な
ら
ざ
る
こ
と
が
事
実
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を

否
認
す
る
こ
と
は
も
は
や
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。「
け

だ
し
く
も　

逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
と
い
う
弱
気
な
言
い
様
は
そ
の
表
れ
で

あ
ろ
う
。「
逢
ふ
」
こ
と
は
双
方
向
的
な
ま
な
ざ
し
の
触
れ
合
い
を
志
向

す
る
行
為
で
あ
り（
６
）、
こ
こ
で
は
既
に
そ
う
し
た
接
触
が
叶
わ
な
い
状
況
に

あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
事
実
を
認
識
し
た
後
に
な
お
別

れ
を
否
認
す
る
よ
う
な
行
動
を
起
こ
し
、
や
が
て
別
れ
を
理
解
し
て
い
く

と
い
う
一
連
の
流
れ
は
、
⑴
や
⑵
に
も
通
う
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
差

は
、
⑴
や
⑵
に
お
い
て
は
抗
い
の
対
象
が
感
覚
可
能
な
形
を
と
っ
た
死
と

い
う
異
変
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
⑶
は
そ
れ
が
も
た
ら
す
（
と
観

念
さ
れ
る
）
別
れ
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
後
者
に
あ
っ
て
前
者
の
異

変
は
、
確
認
さ
れ
た
以
上
、
覆
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
既
に
理
解

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
別
れ
た
く
な
い
と
い
う
願
望
と
、
そ
れ
で
も
別

衣
帯
に
攀
ぢ
牽
り
、
且
喜
び
且
慟
ふ
。 

（『
紀
』
神
代
下
）

　

⑴
は
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
国
訪
問
の
場
面
で
あ
る
。
ｂ
は
訪
問
先
を
殯
の

場
と
す
る
が
、
ひ
と
ま
ず
類
話
と
し
て
考
え
た
い
。
イ
ザ
ナ
キ
は
イ
ザ
ナ

ミ
を
見
よ
う
と
し
、
そ
の
も
と
を
訪
れ
る
。
二
人
は
語
り
合
っ
た
後
、
イ

ザ
ナ
キ
が
い
わ
ゆ
る
「
見
る
な
の
禁
忌
」
を
犯
し
、
死
体
と
し
て
の
イ
ザ

ナ
ミ
の
姿
を
見
て
し
ま
う
。
ａ
は
語
り
合
う
時
に
も
戸
越
し
で
あ
っ
た

が
、
ｂ
で
は
「
生
い
け
り
し
と
き
平
」
の
ご
と
き
姿
を
見
、
言
葉
が
終
わ
る
と
と
も
に
見

え
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
⑵
は
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
の
死
後
、
喪
を
執
り
行

う
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
容
姿
の
よ
く
似
た
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
を
見

て
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
と
誤
認
し
た
親
族
が
ａ
「
死
な
ず
有
り
け
り
」、
ｂ

「
猶
在
し
け
り
」
と
言
う
。
生
き
返
っ
た
と
言
う
の
で
は
な
い
。
死
ん
で

い
な
か
っ
た
と
言
う
。
彼
ら
の
認
識
の
内
に
、
死
も
別
れ
も
い
ま
だ
確
定

的
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
こ
で
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
の
ｂ
「
平
い
け
り
し
と
き
生
」

に
似
た
姿
を
見
る
こ
と
は
、
言
わ
ば
生
の
確
認
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
誤
認
さ
れ
た
神
の
怒
り
に
よ
っ
て
誤
り
は
正
さ
れ
、
死
は
そ
こ
に
確

定
し
て
ゆ
く
。

　

と
も
に
神
代
巻
に
掲
出
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、
最
後
に
は
死
が

確
定
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
以
前
に
否
認
さ
れ
る
余
地
（
未
確
定
段
階
）

の
存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
姿
（
生
者
と
し
て
の
・
死
者
と
し

て
の
）
を
見
る
こ
と
が
生
死
の
確
認
と
な
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
発
想
の
背
景
に
殯
の
存
在
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
神
話
の
文
脈
の
上
で
起
こ
り
得
る
こ
と
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
　

（3a）  

…
…
け
だ
し
く
も　

逢
ふ
や
と
思
ひ
て　

玉
垂
の　

越
智
の
大
野

の　

朝
露
に　

玉
裳
は
ひ
づ
ち　

夕
霧
に　

衣
は
濡
れ
て　

草
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王
所
一
、
白
言
二
大
王
一
、
我
聞
三
外
人
作
二
如
レ
是
語
一
、
失
二
我
最
小

所
レ
愛
之
子
一
。
王
聞
レ
語
已
、
①
驚
惶
失
レ
所
、
②
悲
哽
而
言
、
苦

哉
今
日
失
二
我
愛
子
一
。

　

こ
こ
で
、
①
②
は
い
ず
れ
も
死
を
報
さ
れ
た
父
母
の
反
応
と
し
て
あ

る
。
そ
れ
が
『
紀
』
で
は
、
影
媛
が
①
「
是
の
戮
し
已
へ
つ
る
を
見
」
た

時
の
動
揺
と
、
②
「
収
め
埋
む
る
こ
と
既
に
畢
り
て
、
家
に
還
ら
む
と
す

る
」
時
の
喪
失
感
と
に
分
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
異
変
と
そ
れ
の
も
た

ら
す
別
れ
と
が
、「（
殺
さ
れ
た
姿
を
）
見
る
」
こ
と
や
「（
そ
の
姿
も
）

見
え
な
く
な
る
」
こ
と
に
即
し
て
段
階
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
こ
う
し
た
例
と
か
か
わ
っ
て
『
礼
記
』（
檀
弓
上
）
に
「
葬
也
者
蔵

也
。
蔵
也
者
、
欲
二
人
之
弗
一レ
得
レ
見
也
」
と
あ
る
こ
と
を
想
起
し
た
い
。

『
三
国
志
』「
魏
書
」
文
帝
紀
に
見
ら
れ
る
曹
丕
の
薄
葬
令
に
引
か
れ
、
い

わ
ゆ
る
大
化
薄
葬
令
に
も
「
夫
葬
者
蔵
也
。
欲
二
人
之
不
一レ
得
レ
見
也
」

（『
紀
』
孝
徳
紀
）
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
礼
記
』
の
そ
れ
は
生
者
へ

の
配
慮
に
根
ざ
し
た
薄
葬
思
想
で
あ
り
、
曹
丕
の
そ
れ
は
死
者
と
な
る
立

場
か
ら
の
命
令
で
あ
る
と
い
う
点
に
違
い
は
あ
る（
８
）が
、
い
ず
れ
も
死
者
を

生
者
か
ら
避
け
隔
て
る
も
の
と
し
て
葬
の
本
質
を
述
べ
る
こ
と
は
共
通
す

る
。
大
化
薄
葬
令
に
つ
い
て
も
、
薄
葬
化
に
あ
っ
て
葬
の
本
質
と
し
て
最

低
限
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
「
人
之
不
レ
得
レ
見
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

そ
の
原
則
が
守
ら
れ
る
限
り
、
姿
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
異

変
と
、
そ
の
姿
も
見
え
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
別
れ
と

は
、
自
ず
か
ら
そ
こ
に
生
じ
る
。
⑶
の
よ
う
に
死
者
に
「
逢
ふ
や
」
と
思

う
こ
と
は
で
き
る
に
せ
よ
、
そ
の
姿
が
見
え
な
い
こ
と
は
既
に
理
解
さ
れ

て
い
る
。
理
解
し
て
な
お
願
う
こ
と
が
別
れ
に
対
す
る
悲
し
み
の
表
現
で

あ
り
、
そ
れ
は
生
別
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

れ
て
い
く
と
い
う
現
実
と
を
詠
う
と
こ
ろ
に
、
挽
歌
と
し
て
の
質
は
あ
る

だ
ろ
う
。
我
々
が
死
と
呼
ぶ
異
変
と
、
そ
れ
の
も
た
ら
す
別
れ
と
が
、
連

続
性
を
も
っ
て
段
階
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
で
は
表

現
と
し
て
あ
る
そ
う
し
た
段
階
は
、
死
別
な
る
も
の
に
伴
う
い
か
な
る
現

象
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
か
。
生
に
お
け
る
別
れ
と
、
死
な
る
異
変
と
、
そ

れ
の
も
た
ら
す
別
れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
例
を
見
た
い
。

　
　

⑷  

鮪
臣
を
乃
楽
山
に
戮
し
つ
。
是
の
時
に
、
影
媛
、
戮
さ
る
る
処

に
逐
ひ
行
き
て
、
是
の
戮
し
已
へ
つ
る
を
見
つ
。
ａ
驚
き
惶
み

て
失
所
し
て
、
悲
涙
目
に
盈
て
り
。
…
…
影
媛
、
収
め
埋
む
る

こ
と
既
に
畢
り
て
、
家
に
還
ら
む
と
す
る
に
臨
み
て
、
ｂ
悲
鯁

ひ
て
言
は
く
、「
苦
し
き
か
な
。
今
日
、
我
が
愛
し
き
夫
を
失
ひ

つ
る
こ
と
」 

（『
紀
』
武
烈
紀
）

　

影
媛
は
夫
で
あ
る
鮪
が
殺
さ
れ
た
場
へ
行
き
、
そ
の
姿
を
見
て
取
り
乱

し
、
悲
し
み
の
涙
を
流
す
。
そ
し
て
埋
葬
を
終
え
て
家
に
帰
ろ
う
と
す
る

そ
の
時
に
、
夫
を
亡
く
し
た
こ
と
の
喪
失
感
を
口
に
出
す
。
即
日
で
埋
葬

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
悲
し
み
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
ろ
う
。

だ
が
表
現
と
し
て
は
、
離
れ
た
所
か
ら
死
者
の
も
と
へ
行
き
、
殺
さ
れ
た

姿
を
見
る
こ
と
で
異
変
を
事
実
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
姿
も
見
え
な
く

な
っ
た
後
に
別
れ
が
観
念
さ
れ
、
嘆
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
７
）。
こ
こ
に
見

え
る
「
驚
惶
失
所
、
悲
涙
盈
レ
目
」「
悲
鯁
而
言
、
苦
哉
。
今
日
、
失
二
我

愛
夫
一
」
の
表
現
は
、『
金
光
明
最
勝
王
経
』（
巻
十
、
捨
身
品
）
に
典
拠

を
も
つ
こ
と
が
河
村
秀
根
『
書
紀
集
解
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
該
当
す

る
部
分
は
い
わ
ゆ
る
本
生
譚
「
捨
身
飼
虎
」
で
、
父
母
が
王
子
の
死
を
知

る
場
面
で
あ
る
。

　
　

 

時
彼
夫
人
聞
二
是
語
一
已
、
生
二
大
憂
悩
一
、
①
悲
涙
盈
レ
目
。
至
二
大
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長
歌
で
は
、
報
せ
を
聞
い
た
「
わ
れ
」
が
市
に
「
妹
」
の
姿
を
求
め
る

が
、
こ
れ
は
報
せ
を
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
が
故
の
（「
音
の
み
を　

聞
き

て
あ
り
え
ね
ば
」）、
生
き
た
「
妹
」
を
求
め
る
行
動
で
あ
る（
９
）。
前
節
で
は

神
話
の
文
脈
で
起
こ
り
得
る
こ
と
と
し
て
生
死
の
未
確
定
段
階
を
見
た

が
、
本
作
品
で
は
、
相
手
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
わ
れ
」
の
主

観
的
状
況
に
よ
っ
て
、
擬
似
的
な
未
確
定
段
階
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と

言
え
る
。
述
べ
た
よ
う
な
「
見
る
こ
と
で
認
識
さ
れ
る
異
変
」
を
発
想
の

基
盤
と
し
つ
つ
、
そ
の
裏
命
題
「
見
え
な
い
故
に
認
識
で
き
な
い
異
変
」

を
採
る
こ
と
で
、
独
自
の
展
開
を
見
せ
る
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

一
方
で
異
変
は
客
観
的
事
実
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
は
確
実
に
死
別
へ
と
連

な
る
。
第
一
短
歌
で
は
山
に
「
妹
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
そ
こ
へ
至
る

道
を
知
ら
な
い
と
詠
い
、
第
二
短
歌
は
過
去
の
回
想
に
結
着
す
る
の
で
あ

る
。
前
節
に
述
べ
た
「
見
え
な
い
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
別
れ
」
の
発
想
が

こ
こ
に
あ
る
。
第
一
歌
群
全
体
と
し
て
、「
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
受
け
容

れ
ら
れ
な
い
異
変
」
か
ら
「
見
え
な
い
け
れ
ど
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
異

変
」
へ
、
そ
し
て
「
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
別
れ
」

へ
と
至
る
構
成
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
死
別
に
お
け
る
視
覚
と
、
そ
れ
が
も

た
ら
す
認
識
と
は
、
作
品
を
展
開
さ
せ
る
動
力
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　

同
じ
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
第
二
歌
群
は
、「
或
本
歌
曰
」
と
し
て
掲
出

さ
れ
る
異
伝
（
以
下
、
或
本
歌
群
と
称
す
る
）
を
も
つ
が
、
両
者
は
死
の

描
き
方
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
　

（2a）  
…
…
大
鳥
の　

羽
易
の
山
に　

我
が
恋
ふ
る　

妹
は
い
ま
す
と

人
の
言
へ
ば　

岩
根
さ
く
み
て　

な
づ
み
来
し　

良
け
く
も
そ

な
き　

う
つ
せ
み
と　

思
ひ
し
妹
が　

玉
か
ぎ
る　

ほ
の
か
に

だ
に
も　

見
え
な
く
思
へ
ば

　
　

な
行
き
そ
と
帰
り
も
来
や
と
か
へ
り
見
に
行
け
ど
帰
ら
ず
道
の
長
手
を

 

（
12
・
三
一
三
二　

羈
旅
発
思
）

　

い
ま
別
れ
た
相
手
が
戻
っ
て
来
る
か
と
願
い
つ
つ
も
、
そ
の
姿
が
再
び

見
え
る
こ
と
は
な
い
と
理
解
し
て
い
く
こ
と
は
、
そ
の
別
れ
を
動
か
ぬ
事

実
と
し
て
受
け
容
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
別
れ
の
一
形
態
と
し
て
把
握
さ

れ
る
死
別
も
ま
た
、
見
え
な
く
な
っ
た
そ
の
姿
が
再
び
見
え
る
こ
と
の
な

い
と
こ
ろ
に
象
徴
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
人
麻
呂
挽
歌
の
死
別

　

死
別
と
い
う
別
れ
に
お
い
て
も
視
覚
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
述

べ
た
通
り
だ
が
、
そ
の
働
き
は
柿
本
人
麻
呂
の
挽
歌
に
お
い
て
特
徴
的
な

あ
り
方
を
示
す
。

　
　

（1a）  

…
…
我
妹
子
が　

止
ま
ず
出
で
見
し　

軽
の
市
に　

我
が
立
ち

聞
け
ば　

玉
だ
す
き　

畝
傍
の
山
に　

鳴
く
鳥
の　

声
も
聞
こ

え
ず　

玉
桙
の　

道
行
き
人
も　

一
人
だ
に　

似
て
し
行
か
ね

ば　

す
べ
を
な
み　

妹
が
名
呼
び
て　

袖
そ
振
り
つ
る 

 

（
２
・
二
〇
七　

挽
歌　

柿
本
人
麻
呂
）

　
　

（1b）  

秋
山
の
黄
葉
を
茂
み
惑
ひ
ぬ
る
妹
を
求
め
む
山
路
知
ら
ず
も

 

（
２
・
二
〇
八　

同
右
）

　
　

（1c）  

も
み
ち
葉
の
散
り
行
く
な
へ
に
玉
梓
の
使
ひ
を
見
れ
ば
逢
ひ
し

日
思
ほ
ゆ 

（
２
・
二
〇
九　

同
右
）

　

人
麻
呂
の
「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
一
歌
群
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
別
離
の
状

態
で
「
妹
」
の
訃
報
を
受
け
る
と
い
う
特
殊
な
場
面
設
定
が
な
さ
れ
る
作

品
で
あ
り
、「
わ
れ
」
は
最
後
ま
で
「
妹
」
の
姿
を
見
る
こ
と
が
な
い
。
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い
ず
れ
も
火
葬
の
煙
を
「
雲
」
や
「
霧
」
と
表
現
し
、
そ
れ
を
死
者
と

し
て
詠
う
。
見
え
な
い
こ
と
で
嘆
か
れ
る
対
象
だ
っ
た
死
者
を
、
火
葬
と

い
う
新
た
な
慣
習
に
材
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
て
嘆
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
火
葬
に
伴
う
現
象
を
詠
い
な
が
ら
も
、
あ
く

ま
で
も
死
者
の
存
在
を
詠
う
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
麻
呂
挽
歌
に
は
、

「
露
こ
そ
ば　

朝
に
置
き
て　

夕
に
は　

消
ゆ
と
い
へ　

霧
こ
そ
ば　

夕

に
立
ち
て　

朝
に
は　

失
す
と
い
へ
」（
２
・
二
一
七
）
の
よ
う
な
表
現

こ
そ
あ
れ
、
詠
わ
れ
る
死
者
を
直
接
「
失
す
」
や
「
無
し
」
と
い
っ
た
消

失
・
非
存
在
等
で
表
現
す
る
例
が
な
い
。
そ
れ
は
火
葬
と
い
う
題
材
を
取

り
入
れ
て
な
お
、
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
人
麻
呂
以
後
、
火

葬
に
伴
う
現
象
を
存
在
の
消
失
に
結
び
つ
け
る
発
想
が
生
ま
れ
る
。

　
　

⑸  

秋
津
野
に
朝
居
る
雲
の
失
せ
行
け
ば
昨
日
も
今
日
も
な
き
人
思

ほ
ゆ 

 

（
７
・
一
四
〇
六　

挽
歌
）

　
　

⑹  

玉
梓
の
妹
は
花
か
も
あ
し
ひ
き
の
こ
の
山
陰
に
撒
け
ば
失
せ
ぬ
る 

 

（
７
・
一
四
一
六　

挽
歌
）

　

と
も
に
火
葬
を
想
起
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
が
、
⑸
は
雲
を
見
て
火
葬
の

煙
を
思
い
、
そ
の
消
失
を
見
て
故
人
の
不
在
を
思
う
。
⑹
も
火
葬
さ
れ
た

「
妹
」
を
撒
き
、
そ
の
消
失
を
通
し
て
故
人
の
喪
失
を
表
現
す
る
。
こ
れ

ら
は
変
質
物
の
消
失
か
ら
非
存
在

4

4

4

の
死
者
を
観
念
す
る
こ
と
で
、
死
別
を

表
現
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
類
す
る
発
想
は
、
日
本
に
お
け

る
火
葬
の
始
ま
り
と
記
さ
れ
る
『
続
日
本
紀
』
道
昭
伝
の
表
現
に
も
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 

弟
子
等
奉
二
遺
教
一
、
火
二
葬
於
粟
原
一
。
天
下
火
葬
従
レ
此
而
始
也
。

世
伝
云
。
火
葬
畢
、
親
族
与
二
弟
子
一
相
争
、
欲
下
取
二
和
上
骨
一
斂
上レ

之
。
飄
風
忽
起
、
吹
二
颺
灰
骨
一
、
終
不
レ
知
二
其
処
一
。
時
人
異
焉
。

 

（
２
・
二
一
〇　

挽
歌　

柿
本
人
麻
呂
）

　
　

（2b）  

…
…
大
鳥
の　

羽
易
の
山
に　

汝
が
恋
ふ
る　

妹
は
い
ま
す
と

人
の
言
へ
ば　

岩
根
さ
く
み
て　

な
づ
み
来
し　

良
け
く
も
ぞ

な
き　

う
つ
そ
み
と　

思
ひ
し
妹
が　

灰
に
て
い
ま
せ
ば

 

（
２
・
二
一
三　

同
右
）

　

第
一
歌
群
同
様
、
本
作
品
の
「
わ
れ
」
も
「
妹
」
を
求
め
て
空
間
的
接

近
を
試
み
て
い
る
。
残
さ
れ
た
配
偶
者
が
死
者
を
求
め
て
行
動
す
る
発
想

は
、
前
節
に
見
た
「
献
呈
挽
歌
」
の
ほ
か
、「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」（
２
・

一
九
六
～
一
九
八
）
や
「
石
中
死
人
歌
」（
２
・
二
二
〇
～
二
二
二
）
等

に
も
見
ら
れ
、
人
麻
呂
挽
歌
の
特
徴
の
一
つ
に
数
え
う
る
。「
泣
血
哀
慟

歌
」
第
二
歌
群
長
歌
（
二
一
〇
）
は
、
そ
の
行
動
の
結
果
を
「
見
え
な
く

思
へ
ば
」
と
結
び
、
生
者
に
は
感
覚
で
き
な
い
存
在
（
不
在
で
は
な
い
）

と
し
て
の
「
妹
」
を
観
念
す
る
こ
と
で
、
死
別
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の

発
想
は
既
に
見
た
「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
一
歌
群
第
一
短
歌
や
「
献
呈
挽

歌
」
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
対
す
る
或
本
歌
群
長
歌
（
二
一
三
）
は
「
灰

に
て
い
ま
せ
ば
」
と
、
火
葬
に
よ
っ
て
変
質
し
た
存
在
と
し
て
の
「
妹
」

を
感
覚
す
る
。
期
待
さ
れ
た
姿
と
は
異
な
る
に
せ
よ
、「
妹
」
を
求
め
る

行
動
の
末
に
変
質
し
た
そ
の
人
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
逢
え

な
い
こ
と
・
見
え
な
い
こ
と
に
貫
か
れ
る
作
品
と
は
、
死
別
の
捉
え
方
に

隔
た
り
が
あ
る
と
言
え
る
。
人
麻
呂
挽
歌
に
は
火
葬
の
事
実
が
題
詞
に
記

さ
れ
る
歌
も
あ
り
、
併
せ
て
見
た
い
。

　
　

⑶  

こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
の
山
の
ま
に
い
さ
よ
ふ
雲
は
妹
に
か
も

あ
ら
む 

（
２
・
四
二
八　

挽
歌　

柿
本
人
麻
呂
）

　
　

⑷  

山
の
ま
ゆ
出
雲
の
児
ら
は
霧
な
れ
や
吉
野
の
山
の
峰
に
た
な
び
く

 

（
２
・
四
二
九　

挽
歌　

柿
本
人
麻
呂
）
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し
て
の
視
覚
的
喪
失
と
が
関
与
し
て
い
る
。
言
わ
ば
生
に
お
け
る
別
れ
の

発
想
に
よ
っ
て
、
死
の
も
た
ら
す
別
れ
も
ま
た
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
（
左
図
）。

別
れ
に
お
け
る
視
覚
と
観
念

生

死

死
（
火
葬
）

見
る
こ
と
（
視
覚
）

位
置
変
化

異
変

変
質

見
え
な
い
こ
と
（
観
念
）

生
別
離

死
別
（
離
）

喪
失

　

た
だ
し
、
生
別
に
お
い
て
は
予
期
・
予
感
と
し
て
位
置
変
化
が
詠
わ
れ

る
場
合
も
あ
る
（
第
一
節
の
（1b）
等
）
の
に
対
し
、
死
別
の
空
間
的
把
握

（
離
れ
て
い
く
位
置
変
化
）
は
、
辞
世
歌
等
の
例
外
を
除
け
ば
専
ら
死
別

離
の
現
在
（
離
れ
て
あ
る
作
歌
現
在
）
か
ら
遡
及
的
に
観
念
さ
れ
る
。
死

別
離
に
対
す
る
嘆
き
が
死
別
に
対
す
る
想
像
的
観
念
を
惹
起
し
、
別
離
の

現
状
（
逢
え
な
い
、
見
え
な
い
）
を
規
定
す
る
過
去
の
出
来
事
と
し
て
、

死
者
の
道
行
き
（「
過
ぐ
」「
去
く
」
等
）
や
そ
の
結
果
と
し
て
の
視
覚
的

喪
失
（「
隠
る
」
等
）
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
回
想
が
な

さ
れ
る
一
方
で
、
取
り
除
く
こ
と
で
別
離
を
解
消
し
う
る
よ
う
な
要
因
が

現
状
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
死
別
離
と
は
際

限
な
い
不
見
の
継
続
で
あ
っ
た
。
見
え
る
こ
と
の
な
い
死
者
は
逢
え
る
こ

と
の
な
い
存
在
4

4

と
し
て
観
念
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
火
葬
を
詠
う

挽
歌
に
は
変
質
物
の
消
失
か
ら
非
存
在
の
死
者
を
観
念
す
る
例
も
あ
る
。

葬
制
の
変
化
は
死
生
観
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
死
生
観
の

変
化
も
ま
た
葬
制
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

 

（『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
四
年
三
月
十
日
、
道
昭
伝
）

　

道
昭
の
火
葬
に
対
す
る
こ
う
し
た
伝
承
が
い
つ
か
ら
行
わ
れ
た
か
は
定

か
で
は
な
い
。
確
か
な
こ
と
は
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
と
さ
れ
る
人
麻
呂

の
挽
歌
に
、
こ
う
し
た
発
想
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
人
麻
呂
挽
歌
に
お
け
る
死
別
な
る
も
の
の
観
念
の
一
貫
性
を
示
し

て
い
る
。
長
歌
を
「
灰
に
て
い
ま
せ
ば
」
と
結
ぶ
「
泣
血
哀
慟
歌
」
或
本

歌
群
に
お
い
て
も
、
短
歌
に
お
い
て
は
死
者
を
時
間
的
・
空
間
的
に
隔

た
っ
た
存
在
と
し
て
詠
う）
（1
（

。
そ
の
意
味
で
は
、
長
歌
末
尾
は
感
覚
さ
れ
た

死
な
る
異
変
を
、
短
歌
は
観
念
さ
れ
た
死
別
を
表
現
す
る
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
人
麻
呂
挽
歌
は
新
た
な
題
材
を
取
り
入
れ
つ
つ
も
、
あ
く
ま

で
も
生
者
と
交
渉
不
可
能
な
存
在
4

4

と
し
て
死
者
を
観
念
し
、
そ
う
し
た
隔

た
り
に
お
い
て
死
別
な
る
も
の
を
理
解
す
る
発
想
を
根
底
に
据
え
て
作
ら

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

四
　
お
わ
り
に

　

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
挽
歌
に
お
け
る
死
別
表
現
語
彙
は
そ
の
語

が
本
来
的
に
有
し
て
い
る
意
味
を
活
か
し
て
い
る
。「
過
ぐ
」「
去
く
」

「
隠
る
」
等
の
語
彙
は
時
に
具
体
的
な
葬
送
の
様
を
想
起
さ
せ
、
あ
る
い

は
抽
象
的
に
死
者
の
去
り
ゆ
く
こ
と
を
観
念
さ
せ
る
。
用
い
方
に
違
い
は

あ
れ
ど
、
ど
れ
も
視
覚
的
喪
失
へ
連
な
る
空
間
的
把
握
を
基
盤
と
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
死
別
に
お
い
て
も
別
れ
は
、
結
果
と
し
て
の
離
れ
て
あ

る
状
態
の
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
過
ぎ
ゆ
く
手
段
が
死
者
自
ら
の
歩
み

で
は
な
く
、
隠
れ
ゆ
く
状
況
が
埋
葬
等
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
や

が
て
空
間
的
な
隔
た
り
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
異
変
と
、
そ
の
結
果
と

←

←

←

↑

↑

↑
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照
。

（
７
） 

犬
飼
公
之
「〈
存
在
論
〉
―
古
代
日
本
人
の
存
在
感
―
」
犬
飼
公
之
ほ
か
『
古
代

の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
、「
影
媛
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
生
身
の
肉
体
が
、
そ
し
て
そ
の
よ
す
が
と
し
て
の
亡
骸
が
視
界
か
ら
失
わ

れ
る
こ
と
は
、
人
々
に
と
っ
て
存
在
の
喪
失
を
う
け
と
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と

の
指
摘
が
あ
る
。

（
８
） 

成
瀬
哲
生
「
曹
丕
の
こ
と
ど
も
―
髑
髏
と
感
傷
―
」『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』

三
二
巻
一
号
（
一
九
八
三
年
一
一
月
）。

（
９
） 

注
（
４
）
拙
稿
。

（
10
）
注
（
６
）
拙
稿
。

〔
付
記
〕

　

本
稿
は
筑
波
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
第
三
十
九
回
大
会
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

「
死
生
観
の
向
こ
う
に
」（
二
〇
一
六
年
十
月
一
日
、
筑
波
大
学
）
に
お
け
る
基
調
報
告
に

基
づ
い
て
い
ま
す
。
な
お
本
稿
はJSPS

科
研
費
（JP17J0034

）
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
す
。

 

（ 

し
げ
の　

と
も
ひ
ろ　

筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程 　
　
　
　
　

人
文
社
会
科
学
研
究
科
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｄ
Ｃ
）

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
変
化
を
見
出
す
時
、
死
生
観
は
ひ
と
り
生
死
の
問

題
の
み
に
留
ま
ら
な
い
こ
と
を
知
る
。
こ
こ
4

4

で
は
な
い
ど
こ
か
へ
去
っ
た

死
者
を
観
念
す
る
こ
と
は
、
観
念
す
る
自
ら
が
生
き
て
あ
る
こ
こ
4

4

の
境
界

を
意
識
す
る
こ
と
に
連
な
る
か
ら
で
あ
る
。
黄
泉
国
で
死
者
に
出
逢
う
神

話
と
、
見
え
な
い
死
者
の
存
在
を
観
念
す
る
人
麻
呂
挽
歌
と
、
死
者
の
消

失
を
詠
う
挽
歌
と
が
、
必
ず
し
も
同
じ
こ
こ
4

4

を
共
有
し
て
い
た
と
は
言
い

え
ま
い
。
あ
る
作
品
に
現
れ
た
死
生
観
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
大
き
な
意

味
が
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

注（
１
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
詳
論
す
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
い
わ
ゆ
る
敬
避
表

現
に
つ
い
て
の
先
駆
的
論
文
で
あ
る
森
本
健
吉
「
萬
葉
挽
歌
に
お
け
る
敬
避
性
」

『
国
語
と
国
文
学
』
一
七
巻
一
〇
号
（
一
九
四
〇
年
一
〇
月
）
も
、「『
死
』
の
語

を
避
け
」
た
と
理
解
し
つ
つ
も
、
多
様
な
死
別
表
現
が
も
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
的

特
徴
を
認
め
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

（
２
） 

鉄
野
昌
弘
「
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
の
異
伝
と
本
文
―
『
宇
都
曽
臣
』
と
『
打
蟬
』

―
」『
萬
葉
』
一
四
一
号
、
一
九
九
二
年
一
月
。

（
３
） 

こ
の
点
、
東
歌
で
あ
る
（
2c
）
に
つ
い
て
『
総
釋
』（
折
口
信
夫
）
が
「
こ
の
や

う
に
、
悲
別
歌
と
挽
歌
と
は
、
実
は
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
。
萬
葉
集
の
編
者
た

ち
も
、
そ
の
点
誤
解
し
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ら
う
。
地
名
が
東
国
に
な
い
限

り
は
、
こ
の
歌
を
、
東
歌
と
判
断
す
る
根
拠
が
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

の
は
示
唆
的
で
あ
る
。

（
４
） 

袖
振
り
の
理
解
に
つ
い
て
は
拙
稿
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
第
一
歌
群
の
構
成
」『
萬

葉
』
二
二
二
号
（
二
〇
一
六
年
五
月
）
参
照
。

（
５
） 

和
田
萃
「
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
喪
葬
儀
礼
」『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰

　

上
』（
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
）、
初
出
『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代

史
講
座
』
九
巻
（
学
生
社
、
一
九
八
二
年
）。

（
６
） 「
逢
ふ
」
と
「
見
る
」（「
見
ゆ
」）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「『
泣
血
哀
慟
歌
』

第
二
歌
群
・
或
本
歌
群
の
構
成
」『
萬
葉
』
二
二
三
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）
参




