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ま
れ
出
る
こ
と
な
く 、

個
人
と
共
同
体
の
在
り
か
た
を
め
ぐ
っ
て、
わ
た
し
た
ち
は
通
常
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る 。
先
立
つ
の
は
個
人

で
あ
り 、
個
人
相
互
の
関
係
性
の
総
体
と
し
て
副
次
的
に
共
同
体
が
成
立
す
る 、
と 。
こ
う
し
た
考
え
か
た
は 、
一
見

現
実
の
実
態・
態
様
に
即
応
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る 。
主
観
と
客
観 、
心
と
物
と
を一一
元
的
に
と
ら
え
つ
つ 、
前
者

の
側
か
ら
の
後
者
へ
の一
方
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
知
が
成
り
立
つ
と
す
る 、
人
間
の
認
識
様
式
に
つ
い
て
の
日
常

的
な
把
握
の
仕
方
は 、
事
物
を
知
る
と
い
う
行
為
の
基
体
と
し
て
個
を
措
定
す
る
し 、
し
か
も 、
そ
う
し
た
把
握
の
も

と
で
は
知
る
こ
と
と
在
る
こ
と
と
が
等
号
を
も
っ
て
結
ば
れ
る
か
ら
で
あ
る 。
た
と
え
ば 、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
に
お

い
て
は 、
思
考
す
る
個
の
存
在
が 、
そ
の
思
考
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
つ
つ 、
世
界
把
握
の
基
点
に
据
え
ら
れ

る 。
考
え
る
こ
と
に
お
い
て
同
時
に
在
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
存
在
者
と
し
て、
個
は
在
る
こ
と
の
起
発
点
と
な
り
う

る
と
い
う
の
が 、
近
代
的
か
つ
日
常
的
な
存
在
論
の
基
本
テ
ー

ゼ
で
あ
る
と
い
え
よ
う 。
こ
の
よ
う
な
存
在
論
に
即
し

て
思
惟
す
る
か
ぎ
り 、
個
人
の
共
同
体
に
対
す
る 、
す
な
わ
ち
個
の
種
に
対
す
る
先
在
性
に
つ
い
て
の
確
信
は
微
動
だ

に
し
な
い 。

だ
が 、
個
の
種
に
対
す
る
先
在
性
を
確
認
す
る
た
め
に
は 、
ま
ず 、
他
の
何
も
の
に
も
依
存
す
る
こ
と
な
く 、
そ
れ

自
体
で
独
在
す
る
存
在
者
と
し
て
個
が
存
立
し
う
る
可
能
性
が 、
発
生
論
を
否
定
す
る
形
で
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い 。
或
る
も
の
の
存
在
の
自
存
性・
独
立
性
は 、
さ
し
あ
た
っ
て、
そ
の
或
る
も
の
が
他
の
何
も
の
か
ら
も
生

ア・
プ
リ
オ
リ
に
在
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
保
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る 。
と
こ
ろ
が 、
わ
た
し
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た
ち
の
個
の
在
る
こ
と
を、
発
生
と
は
関
わ
り
の
な
い
事
態
と
と
ら
え
る
言
説
が
詭
弁
の
域
を
出
な
い
こ
と
は
自
明
で

さ
え
あ
る。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
在
る
か
と
い
う
現
実
的
な
在
り
か
た
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず、
わ
た
し
た
ち
の
個
が、

例
外
な
く
他
の
個
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は、
な
に
び
と
で
あ
れ
否
定
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る。

し
か
も、
何
も
の
か
が
生
み
出
さ
れ
る
た
め
に
は、
そ
れ
を
生
む
個
と
と
も
に
そ
の
個
が
そ
こ
に
お
い
て
在
る
場
が
確

保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
場
と
い
う
範
疇
は、
つ
ね
に、
そ
こ
に
在
る
も
の
と
他
の
も
の
と
が
関
係
し
合
う

こ
と
を
予
測
さ
せ、
関
係
性
と
い
う
範
疇
と
い
わ
ば
相
即
し
つ
つ
成
立
す
る。
「
生
み」
の
場
は、
そ
れ
が
生
殖
と
い

う
起
源
概
念
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
に
し
ろ、
あ
る
い
は
情
況
と
い
う
並
立
概
念
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
に
し
ろ、
い
ず
れ

の
場
合
に
も
複
数
の
個
の
あ
い
だ
の
関
係
性
を
媒
介
と
し
な
い
か
ぎ
り
成
り
立
ち
え
な
い。
こ
の
こ
と
に
着
目
す
る
な

ら
ば、
種
に
対
す
る
個
の
先
在
性
と
い
う
観
念
は、
そ
れ
に
見
合
っ
た
内
実
を
有
し
え
な
い
空
虚
な
想
念
と
い
う
こ
と

に
な
る。

「
社
会
存
在
の
論
理」
以
下
の一
連
の
「
種
の
論
理」
論
文
に
お
い
て
（『
田
辺
元
全
集』
第
六
巻、
第
七
巻）、
田

辺
元
は、
個
と
種
の
関
係
を
相
互
媒
介
的
態
様
と
し
て
と
ら
え
つ
つ
も、
「
種
的
基
体」
と
い
う
名
称
を
種
に
付
与
す

る
こ
と
に
よ
っ
て、
種
の
個
に
対
す
る
論
理
的
な
先
在
性
を
暗
示
し
て
い
る。
も
と
よ
り、
無
媒
介
な
も
の
の
先
所
与

的
な
存
在
可
能
性
を
終
始
峻
拒
し
続
け
る
田
辺
哲
学
が、
種
が
基
体
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
単
独
で
存
在
し
て
い

る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い。
田
辺
哲
学
に
お
い
て
は、
弁
証
法
的
関
係
を
含
意
す
る
種
個
の

相
関
性
が
存
在
論
的
に
前
提
さ
れ、
た
だ
論
理
の
次
元
で
の
み
種
の
先
在
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う。
し
か
し、
論
理
は、
実
態
を
伴
わ
な
い
形
式
的
な
思
考
の、
推
論
上
の
整
合
性
の
謂
い
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
あ

り
え
な
い。

そ
れ
は、
田
辺
も
主
張
す
る
よ
う
に、
「
行」
（
行
為）
的
な
意
味
を
に
な
い
つ
つ
現
実
を
い
わ
ば
産
出
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す
る
理
性
の
営
み
で
あ
り、
「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
る」
と
い
う
ヘ
ー

ゲ
ル
の
言
明
を
行
為
遂
行
的
に
実
有
化
す
る
力
動
で
も
あ
り
う
る。
し
た
が
っ
て、
も
し、
種
が
論
理
的
に
個
に
先
立

っ
と
す
れ
ば、
そ
れ
は、
「
行」
と
し
て
の
論
理
の
媒
介
に
よ
っ
て
種
の
実
質
的
存
在
性
が
個
の
そ
れ
に
先
駆
す
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
こ
と
に
な
る。
右
に
論
じ
た
よ
う
に、
生
ま
れ
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
存
在
者
た
る
個
は、
そ
の
存
在
の
萌
芽
的
な
位
相
に
お
い
て、
つ
ね
に
種
的
な
関
係
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る。
こ
の

こ
と
は、
田
辺
哲
学
が
説
く、
論
理
的
な
次
元
で
の
種
の
先
所
与
的
な
基
体
性
と
い
う
観
念
が、
け
っ
し
て
無
意
味
な

妄
念
で
は
な
い
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か。

M・
ブ
ー
バ
ー
の
『
我
と
汝』
(
I
C
h

塁d
Du,
19
2
3)

は、
「
は
じ
め
に
関
係
あ
り
き」
と
述
べ
て、
「
我」
と
「
汝」

の
存
在
に
対
し
て
関
係
が
先
立
つ
こ
と
を
強
調
す
る。
最
終
的
に
「
汝」
を
神
と
し
て
措
定
す
る
ブ
ー
バ
ー
の
論
理
は、

超
越
者
の
面
前
に
単
独
者
と
し
て
立
つ
個
我
を
「
我」
の
理
想
的
態
様
と
と
ら
え
る
も
の
で、
そ
こ
に
披
泄
さ
れ
る
関

係
の
単一
性
は、
個
に
対
す
る
種
を
明
瞭
に
意
識
化
す
る
も
の
と
は
な
り
え
て
い
な
い。
し
か
し、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず、
ブ
ー
バ
ー
の
論
理
は、
関
係
の
先
所
与
性
に
言
及
す
る
点
に
お
い
て、
種
個
の
在
り
方
を
い
か
に
と
ら
え
る
べ

き
か
と
い
う
問
題
を
解
く
の
に
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い。
す
な
わ
ち、
個
は
他
の
個
と
の
関

係
の
な
か
で
は
じ
め
て
独
自
の
個
と
な
り
う
る。
関
係
性
を
伴
う
こ
と
な
く
単
独
に
在
る
個
と
い
う
観
念
は、
妄
念
の

て
つ
け
つ

域
を一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
い。
ブ
ー
バ
ー
の
論
理
は、
こ
の
事
実
を
鋭
く
刷
扶
す
る
も
の
と
い
え
よ
う。
い
ま、

ふ

え

ん

田
辺
哲
学
を
援
用
し
つ
つ
ブ
ー
バ
ー
の
論
理
を
敷
術
す
る
な
ら
ば、
「
我」
に
対
す
る
「
汝」
が
潜
勢
的
に
「
汝」
の

集
合
体
で
も
あ
り
う
る
こ
と
に
よ
っ
て、
先
行
す
る
関
係
性
は
複
数
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る。
す
な
わ
ち、
個
（
我）

は
他
の
個
（
汝）
た
ち
が
結
び
合
う
種
性
の
な
か
に、
そ
れ
（
種
性）
を
基
体
と
な
す
も
の
と
し
て
確
定
さ
れ
る
と
考
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え
ら
れ
る 。
具
体
的
に
い
え
ば 、
個
は
い
つ
も
す
で
に 、
他
の
個
た
ち
が
複
雑
に
絡
み
あ
う 、
無
数
の
網
の
目
の
よ
う

な
関
係
性
の
な
か
に 、
い
わ
ば
種
に
お
け
る
個
と
し
て
生
ま
れ
出
る 。
も
と
よ
り
個
と
関
係
し
な
い
種
の
存
在
を
想
定

す
る
こ
と
は
誤
謬
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
け
れ
ど
も 、
存
在
に
直
接
す
る
「
行」
（
行
為）
と
し
て
の
論
理
が 、
種

個
の
相
応
関
係
の
な
か
で
の
種
の
先
在
性
を
確
示
す
る
こ
と
は 、
い
か
に
し
て
も
否
定
し
が
た
い 。

こ
の
よ
う
な
種
の
先
所
与
性
は 、
そ
の
原
基
た
る
関
係
性
の
支
柱
と
し
て
の
言
語
の 、
関
係
性
そ
れ
自
体
に
対
す
る

先
所
与
性
を
含
意
し
て
い
る 。
個
と
他
の
個
お
よ
び
個
た
ち
と
の
関
係
は 、
言
語
を
媒
介
と
し
て
営
ま
れ
る
も
の
で 、

言
語
を
欠
く
関
係
な
ど
と
い
う
も
の
は
空
疎
な
概
念
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る 。
い
い
か
え
れ
ば 、
そ
の
内
部
に
お
い

て
関
係
性
を
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
す
複
合
体
と
し
て
の
種
は 、
言
語
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
保
証
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う 。
そ
の
際 、
言
語
は 、
種
性
の
端
的
な
発
露 、
す
な
わ
ち 、
種
的
共
同
体
内
に
通
有
的
な
諸
観
念
を
系

統
的
に
集
約
す
る
基
休
と
し
て
機
能
し
て
い
る 。
も
と
よ
り 、
諸
観
念
の
系
統
的
集
約
は
理
性
的
な
営
為
で
あ
り 、
こ

の
営
み
を
欠
く
と
す
れ
ば 、
言
語
は
情
緒
命
題
の
群
れ
を
不
可
測
に
拡
散
さ
せ
る
だ
け
の
非
人
間
的
な
情
動
に
堕
し
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う 。
端
的
に
い
え
ば 、
言
語
は
種
的
次
元
に
お
い
て
理
性
に
支
え
ら
れ
つ
つ
存
立
す
る 。
し
か
し 、
エ

レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
が
提
示
す
る
逆
理
（「
ア
キ
レ
ウ
ス
と
亀」
な
ど）
に
よ
っ
て 、
あ
る
い
は 、
カ
ン
ト
の
説
く
純
粋
理

性
の
二
律
背
反
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に 、
理
性
は
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
決
定
的
と
も
い
う
べ
き
限
界
を
も
つ 。

理
性
を 、
自
然
的
事
象
や
人
間
的
事
物
を一
点
の
謎
も
残
す
こ
と
な
く
解
き
あ
か
す
権
能
と
見
る
認
識
は 、
幻
想
の
域

を
出
な
い 。
宇
宙
の
無
限
性
に
触
れ
よ
う
と
す
る
と
き 、
あ
る
い
は 、
人
間
の
自
由
の
可
能
性
を
極
点
ま
で
追
い
求
め

る
と
き 、
理
性
は
か
な
ら
ず
そ
の
限
界
に
突
き
当
た
る 。
そ
の
と
き 、
あ
え
て
限
界
を
突
き
破
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば 、

ひ
と
は 、
非
理
性
的
な
い
し
は
超
理
性
的
な
手
立
て
を
講
ぜ
ざ
る
を
え
な
い 。
神
話
は 、
種
的
共
同
体
の
内
部
で 、
そ
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う
し
た
手
立
て

ゞ

（
道
具）
と
し
て
考
案
さ
れ
た
言
語
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い。

E・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
『
国
家
の
神
話』
(
The
Myth
 of
 the
 Sta
翌
1
9
4
6)

は、
神
話
が
理
性
の
限
界
点
を
超
え
る

手
段
と
し
て
求
め
ら
れ
る
か
ぎ
り、
完
全
な
脱
神
話
化
と
い
う
事
態
は
現
代
に
お
い
て
な
お
実
現
さ
れ
え
な
い
と
主
張

す
る。
Weltgeist
(
世
界
精
神）
の
体
現
者
た
る
ゲ
ル
マ
ン
民
族
は
世
界
の
覇
者
た
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
ナ
チ
ス

の
神
話
が、
二
0
世
紀
の
半
ば
近
く
に
真
実
性
を
帯
び
る
も
の
と
し
て
披
泄
さ
れ、
か
つ
は
知
識
人
を
も
含
め
た
ド
イ

ツ
の
多
数
の
民
衆
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
背
景
に
は、
錯
綜
す
る
政
治・
経
済
的
諸
問
題
に
対
し
て、
人
間
的
能
力
が

あ
ま
り
に
も
狭
監
な
範
囲
に
限
局
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
存
す
る
の
で
あ
ろ
う。
こ
の
こ
と
を
重
く
見
る
な
ら
ば、

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
に、
神
話
は、
太
古
の
記
憶
の
片
隅
に
点
在
す
る
も
の
で
は
な
く、
人
間
的
理
性
が

限
界
を
も
つ
か
ぎ
り、
人
間
的
現
実
の
た
だ
な
か
に
ど
こ
ま
で
も
定
着
し
続
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
す
な
わ
ち、

神
話
は、
種
的
共
同
体
の
内
部
で
理
性
の
限
界
性
が
自
覚
さ
れ
る
と
同
時
に、
い
わ
ば
先
所
与
的
に
定
立
さ
れ
る
言
説

で
あ
り、
そ
れ
は、
理
性
の
無
限
定
な
進
歩
へ
の、
妄
信
と
も
い
う
べ
き
侶
憑
が
確
立
さ
れ
え
な
い
と
す
れ
ば、
永
続

的
に
定
立
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る。
要
す
る
に、
神
話
は
種
的
共
同
体
の
確
立
と
同
時
に
存
在
し、
種
的
共
同
体
の

存
続
と
歩
調
を
あ
わ
せ
て、
い
つ
果
て
る
と
も
な
く
存
続
す
る。
神
話
形
成
の
経
緯
を
め
ぐ
る
議
論
が、
今
日
な
お
色

あ
せ
て
い
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る。

今
日
の
萬
葉
集
研
究
も、
萬
葉
歌
人
た
ち
が
そ
こ
に
参
与
し、
あ
る
い
は
独
自
に
構
築
す
る
神
話
に
関
し
て
多
様
な

議
論
を
展
開
し
て
い
る。
と
く
に
柿
本
人
麻
呂
が
草
壁
皇
子
挽
歌、
吉
野
讃
歌、
安
騎
野
の
歌
な
ど
に
お
い
て
う
た
い

あ
げ
る
神
話
に
つ
い
て
は、
人
麻
呂
の
神
話
形
成
の
営
み
が
記
紀
神
話
と
い
か
に
関
わ
る
の
か
が、
諸
家
に
よ
っ
て
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
究
さ
れ
て
き
た。
議
論
の
核
心
は、
人
麻
呂
が
記
紀
神
話
の
文
脈
を
背
景
に
置
き
な
が
ら、
そ
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ゞ

こ
に
依
拠
し
つ
つ
神
話
を
う
た
い
あ
げ
て
き
た
の
か、
そ
れ
と
も
人
麻
呂
の
神
話
は
記
紀
の
文
脈
か
ら
独
立
す
る
独
自

の
神
話
な
の
か、
と
い
う
点
に
存
す
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る。
白
熱
す
る
議
論
は、
け
っ
し
て
無
意
味
な
も
の
で
は

な
い。
そ
れ
は
人
麻
呂
作
歌
へ
の
読
み
を
厳
密
に
規
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
と
も
に、
日
本
古
代
に
お
け
る
神
話

形
成
の
思
想
的
経
緯
を
解
き
あ
か
す
う
え
で
い
く
つ
か
の
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
も
あ
り
う
る。
し
か
し
な

が
ら、
従
来
の
議
論
に
お
い
て
は、
神
話
の
発
生
が
種
的
共
同
体
の
先
所
与
性
に
対
応
す
る
こ
と、
す
な
わ
ち、
種
が

個
に
対
し
て
論
理
的
に
先
行
す
る
か
ぎ
り、
神
話
も
ま
た
個
に
対
し
て
先
所
与
性
を
有
す
る
と
い
う
思
想
的
事
実
が、

ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た。
そ
の
た
め、
人
麻
呂
が
う
た
い
あ
げ
る
神
話
が
独
自
の
文
脈
を
志
向
す
る
点
を
根
拠

に、
そ
れ
を
人
麻
呂
の
手
に
成
る
独
自
の
神
話
（「
人
麻
呂
神
話」）
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
は、
個
的
神
話

と
い
う
概
念
が
神
話
の
本
来
性
に
背
馳
す
る
こ
と
に
対
し
て
無
頓
着
で
あ
っ
た。
ま
た、
他
方、
人
麻
呂
の
記
紀
神
話

へ
の
依
拠
を
強
調
す
る
立
場
は、
彼
が
そ
こ
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
必
然
性
へ
の
眼
差
し
を
欠
落
さ
せ
て
し
ま

っ
た。宮

廷
世
界
と
い
う
種
的
共
同
体
の
思
念
や
情
緒
を
歌
を
も
っ
て
集
約
的
に
表
明
す
る
立
場、
す
な
わ
ち
「
代
表
的
感

動」
を
う
た
う
立
場
に
あ
っ
た
人
麻
呂
が、
種
的
共
同
体
の
内
部
で
構
築
さ
れ
た、
あ
る
い
は、
普
遍
性
の
獲
得
を
め

が
け
て
構
築
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
神
話
に
対
し
て、
否
定
的
な
視
座
に
立
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い。
人
麻
呂
の
う

た
う
べ
き
神
話
も、
種
的
共
同
体
の
基
体
性
に
立
脚
す
る
も
の、
そ
れ
ゆ
え
に、
種
的
共
同
体
内
の
享
受
者
た
ち
に
と

っ
て
普
遍
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
人
麻
呂
が
個
的
か

つ
独
自
に
神
話
を
編
み
出
し
た
と
す
れ
ば、
そ
れ
は
彼
が
拠
っ
て
立
つ
種
的
共
同
体
に
と
っ
て
異
様
な
事
態
で
あ
っ
た

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
そ
う
し
た
異
様
さ
を
露
呈
さ
せ
て
ま
で
人
麻
呂
が
「
人
麻
呂
神
話」
を
織
り
成
さ
ざ
る
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し
め
せ
か

み

こ

と

御
言
問
は
さ
ず

日
月
の

「
食
す
国」

と
い
ふ

命
の

を
え
な
か
っ
た
と
す
れ
ば、
そ
れ
は
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
か。
従
来
の
議
論
は、
論
者
が
こ
う
し
た
点
に
ま
で
踏
み
こ

む
こ
と
に
よ
っ
て、
い
っ
そ
う
稔
り
あ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う。
本
章
で
は、
こ
の
点
を
顧
慮
し
つ
つ、
人
麻
呂
が

そ
の
作
品
群
に
お
い
て
語
り
い
だ
す
神
話
の
内
実
と、
彼
が
そ
れ
を
語
り
い
だ
す
こ
と
そ
れ
自
体
の
意
義
と
を
と
ら
え

直
し
て
み
た
い。

ひ
な
み
し
み
こ
の
み
こ
と

あ
ら
き
の
み
や

H
並
皇
子
尊
の
殖
宮
の
時
に、

あ
め
っ
ち

天
地
の

か
ち

め
す
と

は

初
め
の
時

ひ
さ
か
た
の

分
か
ち
し
時
に

天
照
ら
す

あ
し
は
ら

み

づ

ほ

筆
原
の

瑞
穂
の
国
を

か
き
別
け
て

あ

す

か

明
日
香
の 一

に
は
「
天
雲
の
八
重
雲
別
け
て」

と
い
ふ

き

よ

み

ふ

と

し

消
御
の
宮
に

太
敷
き
ま
し
て

戸
を
開
き

神
上
が
り

あ
め

し
た

天
の
下つ

れ
も
な
き

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌一
首

翌
の
河
原
に

心距
加

刊
加
神
の

ひ

る

め

み
こ
と

日
女
の
命

天
地
の

神
な
が
ら

上
が
り
い
ま
し
ぬ

知
ら
し
め
す
他
は

よ

も

四
方
の
人
の

そ
こ
ゆ
ゑ
に

一
に
は
「
さ
し
の
ぼ
る
日
女
の
命」

と
い
ふ

寄
り
合
ひ
の
極
み

か
む
く
だ

神
下
し

春
花
の

真
弓
の
岡
に

累
釦
く
な
り
ぬ
る

大
船
の

思
ひ
頼
み
て

み
や
ば
し
ら

宮
柱

知
ら
し
め
す

い
ま
せ
ま
つ
り
し

す
め
ろ
き
の

貴
く
あ
ら
む
と天

つ
水

太
敷
き
い
ま
し

神
の
命
と

高
照
ら
す

敷
き
ま
す
国
と

一
に
は
「
神
登
り
い
ま
し
に
し
か
ば」

と
い
ふ

望
月
の

満
し
け
む
と

仰
ぎ
て
待
つ
に

み
あ
ら
か
を

皇
子
の
宮
人

井
せ
て
短
歌

か
む
つ
ど

神
集
ひ

我
が
大
君

こ
ま

-
i
t
 

八
重

み

こ

日
の
御
子

天
の
原

岩

み

こ

皇
子
の

天
の
下

高
知
り
ま
し
て

ゅ
＜
へ
知
ら
ず
も

t

)

ま

-
i
i
 

い
か
さ
ま
に

思
ほ

あ
さ
こ
と

朝
言
に

天
雲
の

天
を
ば

知
ら
し

か

む

わ

集
ひ
い
ま
し
て

神
分
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右
は 、
人
麻
呂
作
草
壁
皇
子
挽
歌
の
長
歌 。
持
統
天
皇
四
年
（
六
九
0)
こ
ろ
の
作
と
認
め
ら
れ
る
こ
の
歌
は 、
人

麻
呂
作
歌
の
う
ち
で
は
比
較
的
初
期
の
も
の
で
あ
る 。
作
歌
の
狙
い
は 、
草
墜
皇
子
の
甍
去
を
悼
む
こ
と
に
あ
る 。
し

た
が
っ
て 、
一
首
の
主
想
部
が
「
わ
が
大
君

皇
子
の
命
の」
以
下
に
存
す
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い 。
と
こ
ろ
が 、

こ
こ
で
は 、
そ
の
主
想
部
を
導
く
た
め
に
長
大
な
序
が
置
か
れ
て
い
る 。
冒
頭
「
天
地
の

初
め
の
時」
か
ら
「
神
上

が
り

上
が
り
い
ま
し
ぬ」
ま
で
の
三
六
旬
が 、
そ
れ
で
あ
る 。
こ
の
序
論
的
部
分
に
お
い
て 、
人
麻
呂
は
ま
ず 、
天

か
い
ぴ
ゃ
く

地
開
闘
の
と
き
の
八
百
万・
千
万
神
に
よ
る
支
配
領
域
の
分
割
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
語
り 、
そ
の
協
議
の
結
果
と

し
て 、
天
照
ら
す
日
女
の
命
が
天
上
を
支
配
す
る
神
と
な
り 、
前
天
皇
天
武
が
葦
原
の
瑞
穂
の
国
を
統
治
す
る
神
と
し

て
地
上
界
に
降
臨
せ
し
め
ら
れ
た 、
と
う
た
う 。
さ
ら
に 、
人
麻
呂
は
い
う 。
降
臨
神
た
る
天
武
天
皇
は 、
明
日
香
の

消
御
の
宮
で
神
で
あ
ら
れ
る
ま
ま
に
ご
統
治
な
さ
り 、
こ
の
瑞
穂
の
国
は
代
々
の
天
皇
が
お
治
め
に
な
る
国
だ
と
し
て 、

神
で
あ
ら
れ
る
ま
ま
に
天
上
に
お
上
り
に
な
っ
た 、
と 。
人
麻
呂
は 、
こ
こ
で 、
あ
き
ら
か
に
天
孫
降
臨
神
話
を
う
た

い
あ
げ
て
い
る 。
と
こ
ろ
が 、
人
麻
呂
が
う
た
う
神
話
は 、
記
紀
が
語
り
い
だ
す
と
こ
ろ
と
合
致
し
な
い 。
記
紀
に
お

い
て
は 、
天
照
大
神
か
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
ノ
神 、
あ
る
い
は
そ
の
両
者
が
天
孫
ニ
ニ
ギ
ノ
命
に
対
し
て
地
上
界
へ
の
降
臨

を
命
じ
た 、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る 。
記
紀
神
話
と
草
壁
皇
子
挽
歌
と
の
あ
い
だ
に
生
ず
る
こ
の
不

あ

ま

た

一
致
は 、
諸
家
の
あ
い
だ
に
数
多
の
議
論
を
呼
び
起
こ
し
た 。

た
と
え
ば 、
澤
潟
久
孝
『
萬
葉
集
注
繹』
は 、
人
麻
呂
が
記
紀
神
話
の
文
脈
を
前
提
と
し
て
い
る
と
の
想
定
の
も
と

に 、
彼
の
う
た
う
神
話
に
お
い
て
は 、
天
武
天
皇
と
ニ
ニ
ギ
ノ
命
と
が
二
重
う
つ
し
に
な
っ
て
い
る
と
説
い
た 。
伊
藤

「
さ
す
た
け
の

皇
子
の
宮
人

ゆ
く
へ
知
ら
に
す」

と
い
ふ

（
萬
葉
集
巻
二 、
一
六
七）
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博
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
（
下）』
（
塙
書
房 、
一
九
七
六
年）
は 、
澤
潟
説
を
発
展
的
に
継
承
し
つ
つ 、
人
麻
呂
は

「
幻
視」
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て、
天
武
天
皇
が
ニ
ニ
ギ
ノ
命
で
あ
り 、
ニ
ニ
ギ
ノ
命
が
天
武
天
皇
で
あ
る
か
の
よ
う

に
描
い
て
い
る
と
主
張
す
る 。
こ
れ
ら
は 、
い
ず
れ
も 、
記
紀
神
話
を
草
壁
皇
子
挽
歌
の
い
わ
ば
非
文
脈
的
前
提
と
し

て
位
置
づ
け
る
も
の
で 、
人
麻
呂
の
文
脈
か
ら
記
紀
神
話
の
そ
れ
へ
と
文
脈
理
解
を
敷
術
す
る
方
向
性
の
も
と
で
と
な

え
ら
れ
た
学
説
と
い
え
よ
う 。

内
田
賢
徳
『
萬
葉
の
知』
（
塙
書
房 、
一
九
九
二
年）
に
よ
れ
ば 、
記
紀
所
載
の
歌
謡
の
群
れ
は 、
両
者
（
記
と
紀）

が
共
通
の
素
材
と
し
て
そ
こ
に
依
拠
す
る
非
実
体
的
な
形
式
に
取
材
す
る
も
の
で 、
記
紀
両
書
の
歌
謡
の
類
似
な
い
し

重
複
は 、
そ
の
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う 。
い
わ
ゆ
る
天
武
史
局
の
発
足
以
来
飛
躍
的
な
展
開
を
見
せ
た
で
あ
ろ
う
古

代
王
権
の
修
史
事
業
は 、
人
麻
呂
が
草
壁
皇
子
挽
歌
を
詠
ん
だ
持
統
朝
の
こ
ろ
に
は 、
す
で
に
そ
の
骨
格
を
形
成
し
終

え
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る 。
か
り
に 、
修
史
事
業
が
遅
々
と
し
て
進
捗
を
見
せ
な
か
っ
た
と
し
て
も 、
漸
次
形
成

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
記
紀
神
話
は 、
お
そ
ら
く 、
内
田
賢
徳
の
い
う
よ
う
な
非
実
体
的
形
式
を
共
通
基
盤
と
し
て
す
で
に

も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る 。
人
麻
呂
も
ま
た
宮
廷
歌
人
と
し
て、
そ
の
共
通
基
盤
に
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て
い
た
で

あ
ろ
う 。
と
す
る
な
ら
ば 、
人
麻
呂
が
当
時
次
第
に
完
成
へ
と
向
か
っ
て
い
た
記
紀
神
話
を
（
す
く
な
く
と
も
そ
の
素

材
と
し
て
の
「
共
通
基
盤」
を）
念
頭
に
置
き
な
が
ら 、
草
壁
皇
子
挽
歌
を
詠
ん
だ
可
能
性
は 、
皆
無
で
あ
る
と
は
い

え
な
い 。
幻
視
と
い
う
手
法
を
取
り
入
れ
て、
意
図
的
に
文
脈
を
錯
綜
さ
せ
つ
つ 、
そ
こ
に
複
合
的
な
思
念
を
発
出
さ

ほ
う
ふ
つ

せ
る
歌
人
と
い
う 、
伊
藤
博
が
提
示
す
る
人
麻
呂
像
が 、
同
時
代
と
の
比
較
を
絶
す
る
歌
の
巧
者
の
姿
を
努
盤
と
さ
せ

る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い 。
し
か
し 、
非
文
脈
的
前
提
の
存
在
を
確
示
し
な
い
古
代
文
献
に
接
す
る
人
々
の
あ
い
だ
に

は 、
文
献
は
可
能
な
か
ぎ
り
顕
在
化
し
た
文
脈
に
の
み
即
し
て
読
み
解
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
が 、
澤
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潟・
伊
藤
説
に
対
す
る
反
定
立
と
し
て
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る。
以
下
に
紹
介
す
る、
神
野
志
隆
光
と
遠
山一
郎
の

所
説
は、
そ
う
し
た
可
能
性
の
具
体
化
を
如
実
に
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い。

神
野
志
隆
光
『
柿
本
人
麻
呂
研
究」
（
塙
書
房、
一
九
九
二
年）
は、
天
武
朝
に、
み
ず
か
ら
を
天
智
朝
と
は
根
本

ひ

な
み

し

み
こ
の
み
こ
と

的
に
異
質
な
新
王
朝
と
観
ず
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と、
あ
る
い
は
「
日
雙
斯
皇
子
命」
と
い
う
草
壁
皇
子
の
呼
称
が
天

武
の
後
継
者
と
し
て
の
草
壁
皇
子
を
神
格
化
し
よ
う
と
い
う
意
図
の
も
と
に
人
麻
呂
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
な
ど
を
根
拠
に、
草
壁
皇
子
挽
歌
に
お
い
て
人
麻
呂
は、
「『
す
め
ろ
き』
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー」
に
基
づ
い
て
新
た

な
る
神
話、
す
な
わ
ち
「
天
武
神
話」
を
構
築
し
て
い
る、
と
主
張
す
る。
ま
た、
遠
山一
郎
『
天
皇
神
話
の
形
成
と

万
葉
集』
（
塙
書
房、
一
九
九
八
年）
は、
草
壁
皇
子
挽
歌
の
う
た
い
ぶ
り
が
記
紀
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
性
格
を
も

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
同
挽
歌
の
内
在
的
考
究
を
と
お
し
て
精
緻
に
分
析
し
な
が
ら、
神
野
志
隆
光
の
論
に
同
調
し
つ

つ
同
挽
歌
は
新
た
な
神
話
と
し
て
の
「
天
武
始
祖
神
話」
を
紡
ぎ
出
し
て
い
る、
と
説
く。
神
野
志・
遠
山
説
は、
草

壁
皇
子
挽
歌
に
お
い
て
人
麻
呂
が
う
た
う
神
話
の
特
異
性
を
同
挽
歌
の
文
脈
の
枠
内
で
説
明
づ
け
る
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い。
非
文
脈
的
前
提
と
し
て
記
紀
神
話
を
想
定
す
る
澤
潟・
伊
藤
説
が
「
二
璽
う
つ
し」
「
幻
視」
と
い
う
手
法
を

認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
背
景
に
は、
澤
潟・
伊
藤
も
ま
た
草
壁
皇
子
挽
歌
に
う
た
わ
れ
る
神
話
の
異
質
性
を
看
過
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る。
こ
の
よ
う
な
異
質
性
に
焦
点
を
定
め、
そ
れ
を
同
挽
歌
の
内
的
文
脈
に
よ
っ
て
の

み
説
明
づ
け
る
論
と
し
て、
神
野
志・
遠
山
説
は
妥
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る。
澤
潟・
伊
藤
説
は、
神
話
の
種
的
か

つ
先
所
与
的
な
性
格、
す
な
わ
ち、
神
話
が
本
来
有
す
る
は
ず
の
共
同
主
観
性
へ
の
配
慮
を
怠
ら
な
い
点
で
魅
力
を
も

つ
も
の
の、
内
的
文
脈
を
超
越
す
る
読
み
を
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
困
難
を
は
ら
む
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い。
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（
萬
葉
集
巻一
九 、
四
二
六
0)

（
同
右 、
四
二
六一
）

天
武
天
皇
を
天
上
界
か
ら
地
上
界
に
天
降
っ
た
神
と
し
て
描
く
草
壁
皇
子
挽
歌
は 、
「
天
武
神
話」
（
神
野
志）
な
い

し
は
「
天
武
天
皇
を
始
祖
と
す
る
神
話」
（
遠
山）
を
う
た
う
も
の 、
あ
る
い
は 、
人
麻
呂
の
手
に
成
る
独
自
の
神
話

と
い
う
意
味
で
の
「
人
麻
呂
神
話」
（
牧
野
博
行
「
日
並
皇
子
挽
歌
覚
書」
「
明
治
大
学
日
本
文
学』
五
号）
を
前
面
に

押
し
出
す
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
こ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
留
意
す
べ
き
は 、
人
麻
呂
の
近
江
荒
都
歌
（
萬

葉
集
巻一

、
二
九
ー

三一
）
に
関
す
る
身
崎
需
「
近
江
荒
都
歌
論」
（『
萬
葉
學
藻』
塙
書
房 、
一
九
九
六
年
所
収）
の

言
説
で
あ
る 。
同
論
考
に
お
い
て
身
崎
壽
は 、
「
ひ
と
つ
の
厳
し
い
歴
史
認
識」
を
披
泄
す
る
近
江
荒
都
歌
の
人
麻
呂

に
と
っ
て、
そ
の
「
歴
史」
と
は
天
智
を
始
原
と
す
る―
つ
の
皇
統
（
王
朝）
の
終
焉
で
あ
っ
た 、
と
述
べ
て
い
る 。

後
述
の
ご
と
く 、
近
江
荒
都
歌
は
滅
び
去
っ
た
も
の
へ
の
挽
歌
と
し
て
構
想
さ
れ
て
お
り 、
そ
こ
で
は
天
智
の
大
津
の

宮
の
荒
廃
が
滅
び
の
具
相
を
確
示
す
る
も
の
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る 。
す
な
わ
ち 、
作
者
人
麻
呂
の
眼
差
し
は 、
神

武
以
来
連
綿
と
継
続
さ
れ
て
き
た
王
権
が 、
近
江
の
地
で
い
っ
た
ん
瓦
解
し
た
こ
と
へ
と
集
注
さ
れ
て
い
る 。
し
か
し 、

そ
の
瓦
解
は 、
後
に
来
る
も
の
の
非
在
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た 。
瓦
解
の
後
に
は 、
瓦
解
以
前
の
そ
れ
に
も

増
し
て
光
輝
溢
れ
る
王
権
が
登
場
す
る 。

お
ほ
き
み

あ
か
ご
ま

は

ら

ば

た

ゐ

み
や
こ

大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
赤
駒
の
腹
這
ふ
田
居
を
都
と
成
し
つ

み

ぬ

ま

大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
水
鳥
の
す
だ
く
水
沼
を
都
と
成
し
つ

と
う
た
わ
れ
た
天
武
天
皇
の
王
権
が 、
そ
れ
で
あ
る 。
近
江
荒
都
歌
に
お
い
て―
つ
の
王
権
の
滅
び
を
痛
惜
す
る
と
き 、

人
麻
呂
は
同
時
に
新
た
な
王
権
の
始
ま
り
を
も
見
据
え
て
い
る 。
そ
の
新
た
な
王
権
の
始
祖
た
る
天
武
天
皇
は 、
人
麻
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呂
に
と
っ
て、
神
格
化
さ
れ
る
べ
き
存
在 、
ひ
い
て
は
新
た
な
装
い
の
も
と
で
神
話
の
た
だ
な
か
に
登
場
さ
せ
ら
れ
る

べ
き
存
在
だ
っ
た 。

草
壁
皇
子
挽
歌
に
お
い
て
人
麻
呂
が
う
た
い
あ
げ
る
神
話
は 、
述
べ
て
き
た
よ
う
に 、
人
麻
呂
の
手
に
成
る
独
自
の

神
話 、
す
な
わ
ち
「
人
麻
呂
神
話」
に
ほ
か
な
ら
な
い 。
人
麻
呂
は 、
激
し
い
内
乱
（
壬
申
の
乱）
を
経
た
後
に
成
立

し
た
天
武
天
皇
の
王
朝
を
そ
れ
ま
で
の
い
か
な
る
王
朝
に
も
増
し
て
輝
か
し
い
新
王
朝
と
と
ら
え 、
そ
の
新
王
朝
に
ふ

さ
わ
し
い
神
話
を
新
た
に
構
築
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
だ
っ
た 。
こ
の
点
に
留
意
す
る
か
ぎ
り 、
神
野
志・
遠
山
説

の
妥
当
性
は
微
動
だ
に
し
な
い 。
し
か
し
な
が
ら 、
神
野
志・
遠
山
説
は 、
独
特
の
神
話
を
独
自
に
語
り
い
だ
そ
う
と

い
う
人
麻
呂
の
試
み
が 、
神
話
を
語
る
こ
と
の
常
態
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
の
明
確
な
説
明
を
欠
い
て
い
る 。

前
節一
で
説
い
た
よ
う
に 、
論
理
的
次
元
で
の
種
の
個
に
対
す
る
先
在
性
は 、
種
的
言
説
と
も
い
う
べ
き
神
話
が 、
個

の
語
り
に
先
立
つ
こ
と
を
明
示
し
て
い
る 。
人
麻
呂
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
新
た
に
語
ら
れ
た
神
話 、
す
な
わ
ち
「
人
麻

呂
神
話」
と
い
う
概
念
は 、
神
話
が
本
来
具
有
す
る
は
ず
の 、
先
所
与
的
共
同
主
観
性
と
い
う
概
念
に
背
馳
す
る 。
神

野
志・
遠
山
説
は 、
こ
う
し
た
背
馳
の
実
態
へ
の
顧
慮
を
欠
い
て
お
り 、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
個
の
神
話」
の
存
在
を 、

神
話
を
め
ぐ
る
言
説
の
無
媒
介
的
な
前
提
と
さ
え
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る 。

、
、
、
、
、
、

神
話
は 、
個
的
に
創
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い 。
そ
れ
は 、
種
的
位
相
に
お
い
て、
い
つ
も
す
で
に
共
同
主
観

的
に
構
築
さ
れ
て
在
る 。
端
的
に
い
え
ば 、
神
話
は
種
的
次
元
で
こ
そ
意
味
を
有
す
る
言
説
で
あ
っ
て、
「
個
的
言
説

と
し
て
の
神
話」
な
ど
と
い
う
も
の
は
空
疎
な
想
念
の
域
を一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
い 。
要
す
る
に 、
人
麻
呂
は 、

本
来
種
的
言
説
と
し
て
自
己
の
眼
前
に
す
で
に
定
立
さ
れ
て
在
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
神
話
を 、
み
ず
か
ら
意
図
し
て

個
的
に
う
た
っ
た 。
そ
こ
に
は 、
種
的
な
も
の 、
本
質
的
に
「
個」
性
を
超
え
て
在
る
べ
き
は
ず
の
も
の
を 、
あ
え
て
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反

歌

或
い
は
「
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も」

と
い
ふ

は

個
的
次
元
に
呼
び
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 、
何
ら
か
の
衝
迫
力
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う 。
人
麻
呂
が
語

せ
ん
め
い

る
神
話
の
内
実
を
蘭
明
す
る
た
め
に
は 、
ま
ず
第一
に 、
そ
の
衝
迫
力
の
具
相
を
あ
ら
わ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

手
が
か
り
は 、
前
掲
身
崎
論
文
が 、
人
麻
呂
が
そ
こ
に
お
い
て―
つ
の
王
朝
の
終
焉
を
見
つ
め
た
と
主
張
す
る
近
江
荒

都
歌
の
な
か
に
あ
る 。

つ 玉
た
す
きつ

が

ご
と

栂
の
木
の

や

ま

と

大
和
を
置
き
て

近
江
の
荒
れ
た
る
都
を
過
ぐ
る
時
に 、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌

畝
傍
の
山
の

橿
原
の

ひ
じ
り
の
御
代
ゆ

あ
め

し
た

天
の
下

て」

と
い
ふ

い
は
ば
し

石
走
る

い
や
継
ぎ
継
ぎ
に

近
江
の
国
の

い
か
さ
ま
に

思
ほ
し
め
せ
か

さ
さ
な
み

楽
浪
の

こ
こ
と
聞
け
ど
も

あ
を
に
よ
し

大
殿
は

知
ら
し
め
し
し
を

奈
良
山
を
越
え天

の
下

こ
こ
と
言
へ
ど
も

春
草
の

大
津
の
宮
に

或
い
は
「
宮
ゆ」

と
い
ふ

或
い
は
「
霞
立
つ

春
日
か
霧
れ
る
夏
草
か
茂
く
な
り
ぬ
る」

と
い
ふ

知
ら
し
め
し
け
む

し
げ茂

く
生
ひ
た
る

霞
立
つ

或
い
は
「
そ
ら
み
つ

大
和
を
置
き
あ
を
に
よ
し

或
い
は
「
思
ほ
し
け
め
か」

と
い
ふ

天
離
る

郡
に
は
あ
れ
ど

す
め
ろ
き

み
こ
と

天
皇
の

神
の
命
の

大
宮

き

春
日
の
霧
れ
る

も
も
し
き
の

大
宮
と
こ
ろ

或
い
は
「
め
し
け
る」
と
い
ふ

神
の
こ
と

奈
良
山
越
え

見
れ
ば
悲
し
も

（
萬
葉
集
巻一

、
二
九）

そ
ら
に
み

ぁ生
れ
ま
し
し
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と
思
へ

や
」

と
い
ふ

楽
浪
の
志
賀
の
唐
崎
幸
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
舟
待
ち
か
ね
つ

楽
浪
の
志
賀
の

大
わ
だ
淀
む
と
も
昔
の
人
に
ま
た
も
逢
は
め
や
も

右
は 、
持
統
天
皇
初
年
こ
ろ
の
作
と
推
定
さ
れ
る
近
江
荒
都
歌
の
全
文 。
こ
こ
で
は 、
ま
ず 、
神
武
天
皇
以
来
歴
代

の
天
皇
た
ち
が
大
和
の
地
で
連
綿
と
日
本
国
を
統
治
し
て
き
た
こ
と
が
う
た
わ
れ
る 。
そ
の
際 、
歴
代
の
各
天
皇
は 、

す
べ
て
神
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ 、
皇
統
譜
は
神
統
譜
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
披
泄
さ
れ
る 。
人
麻
呂
は 、

さ
ら
に 、
天
智
天
皇
の
治
世
に
説
き
及
び 、
そ
れ
が
異
例
の
方
針
の
も
と
畿
外
の
地
近
江
で
営
ま
れ
た
こ
と
に
言
及
す

る 。
神
統
譜
で
も
あ
る
皇
統
譜
は 、
そ
れ
が
伝
統
の
地
大
和
を
拠
点
と
し
て
展
開
さ
れ
る
か
ぎ
り
永
遠
に
絶
え
る
こ
と

は
な
い 。
人
麻
呂
は
そ
う
考
え
て
い
る 。
と
こ
ろ
が 、
近
江
の
地
で
の
天
智
天
皇
の
噛
み
は 、
「
春
草
の

茂
く
生
ひ

た
る

霞
立
つ

春
日
の
霧
れ
る」
と
い
う
情
況
の
も
と 、
ほ
ぼ
無
に
帰
し
て
し
ま
っ
て
い
た 。
人
麻
呂
は 、
そ
こ
に 、

滅
び
る
は
ず
の
な
い
も
の 、
本
来
衰
亡
と
は
無
縁
で
あ
る
は
ず
の
も
の
の
滅
び
の
姿
を
見
た 。
そ
れ
は 、
人
麻
呂
に
と

っ
て、
在
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と 、
在
り
う
べ
く
も
な
い
事
態
で
あ
っ
た 。
し
か
し 、
天
智
天
皇
の
都
の
滅
び
は 、
人

麻
呂
の
眼
前
に
展
開
さ
れ
た
紛
う
か
た
の
な
い
現
実
で
あ
り 、
彼
は
そ
れ
を
事
実
と
し
て
受
け
と
め
ざ
る
を
え
な
か
っ

た 。
大
宮
人
の
舟
を
も
は
や
け
っ
し
て
迎
え
る
こ
と
の
な
い
志
賀
の
唐
崎
の 、
惜
然
た
る
た
た
ず
ま
い
を
擬
人
的
に
描

き
（
三
0) 、
さ
ら
に
は 、
近
江
朝
の
宮
人
た
ち
の
姿
が
眼
前
に
よ
み
が
え
り
え
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
（
三一
） 、
人
麻
呂
は 、
現
実
を
受
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
悲
し
み
と
諦
念
と
を
滲
ま
せ
る 。
近
江
荒
都
歌
は 、
滅
び

去
り
も
は
や
再
生
し
え
な
い
も
の
へ
の
挽
歌
で
あ
る
と
い
っ
て
も
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う 。

一

に
は
「
比
良
の
」

と
い
ふ

一

に
は
「
逢
は
む

（
同
右 、
三一
）

（
同
右 、
三
0)
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人
麻
呂
に
と
っ
て、
神
武
天
皇
以
来
の
皇
統
譜
（
神
統
譜）
を
形
成
し
て
き
た
天
皇
は
す
べ
て
例
外
な
し
に
神
で
あ

っ
た 。
し
た
が
っ
て、
近
江
の
地
に
都
を
置
い
た
天
智
天
皇
も
ま
た
神
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た 。
事
実 、
人
麻
呂
は 、

天
智
を
「
天
皇
の
神
の
命」
と
呼
ん
で
い
る 。
岡
内
弘
子
「『
命』
考」
（『
萬
葉』
第一
―
0
号）
が
説
く
よ
う
に 、

「
命」
は
神
性
に
密
着
す
る
語
で
あ
る 。
こ
の
語
を
あ
え
て
「
神」
に
附
す
る
と
き 、
表
現
は
や
や
こ
と
さ
ら
な
響
き

を
も
つ 。
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
人
麻
呂
が
天
智
を
「
神
の
命」
と
呼
ぶ
の
は 、
そ
の
神
性
が
ゆ
ら
い
で
い
た
か
ら
で
は

な
か
っ
た
か 。
つ
い―1
0
年
ほ
ど
前
ま
で
こ
の
世
に
在
っ
た
個
を
神
と
し
て
遇
す
る
こ
と
の
困
難
が 、
こ
と
さ
ら
な
表

現
を
選
ば
せ
た
の
で
は
な
い 。
天
智
の
神
性
は
あ
る
理
由
に
よ
っ
て
根
底
か
ら
動
揺
し
て
い
た
の
で
あ
り 、
そ
の
動
揺

を
蔽
い
隠
す
た
め
に 、
人
麻
呂
は
あ
え
て
こ
と
さ
ら
な
表
現
を
選
ん
だ
の
だ
っ
た 。
あ
る
理
由
と
は 、
お
よ
そ
左
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る 。

拙
著
『
こ
と
ば
と
時
間
ーー

古
代
日
本
人
の
思
想
ー』

（
大
和
書
房 、
一
九
九
0
年）
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に 、

げ
ん
し
ょ
う

古
代
日
本
人
に
と
っ
て、
神
々
は 、
異
界
に
在
っ
て
い
つ
果
て
る
と
も
な
く
現
生
に
関
与
し
続
け
る
存
在
で
あ
り 、
そ

の
存
在
性
（「
在
る
こ
と」）
が
無
に
帰
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
あ
り
え
な
い 。
オ
ホ
ケ
ッ
ヒ
メ
が
ス
サ
ノ
ヲ
に
殺
さ

れ
た
と
記
す
古
事
記
の
記
事
（
上
巻）
や 、
イ
ザ
ナ
キ
が
カ
グ
ッ
チ
を
斬
っ
た
と
記
す
記
紀
の
記
事
な
ど
は 、
一
見 、

神
々
の
可
滅
性
を
示
唆
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る 。
け
れ
ど
も 、
こ
れ
ら
の
記
事
に
お
い
て 、
殺
さ
れ
た
オ
ホ
ケ

ッ
ヒ
メ
の
身
か
ら
年
毎
に
「
生
成
＼

消
滅」
の
過
程
を
反
復
し 、
そ
の
反
復
と
い
う
点
に
関
し
て
恒
久
か
つ
永
続
的
な

五
穀
が
生
じ
た
と
さ
れ 、
ま
た 、
斬
ら
れ
た
カ
グ
ッ
チ
の
身
体
か
ら 、
国
譲
り
や
神
武
東
征
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

あ

ま

た

に
な
う
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
な
ど
の
数
多
の
神
々
が
生
ま
れ
た
と
語
ら
れ
る
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば 、
古
代
日
本
人
に
と
っ

て
神
々
が 、
死
を
契
機
と
し
て
そ
の
存
在
性
を
完
全
に
喪
失
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い 。
古
代
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日
本
人
は 、
神
々
を 、
死
を
経
て
な
お 、
自
己
の
在
る
こ
と
に
も
増
し
て
重
要
な
存
在
を
永
続
的
に
残
存
さ
せ
る
も
の 、

そ
れ
ゆ
え
に
純
然
た
る
可
滅
性
を
離
脱
し
て
在
る
も
の
と
見
な
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う 。
た
だ
し 、
古
代
B

本
人
の
発
想
で
は 、
不
滅
性
を
そ
の
属
性
と
す
る
存
在
は 、
神
々
の
み
で
は
な
か
っ
た 。
神
々
と
密
接
な
関
わ
り
の
も

と
に
現
存
す
る
事
物
や
事
態
も
ま
た 、
そ
う
し
た
属
性
を
保
有
す
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た 。
た
と
え
ば 、

（
巻
三 ‘
――一
五
五）

と
い
う
萬
葉
歌
は 、
神
代
の
神
々
が
か
つ
て
そ
こ
に
い
た
岩
窟
に
つ
い
て、
そ
の
不
滅
性
を
確
認
し
つ
つ 、
そ
こ
に
醸

成
さ
れ
る
神
々
し
い
雰
囲
気
を
讃
え
て
い
る 。

こ
の
よ
う
な 、
神
々
と
神
々
に
密
接
す
る
事
物
な
い
し
は
営
み
に
不
滅
性
を
認
め
る
古
代
的
発
想
は 、
人
麻
呂
の
脳

裏
に
も
定
着
し
て
い
た
で
あ
ろ
う 。
と
す
る
な
ら
ば 、
人
麻
呂
に
と
っ
て、
「
橿
原
の
ひ
じ
り
の
御
代」
以
来
の
連
綿

た
る
神
統
譜
に
属
す
る
天
智
天
皇
と
そ
の
営
み
は
あ
く
ま
で
も
不
滅
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る 。
と
こ

ろ
が 、
神
で
あ
る
天
智
天
皇
が
近
江
で
営
ん
だ
都
は 、
人
麻
呂
の
眼
前
で
廃
墟
と
化
し
て
い
た 。
人
麻
呂
は 、
滅
び
て

は
な
ら
な
い
も
の 、
滅
び
る
は
ず
の
な
い
も
の
が
滅
亡
す
る
と
い
う 、
古
代
的
思
考
に
と
っ
て
こ
の
う
え
も
な
く
異
常

な
事
態
に
出
会
っ
た
の
だ
っ
た 。
こ
の
出
会
い
は 、
天
智
の
神
性
を
根
底
か
ら
ゆ
る
が
す 。
も
し
天
智
が
神
で
あ
る
な

ら
ば 、
そ
の
営
み
と
し
て
の
近
江
の
都
は
可
滅
性
と
無
縁
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
と
こ
ろ
が 、
天
智
の
営
み
は 、
い

ま
ま
さ
に
無
に
帰
そ
う
と
し
て
い
た 。
こ
の
こ
と
は
天
智
の
神
性
が
そ
の
根
底
か
ら
崩
壊
す
る
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る 。
人
麻
呂
は 、
神
の
神
性
が
瓦
解
す
る
と
い
う
恐
る
べ
き
事
態 、
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
事
態
に
直

お
ほ
な
む
ち
す
く
な
ぴ
こ
な

し

つ

い

は

や

い

く

よ

へ

大
汝
少
彦
名
の
い
ま
し
け
む
志
都
の
石
屋
は
幾
代
経
ぬ
ら
む
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面
し
た
の
だ
っ
た 。
こ
の
危
機
を
打
開
す
る
方
途
は 、
瓦
解
す
る
神
性
か
ら
あ
え
て
目
を
逸
ら
し
な
が
ら 、
そ
の
神
性

の
保
持
者
が
神
た
る
べ
き
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た 。
人
麻
呂
が 、
天
智
を
単

に
「
神」
と
称
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず 、
「
神
の
命」
と
と
ら
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る 。

天
智
の
神
性
が
危
殆
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
こ
と 。
そ
れ
は 、
神
統
譜
と
同
義
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
武
以
来
の
皇
統

譜
を
機
軸
と
し
て、
そ
こ
に
密
着
し
つ
つ
自
己
存
在
の
有
意
味
性
を
確
認
す
る
人
々
の
共
同
体 、
す
な
わ
ち 、
天
皇
を

中
心
に
置
く
宮
廷
人
の
種
的
共
同
体
が
ぐ
ら
ぐ
ら
と
ゆ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
川
井
博
義
「
種
的
共
同
体
の
ゆ

ら
ぎ」
『
哲
学・
思
想
論
叢』
第
二
二
号
参
照） 。
人
麻
呂
が
こ
の
ゆ
れ
を
鋭
敏
に
と
ら
え
て
い
た
こ
と
は 、
「
い
か
さ
ま

に

思
ほ
し
め
せ
か」
と
い
う
二
句
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る 。
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
お
考
え
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か 、
と

天
智
の
遷
都
を
誇
る
こ
の
言
辞
は 、
契
沖
『
萬
葉
代
匠
記』
が一
案
と
し
て
示
す
よ
う
に 、
天
智
の
行
動
へ
の
軽
い
謗
り

を
は
ら
む
も
の
で
あ
ろ
う 。
し
か
し 、
謗
り
は 、
天
智
に
対
す
る
全
面
的
な
非
難
に
直
結
し
て
ゆ
く
わ
け
で
は
な
い 。

人
麻
呂
は 、
滅
ぶ
べ
き
で
な
い
も
の
の
滅
び 、
す
な
わ
ち
神
の
営
み
の
帰
無
を
眼
前
に
し
て、
種
的
次
元
に
抱
懐
さ
れ

う
る
根
源
的
な
不
安
を
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
り 、
評
り
や
謗
り
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
う
し
た
不
安
の
な
か
に
融
解
し

て
ゆ
く 。

近
江
の
都
の
帰
無
を
直
裁
に
導
い
た
も
の
は 、
ほ
か
で
も
な
い 、
人
麻
呂
が
そ
こ
に
身
を
寄
せ
る
天
武
皇
統
が
大
捷

を
お
さ
め
た
壬
申
の
乱
で
あ
っ
た 。
壬
申
の
乱
の
勝
者
天
武
の
即
位
は 、
既
述
の
ご
と
く 、
人
麻
呂
た
ち
に
と
っ
て
新

王
朝
の
成
立
を
意
味
し
て
い
た 。
そ
れ
は 、
未
来
へ
向
け
て
の
永
続
を
示
唆
し
つ
つ
人
麻
呂
た
ち
の
現
在
に
光
輝
と
希

望
と
を
も
た
ら
す
事
態
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る 。
た
だ
し 、
易
姓
革
命
を
否
認
す
る
古
代
王
権
の
も
と
で
は 、
滅
び
去

っ
た
旧
王
朝
は
新
王
朝
へ
の
連
続
態
に
お
い
て
そ
の
存
在
を
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た 。
と
こ
ろ
が 、
新
王
朝
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に
流
れ
こ
ん
で
い
る
は
ず
の 、
血
脈
上
の
事
実
的
連
続
態
は 、
観
念
の
次
元
で
遮
断
さ
れ
て
し
ま
う 。
い
い
か
え
れ
ば 、

旧
王
朝
の
種
的
共
同
性
と
新
王
朝
の
そ
れ
と
が
等
質
で
あ
り
つ
つ
も
前
者
が
観
念
上
に
お
い
て
崩
れ
去
る
と
い
う
事
態

が
現
出
す
る 。
そ
し
て、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て、
人
麻
呂
が
そ
こ
に
帰
属
す
る
種
的
共
同
体
は
大
き
な
ゆ
ら
ぎ
を
示
す 。

滅
び
え
な
い
も
の
の
滅
び
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
体
験
は 、
新
た
な
る
種
的
共
同
体
の
永
続
性
に
対
し
て
暗
い
影
を
投

げ
か
け
る
か
ら
で
あ
る 。
歌
を
も
っ
て
種
的
共
同
体
の
協
同
的
な
思
念
を
代
弁
す
る
立
場 、
す
な
わ
ち
「
代
表
的
感
動」

を
表
出
す
る
立
場
に
あ
っ
た
人
麻
呂
は 、
ほ
か
な
ら
ぬ
歌
を
と
お
し
て、
そ
の
ゆ
ら
ぎ
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
種
的
な
不

安
と
を
抑
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た 。
人
麻
呂
が 、
草
壁
皇
子
挽
歌
に
お
い
て
天
武
天
皇
を
始
祖
と
す
る
神
話
を

展
開
す
る
の
は 、
そ
の
こ
と
を
意
図
し
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か 。

「
い
か
さ
ま
に

思
ほ
し
め
せ
か」
と
い
う
二
旬
に
こ
め
ら
れ
た
根
源
的
な
不
安
は 、
天
武
天
皇
を
降
臨
神
と
し
て

絶
対
化
す
る
神
話
に
よ
っ
て
こ
そ
払
拭
さ
れ
る 。
天
武
天
皇
の
絶
対
化
は 、
天
武
天
皇
を
機
軸
と
し
て
構
築
さ
れ
る
宮

廷
人
の
種
的
共
同
体
に
安
定
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る 。
し
か
し 、
草
壁
皇
子
挽
歌
に
よ
っ
て
悼
ま
れ
た
草
壁
皇
子
は 、

人
麻
呂
に
と
っ
て、
あ
る
い
は
人
麻
呂
と
と
も
に
宮
廷
世
界
を
形
成
す
る
人
々
に
と
っ
て、
天
武
の
降
臨
に
よ
っ
て
平

定
さ
れ
た
瑞
穂
の
国
を
統
治
す
べ
き
神
の
子
で
あ
っ
た 。
そ
う
し
た
神
の
子
の
甍
去
が 、
新
王
朝
の
命
脈
に
己
れ
の
生

の
す
べ
て
を
託
し
た
人
麻
呂
た
ち
に
と
っ
て
新
た
な
不
安
の
源
と
な
っ
た
こ
と
は 、
論
を
ま
た
な
い 。
天
武
天
皇
を
王

朝
の
始
祖
と
す
る
神
話 、
す
な
わ
ち
「
人
麻
呂
神
話」
は 、
そ
う
し
た
新
た
な
不
安
を
拭
い
去
る
手
段
へ
と 、
さ
ら
な

る
変
貌
を
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た 。
近
江
荒
都
歌
に
つ
ぎ 、
草
壁
皇
子
挽
歌
に
相
前
後
す
る
人
麻
呂
の
公
的
な

作
と
お
ぼ
し
い
吉
野
讃
歌
が 、
天
武
の
後
継
た
る
持
統
を
神
の
な
か
の
神
と
し
て
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ゆ
え

ん
で
あ
る 。
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い
で
ま

吉
野
の
宮
に
幸
す
時
に 、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌

神
々
に
密
着
す
る
営
為
の
不
滅
性
を
確
侶
す
る
時
代
通
念
を
背
景
と
し
て
歌
を
詠
む
者
が 、
そ
の
通
念
に
背
馳
す
る

危
機
的
現
実
に
直
面
し
た
と
き 、
そ
の
よ
う
な
危
機
的
現
実
を
い
わ
ば
否
定
的
に
止
揚
す
る
た
め
に
う
た
い
あ
げ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
が 、
草
壁
皇
子
挽
歌
の
神
話
で
あ
っ
た 。
そ
れ
を
「
人
麻
呂
神
話」
と
規
定
す
る
こ
と
に
大
過
な
し

と
す
れ
ば 、
人
麻
呂
神
話
と
は
「
危
機
の
神
話」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う 。
厳
密
に
い
え
ば 、
神
統
譜
（
皇
統
譜）
の

永
続
性
を
機
軸
と
し
つ
つ
そ
の
周
縁
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
己
存
在
の
存
立
根
拠
を
確
定
す
る
こ
と
の
で

き
る
宮
廷
人
た
ち
は 、
種
的
共
同
体
の
ゆ
ら
ぎ
を
実
際
に
肌
で
感
じ 、
自
己
存
在
を
根
底
か
ら
ゆ
る
が
す
不
安
に
直
面

し
て
い
た 。
そ
の
よ
う
な
ゆ
ら
ぎ
を
抑
止
し 、
ひ
い
て
は 、
そ
こ
に
ま
つ
わ
る
不
安
を
払
拭
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て、

人
麻
呂
神
話
は
構
築
さ
れ
た 。
た
だ
し 、
ゆ
ら
ぎ
と
不
安
と
は 、
個
的
に
感
取
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く 、
む
し
ろ
種
的

に
認
知
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た 。
こ
の
点
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば 、
人
麻
呂
神
話
は 、
け
っ
し
て
個
的
次
元
に
逼
塞
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う 。
そ
れ
は 、
種
的
に
受
容
さ
れ 、
種
的
共
同
体
の
通
念
と
な
り
う
る
資
格
を

備
え
て
い
た 。
そ
の
こ
と
を
認
識
す
る
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か 。
人
麻
呂
は 、
宮
廷
人
た
ち
の
面
前
で 、
天
武
天
皇
の
み
な

ら
ず 、
そ
の
後
継
た
る
持
統
天
皇
を
も
神
格
化
し
て
ゆ
く 。
左
に
掲
げ
る
吉
野
讃
歌
は 、
そ
う
し
た
神
格
化
の
極
致
を

示
す
も
の
と
い
え
よ
う 。

四
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B
 

A

 

反

歌

か
ふ

ち

山
川
も
依
り
て
仕
ふ
る
神
な
が
ら
た
ぎ
つ
河
内
に
舟
出
せ
す
か
も

（
同
右 、
三
九）

右
は 、
日
本
紀
に
は
「
三
年
己
丑
の
正
月
に 、
天
皇
吉
野
の
宮
に
幸
す 。
八
月
に 、
吉
野
の
宮
に
幸
す 。
四

年
庚
寅
の一一
月
に 、
吉
野
の
宮
に
幸
す 。
五
月
に 、
吉
野
の
宮
に
幸
す 。
五
年
辛
卯
の
正
月
に 、
吉
野
の
宮

に
幸
す 。
四
月
に 、
吉
野
の
宮
に
幸
す」
と
い
へ
ば 、
い
ま
だ
詳
ら
か
に
い
づ
れ
の
月
の
従
駕
に
し
て
作
る

と

お
ほ
き
み

や
す
み
し
し

我
が
大
君
の

か

ふ

ち

み
こ
こ
ろ

河
内
と

御
心
を

吉
野
の
国
の

み
や
ひ
と

宮
人
は

舟
並
め
て

朝
川
渡
る

み

や

こ

高
知
ら
す

水
激
＜

滝
の
宮
処
は

反

歌

と
こ
な
め

見
れ
ど
飽
か
ぬ
吉
野
の
川
の
常
滑
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り
見
む

や
す
み
し
し

て秋
立
て
ば

我
が
ば
m

上
つ
瀬
に

か
む神

な
が
ら

下
つ
瀬
に

登
り
立
ち

国
見
を
せ
せ
ば

た
た
な
は
る

尉
か
ざ
せ
り
一
に
は
「
釦
如
か
ざ
し」
と
い
ふ

う

か

は

さ

で

鵜
川
を
立
ち

小
網
さ
し
渡
す

神
さ
び
せ
す
と

吉
野
川

m

胴叫

叫
即
の

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

行
き
沿
ふ

山
川
も

こ
の
川
の

川
の
神
も

た
か
と
の

高
殿
を

依
り
て
仕
ふ
る

た
ぎ
つ
河
内
に

ま
つ

み
つ

き

奉
る
御
調
と
春
へ
は

花
か
ざ
し
持
ち

大
御
食
に

仕
へ
奉
る

み

よ

神
の
御
代
か
も

絶
ゆ
る
こ
と
な
く

（
同
右 、
三
七）

高
知
り
ま
し

（
同
右 、
三
八）

あ
め

し
た

き
こ
し
め
す

天
の
下
に

国
は
し
も

さ
は
に
あ
れ
ど
も

は

な

ぢ

あ

き
づ

の

へ

み
や
は
し
ら

ふ

と

し

花
散
ら
ふ

秋
津
の
野
辺
に

宮
柱

太
敷
き
ま
せ
ば

ふ
な
ぎ
ほ

ゆ
ふ
か
は

舟
競
ひ

夕
川
渡
る

こ
の
山
の

（
萬
葉
集
巻一

、
三
六） い

や

も
も
し
き
の

や
ま
か
は

山
川
の

清
きお

ほ大



第 I 部 古代文芸の思想 24 

あ
る
も
の
の

右 、
吉
野
讃
歌
の
A

群
は 、
あ
ま
ね
く
天
下
を
支
配
す
る
「
我
が
大
君」
に
臣
下
の
人
々
（
大
宮
人）
が
懸
命
に
奉

仕
す
る
姿
を
描
く
こ
と
を
と
お
し
て、
大
君
の
宮
処
の
未
来
永
劫
に
む
か
っ
て
の
繁
栄
を
讃
え
る 。
そ
し
て、
B
群
は 、

「
我
が
大
君」
を
現
し
世
に
姿
を
現
わ
し
た
神
と
と
ら
え
つ
つ 、
そ
の
神
に
山
の
神
や
川
の
神
が
奉
仕
す
る
模
様
を
克

明
に
描
写
す
る 。
A
B
両
群
は 、
と
も
に
山
川
対
比
の
手
法
を
駆
使
し
な
が
ら
互
い
に
力
を
合
わ
せ
て、
吉
野
の
宮
の

い
や
さ
か

弥
栄
に
対
す
る 、
一
貫
し
た
讃
美
の
念
を
表
出
す
る
作
品
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う 。
た
だ
し 、
こ
の
こ
と
は 、
両
群
が

一
度
の
行
幸
に
際
し
て、
一
挙
に
披
露
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
は
い
い
き
れ
な
い 。

伊
藤
博
『
萬
葉
集
全
注
巻
第一
』
の
指
摘
に
よ
れ
ば 、
B
群
に
「
神
な
が
ら

神
さ
び
せ
す
と」
「
神
の
御
代
か
も」

と
い
っ
た
「
我
が
大
君」
を
神
格
化
す
る
表
現
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て、
A

群
は
そ
う
し
た
表
現
を
も

た
な
い 。
こ
の
こ
と
は 、
A

群
が
持
統
天
皇
の
即
位
以
前
の
作
で
あ
る
の
に
対
し
て、
B
群
が
即
位
以
後
の
作
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る 、
と
い
う 。
伊
藤
説
に
よ
れ
ば 、
A

群
は 、
持
統
称
制
時
の
最
初
の
行
幸
の
折
り 、
す
な
わ
ち 、

「
三
年
己
丑
の
正
月」
に
詠
ま
れ 、
B
群
は 、
「
四
年
庚
寅
の
二
月」
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（
伊
藤
博
『
萬

葉
集
繹
注』） 。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
注
記
す
る
な
ら
ば 、
こ
の
推
定
は 、
「
三
年
己
丑
の
正
月」
に
A

群
の
み
が
披
露

さ
れ
た
と
推
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も 、
「
四
年
庚
寅
の
二
月」
に
は
た
だ
B
群
だ
け
が
披
露
さ
れ
た
と
説
く
も
の
で

は
な
い 。
伊
藤
説
は 、
「
四
年
庚
寅
の
二
月」
に
は 、
A

群
を
押
し
立
て
な
が
ら 、
そ
の
う
え
で
さ
ら
に
B
群
が
う
た

い
継
が
れ
た
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
る 。
「
う
た
い
継
ぎ」
と
い
う
と
ら
え
方
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
批
判
が

（
身
崎
壽
「
吉
野
讚
歌」 、
神
野
志
隆
光•
坂
本
信
幸
編
『
セ
ミ
ナ
ー

万
葉
の
歌
人
と
作
品
（
第
二
巻）』

歌
に
あ
る
か
を
知
ら
ず 。
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和
泉
書
院、
一
九
九
九
年
所
収
参
照）、
A
群
の
詠
作
が
す
く
な
く
と
も
人
麻
呂
の
内
面
に
お
い
て、
B
群
の
そ
れ
に

先
行
す
る
こ
と
だ
け
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う。
な
ら
ば、
先
行
す
る
A
群
に
は
な
か
っ
た
要
素、
す
な
わ
ち、
持
統
女

帝
を
現
し
身
の
神
と
と
ら
え
る
発
想
が、
新
た
に
B
群
の
な
か
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る。
A
群
か
ら
B
群
ヘ

と
移
る
経
緯
の
な
か
で、
人
麻
呂
の
思
考
は
大
き
く
動
い
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
吉
野
讃
歌
を
全
体
的

に
と
ら
え
る
た
め
に
は、
そ
の
動
き
の
跡
を
追
う
必
要
が
あ
ろ
う。

持
統
女
帝
の
吉
野
離
宮
へ
の
行
幸
は、
在
位
期
間
中
に
三一
回
に
も
及
ぶ。
そ
れ
ら
は、
も
と
よ
り
単
な
る
遊
山
を

企
図
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た。
吉
野
は、
壬
申
の
乱
の
折
り
の、
天
武
天
皇
の
旗
揚
げ
の
地
で
あ
る。
こ
の
地
を
策

源
地
と
し
て
戦
わ
れ
た
戦
闘
の
結
果
天
武
の
即
位
が
成
就
し
た
こ
と
を
思
え
ば、
吉
野
は、
天
武
を
起
点
と
し
て
形
成

さ
れ
る
新
明
日
香
王
朝
の
「
峻
厳
な
原
点」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
（『
萬
葉
集
繹
注』
参
照）。
女
帝
は、
幾
度
と
な

く
こ
の
原
点
に
回
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
を
得
よ
う
と
し
て
い
た。
そ
の
何
か
と
は、
お
そ
ら
く、
聖
地
の
霊
性

で
あ
ろ
う。
す
な
わ
ち、
女
帝
は、
聖
な
る
地
吉
野
に
こ
も
る
霊
威
を
わ
が
身
に
附
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
自
身

い
や
さ
か

を
頂
点
と
し
て
構
築
さ
れ
る
現
王
権
に
神
秘
的
な
権
威
を
与
え、
か
つ
そ
の
弥
栄
を
予
祝
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う。

近
江
荒
都
歌
に
よ
っ
て
宮
廷
歌
壇
に
お
け
る
地
歩
を
確
立
し、
す
で
に
宮
廷
と
い
う
種
的
共
同
体
の
思
念
を
歌
を
も
っ

て
代
弁
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
人
麻
呂
は、
持
統
の
こ
う
し
た
意
図
を
敏
感
に
察
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い。
人
麻

呂
は、
ま
ず、
A
群
を
制
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
聖
地
の
霊
力
を
わ
が
も
の
と
し
た
持
統
が、
文
武
百
官
の
頭
上
に

君
臨
す
る
聖
な
る
王
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う。

し
か
し、
聖
地
吉
野
の
霊
性
を
身
に
附
着
さ
せ
た
持
統
女
帝
は、
吉
野
の
地
霊
と
対
等
の
位
置
に
立
ち
こ
そ
す
れ
そ

れ
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
存
在
で
は
な
か
っ
た。
地
霊
と
の
対
等
性
に
埋
没
す
る
女
帝
を
地
霊
の
権
能
を
超
え
て
そ
の
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上
に
君
臨
す
る
絶
対
的
な
存
在
と
し
な
け
れ
ば 、
天
上
か
ら
の
降
臨
神
と
し
て
措
定
さ
れ
る
夫
天
武
天
皇
の
衣
鉢
を
つ

ぐ
と
い
う 、
崇
高
で
あ
る
べ
き
女
帝
の
立
場
は
至
極
平
凡
な
も
の
に
成
り
果
て
て
し
ま
う 。
人
麻
呂
は 、
A
群
か
ら
B

群
へ
と
吉
野
讃
歌
を
詠
み
進
め
る
際
に
こ
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う 。
人
麻
呂
に
と
っ
て、
女
帝
は 、
地

霊
を
足
下
に
従
え
る
神 、
い
い
か
え
れ
ば
神
の
な
か
の
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た 。
そ
れ
ゆ
え 、
人
麻
呂
は 、
B

群
に
お
い
て
「

山
川
も

依
り
て
仕
ふ
る

神
の
御
代
か
も」
「

山
川
も
依
り
て
仕
ふ
る
神
な
が
ら」
と
う
た
う 。
す

な
わ
ち 、
A
群
か
ら
B
群
へ
と
至
る
経
緯
の
な
か
で 、
人
麻
呂
は 、
女
帝
を
地
霊
と
の
対
等
性
か
ら
脱
せ
し
め 、
山
の

神
や
川
の
神
な
ど
の
自
然
神
の
頭
上
は
る
か
に
君
臨
す
る
絶
対
的
な
神
の
位
置
に
据
え
よ
う
と
企
て
た
の
で
あ
っ
た 。

人
麻
呂
の
こ
の
試
み
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
は 、
現
天
皇
持
統
の
治
世
が
「

神
の
御
代」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
点
で

あ
る 。
毛
利
正
守
「

柿
本
人
麻
呂
の
『
神
代』
と
『
神
の
御
代』
と」
（『
萬
葉
學
藻』
塙
書
房 、
一
九
九
六
年
所
収）
が

指
摘
す
る
よ
う
に 、
「

神」
の
前
に
固
有
名
を
附
し
た
表
現
「
＼

の
神
の
御
代」
と 、
「

S
の」
と
い
う
修
飾
旬
を
も
た
な

い
「

神
代」
と
は
端
的
に
同
義
で
あ
る
と
は
い
い
き
れ
な
い 。
古
代
日
本
人
の
あ
い
だ
で 、
「
神
代」
は 、
現
に
在
る
も

の
の
存
在
や
正
当
性
を
保
証
す
る
超
時
間
的
根
拠
と
し
て
措
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
（
前
掲
拙
著
『
こ
と
ば
と
時
間』
参

照） 、
そ
の
存
立
の
本
来
的
地
平
は 、
は
る
か
彼
方
の
始
原
と
し
て
の
過
去
に
限
局
さ
れ
る
と
見
て
よ
い 。
一
方 、
「
＼

の
神
の
御
代」
は 、
そ
の
よ
う
な
限
局
性
を
超
え
て、
神
の
時
代
を
歴
史
の
流
れ
の
な
か
の
随
所
に
具
体
的
に
定
立
さ

せ
よ
う
と
す
る
語
に
ほ
か
な
ら
な
い 。
人
麻
呂
が
B
群
で
い
う
「
神
の
御
代」
と
は
持
統
女
帝
と
い
う
「

神」
の
「

御

代」
の
意
で
あ
り 、
そ
れ
は 、
神
代
を
現
代
に
呼
び
こ
ん
だ
表
現
と
い
う
よ
り
も 、
む
し
ろ
持
統
女
帝
が
吉
野
離
宮
に

君
臨
す
る
「

い
ま」
を
神
の
時
代
そ
の
も
の
と
と
ら
え
る
表
現
と
い
え
よ
う 。
こ
の
「

神
の
御
代」
と
い
う
表
現
を
用

い
る
と
き 、
人
麻
呂
は 、
時
間
的
始
原
と
し
て
の
神
代
以
来
の
連
綿
た
る
連
続
性
に
よ
っ
て
現
天
皇
の
聖
性
が
保
証
さ
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五

れ
る
と
い
う
発
想
を
捨
て
て
い
る 。
そ
う
し
た
発
想
が 、
記
紀
神
話
を
貰
く
基
本
的
な
思
惟
様
式
で
あ
る
こ
と
は 、
論

を
ま
た
な
い 。
と
す
る
な
ら
ば 、
人
麻
呂
は 、
草
壁
皇
子
挽
歌
と
同
様
に 、
吉
野
讃
歌
に
お
い
て
も 、
現
天
皇
を
現
天

皇
自
身
の
聖
性
の
ゆ
え
に
現
実
に
姿
を
現
わ
し
た
神
と
認
定
す
る
独
自
の
神
話
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
に
な
る 。
人
麻

し
ゅ
う
れ
ん

呂
神
話
は 、
草
壁
皇
子
挽
歌
の
内
部
に
の
み
収
紋
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た 。
そ
れ
は 、
天
武
か
ら
持
統
へ
と
つ
な
が

る
天
武
皇
統
に
神
話
的
な
根
拠
を
も
た
ら
し
つ
つ 、
そ
の
絶
対
的
権
能
を
讃
美
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う 。

あ
き

か
み

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と 、
人
麻
呂
神
話
と
は 、
天
武
神
話
す
な
わ
ち
天
武
天
皇
を
現
つ
神
と
し
て
讃
え
る
神
話
に

と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く 、
天
武
皇
統
神
話
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る 。
そ
れ
は 、
天
武
を
天
上
か
ら
の

降
臨
神
と
と
ら
え
る
視
点
か
ら
出
発
し 、
日
に
並
ぶ
皇
子
と
し
て
草
壁
を
聖
化
し
つ
つ 、
さ
ら
に
持
統
を
自
然
神
の
頭

上
に
君
臨
す
る
神
の
な
か
の
神
と
し
て
神
格
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た 。
た
だ
し 、
人
麻
呂
神
話
は 、
天
武 、
草
壁 、
持

統
の
神
格
化
に
よ
っ
て
完
結
を
見
た
わ
け
で
は
な
い 。
そ
れ
は 、
さ
ら
に 、
草
壁
皇
子
の
息
男
で 、
持
統
治
世
下
に
あ

っ
て
次
代
の
天
皇
と
目
さ
れ
て
い
た
軽
皇
子
を
神
と
し
て
描
く
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く 。
人
麻
呂
は 、
持
統
朝
に

お
け
る
皇
位
に
密
着
し
た
す
べ
て
の
存
在
を 、
可
能
な
か
ぎ
り
聖
化
す
る
言
説
を
操
り
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て、

み

ず
か
ら
の
神
話
（
人
麻
呂
神
話）
を一
歩一
歩
発
展
さ
せ
て
い
っ
た 。
そ
の
発
展
の一
応
の
帰
着
点
に
位
置
す
る
の
が 、

軽
皇
子
の
安
騎
野
で
の
遊
猟
を
う
た
う
安
騎
野
の
歌
で
あ
る 。

あ

き

軽
皇
子 、
安
騎
の
野
に
宿
り
ま
す
時
に 、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌



第 I 部 古代文芸の思想 28 

宿
り
せ
す

い
に
し
へ
思
ひ
て

て

玉
か
ぎ
る

こ
も
り
く
の

や
す
み
し
し

お
ほ
き
み

我
が
大
君

は

つ

せ

泊
瀬
の
山
は

た

か

て

高
照
ら
す

ま

き

真
木
立
つ

タ
さ
り
来
れ
ば

み

こ

か
む

日
の
御
子

神
な
が
ら

や

ま

ぢ

荒
き
山
道
を

み
雪
降
る

岩
が
根

安
騎
の
大
野
に

旗
す
す
き

（
同
右、
四
六）

（
同
右、
四
七）

（
同
右、
四
八）

（
同
右、
四
九）

ふ

と

し

太
敷
か
す

さ
か
と
り

坂
烏
の

神
さ
び
せ
す
と

さ
へ

き

禁
樹
押
し
な
べ

し

の

小
竹
を
押
し
な
べ

短

歌

な
ぴ

い

ぬ

安
騎
の
野
に
宿
る
旅
人
う
ち
靡
き
麻
も
寝
ら
め
や
も
い
に
し
へ
思
ふ
に

も
み
ち
ば

か

た

み

ま
草
刈
る
荒
野
に
は
あ
れ
ど
黄
葉
の
過
ぎ
に
し
君
が
形
見
と
ぞ
来
し

ひ
む
が
し

に
し
わ
た

東
の
野
に
は
か
ぎ
ろ
ひ
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
西
渡
る

ひ
な
み
し

み

こ

み
こ
と

な

日
並
皇
子
の
命
の
馬
並
め
て
み
狩
立
た
し
し
時
は
来
向
ふ

み
や
こ

都
を
置
き
て

朝
越
え
ま
し

く
さ

ま

く
ら

草
枕

旅

（
萬
葉
集
巻一
、
四
五）

こ
の
安
騎
野
の
歌
は、
萬
葉
集
の
配
列
情
況、
お
よ
び
長
歌
四
五
に
「
み
雪
降
る」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら、
持
統

天
皇
六
年
冬
の
作
と
認
め
ら
れ
る。
軽
皇
子
は
当
時一
0
歳、
い
ま
だ
皇
太
子
で
す
ら
な
か
っ
た。
そ
の
皇
太
子
で
す

ら
な
い
軽
皇
子
を、
人
麻
呂
は
「
や
す
み
し
し

我
が
大
君

高
照
ら
す

日
の
御
子」
と
呼
び、
さ
ら
に
「
神
な
が

ら

神
さ
び
せ
す
と」
と
述
べ
て、
そ
の
行
動
を
神
の
行
動
と
等
視
す
る。
「
太
敷
か
す」
の
主
語
に
つ
い
て
は、
皇

太
子
で
す
ら
な
い
軽
皇
子
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
の
観
点
か
ら、
持
統
天
皇
を
そ
れ
に
擬
す
る
向
き
も
あ
る

（
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集』
等）。
し
か
し、
「
都
を
置
き
て」
以
下
に
表
わ
さ
れ
る
長
歌
内
部
の
す
べ

て
の
行
動
が
軽
皇
子
を
主
体
と
す
る
点
に
留
意
す
る
か
ぎ
り、
「
太
敷
か
す」
の
み
を
持
統
天
皇
の
営
み
と
見
る
の
は、
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い
さ
さ
か
強
引
な
読
み
と
い
う
し
か
な
い。
こ
こ
は、
や
は
り、
軽
皇
子
を
主
語
と
解
す
る
べ
き
で、
人
麻
呂
は、
い

ま
だ
皇
太
子
で
す
ら
な
い
軽
皇
子
を
あ
え
て
皇
都
の
支
配
者
と
し
て
描
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

軽
皇
子
は、
天
武
天
皇
の
後
を
襲
う
べ
き
皇
子
と
目
さ
れ
な
が
ら
夭
折
し
て
そ
れ
を
果
た
せ
な
か
っ
た
草
壁
皇
子
の

遺
児
で
あ
る。
持
統
女
帝
の
即
位
は、
草
壁
皇
子
直
系
の
軽
皇
子
の
即
位
を
待
っ
た
め
に
中
継
ぎ
を
意
図
し
て
の
こ
と

で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る。
女
帝
は一
日
千
秋
の
思
い
で
軽
皇
子
の
成
長
を
待
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う。
人
麻
呂
は、

女
帝
の
そ
う
し
た
思
い
を
敏
感
に
察
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い。
人
麻
呂
は、
女
帝
の
願
望
を
先
取
り
し、
か
つ
予
祝

す
る
意
図
を
こ
め
て、
軽
皇
子
を
皇
都
の
主
と
し
て
描
い
た
の
だ
っ
た。
皇
都
を
統
べ
る
者
は、
い
う
ま
で
も
な
く
天

皇
で
あ
る。
安
騎
野
の
歌
を
詠
ん
だ
と
き、
人
麻
呂
は、
軽
皇
子
を
天
皇
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
と
い
っ
て
も
誤
り

で
は
な
い
で
あ
ろ
う。

人
麻
呂
に
よ
っ
て
天
皇
と
等
視
さ
れ
た
軽
皇
子
は、
長
歌
四
五
に
お
い
て
神
と
し
て
振
舞
う。
そ
れ
は、
「
神
な
が

ら

神
さ
び
せ
す
と」
と
い
う
言
辞
の
み
な
ら
ず、
長
歌
四
五
が
語
る
軽
皇
子
の
具
体
的
行
動
の
な
か
に
も
如
実
に
反

映
さ
れ
て
い
る。
清
水
克
彦
『
柿
本
人
麻
呂」
（
風
間
書
房、
一
九
六
五
年）
や
遠
山一
郎
『
天
皇
神
話
の
形
成
と
万

葉
集』
（
前
掲）
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に、
「
岩
が
根

禁
樹
押
し
な
べ」
と
い
う
行
為
は、
神
の
わ
ざ
以
外
の
何
も

の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る。
磐
石
や
遮
る
樹
木
を
押
し
ひ
し
い
で
騎
行
し、
あ
る
い
は、
旗
す
す
き
や
小
竹
を
押
し
伏

せ
て
安
騎
野
の
地
で
旅
寝
を
す
る
軽
皇
子
は、
ま
さ
に
「
神
な
が
ら

神
さ
び
せ
す」
姿
を
作
者
人
麻
呂
の
眼
前
に
あ

り
あ
り
と
具
現
す
る
存
在
で
あ
っ
た。

長
歌
四
五
は、
軽
皇
子
の
神
と
し
て
の
振
舞
い
を
描
き
な
が
ら、
末
尾
に
至
っ
て
「
い
に
し
へ
思
ひ
て」
と
述
べ
る。

そ
の
「
い
に
し
へ」
へ
の
思
い
は、
「
い
に
し
へ」
が
現
し
身
の
神
た
る
軽
皇
子
が
慕
い
恋
う
過
去
で
あ
る
か
ぎ
り、
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先
在
す
る
神
へ
の
思
い
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い。
神
が
直
戟
に
そ
の
思
念
を
投
げ
か
け
る
存
在
は、
神
の
ほ
か

に
は
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら。
し
か
し、
人
麻
呂
は、
「
い
に
し
へ
思
ひ
て」
と
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て、
連
綿
た
る

神
統
譜
（
皇
統
譜）
を
は
る
か
か
な
た
に
ま
で
遡
及
す
る
こ
と
を
企
て
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た。
見
て
き
た
よ
う
に、

人
麻
呂
が
そ
の
神
性
を
と
り
た
て
て
強
調
す
る
存
在
は、
原
則
と
し
て、
天
武
皇
統
に
属
し、
し
か
も
皇
位
に
密
着
す

る
人
々
に
か
ぎ
ら
れ
る。
そ
の
よ
う
な
条
件
に
適
合
し
つ
つ
軽
皇
子
の
現
存
に
対
し
て
先
在
性
を
有
す
る
者
は、
天
武

と
草
壁
皇
子
以
外
に
は
あ
り
え
な
い。

し
た
が
っ
て、
こ
こ
で
人
麻
呂
が
い
う
「
い
に
し
へ」
と
は、
天
武
の
治
枇
か、
あ
る
い
は
草
壁
在
世
の
何
ら
か
の

時
点
を
さ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
こ
の
点
に
関
し
て
注
意
を
要
す
る
の
は、
第
二
短
歌
四
七
が
「
黄
葉
の
過

ぎ
に
し
君
が
形
見
と
ぞ
来
し」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
黄
葉
の
ご
と
く
に
は
か
な
く
去
っ
て
い
っ
た
「
君」
が、

天
上
か
ら
の
降
臨
神
と
し
て
振
舞
い、
天
の
原
の
岩
戸
を
開
け
て
神
上
が
っ
た
天
武
を
さ
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い。
神

の
な
か
の
神
と
し
て
確
然
た
る
実
在
性
を
開
示
す
る
天
武
は、
通
常
の
存
在
者
を
超
越
す
る
絶
対
的
存
在
で
あ
り、
し

た
が
っ
て、
は
か
な
さ
と
は
無
縁
だ
か
ら
で
あ
る。
そ
う
す
る
と、
第
二
短
歌
四
七
は、
草
壁
皇
子
を
「
黄
薬
の
過
ぎ

に
し
君」
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て、
軽
皇
子
と
皇
子
に
供
奉
す
る
人
麻
呂
た
ち
宮
廷
人
に
と
っ
て
の
「
い
に
し
へ」
が、

か
つ
て
草
墜
皇
子
が
安
騎
野
で
遊
猟
を
催
し
た
時
節
を
さ
す
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
第
二
短
歌
四
七

か
ら
逆
照
射
し
て
長
歌
四
五
の
「
い
に
し
へ」
を
と
ら
え
る
な
ら
ば、
そ
れ
は、
草
壁
皇
子
在
世
の
こ
ろ
の
何
ら
か
の

時
点
を
さ
す
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う。

し
か
し、
こ
の
解
釈
は、
じ
つ
は
精
確
を
欠
く。
軽
皇
子
と
皇
子
に
供
奉
す
る一
団
の
宮
廷
人
た
ち
に
と
っ
て、
安

騎
野
は、
た
だ
草
壁
皇
子
が
生
前
に
狩
を
催
し
た
遺
愛
の
地
（
萬
葉
集
巻
二、
一
九一
参
照）
と
し
て
の
み
意
味
づ
け
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ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る。
す
で
に
渡
瀬
昌
忠
「
安
騎
野
の
歌」
（
前
掲
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌

人
と
作
品
（
第
二
巻）」
所
収）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に、
安
騎
野
は、
壬
申
の
乱
の
第一
日
目
に
天
武
天
皇
が

「
天
降
り
い
ま
し」
た
地
で
あ
る
（
日
本
書
紀
天
武
天
皇
元
年
六
月
二
四
日
条
参
照）
と
同
時
に、
天
武
が
草
壁
と
と

も
に
瑞
穂
の
国
平
定
の
祭
式
的
行
為
（
天
照
大
神
祭
祀）
を
く
り
か
え
し
た
地
で
も
あ
っ
た。
軽
皇
子
と
皇
子
に
供
奉

す
る
人
々
に
と
っ
て、
「
い
に
し
へ」
と
は、
天
武
天
皇
の
治
世
で
も
あ
る
と
と
も
に、
草
壁
在
世
の
こ
ろ
の
あ
る
時

点
で
も
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。
と
す
る
な
ら
ば、
軽
皇
子
と
皇
子
に
供
奉
す
る
人
々
が
「
い
に
し
へ」
を
思

う
と
人
麻
呂
が
う
た
う
と
き、
そ
こ
で
は、
天
武
天
皇
と
草
壁
皇
子
と
が
二
重
う
つ
し
に
な
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う。
人
麻
呂
は、
軽
皇
子
と
そ
の
供
奉
者
た
ち
が
単
に
草
壁
皇
子
の
安
騎
野
遊
猟
の
時
点
の
み
を
懐
古
し
た

と
う
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い。
人
麻
呂
は、
草
壁
皇
子
の
背
後
に
天
武
天
皇
を
見
い
だ
し、
ひ
い
て
は
草
壁
と
天
武

と
を一
体
的
に
幻
視
し
よ
う
と
い
う
意
図
の
も
と
に、
彼
ら
が
「
い
に
し
へ」
を
振
り
返
る
姿
を
描
い
て
い
る、
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
こ
の
よ
う
な
二
重
う
つ
し
が
歌
の
中
核
に
定
位
さ
れ
る
点
を
見
極
め
な
い
か
ぎ
り、
第
四
短
歌

四
九
に
い
う
「
日
並
皇
子
の
命
の
馬
並
め
て
み
狩
立
た
し
し
時」
の
意
味
を
的
確
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い。

長
歌
四
五
か
ら
第一
短
歌
四
六
を
経
て
第
二
短
歌
四
七
に
至
る
ま
で
の
過
程
で、
人
麻
呂
は、
時
間
の
推
移
を、
お

お
む
ね
日
常
的
な
時
間
意
識
の
流
れ
に
即
し
て
描
い
て
い
る。
厳
密
に
い
え
ば、
第一
短
歌
四
六
と
第
二
短
歌
四
七
と

は、
長
歌
末
尾
の
時
点
に
停
滞
す
る。
そ
の
意
味
に
お
い
て、
安
騎
野
の
歌
の
時
間
の
流
れ
に
は
曲
折
が
あ
る
と
も
考

え
ら
れ
る
（
身
崎
壽
「
柿
本
人
麻
呂
『
安
騎
野
の
歌
j

試
論」
『
稿
j

―
号）。
し
か
し、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
長

歌
四
五
の
冒
頭
か
ら
第
二
短
歌
四
七
ま
で、
時
間
が
総
じ
て
過
去
か
ら
現
在
へ
と
い
う
直
線
的
な
流
れ
の
も
と
に
拙
か

れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
疑
い
え
な
い。
長
歌
四
五
の
末
尾
と
第一
短
歌
四
六
お
よ
び
第
二
短
歌
四
七
の
時
点
で
滞
留
し
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た
時
間
は、
第
三
短
歌
四
八
に
お
い
て一
挙
に
動
き
出
す。
軽
皇
子
に
よ
る
安
騎
野
遊
猟
の
朝
が
到
来
し
た
の
で
あ
る。

軽
皇
子
と
そ
の一
行
は、
い
よ
い
よ
狩
に
踏
み
立
と
う
と
す
る。
彼
ら
は、
東
の
野
に
曙
光
が
射
し
初
め
る
の
を
見
定

め
な
が
ら、
さ
ら
に
「
か
へ
り
見」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
西
空
に
月
渡
る
光
景
を
視
野
に
お
さ
め
よ
う
と
す
る。
伊
藤

左
千
夫
『
萬
葉
集
新
繹』
が
「
俳
優
の
身
振
り
め
い
て」
い
さ
さ
か
い
や
み
に
さ
え
映
る
と
評
し
た、
こ
の、
こ
と
さ

ら
な
「
か
へ
り
見」
は、
あ
る
事
柄
を
確
認
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
第
四
短
歌
四
九
で

あ
る。第

四
短
歌
四
九
は、
「
日
並
皇
子
の
命」
が
馬
を
勢
揃
い
さ
せ
て
狩
に
踏
み
立
っ
た
時
刻
の
到
来
を
告
げ
る。
本
来

な
ら
ば、
軽
皇
子
と
そ
の一
行
の
出
立
に
こ
そ
焦
点
を
当
て
る
べ
き
こ
の
歌
の
な
か
で、
草
壁
皇
子
の
狩
の
時
刻
の
到

来
が
う
た
わ
れ
る
の
は、
人
麻
呂
た
ち
が
草
壁
皇
子
の
遊
猟
と
軽
皇
子
の
そ
れ
と
の一
体
化
を
企
て
て
い
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い。
人
麻
呂
た
ち
に
と
っ
て、
眼
前
の
軽
皇
子
の
遊
猟
は、
草
壁
皇
子
の
遊
猟
と
寸
分
違
わ
ぬ
情
況
の
な
か

で
挙
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た。
第
三
短
歌
四
八
の
「
か
へ
り
見」
は、
過
去
の
草
壁
皇
子
の
遊
猟
と
現
下
の

軽
皇
子
の
遊
猟
と
が
完
全
に
同
じ
情
況
の
も
と
に
成
立
し
う
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
の
だ
っ
た。
事
態

は、
人
麻
呂
た
ち
の
思
惑
ど
お
り
に
進
行
す
る。
現
下
の
軽
皇
子
の
遊
猟
は、
草
壁
皇
子
の
遊
猟
と
ほ
ぼ
同一
の
時
刻、

同一
の
環
境
の
も
と
で
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た。
人
麻
呂
は、
そ
の
こ
と
を
「
時
は
来
向
ふ」
と
い
う
言
辞
に
よ
っ

て
明
示
す
る。
本
来
過
去
で
あ
る
は
ず
の
草
壁
皇
子
の
遊
猟
の
時
が、
未
来
の
方
角
と
し
て
の
前
方
か
ら
迫
り
来
る、

と
い
う
の
で
あ
る。
長
歌
四
五
か
ら
第一二
短
歌
四
八
に
至
る
ま
で、
過
去
か
ら
現
在
を
経
て
未
来
へ
と
い
う
方
向
性
の

も
と
に
流
れ
て
き
た
時
間
は、
こ
こ
で
過
去
で
も
あ
る
未
来
と
出
会
う。
こ
れ
に
よ
っ
て、
安
騎
野
の
歌
全
体
の
時
間

は、
円
環
を
な
し
て
反
復
す
る
構
造
を
も
つ
こ
と
に
な
る。
こ
の
構
造
の
も
と、
現
下
の
軽
皇
子
の
遊
猟
は
草
壁
皇
子
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の
遊
猟
で
も
あ
る
こ
と
に
な
り 、
ひ
い
て
は
二
人
の
主
催
者
（
軽
と
草
壁）
が
完
全
に一
体
化
す
る 。
安
騎
野
の
歌
は 、

こ
の一
体
化
を
結
末
と
し
て
う
た
い
お
さ
め
ら
れ
る 。

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は 、
草
壁
皇
子
の
呼
称
「
日
並
皇
子
の
命」
が
日
に
並
ぶ
存
在
と
し
て
の
草
壁
の
権
威
を
確
定

す
る
た
め
に
人
麻
呂
に
よ
っ
て
選
び
取
ら
れ
た
呼
称
に
ほ
か
な
ら
な
い
点
で
あ
る
（
神
野
志
隆
光
前
掲
書
参
照） 。
日

に
並
ぶ
と
さ
れ
る
と
き
の
「
日」
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
も
の
は 、
天
武
天
皇
以
外
の
人
物
で
は
あ
り
え
な
い 。
こ
の

点
に
着
目
す
る
な
ら
ば 、
「
日
並
皇
子
の
命」
た
る
草
壁
の
存
在
は 、
天
武
の
影
に
蔽
わ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い 。
第
四
短
歌
四
九
に
お
い
て
軽
皇
子
と
草
壁
皇
子
と
の一
体
化
を
図
ろ
う
と
し
た
と
き 、
人
麻
呂
は 、
そ
の

一
体
化
の
根
底
に
天
武
天
皇
の
存
在
を
見
い
だ
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う 。
す
な
わ
ち 、
第
四
短
歌
四
九
に
い

う
「
日
並
皇
子
の
命
の
馬
並
め
て
み
狩
立
た
し
し
時」
と
は 、
草
壁
の
遊
猟
の
時
で
あ
る
と
同
時
に 、
天
武
に
よ
る

（
草
壁
を
伴
っ
て
の）
瑞
穂
の
国
平
定
の
祭
式
的
行
為
の
時
を
も
指
し
て
い
る 。
要
す
る
に 、
安
騎
野
の
歌
全
体
を
と

お
し
て、
人
麻
呂
は 、
軽
皇
子
に
草
壁
皇
子
を
重
ね 、
さ
ら
に
そ
の
両
者
の
う
え
に
天
武
天
皇
の
表
象
を
重
ね
合
わ
せ

よ
う
と
し
て
い
た 。

か
く
し
て、
安
騎
野
の
歌
全
体
を
と
お
し
て
企
て
ら
れ
る
軽
皇
子
の
神
格
化
は 、
草
壁
皇
子
挽
歌
に
お
け
る
天
武
天

皇
の
降
臨
神
と
し
て
の
神
格
化
と 、
同
挽
歌
（
題
詞）
に
お
け
る
「
日
並
皇
子」
と
い
う
呼
称
の
確
立
を
と
お
し
て
の

草
壁
皇
子
の
神
格
化
と
を
大
き
く
巻
き
こ
み
な
が
ら 、
人
麻
呂
以
前
に
は
存
立
し
え
な
か
っ
た
独
自
の
神
話
を
形
成
し

て
ゆ
く
こ
と
に
な
る 。
安
騎
野
の
歌
を
享
受
し
た
人
々
が 、
草
壁
皇
子
挽
歌
や 、
遅
く
と
も
二
年
ほ
ど
前
に
は
す
で
に

完
結
し
て
い
た
と
お
ぽ
し
い
吉
野
讃
歌
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
す
れ
ば 、
彼
ら
は 、
人
麻
呂
が
ま
ず
は
天
武・
草
壁

の
神
話
を
構
築
し 、
そ
れ
と
ほ
ぽ
時
を
同
じ
く
し
て
持
統
の
神
話
を 、
そ
し
て
さ
ら
に
は
軽
皇
子
の
神
話
を
も
う
た
い
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あ
き

み

か

み

お
ほ
や
し
ま
ぐ
に

し

す

め

ら

お
ほ
み
こ
と

の
た
ま

う
ご
な

は
べ

み

こ

た

ち

お
ほ
き
み
た
ち

も
も
の
つ
か
さ

現
つ
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
天
皇
が
大
命
ら
ま
と
詔
ふ
大
命
を 、
集
は
り
侍
る
皇
子
等・
王
等·
百
官

ひ
と
ど
も

あ
め
の
し
た

お
ほ
み
た
か
ら

も
ろ
も
ろ

た
ま

の
人
等・
天
下
の
公
民 、

諸
聞
き
食
へ
と
詔
ふ 。

た
か
ま
の
は
ら

こ
と
は
じ

と

ほ

す

め

ろ

ぎ

み

よ

な
か

い
ま

み

こ

高
天
原
に
事
始
め
て、
遠
天
皇
祖
の
御
世・
中・
今
に
至
る
ま
で
に 、
天
皇
が
御
子
の
あ
れ
坐
さ
む
弥
継
ぎ
継
ぎ

あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
つ
い
に
「
天
武
皇
統
神
話」
を
完
成
す
る
姿
に
接
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。
人
麻
呂
が
こ

の
よ
う
な
天
武
皇
統
神
話
を
形
成
し
た
背
景
に
は 、
天
武
の
治
世
を
も
っ
て
新
時
代
の
到
来
と
観
ず
る
時
代
区
分
意
識

が
存
し
て
い
た
に
違
い
な
い 。
天
武
皇
統
神
話 、
す
な
わ
ち
人
麻
呂
神
話
は 、
個
的
に
語
り
い
だ
さ
れ
た
と
い
う
点
で 、

神
話
が
本
来
的
に
有
す
る
は
ず
の
先
所
与
的
な
種
的
共
同
性
に
背
馳
す
る
側
面
を
も
つ 。
し
か
し 、
も
し
人
麻
呂
神
話

が
同
時
代
に
通
有
的
な
時
代
区
分
意
識
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば 、
そ
の
背
馳
の
側
面
は
共
同
性
の
な
か

に
融
解
し
う
る
体
の
も
の
で
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る 。
背
馳
が
共
同
性
の
な
か
に
溶
け
こ
み
お
ぼ
ろ
な
も
の
と
な
っ
た

と
き 、
人
麻
呂
神
話
は 、
個
的
に
語
り
い
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
も 、
同
時
に一
般
性
な
い
し
は
普
遍
性
を
獲
得

し
う
る
可
能
性
を
も
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る 。
は
た
し
て
人
麻
呂
神
話
は 、
個
的
神
話
と
い
う
形
容
矛
盾

を
免
れ
え
た
の
か
否
か 。
人
麻
呂
神
話
を
め
ぐ
る
す
べ
て
の
言
説
が
本
来
そ
こ
へ
と
収
倣
す
べ
き
こ
の
問
題
が
明
瞭
な

応
答
を
獲
得
す
る
た
め
に
は 、
人
麻
呂
の
時
代
の
時
代
区
分
意
識
の
内
実
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

左
に
掲
げ
る
の
は 、
続
H
本
紀
所
載
の
宜
命
第一
詔
（
文
武
天
皇
元
年
八
月一
七
H)

六

の
前
半
部
で
あ
る 。
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ま
つ

つ
ぎ
て

あ
ま

み

こ

あ
め

に
大
八
嶋
国
知
ら
さ
む
次
と 、
天
つ
神
の
御
子
な
が
ら
も 、
天
に
坐
す
神
の
依
さ
し
奉
り
し
随
に 、
此
の
天
つ

ひ
つ

ぎ

た

か

み

く
ら

わ
ざ

あ
き

み

か
み

や
ま
と
ね
こ

す
め
ら
み
こ
と

さ
づ

た
ま

お
は

日
嗣
高
御
座
の
業
と 、
現
つ
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
倭
根
子
天
皇
命
の
授
け
賜
ひ
負
せ
賜
ふ 、
貴
き
高
き

お
ほ
み
こ
と

か
し
こ

を
す
く
に

と
と
の

広
き
厚
き
大
命
を
受
け
賜
は
り
恐
み
坐
し
て 、
此
の
食
国
天
下
を
調
へ
賜
ひ 、
平
ら
げ
賜
ひ 、
天
下
の
公
民
を
恵

か
む

び
賜
ひ
撫
で
賜
は
む
と
な
も 、
神
な
が
ら
思
ほ
し
め
さ
く
と
詔
ふ
天
皇
が
大
命
を 、
諸
聞
き
食
へ
と
詔
ふ 。
…
…

こ
こ
で
は 、
新
た
に
即
位
し
た
文
武
天
皇
（
軽
皇
子）
が
先
帝
持
統
と
と
も
に
現
つ
神
と
目
さ
れ
て
い
る 。
彼
ら
が

現
つ
神
た
る
こ
と
の
根
拠
は 、
彼
ら
が
「
天
つ
神
の
御
子」
で
あ
り
な
が
ら
も
「
天
に
坐
す
神」
の
委
任
を
受
け
て
大

八
嶋
国
に
支
配
者
と
し
て
臨
ん
で
い
る
点
に
存
す
る 。
こ
こ
に
は 、
「
高
天
原」
「
遠
天
皇
祖
の
御
世」
「
中」
「
今」
と 、

全
時
間
に
わ
た
っ
て
陸
続
と
日
本
国
を
統
治
し
て
き
た
歴
代
の
各
天
皇
は
す
べ
て
「
天
つ
神
の
御
子」
で
あ
り
現
つ
神

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
こ
め
ら
れ
て
い
る 。
た
だ
天
武
天
皇一
人
を
降
臨
神
と
し
て
と
ら
え
る
人
麻
呂
の
発
想
と
は
や

や
異
質
な
考
え
が 、
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
否
め
な
い 。
宣
命
第一
詔
は 、
お
お
む
ね
記
紀
神
話
の
文
脈
に
即
し

て
語
ら
れ
て
お
り 、
記
紀
神
話
を
も
相
対
化
し
て
し
ま
う
人
麻
呂
神
話
と
は
立
場
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う 。

し
か
し
な
が
ら 、
天
武
朝
か
ら
新
王
朝
が
開
始
さ
れ
る
と
い
う
人
麻
呂
の
認
識 、
す
な
わ
ち 、
天
武
皇
統
が
展
開
さ

れ
て
在
る
と
い
う
事
態
を
「
現
在」
（
今）
の
出
来
事
と
観
じ
そ
れ
以
前
を
「
古」
と
と
ら
え
る
時
代
区
分
意
識
は 、

宣
命
第一
詔
が
示
す
そ
れ
と
大
き
く
食
い
違
う
も
の
で
は
な
い 。
と
い
う
の
も 、
宣
命
第一
詔
に
お
い
て
は 、
始
原
以

来
連
綿
と
持
続
さ
れ
る
歴
史
が 、
「
高
天
原」
「
遠
天
皇
祖
の
御
世」
「
中」
「
今」
の
四
期
に
区
分
さ
れ
て
お
り 、
こ
の

区
分
は 、
つ
と
に
伊
藤
博
『
萬
業
集
の
構
造
と
成
立
（
上）
j

（
塙
書
房 、
一
九
七
四
年）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に 、

古
事
記
の
三
巻
区
分
を
貰
く
時
代
区
分
意
識
と
ほ
ぼ
重
な
り
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る 。
す
な
わ
ち 、
古
事
記
の
三
巻
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区
分
に
お
い
て
は 、
上
巻
に
神
々
だ
け
の
世
界
と
し
て
の
神
代
が 、
中
巻
に
神
代
の
神
々
と
の
深
い
関
わ
り
の
も
と
に

展
開
さ
れ
る
人
代
が 、
下
巻
に
神
代
の
神
々
と
の
関
係
が
稀
薄
化
し
た
人
代
が
そ
れ
ぞ
れ
配
さ
れ 、
下
巻
末
尾
の
推
古

天
皇
の
御
代
を
も
っ
て
「
古」
が
終
息
す
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る 。
宜
命
第一
詔
の
「
高
天
原」
「
遠
天
皇

祖
の
御
世」
「
中」
は 、
そ
れ
ぞ
れ
古
事
記
の
上・
中・
下
巻
に
相
応
す
る 。
な
ら
ば
そ
こ
で
い
う
「
今」
は 、
舒
明

天
皇
以
下
文
武
天
皇
ま
で
の
時
代
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う 。
ち
な
み
に
舒
明
天
皇
は
天
武
天
皇
の
先
考
に
あ
た
る 。

天
武
天
皇
の
即
位
を
も
っ
て
新
時
代
の
到
来
と
見
る
人
麻
呂
の
時
代
区
分
意
識
と
宣
命
第一
詔
の
そ
れ
と
は 、
大
枠
と

し
て一
致
す
る
も
の
と
見
て
も
大
過
は
な
い 。

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は 、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
構
造
と
成
立
（
上）』
が
古
事
記
の
三
巻
構
成
の
う
ち
に
右
の
ご
と

き
時
代
区
分
意
識
を
見
い
だ
す
こ
と
に
対
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
で
あ
る 。
す
な
わ
ち 、
そ
の
よ
う
な
時
代
区
分
論

は
古
事
記
の
内
的
文
脈
か
ら
導
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く 、
古
事
記
に
対
す
る
外
在
的
な
視
点
か
ら
恣
意
的
に
な
さ
れ

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
も
の 。
こ
の
批
判
は 、
歴
史
に
対
す
る
区
分
は 、
歴
史
内
在
的
な
視
点
か
ら
客
観
性
を
志

向
し
つ
つ
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る 。
そ
れ
は 、
一
見 、
厳
密
な
学
的
知
の
立

場
に
立
つ
も
の
と
し
て
正
当
な
も
の
の
よ
う
に
見
え
る 。
歴
史
外
在
的
な
時
代
区
分
論
が
区
分
主
体
の
主
観
性
の
域
を

出
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
り 、
そ
こ
に
学
問
的
か
つ
実
証
的
な
態
度
を
看
取
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ

か
ら
で
あ
る 。

し
か
し 、
大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』
（
筑
摩
書
房 、
一
九
四
九
年）
が
説
く
よ
う
に 、
始
原
以
来
著
者

、
、
、
、
、
、

（
大
島）
の
現
在
に
至
る
ま
で
の
歴
程
に
お
い
て、
時
代
区
分
が
歴
史
学
の
内
部
か
ら
歴
史
内
在
的
に
な
さ
れ
た
こ
と

は一
度
も
な
か
っ
た 。
西
洋
古
代
の
神
話
的
な
時
代
区
分
や 、
中
世
の
教
会
教
義
学
的
な
そ
れ
は
い
う
に
及
ば
ず 、
今
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日
の
歴
史
学
が
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
時
代
区
分
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
し
て
採
択
し
て
い
る
「
古
代」
「
中
世」
「
近
代」

と
い
う
時
代
三
分
法
で
す
ら
も
例
外
で
は
な
い 。
時
代
三
分
法
は 、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に 、
暗
黒
の
中
世
に
対
す
る
新

時
代
と
し
て
の
「
近
代」
の
成
立
が
「
古
代」
の
復
興
で
も
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り 、

し
か
も 、
そ
の
構
築
の
主
体
は
専
門
的
な
歴
史
家・
歴
史
研
究
者
で
は
な
く
時
代
思
潮
を
代
表
す
る
思
想
家
た
ち
（
知

の
巨
人
た
ち）
で
あ
っ
た 。
そ
の
際
に
形
成
さ
れ
た 、
暗
黒
で
野
蛮
な
「
中
世」
と
い
う
時
代
把
握
は
も
と
よ
り 、

「
中
世」
と
断
絶
し
つ
つ
存
立
し 、
ひ
た
す
ら
進
歩
へ
と
む
か
う
「
近
代」
と
い
う
観
念
も 、
何
ら
客
観
的
な
も
の
で

は
な
く 、
む
し
ろ
区
分
主
体
の
現
在
的
な
主
体
性
と
主
観
性
と
を
如
実
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た 。

こ
の
よ
う
に 、
時
代
区
分
と
は 、
元
来 、
歴
史
内
在
的
な
客
観
性
へ
の
志
向
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た 。
そ
れ
は 、
歴
史
外
在
的
に 、
す
な
わ
ち
主
体
的
な
い
し
は
主
観
的
な
視
座
の
も
と
に
遂
行
さ
れ
て
き
た 。
古
事

記
の
時
代
区
分
も
例
外
で
は
あ
り
え
な
い 。
そ
れ
は 、
歴
史
の
画
期
を
内
在
的
か
つ
客
観
的
に
と
ら
え
つ
つ
行
わ
れ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た 。
そ
れ
も
ま
た 、
新
時
代
の
到
来
を
予
感
な
い
し
は
確
信
す
る
（
自
己
が
そ
こ
に
立
っ
て
い
る

「
今」
を
新
時
代
と
し
て
画
す
る）
主
体
に
よ
っ
て 、
い
わ
ば
歴
史
の
外
側
か
ら
自
己
存
在
の
全
域
に
関
わ
る
実
存
的

な
視
座
の
も
と
に
主
体
的・
主
観
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い 。
要
す
る
に 、
時
代
区
分
と
は 、

新
時
代
の
到
来
を
実
存
的
に
感
得
す
る
主
体
が
踏
み
行
う 、
非
歴
史
的
営
為
（
未
来
の
無
を
媒
介
と
し
て
「
非
連
続
の

連
続」
を
な
す
営
為）
な
の
で
あ
り 、
そ
こ
に
学
問
的
な
客
観
性
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は 、
時
代
区
分
の
本
質

を
理
解
し
な
い
反
実
存
的
精
神
の
あ
ら
わ
れ
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い 。

古
事
記
の
三
巻
区
分
に
認
め
ら
れ
る
時
代
区
分
意
識
も 、
そ
れ
に
呼
応
す
る
宣
命
の
時
代
区
分
意
識
も 、
い
ず
れ
も 、

学
的
知
の
展
開
を
め
ざ
し
て
実
証
的
か
つ
客
観
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い 。
そ
れ
ら
は 、
古
事
記
を
編
み 、
宣
命
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を
語
る
精
神
の
実
存
的
な
自
己
把
握
を
基
盤
と
し
て
成
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い 。
し
か
も 、
そ
の
実
存
的
な
自
己

把
握
は
個
的
次
元
に
収
敏
す
る
も
の
で
は
な
い 。
そ
れ
は 、
時
代
思
潮
を
汲
み
取
る
形
で 、
い
い
か
え
れ
ば 、
新
時
代

の
到
来
を
覚
知
す
る
共
同
主
観
に
支
え
ら
れ
る
形
で
遂
行
さ
れ
て
い
る 。
し
た
が
っ
て、
も
し
人
麻
呂
の
時
代
区
分
意

識
が
古
事
記
や
宣
命
の
そ
れ
を
大
き
く
は
み
出
す
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば 、
そ
れ
は 、
個
的
次
元
を
超
え
て
種
的
に

受
容
さ
れ
う
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る 。

人
麻
呂
は 、
天
武
天
皇
か
ら
新
時
代
と
し
て
の
「
今」
が
始
ま
る
と
す
る 。
一
方
古
事
記
は 、
舒
明
天
皇
以
後
の
時

代
を
現
代
と
認
定
す
る 。
両
者
の
あ
い
だ
に
は
微
妙
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も 、
そ
れ
は 、
決
定
的
な
も
の
で

は
な
い 。
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば 、
古
事
記
は
天
武
天
皇
の
発
意
と
営
為
と
に
端
を
発
し
天
武
の
意
を
受
け
た
元
明
天
皇

の
勅
命
に
よ
っ
て
和
銅
五
年
に
成
っ
た
書
で
あ
り 、
そ
こ
に
お
い
て
「
古」
に
対
す
る
時
代
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る

「
今」
（
現
代）
と
は 、
大
枠
と
し
て
は
舒
明
朝
以
降
の
時
代 、
厳
密
に
は
天
武
皇
統
に
属
す
る
天
皇
た
ち
の
御
代
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る 。
新
時
代
の
到
来
に
つ
い
て
の
強
烈
な
実
感
は 、
天
武
朝
の
宮
人
た
ち
は
も
と
よ
り 、
天
武
朝

を
直
裁
に
継
承
す
る
持
統
朝
の
宮
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
通
有
的
な
感
情
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る 。
人
麻
呂
は 、
こ

う
し
た
い
わ
ば
種
的
な
共
通
感
情
を
背
景
に
置
き
な
が
ら 、
天
武
天
皇
と
そ
の
皇
統
に
つ
な
が
る
現
つ
神
た
ち
を
諧
美

す
る
独
自
の
神
話 、
す
な
わ
ち
人
麻
呂
神
話
を
構
築
し
た 。
し
た
が
っ
て、
そ
れ
は
単
に
個
的
な
言
説
で
あ
る
こ
と
を

超
え
て、
種
的
共
同
性
に
貰
か
れ
う
る
可
能
性
を
も
っ
た
新
た
な
る
神
話
で
あ
っ
た 。

こ
の
よ
う
に 、
人
麻
呂
神
話
は 、
そ
の
根
底
に
存
す
る
時
代
区
分
意
識
を
同
時
代
と
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
個

的
次
元
を
超
出
し
種
性
を
濃
厚
に
帯
び
う
る
可
能
性
を
獲
得
し
て
い
た 。
草
壁
皇
子
挽
歌
や
吉
野
讃
歌 、
あ
る
い
は
安

騎
野
の
歌
な
ど
か
ら
人
麻
呂
神
話
を
読
み
と
る
際
に
は 、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
犀
利
な
認
識
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い 。
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個
的
次
元
で
新
た
な
神
話
が
語
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
近
年
の
諸
研
究
は、

人
麻
呂
神
話
を
記
紀
神
話
を
前
提
と
し

て
読
み
解
こ
う
と
す
る
よ
り
古
い
研
究
を
突
破
し 、

人
麻
呂
な
い
し
は
古
代
文
芸
·

思
想
の
研
究
の
た
め
に
新
た
な
地

平
を
切
り
拓
く
も
の
と
い
っ
て
よ
い

。

し
か
し 、

個
性
を
超
え
て
種
性
を
獲
得
し
う
る
可
能
性
が
拓
か
れ
て
こ
そ 、

は

じ
め
て
神
話
を
語
る
こ
と
の
有
意
味
性
が
生
ず
る
点
を
見
落
と
す
か
ぎ
り 、

そ
う
し
た
研
究
は
他
の
諸
説
（
よ
り
古
い

研
究）

を
批
判
す
る
決
定
的
な
根
拠
を
有
し
え
な
い

。

い
ま 、

あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
な
ら
ば 、

人
麻
呂
神
話
は、

人
麻
呂
が
そ
こ
に
属
す
る
宮
廷
社
会
と
い
う
種
的
共
同

体
が 、

そ
の
確
定
的
な
在
り
方
を
根
底
か
ら
ゆ
る
が
さ
れ
た
と
き 、

そ
の
ゆ
ら
ぎ
を
抑
止
す
る
手
立
て
と
し
て
考
案
さ

れ
た

。

そ
れ
は、

危
機
に
臨
ん
で 、

危
機
を
脱
す
る
た
め
に
作
り
あ
げ
ら
れ
た
神
話
に
ほ
か
な
ら
な
い

。

そ
し
て 、

そ

の
神
話
は
種
的
共
同
性
の
な
か
へ
と
個
的
性
格
を
融
解
さ
せ
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
り 、

そ
う
し
た
種
個
融
合
の
地
平

に
お
い
て
こ
そ
新
た
な
る
神
話
と
し
て
の
意
味
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ
っ
た

。

人
麻
呂
神
話
は、

種
的
次
元
に
展
開
さ

あ

ま

た

れ
る
共
同
体
の
物
語
に
な
り
う
る
も
の
と
し
て 、
持
統
朝
の
数
多
の
宮
廷
人
た
ち
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う 。

当
時
の
時
代
区
分
意
識
を
解
き
あ
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
神
話
の
同
時
代
性
が 、

す
な
わ
ち 、

人
麻
呂
神
話
が
同
時
代
の

せ
ん
め
い

宮
廷
人
に
共
有
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
開
明
さ
れ
る
と
き 、

人
麻
呂
が
新
た
に 、

そ
し
て
独
自
に
神
話
を
語

っ
た
こ
と
の
意
義
が
あ
ら
わ
に
な
る
。

草
壁
皇
子
挽
歌
以
下
の
人
麻
呂
の
諸
作
品
に
語
り
の
独
自
性
と
独
創
性
と
を
見

い
だ
そ
う
と
す
る
立
場
に
立
つ
人
々
は、

本
来 、

こ
の
点
に
こ
そ
思
い
を
致
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か 。
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以
上 、
人
麻
呂
が 、
草
壁
皇
子
挽
歌
に
お
い
て
天
武
天
皇
を
降
臨
神
と
と
ら
え
る
新
た
な
神
話 、
天
武
神
話
を
構
築

し 、
さ
ら
に 、
吉
野
讃
歌
や
安
騎
野
の
歌
を
と
お
し
て、
天
武
神
話
を 、
天
武
皇
統
に
密
着
す
る
天
皇
や
皇
子
た
ち
を

可
能
な
か
ぎ
り
す
べ
て
神
格
化
す
る
天
武
皇
統
神
話
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
過
程
（
草
壁
皇
子
挽
歌
が
吉
野
讃
歌
に

先
立
つ
と
い
う
明
証
は
な
い 。
本
章
で
は
作
歌
の
順
序
で
は
な
く 、
作
者
の
発
想
の
推
移
を
追
っ
た）
を
本
書
な
り
に

追
っ
て
き
た 。
そ
の
際 、
こ
の
よ
う
な
神
話
形
成
の
直
接
の
動
機
が 、
ほ
か
な
ら
ぬ
神
話
形
成
の
基
盤
と
も
い
う
べ
き

種
的
共
同
体
が
不
滅
で
あ
る
は
ず
の
事
物
の
滅
び
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
根
底
か
ら
激
し
く
動
揺
す
る
と
い

う
事
態
に
つ
い
て
の
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も 、
あ
き
ら
か
に
な
っ
た 。
人
麻
呂
が
作
り
あ
げ
た
天
武
皇
統

神
話 、
す
な
わ
ち
人
麻
呂
神
話
は 、
文
字
通
り
危
機
の
神
話
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う 。

い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
は
あ
る
が 、
危
機
の
神
話
と
は
危
機
を
乗
り
超
え
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
言
説
以
外
の
何

も
の
で
も
な
い 。
前
節
六
の
考
察
に
よ
れ
ば 、
人
麻
呂
神
話
は
同
時
代
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
そ
う
し
た
乗

り
超
え
を
果
た
し
う
る
可
能
性
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る 。
神
話
は 、
し
か
し 、
そ
の
語
り
手
の
個
性
が
種
性
す
な
わ

ち
種
的
共
同
性
の
な
か
に
溶
解
し
た
と
き
に
こ
そ 、
真
に
神
話
と
し
て
の
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る 。
そ
の
語

り
の
主
体
が
言
語
の
表
層
か
ら
背
景
に
退
く
形
で
画
然
た
る
相
貌
を
失
う
と
き 、
つ
ま
り 、
語
ら
れ
て
い
る
内
容
が
ど

こ
の
だ
れ
に
依
存
す
る
の
か
が
忘
却
さ
れ
た
と
き
に
こ
そ 、
神
話
は 、
語
の
ま
っ
た
き
意
味
に
お
い
て
「
神
話」
と
な

り
う
る
の
だ
と
い
え
よ
う 。
個
性
が
通
有
性
と
本
質
的
に
背
馳
す
る
概
念
で
あ
る
か
ぎ
り 、
個
的
に
名
称
づ
け
ら
れ
た

七
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神
話
は 、
神
話
と
し
て
の
効
力
を
も
た
な
い 。
語
り
の
主
体
の
名
が
享
受
者
の
脳
裏
に
残
存
す
る
神
話
は 、
主
体
の
能

カ
の
限
界
を
露
呈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
問
題
解
決
の
手
立
て
と
し
て
の
機
能
を
喪
失
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る 。
本

章一
で
指
摘
し
た
よ
う
に 、
神
話
と
は 、
人
間
的
理
性
の
限
界
を
超
出
す
る
事
柄
に
つ
い
て
蓋
然
的
説
明
を
施
す
た
め

の
言
語
的
道
具
で
あ
り 、
そ
の
道
具
性
を
具
有
で
き
な
い
神
話
は 、
当
然
な
が
ら
洵
汰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る 。
人
麻
呂

神
話
は 、
種
性
の
た
だ
な
か
に
あ
え
て
個
性
を
埋
没
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
そ
う
し
た
道
具
性
を
備
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る 。
そ
の
こ
と
が
人
麻
呂
神
話
に
と
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
の
か
否
か 。
人
麻
呂
神
話
の
形
成
過

程
を
追
思
し 、
そ
の
意
義
を
問
う
て
き
た
本
章
に
お
い
て
は 、
最
後
に
こ
の
問
題
へ
の
応
答
が
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い 。

人
麻
呂
に
よ
る
天
武
皇
統
神
話
の
形
成
過
程
を
追
思
す
る
た
め
に
本
章
に
お
い
て
読
解
を
試
み
た
作
品
は 、
草
壁
皇

子
挽
歌
と
吉
野
讃
歌
お
よ
び
安
騎
野
の
歌
で
あ
っ
た 。
そ
れ
ら
の
作
品
は 、
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の
よ
う
な
題
詞
を
も
つ 。

「
日
並
皇
子
尊
の
残
宮
の
時
に 、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌一
首
井
せ
て
短
歌」
「
吉
野
の
宮
に
幸
す
時
に 、
柿
本
朝

臣
人
麻
呂
が
作
る
歌」
「
軽
皇
子 、
安
騎
の
野
に
宿
り
ま
す
時
に 、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌」 。
萬
葉
歌
の
題
詞
に

は 、
歌
の
作
り
手
が
そ
れ
を
書
い
た
の
か 、
あ
る
い
は
編
者
の
手
に
成
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り 、
歌
の
表
現
性
や

歌
の
根
底
に
存
す
る
作
歌
意
識
な
ど
が
問
わ
れ
る
場
合
に
は
そ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
る
こ
と
が
多

い 。
人
麻
呂
神
話
を
め
ぐ
っ
て、
そ
の
思
想
性
に
迫
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
本
章
に
と
っ
て、
そ
れ
は
火
急
の
問
題
で

は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い 。
し
か
し 、
右
掲
三
種
の
歌
々
の
題
詞
に 、
い
ず
れ
も
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌」
と

あ
る
こ
と
は 、
人
麻
呂
神
話
が
種
的
共
同
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
定
着
し
え
た
か
否
か
を
問
う
本
章
に
と
っ
て、
重

要
な
意
義
を
に
な
う 。
も
し
題
詞
の
箪
録
者
が
作
者
自
身
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば 、
人
麻
呂
は
み
ず
か
ら
が
う
た
い
あ
げ
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た
神
話
の
個
的
次
元
へ
の
定
位
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
し、
ま
た
そ
れ
が
後
の
編
者
も
し
く
は
編
者
た
ち
の
手

に
成
る
と
す
れ
ば、
人
麻
呂
の
作
品
を
享
受
し
て
い
た
萬
葉
人
は、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
人
麻
呂
神
話
を
個
的
に
成
り

立
つ
も
の
と
し
か
考
え
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る。
と
な
れ
ば、
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂」
と
い
う
作
者
名
を

明
記
す
る
題
詞
の
存
在
は、
そ
の
筆
録
者
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず、
人
麻
呂
神
話
が、
種
的
次
元
で
普
遍
的
に
受
容
さ

れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い。
人
麻
呂
神
話
は、
そ
の
根
底
に
存
す
る
時
代

区
分
意
識
の
同
時
代
的
普
遍
性
の
ゆ
え
に、
種
的
位
相
に
定
着
す
る
可
能
性
を
も
ち
え
た。
と
こ
ろ
が、
実
際
に
は、

そ
れ
が
人
麻
呂
と
そ
の
周
辺
を
大
き
く
超
え
て一
般
化
な
い
し
は
普
逼
化
し
て
ゆ
く
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い。

普
遍
化
へ
の
可
能
性
を
も
つ
人
麻
呂
神
話
が、
個
的
次
元
を
超
え
出
な
か
っ
た
理
由
は、
一
っ
に
は
仏
式
火
葬
の
滲

透
に
よ
っ
て
殖
宮
挽
歌
の
詠
ま
れ
る
位
相
が
い
ち
じ
る
し
く
限
局
さ
れ
た
こ
と
に
存
す
る
で
あ
ろ
う。
人
麻
呂
の
時
代

に
す
で
に一
般
化
の
兆
候
を
示
し
は
じ
め
た
仏
式
火
葬
は、
持
統
天
皇
の
葬
儀
に
よ
っ
て
本
格
化
し、
つ
い
に
殖
宮
儀

礼
を
有
名
無
実
化
し
て
し
ま
っ
た。
身
崎
壽
『
宮
廷
挽
歌
の
世
界』
（
塙
書
房、
一
九
九
四
年）
が
指
摘
す
る
よ
う
に、

殖
宮
儀
礼
の
衰
退
は、
そ
の
ま
ま
端
的
に
殖
宮
挽
歌
の
衰
亡
を
示
し
て
い
る。
人
麻
呂
の
登
場
と
と
も
に
最
盛
期
を
迎

え
た
殖
宮
挽
歌
は、
「
人
麻
呂
を
も
っ
て
そ
の
歴
史
を
と
じ
る」
（
身
崎
右
掲
書）。
殖
宮
挽
歌
が
亡
き
人
を
悼
む
文
芸

で
あ
る
と
同
時
に、
亡
き
人
の
偉
業
を
讃
美
す
る
文
芸
で
も
あ
る
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば、
そ
れ
が
詠
ま
れ
る
場
は、

亡
き
天
皇
や
皇
子
た
ち
の
神
格
化
を
図
り、
場
合
に
よ
っ
て
は
彼
ら
に
ま
つ
わ
る
新
た
な
神
話
を
語
る
絶
好
の
機
会
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う。
そ
の
機
会
が
仏
式
火
葬
の
滲
透
と
と
も
に
失
わ
れ
た
こ
と
は、
殖
宮
挽
歌
に
お
い
て
か
つ
て
語

ら
れ
た
神
話
を
再
確
認
す
る
場
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る。
人
麻
呂
は
殖
宮
挽
歌
の
な
か
で
独
自
の
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神
話
を
語
っ
た

。

そ
れ
は、

た
し
か
に
宮
廷
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
共
同
主
観
的
な
通
有
性
を
有
し
う
る
言
説
で
あ
っ
た

。

し
か
し 、

神
話
は
い
く
た
び
も
の
語
り
を
と
お
し
て
こ
そ
普
遍
化
す
る
も
の
で
あ
り 、

語
り
の
機
会
の
喪
失
は
人
麻
呂

神
話
の
普
遍
化
を
困
難
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た

。

仏
式
火
葬
の
滲
透
は、

殖
宮
儀
礼
を
有
名
無
実
化
す
る
原
因
に
な
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い

。

そ
れ
は、

古
代
人
が

日
々
を
生
き
る
た
め
の
原
理
を
根
底
か
ら
転
換
す
る
契
機
に
も
な
っ
た

。

死
に
ま
つ
わ
る
儀
礼
を
ど
の
よ
う
に
形
づ
く

る
か
と
い
う
問
題
は、

日
常
を
い
か
に
構
築
す
る
か
と
い
う
問
題
か
ら
切
り
離
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

。

死

は
生
の
窮
極
す
る
と
こ
ろ 、

い
わ
ば
生
の
完
成
だ
か
ら
で
あ
る
。

仏
式
火
葬
の
滲
透
は、

人
々
の
日
常
を
支
え
る
行
動

原
理
が
在
来
の
神
祇
信
仰
か
ら
や
や
距
離
を
置
き
つ
つ
漸
次
仏
教
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

鎮
護

国
家
の
た
め
の
呪
術
の
一

種
と
し
て
朝
鮮
半
島
経
由
で
大
陸
か
ら
移
入
さ
れ
た
仏
教
が 、

人
麻
呂
の
時
代
に
一

般
庶
民

に
と
っ
て
の
日
々
の
行
為
規
範
に
ま
で
な
り
え
た
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
当
然
無
理
が
あ
る
。

け
れ
ど
も 、

そ
れ
が
仏

式
火
葬
を
選
択
し
う
る
知
的
宮
廷
人
の
あ
い
だ
で
日
常
を
律
す
る
規
範
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い

。

も
し
こ
う
し
た
可
能
性
が
顕
在
化
し
た
と
す
れ
ば 、

人
麻
呂
に
よ
る
独
自
の
神
話
す
な
わ
ち
天
武
皇
統
神
話

は、

す
く
な
く
と
も
一

部
の
受
け
手
に
と
っ
て
は
荒
唐
無
稽
な
贅
語
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う 。

王
法
に
対
す
る

仏
法
の
優
越
を
説
き 、

仏
の
前
で
の
一

切
衆
生
の
平
等
を
強
調
す
る
仏
教
を
H
常
的
行
為
規
範
と
し
て
受
け
い
れ
る
こ

と
と 、

天
武
と
そ
の
皇
統
に
属
す
る
天
皇
や
皇
子
た
ち
を
神
格
化
す
る
こ
と
と
は、

両
立
不
能
な 、

相
互
に
範
疇
を
異

に
す
る
試
み
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は、

天
武
・

持
統
が
主
導
す
る
皇
権
が
神
祇
信
仰
の
み
を
支
配
の
原
理
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
こ
と 、

す
な
わ
ち 、

そ
の
皇
権
は
神
祇
信
仰
と
と
も
に
仏
教
信
仰
を
も
指
樽
理
念
と
し
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
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が
顧
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
こ
の
点
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば 、
人
麻
呂
に
よ
る
神
話
構
築
の
営
み
は
当
初
か
ら一

種
の
麒
甑
を
抱
え
こ
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る 。
仏
教
に
基
づ
い
て
効
率
的
に
（
当
時
と
し
て
は
合
理
的
に）
支
配
を

推
進
す
る
政
権
を 、
一
方
的
に
神
祇
信
仰
に
の
み
傾
斜
し
つ
つ
聖
化
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
試
み
に
は 、
政
治
的
適
合
性

の
面
か
ら
見
て
無
理
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る 。
し
か
も
天
武・
持
統
朝
は 、
律
令
体
制
と
い
う
名
の
中
央
集
権
的
法
治

体
制
が
確
立
を
見
る
時
代
で
あ
っ
た 。
律
令
体
制
下
に
あ
っ
て
は 、
統
治
は 、
神
権
的
に
で
は
な
く 、
国
法
の
効
率
的

な
運
用
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る 。
そ
れ
は 、
現
つ
神
（
天
皇）
を
も
含
め
た
神
々
の
意
向
が
施
策
の
前
面
に
押
し
立
て

ら
れ
る
形
の
政
治 、
す
な
わ
ち
神
権
政
治
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
統
治
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い 。
そ
の
よ

う
な
統
治
が 、
国
家
の
基
本
方
針
と
し
て
採
択
さ
れ
て
い
る
さ
な
か
に 、
天
武
皇
統
の
神
話
化
と
い
う
神
権
政
治
的
な

要
素
を
強
調
す
る
人
麻
呂
の
姿
勢
は 、
時
代
精
神
の
進
展
に
背
馳
す
る
も
の
で
あ
っ
た 。
後
の
大
伴
家
持
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に 、
譜
代
的
な
全
面
的
奉
仕
の
意
識
を
も
っ
て
天
武・
持
統
に
近
侍
し
た
宮
人
た
ち
は 、
人
麻
呂
の
姿
勢
を

虚
心
に
受
け
と
め
て
そ
れ
に
全
霊
を
こ
め
て
同
調
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う 。
し
か
し 、
律
令
体
制
と
い
う
合
理

的
な
支
配
機
構
を
効
率
的
に
運
用
す
る
立
場
に
あ
る
人
々
（
た
と
え
ば
藤
原
氏
の
人
）々
が 、
人
麻
呂
の
姿
勢
に
心
底

か
ら
共
感
で
き
た
と
は
想
像
し
に
く
い 。
彼
ら
に
と
っ
て
人
麻
呂
が
う
た
う
天
武
皇
統
神
話
は 、
美
的
感
性
を
刺
激
す

る
点
で
す
ぐ
れ
て
印
象
的
な
言
説
で
は
あ
っ
て
も 、
な
ま
な
ま
し
い
現
実
に
力
動
性
を
付
与
す
る
生
き
た
言
説
と
は
な

り
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か 。

危
機
の
神
話
と
し
て
う
た
わ
れ
た
人
麻
呂
神
話
は 、
た
し
か
に
不
滅
の
神
為
の
滅
亡
と
い
う
人
間
的
理
性
の
限
界
を

超
え
る
事
柄
を
い
か
に
解
決
す
べ
き
か
と
い
う
視
点
か
ら
構
築
さ
れ
た
言
説
で
あ
り 、
そ
こ
に
神
話
本
来
の
道
具
性
が

備
わ
り
え
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い 。
だ
が 、
人
麻
呂
が
宮
廷
歌
人
と
し
て
そ
の
盛
期
を
過
ご
し
た
の
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は 、

仏
教
思
想
の
流
入
に
よ
る
日
常
的
行
為
規
範
の
転
換 、

律
令
体
制
の
進
展
に
伴
う
支
配
構
造
の
合
理
化
な
ど
に
よ

っ
て 、

社
会
全
体
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
根
本
的
な
変
貌
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
時
代
で
あ
っ
た

。

も
と
よ
り 、

パ
ラ
ダ
イ
ム

の
転
換
は
た
だ
ち
に
理
性
の
権
能
の
大
幅
な
伸
張
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い

。

神
権
政
治
か
ら
律
令
体
制
へ
と
パ
ラ

ダ
イ
ム
が
転
換
し
て
も
な
お 、

人
間
的
理
性
は
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し 、

そ
の
限
界

性
の
ゆ
え
に
つ
ね
に
何
ら
か
の
神
話
を
必
要
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。

し
か
し
な
が
ら 、

そ
こ
で
求
め
ら
れ
た
も

の
は 、

も
は
や
人
麻
呂
神
話
で
は
な
か
っ
た

。

か
つ
て
拙
論
「
ア
キ
ッ
カ
ミ
思
想
の
構
造
と
特
質」
（
『
倫
理
学
年
報」

第
三
四
集）

に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に 、

律

令
体
制
の

頂

点
に
立
つ

天

皇
は

、

個

別
の

性
格
を

備
え
た
人

格
で

は

な

く
、

国

法
制

定

権
力
(
di
e

v
e
ri
ass
u
n
g
g
e
b
e
n
d
e
 Ge
walt)

の
象
徴
的
な
領
禅
者
で
あ
り 、

い
わ
ば
―

つ
の
政
治
的
な
機
能
で
あ
っ
た

。

そ
の
機

能
は 、

易
姓
革
命
を
回
避
す
べ
く 、

神
代
以
来
連
綿
と
続
く
一

系
の
血
脈
に
属
す
る
も
の
と
し
て
固
定
さ
れ
る

。

そ
し

て 、

そ
の

、

神
代
以
来
の
一

系
の
血
脈
を
根
拠
づ
け
る
も
の
が
記
紀
を
典
拠
と
す
る
天
孫
降
臨
神
話
で
あ
っ
た

。

す
な

わ
ち 、

律
令
体
制
と
い
う
合
理
的
な
政
治
機
構
の
原
動
力
と
し
て
機
能
す
る
神
話
は 、

個
別
の
天
皇
の
神
格
化
に
よ
っ

て
成
る
人
麻
呂
神
話
で
は
な
く 、

記
紀
の
主
文
脈
を
構
成
し
つ
つ
あ
る
在
来
の
神
話
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

。

人
麻
呂

神
話
は 、

神
話
本
来
の
道
具
性
の
獲
得
を
志
向
し
つ
つ
も 、

時
代
状
況
へ
の
非
即
応
性
の
ゆ
え
に 、

そ
の
志
向
を
十
全

に
発
揮
し
え
な
か
っ
た
言
説
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う 。

国
法
制
定
権
力
の
固
定
化
を
め
ざ
す
言
説
と
し
て
の
在
来
の
天
孫
降
臨
神
話
を
奉
ず
る
人
々
は 、

人
麻
呂
神
話
の
な

か
に
現
実
に
適
応
し
え
な
い
難
点
を
認
め
て
い
た
に
違
い
な
い

。

彼
ら
に
と
っ
て 、

そ
の
難
点
が
肥
大
化
し
つ
つ
宮
廷

人
た
ち
の
あ
い
だ
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
は 、
一

種
の
危
機
的
情
況
が
現
出
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
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―1
0
0
四
年
八
月
六
日
稿

一
見 、

た
か 。
個
性
を
有
す
る
人
格
と
し
て
の
な
ま
身
の
天
皇
の
神
格
化
（
人
麻
呂
神
話）
は 、

国
法
制
定
権
力
の
強

化
に
つ
な
が
る
か
に
見
え
て、
そ
の
実 、
国
法
制
定
権
力
を
い
ち
じ
る
し
く
弱
体
化
さ
せ
て
し
ま
う 。
頂
点
に
立
つ
天

皇
の 、
一
機
能
た
る
が
ゆ
え
の
匿
名
性
が
剥
が
れ 、
そ
こ
に
な
ま
身
の
天
皇
が
顔
を
覗
か
せ
た
場
合 、
そ
の
天
皇
の
現

実
的
権
能
の
限
界
が
そ
の
ま
ま
国
法
制
定
権
力
の
限
界
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る 。
律
令
体
制
下
の
国
法
制
定
権

力
を
主
導
す
る
人
々
は 、
制
度
の
頂
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
天
皇
が
ど
こ
ま
で
も
匿
名
性
に
蔽
わ
れ
た一
機
能
と
し
て

存
在
し
続
け
る
こ
と
を
望
ん
だ 。
彼
ら
に
と
っ
て、
人
麻
呂
神
話
の
成
立
は 、
そ
れ
が
自
己
の
権
力
を
弱
体
化
さ
せ
る

危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て、
神
話
（
国
法
制
定
権
力
を
根
拠
づ
け
る
在
来
神
話）
の
危
機
を
意

味
し
て
い
た 。

か
く
し
て、
種
的
共
同
体
の
危
機
を
超
出
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
「
危
機
の
神
話」
と
し
て
の
人
麻
呂
神
話
が 、

「
神
話
の
危
機」
を
現
出
さ
せ
る
と
い
う
皮
肉
な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る 。
本
書
に
は 、
思
想
史
の
広
大
な
流
れ

を
つ
ぶ
さ
に
と
ら
え
き
る
能
力
が
な
い 。
し
た
が
っ
て、
人
麻
呂
以
後
の
時
代
に
神
話
が
ど
の
よ
う
な
言
説
と
し
て
語

り
い
だ
さ
れ
た
の
か
を
厳
密
に
把
握
す
る
す
べ
を
も
た
な
い 。
し
か
し 、
人
麻
呂
の
時
代
の
神
話
に
つ
い
て
は 、
お
よ

そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る 。
す
な
わ
ち 、
「
危
機
の
神
話」
は
「
神
話
の
危
機」
と
背
中
合
わ
せ
に
な

っ
て
い
た 、
と 。
ち
な
み
に 、
人
麻
呂
は 、
持
統
天
皇
の
崩
御
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て、
古
代
和
歌
の
世
界
か
ら
そ

の
姿
を
消
す 。
そ
れ
は 、
「
危
機
の
神
話」
を
う
た
い
あ
げ
る
人
麻
呂
的
感
性
が
も
は
や
必
要
と
さ
れ
な
い
時
代
が
到

来
し
て
い
た
こ
と
を 、
暗
に
指
し
示
し
て
い
る 。初

出
『
萬
葉
集
研
究
第
二
十
七
集」

塙
書
房 ‘
―-
0
0
五
年 、

四
二
七
1

四
六
五
頁）




