
「
伴
追
意
識
の
始
り
 
 

『
続
日
本
紀
』
天
平
十
六
年
閏
正
月
十
一
日
の
条
に
、
聖
武
天
皇
が
 
 

久
適
京
か
ら
難
波
に
行
幸
す
る
記
事
が
見
ら
れ
、
そ
こ
に
は
 
「
こ
の
 
 

日
、
安
穏
親
王
、
脚
の
病
に
縁
り
て
桜
井
の
頓
宮
よ
り
還
れ
り
」
と
あ
 
 

り
、
続
い
て
、
「
丁
丑
 
（
十
三
日
）
 
発
ず
。
時
に
年
十
七
云
々
」
 
と
記
 
 

さ
れ
て
い
る
。
聖
武
天
皇
と
県
犬
養
広
刀
自
と
の
間
に
生
ま
れ
た
安
積
 
 

親
王
が
成
長
し
、
橘
諸
兄
と
の
姻
戚
の
関
係
が
緊
密
化
し
て
き
た
。
藤
 
 

原
氏
は
こ
の
こ
と
を
危
惧
し
、
橘
諸
兄
政
権
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
 
 

に
、
光
明
皇
后
の
所
生
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
ア
ピ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
 
 

阿
部
内
親
王
を
有
史
以
来
初
め
て
の
女
性
皇
太
子
と
し
て
立
た
せ
た
む
 
 

大
化
以
来
、
大
い
な
る
伴
と
し
て
、
天
皇
家
を
護
衛
す
る
豪
族
で
あ
っ
 
 

た
大
伴
家
に
と
っ
て
、
藤
原
氏
の
勢
力
の
台
頭
は
一
族
の
興
亡
に
か
か
 
 

わ
る
事
で
あ
る
。
大
伴
一
族
と
当
時
の
右
大
臣
橘
諸
兄
を
首
と
す
る
皇
 
 

親
派
の
人
々
は
安
積
皇
子
に
心
を
寄
せ
て
、
皇
子
の
将
来
に
期
待
し
て
 
 

い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
子
は
急
死
し
た
。
家
持
は
安
穏
皇
 
 

大
伴
家
持
の
伴
造
意
識
に
つ
い
て
 
 

子
の
為
に
次
の
よ
う
な
挽
歌
を
詠
ん
で
い
た
。
 
 

十
六
年
甲
申
の
春
の
二
月
に
、
安
穏
皇
子
の
着
ぜ
し
時
に
、
内
 
 

舎
人
大
伴
宿
禰
家
持
が
作
る
歌
六
首
 
 

か
け
ま
く
も
 
あ
や
に
畏
し
 
言
は
ま
く
も
 
ゆ
ゆ
し
き
か
も
 
 

我
が
大
君
 
皇
子
の
命
 
万
代
に
 
見
し
た
ま
は
ま
し
 
大
日
本
 
 
 

久
溜
の
都
は
 
う
ち
靡
く
 
春
さ
り
ぬ
れ
ば
 
山
辺
に
は
 
花
咲
 
 

き
を
を
り
 
川
瀬
に
は
 
鮎
子
さ
走
り
 
い
や
日
興
に
 
栄
ゆ
る
 
 

時
に
 
お
よ
づ
れ
の
 
た
は
こ
と
と
か
も
 
白
樺
に
 
舎
人
よ
そ
 
 

ひ
て
 
和
束
山
 
御
輿
立
た
し
て
 
ひ
さ
か
た
の
 
天
知
ら
し
ぬ
 
 

れ
 
臥
い
ま
ろ
び
 
ひ
づ
ち
泣
け
ど
も
 
為
む
す
べ
も
な
し
 
（
巻
 
 

三
、
四
七
五
）
 
 

反
歌
 
 

我
が
大
君
 
天
知
ら
さ
む
と
 
思
は
ね
ば
 
お
ほ
に
ぞ
見
け
る
 
 
 

和
束
仙
山
 
（
巻
三
、
四
七
六
）
 
 

あ
し
ひ
き
の
 
山
さ
へ
光
り
 
咲
く
花
の
 
散
り
ぬ
る
ご
と
き
 
 

榛
 
敏
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ふ
の
 
八
十
伴
の
男
を
 
召
し
集
へ
 
率
ひ
た
ま
ひ
 
朝
狩
に
 
 

鹿
猪
踏
み
起
し
 
夕
狩
に
鴇
堆
踏
み
立
て
 
大
御
馬
の
 
口
抑
へ
 
 

と
め
 
御
心
を
 
見
し
明
ら
め
し
 
清
適
山
 
木
立
の
茂
に
 
咲
 
 

く
花
も
 
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
 
世
間
は
 
か
く
の
み
な
ら
し
 
ま
 
 

す
ら
を
の
 
心
振
り
起
し
 
剣
大
刀
 
腰
に
取
り
傭
き
 
梓
弓
 
 

軟
取
り
負
ひ
て
 
天
地
と
 
い
や
速
長
に
 
万
代
に
 
か
く
し
も
 
 

が
も
と
 
頼
め
り
し
 
皇
子
の
御
門
の
 
五
月
蝿
な
す
 
願
く
舎
 
 

人
は
 
白
樺
に
 
衣
取
り
着
て
 
常
な
り
し
 
笑
ひ
振
舞
ひ
 
い
 
 

や
日
異
に
 
変
ら
ふ
見
れ
ば
 
悲
し
き
ろ
か
も
（
巻
三
、
四
七
八
）
 
 

反
歌
 
 

は
し
き
か
亀
 
皇
子
の
命
の
 
あ
り
通
ひ
 
見
し
し
 
清
適
の
 
 

道
は
荒
れ
に
け
り
 
へ
巻
三
、
四
七
九
）
 
 

大
伴
の
 
名
負
ふ
靭
帯
び
て
 
万
代
に
 
頼
み
し
心
 
い
づ
く
か
 
 

寄
せ
む
 
（
巻
三
、
四
八
〇
）
 
 

右
の
三
首
は
、
三
月
の
二
十
四
日
に
作
る
歌
。
 
 

四
七
五
番
歌
に
お
い
て
、
大
伴
家
持
は
都
を
「
大
日
本
久
邁
の
都
」
 
 

と
称
し
た
。
「
大
日
本
久
避
の
都
」
 
の
由
来
は
、
天
平
十
三
年
十
一
月
 
 

十
一
日
、
右
大
臣
橘
諸
兄
が
、
こ
の
朝
廷
の
万
代
に
伝
え
る
べ
き
名
称
 
 

我
が
大
君
か
も
 
（
巻
三
、
四
七
七
）
 
 
 

右
の
三
首
は
、
二
月
の
三
日
に
作
る
歌
 
 

か
け
ま
く
も
 
あ
や
に
畏
し
 
我
が
大
君
 
皇
子
の
命
 
引
矧
 
 を

い
か
に
す
べ
き
か
を
聖
武
天
皇
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
「
大
藩
徳
恭
仁
 
 

大
宮
」
と
答
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
皇
子
が
万
代
ま
で
お
治
め
に
 
 

な
る
大
日
本
久
遜
の
都
へ
の
期
待
を
強
調
し
た
い
の
で
、
そ
の
由
来
あ
 
 

る
名
を
家
持
は
思
い
付
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
、
家
持
は
 
「
ま
す
ら
を
の
心
」
を
振
起
し
て
、
剣
太
刀
を
腰
に
 
 

帯
び
、
梓
弓
を
手
に
鞍
を
背
に
負
っ
て
、
天
地
と
共
に
い
よ
い
よ
遠
く
 
 

万
代
ま
で
も
仕
え
た
い
と
詠
み
、
四
八
〇
番
歌
に
は
、
大
伴
の
名
と
知
 
 

ら
れ
る
鞭
を
身
に
つ
け
て
、
万
代
ま
で
仕
え
よ
う
と
頼
み
に
し
て
き
た
 
 

心
は
ど
こ
に
寄
せ
た
ら
よ
い
の
か
と
詠
ん
で
い
る
。
四
八
〇
番
歌
で
 
 

歌
っ
て
い
る
心
は
四
七
八
番
歌
の
「
ま
す
ら
を
の
心
」
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

こ
の
「
ま
す
ら
を
の
心
」
は
将
来
天
皇
に
な
っ
て
、
大
日
本
久
適
の
都
 
 

を
支
配
す
る
皇
子
の
頼
み
に
答
え
て
、
万
代
ま
で
仕
え
よ
う
と
す
る
心
 
 

で
あ
り
、
「
八
十
伴
の
男
」
 
の
心
底
に
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

大
伴
家
持
は
、
安
穏
親
王
へ
の
挽
歌
に
お
い
て
、
親
王
に
付
き
従
う
 
 

廷
臣
を
「
も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
男
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

「
八
十
件
の
男
」
 
は
、
文
武
百
官
を
指
す
は
ず
で
あ
る
が
、
四
八
〇
番
 
 

歌
の
 
「
大
伴
の
名
負
い
」
と
詠
む
家
持
は
い
き
な
り
大
伴
氏
の
立
場
に
 
 

転
じ
て
、
天
皇
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
歌
う
の
で
あ
る
。
「
八
十
件
の
男
」
 
 

と
は
大
化
前
代
の
伴
造
の
こ
と
で
あ
る
。
北
山
茂
夫
氏
は
、
「
家
持
の
 
 

家
門
は
、
大
化
前
代
、
特
に
五
⊥
ハ
世
紀
の
交
に
は
、
軍
事
的
な
伴
造
 
 

の
首
長
の
流
れ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
家
の
伝
統
に
た
っ
て
の
 
 

｛
1
－
 
 

意
識
の
表
出
な
の
で
あ
る
」
と
説
い
た
。
家
持
が
「
八
十
伴
の
男
」
と
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い
う
吉
葉
を
使
い
、
四
八
〇
番
歌
で
 
「
大
伴
の
名
負
い
」
と
詠
ん
で
、
 
 

大
伴
氏
の
立
場
に
転
じ
た
の
も
、
大
化
前
代
の
軍
事
的
な
伴
造
の
首
長
 
 

と
い
う
家
の
伝
統
を
意
識
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
北
山
は
そ
の
意
識
を
 
 

T
土
 
 

「
伴
造
意
識
」
と
称
し
て
い
た
。
 
 
 

こ
の
挽
歌
群
に
は
、
天
皇
と
大
伴
氏
を
首
と
す
る
文
武
百
官
と
の
君
 
 

臣
関
係
が
 
「
伴
造
意
識
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
伴
造
 
 

意
識
は
安
穏
皇
子
挽
歌
の
み
な
ら
ず
、
家
持
の
ほ
か
の
歌
に
も
現
わ
れ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

本
稿
の
目
的
は
、
万
葉
末
期
の
歌
人
大
伴
家
持
の
伴
造
意
識
を
追
究
 
 

し
、
か
つ
、
大
伴
氏
と
天
皇
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
 
 

る
。
 
 二

、
家
持
の
伴
造
意
識
の
構
造
 
 

天
平
二
十
一
年
四
月
一
日
、
聖
武
天
皇
は
、
東
大
寺
慮
舎
那
偶
の
前
 
 

で
、
陸
奥
固
か
ら
金
が
産
出
し
た
こ
と
を
謝
す
る
詔
を
発
し
た
。
そ
の
 
 

詔
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
っ
た
。
 
 

（
前
略
）
ま
た
、
大
伴
・
佐
伯
の
宿
禰
は
、
常
も
云
は
く
、
対
 
 

ば
革
む
す
屍
、
王
の
へ
に
こ
そ
死
な
め
、
の
ど
に
は
死
な
じ
」
 
 

皇
が
朝
守
り
仕
へ
奉
る
、
事
顧
み
な
き
人
等
に
あ
れ
ば
、
汝
た
ち
 
 

の
祖
ど
も
の
云
ひ
来
ら
く
、
「
海
行
か
ば
水
み
づ
く
屍
、
山
行
か
 
 

は
な
も
過
す
。
故
、
足
を
以
て
子
は
祖
の
心
成
す
い
し
子
に
は
在
 
 

る
べ
し
。
此
の
心
失
は
ず
し
て
、
明
き
浄
き
心
を
以
て
仕
へ
奉
れ
 
 

と
し
て
な
も
、
男
女
並
せ
て
一
二
治
め
賜
ふ
。
（
『
続
日
本
紀
』
巻
 
 

十
七
、
聖
武
天
皇
、
天
平
勝
宝
元
年
四
月
）
 
 

こ
の
詔
書
を
簡
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い
 
 

る
。
大
伴
氏
と
佐
伯
氏
と
は
祖
先
か
ら
朝
廷
を
守
っ
て
天
皇
に
奉
仕
す
 
 

る
こ
と
に
尽
力
し
て
い
る
。
大
伴
氏
の
朝
廷
で
の
役
割
は
天
皇
を
守
 
 

り
、
仕
え
る
こ
と
に
あ
る
。
自
ら
の
祖
先
の
よ
う
に
 
「
海
を
行
く
な
ら
 
 

水
清
く
屍
、
山
を
行
く
な
ら
草
生
す
屍
と
な
る
覚
悟
で
、
大
君
の
側
を
 
 

守
っ
て
死
ぬ
」
と
い
う
よ
う
な
姿
が
大
伴
氏
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
。
 
 

し
か
も
、
大
伴
氏
は
元
来
、
「
内
兵
」
と
し
て
皇
室
の
警
護
を
担
当
す
 
 

る
軍
事
的
な
伴
造
で
あ
る
か
ら
、
大
伴
氏
の
子
孫
も
「
明
浄
心
」
を
も
っ
 
 

て
天
皇
に
奉
仕
し
、
祖
先
の
志
を
成
し
遂
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

前
述
の
詔
書
に
は
「
是
を
以
て
遠
天
皇
の
御
世
を
始
め
て
、
今
朕
が
 
 

御
世
に
当
り
て
も
、
内
兵
と
思
ほ
し
め
し
て
こ
と
は
な
も
遭
は
す
」
と
 
 

あ
る
。
こ
の
部
分
で
は
、
大
伴
氏
の
天
皇
の
 
「
内
兵
」
と
し
て
の
在
り
 
 

方
が
、
神
代
以
来
の
伝
統
を
有
す
る
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
詔
書
に
お
い
て
、
自
ら
の
祖
先
を
褒
め
称
え
ら
れ
た
上
に
、
同
 
 

年
四
月
一
日
、
家
持
は
従
五
位
上
に
叙
せ
ら
れ
た
。
大
伴
家
持
は
天
皇
 
 

世
を
始
め
て
今
朕
が
御
世
に
当
り
て
も
、
内
兵
と
心
の
中
の
こ
と
 
 

と
、
云
ひ
来
る
人
等
と
な
も
閲
し
召
す
。
定
を
以
て
遠
天
皇
の
御
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の詔書 

に感 

国に 

の 
管して 

に 、 

だ 
を 

天 
平感 

詠 

宝元 

神 諸 詔 
書 

年 

を （七 

賀 
く 四九年 

歌 ） 
名 向 一 

首 五 

井せ 

明 し 月十 

て短 
歌  二日 

ろ  に、  

は
 
せ
じ
と
言
立
て
 
ま
す
ら
を
の
 
涌
き
そ
の
名
を
 
い
に
し
 
 

へ
よ
 
今
の
を
つ
つ
に
 
流
さ
へ
る
 
祖
の
子
ど
も
ぞ
 
大
伴
と
 
 

佐
伯
の
氏
は
 
人
の
祖
の
 
立
つ
る
言
立
て
 
人
の
子
は
 
祖
の
 
 
 

名
絶
た
ず
 
大
君
に
 
ま
つ
ろ
ふ
も
の
と
 
言
ひ
継
げ
る
 
言
の
 
 
 

官
ぞ
 
梓
弓
 
手
に
取
り
持
ち
て
 
剣
大
刀
 
腰
に
取
り
僻
き
 
 

朝
守
り
 
夕
の
守
り
に
 
大
君
の
 
御
門
の
守
り
 
我
れ
を
お
き
 
 

て
 
人
は
あ
ら
じ
と
 
い
や
立
て
 
思
ひ
し
ま
さ
る
 
大
君
の
 
 

御
言
の
幸
の
一
に
は
「
を
」
と
い
ふ
 
聞
け
ば
貴
み
一
に
は
「
貴
く
 
 

し
ぁ
れ
ば
」
と
い
ふ
 
（
巻
十
八
、
四
〇
九
四
）
 
 

反
歌
三
首
 
 

ま
す
ら
を
の
 
心
思
ほ
ゆ
 
大
君
の
 
御
言
の
幸
を
一
に
は
 
 

「
の
」
と
い
ふ
 
聞
け
ば
黄
み
一
に
は
「
貴
く
し
あ
れ
ば
」
と
い
ふ
 
（
巻
 
 

十
八
、
四
〇
九
五
）
 
 

大
伴
の
 
遠
つ
神
祖
の
 
奥
つ
城
は
 
し
る
く
標
立
て
 
人
の
知
 
 

る
べ
く
 
（
巻
十
八
、
四
〇
九
六
）
 
 

天
皇
の
 
御
代
栄
え
む
と
 
束
な
る
 
陸
奥
山
に
 
金
花
咲
く
 
 

（
巻
十
八
、
四
〇
九
七
）
 
 

天
平
感
宝
元
年
の
五
月
の
十
二
日
に
、
越
中
の
国
の
守
が
館
に
 
 

し
て
大
伴
宿
禰
家
持
作
る
。
 
 

四
〇
九
四
番
歌
の
後
半
は
、
天
皇
と
大
伴
・
佐
伯
氏
の
祖
先
と
の
関
 
 

係
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
。
大
伴
・
佐
伯
氏
は
神
代
以
来
、
絶
え
る
こ
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と
な
く
、
皇
室
を
守
り
通
し
て
き
た
名
族
で
あ
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
 
 

る
。
大
伴
の
遠
い
祖
先
の
神
、
大
久
米
部
の
主
の
名
を
背
負
っ
て
仕
え
 
 

て
き
た
。
 
 
 

「
大
久
米
主
」
と
は
「
大
久
米
部
の
主
と
し
て
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
 
 

「
大
久
米
主
」
と
い
う
名
が
大
伴
氏
の
遠
祖
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
は
、
 
 

『
古
事
記
』
に
も
『
日
本
書
紀
』
に
も
見
ら
れ
な
い
。
『
古
事
記
』
天
孫
 
 

降
臨
の
条
に
は
、
天
忍
日
命
が
大
伴
氏
の
祖
で
あ
り
、
天
津
久
米
命
が
 
 

久
米
氏
の
視
で
あ
る
と
注
さ
れ
て
い
る
。
神
武
束
征
の
伝
承
に
お
い
て
 
 

も
、
大
伴
氏
の
祖
道
臣
命
と
久
米
氏
の
祖
大
久
米
命
の
二
人
が
活
躍
す
 
 

る
。
『
日
本
書
紀
』
 
に
は
大
伴
氏
の
遠
祖
天
忍
日
命
が
久
米
部
の
遠
祖
 
 

大
久
米
を
率
い
て
天
孫
降
臨
の
御
前
に
立
っ
た
と
い
う
伝
承
が
記
さ
れ
 
 

て
お
り
、
神
武
束
征
に
は
大
伴
氏
の
遠
祖
日
臣
命
が
大
久
米
を
率
い
て
 
 

戦
い
、
天
皇
は
勅
し
て
日
臣
命
を
誉
め
て
「
汝
忠
あ
り
て
且
勇
あ
り
、
 
 

ま
た
よ
く
導
の
功
あ
り
。
是
を
以
て
、
汝
が
名
を
改
め
て
道
臣
と
す
」
 
 

と
の
た
ま
う
と
あ
る
。
『
古
事
記
』
 
は
大
伴
氏
の
祖
と
久
米
氏
の
祖
と
 
 

を
同
格
に
並
列
し
、
『
日
本
書
紀
』
 
は
大
伴
氏
の
遠
祖
が
大
久
米
部
を
 
 

率
い
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
持
の
賀
歌
で
は
そ
の
 
 

ど
ち
ら
で
も
な
く
、
大
伴
氏
の
遠
祖
が
大
久
米
主
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
 
 

い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
役
目
は
、
前
述
の
詔
書
と
 
 

同
様
に
、
「
海
を
行
く
な
ら
水
清
く
屍
、
山
を
行
く
な
ら
草
生
す
屍
と
 
 

な
る
覚
悟
で
、
大
君
の
側
を
守
っ
て
死
に
、
わ
が
身
を
顧
み
る
よ
う
な
 
 

こ
と
は
す
ま
い
」
と
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
記
紀
で
あ
れ
、
詔
 
 

香
で
あ
れ
、
万
葉
集
の
当
該
歌
で
あ
れ
、
大
久
米
主
の
役
目
は
一
貫
し
 
 

て
天
皇
を
そ
の
側
で
守
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

自
ら
の
命
を
惜
し
ま
ず
に
絶
え
間
無
く
天
皇
に
奉
仕
す
る
こ
と
は
大
 
 

伴
・
佐
伯
氏
の
役
目
で
あ
り
、
大
伴
氏
の
存
在
価
値
・
存
在
意
義
は
天
 
 

皇
に
仕
え
る
こ
と
に
あ
る
。
天
皇
と
い
う
存
在
が
な
け
れ
ば
、
大
伴
・
 
 

佐
伯
氏
の
役
目
も
果
た
せ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
大
伴
氏
と
し
て
の
存
在
 
 

意
義
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
伴
氏
の
存
在
は
天
皇
に
 
 

依
拠
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
天
皇
は
、
大
伴
氏
の
存
在
根
拠
と
な
っ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
大
伴
氏
の
祖
先
は
天
皇
に
仕
え
る
と
い
う
こ
と
を
言
立
て
る
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
涌
き
名
を
絶
え
る
こ
と
な
く
伝
え
て
き
 
 

た
。
大
伴
氏
の
涌
き
名
は
、
天
皇
へ
の
奉
仕
を
通
し
て
、
成
立
し
得
る
 
 

と
い
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇
は
大
伴
氏
に
と
っ
て
、
 
 

存
在
の
正
当
性
の
根
拠
で
あ
る
と
考
え
て
も
間
遠
い
は
な
か
ろ
う
。
 
 
 

さ
ら
に
、
「
人
の
祖
の
 
立
つ
る
言
立
て
 
人
の
子
は
 
祖
の
名
絶
 
 

た
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
伴
氏
の
子
孫
は
、
祖
先
と
同
様
に
代
々
天
 
 

皇
に
仕
え
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
天
皇
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
 
 

祖
先
の
涌
き
名
は
伝
え
ら
れ
、
大
伴
氏
の
存
在
意
義
が
示
さ
れ
る
。
 
 

代
々
名
を
受
け
継
い
で
、
天
皇
に
奉
仕
す
れ
ば
、
名
は
永
遠
に
保
持
さ
 
 

れ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇
は
大
伴
氏
の
現
実
存
在
の
永
続
性
の
 
 

根
拠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
大
伴
氏
の
存
在
目
的
は
天
皇
に
仕
え
る
こ
と
に
あ
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る
。
天
皇
に
仕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
伴
氏
の
 
「
氏
」
と
し
て
の
存
 
 

在
価
値
は
実
現
さ
れ
る
。
天
皇
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
大
伴
氏
 
 

の
存
在
は
有
意
義
と
な
る
。
ま
た
、
大
伴
氏
の
名
は
、
天
皇
へ
の
奉
仕
 
 

を
通
し
て
成
立
し
得
る
。
さ
ら
に
、
大
伴
氏
の
子
孫
は
代
々
天
皇
に
仕
 
 

え
る
こ
と
を
通
し
て
、
大
伴
氏
の
存
在
意
義
を
果
た
す
。
代
々
名
を
受
 
 

け
継
い
で
、
天
皇
に
奉
仕
す
れ
ば
、
名
は
永
遠
に
保
持
さ
れ
て
ゆ
く
。
 
 

し
た
が
っ
て
、
大
伴
氏
に
と
っ
て
、
天
皇
は
存
在
根
拠
で
あ
り
、
存
在
 
 

の
正
当
性
の
根
拠
で
あ
り
、
存
在
の
永
続
性
の
根
拠
で
あ
る
。
 
 
 

右
の
よ
う
な
「
も
の
の
ふ
八
十
伴
の
男
」
と
し
て
の
大
伴
氏
と
天
皇
 
 

と
の
関
係
が
伴
造
意
識
の
基
本
構
造
で
あ
る
。
 
 

三
、
家
持
に
よ
る
皇
権
の
絶
対
化
 
 

天
皇
と
大
伴
氏
と
の
関
係
は
、
以
下
に
挙
げ
る
大
伴
家
持
の
 
「
族
を
 
 

喩
す
歌
」
に
も
認
め
ら
れ
る
。
 
 

族
を
喩
す
歌
一
首
井
せ
て
短
歌
 
 

ひ
さ
か
た
の
 
天
の
門
閥
き
 
高
千
穂
の
 
岳
に
天
降
り
し
 
す
 
 

め
ろ
き
の
 
神
の
御
代
よ
り
 
は
じ
弓
を
 
手
掘
り
持
た
し
 
其
 
 

鹿
子
矢
を
 
手
挟
み
添
へ
て
 
大
久
米
の
 
ま
す
ら
健
男
を
 
先
 
 

に
立
て
 
鞍
取
り
負
ほ
せ
 
山
川
を
 
曽
根
さ
く
み
て
 
踏
み
通
 
 

り
 
国
求
ぎ
し
つ
つ
 
ち
は
や
ぷ
る
 
神
を
言
向
け
 
ま
つ
ろ
は
 
 

ぬ
 
人
を
も
和
し
 
掃
き
潤
め
 
仕
へ
ま
つ
り
て
 
蠣
輪
島
 
大
 
 
 

和
の
国
の
 
橿
原
の
 
畝
傍
の
常
に
 
宵
柱
 
太
知
り
立
て
て
 
 

天
の
下
 
知
ら
し
め
し
け
る
 
天
皇
の
 
天
の
日
継
と
 
継
ぎ
て
 
 

来
る
 
君
の
御
代
御
代
 
隠
さ
は
ぬ
 
明
き
心
を
 
皇
辺
に
極
め
 
 
 

尽
し
て
 
仕
へ
来
る
 
祖
の
つ
か
さ
と
 
言
立
て
て
 
授
け
た
ま
 
 

へ
る
 
子
孫
の
 
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
 
見
る
人
の
 
語
り
継
ぎ
て
 
 

て
聞
く
人
の
 
鏡
に
せ
む
を
 
あ
た
ら
し
き
 
涌
き
そ
の
名
ぞ
 
 

お
ぼ
ろ
か
に
 
心
思
ひ
て
 
空
言
も
 
祖
の
名
絶
つ
な
 
大
伴
の
 
 

氏
と
名
に
負
へ
る
 
ま
す
ら
を
の
伴
 
（
巻
二
十
、
四
四
六
五
）
 
 

磯
城
島
の
 
大
和
の
国
に
 
明
ら
け
き
 
名
に
負
ふ
件
の
男
 
心
 
 

つ
と
め
よ
 
（
巻
二
十
、
四
四
六
六
）
 
 

剣
大
刀
 
い
よ
よ
磨
ぐ
ぺ
し
 
い
に
し
へ
ゆ
 
さ
や
け
く
負
ひ
て
 
 

来
に
し
そ
の
名
ぞ
 
（
巻
二
十
、
四
四
六
七
）
 
 

右
は
、
淡
海
真
人
三
船
が
諷
言
に
縁
り
て
、
出
雲
守
大
伴
古
慈
 
 

斐
宿
禰
、
任
を
解
か
ゆ
。
こ
こ
を
も
ち
て
、
家
持
こ
の
歌
を
作
 
 

る
。
 
 

題
詞
の
「
族
を
喩
す
」
は
大
伴
一
族
に
対
し
て
族
の
由
来
を
説
き
明
 
 

か
し
教
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
、
家
持
は
一
族
 
 

丁
上
 
 

の
長
老
の
立
場
で
歌
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

長
歌
の
内
容
か
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
大
伴
氏
に
と
っ
 
 

て
、
天
皇
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
り
、
大
伴
氏
の
存
在
目
的
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は
天
皇
に
仕
え
る
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
に
仕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
 
 

伴
氏
の
存
在
価
値
が
明
ら
か
と
な
る
。
天
皇
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
 
 

そ
、
大
伴
氏
の
存
在
に
は
意
義
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇
は
大
伴
 
 

氏
の
存
在
根
拠
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
天
皇
と
大
伴
氏
と
の
関
係
は
 
 

そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
大
伴
氏
の
祖
先
は
天
皇
に
仕
え
る
と
い
う
 
 

こ
と
を
言
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
に
大
伴
氏
の
名
を
授
け
ら
れ
 
 

た
。
大
伴
氏
の
名
は
、
天
皇
へ
の
奉
仕
を
通
し
て
成
立
し
得
る
。
し
た
 
 

が
っ
て
、
天
皇
は
大
伴
氏
に
と
っ
て
、
存
在
を
正
当
化
す
る
根
拠
で
あ
 
 

る
。
さ
ら
に
、
大
伴
氏
の
子
孫
が
、
代
々
天
皇
に
仕
え
る
こ
と
を
通
し
 
 

て
、
大
伴
氏
の
存
在
意
義
は
示
さ
れ
る
。
代
々
名
を
受
け
継
い
で
、
天
 
 

皇
に
奉
仕
す
れ
ば
、
名
は
永
遠
に
保
持
さ
れ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
 
 

天
皇
は
大
伴
氏
の
現
実
存
在
の
永
続
性
の
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 
 

「
伴
造
意
識
」
の
構
造
は
明
ら
か
に
「
詔
書
を
賀
く
歌
」
と
一
致
し
て
 
 

い
る
で
あ
る
。
 
 
 

前
述
の
よ
う
に
、
大
伴
氏
の
存
在
根
拠
、
正
当
性
の
根
拠
及
び
存
在
 
 

の
永
続
性
の
根
拠
は
天
皇
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
あ
る
。
言
い
か
え
れ
 
 

ば
、
天
皇
は
大
伴
氏
の
存
在
意
義
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
存
在
 
 

価
値
を
左
右
す
る
者
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
天
皇
と
は
い
か
な
 
 

る
存
在
な
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
「
族
を
喩
す
歌
」
 
の
長
歌
前
半
に
お
け
る
天
孫
降
臨
の
部
分
 
 

は
 
『
古
事
記
』
に
お
け
る
次
の
叙
述
と
類
似
し
て
い
る
。
 
 

か
れ
か
し
て
、
天
津
日
子
番
能
避
邁
芸
の
命
に
詔
ら
し
て
、
天
の
 
 
 

石
位
離
ち
、
天
の
八
重
た
な
雲
を
押
し
分
け
て
、
い
つ
の
ち
わ
き
 
 
 

ち
わ
き
て
、
天
の
浮
橋
に
、
う
き
じ
ま
り
、
そ
り
た
た
し
て
、
筑
 
 
 

紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
久
士
布
流
多
気
に
天
降
り
ま
さ
し
め
た
ま
 
 

ひ
き
。
か
れ
し
か
し
て
、
天
の
忍
日
の
命
・
天
津
久
米
の
命
の
二
 
 

人
、
天
の
石
勒
を
取
り
負
ひ
、
頭
椎
の
大
刀
を
取
り
楓
き
、
天
の
 
 

は
じ
弓
を
取
り
持
ち
、
天
の
真
鹿
児
失
を
手
挟
み
、
御
前
に
立
ち
 
 

て
仕
へ
ま
つ
り
き
。
か
れ
、
そ
の
天
の
忍
日
の
命
（
こ
は
大
伴
の
 
 

連
等
が
祖
ぞ
）
。
天
津
久
米
の
命
（
こ
は
久
米
の
直
等
が
祖
ぞ
）
 
（
『
古
 
 

事
記
』
上
巻
）
 
 

天
孫
降
臨
の
際
に
、
大
伴
連
の
祖
天
忍
日
命
は
弓
や
失
な
ど
を
持
 
 

ち
、
皇
祖
の
前
に
立
ち
、
先
導
を
務
め
た
。
『
古
事
記
』
 
の
み
な
ら
ず
、
 
 

次
の
よ
う
な
 
『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
下
に
お
け
る
叙
述
に
も
頬
似
し
て
 
 

い
る
。
 
 

一
書
に
日
は
く
、
高
畠
産
霊
尊
、
真
床
襟
裳
を
以
て
、
天
津
彦
国
 
 
 

光
彦
火
壌
竣
杵
尊
に
き
せ
ま
つ
り
て
、
則
ち
天
磐
戸
を
引
き
開
 
 

き
、
天
八
重
雲
を
排
分
け
て
、
降
し
奉
る
。
時
に
、
大
伴
連
の
遠
 
 
 

祖
天
忍
日
命
、
来
日
部
の
遠
視
天
機
津
大
束
目
を
帥
ゐ
て
‥
・
（
『
日
 
 

本
書
紀
』
神
代
紀
下
、
一
書
第
四
）
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右
に
検
討
し
た
如
く
、
「
族
を
喩
す
歌
」
 
の
記
述
は
ほ
ぼ
全
体
的
に
 
 

記
紀
の
叙
述
に
依
拠
し
て
い
る
。
「
族
を
喩
す
歌
」
は
記
紀
の
記
述
を
 
 

根
拠
と
し
て
天
皇
の
権
威
を
絶
対
化
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
記
紀
 
 

の
天
孫
降
臨
神
話
は
 
「
族
を
喩
す
歌
」
 
に
お
い
て
忠
実
に
反
映
さ
れ
て
 
 

い
る
。
記
紀
の
天
孫
降
臨
神
話
は
天
皇
の
権
威
の
絶
対
性
を
証
示
す
る
 
 

も
の
で
あ
る
。
家
持
は
、
記
紀
に
お
け
る
皇
権
の
絶
対
性
を
伴
造
意
識
 
 

に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
伴
氏
の
存
在
根
拠
、
存
在
の
正
当
 
 

性
及
び
存
在
の
永
続
性
を
さ
ら
に
強
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
記
紀
 
 

神
話
は
元
々
天
皇
の
権
威
付
け
を
説
明
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
 
 

る
。
し
か
し
、
家
持
に
と
っ
て
、
神
話
は
一
族
の
盛
衰
と
関
わ
る
も
の
 
 

で
あ
っ
て
、
氏
族
の
意
識
に
浸
透
し
、
そ
れ
と
一
体
化
し
た
も
の
だ
と
 
 

T
ユ
 
 

考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
「
族
を
喩
す
歌
」
 
に
 
「
ひ
さ
か
た
の
 
天
の
門
閥
き
 
高
 
 

千
穂
の
 
岳
に
天
降
り
し
 
す
め
ろ
き
の
 
神
の
御
代
よ
り
」
と
あ
る
 
 

よ
う
に
、
皇
祖
が
高
天
原
か
ら
天
降
り
す
る
神
で
あ
る
こ
と
を
強
調
 
 

し
、
天
皇
の
治
世
を
「
神
の
御
代
」
 
と
称
し
た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
 
 

明
ら
か
に
皇
祖
の
神
性
を
証
示
し
、
天
皇
が
高
天
原
よ
り
降
臨
し
た
神
 
 

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
「
天
の
下
 
知
ら
し
め
し
け
る
 
天
皇
の
 
天
の
日
継
と
 
 

継
ぎ
て
繰
る
 
君
の
御
代
御
代
」
と
歌
う
「
天
の
日
嗣
」
 
の
句
は
、
『
万
 
 

葉
集
』
 
に
家
持
の
み
五
回
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
 
 

方
、
宣
命
で
は
常
套
句
で
あ
る
。
皇
位
継
承
に
関
わ
る
こ
と
ば
と
し
 
 

て
、
『
続
日
本
紀
』
所
載
の
宣
命
六
二
詔
中
、
十
七
詔
に
三
十
例
を
見
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
」
と
呼
ば
れ
た
宣
 
 

命
に
は
四
回
登
場
す
る
。
家
持
は
こ
こ
か
ら
こ
の
旬
を
と
っ
た
の
で
あ
 
 

ろ
う
。
こ
こ
の
 
「
天
の
日
継
」
と
は
、
天
つ
神
と
し
て
の
皇
祖
の
霊
を
 
 

（
5
）
 
 

受
け
継
い
で
天
皇
に
即
位
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
伴
造
意
識
を
披
渡
し
た
 
「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
 
 

賀
く
歌
」
 
に
お
け
る
天
皇
に
関
す
る
言
葉
に
つ
い
て
も
考
え
る
べ
き
で
 
 

あ
る
。
ま
ず
、
天
皇
を
「
す
め
ろ
き
の
神
の
命
」
と
称
す
る
こ
と
に
つ
 
 

い
て
み
て
い
こ
う
。
こ
れ
は
家
持
の
歌
に
三
例
の
み
で
あ
る
。
一
つ
は
 
 

五
月
一
〇
日
作
の
 
「
独
り
帳
の
裏
に
居
り
て
、
遥
か
に
覆
公
鳥
の
喧
く
 
 

を
聞
き
て
作
る
歌
」
 
に
歌
わ
れ
て
い
た
。
 
 

高
御
座
 
天
の
日
継
と
 
す
め
ろ
き
の
 
神
の
命
の
 
き
こ
し
を
 
 

す
 
国
の
ま
ほ
ら
に
 
山
を
し
も
 
さ
は
に
多
み
と
…
…
 
（
巻
 
 

十
八
、
四
〇
八
九
）
 
 
 

（
6
）
 
 
 

こ
こ
の
 
「
す
め
ろ
き
の
神
の
命
」
 
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
氏
は
 
「
高
天
 
 

原
か
ら
降
っ
て
日
本
を
統
治
し
た
天
孫
潜
潜
芸
命
以
下
歴
代
の
天
皇
を
 
 

神
話
的
に
呼
ん
だ
も
の
」
と
解
し
た
。
も
う
一
つ
、
こ
の
賀
歌
に
続
い
 
 

て
記
載
さ
れ
て
い
る
「
吉
野
離
宮
に
率
行
さ
む
時
の
為
に
儲
け
て
作
る
 
 

歌
」
に
「
高
御
座
 
天
の
日
継
と
 
天
の
下
 
知
ら
し
め
し
け
る
 
す
 
 

め
ろ
き
の
 
神
の
命
の
 
畏
く
も
 
始
め
た
ま
ひ
て
 
貴
く
も
 
定
め
 
 

82   



た
ま
へ
る
…
…
（
巻
十
八
、
四
〇
九
八
）
」
と
あ
る
。
こ
の
歌
に
は
作
 
 

へ
7
）
 
 

歌
の
日
付
が
な
い
が
、
伊
藤
博
氏
に
よ
れ
ば
未
四
巻
に
お
い
て
日
付
の
 
 

な
い
歌
が
直
前
の
日
付
明
記
の
歌
と
同
一
歌
人
に
よ
る
場
合
、
両
者
は
 
 

同
居
関
係
に
あ
る
の
で
、
こ
の
歌
は
五
月
一
二
日
か
十
三
日
に
賀
歌
と
 
 

；
エ
 
 

同
一
の
意
識
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
 
 
 

岡
内
弘
子
氏
（
「
『
命
』
考
－
万
葉
集
を
中
心
に
－
」
万
葉
一
一
〇
号
）
 
 

に
よ
れ
ば
、
「
命
」
は
神
と
の
深
い
繋
が
り
を
持
つ
語
で
あ
り
、
『
古
事
 
 

記
』
 
や
 
『
日
本
書
紀
』
 
と
同
様
に
、
『
万
葉
集
』
 
に
お
い
て
も
、
「
特
別
 
 

な
対
象
や
特
殊
な
非
日
常
的
雰
囲
気
を
持
つ
歌
に
用
い
ら
れ
る
神
名
的
 
 

呼
称
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
家
持
が
天
皇
を
「
神
の
命
」
 
 

と
称
す
る
の
は
、
天
皇
が
高
天
原
か
ら
降
臨
し
て
き
た
神
と
し
て
格
別
 
 

な
存
在
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
岡
内
弘
子
氏
は
、
安
穏
 
 

皇
子
挽
歌
に
お
け
る
「
皇
子
の
命
」
 
は
、
「
日
並
・
高
市
両
皇
子
の
場
 
 

合
と
同
様
に
、
皇
室
を
背
負
っ
て
立
つ
べ
き
皇
子
の
意
を
こ
め
た
言
莫
 
 

で
あ
り
、
若
く
し
て
発
じ
た
安
穏
皇
子
に
対
す
る
深
い
衷
情
の
情
が
こ
 
 

の
呼
称
を
呼
び
こ
ん
だ
」
 
と
指
摘
し
て
い
た
。
家
持
は
、
安
穏
皇
子
を
 
 

皇
位
の
継
承
者
と
看
倣
し
て
、
将
来
神
と
し
て
の
天
皇
に
な
る
こ
と
を
 
 

認
め
る
か
ら
、
「
命
」
 
の
語
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

家
持
の
歌
に
お
い
て
、
大
伴
氏
の
存
在
根
拠
で
あ
る
天
皇
は
神
聖
な
 
 

T
エ
 
 

神
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
伊
藤
益
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、
古
代
日
本
 
 

人
に
と
っ
て
、
神
々
は
不
滅
な
存
在
で
あ
る
。
記
紀
に
イ
ザ
ナ
キ
が
カ
 
 

グ
ツ
チ
を
斬
っ
た
記
事
や
、
『
古
事
記
』
 
の
オ
ホ
ケ
ツ
ヒ
メ
が
ス
サ
ノ
 
 

ヲ
に
殺
さ
れ
た
記
事
に
お
い
て
、
殺
さ
れ
た
オ
ホ
ケ
ツ
ヒ
メ
の
身
か
ら
 
 

五
穀
が
生
じ
た
と
さ
れ
、
ま
た
、
斬
ら
れ
た
カ
グ
ツ
チ
の
身
体
か
ら
、
 
 

タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
な
ど
の
神
々
が
生
ま
れ
た
と
語
ら
れ
た
。
神
々
は
死
を
 
 

経
て
も
、
再
び
生
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
存
在
性
を
永
続
的
に
残
 
 

存
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
古
代
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
神
々
は
不
滅
な
 
 

存
在
で
あ
る
。
天
皇
は
神
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
神
と
し
て
の
不
 
 

滅
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
家
持
に
と
っ
て
、
天
皇
は
 
「
神
の
命
」
と
 
 

し
て
の
不
滅
性
を
持
ち
、
代
々
皇
祖
の
霊
を
受
け
継
い
で
即
位
す
る
 
 

「
天
の
日
継
」
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
 
 
 

家
持
が
用
い
た
表
現
を
検
討
す
れ
ば
、
天
皇
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
 
 

な
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
は
、
皇
祖
は
高
天
原
よ
り
天
降
り
し
て
き
た
 
 

神
と
し
て
日
本
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
天
皇
が
 
 

「
神
の
命
」
と
し
て
の
不
滅
性
を
持
ち
、
「
天
の
日
継
」
と
し
て
皇
祖
の
 
 

霊
を
継
承
し
、
帝
位
に
即
し
、
永
遠
に
こ
の
国
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

「
族
を
喩
す
歌
」
 
に
も
、
「
詔
書
を
賀
く
歌
」
 
に
も
皇
祖
の
神
性
が
明
 
 

示
さ
れ
、
現
実
の
天
皇
が
皇
祖
の
霊
を
受
け
継
い
だ
神
で
あ
り
、
そ
の
 
 

政
権
は
神
聖
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
顕
著
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

家
持
は
 
「
海
行
か
ば
 
水
溶
く
屍
 
山
行
か
ば
 
草
生
す
屍
 
大
君
 
 

の
 
辺
に
こ
そ
死
な
め
 
か
へ
り
見
は
せ
じ
」
と
い
う
忠
誠
心
を
も
っ
 
 

て
天
皇
に
仕
え
て
来
た
大
伴
氏
の
存
在
意
義
を
高
め
る
も
の
は
、
皇
権
 
 

の
隆
盛
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
「
伴
造
意
識
」
 
の
発
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掲
は
、
絶
対
的
な
皇
権
の
も
と
に
お
い
て
こ
そ
可
能
で
あ
る
。
 
 

四
、
家
持
の
無
常
観
と
伴
造
意
識
 
 

こ
こ
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
大
伴
氏
の
存
在
は
た
だ
一
代
で
終
わ
る
 
 

も
の
で
は
な
く
、
代
々
連
綿
不
断
の
永
続
的
存
在
で
あ
る
。
代
々
大
伴
 
 

氏
が
天
皇
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
伴
氏
は
永
 
 

続
的
な
存
在
と
な
り
得
る
。
大
伴
氏
の
子
孫
と
し
て
の
家
持
は
、
自
ら
 
 

を
大
伴
氏
の
長
い
歴
史
の
中
に
溶
け
込
ま
せ
、
自
己
を
大
伴
氏
の
一
部
 
 

と
考
え
、
大
伴
氏
の
一
員
と
し
て
、
「
大
伴
氏
」
 
の
存
在
が
 
「
恒
常
的
」
 
 

で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
家
持
が
自
ら
の
存
在
に
つ
い
 
 

て
、
「
恒
常
的
」
な
存
在
の
一
部
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
 
 

る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
存
在
に
も
ま
た
、
恒
常
性
を
認
め
る
こ
と
に
 
 

な
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
家
持
は
 
「
恒
常
」
な
存
在
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
世
の
中
 
 

の
無
常
を
悲
し
み
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
歌
は
無
常
を
嘆
く
一
例
 
 

で
あ
る
。
 
 

世
間
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌
 
 

天
地
の
 
遠
き
初
め
よ
 
俗
中
は
 
常
な
き
も
の
と
 
語
り
継
ぎ
 
 
 

流
ら
へ
来
れ
 
天
の
原
 
板
り
放
け
見
れ
ば
 
照
る
月
も
 
満
ち
 
 

欠
け
し
け
り
 
あ
し
ひ
き
の
 
山
の
本
末
も
 
春
さ
れ
ば
 
花
咲
 
 

き
に
ほ
ひ
 
秋
づ
け
ば
 
露
霜
負
ひ
て
 
楓
交
り
 
も
み
ち
散
り
 
 

け
り
 
う
つ
せ
み
も
 
か
く
の
み
な
ら
し
 
紅
の
 
包
も
う
つ
ろ
 
 

ひ
 
ぬ
ば
た
ま
の
 
黒
髪
変
り
 
朝
の
笑
み
 
夕
変
ら
ひ
 
吹
く
 
 
 

風
の
 
見
え
ぬ
が
ご
と
く
 
行
く
水
の
 
止
ま
ら
ぬ
ご
と
く
 
常
 
 

も
な
く
 
う
つ
ろ
ふ
見
れ
ば
 
に
は
た
づ
み
 
流
る
る
涙
 
留
め
 
 

か
ね
つ
も
 
（
巻
十
九
、
四
一
六
〇
）
 
 

言
と
は
ぬ
 
木
す
ら
春
咲
き
 
秋
づ
け
ば
 
も
み
ち
散
ら
く
 
 

は
 
常
を
な
み
こ
そ
一
に
は
「
常
な
け
む
と
ぞ
」
 
と
い
ふ
 
（
巻
 
 

十
九
、
四
一
六
こ
 
 

う
つ
せ
み
の
 
常
な
き
見
れ
ば
 
世
間
に
 
心
つ
け
ず
て
思
ふ
日
 
 

ぞ
多
き
一
に
は
「
嘆
く
日
ぞ
多
き
」
と
い
ふ
 
（
巻
十
九
、
四
一
六
二
）
 
 

こ
の
歌
は
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
年
）
 
の
晩
春
三
月
九
日
、
家
持
 
 

が
出
挙
の
た
め
に
古
江
の
村
に
行
く
途
中
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
伊
藤
 
 

へ
川
｝
 
 

博
氏
は
「
一
転
し
て
世
間
の
無
常
を
悲
し
む
歌
で
、
前
歌
（
「
勇
士
の
 
 

名
を
振
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
」
）
 
と
は
対
極
的
。
考
え
て
み
れ
ば
、
老
 
 

樹
の
非
恒
常
性
を
知
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
恒
久
へ
の
賛
美
の
根
底
に
は
 
 

世
間
の
無
常
に
対
す
る
認
識
が
潜
ん
で
い
る
」
と
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
「
無
常
」
 
に
対
す
る
認
識
は
初
期
の
歌
の
中
に
す
で
に
 
 

披
渡
さ
れ
て
い
る
。
天
平
十
一
年
の
作
、
家
持
が
二
十
二
歳
の
内
舎
人
 
 

時
代
に
詠
ん
だ
歌
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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あ
れ
ば
 
露
霜
の
 
消
ぬ
る
が
ご
と
く
 
あ
し
ひ
き
の
 
山
道
を
 
 

さ
し
て
 
入
日
な
す
 
隠
り
に
し
か
ば
 
そ
こ
思
ふ
に
 
胸
こ
そ
 
 

痛
き
 
言
ひ
も
え
ず
 
名
づ
け
も
知
ら
ず
 
跡
も
な
き
 
世
間
に
 
 

あ
れ
ば
 
為
む
す
べ
も
な
し
 
（
巻
三
、
四
六
六
）
 
 

と
あ
り
、
傍
線
の
部
分
に
よ
る
と
、
「
人
の
身
は
は
か
な
い
仮
の
命
だ
 
 

か
ら
、
露
や
霜
が
消
え
て
し
ま
う
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
人
間
と
し
て
 
 

の
存
在
は
霜
や
霜
の
よ
う
に
い
つ
か
消
え
て
し
ま
う
有
限
的
な
存
在
で
 
 

朔
に
移
り
て
後
に
、
秋
風
を
悲
嘆
し
び
て
家
持
が
作
る
歌
一
首
 
 

う
つ
せ
み
の
 
世
は
常
な
し
と
 
知
る
も
の
を
 
秋
風
寒
み
 
偲
 
 

ひ
つ
る
か
も
 
（
巻
三
、
四
六
五
）
 
 

家
持
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
も
の
は
そ
の
多
く
が
無
常
観
を
表
し
て
い
 
 

る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
歌
は
、
家
持
の
無
常
観
が
初
め
て
描
か
れ
た
 
 

も
の
で
あ
る
。
家
持
は
、
早
い
噴
か
ら
無
常
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
触
 
 

れ
て
お
り
、
こ
の
歌
で
は
 
「
世
は
常
な
し
」
と
明
言
し
て
い
る
。
さ
ら
 
 

に
、
そ
の
次
の
歌
に
、
 
 

ま
た
、
家
持
が
作
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌
 
 

我
が
や
ど
に
 
花
ぞ
咲
き
た
る
 
そ
を
見
れ
ど
 
心
も
ゆ
か
ず
 
 

は
し
き
や
し
 
妹
が
あ
り
せ
ば
 
水
鴨
な
す
 
ふ
た
り
並
び
居
 
 

手
折
り
て
も
 
見
せ
ま
し
も
の
を
 
う
つ
せ
み
の
 
慣
れ
る
身
に
 
 

あ
る
。
家
持
は
こ
の
よ
う
に
人
の
命
の
無
常
を
喚
く
と
同
時
に
、
自
分
 
 

の
命
に
関
し
て
も
同
様
に
そ
の
は
か
な
さ
を
痛
感
し
て
い
る
の
だ
ろ
 
 

う
。
さ
ら
に
、
 
 

世
間
の
 
常
な
き
こ
と
は
 
知
る
ら
む
を
 
心
尽
く
す
な
 
ま
す
 
 

ら
を
に
し
て
 
（
巻
十
九
、
四
ニ
ー
六
）
 
 

と
あ
り
、
た
と
え
「
お
の
が
名
」
を
負
う
「
八
十
伴
の
男
」
で
あ
っ
て
も
、
 
 

世
間
の
無
常
に
直
面
す
る
宿
命
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
 
 

持
は
伴
造
意
識
と
同
時
に
無
常
観
を
も
持
っ
て
い
る
。
 
 
 

家
持
の
歌
に
は
、
伴
造
意
識
を
根
拠
付
け
る
「
大
伴
氏
の
恒
常
」
 
の
 
 

認
識
と
「
う
つ
せ
み
の
無
常
」
の
認
識
と
が
併
存
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
 
 

大
伴
氏
と
し
て
の
 
「
連
続
的
な
存
在
」
と
い
う
観
点
と
、
個
人
と
し
て
 
 

の
 
「
非
連
続
的
な
存
在
」
と
い
う
観
点
と
が
併
存
し
て
い
る
。
 
 
 

無
常
な
世
の
中
に
生
き
る
個
人
は
有
限
的
な
生
命
の
存
在
で
あ
る
。
 
 

命
が
絶
え
た
ら
、
そ
の
命
の
継
続
性
が
な
く
な
る
。
各
人
と
各
人
と
の
 
 

命
の
間
に
断
絶
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
非
連
続
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
 
 

の
一
方
、
大
伴
氏
の
一
員
と
し
て
の
存
在
は
、
い
に
し
え
か
ら
続
く
天
 
 

皇
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
「
祖
の
名
」
を
負
っ
て
 
「
八
十
件
の
男
」
と
 
 

し
て
の
存
在
を
継
承
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
存
在
は
連
続
的
な
存
在
 
 

と
看
徹
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
連
続
的
な
存
在
 
 

は
伴
造
意
識
に
基
づ
け
ば
こ
そ
、
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
連
続
的
な
存
在
は
、
有
限
的
な
命
を
持
つ
一
代
一
代
の
子
孫
が
 
 

非
連
続
的
・
個
的
な
存
在
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
立
し
得
る
の
 
 

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
非
連
続
的
な
存
在
は
祖
の
名
を
蝶
介
と
し
て
お
互
 
 

い
に
結
び
合
い
、
代
々
大
伴
家
の
氏
人
と
し
て
の
連
続
的
な
存
在
と
結
 
 

合
す
る
の
で
あ
る
。
家
持
は
、
個
と
し
て
の
無
常
性
を
認
識
し
た
か
ら
 
 

こ
そ
、
大
伴
氏
の
永
続
を
希
求
し
、
そ
の
意
識
が
伴
造
意
識
に
帰
結
し
 
 

た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

五
、
伴
造
意
識
の
挫
折
 
 

「
族
を
喩
す
歌
」
三
首
の
詠
ま
れ
た
背
景
は
、
家
持
自
ら
が
左
注
で
 
 

「
淡
海
真
人
三
船
の
譲
吉
に
縁
り
て
」
出
雲
守
大
伴
古
慈
斐
宿
禰
が
解
 
 

任
さ
れ
た
か
ら
だ
、
と
説
明
し
て
い
る
。
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
八
 
 

（
七
五
六
）
 
年
五
月
十
日
条
に
 
 

出
雲
固
守
従
四
位
上
大
伴
宿
禰
古
慈
斐
、
内
竪
淡
海
真
人
三
船
、
 
 

朝
廷
を
誹
譲
し
て
、
人
臣
の
礼
元
き
に
坐
せ
ら
れ
て
、
左
右
衛
士
 
 

府
に
禁
ぜ
ら
る
。
 
 

と
あ
る
。
三
日
後
、
二
人
は
証
拠
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
十
三
日
 
 

の
詔
に
よ
り
「
並
び
に
放
免
」
さ
れ
た
。
『
続
日
本
紀
』
 
に
は
大
伴
古
 
 

慈
斐
と
淡
海
三
船
の
二
人
を
、
誹
誘
の
罪
に
坐
し
た
も
の
と
し
て
同
列
 
 

に
記
し
て
い
る
の
に
、
『
万
葉
集
』
 
の
左
往
で
は
、
三
船
の
諌
言
に
よ
っ
 
 

て
古
慈
斐
が
罪
に
落
ち
た
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
を
ど
う
解
 
 

釈
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
様
々
な
議
論
が
か
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
 
 

た
、
宝
亀
八
 
（
七
七
七
）
 
年
八
月
十
九
日
条
に
み
え
る
大
伴
古
慈
斐
の
 
 

東
伝
で
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 

勝
宝
年
中
、
累
に
遷
り
て
従
四
位
上
衛
門
督
と
な
り
。
俄
に
出
雲
 
 

守
に
遷
さ
る
。
疎
外
ま
れ
て
よ
り
、
意
常
に
鬱
々
と
あ
り
。
紫
微
 
 

内
相
藤
原
仲
滴
、
誕
ふ
る
に
誹
誘
を
以
て
し
、
土
左
守
に
左
降
せ
 
 

し
め
。
促
し
て
任
に
之
か
し
む
。
 
 

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
当
時
藤
原
仲
麻
呂
（
仲
満
）
 
が
、
古
慈
斐
が
 
 

朝
廷
を
誹
讃
し
て
い
る
と
偽
っ
て
失
脚
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

古
慈
斐
は
大
伴
氏
の
中
で
、
従
三
位
の
兄
麻
呂
、
正
四
位
下
の
子
麻
呂
 
 

に
つ
ぐ
高
位
に
あ
っ
た
。
仲
麻
呂
と
大
伴
氏
と
の
対
立
関
係
か
ら
考
え
 
 

る
と
、
仲
麻
呂
が
大
伴
氏
の
有
力
者
で
あ
る
古
慈
斐
を
失
脚
さ
せ
る
た
 
 

め
に
策
謀
し
た
こ
と
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
家
持
が
 
「
族
を
喩
す
 
 

歌
」
を
詠
ん
で
一
族
の
暴
走
を
お
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
、
 
 

大
伴
氏
の
氏
人
た
ち
が
こ
の
事
件
の
背
後
に
仲
麻
呂
の
謀
略
の
手
を
見
 
 

出
し
て
、
報
復
を
謀
ろ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

天
平
勝
宝
七
歳
十
一
月
、
橘
諸
兄
の
家
司
佐
味
宮
守
の
密
告
以
来
、
 
 

仲
麻
呂
は
諸
兄
周
辺
の
反
仲
麻
呂
派
に
注
意
し
つ
つ
、
自
己
の
立
場
を
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よ
り
強
固
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
天
平
宝
字
元
年
正
月
六
日
、
前
左
 
 

大
臣
橘
諸
兄
が
他
界
し
た
。
同
年
三
月
二
十
日
、
孝
謙
天
皇
は
寝
殿
に
 
 

「
天
下
太
平
」
 
の
瑞
字
が
あ
ら
わ
れ
た
、
と
称
し
て
、
二
十
二
日
に
群
 
 

臣
に
見
せ
た
。
二
十
九
日
に
、
群
臣
を
召
し
て
、
「
身
は
諒
闇
に
居
り
 
 

て
、
志
、
淫
縦
に
在
り
。
敦
勅
を
加
ふ
と
維
も
、
曾
て
改
め
悔
ゆ
る
こ
 
 

へ
〓
）
 
 

と
な
し
」
と
い
う
理
由
で
皇
太
子
道
祖
王
を
廃
し
た
。
 
 
 

同
年
四
月
四
日
、
孝
謙
天
皇
は
改
め
て
群
臣
に
向
か
っ
て
、
皇
嗣
に
 
 

つ
い
て
の
意
見
を
徴
し
た
。
大
官
の
あ
げ
る
と
こ
ろ
は
一
致
し
な
か
っ
 
 

た
。
右
大
臣
豊
成
と
中
務
卿
永
手
ら
の
推
す
と
こ
ろ
は
、
道
祖
王
の
兄
 
 

塩
焼
王
で
あ
っ
た
。
長
屋
王
の
子
で
あ
る
摂
津
大
夫
尊
貴
人
智
努
、
奈
 
 

良
麻
呂
の
変
の
主
謀
者
の
一
人
で
あ
る
左
大
葬
大
伴
宿
禰
古
麻
呂
は
、
 
 

舎
人
親
王
の
子
池
田
王
を
支
持
し
た
。
仲
麻
呂
は
「
臣
を
知
る
は
君
に
 
 

若
く
は
莫
し
。
唯
、
天
意
の
択
ひ
た
ま
ふ
者
を
奉
け
た
ま
は
ら
む
の
 
 

み
」
と
述
べ
、
あ
え
て
意
中
の
王
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
。
天
皇
は
 
 

衆
議
を
排
し
て
「
未
だ
長
壮
に
あ
ら
ず
と
維
も
、
過
悪
を
開
か
ず
」
と
 
 

い
う
理
由
で
大
炊
王
を
皇
太
子
に
選
ん
だ
の
で
、
大
官
た
ち
も
こ
れ
に
 
 

従
う
に
ほ
か
な
か
っ
た
。
大
炊
王
も
孝
謙
天
皇
と
同
様
に
仲
麻
呂
の
私
 
 

邸
田
村
第
に
居
住
し
て
い
た
。
 
 
 

天
平
宝
字
元
年
五
月
二
十
日
、
藤
原
仲
麻
呂
は
紫
微
内
相
に
任
ぜ
ら
 
 

れ
た
。
柴
微
内
相
は
紫
微
中
台
の
長
官
で
あ
る
。
紫
微
中
台
は
聖
武
天
 
 

皇
の
皇
后
で
あ
る
藤
原
光
明
子
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
皇
后
官
職
の
昇
 
 

格
し
た
宮
司
で
あ
る
。
紫
微
中
台
は
太
政
官
の
後
、
中
務
省
の
前
に
排
 
 

｛
1
2
）
 
 

列
さ
れ
て
い
る
の
で
、
太
政
官
に
次
ぐ
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
紫
微
中
 
 

台
の
長
官
で
あ
る
紫
微
内
相
は
「
内
外
の
諸
の
兵
事
を
掌
ら
し
む
。
そ
 
 

の
官
位
・
禄
賜
・
職
分
・
雑
物
は
皆
大
臣
に
准
へ
よ
」
と
い
う
職
務
で
 
 

あ
る
。
木
本
好
信
氏
は
こ
の
事
件
を
、
「
仲
麻
呂
は
、
天
皇
＝
太
政
官
 
 

と
い
う
行
政
形
態
と
は
別
に
、
孝
謙
女
帝
に
勝
る
皇
権
力
を
保
有
す
る
 
 

光
明
皇
后
の
も
と
に
紫
微
中
台
と
い
う
行
政
機
構
を
新
た
に
創
設
し
、
 
 

そ
の
長
官
紫
微
令
に
自
ら
就
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孝
謙
女
帝
＝
太
 
 

政
官
機
構
を
無
力
化
し
、
諸
兄
等
か
ら
政
治
権
力
を
奪
取
す
る
こ
と
に
 
 

へ
1
3
｝
 
 

成
功
し
た
」
と
分
析
し
て
い
る
。
 
 
 

聖
武
太
上
天
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
皇
権
は
完
全
に
光
明
皇
太
后
の
掌
 
 

握
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
仲
麻
呂
は
光
明
皇
太
后
と
叔
母
・
甥
と
い
 
 

う
近
い
血
縁
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
光
明
の
付
属
機
関
た
る
紫
微
中
台
 
 

の
長
官
で
あ
る
。
加
え
て
政
敵
橘
諸
兄
は
失
脚
の
の
ち
死
去
し
た
。
そ
 
 

し
て
自
邸
田
村
第
に
起
居
を
と
も
に
し
て
い
た
大
炊
王
が
皇
太
子
と
決
 
 

定
し
た
。
も
は
や
仲
麻
呂
の
専
制
体
制
は
確
立
さ
れ
た
に
等
し
い
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
天
皇
は
政
権
か
ら
実
質
的
に
離
れ
て
し
ま
っ
た
。
大
伴
 
 

氏
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
天
皇
が
機
能
を
喪
失
す
る
な
ら
、
大
伴
氏
の
 
 

存
在
意
義
も
消
失
し
て
し
ま
い
、
大
伴
氏
一
族
の
存
在
の
永
続
性
も
消
 
 

え
て
い
く
と
い
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
政
治
状
況
を
日
当
た
り
に
し
た
家
持
は
、
伴
造
意
識
を
 
 

披
渡
し
っ
つ
も
、
そ
の
意
識
を
実
現
し
か
ね
る
無
力
感
が
抑
え
ら
れ
な
 
 

く
な
り
、
「
族
を
喩
す
歌
」
三
首
を
詠
ん
だ
同
じ
日
 
（
天
平
勝
宝
八
年
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六
月
十
七
日
）
 
に
、
さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
三
首
の
歌
を
作
っ
た
と
考
え
ら
 
 

れ
る
。
 
 

病
に
臥
し
て
無
常
を
悲
し
び
、
道
を
修
め
む
と
欲
ひ
て
作
る
歌
 
 

二
首
 
 

う
つ
せ
み
は
 
数
な
き
身
な
り
 
山
川
の
 
さ
や
け
き
見
つ
つ
 
 

道
を
尋
ね
な
 
（
巻
二
十
、
四
四
六
八
）
 
 

渡
る
日
の
 
影
に
競
ひ
て
 
尋
ね
て
な
 
清
き
そ
の
道
 
ま
た
も
 
 

あ
は
む
た
め
 
（
巻
二
十
、
四
四
六
九
）
 
 

寿
を
願
ひ
て
作
る
歌
一
首
 
 

水
粒
な
す
 
仮
れ
る
身
ぞ
と
は
 
知
れ
れ
ど
も
 
な
ほ
し
願
ひ
つ
 
 

千
年
の
命
を
 
（
巻
二
十
、
四
四
七
〇
）
 
 

以
前
の
歌
六
首
は
、
六
月
の
十
七
日
に
大
伴
宿
禰
家
持
作
る
。
 
 

こ
の
三
首
は
 
「
族
を
喩
す
歌
」
と
明
ら
か
に
異
な
る
。
こ
の
異
質
性
 
 

へ
‖
）
 
 

に
つ
い
て
、
伊
藤
博
氏
は
「
多
年
の
精
神
的
支
柱
、
聖
武
天
皇
が
不
在
 
 

の
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
空
漠
た
る
喪
失
感
、
さ
よ
う
な
 
 

状
況
に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
や
り
場
の
な
い
危
機
感
を
自
分
自
身
に
 
 

ぶ
っ
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慌
た
だ
し
く
揺
れ
動
く
不
安
な
時
の
流
 
 

れ
の
中
で
の
存
在
を
繋
ぎ
と
め
よ
う
と
し
た
」
と
一
連
の
歌
群
を
評
し
 
 

た
。
 
 
 

既
述
の
ご
と
く
、
藤
原
仲
麻
呂
の
台
頭
は
、
天
皇
の
親
政
が
行
わ
れ
 
 

え
な
い
状
況
が
現
出
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
天
皇
が
政
権
か
ら
実
質
 
 

的
に
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
八
十
件
の
男
の
意
味
も
消
失
し
て
し
 
 

ま
う
。
家
持
の
伴
造
意
識
は
、
そ
の
根
拠
の
揺
ら
ぎ
に
よ
り
、
最
終
的
 
 

に
は
、
棄
却
さ
れ
ぎ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
伴
造
意
識
を
放
 
 

棄
し
た
家
持
は
、
無
常
を
悲
し
み
、
仏
道
修
業
を
望
ん
で
、
「
欲
修
道
 
 

歌
」
を
詠
ん
だ
。
「
欲
修
道
歌
」
 
の
 
「
尋
ね
て
な
涌
き
そ
の
道
」
は
存
 
 

在
の
根
拠
と
し
て
の
 
「
天
皇
」
 
が
弱
体
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
認
識
し
 
 

た
結
果
、
や
む
を
得
ず
仏
教
の
「
道
」
を
尋
ね
る
し
か
な
い
こ
と
を
示
 
 

す
。
家
持
は
自
分
が
大
伴
氏
と
一
体
化
す
る
連
続
的
な
存
在
で
は
な
 
 

く
、
「
数
な
き
身
」
、
「
仮
れ
る
身
」
と
称
す
る
よ
う
に
、
存
在
根
拠
も
 
 

正
当
性
も
永
統
性
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
、
伴
造
意
識
の
 
 

構
造
が
崩
壊
し
ま
う
こ
と
を
認
め
る
。
 
 
 

四
四
七
〇
番
歌
に
お
い
て
、
家
持
は
「
千
年
の
命
」
を
願
っ
た
。
大
 
 

伴
氏
の
一
員
と
し
て
の
 
「
連
続
的
な
存
在
」
 
で
あ
れ
ば
、
個
と
し
て
の
 
 

「
非
連
続
的
な
存
在
」
 
の
 
「
千
年
の
命
」
を
求
め
る
は
ず
は
な
い
。
家
 
 

持
は
「
千
年
の
命
」
を
求
め
る
時
点
で
、
す
で
に
大
伴
氏
と
し
て
の
「
連
 
 

続
的
な
存
在
」
を
放
棄
し
、
個
と
し
て
の
 
「
非
連
続
的
な
存
在
」
を
求
 
 

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
家
持
は
伴
造
意
識
の
崩
壊
と
大
伴
氏
の
永
続
性
 
 

の
喪
失
を
意
識
し
、
仏
に
個
人
の
長
寿
を
願
う
よ
う
に
な
っ
た
。
現
実
 
 

の
政
治
状
況
に
よ
っ
て
、
伴
造
意
識
に
お
け
る
天
皇
と
い
う
根
拠
は
揺
 
 

ら
ぎ
始
め
た
。
そ
の
根
拠
の
摺
ら
ぎ
に
よ
っ
て
、
家
持
は
伴
造
意
識
に
 
 

基
つ
く
「
連
続
的
な
存
在
」
を
放
棄
し
、
大
伴
氏
の
永
続
性
も
喪
失
し
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た
の
で
あ
る
。
 
 

注
 
 

※
『
万
辛
集
』
の
引
用
は
、
『
商
垂
範
搾
注
』
（
伊
藤
博
著
、
集
英
杜
出
版
）
に
拠
る
n
『
古
 
 
 

事
記
』
の
引
用
は
、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
 
古
事
誕
〓
西
禽
二
民
校
注
、
新
潮
 
 
 

社
出
版
）
 
に
拠
る
。
『
日
本
酋
紀
』
 
の
引
用
は
、
『
日
本
西
紀
』
 
（
日
本
古
典
文
学
 
 
 

大
系
六
七
、
岩
波
書
店
）
 
に
拠
る
。
『
続
日
本
紀
』
の
引
用
は
、
『
続
日
本
紀
』
 
（
新
 
 
 

日
本
古
典
文
学
大
系
十
二
～
十
六
、
岩
波
書
店
）
 
に
拠
る
。
 
 
 

T
）
北
山
茂
夫
『
大
伴
家
持
』
、
平
凡
社
、
山
九
八
〇
年
、
一
三
四
貢
蓼
頗
 
 

（
2
）
北
山
氏
が
説
い
た
作
造
意
識
に
つ
い
て
、
ほ
か
の
学
者
は
追
う
名
称
を
名
づ
 
 

け
た
。
佐
藤
隆
氏
は
「
天
平
十
年
以
後
に
つ
い
て
触
れ
る
と
、
家
持
の
こ
の
 
 

宮
人
意
識
は
、
天
平
十
二
年
の
藤
原
広
嗣
の
乱
に
よ
る
東
園
巡
行
に
よ
っ
て
 
 

目
覚
め
た
「
伴
造
意
識
・
氏
族
意
識
」
が
加
わ
っ
て
成
長
し
、
そ
の
折
の
「
志
 
 

摩
の
海
女
」
÷
藩
老
の
沌
」
の
作
品
を
生
み
、
ま
た
十
五
年
の
「
恭
仁
京
讃
歌
」
 
 

が
制
作
さ
れ
た
と
考
え
る
。
更
に
天
平
十
六
年
に
は
「
伴
造
意
識
・
氏
族
意
 
 

識
」
に
「
ま
す
ら
を
意
識
」
も
加
わ
っ
て
発
展
し
、
安
横
皇
子
挽
歌
の
作
品
 
 

が
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
家
持
の
多
数
の
作
品
 
 

を
生
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
説
い
て
い
た
 
蒜
大
伴
家
 
 

持
作
品
論
説
』
、
お
う
ふ
う
、
一
九
九
三
年
、
三
〇
貫
参
照
）
。
つ
ま
り
、
佐
 
 

藤
隆
氏
は
、
安
穏
親
王
挽
歌
に
お
け
る
氏
族
意
識
を
即
ち
伴
造
意
識
と
考
 
 

え
、
「
ま
す
ら
を
意
識
」
が
後
で
加
え
ら
れ
た
も
の
と
見
な
し
て
い
た
1
J
 
 

（
3
）
家
持
は
天
平
勝
宝
八
年
当
時
、
い
ま
だ
族
長
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
 
 

説
も
あ
る
。
（
小
野
寛
『
大
伴
家
持
研
究
』
、
笠
間
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
 
 

一
四
三
貢
）
。
し
か
し
、
本
稿
は
通
説
に
従
っ
て
、
家
持
は
そ
の
こ
と
大
伴
 
 

氏
の
 
「
氏
の
上
」
 
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
 
 

（
4
）
伊
藤
益
「
大
伴
家
持
の
国
家
観
・
・
白
鳳
皇
権
政
治
へ
の
悼
惜
－
」
『
倫
理
学
』
 
 

第
一
号
、
一
九
八
三
年
、
参
照
。
 
 

（
8
）
 
 

141312  

伊
藤
博
『
万
葉
集
搾
注
 
九
』
集
英
祉
、
山
九
九
八
年
、
四
九
四
頁
参
照
。
 
 

同
上
。
 
 

伊
藤
博
「
家
持
の
芸
－
頭
作
讃
歌
を
め
ぐ
っ
て
〓
膏
薬
集
の
表
現
と
方
法
．
 
 

下
』
墟
沓
傍
、
一
九
七
五
年
。
 
 

五
月
一
〇
日
か
ら
十
二
、
三
日
に
連
続
し
て
作
ら
れ
た
こ
れ
ら
三
首
が
、
家
 
 

持
の
「
す
め
ろ
き
の
 
神
の
命
の
」
の
三
例
の
全
て
で
あ
り
、
こ
の
三
首
に
 
 

共
通
し
て
、
「
天
の
日
嗣
と
」
の
旬
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
そ
の
句
に
「
高
御
 
 

座
」
を
冠
し
て
、
こ
れ
を
歌
い
だ
し
と
し
て
い
る
歌
は
、
四
〇
八
九
番
歌
と
 
 

四
〇
九
八
番
歌
の
二
首
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
、
 
 

お
そ
ら
く
こ
の
三
首
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
題
材
を
テ
ー
マ
に
歌
い
な
が
ら
 
 

も
、
そ
の
底
に
共
通
の
意
識
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
大
越
寛
文
「
陸
 
 

奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
畜
を
貿
く
歌
」
 
『
万
葉
塊
を
学
ぶ
』
第
八
集
、
有
斐
 
 

閣
選
書
、
参
照
。
）
 
 

伊
藤
益
ぎ
と
ば
と
時
間
l
ロ
代
目
本
人
の
思
想
よ
大
和
書
房
、
山
九
九
〇
年
。
 
 

伊
藤
博
『
万
葉
集
押
注
 
十
』
集
英
杜
、
山
九
九
八
牛
 
六
人
一
貫
参
照
。
 
 

『
続
日
本
紀
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
沓
店
、
天
平
宝
字
元
年
三
月
 
 

二
十
九
日
粂
、
参
照
‖
 
 

『
続
日
本
紀
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
補
注
一
七
－
七
二
、
参
照
。
 
 

木
本
好
信
買
ポ
良
朝
政
治
と
皇
位
継
承
』
高
科
酋
店
、
一
九
九
五
年
。
 
 

伊
藤
博
、
前
掲
書
、
六
八
一
琵
、
参
照
け
 
 

（
り
ゆ
う
・
け
ん
び
ん
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
哲
学
・
思
想
専
攻
）
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