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現
在
わ
た
し
は
酒
折
宮
問
答
歌
の
論
文
を
く
り
か
え
し
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
甲
府
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
。

と
い
っ
て
も
、
五
十
年
以
前
に
甲
府
に
来
た
と
き
、
甲
斐
国
の
こ
と
は
、
山
梨
県
の
こ
と
は
、
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
い
う
ま
で
も
な
く
、
酒
折
宮
問
答
歌
が
あ
る
な
ど
う
わ
さ
に
も
聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。 

 

わ
た
し
が
甲
府
へ
来
た
の
は
、
甲
府
に
あ
る
大
学
山
梨
大
学
で
英
語
を
教
え
る
た
め
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
甲
府
で
家
を

求
め
て
く
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
家
が
、
酒
折
宮
と
呼
ば
れ
て
い
た
神
社
の
東
隣
り
に
あ
っ
た
。
と
い
っ
て
も
酒
折
宮

に
つ
い
て
は
な
に
も
知
ら
な
か
っ
た
し
、
な
ん
の
興
味
も
な
か
っ
た
。 

 

そ
れ
で
も
大
学
へ
の
通
勤
に
、
神
社
の
境
内
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
神
社
の
境
内
に
あ
る
石
碑
の
文
字

が
い
や
で
も
目
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
。
や
が
て
、
こ
の
神
社
で
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
と
ミ
ヒ
タ
キ
ノ
オ
キ
ナ
と
い

う
人
物
が
、
は
る
か
昔
、
歌
で
問
答
を
か
わ
し
た
の
を
知
っ
た
。
ふ
と
、
そ
ん
な
文
化
的
な
歌
問
答
が
、
ど
う
し
て
甲
斐
国

か
と
、
古
代
甲
斐
国
に
ひ
き
こ
ま
れ
て
い
っ
た
。
や
が
て
わ
た
し
は
東
京
の
法
政
大
学
に
移
っ
た
が
、
も
う
そ
の
頃
は
古
代

甲
斐
国
に
ひ
か
れ
、
甲
府
を
は
な
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。 

 

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
わ
た
し
は
佳
川
文
乃
緒
と
知
り
会
っ
た
。
佳
川
は
も
の
書
き
で
も
あ
る
し
、
歌
い
手
で
も
あ
っ
た
。

同
時
に
古
い
甲
斐
の
こ
と
を
お
ど
ろ
く
ほ
ど
よ
く
知
っ
て
お
り
、
や
が
て
わ
た
し
を
古
い
甲
斐
へ
案
内
し
て
く
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。 

 

赤
烏
銅
鏡
も
そ
の
一
つ
だ
っ
た
。 

こ
の
銅
鏡
は
三
珠
町
と
い
う
甲
斐
国
の
東
南
端
の
町
に
あ
る
古
墳
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
三
八
年
に
三
国
時

代
の
呉
の
国
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
赤
烏
元
年
と
い
う
文
字
が
き
ざ
ま
れ
て
い
た
。
赤
烏
と
い
う
の
は
太
陽
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
鏡
が
甲
斐
国
の
古
墳
の
中
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
ん
な
古
代
、
す
で
に
甲
斐
国
に
は
文
字
が
そ
れ

な
り
に
わ
か
り
、
こ
の
赤
烏
銅
鏡
を
必
要
と
し
た
人
物
が
、
い
や
、
国
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

わ
た
し
の
個
人
的
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
え
ば
、
こ
の
赤
烏
銅
鏡
の
存
在
が
、
ど
う
し
て
酒
折
宮
問
答
歌
が
甲
斐
国
か

と
い
う
疑
問
に
答
え
て
く
れ
て
い
る
気
が
し
た
。 

次
の
石
碑
は
誰
も
ど
こ
か
ら
出
土
し
た
か
知
ら
な
い
が
、
盆
地
の
東
端
に
存
在
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
星
石
と
呼

ば
れ
て
い
る
巨
石
で
あ
る
。
し
か
し
星
と
は
関
係
が
な
く
、
そ
の
巨
石
の
表
面
の
右
側
に
文
字
が
二
行
八
文
字
き
ざ
ま
れ

て
い
る
。
左
側
に
は
太
陽
と
月
が
き
ざ
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
間
に
、
点
の
よ
う
な
穴
が
十
前
後
ほ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
穴
が

あ
る
か
ら
星
石
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
石
碑
の
中
心
は
あ
く
ま
で
も
文
字
で
あ
る
。
そ
の
文

字
の
一
行
は
「
八
百
万
神
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
古
事
記
』
の
文
字
で
あ
る
。
こ
の
文
字
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

こ
の
石
碑
も
甲
斐
国
の
古
代
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

ま
た
現
在
は
神
社
だ
が
、
そ
の
酒
折
宮
の
背
後
に
小
高
い
丘
が
あ
る
。
そ
の
丘
は
御
室
山
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
御
室
山
と

は
甲
斐
国
王
の
住
居
と
い
う
意
味
だ
が
、
今
で
は
山
頂
へ
登
る
道
も
な
い
。 

ヤ
ブ
を
か
き
わ
け
て
山
頂
に
あ
が
る
と
、
山
頂
に
ひ
と
か
か
え
も
あ
る
巨
石
が
あ
る
。
そ
の
巨
石
に
字
が
、「
埤
」
と
い

う
字
が
き
ざ
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
ヤ
ブ
に
う
ず
も
れ
て
い
る
が
、
大
き
な
石
に
、
光
と
か
境
と
か
い

う
字
が
き
ざ
ま
れ
て
い
る
し
、
こ
れ
以
外
に
も
た
て
に
四
文
字
が
き
ざ
ま
れ
て
い
る
石
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
四
文
字
は

読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
山
の
石
に
文
字
が
き
ざ
ま
れ
る
の
を
、
他
で
は
み
た
こ
と
が
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し

ろ
、
こ
れ
は
古
代
甲
斐
人
が
文
字
を
読
む
こ
と
の
で
き
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。 

古
代
甲
斐
国
に
ひ
か
れ
、
あ
れ
こ
れ
学
び
な
が
ら
、
甲
斐
国
の
塩
山
と
い
う
町
が
古
代
甲
斐
国
の
存
在
と
関
係
が
あ
る
な

ど
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
関
係
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
の
は
、『
甲
斐
国
志
』
と
い
う
本
を
手
に
と
っ
て
読
み
は
じ
め
た

と
き
だ
っ
た
。
こ
の
本
は
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
甲
斐
国
の
歴
史
書
で
あ
る
。 
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こ
の
本
の
古
蹟
部
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
塩
山
と
し
て
説
明
が
で
て
い
た
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
だ
か

ら
、
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
町
の
説
明
で
は
な
い
。
塩
の
山
の
説
明
で
あ
っ
た
。
そ
の
『
甲
斐
国
志
』
に
は
塩
山
を
次
の
よ
う

に
書
い
て
あ
っ
た
。 

 

山
ノ
周
回
壹
里
高
拾
町
鹵
塩

ろ

え

ん

ヲ
産
ス
。 

わ
た
し
は
長
い
こ
と
日
本
に
は
岩
塩
は
な
い
と
信
じ
て
い
た
が
、
こ
の
文
は
そ
う
し
た
わ
た
し
の
信
念
を
裏
切
る
も
の

だ
っ
た
。
鹵
塩
と
い
う
の
は
岩
塩
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
は
甲
斐
国
の
岩
塩
の
説
明
で
あ
る
。
そ
の
塩
の
山
は
周
囲
が
一

里
で
高
さ
が
十
丁
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

こ
れ
だ
け
で
は
信
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
梁
塵
秘
抄
に
、
梁
塵
秘
抄
と
い
う
の
は
平
安
末
期
に
つ
く
ら
れ
た
歌

謡
集
で
、
も
っ
ぱ
ら
都
で
歌
わ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
「
か
ひ
に
を
か
し
き
山
の
名
は
し
ら
ね
な
み
さ
き
し
ほ
の
山
」
の

よ
う
に
、
そ
の
塩
の
実
在
が
暗
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
平
安
時
代
都
に
甲
斐
の
塩
山
が
、
和
泉
式
部
を
は
じ
め
と
し
て
な
ん
人
も
に
和
歌
で
う
た
わ
れ
て
い
る
し
、
八
世
紀

に
書
か
れ
た
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
甲
斐
の

国

造

く
に
の
み
や
つ
こ

の
名
前
が
塩
海

し

ほ

足み
の

尼
す
く
ね

と
塩
の
字
が
入
っ
て
い
る
こ
と
で
も
、
岩
塩
が

甲
斐
国
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
な
お
古
代
岩
塩
が
あ
る
と
こ
ろ
に
人
間
が
集
ま
り
、
そ
こ
に
古
代
の
文
化
を
も
っ

た
そ
れ
な
り
の
国
が
存
在
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
い
え
ば
、
中
国
の
前
漢
時
代
に
『
塩
鉄
論
』
が
書

か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
漢
と
い
う
古
代
の
国
が
い
か
に
塩
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
古
代
甲
斐
の
国
が
存
在
し
た
証
と
し
て
は
、
甲
斐
国
か
ら
多
く
出
土
し
て
い
る
精
巧
な
縄
文
式
土
器
が
あ
る
。 

そ
れ
よ
り
な
に
よ
り
、
明
ら
か
に
甲
斐
国
に
古
代
国
家
が
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
も
の
と
し
て
大
小
の
古
墳
が

あ
る
。 

こ
こ
か
ら
酒
折
宮
問
答
歌
に
も
ど
り
、
そ
の
論
に
入
る
前
に
、
ま
ず
酒
折
宮
問
答
歌
の
文
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
す

る
。 酒

折
宮
問
答
歌
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
、
同
じ
問
答
歌
が
書
か
れ
て
い
る
と
長
い
こ
と
思
い
こ
ん
で
い
た
。
が
、

そ
の
問
答
歌
は
、
実
は
現
代
の
学
者
に
よ
っ
て
現
代
の
日
本
語
に
や
く
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
た

し
が
長
い
こ
と
読
ん
で
い
た
『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
も
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
両
書
を
作
ろ
う
と
思

い
た
っ
た
天
武
天
皇
の
時
代
は
、
六
百
年
代
は
、
こ
の
両
書
が
完
成
し
た
七
一
二
年
と
七
二
〇
年
も
、
日
本
に
は
文
字
は
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
も
中
国
文
字
の
漢
字
で
書
く
し
か
な
か
っ
た
。
当
然
酒
折
宮
問
答
歌
も

漢
字
で
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
漢
字
は
三
種
類
か
ら
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
中
国
語
、
い
わ
ゆ

る
漢
文
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
日
本
語
を
漢
字
音
を
つ
か
っ
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
問
答
歌
な
ど

の
歌
に
も
ち
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
が
参
考
に
し
た
『
芸
文
類
聚
』
と
い
う
百
科
事
典

の
字
と
同
じ
意
味
に
問
答
歌
の
意
味
を
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 

２ 

こ
れ
か
ら
扱
う
酒
折
宮
問
答
歌
は
『
古
事
記
』
に
も
『
日
本
書
紀
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
日
本
語
版
の
『
古
事

記
』『
日
本
書
紀
』
で
は
、
こ
の
酒
折
宮
問
答
歌
が
全
く
同
じ
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
本
が
違
う
の
に
、
こ
の
問

答
歌
が
同
じ
な
の
か
を
、
長
い
こ
と
お
か
し
い
と
も
思
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
お
か
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は

『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
二
つ
の
作
品
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
両
書
か
ら
説
明
を
は
じ
め
る

こ
と
に
す
る
。 

こ
の
両
書
は
天
武
天
皇
の
命
令
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
完
成
し
た
の
は
、『
古
事
記
』
が
七
一
二
年
、『
日
本
書
紀
』

が
七
二
〇
年
で
あ
る
。
天
武
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
の
は
六
八
六
年
だ
か
ら
、
天
皇
の
死
後
こ
の
二
作
は
作
ら
れ
た
の
で
あ

る
。 
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し
か
し
七
二
〇
年
に
な
っ
て
も
、
日
本
に
は
ま
だ
日
本
文
字
が
な
か
っ
た
の
で
、『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
も
す
べ

て
漢
字
で
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。 

は
じ
め
て
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
を
手
に
と
っ
て
読
ん
だ
時
、
わ
た
し
は
そ
う
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
ま

し
て
こ
の
両
書
の
特
徴
な
ど
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
。
日
本
語
版
を
読
む
だ
け
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
や
が
て
、

こ
の
両
書
の
特
徴
は
、
天
武
天
皇
の
壬
申
の
乱
と
い
う
も
の
が
わ
か
れ
ば
わ
か
る
し
、
酒
折
宮
問
答
歌
が
わ
か
る
、
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
天
武
天
皇
が
ど
う
し
て
日
本
の
歴
史
を
作
ろ
う
と
し
た
か
と
い
う
理
由
ま
で
わ
か
る
気
が
し
た
。 

た
だ
な
に
が
わ
か
ろ
う
と
、
そ
の
目
的
は
こ
こ
で
は
、
酒
折
宮
問
答
歌
を
わ
か
る
た
め
で
あ
る
。 

さ
て
、
天
武
天
皇
は
天
皇
に
な
る
前
は
大
海
人
皇
子
と
い
い
、
天
智
天
皇
の
皇
太
子
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し

天
智
天
皇
は
や
が
て
大
友
皇
子
と
い
う
皇
子
を
太
子
に
す
る
。
す
る
と
大
海
人
皇
子
は
身
の
危
険
を
感
じ
、
僧
に
な
っ
て

吉
野
宮
に
逃
れ
る
。 

や
が
て
天
智
天
皇
が
死
ぬ
と
、
大
友
皇
太
子
は
大
海
人
皇
子
が
生
き
て
い
て
は
、
安
全
に
天
皇
に
な
れ
な
い
と
思
い
、
大

海
人
皇
子
の
も
と
に
兵
を
送
る
。
大
友
皇
太
子
に
と
っ
て
、
大
海
人
皇
子
は
そ
れ
ほ
ど
危
険
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
事
実
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
大
海
人
皇
子
は
や
が
て
反
抗
に
転
じ
、
両
者
の
間
に
激
し
い
戦
い
が
お
こ
る
。 

こ
の
戦
い
を
壬
申
の
乱
と
い
う
。 

戦
い
の
結
果
は
、
大
海
人
皇
子
が
大
友
皇
子
を
殺
し
て
天
皇
に
、
天
武
天
皇
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
大
友
皇
子
は
皇
太
子

だ
っ
た
の
で
、
天
智
天
皇
の
正
式
の
後
継
者
だ
っ
た
の
で
、
天
皇
に
な
っ
た
天
武
天
皇
は
天
皇
位
を
横
奪
し
た
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
故
に
、
壬
申
の
乱
で
戦
っ
て
い
る
時
、
い
わ
ゆ
る
天
皇
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
強
い
て
天
皇
と
呼

べ
る
人
物
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
友
皇
子
で
あ
る
。 

さ
て
わ
た
し
は
『
日
本
書
紀
』
の
壬
申
の
乱
を
読
ん
で
い
た
が
、
す
る
と
そ
の
壬
申
の
乱
の
記
録
の
中
に
「
天
皇
が
」
と

い
う
こ
と
ば
が
い
く
つ
も
で
て
き
た
の
で
あ
る
。
最
初
、
当
然
の
よ
う
に
こ
の
天
皇
は
皇
太
子
の
大
友
皇
子
か
と
思
っ
た
。

そ
れ
は
す
ぐ
に
ま
ち
が
い
だ
と
気
が
つ
い
た
。
こ
の
天
皇
は
、
大
海
人
皇
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

『
日
本
書
紀
』
は
天
武
天
皇
の
命
令
で
作
ら
れ
た
歴
史
書
だ
と
い
う
証
が
、
こ
ん
な
天
皇
に
見
ら
れ
る
の
か
と
、
そ
の
時

妙
に
納
得
し
た
。 

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
天
武
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
、
日
本
の
歴
史
を
作
ろ
う
と
し
た
か
、
そ
れ
な
り
に
わ
か
る
文
が

残
っ
て
い
る
の
に
気
が
つ
く
。 

そ
の
文
と
い
う
の
は
、
太
安
万
侶
の
書
い
た
『
古
事
記
』
の
序
文
で
あ
る
。
そ
こ
に
天
武
天
皇
の
こ
と
ば
と
し
て
次
の
よ

う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

是こ
こ

に
天
皇
詔の

り
た
ま
ひ
し
く
、「
朕
聞
く
、
諸
家 

の
も
た
る
帝
紀
及
び
本
辞
、
既
に
誠
実
に
違た

が

い
、 

多
く
虚
偽
を
加
ふ
と
。
今
の
時
に
当
り
て
、
其
の 

失
あ
や
ま
り

を
改
め
ず
ば
、
未
だ
幾
年
を
も
経
ず
し
て
其
の 

旨む
ね

滅
び
な
む
と
す
。
斯こ

れ
乃
ち
、
邦
家
の
経
緯
、 

王
化
の
鴻
基

こ

う

き

な
り
。
故か

れ

惟こ

れ
、
帝
紀
を
選
録
し
、 

旧
辞
を
討
覈

と
う
か
く

し
て
、
僞

い
つ
は

り
を
削
り
實

ま
こ
と

を
定
め
て
、 

後の
ち

葉の
よ

に
流つ

た

へ
む
と
欲お

も

ふ
。」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。 

こ
の
天
皇
と
い
う
の
は
天
武
天
皇
の
こ
と
で
あ
り
、
壬
申
の
乱
で
、
天
智
天
皇
の
皇
太
子
を
殺
し
て
天
皇
に
な
っ
た
天
武

天
皇
の
こ
と
ば
だ
と
わ
か
る
と
、
そ
れ
な
り
に
こ
の
序
文
は
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。 
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い
ち
お
う
わ
た
し
な
り
の
理
解
を
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。 

 

た
と
え
ば
「
既
に
正
実
に
違
い
、
多
く
虚
偽
を
加
う
」
と
い
う
天
武
天
皇
の
こ
と
ば
は
、
壬
申
の
乱
に
よ
っ
て
、
大
友
皇

子
を
殺
し
て
天
皇
に
な
っ
た
天
武
天
皇
の
立
場
か
ら
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
帝
紀
を
撰
録
し
、
旧
辞
を
討
覈

と
う
か
く

し
て
、

偽
い
つ
は

り
を
削
り
實

ま
こ
と

を
定
め
て
」
と
い
う
の
は
、
皇
太
子
を
殺
し
て
天
皇
に
な
っ
て
、
天
武
天
皇
が
自
分
の
新
天
皇
と
し
て
の

正
統
性
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
全
体
と
し
て
見
る
と
、
天
武
天
皇
が
自
分
こ
そ
正
統
な
天
皇
だ
と
い

う
、
大
和
天
皇
家
の
歴
史
を
作
れ
と
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

さ
て
こ
れ
は
『
古
事
記
』
の
序
文
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
『
古
事
記
』
は
実
は
長
い
こ
と
そ
の
存
在
が
黙

殺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
黙
殺
し
た
の
は
、
天
武
天
皇
を
中
心
と
し
た
大
和
天
皇
一
族
で
あ
る
。『
古
事
記
』

が
長
い
間
ど
う
し
て
黙
殺
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
暗
に
倭
国
の
存
在
を
認
め
、
倭
建
命
の
よ
う
に
、
日
本
を
代
表
す
る
英
雄

の
名
前
に
倭
を
つ
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、
倭
を
日
本
に
か
え
、
倭
建
命
を
日
本
武
尊
に
か
え
て
い

る
の
で
も
そ
れ
が
わ
か
る
。
そ
れ
よ
り
な
に
よ
り
、『
古
事
記
』
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、『
古
事
記
』
に
は
壬

申
の
乱
を
含
め
、
天
武
天
皇
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
、
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

３ 

 

さ
て
こ
こ
か
ら
酒
折
宮
問
答
歌
に
入
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
今
ま
で
わ
た
し
が
ど
の
よ
う
に
酒
折
宮
問
答
歌
を
考

え
て
論
じ
て
き
た
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

 

従
来
の
わ
た
し
の
こ
の
問
答
歌
論
の
最
大
の
欠
点
は
、
問
答
歌
と
い
っ
て
も
、
そ
の
問
答
歌
は
、
岩
波
書
店
の
日
本
古
典

文
学
大
系
の
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
日
本
語
訳
の
問
答
歌
を
中
心
に
お
こ
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
日
本

語
訳
が
原
文
に
忠
実
な
訳
だ
と
思
い
こ
ん
だ
こ
と
に
も
よ
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
い
い
わ
け
に
す
ぎ
な
い
。 

 

な
お
こ
の
両
書
に
は
原
文
が
そ
え
ら
れ
て
い
た
が
、
ど
う
せ
漢
字
、
見
て
も
わ
か
ら
な
い
と
、
長
い
こ
と
思
い
こ
ん
で
い

た
。
そ
れ
に
原
文
を
そ
え
て
い
る
と
い
う
の
は
訳
が
原
文
に
忠
実
だ
と
、
そ
の
学
者
が
信
じ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
と
わ
た

し
は
解
し
て
い
た
。 

 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
酒
折
宮
問
答
歌
を
こ
の
両
書
が
ど
の
よ
う
に
説
明
し
、
そ
れ
が
一
般
的
な
理
解
に
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
を
わ
た
し
も
同
意
し
、
や
が
て
お
か
し
い
と
、
ど
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
っ
た
か
を
ま
ず
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
わ
た
し

は
長
い
こ
と
、
普
通
に
酒
折
宮
問
答
歌
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
わ
た
し
の
場
合
『
古
事
記
』
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
に

よ
る
と
、
景
行
天
皇
の
時
、
そ
の
皇
子
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
＝
倭
建
命
が
、
天
皇
の
命
令
で
東
征
し
、
甲
斐
国
の
酒

折
宮
で
、
ミ
ヒ
タ
キ
ノ
オ
キ
ナ
＝
御
火
焼
之
老
人
と
い
う
人
物
と
歌
で
問
答
を
か
わ
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
問
答
と
い
う
の
は
、
倭
建
命
が
御
火
焼
之
老
人
に
、
新
治
、
筑
波
か
ら
酒
折
宮
ま
で
い
く
日
か
か
っ
た
か
と
た
ず

ね
、
そ
の
貭
問
に
、
御
火
焼
之
老
人
が
、
九
泊
十
日
で
す
と
答
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
同
じ
問
答
歌
が
『
日
本
書
紀
』
に
も
の
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
最
初
『
古
事
記
』
の
問
答
歌
を
知
っ
た
時
、

『
日
本
書
紀
』
に
も
同
じ
問
答
歌
が
書
か
れ
て
い
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
と
い
っ
て
知
っ
た
時
、
あ
あ
、
そ
う
か
と
思
っ

た
だ
け
だ
っ
た
。 

 

も
っ
と
も
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
酒
折
宮
問
答
歌
と
い
う
の
は
、
現
代
の
学
者
に
よ
っ
て
日
本
語
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
を
書
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

即
ち
其
の
国
よ
り
越
え
て
、
甲
斐

か

ひ

に
出
で
ま
し
て
、 

 

酒さ
か

折
宮

お
り
の
み
や

に
坐ま

し
し
時
、
歌う

た

ひ
た
ま
ひ
し
く
、 

 
 

新
治

に
い
は
り 

筑
波

つ

く

ば

を
過
ぎ
て 

幾
夜

い

く

よ

か
寝ね

つ
る 

 

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
爾
に
其
の
御
火

み

ひ

焼た
き

の
老
人

お

き

な

、 
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御
歌
に
続つ

ぎ
て
歌う

た

曰
ひ
し
く
、 

 

か
が
な
べ
て 

夜
に
は
九こ

こ

夜 

日
に
は
十
日
を 

と
う
た
ひ
き
。
是
を
以
ち
て
其
の
老
人

お

き

な

を
誉ほ

め
て
、 

即
ち
東

あ
ず
ま

の

国

造

く
に
の
み
や
つ
こ

を
給
ひ
き
。 

こ
の
文
の
主
人
公
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
＝
倭
建
命
で
、
其
の
国
と
い
う
の
は
、
足
柄
の
坂
本
で
あ
る
。
足
柄
の

坂
本
は
甲
斐
の
国
の
南
に
あ
る
の
で
、
倭
建
命
が
甲
斐
国
に
入
っ
た
の
は
南
か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
と
も
か
く
、『
古
事
記
』
の
こ
の
文
を
読
ん
で
新
治
を
は
じ
め
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
だ
っ
た
。
さ
い
わ
い
な

こ
と
に
い
く
つ
も
註
が
つ
い
て
い
た
。
そ
の
一
つ
が
新
治
に
つ
い
て
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。 

 
 

常
陸
国
新
治
郡
新
治
郷
と
筑
波
郡
筑
波
郷
で
、 

 
 

常
陸
の
新
治
や
筑
波
の
地
を
通
り
過
ぎ
て…

…
 

 

こ
の
註
を
見
て
、
わ
た
し
は
あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
が
今
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
、
も
ち
ろ
ん

『
古
事
記
』
で
だ
が
、
常
陸
国
と
い
う
国
が
註
の
中
に
あ
り
、
そ
ん
な
わ
た
し
に
と
っ
て
未
知
の
国
の
中
に
新
治
と
い
う
地

名
が
郡
や
郷
と
な
っ
て
入
り
込
ん
で
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
時
間
を
か
け
て
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
こ

の
註
で
は
新
治
と
筑
波
が
同
じ
場
所
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
原
文
の
漢
字
に
新
治
な
る
地
名
は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
存
在
し
な
い
、
と
い
う
よ
り
、
新
治
な
る
地
名
を
つ
く
っ
た
学
者
が
自
分
の
つ
く
っ
た
地
名
に
こ
ん

な
註
を
つ
け
て
い
た
と
は
。 

 

も
う
一
つ
、
わ
た
し
が
あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
註
を
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
註
も
最
初
は
そ
う
か
と
納
得
し
、
や
が
て

そ
の
お
か
し
さ
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
註
は
御
火
焼
之
老
人
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。 

 
 

夜
の
と
も
し
び
の
た
め
に
火
を
た
く
役
の
老
人
。 

 
 

書
紀
に
は
秉
燭
者

ひ
と
も
す
も
の

と
あ
る
。 

 

こ
の
註
を
見
た
時
、
わ
た
し
は
わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
そ
ん
な
気
分
だ
っ
た
が
、
あ
あ
そ
う
か
と
思
っ

た
。
が
、
し
ば
ら
く
し
て
、
こ
の
註
は
な
ん
だ
と
思
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
、
景
行
天
皇
の
皇

子
で
、
東
征
軍
の
將
軍
で
あ
る
。
そ
の
將
軍
が
甲
斐
国
に
い
る
と
い
う
の
は
、
甲
斐
国
を
征
服
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
征
服
者
が
い
る
と
こ
ろ
は
、
酒
折
宮
で
あ
る
。
宮
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
王
の
居
住
地
で
あ
る
。
そ
ん
な
人
物
と
そ
ん
な

と
こ
ろ
て
、
歌
で
対
等
に
会
話
す
る
人
間
が
、
た
だ
の
火
を
た
く
役
の
老
人
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
が
書
紀
で
は
秉
燭

者
と
あ
る
。
こ
の
註
で
は
ま
す
ま
す
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
註
で
は
、
御
火
焼
之
老
人
が
ど
う
し
て
秉
燭
者
に
な
っ
た
の
か
わ

か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
こ
の
よ
う
な
註
で
は
、
御
火
焼
之
老
人
・
秉
燭
者
そ
の
も
の
も
わ
か
ら
な
い
。 

 

『
古
事
記
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
日
本
語
訳
の
註
を
見
る
か
ぎ
り
、
わ
た
し
は
た
だ
た
だ
あ
っ
け
に
と
ら
れ
る
だ
け
だ
っ

た
。 

 

次
の
文
は
『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
文
で
あ
る
が
、
酒
折
宮
問
答
歌
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ど
ち
ら
も
全
く
同
じ

で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
問
答
歌
と
い
う
の
は
、
現
代
の
学
者
に
よ
っ
て
日
本
語
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
か
に
矛

盾
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
中
心
に
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
『
日
本
書
紀
』
の
そ
の
日
本
語
訳

の
酒
折
宮
問
答
歌
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。 

 

常
陸

ひ

た

ち

を
歴へ

て
、
甲
斐

か

い

国
の
く
に

に
至い

た

り
て
、
酒さ

か

折
宮

を
り
の
み
や

に
居ま 

 

し
ま
す
。
時と

き

に
挙
燭

ひ

と

も

し
て
進み

を

食し

す
。
是こ

の
夜よ

る

、
歌

み
う
た 
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を
以も

て
侍

者

さ
ぶ
ら
ひ
ひ
と

に
問と

ひ
て
曰

の
た
ま

は
く
、 

 

新
治

に
ひ
は
り 

筑
波

つ

く

ば

を
過す

ぎ
て
、
幾
夜

い

く

よ

か
寢ね

つ
る 

 

諸
も
ろ
も
の

の
侍

者

さ
ぶ
ら
ひ
ひ
と

、
え
答こ

た

へ
言も

う

さ
ず
。
時
に
秉
燭
者

ひ
と
も
せ
る
も
の

有あ

り
。 

 

王み
こ

の
歌

み
う
た

の
末す

え

に
続
け
て
、

歌
う
た
よ
み

し
て
曰

の
た
ま

は
く
、 

 

日
日

か

が

並な

べ
て
、
夜よ

に
は
九
夜

こ
こ
の
よ 

日ひ

に
は
十
日

と

お

か

を 

 

即
す
な
は

ち
秉
燭

ひ
と
も
し

人
の
聰

さ
と
り

を
美ほ

め
た
ま
ひ
て
、
敦あ

つ

く

賞
た
ま
ひ
も
の

す
。 

 

則
す
な
は

ち
是こ

の
宮み

や

に
居ま

し
ま
し
て
、

靫

部

ゆ
け
ひ
の
と
も
の

を
以も

て
大
伴

お
ほ
と
も
の 

 

連
む
ら
じ

の
遠
祖
武
曰

と
お
つ
お
や
た
け
ひ

に
賜た

ま

ふ
。 

 

こ
の
文
を
見
て
ま
ず
気
づ
く
の
は
、
こ
の
酒
折
宮
問
答
歌
が
、『
古
事
記
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
と
同
じ
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
本
文
で
は
、『
古
事
記
』
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
足
柄
之
坂
本
、
つ
ま
り
南
か
ら
甲
斐
へ
入
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
『
日
本
書
紀
』
で
は
常
陸

ひ

た

ち

を
歴へ

て
甲
斐
に
、
つ
ま
り
北
か
ら
入
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
問
答
歌
を
旅

の
日
数
と
す
る
た
め
に
は
出
発
点
が
二
か
所
で
は
な
く
一
か
所
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
古
事
記
』
の
註
も

あ
の
よ
う
な
註
だ
っ
た
し
、『
日
本
書
紀
』
の
註
も
次
の
よ
う
な
不
自
然
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

新
治

に
ひ
は
り

・
筑
波

つ

く

ば

は
、
常
陸
国
の
地
名
、
新
治
郡
は
今
、 

 

茨
城
県
眞
壁
郡
の
東
部
、
筑
波
郡
は
同
筑
波
郡
の
大
部
分
。 

こ
ん
な
土
地
名
の
註
に
納
得
す
る
人
は
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
の
時
代
、
景
行
天
皇
の
東

征
の
話
で
あ
る
。
新
治
、
筑
波
が
常
陸

と

き

わ

国
の
地
名
と
い
う
註
な
ど
た
だ
た
だ
あ
っ
け
に
と
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り

な
に
よ
り
、
新
治
と
筑
波
が
同
じ
所
だ
と
い
う
よ
う
な
説
明
は
納
得
し
か
ね
る
も
の
だ
。 

も
う
一
つ
の
註
は
、
秉
燭
者

ひ
と
も
せ
る
も
の

に
つ
い
て
の
も
の
だ
が
、
こ
の
註
を
書
い
た
学
者
に
、
註
は
な
に
か
と
聞
き
た
く
な
っ
た
。

秉
燭
者
の
註
と
し
て
次
の
よ
う
に
か
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

記
に
は
「
御
火
燒
之

み

ひ

た

き

の

老
人

お

き

な

」
と
あ
る
。 

こ
れ
で
は
『
日
本
書
紀
』
が
ど
う
し
て
御
火
燒
之
老
人
を
秉
燭
者
に
か
え
た
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
し
、
秉
燭
者
と
は
何

者
か
も
わ
か
ら
な
い
。 

そ
れ
以
外
に
も
、
こ
の
二
つ
の
酒
折
宮
問
答
歌
に
か
か
わ
る
説
明
文
に
は
お
か
し
な
こ
と
だ
ら
け
で
あ
る
。
そ
の
一
つ

が
、
答
え
た
人
物
の
結
末
で
あ
る
。
読
め
ば
わ
か
る
が
、
『
古
事
記
』
で
は
老
人
は
東

あ
ず
ま

の

国

造

く
に
の
み
や
つ
こ

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
日
本
書
紀
』
で
は
武た

け

日ひ

に
賜
ふ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
変
化
に
つ
い
て
も

註
な
ど
全
く
な
い
。 

さ
て
次
の
章
で
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
を
酒
折
宮
問
答
歌
に
関
す
る
点
に
限
っ
て
の
み
、
そ
の
違
い
を
論
ず
る

こ
と
に
す
る
。 

 
 

 
 

 

３ 

わ
た
し
は
長
い
こ
と
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
と
い
う
名
は
、『
古
事
記
』
で
は
倭
建
命
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
で
は

日
本
武
尊
だ
と
、
当
然
の
ご
と
く
理
解
し
、
書
い
て
き
た
。 

と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
そ
の
知
っ
た
か
ぶ
り
に
首
を
か
し
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

わ
た
し
の
そ
の
知
っ
た
か
ぶ
り
を
支
え
て
い
た
の
は
、
岩
波
書
店
の
日
本
古
典
文
学
大
系
の
そ
れ
も
日
本
語
版
の
『
古
事

記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
の
説
明
が
そ
う
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ど
の
出
版
社
の
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『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
の
説
明
も
、
岩
波
の
と
同
じ
説
明
に
な
っ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
い
つ
頃
か
、
わ
た
し
の
頭
の
中
に
、
こ
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
の
説
明
は
あ
や
し
い
ぞ
、
納
得
で
き
な
い

ぞ
と
疑
問
が
浮
か
ん
で
き
た
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
の
ヤ
マ
ト
と
い
う
の
は
国
名
で
、
た
し
か
こ
の
国
を
つ
く
っ
た

の
は
、
神
武
天
皇
だ
。
神
武
天
皇
が
九
州
か
ら
東
征
し
、
奈
良
を
征
服
し
、
そ
こ
に
新
た
な
国
を
つ
く
っ
た
。
そ
の
国
が
ヤ

マ
ト
で
、『
古
事
記
』
で
は
、
と
い
っ
て
も
、
こ
の
『
古
事
記
』
は
原
文
の
『
古
事
記
』
だ
が
、
ヤ
マ
ト
は
夜
麻
登
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、『
古
事
記
』
こ
の
『
古
事
記
』
は
原
文
で
も
日
本
語
版
で
も
同
じ
だ
が
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
倭
建
命

は
現
在
で
は
す
べ
て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
と
読
ま
れ
て
い
る
。
倭
の
字
は
す
べ
て
ヤ
マ
ト
と
読
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。 現

代
語
版
の
『
古
事
記
』
で
は
、
倭
は
す
べ
て
ヤ
マ
ト
で
あ
る
。『
古
事
記
』
で
は
そ
の
冒
頭
の
神
話
の
と
こ
ろ
に
、
も

ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
神
武
天
皇
は
存
在
し
な
い
が
、
伊
邪
邦
岐
命
と
伊
邪
邦
美
命
の
大
八
島
誕
生
の
神
話
の
中
に
、
一
つ
の

島
と
し
て
、
大
倭
豊
秋
津
島
が
誕
生
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
倭
の
字
が
『
古
事
記
』
に
お
け
る
倭
の
字
の
最
初
で
あ

る
。
現
代
語
版
の
『
古
事
記
』
で
は
こ
の
倭
か
ら
す
べ
て
の
倭
を
ヤ
マ
ト
と
読
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
神
話
の
時
代
、

ヤ
マ
ト
な
る
国
は
存
在
し
て
い
な
い
の
だ
。 

さ
ら
に
い
え
ば
、
神
武
天
皇
の
九
州
で
の
名
が
、
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
で
あ
る
。
現
代
語
版
の
『
古
事
記
』
で
は
こ
の
倭

も
ヤ
マ
ト
と
読
ん
で
い
る
。
こ
れ
も
お
か
し
い
。
そ
れ
に
『
古
事
記
』
の
ど
こ
に
も
倭
を
ヤ
マ
ト
と
読
め
な
ど
書
い
て
い
な

い
の
で
あ
る
。 

な
お
い
え
ば
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
が
書
か
れ
た
六
百
年
か
ら
七
百
年
頃
、
当
時
の
日
本
の
学
者
た
ち
の
頭
の

中
に
は
、
倭
は
日
本
の
唯
一
の
古
代
国
家
と
し
て
生
き
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。 

そ
の
証
と
し
て
、
こ
こ
で
倭
国
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
か
を
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

日
本
の
古
代
史
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
が
書
か
れ
る
以
前
は
、
も
っ
ぱ
ら
中
国
の
史
書
の
中
で
倭
国
と
し
て
描
か

れ
て
い
た
。
そ
の
代
表
的
な
史
書
を
あ
げ
る
と
『
三
国
志
』
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
倭
国
の
こ
と
が
、
魏
志
倭
人
伝
と
し
て
か

な
り
詳
細
に
え
が
か
れ
て
い
る
。
倭
の
女
王
卑
彌
呼
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
も
こ
こ
で
あ
る
。
こ
の
『
三
国
志
』
は
二
百

年
代
に
書
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
倭
国
は
二
百
年
代
前
後
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
他
倭
国
の
歴
史
を
の
せ
る
も
の
は
十
に
お
よ
ぶ
が
、
も
う
一
つ
あ
げ
る
と
『
宋
書
』
が
あ
る
。
こ
の
『
宋
書
』
の
特

徴
は
、
倭
の
五
王
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
武
王
の
こ
と
を
、
使
持

し

じ

節せ
つ

都
督

と

と

く

倭わ

・
新
羅

し

ら

ぎ

・

任
那

み

な

ま

・
加
羅

か

ら

・
秦し

ん

韓か
ん

・
慕ぼ

韓か
ん

・
六り

っ

国こ
く

諸
軍
事

し

ょ

ぐ
ん

じ

・
安
東
大
將
軍

あ
ん
と
う
た
い
し
ょ
う
ぐ
ん

・
倭わ

王お

に
除
す
。
と
い
う
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。 

ま
た
朝
鮮
半
島
で
は
、
古
代
の
日
本
倭
国
の
行
動
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
広
開
土
王
碑
文
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
広
開
土
王
碑
と
い
う
の
は
高
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
の
方
形
の
巨
岩
で
、
そ
こ
に
当
時
の
朝
鮮
半
島
の
歴
史
が
刻
ま

れ
、
そ
の
一
部
に
倭
の
こ
と
が
か
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
代
は
四
百
年
前
後
で
あ
る
。
史
書
と
し
て
は
、『
三
国
史
記
』

が
あ
る
。
こ
の
史
書
は
千
年
前
後
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
倭
国
に
関
す
る
最
初
の
記
事
は
そ
の
新
羅
本
紀
の
倭
人
兵

を
行つ

ら

ね
て
、
辺
を
犯
さ
ん
と
欲
す
の
前
五
〇
年
の
記
事
で
あ
る
。
倭
の
女
王
卑
弥
乎
の
記
録
も
見
え
る
。
ま
た
百
済
本
紀
で

は
倭
国
が
百
済
と
く
ん
で
、
唐
と
新
羅
の
連
合
軍
と
戦
い
大
敗
し
た
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
六
六
三
年
の
白は

く

村
江

す
き
の
え

の
戦
い
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
当
時
の
、
と
い
う
の
は
六
百
年
代
前
後
の
日
本
の
学
者
の
頭
の
中
に
は
倭
国
が
存
在
し
、
そ
の
一
つ
の
中
心

が
倭
建
命
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
倭
は
ヤ
マ
ト
と
は
読
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
お
そ
ら

く
『
古
事
記
』
が
長
い
こ
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
、
こ
の
倭
の
字
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
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そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
「
ヤ
マ
ト
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
ヤ
マ

ト
の
天
皇
家
は
「
ヤ
マ
ト
」
を
前
面
に
お
し
だ
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
倭
で
は
「
ヤ
マ
ト
」
を
前
面
に
お
し
だ
す
こ
と
は

で
き
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
『
古
事
記
』
の
大
倭
豊
秋
津
島
を
『
日
本
書
紀
』
は
大
日
本
豊
秋
津
州
と
書
き
か
え
て
、
日
本
に
次
の
よ
う
な
漢

字
ル
ビ
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
漢
字
ル
ビ
を
見
れ
ば
、『
古
事
記
』
の
倭
が
ヤ
マ
ト
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ

う
。 日

本
と
い
う
字
の
漢
字
ル
ビ
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

日
本
・
此
を
耶
麻
騰
と
云
ふ
。
下
皆
此
に
效
え
。 

こ
の
文
を
訳
す
と
、「
日
本
こ
れ
を
ヤ
マ
ト
と
す
る
。
こ
れ
以
後
ヤ
マ
ト
と
い
う
時
は
、
す
べ
て
日
本
と
す
る
。」 

し
た
が
っ
て
、『
日
本
書
紀
』
の
日
本
武
尊
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
る
。
な
お
『
古
事
記
』
の
倭
建
命
は
ワ
タ

ケ
ル
ミ
コ
ト
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
漢
字
ル
ビ
が
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
漢
字
ル
ビ
は
も
ち
ろ
ん
原
文
の
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
『
古
事
記
』
の
倭
の
字
を
ど
う
読
ん
だ
ら
い
い
の
か
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
少
宮
と
い
う
こ
と
ば
に

つ
け
ら
れ
た
漢
字
ル
ビ
だ
。
少
宮
と
い
う
の
は
、
伊い

ざ

奘
諾

な

ぎ

の

尊
み
こ
と

の
住
居
の
名
前
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
仍
り
て
日
の

少
宮
に
留

と
ど
ま

り
宅す

み
ま
し
き
と
い
う
。 

 

少
宮
・
此
を
倭
柯
美
野
と
い
ふ
。 

こ
の
漢
字
ル
ビ
倭
柯
美
野
は
ワ
カ
ミ
ヤ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
漢
字
ル
ビ
が
問
題
な
の
は
、
倭
の
字
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
倭
の
字
は
発
音
は
「
ワ
」
以
外
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
こ
れ
は
伊
奘
諾
尊
に
関
す
る
話
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
神
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
倭
の
発
音
で
あ
る
。
な
お
『
古
事
記
』
の
原
文
で
は
ヤ
マ
ト
は
「
夜
麻
登
」
に
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ど
う
考
え
て
も
、『
古
事
記
』
の
倭
は
「
ヤ
マ
ト
」
で
は
あ
り
え
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

４ 

 

こ
こ
で
は
酒
折
宮
問
答
歌
が
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
そ
の
日
本
語
版
で
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
は
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
は
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
が
現
在
で
は
そ
の
日
本

語
版
で
読
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
も
長
い
こ
と
こ
の
両
書
が
漢
字
で
書
か
れ
た
も
の
だ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。 

 

さ
て
わ
た
し
が
こ
こ
で
扱
う
の
は
、
岩
波
書
店
の
日
本
古
典
文
学
大
系
の
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答

歌
の
そ
れ
も
日
本
語
版
で
あ
る
。
こ
の
文
は
現
在
日
本
で
た
い
へ
ん
信
頼
さ
れ
て
お
り
、
他
社
の
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書

紀
』
も
ほ
と
ん
ど
岩
波
に
な
ら
っ
て
い
る
。
い
ち
ば
ん
の
例
は
倭
を
「
ヤ
マ
ト
」
と
読
ん
で
い
る
こ
と
で
わ
か
る
。 

 

ま
ず
岩
波
の
『
古
事
記
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
は
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
が
、
そ
の
主
人
公
は
倭
建
命
で
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ

ミ
コ
ト
と
読
ま
れ
て
い
る
。 

 
 

即
ち
其
の
国
よ
り
越
え
て
、
甲
斐

か

ひ

に
出
で
ま
し 

 
 

て
、
酒さ

か

折
宮

お
り
の
み
や

に
坐
し
し
時
、
歌う

た

曰
ひ
た
ま
ひ
し
く
、 

 
 

新
治

に
ひ
は
り 

筑
波

つ

く

ば

を
過
ぎ
て 

幾
夜

い

く

よ

か
寢ね

つ
る 

 
 

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
爾
に
其
の
御
火

み

ひ

焼た
き

の
老お

き 

 
 

人な

、
御
歌
に
続
き
て
歌う

た

曰
ひ
し
く 

 
 

か
が
な
べ
て 

夜よ

に
は
九
夜

こ
こ
の
よ 

日
に
は
十
日

と

お

か

を 

 
 

と
う
た
ひ
き
。
是
を
以
ち
て
其
の
老
人

お

き

な

を
誉ほ

め 
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て
、
即
ち
東

あ
ず
ま

の

国

造

く
に
の
み
や
つ
こ

を
給
ひ
き
。 

 

こ
の
文
の
其
の
国
と
い
う
の
は
足
柄
の
坂
本
で
あ
り
、
足
柄
の
坂
本
は
甲
斐
国
の
南
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
倭
建
命
が

甲
斐
国
へ
入
っ
た
の
は
、
南
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
国
造
と
い
う
の
は
、
古
代
に
お
い
て
は
国
王
に
相
当
す
る
。 

 

な
お
『
古
事
記
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
と
『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
が
こ
の
よ
う
に
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
歌
が

二
つ
の
史
書
に
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
、
ど
ち
ら
か
一
つ
の
史
書
に
し
る
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
わ
た
し

の
論
文
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。『
古
事
記
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
と
比
較
し
て
読
む
と
、
そ
の
違
い
と
か
、
矛
盾
と
か
い
く
つ
も
問
題
点
に
気
づ
く
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
文
も
日
本
語
版
の
も
の
で
あ
る
。 

常
陸

ひ

た

ち

を
歴へ

て
、
甲
斐

か

い

国
の
く
に

に
至い

た

り
て
、
酒さ

か

折
宮

を
り
の
み
や

に 

居ま

し
ま
す
。
時と

き

に
挙
燭

ひ

と

も

し
て
進み

お

食し

す
。
是こ

の
夜よ

る

、 

歌
み
う
た

を
以も

て
侍

者

さ
ぶ
ら
ひ
ひ
と

に
問と

ひ
て
曰

の
た
ま

は
く
、 

 
 

新
治

に
ひ
は
り 

筑
波

つ

く

ば

を
過す

ぎ
て
、
幾
夜

い

く

よ

か
寢ね

つ
る 

 
 

諸
も
ろ
も
の

の
侍

者

さ
ぶ
ら
ひ
ひ
と

、
え
答こ

た

へ
言も

う

さ
ず
。
時
に
秉
燭
者

ひ
と
も
せ
る
も
の

有あ 

り
。
王み

こ

の
歌

み
う
た

の
末す

え

に
続
け
て
、

歌
う
た
よ
み

し
て
曰

の
た
ま

は
く
、 

 

日
日

か

が

並な

べ
て
、
夜よ

に
は
九
夜

こ
こ
の
よ 

日ひ

に
は
十
日

と

お

か

を 

 
 

即
す
な
は

ち
秉
燭

ひ
と
も
し

人
の
聰

さ
と
り

を
美ほ

め
た
ま
ひ
て
、
敦あ

つ

く

賞
た
ま
ひ
も
の 

す
。
則

す
な
は

ち
是こ

の
宮み

や

に
居ま

し
ま
し
て
、

靫

部

ゆ
け
ひ
の
と
も
の

を
以も 

て
大
伴

お
ほ
と
も
の

連
む
ら
じ

の
遠
祖
武
曰

と
お
つ
お
や
た
け
ひ

に
賜た

ま

ふ
。 

 

わ
た
し
は
こ
の
二
つ
の
酒
折
宮
問
答
歌
を
最
初
に
読
ん
だ
時
、
お
か
し
い
と
思
わ
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
同
じ
歌
だ
と

思
い
こ
ん
だ
。
今
に
な
れ
ば
同
じ
こ
と
自
体
が
お
か
し
い
の
だ
が
、
長
い
こ
と
そ
ん
な
こ
と
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
。 

 

わ
た
し
に
と
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
酒
折
宮
問
答
歌
が
、
同
じ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
実
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
、
だ
か
ら

『
古
事
記
』
だ
け
で
は
な
く
『
日
本
書
紀
』
に
書
か
れ
た
の
だ
と
わ
か
る
ま
で
に
は
、
長
い
時
間
が
か
か
っ
た
し
、『
芸
文

類
聚
』
と
い
う
中
国
の
唐
代
の
百
科
事
典
と
の
出
合
が
必
要
だ
っ
た
。 

 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
現
代
語
訳
は
今
で
も
世
の
中
に
ご
く
ふ
つ

う
に
通
用
し
て
い
る
が
、
実
は
な
ん
と
も
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
お
か
し
さ
が
通
用
し
て
い
る
日
本
の
文
化
そ

の
も
の
が
お
か
し
い
と
い
っ
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

そ
の
お
か
し
さ
の
最
初
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
る
。『
古
事
記
』
で
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
倭
建
命

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
誰
も
疑
問
を
投
げ
か
け
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
『
日
本
書
紀
』
の
作
者
は
倭
建
命
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
で
は
な
い
と
、
漢
字
ル
ビ
で
否
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
で
は
冒
頭
の
漢
字
ル
ビ
で
「
ヤ
マ
ト
」
と
い
う
時
は
す
べ
て
「
日
本
」
に
せ
よ
と
記
し
て
い
る
。

な
お
こ
の
漢
字
ル
ビ
は
前
に
記
し
て
あ
る
。
な
お
倭
の
字
音
に
つ
い
て
も
、
倭
の
字
音
は
「
ワ
」
で
あ
る
と
、
漢
字
ル
ビ
で

前
に
説
明
し
た
。 

 

『
日
本
書
紀
』
で
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
日
本
武
尊
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
日

本
語
訳
で
は
倭
建
命
も
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
古
事
記
』
の
ど
こ
に
も
倭
を
ヤ
マ
ト
に
読

め
な
ど
書
い
て
な
い
。 

 

更
に
い
え
ば
、
こ
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
の
相
手
役
の
名
も
ち
が
う
の
で
あ
る
。
い
や
名
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
そ
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の
も
の
が
ち
が
う
の
で
あ
る
。 

 

『
古
事
記
』
で
は
そ
の
相
手
役
は
、
御
火
焼
之
老
人
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
、
そ
の
返
事
が
よ
か
っ
た
と
い
っ
て
、
東

あ
ず
ま

の

国

造

く
に
の
み
や
つ
こ

に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

国

造

く
に
の
み
や
つ
こ

と
い
う
の
は
、
古
代
に
お
い
て
国
王
で
あ
る
。 

 

わ
た
し
が
御
火
焼
之
老
人
を
甲
斐
国
王
と
考
え
る
の
は
、
ま
ず
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
と
歌
で
対
等
に
こ
と
ば
を
か

わ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
景
行
天
皇
の
皇
子
で
、
東
征
軍
の
將
軍
で
あ
る
。
そ
ん
な
人
物
と
対
等

に
、
し
か
も
歌
で
や
り
と
り
の
で
き
る
甲
斐
人
は
、
甲
斐
国
王
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
そ
の
場
所
が
酒
折
宮
で

あ
る
。
宮
と
い
う
の
は
国
王
の
住
居
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
『
古
事
記
』
が
そ
の
存
在
を
長
い
こ
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
は
、
こ
の
よ
う
に
倭
の
存
在
を
、
甲
斐
国

の
存
在
に
認
め
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
の
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
だ
け
を
見
た
だ
け
で
も
十
分
に
わ
か
る
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
倭
を

日
本
に
か
え
、
こ
の
日
本
を
ヤ
マ
ト
と
現
天
皇
家
の
国
名
に
か
え
た
こ
と
で
ま
ず
わ
か
る
。
そ
れ
か
ら
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ

ミ
コ
ト
の
相
手
を
秉
燭
者

ひ
と
も
す
も
の

と
し
た
こ
と
も
同
じ
で
あ
る
。
秉
燭
者
に
は
ど
う
考
え
て
も
倭
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の

こ
と
ば
の
意
味
は
、
灯
を
手
に
も
っ
て
散
歩
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

な
お
『
古
事
記
』
で
は
こ
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
結
論
は
、
老
人

お

き

な

を
東
国
造
に
し
て
終
っ
て
お
り
、
甲
斐
国
の
存
在
を
う
か

が
わ
せ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
宮み

や

に
居ま

し
ま
し
て
、

靫

部

ゆ
け
ひ
の
と
も
の
を

を
以も

て
大
伴

お
ほ
と
も
の

連
む
ら
じ

の
遠
祖
武
曰

と
お
つ
お
や
た
け
ひ

に
賜た

ま

う
。
こ
こ
で
は
こ
こ
の
説
明
を
見
て
、
そ
こ
に

甲
斐
国
の
存
在
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
ヤ
マ
ト
天
皇
家
以
外
の

王
国
を
す
べ
て
否
定
し
て
い
る
の
だ
。 

最
後
に
こ
の
二
つ
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
違
い
を
述
べ
る
と
、『
古
事
記
』
で
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
足
柄
の
坂
本

か
ら
甲
斐
の
酒
折
宮
に
入
っ
て
い
る
。
足
柄
の
坂
本
は
甲
斐
国
の
南
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
、

甲
斐
国
へ
南
か
ら
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
『
日
本
書
紀
』
で
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
常
陸
か
ら
甲
斐
国
の
酒
折
宮
へ
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
常

陸
は
甲
斐
国
の
北
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
、
明
ら
か
に
北
か
ら
甲
斐
国
の
酒
折
宮
へ
入
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。 

な
ぜ
こ
ん
な
違
い
に
な
っ
た
か
は
、
も
う
一
つ
問
題
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の

は
、『
古
事
記
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
と
『
日
本
書
紀
』
の
問
答
歌
が
、
も
ち
ろ
ん
現
代
語
訳
で
だ
が
、
全
く
同
じ
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。 

ま
ず
『
古
事
記
』
の
問
答
歌
を
あ
げ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

新
治

に
ひ
は
り 

筑
波

つ

く

ば

を
過す

ぎ
て
、
幾
夜

い

く

よ

か
寢ね

つ
る 

 
 

か
が
な
べ
て
、
夜よ

に
は
九
夜

こ
こ
の
よ 

日ひ

に
は
十
日

と

お

か

を 

 

そ
れ
に
た
い
し
て
、『
日
本
書
紀
』
で
は
問
答
歌
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

新
治

に
ひ
は
り 

筑
波

つ

く

ば

を
過す

ぎ
て
、
幾
夜

い

く

よ

か
寢ね

つ
る 

 
 

日
日

か

が

並な

べ
て
、
夜よ

に
は
九
夜

こ
こ
の
よ 

日ひ

に
は
十
日

と

お

か

を 

 

見
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、『
古
事
記
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
と
、『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
と
は
お
な
じ
で
あ
る
。
こ

ん
な
こ
と
っ
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
元
来
註
と
い
う
の
は
、
理
解
で
き
な
い
原
語
に
つ
け
る
も
の
だ
。
訳
語
な
ど
に
註
は
つ
け
な
い
の
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で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
新
治
に
、
も
ち
ろ
ん
、
原
文
に
新
治
な
ど
と
い
う
地
名
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
註
が
つ
い
て
い
る
。

こ
れ
は
『
古
事
記
』
の
註
で
あ
る
。
新
治
に
つ
い
て
で
あ
る
。 

 
 

常
陸

と

き

わ

国
新
治
郡
新
治
郷
と
筑
波
郡
筑
波 

 
 

郷
で
、
常
陸
の
新
治
や
筑
波
を
通
り
過
ぎ
て 

 

こ
の
註
は
常
陸
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
が
、
常
陸
と
い
う
地
名
は
、『
日
本
書
紀
』
を
読
ん
で
い
な
い
人
間
に
は
全
く
わ

か
ら
な
い
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
で
て
く
る
地
名
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
新
治
郡
新
治
郷
と
か
筑
波
郡
筑
波
郷
な
る

国
名
も
全
く
不
可
解
で
あ
る
。
ま
た
御
火
焼
之
老
人
の
註
に
書
紀
に
は
秉
燭
者
と
あ
る
に
い
た
っ
て
は
註
と
は
な
に
か
と

き
き
た
く
な
る
。 

 

『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
も
こ
の
問
答
歌
を
筑
波
か
ら
酒
折
宮
ま
で
い
く
日
か
か
っ
た
か
と
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ

コ
ト
が
た
ず
ね
た
の
に
、『
古
事
記
』
で
は
御
火
焼
之
老
人
が
九
夜
十
日
で
す
と
答
え
、『
日
本
書
紀
』
で
は
秉
燭
者
が
九
夜

十
日
だ
と
答
え
た
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
も
お
か
し
い
。
た
ず
ね
た
の
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
る
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
天
皇
の
皇
子

で
、
東
征
軍
の
將
軍
で
あ
る
。
そ
の
將
軍
が
甲
斐
の
酒
折
宮
へ
入
っ
た
と
い
う
の
は
、
甲
斐
国
を
征
服
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
ん
な
將
軍
が
、
筑
波
か
ら
酒
折
宮
ま
で
い
く
日
か
か
っ
た
か
た
ず
ね
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
。
百
歩
ゆ
ず
っ
て
、
旅

の
日
数
を
き
い
た
と
し
て
、
南
か
ら
酒
折
宮
へ
入
っ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
と
北
か
ら
酒
折
宮
に
入
っ
た
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
同
じ
九
夜
十
日
だ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
以
上
に
お
か
し
い
の
は
、『
日
本
書
紀
』
の
九
夜
十
日
と
い

う
返
事
は
二
度
目
で
あ
る
。
こ
ん
な
返
事
を
二
度
も
す
る
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
り
う
る
こ
と
で
は
な
い
。 

 

こ
こ
ま
で
は
ど
う
に
か
考
え
た
が
、
長
い
こ
と
こ
こ
で
と
ど
ま
り
、
こ
こ
か
ら
先
へ
は
一
歩
も
す
す
め
な
く
な
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

５ 

 

『
日
本
書
紀
』
と
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
岩
波
版
の
も
の
だ
が
、
わ
た
し
は
そ
の
解
説
文
を
読
ん
で
い
た
。
す
る
と
そ

こ
に
中
国
の
古
典
の
影
響
を
受
け
て
『
日
本
書
紀
』
が
い
か
に
つ
く
ら
れ
た
か
と
書
い
て
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、『
古
事
記
』

や
『
日
本
書
紀
』
が
書
か
れ
た
時
代
、
七
百
年
代
、
日
本
に
は
日
本
語
が
、
こ
の
日
本
語
と
い
う
の
は
、
ひ
ら
が
な
や
か
た

か
な
の
こ
と
だ
が
、
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
、
文
は
す
べ
て
漢
字
で
書
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
想
像
以
上
に
中
国
古
典

の
影
響
が
強
か
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
っ
と
も
そ
の
漢
字
は
二
種
類
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
は
中
国
文
の
漢
字
だ

が
、
も
う
一
つ
は
、
日
本
語
を
漢
字
音
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
歌
や
人
名
、
地
名
が
す
べ
て
そ
う
で
あ

る
。 

 

『
日
本
書
紀
』
が
い
ち
ば
ん
影
響
を
う
け
た
中
国
古
典
は
『
芸
文
類
聚
』
だ
と
書
い
て
あ
り
、
そ
の
『
芸
文
類
聚
』
に
つ

い
て
、
か
な
り
く
わ
し
い
説
明
が
書
い
て
あ
っ
た
。
わ
た
し
が
『
芸
文
類
聚
』
を
知
っ
た
の
は
こ
の
時
が
は
じ
め
て
だ
っ
た
。 

 

も
っ
と
も
そ
ん
な
古
典
が
身
近
に
あ
っ
て
も
、
当
時
の
わ
た
し
に
は
中
国
語
を
読
む
な
ど
と
う
て
い
で
き
な
か
っ
た
の

で
、
手
に
と
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
ろ
う
。 

 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
解
説
文
は
異
常
な
ほ
ど
『
芸
文
類
聚
』
を
く
わ
し
く
説
明
し
て
い
た
。 

書
紀
の
編
者
が
そ
の
潤
色
の
た
め
に
大
い
に
利
用
し
た
の
は
、
ま

ず
唐
人
欧
陽
詢
ら
の
撰
し
た
『
芸
文
類
聚
』
百
巻
が
あ
げ
ら
れ
る

（
高
祖
の
武
徳
七
年
六
二
四
奏
上
。
）…

 

こ
の
書
は
い
わ
ゆ
る

「
類
書
」
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
、
書
名
の
示
す
如
く
、

天
部
以
下
災
異
部
に
わ
た
っ
て
類
聚
し
た
唐
以
前
の
代
表
的
佳
句

佳
文
の
芸
文
（
詞
華
）
が
殆
ん
ど
す
べ
て
収
集
さ
れ
て
い
る
。『
芸

文
類
聚
』
は
、
た
と
え
百
巻
の
大
巻
の
大
部
に
及
ぶ
に
し
て
も
、
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編
者
ら
に
は
そ
の
利
用
の
た
め
の
便
宜
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。…

 
当
時
、
書
紀
の
編
者
は
、
こ
の
一
大
類
書
を
参
照
し
て
書
紀
を
述

作
し
た
と
い
う
事
実
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。 

 

こ
こ
で
い
う
類
書
と
い
う
の
は
、
現
代
の
百
科
事
典
の
こ
と
で
あ
り
、
書
紀
と
い
う
の
は
『
日
本
書
紀
』
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
書
紀
の
編
者
の
利
用
と
な
っ
て
い
る
が
、『
古
事
記
』
の
編
者
も
利
用
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

宮
中
に
図
書
館
が
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
よ
う
な
中
国
古
典
が
そ
な
わ
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
の
書
紀
の
『
芸
文
類
聚
』
の
紹
介
は
そ
れ
な
り
に
勉
強
に
な
っ
た
が
、『
芸
文
類
聚
』
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
利
用

し
た
か
、
つ
ま
り
『
芸
文
類
聚
』
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
紹
介
さ
れ
て
な
か
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
は
特
に
ひ
か

れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
。
そ
の
類
書
を
手
に
と
り
た
い
と
も
思
は
な
か
っ
た
。 

 

そ
れ
で
も
中
国
の
漢
字
を
少
し
は
勉
強
し
な
い
と
酒
折
宮
問
答
歌
が
い
き
ず
ま
っ
た
ま
ま
に
終
っ
て
し
ま
う
、
ひ
と
つ

こ
の
行
き
詰
り
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
中
国
へ
漢
字
の
勉
強
に
行
く
か
と
考
え
た
。 

 

そ
の
未
、
中
国
の
成
都
の
四
川
大
学
へ
客
員
教
授
と
し
て
留
学
で
き
た
。
成
都
の
町
は
わ
た
し
に
と
っ
て
魅
力
的
だ
っ

た
。
中
国
の
古
典
が
意
外
な
ほ
ど
容
易
に
手
に
入
っ
た
。『
芸
文
類
聚
』
の
四
冊
本
も
手
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
で
も
当
時

わ
た
し
は
中
国
語
を
全
く
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
そ
の
作
品
を
あ
け
て
見
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
先
の
『
芸

文
類
聚
』
の
解
説
で
百
巻
と
書
い
て
あ
っ
た
が
、
当
時
は
す
べ
て
手
書
で
、
巻
物
だ
っ
た
の
で
百
巻
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

わ
た
し
は
成
都
で
勉
強
す
る
ど
こ
ろ
か
楽
し
ん
で
し
ま
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
写
真
で
し
か
み
た
こ
と
の
な
い
中
国
骨

董
が
、
た
と
え
ば
青
銅
器
と
か
唐
三
彩
と
か
各
種
の
陶
器
や
土
器
が
、
し
か
も
わ
た
し
が
買
え
る
値
段
で
わ
た
し
の
前
に

出
現
し
た
か
ら
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
山
水
画
や
美
人
画
が
町
に
あ
ふ
れ
、
そ
れ
も
自
由
に
手
に
入
っ
た
か
ら
だ
。 

わ
た
し
は
ろ
く
な
勉
強
も
で
き
ず
成
都
か
ら
日
本
に
帰
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
も
さ
す
が
に
漢
字
の
勉
強
を
は
じ
め
た
。
と
い

っ
て
そ
れ
が
勉
強
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
い
つ
頃
か
わ
た
し
は
李
白
や
杜
甫
や
白
居
易
の
詩
が
好
き
に
な
り
め
っ
た
や
た
ら

と
読
み
は
じ
め
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
時
、
漢
字
の
勉
強
を
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
意
識
は
全
く
な
か
っ
た
。
が
、
そ
れ
が

勉
強
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

い
ず
れ
に
し
ろ
、
わ
た
し
が
目
に
す
る
の
は
漢
字
だ
け
に
な
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

６ 

 

最
近
に
な
っ
て
、
わ
た
し
は
白
居
易
の
長
詩
長
恨
歌
や
琵
琶
行
を
そ
ら
ん
じ
ら
れ
る
ほ
ど
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
少
し

は
中
国
語
が
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
よ
う
や
く
に
『
芸
文
類
聚
』
を
手
に
と
っ
た
。 

 

す
る
と
冒
頭
の
巻
一
天
部
天
項
か
ら
思
い
が
け
な
い
文
が
と
び
こ
ん
で
き
た
。
と
っ
さ
に
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
っ
た
文
か
気

が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
す
ぐ
に
思
い
出
し
た
。
な
る
ほ
ど
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
と
わ
た
し
は
ひ
と
り
う
な
づ
い
た
。 

 

わ
た
し
は
『
日
本
書
紀
』、
そ
れ
は
日
本
語
版
だ
が
、
読
む
ご
と
に
、
い
つ
も
こ
の
文
は
な
ん
だ
と
ひ
っ
か
か
る
と
こ
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
文
で
あ
る
。 

 
 

古
い
に
し
え

に
天
地

あ
め
の
ち

未い
ま

だ
剖わ

か

れ
ず
、
陰
陽

め

を

分わ
か

れ
ざ
り
し
と 

 
 

き
渾
沌

ま

ろ

か

れ
た
る
こ
と
鶏
子

と
り
の
こ

の
如ご

と

く
し
て…

 

 

も
ち
ろ
ん
こ
の
文
は
『
日
本
書
紀
』
の
冒
頭
の
天
地
創
造
の
文
で
、
わ
た
し
が
こ
の
文
の
ど
こ
に
ひ
か
か
っ
た
か
と
い
え

ば
、
鶏
子
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
鶏
子
と
い
う
の
は
、
ニ
ワ
ト
リ
の
タ
マ
ゴ
の
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ワ
ト
リ
の
タ
マ
ゴ
が
白

味
と
黄
味
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
天
と
地
が
分
れ
て
い
な
い
で
一
つ
に
な
っ
て
い
る
比
喩
に
た
と
え
た
の
だ
が
、
そ

こ
に
ニ
ワ
ト
リ
の
タ
マ
ゴ
を
も
っ
て
く
る
と
は
、
あ
ま
り
に
も
と
う
と
つ
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
が
『
芸
文
類
聚
』
に
次
の
二
つ
の
文
が
あ
っ
た
。 

（
１
）
天
如
雞
子
。  
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（
２
）
天
地
混
沌
如
雞
子
。 

 

ど
ち
ら
の
文
も
天
と
地
が
創
世
期
に
は
ま
だ
分
れ
て
な
く
、
ニ
ワ
ト
リ
の
タ
マ
ゴ
の
よ
う
に
一
体
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
が
創
成
期
を
ニ
ワ
ト
リ
の
卵
に
た
と
え
た
の
は
『
芸
文
類
聚
』
に
よ

っ
た
こ
と
だ
と
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
酒
折
宮
問
答
歌
が
『
芸
文
類
聚
』
と
か
か
わ
り
が
あ
る
と
は
思

わ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
中
に
十
日
と
い
う
こ
と
ば
を
見
い
だ
し
た
時
、
こ
の
十
日
は
酒
折
宮
問
答
歌
の
十
日
か
も
し
れ
な
い

ぞ
と
考
え
は
じ
め
た
。
こ
の
『
芸
文
類
聚
』
の
十
日
と
い
う
の
は
、
旅
の
十
日
で
は
な
く
、
十
の
太
陽
で
あ
り
、
羿
の
弓
で

射
ち
落
さ
れ
た
九
の
太
陽
は
九
烏
で
あ
り
、
当
時
と
い
う
の
は
中
国
古
代
の
堯
帝
に
そ
む
い
た
九
つ
の
国
で
も
あ
っ
た
。 

こ
の
記
事
は
『
芸
文
類
聚
』
の
中
に
ま
ず
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
『
芸
文
類
聚
』
は
当
時
の
類
書
、
百
科
事

典
で
、
当
時
の
中
国
や
日
本
の
学
者
た
ち
に
そ
れ
な
り
に
信
頼
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

大
荒
之
中
暘
谷
上
有
扶
桑
十
日
所
九
日
居
下
。 

 

こ
の
文
の
大
荒
と
い
う
の
は
、
中
国
の
東
に
広
が
る
大
海
原
の
こ
と
で
あ
る
。
太
陽
が
そ
こ
か
ら
あ
が
る
の
で
、
太
陽
の

住
居
が
そ
こ
に
あ
る
と
古
代
の
中
国
人
は
考
え
、
暘
谷
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
太
陽
の
住
居
な
の
で
、
そ
の
谷
に
扶
桑
と

い
う
神
木
が
は
え
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
「
十
日
所
浴
九
日
居
下
」
で
あ
る
。 

 

わ
た
し
は
こ
の
文
を
見
た
時
、
古
代
の
中
国
人
は
、
そ
し
て
古
代
の
日
本
人
も
、
と
い
っ
て
も
古
代
の
中
国
人
の
学
者
と

日
本
人
の
学
者
と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
れ
な
り
に
み
ご
と
に
太
陽
に
つ
い
て
考
え
た
も
の
だ
と
感
心
し
た
。 

 

十
日
所
浴
と
い
う
の
は
、
十
の
太
陽
が
浴
す
る
、
体
を
冷
す
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
太
陽
が
火
の
玉
に
見
え
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
太
陽
が
も
え
つ
き
な
い
の
は
、
十
あ
っ
て
、
ま
い
日
体
を
冷
し
て
は
交
代
で
空
に
火
の
玉
に
な
っ
て
か
が
や

く
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
と
考
え
た
の
だ
。 

 

昼
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
古
代
中
国
人
は
夜
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
そ
の
夜
を
次
の
こ

と
ば
だ
と
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
『
古
事
記
』
の
作
者
も
『
日
本
書
紀
』
の
作
者
も
夜
を
次
の
よ
う
に
理
解
し

た
に
ち
が
い
な
い
。 

 
 

日
中
有
三
足
烏
。 

 

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
す
る
と
、
太
陽
の
中
に
三
本
足
の
カ
ラ
ス
が
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
夜

と
は
、
三
本
足
の
カ
ラ
ス
が
太
陽
の
住
人
に
な
る
こ
と
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。 

 

次
の
『
芸
文
類
聚
』
の
文
は
『
淮
南
子
』
の
引
用
文
で
あ
る
。
『
淮
南
子
』
と
い
う
の
は
前
漢
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
思
想

史
で
、
当
時
の
、
と
い
う
の
は
前
漢
時
代
か
ら
の
古
代
中
国
人
と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
こ
と
を
、
現
実
だ
と

信
じ
て
い
た
。 

 

『
芸
文
類
聚
』
の
作
者
も
そ
う
信
じ
て
い
た
し
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
作
者
た
ち
も
そ
う
信
じ
て
い
た
。
そ
の
『
淮

南
子
』
の
文
を
眞
実
だ
と
引
用
し
た
の
が
次
の
『
芸
文
類
聚
』
の
文
で
あ
る
。
な
お
『
淮
南
子
』
を
つ
く
っ
た
の
は
劉
安
と

い
う
人
物
で
あ
る
。 

 
 

堯
時
十
日
並
出
草
木
燋
枯
堯
命
羿
仰
射
十
日
中
其
九
烏
皆
死
墮
羽
翼
。 

 

こ
の
文
を
そ
の
ま
ま
訳
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

堯
皇
帝
の
時
、
空
に
十
の
太
陽
が
同
時
に
出
現
し
た
。
熱
く
て
草
木
が
焼
け
枯
れ
た
。
そ
こ
で
堯
皇
帝
は
弓
の
名
人
で
あ

る
羿
に
九
つ
の
太
陽
を
射
落
し
て
こ
い
と
命
じ
た
。
羿
は
太
陽
に
む
か
っ
て
矢
を
は
な
ち
、
十
の
太
陽
の
う
ち
九
こ
の
太
陽

を
射
落
し
た
。
こ
の
文
で
は
射
落
し
た
九
つ
の
太
陽
を
九
烏
と
書
い
て
い
る
が
、
太
陽
の
中
の
三
本
足
の
烏
は
、
ま
た
夜
の

こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
て
こ
の
話
は
太
陽
の
こ
と
で
は
な
く
も
う
一
つ
別
の
話
し
に
と
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
堯
と
い
う
人
物
は
、
堯
舜
と
並

び
称
さ
れ
る
古
代
中
国
の
二
人
の
聖
帝
の
一
人
で
あ
る
。
聖
帝
と
い
わ
れ
る
の
は
、
中
国
を
平
和
に
統
一
支
配
し
た
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
堯
が
出
現
し
た
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
皇
帝
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
い
え
ば
、
中

国
を
平
和
に
統
一
支
配
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
中
国
に
十
の
太
陽
が
出
現
し
て
草
木
を
燋
枯
し
た
と
い
う
の
は
、

住
み
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
九
つ
の
国
が
反
乱
し
た
の
で
、
皇
帝
堯
が
弓
の
名
人
羿
に
、
と
い
う
こ
と
は
す
ぐ
れ

た
武
力
を
行
使
し
て
そ
の
九
つ
の
国
を
平
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

当
時
は
、
と
い
う
の
は
『
芸
文
類
聚
』
が
書
か
れ
た
当
時
は
と
い
う
こ
と
だ
が
、
当
時
の
中
国
人
は
、
こ
こ
で
は
当
時
の

学
者
た
ち
は
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
し
て
、
そ
の
『
芸
文
類
聚
』
を
読
ん
だ
当
時
の
日
本
人
の
学
者
た

ち
も
、
こ
の
話
を
征
服
譚
と
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
旅
行
譚
な
ど
と
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
そ

ん
な
旅
行
譚
を
当
時
必
要
と
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
酒
折
宮
問
答
歌
が
ど
の
よ
う
に
『
芸
文
類
聚
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
の
説
明
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
説
明

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
一
例
と
し
て
、
『
芸
文
類
聚
』
の
第
十
一
の
帝
王
部
一
に
天
皇
氏
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
天
皇
氏
は
か
ん
た
ん
な

も
の
だ
が
、
天
皇
と
い
う
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
称
号
は
こ
こ
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は
思
っ
て

い
る
。 

 

そ
れ
よ
り
な
に
よ
り
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
は
神
話
の
部
分
を
の
ぞ
き
、
す
べ
て
天
皇
を
中
心
に
歴
史
が
し
る
さ
れ

て
い
る
。
中
国
を
代
表
す
る
『
史
記
』
や
『
三
国
志
』
な
ど
に
は
こ
の
よ
う
な
皇
帝
を
中
心
と
し
た
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
『
芸
文
類
聚
』
で
は
歴
史
を
帝
王
を
中
心
に
か
い
て
い
る
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
が
こ
の
『
芸
文

類
聚
』
の
帝
王
部
と
同
じ
書
き
方
を
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
酒
折
宮
問
答
歌
が
陽
に
陰
に
『
芸

文
類
聚
』
の
影
響
を
う
け
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

７ 

 

こ
こ
か
ら
酒
折
宮
問
答
歌
そ
の
も
の
を
扱
う
こ
と
に
す
る
が
、
わ
た
し
は
長
い
こ
と
酒
折
宮
問
答
歌
と
は
、
岩
波
書
店
の

日
本
古
典
文
学
大
系
の
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
る
酒
折
宮
問
答
歌
が
酒
折
宮
問
答
歌
そ
の
も

の
だ
と
信
じ
て
論
文
を
書
い
て
き
た
。
そ
う
で
は
な
い
と
気
が
つ
い
て
、
わ
た
し
の
そ
れ
ま
で
酒
折
宮
問
答
歌
に
つ
い
て
書

い
た
論
文
が
す
べ
て
だ
め
だ
と
気
づ
い
た
の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
だ
っ
た
。
現
在
酒
折
宮
問
答
歌
再
考
と
い
う
テ
ー
マ
で
そ

の
論
文
を
書
き
な
お
し
て
い
る
。
そ
の
わ
た
し
の
ミ
ス
を
お
ぎ
な
う
た
め
で
あ
る
。 

 

そ
れ
な
ら
酒
折
宮
問
答
歌
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
は
何
語
で
書
か
れ
た
か
と
い
え
ば
、
漢
字
で
書
か
れ
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
漢
字
は
二
種
類
か
ら
な
っ
て
い
る
。
三
種
類
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
漢
字
の
中
心
と
な
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
中
国
語
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
説
明
文
は
中
国
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
歌
の
部
分
は
、
日
本
語
な
の
で
、
日
本
語
を
漢
音
を
利
用
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
ヤ
マ
ト
」

と
い
う
日
本
語
を
「
夜
麻
登
」
と
す
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
も
う
一
つ
の
漢
字
の
用
法
は
日
本
独
自
の
漢
字
の
よ
み
方
、

た
と
え
ば
、「
ア
ズ
マ
」
を
東
の
漢
字
で
読
む
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
は
、
と
い
う
こ
と
は
、
酒
折
宮
問
答
歌
は
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
三
種
類

の
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
長
い
こ
と
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
た
と
信
じ
、
そ
の
日
本
語
の
酒
折
宮
問
答

歌
が
お
か
し
い
と
ろ
ん
じ
て
き
た
の
だ
か
ら
い
や
は
や
で
あ
る
。 

 

さ
て
そ
の
わ
た
し
が
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
い
た
日
本
語
の
酒
折
宮
問
答
歌
を
あ
ら
た
め
て
こ
こ
に
記
し
て
、
私
の
論
を
は
じ

め
る
こ
と
に
す
る
。 

 

そ
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
日
本
語
版
は
、
同
じ
も
の
が
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
両
方
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

『
古
事
記
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

新
治

に
ひ
は
り 

筑
波

つ

く

ば

を
過す

ぎ
て
、
幾
夜

い

く

よ

か
寢ね

つ
る 



- 15 - 

 

 
 

か
が
な
べ
て
、
夜よ

に
は
九
夜

こ
こ
の
よ 

日ひ

に
は
十
日

と

お

か

を 

 

こ
の
歌
は
、
貭
問
し
た
の
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
、
『
古
事
記
』
で
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
を
倭
建
命
と
書

い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
答
え
た
の
は
ミ
ヒ
タ
キ
ノ
オ
キ
ナ
、『
古
事
記
』
で
は
御
火
燒
之
老
人
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
『
古
事
記
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
に
対
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
の
日
本
語
の
酒
折
宮
問
答
歌
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。 

新
治

に
ひ
は
り 

筑
波

つ

く

ば

を
過す

ぎ
て
、
幾
夜

い

く

よ

か
寢ね

つ
る 

 
 

日
日

か

が

並な

べ
て
、
夜よ

に
は
九
夜

こ
こ
の
よ 

日ひ

に
は
十
日

と

お

か

を 

こ
の
歌
は
貭
問
者
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
で
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
を
日
本
武
尊
と

記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
答
者
は
、
ヒ
ト
モ
セ
ル
モ
ノ
、
秉
燭
者
に
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
た
ず
ぬ
る
人
と
答
え
る
人
を
見
た
だ
け
で
も
、
『
古
事
記
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
と
『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌

が
同
一
だ
と
い
う
の
は
お
か
し
い
の
に
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
『
古
事
記
』
で
は
南
か
ら
酒
折
宮
に
入
っ
て
い
る
の

に
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
北
か
ら
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
ち
ら
も
同
じ
旅
の
歌
だ
と
い
う
こ
と
な
ど
あ
り
え
な

い
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
酒
折
宮
問
答
歌
に
は
も
っ
と
お
か
し
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
註
に
つ
い
て
で
あ
る
。
註
と
い
う
の
は
、

原
則
と
し
て
原
文
に
つ
く
も
の
で
あ
る
。
訳
語
に
つ
く
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
、
関
係
の
な
い
他
の
語
を
指
示
す
る
も

の
で
も
な
い
。
実
は
酒
折
宮
問
答
歌
に
は
そ
の
よ
う
な
註
に
も
な
ら
な
い
註
が
い
く
つ
も
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
例
を
一
つ
だ
け
あ
げ
て
お
く
。
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
秉
燭
者
の
註
で
あ
る
。 

 

秉
燭
者
の
註
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

記
に
は
「
御
火
燒
之
老
人
」
と
あ
る
。
こ
の
秉 

燭
者
に
は
ど
こ
を
見
て
も
老
人
な
ど
い
う
文
字 

は
な
い
。
こ
の
註
が
註
に
な
っ
て
い
な
い
の
は 

今
更
述
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
に 

も
秉
燭
者
の
説
明
が
な
い
の
だ
。 

そ
れ
よ
り
な
に
よ
り
、
『
古
事
記
』
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
現
在
で
は
倭
建
命
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
原
典
と
い

う
の
は
、
す
べ
て
漢
字
で
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
原
典
に
書
か
れ
て
い
る
倭
建
命
を
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
な
ど
読
め
と

は
、
原
典
の
『
古
事
記
』
に
は
ど
こ
に
も
指
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

８ 

と
も
か
く
こ
こ
で
原
典
に
も
ど
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
『
古
事
記
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
原
典
に
も
ど
る
こ
と
に
す
る
。 

 

次
の
貭
問
を
発
し
た
の
は
、『
古
事
記
』
で
は
倭
建
命
で
あ
り
、
答
え
た
の
は
御
火
燒
之
老
人
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
関

係
は
、
征
服
者
と
被
征
服
者
で
あ
る
。
征
服
の
た
め
に
旅
を
し
て
歩
い
て
甲
斐
国
に
来
た
の
は
倭
建
命
で
あ
る
。
そ
れ
を
む

か
え
て
答
え
た
の
が
御
火
燒
之
老
人
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
会
見
が
ど
こ
で
お
こ
な
わ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
酒
折
宮
で
あ
る
。

住
居
に
「
宮
」
が
つ
け
ば
、
こ
の
当
時
は
王
宮
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
す
べ
て
頭
に
入
れ
て
、
次
の
原
典
の
酒
折
宮
問

答
歌
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
次
の
文
は
七
一
二
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

即 

自
二

其 

国
一

越 

出
二

甲 

斐
一

、
坐
二

酒 

折 

宮
一

之 

時
、
歌 

曰
、 

 
 

邇 

比 

婆 

理 

都 

久 

波 

袁 

須 

疑 

弖 

伊 

久 

用 

加 

泥 

都 

流 

爾 

其 

御 

火 

燒 

之 

老 

人
、
続
二

御 

歌
一

以 

歌 

曰
、 

迦 

賀 

那 

倍 

弖 

用 

邇 

波 

許 

許 

能 

用 
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比 

邇 

波 

登 

袁 

加 

袁 
是 
以 
誉
二

其 

老 

人
一

、
即 

給
二

東 

国 

造
一

也
。 

 

こ
こ
で
は
『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
と
比
較
し
な
が
ら
酒
折
宮
問
答
歌
を
追
求
し
た
い
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、『
古

事
記
』
の
一
つ
の
特
徴
を
説
明
し
て
お
く
。
そ
れ
は
前
の
文
の
其
国
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
其
国
と
い
う
の
は
足
柄
之
坂

本
の
こ
と
で
、
こ
の
国
は
甲
斐
国
の
南
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
古
事
記
』
の
倭
建
命
は
甲
斐
国
の
南
か
ら
甲
斐
国
に
入
っ

た
こ
と
に
な
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
、『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

歴
二

常 

陸
一

至
二

甲 

斐 

国
一

居
二

于 
酒 

折 

官
二

時 

挙
ヘ

燭 

 
 

而 

進 

食
。
是 

夜
、
以
レ

歌 

之 

問
二

侍 
者
一

曰 

珥 

比 

麼 

利 

菟 

玖 

波 

塢 

須 

擬 

氐 

異 

玖 

用 

伽 

禰 
菟 
流 

諸 

侍 

者 

不
二

能 

答 

言
一

時 

有
二

秉 

燭 

者
一

続
二

王 
歌 

之 

未
一 

而 

歌 

曰 

伽 

餓 

奈 

倍 

氐 

用 

珥 

波 

虛 

虛 

能 

用 

比 

珥 

波 

苔 

塢 

伽 

塢 

『
古
事
記
』
の
其
国
に
対
し
、『
日
本
書
紀
』
で
は
歴
常
陸
と
な
っ
て
い
る
。
常
陸
は
明
ら
か
に
甲
斐
国
の
北
に
あ
り
、
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
北
か
ら
甲
斐
国
に
入
っ
た
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
『
古
事
記
』
の
甲
斐
国
へ
の
南
入
説
が
ま
ち

が
っ
て
い
た
の
で
、『
日
本
書
紀
』
は
北
入
説
に
か
え
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
岩
波
書
店
の
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
を
は
じ
め
と
し
て
他
の
出
版
社
の
酒
折

宮
問
答
歌
も
す
べ
て
が
と
い
う
こ
と
だ
が
、
現
在
で
は
、
岩
波
の
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
と
同
じ
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
酒
折
宮
問
答
歌
と
い
う
の
は
現
代
の
学
者
に
現
代
語
に
訳
さ
れ
た
酒
折
宮
問
答
歌
の
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
は
そ
の
方
が
読
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
こ
こ
で
、
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
ち
が
い
を
あ
ら
た
め
て
述
べ
た
い
。
そ
の
ち
が
い
の
中
心
は
ヤ
マ
ト
に

見
ら
れ
る
。
現
在
の
日
本
語
に
さ
れ
た
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
で
は
倭
も
日
本
も
す
べ
て
ヤ
マ
ト
に
な
っ
て
い
る
が
、

原
典
で
は
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

 

岩
波
の
『
古
事
記
』
で
は
大
八
島
誕
生
と
い
う
神
話
の
中
で
、
そ
の
一
つ
の
島
の
誕
生
名
と
し
て
、
大
倭
豐
秋
津
島
と
し
、

こ
の
倭
を
ヤ
マ
ト
と
読
ん
で
い
る
。
こ
の
倭
の
字
を
ヤ
マ
ト
と
読
め
な
ど
『
古
事
記
』
の
ど
こ
に
も
書
い
て
い
な
い
。
現
代

の
日
本
の
学
者
た
ち
は
そ
れ
を
無
視
し
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
倭
の
読
み
方
を
指
示
し
て
あ
る
の
に
、

そ
れ
さ
え
無
視
し
て
、
倭
を
ヤ
マ
ト
と
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
ヤ
マ
ト
と
い
う
国
名
は
、
『
日
本
書
紀
』
が
つ
く
ら
れ
る
ま
で
、
そ
の
書
き
方
は
一
定
し
て
な
か
っ
た
。
『
古
事
記
』

で
は
ヤ
マ
ト
を
夜
麻
登
と
書
き
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
ヤ
マ
ト
を
夜
摩
苔
と
書
い
た
り
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
両
書
と
も
原

文
で
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
こ
の
『
日
本
書
紀
』
は
原
文
だ
が
、
そ
の
『
日
本
書
紀
』
の
冒
頭
の
大
八
洲
国
誕
生
の

一
つ
の
国
の
名
前
と
し
て
大
日
本
豊
秋
津
洲し

ま

が
あ
る
。『
古
事
記
』
で
は
大
倭
豐
秋
津
島
に
な
っ
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
が
『
日
本
書
紀
』
で
は
こ
の
大
日
本
豊
秋
津
洲し

ま

に
読
み
方
の
ル
ビ
、
漢
字
ル
ビ
が
次
の
よ
う
に
つ
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
原
文
で
あ
る
。 

 
 

大 

日 

本
・
日 

本
、
此 

云
二

耶 

麻 

騰
一

下 

皆 

效
レ

此
。 

 

こ
の
文
を
現
代
語
に
訳
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 
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日
本
、
此
の
語
を
ヤ
マ
ト
と
い
う
。
い
か
ヤ
マ
ト 

 
 

と
い
う
場
合
は
す
べ
て
日
本
と
す
る
。 

 

い
ず
れ
に
し
ろ
、『
古
事
記
』
の
倭
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
ヤ
マ
ト
の
読
み
方
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、『
日
本
書
紀
』

に
倭
の
読
み
方
が
漢
字
ル
ビ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
が
次
の
文
で
あ
る
。 

 
 

仍 

留
二

宅 

於 

日 

之 
少 
宮
一

矣
。
少 

宮
、
此 

云
二

倭 

柯 

美 

野
一 

 

こ
の
文
を
訳
す
と
、「
仍よ

り
て
日
の
少
宮

わ
か
み
や

に
留

と
ど
ま

り
宅す

み
ま
し
き
と
い
う
。
」
少
宮
に
住
ん
だ
の
は
伊
奘
諾

い

ざ

な
き

の

尊
み
こ
と

で
あ
る
が
、

今
は
そ
ん
な
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
少
宮
の
漢
字
ル
ビ
で
あ
る
。
そ
れ
は
倭
柯
美
野
＝
ワ
カ
ミ
ヤ
と
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
倭
と
う
い
字
を
ワ
と
読
め
と
指
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
は
ほ
と
ん
ど
同
時
代
に
、
と
い
う
こ
と
は
漢
字
で
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
漢
字
の

読
み
方
は
両
書
と
も
同
じ
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
倭
と
い
う
『
古
事
記
』
の
字
も
「
ワ
」
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
『
古
事
記
』
の
酒
折

宮
問
答
歌
と
『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
を
見
る
と
、
二
つ
の
点
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
一
つ
は
、
こ
の
二
つ
に
は
共
通
の
字
が
共
通
の
場
所
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
字
は
場

所
は
同
じ
だ
が
、
字
は
全
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
で
も
、
こ
の
二
つ
の
問
答
歌
は
同
じ
で
は
な
い

と
わ
か
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
原
歌
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
原
歌
を
現
代
語
の
訳
で
は
全
く
同
じ
に
し
て
い
る

こ
と
は
、
ま
た
そ
れ
が
現
代
国
語
で
は
一
般
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
そ
の
二
つ
の
原
歌
を
も
う
一
度
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。 

 

『
古
事
記
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
原
歌
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

邇
比
婆
理 

都
久
波
袁
須
疑
弖 

伊
久
用
加
泥
都
流 

迦
賀
那
倍
弖 

用
邇
波
許
許
能
用 

比
邇
波
登
袁
加
袁 

 

こ
れ
に
対
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
問
答
歌
の
原
歌
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

珥
比
麼
利 

菟
玖
波
塢
須
擬
氐 

異
玖
用
伽
禰
菟
流 

伽
餓
奈
倍
氐 

用
珥
波
虛
虛
能
用 

比
珥
波
苔
塢
伽
塢 

 

こ
の
二
つ
の
歌
を
読
み
く
ら
べ
る
と
、
同
じ
字
が
、
比
と
用
と
い
う
字
が
、
同
じ
位
置
に
あ
る
の
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ

て
、
同
じ
内
容
の
歌
だ
と
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
は
同
じ
位
置
に
異
な
る
字
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
例

は
、『
古
事
記
』
の
場
合
は
許
許
、『
日
本
書
紀
』
の
場
合
は
虚
虚
で
あ
る
。
ま
た
「
を
」
の
場
合
は
、『
古
事
記
』
の
場
合
は

袁
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
塢
と
な
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
「
を
」
の
字
に
烏
を
つ
か
っ
た
か
は
別
と
し

て
、
こ
の
二
つ
の
歌
の
関
係
は
、『
古
事
記
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
で
は
不
満
だ
っ
た
の
で
、『
日
本
書
紀
』
の
作
者
が
、
そ
の

酒
折
宮
問
答
歌
に
、
つ
ま
り
元
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
内
容
は
そ
の
ま
ま
、
『
日
本
書
紀
』
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
つ

く
り
か
え
た
も
の
だ
と
わ
た
し
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
現
在
の
よ
う
に
一
般
化
し
て
い
る
『
古
事
記
』
と
『
日

本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
よ
う
に
全
く
同
一
の
も
の
で
は
な
い
の
は
た
し
か
で
あ
る
。 

 

こ
こ
か
ら
、
そ
の
具
体
例
に
入
る
こ
と
に
す
る
。 
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両
歌
に
共
通
の
文
字
と
い
う
の
は
「
比
」
と
「
用
」
で
あ
る
。『
古
事
記
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

（
１
） 

邇
比
婆
理 

（
２
） 
比
邇
波
登
袁
加
袁 

 

こ
の
比
と
い
う
字
は
、
日
を
太
陽
を
あ
ら
わ
す
字
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
邇
比
婆
理
は
新
治
の
よ
う
な
地
名
に
は
な
り

え
な
い
の
で
あ
る
。 

 

『
日
本
書
紀
』
で
は
こ
の
部
分
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

（
１
） 

珥
比
麼
利 

（
２
） 

比
珥
波
苔
塢
伽
塢 

 

あ
き
ら
か
に
比
に
ま
つ
わ
る
字
が
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
で
は
異
な
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
比
の
字
は
、

日
の
太
陽
の
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
珥
比
麼
利
は
新
治
な
地
名
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
２
）
の
意
味
は

「
日
に
は
、
太
陽
は
十
を
で
あ
る
。」
も
ち
ろ
ん
、『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
も
で
あ
る
。 

 

も
う
一
つ
共
通
の
文
字
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
用
」
で
あ
る
。『
古
事
記
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

（
１
） 

伊
久
用
加
泥
都
流 

（
２
） 

用
邇
波
許
許
能
用 

 

こ
の
用
と
い
う
字
は
、
夜
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、（
２
）
の
意
味
は
、
夜
に
は
こ
こ
の
夜
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
『
日
本
書
紀
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

（
１
） 

異
玖
用
伽
禰
菟
流 

（
２
） 

用
珥
波
虛
虛
能
用 

 

こ
の
（
２
）
は
『
古
事
記
』
の
（
２
）
と
意
味
は
同
じ
で
、
夜
に
は
こ
こ
の
夜
だ
が
、
字
は
異
な
る
。 

 

こ
の
時
代
、
と
い
う
の
は
、
ま
だ
日
本
の
文
字
が
な
か
っ
た
時
代
、
字
を
、
漢
字
を
か
り
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
人
の

漢
字
感
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
漢
字
の
違
い
に

よ
る
も
の
、
こ
の
時
代
の
漢
字
の
意
味
の
違
い
、
と
い
う
よ
り
、
こ
の
時
代
の
字
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か
を
知
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
酒
折
宮
問
答
歌
で
は
そ
の
点
が
問
題
に
な
る
。
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、

こ
こ
で
そ
の
問
題
を
も
う
一
度
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。 

 

酒
折
宮
問
答
歌
は
日
と
夜
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
が
、
日
と
夜
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
の
は
、
中
国
の
古
典
、『
芸
文
類
聚
』

で
あ
る
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
が
こ
の
『
芸
文
類
聚
』
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
酒
折
宮
問
答
歌
は
こ
の
『
芸
文

類
聚
』
の
次
の
部
分
を
、
日
と
夜
の
部
分
に
準
じ
て
作
ら
れ
た
の
だ
と
わ
た
し
は
信
じ
て
い
る
。 

 

『
芸
文
類
聚
』
で
は
夜
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

日
中
有
三
足
烏 

 

こ
れ
は
、
日
の
中
に
、
太
陽
の
中
に
、
三
本
足
の
カ
ラ
ス
が
お
り
、
夜
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
三
本
足
の
カ
ラ
ス

が
日
の
、
太
陽
の
住
人
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
次
の
文
は
日
と
夜
を
表
現
し
て
い
る
と
同
時
に
、
日
と
夜
を
人
格
化
し
た
文
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

堯
時
十
日
並
出
草
木
燋
枯
堯
命
羿
仰
射
十
日
中
其
九
烏
皆
死
隋
羽
翼
。 

 

わ
た
し
が
酒
折
宮
問
答
歌
の
も
と
が
こ
の
文
だ
と
わ
か
っ
た
の
は
、
こ
の
十
日
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
の
漢
字
は
、
十
日
は
、
『
芸
文
類
聚
』
の
こ
の
十
日
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
旅
の
日
数
の
十
日
で
な
い
こ

と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。 

 

堯
と
い
う
の
は
堯
舜
と
な
ら
び
称
せ
ら
る
古
代
中
国
の
理
想
的
な
聖
帝
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
聖
帝
と
い
う
の
は
、
国
を

平
和
に
治
め
た
人
物
で
あ
る
。 
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そ
の
皇
帝
の
時
に
、
十
日
が
、
十
の
太
陽
が
一
度
に
天
に
あ
ら
わ
れ
、
草
木
が
焼
け
死
ん
だ
。
そ
こ
で
堯

ぎ
ょ
う

帝
が
弓
の
名

人
羿げ

い

に
命
じ
て
九
つ
の
太
陽
を
射
ち
落
と
さ
せ
た
と
い
う
話
だ
が
、
同
時
に
こ
の
話
は
、
皇
帝
堯
の
時
、
九
つ
の
国
が
反
乱

し
た
。
そ
こ
で
皇
帝
堯
は
弓
の
名
人
羿
に
命
じ
て
、
と
い
う
の
は
武
力
を
つ
か
っ
て
、
九
つ
の
反
乱
国
を
平
定
さ
せ
た
。
そ

の
平
定
さ
れ
た
国
を
こ
こ
で
は
九
烏
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
太
陽
が
死
ん
で
九
つ
の
カ
ラ
ス
、
つ
ま
り
、
夜

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。 

さ
ら
に
い
え
ば
、
十
日
が
、
十
の
太
陽
が
、
九
烏
に
な
っ
て
、
皇
帝
堯
の
国
だ
け
が
残
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
十
日
九
烏
と
い
う
の
は
、
十
日
九
夜
で
、
こ
こ
か
ら
わ
か
っ
て
く
る
こ
と
は
、
中
国
の
皇
帝
堯
が
中
国
を
平
和
な
国

と
し
て
一
つ
に
ま
と
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
こ
こ
か
ら
酒
折
宮
問
答
歌
に
も
ど
る
こ
と
に
し
よ
う
。
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
酒
折
宮
問

答
歌
は
原
文
、
漢
字
の
も
の
で
あ
る
。 

 

『
古
事
記
』
で
は
そ
の
歌
の
冒
頭
の
字
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

邇
比
婆
理 

 

『
日
本
書
紀
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

珥
比
麼
利 

 

あ
き
ら
か
に
字
を
か
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
語
訳
で
は
な
ぜ
字
を
か
え
た
の
か
な
ど
全
く
考
え
な
い
で
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
比
と
い
う
字
が
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら
ず
に
、
『
古
事
記
』
で
も
『
日
本
書
紀
』
で
も
邇
比
婆
理

と
珥
比
麼
利
を
同
じ
新
治
と
し
か
も
地
域
名
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
出
発
点
が
二
つ

あ
る
旅
の
日
数
を
た
ず
ね
る
歌
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
邇
比
婆
理
と
珥
比
麼
利
は
地
域
名
の
新
治
に
は
な
ら

な
い
。
そ
の
理
由
は
、
比
の
字
が
、
日
、
つ
ま
り
太
陽
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

『
古
事
記
』
の
邇
比
婆
理
は
「
新
日
は
り
」
つ
ま
り
新
し
い
太
陽
が
か
が
や
く
で
あ
る
。
も
っ
と
日
本
語
に
す
れ
ば
、
大

和
天
皇
家
が
あ
ら
た
に
征
服
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

 

そ
の
『
古
事
記
』
に
対
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
珥
比
麼
利
は
『
古
事
記
』
と
同
じ
意
味
だ
が
、
字
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

珥
と
い
う
字
は
、
字
そ
の
も
の
が
日
を
、
太
陽
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
し
、
麼
利
は
ま
る
い
で
、
こ
の
字
そ
の
も
の
が
日
を
太

陽
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
古
事
記
』
の
邇
比
婆
理
で
は
、
字
を
見
た
だ
け
で
は
そ
れ
が
日
、
つ
ま
り
太
陽
だ

と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
字
を
見
た
だ
け
で
。
珥
比
麼
利
を
見
た
だ
け
で
、
そ
れ
が
日
を
、
太
陽
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
わ

か
る
よ
う
に
か
え
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
日
本
文
字
が
な
く
、
す
べ
て
漢
字
で
も
の
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
、
当
時
の
学
者
た
ち
、

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
を
書
い
た
学
者
た
ち
が
、
漢
字
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
こ
め
て
い
た
か
は
、
こ
の
邇
比
婆
理

を
珥
比
麼
利
に
な
お
し
た
な
か
に
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

次
の
文
は
（
１
）
が
古
事
記
で
（
２
）
が
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。 

（
１
） 

都
久
波
袁
須
疑
弖 

（
２
） 

菟
玖
波
塢
須
擬
氐 

 

こ
の
二
つ
の
文
を
見
る
と
、「
つ
」
の
字
の
と
こ
ろ
が
、『
古
事
記
』
で
は
「
都
」
に
な
っ
て
お
り
、
『
日
本
書
紀
』
で
は

「
菟
」
の
字
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
字
の
変
更
は
、
酒
折
宮
問
答
歌
の
中
で
、
ど
う
し
て
字
を
か
え
る
の
か
と
い
う
理
由
を

説
明
す
る
の
が
も
っ
と
も
容
易
だ
と
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

『
古
事
記
』
の
こ
の
歌
を
つ
く
っ
た
作
者
は
、
甲
斐
国
の
酒
折
宮
で
こ
の
問
答
歌
が
か
わ
さ
れ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
酒

折
宮
と
い
う
の
は
王
宮
で
あ
る
。
王
宮
に
い
る
の
は
王
で
あ
り
、
王
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
都
で
あ
る
。
だ
か
ら
筑
波
の

つ
に
都
と
い
う
字
を
使
い
、
こ
の
地
に
か
つ
て
国
が
、
王
国
が
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
た
の
だ
。 
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そ
れ
に
対
し
て
『
日
本
書
紀
』
で
は
都
を
菟
に
か
え
た
の
で
あ
る
。
菟
は
ウ
サ
ギ
と
い
う
意
味
だ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
く
さ
か

ん
む
り
の
つ
い
だ
ウ
サ
ギ
と
い
う
字
に
し
た
の
だ
。
筑
波
と
い
う
地
が
、
草
で
お
お
わ
れ
て
い
る
田
舎
だ
、
都
で
は
な
い
と

い
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
た
め
て
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
都
も
菟
も
発
音
は
「
つ
」
で
あ
る
。 

 

こ
の
文
で
は
、
も
う
一
字
目
を
ひ
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
を
」
の
字
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
で
は
を
の
字
に

「
袁
」
の
字
を
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
字
は
特
に
な
に
か
を
暗
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

と
こ
ろ
が
『
日
本
書
紀
』
で
は
を
の
字
に
「
塢
」
の
字
を
あ
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
古
事
記
』
の
を
の
字

「
袁
」
を
か
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

お
そ
ら
く
『
日
本
書
紀
』
が
塢
の
字
に
か
え
た
の
は
、
こ
の
酒
折
宮
問
答
歌
が
『
芸
文
類
聚
』
の
九
烏
の
話
、
こ
の
九
烏

と
い
う
の
は
、
羿
に
よ
っ
て
射
ち
落
さ
れ
た
九
つ
の
太
陽
が
九
烏
に
な
っ
て
死
ん
だ
と
い
う
話
、
こ
の
話
は
ま
た
中
国
の
古

代
の
皇
帝
堯
が
中
国
を
統
一
し
平
和
に
し
た
話
で
も
あ
る
が
、
そ
の
九
烏
の
話
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
烏

は
ま
た
夜
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
次
の
文
は
、（
１
）
が
『
古
事
記
』
で
（
２
）
が
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。 

（
１
） 

伊
久
用
加
泥
都
流 

（
２
） 

異
玖
用
伽
禰
菟
流 

 

こ
の
原
文
を
「
幾
夜
か
寢
つ
る
」
と
日
本
語
版
の
『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
も
全
く
同
じ
日
本
語
に
訳
し
、
そ
の
訳

が
現
代
で
は
一
般
化
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
貭
問
を
発
し
て
い
る
の
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
る
。
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
自
分
の
足
で
筑
波
か
ら
酒
折
宮
ま
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
人
物
が
い
く
日
か
か
っ
て
こ
の
宮
に
着

い
た
の
か
な
ど
聞
く
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
こ
の
国
、
甲
斐
国
の
征
服
者
だ
。
そ
ん
な
人
物
が
こ

の
よ
う
な
貭
問
を
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
。 

 

ま
し
て
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
原
文
を
見
る
と
字
が
ち
が
う
の
で
あ
る
。
こ
の
字
の
ち
が
い
を
理
解
す
れ
ば
、

酒
折
宮
問
答
歌
が
ど
ん
な
歌
か
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

こ
の
文
は
い
わ
ゆ
る
「
用
」
を
夜
を
述
べ
た
文
で
あ
る
。
し
か
も
『
芸
文
類
聚
』
の
夜
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
芸

文
類
聚
』
の
夜
と
い
う
の
は
、
太
陽
で
あ
り
、
烏
で
あ
り
、
国
で
あ
る
。『
芸
文
類
聚
』
に
よ
る
と
、
皇
帝
の
命
に
よ
り
、
弓

の
名
人
羿
が
天
に
あ
ら
わ
れ
た
十
日
を
、
十
の
太
陽
を
ね
ら
い
そ
の
う
ち
、
九
つ
の
太
陽
を
射
ち
落
し
た
。
そ
の
落
ち
た
九

つ
の
太
陽
を
、
『
芸
文
類
聚
』
で
は
九
烏
と
書
い
て
い
る
。
な
お
『
芸
文
類
聚
』
で
は
太
陽
の
中
に
三
本
足
の
烏
が
い
て
、

夜
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
烏
が
太
陽
の
中
の
主
に
な
る
こ
と
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
『
日
本
書
紀
』
で
異
玖
用
と
用
に
、
夜
に
、
異
と
い
う
字
を
も
ち
い
た
の
は
、
こ
の
用
が
夜
が
、
『
芸
文
類

聚
』
の
夜
で
あ
っ
て
、
普
通
の
夜
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
。 

 

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
用
は
、
こ
の
夜
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
征
服
し
た
国
の
数
を
聞
い
て
い
る
の
だ
。
そ
れ

が
『
日
本
書
紀
』
の
異
玖
用
伽
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
古
事
記
』
の
伊
久
用
加
も
同
じ
意
味
で
あ
る
。 

 

次
に
『
古
事
記
』
で
は
泥
に
な
っ
て
お
り
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
そ
の
泥
を
禰
に
か
え
て
い
る
。
現
代
の
日
本
語
訳
で
は

そ
の
泥
も
禰
も
寢
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
泥
と
禰
が
寢
と
同
じ
意
味
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。 

 

た
だ
泥
と
禰
は
字
音
が
同
じ
な
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
字
音
は
「
ナ
イ
」
と
「
デ
イ
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
泥
で
は
意
味

が
悪
い
の
で
『
日
本
書
紀
』
で
は
禰
に
か
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
泥
で
は
そ
の
意
味
は
泥
で
し
か
な
い
が
、
禰
は
意
味
が
「
み

た
ま
」
で
あ
り
、
言
外
に
亡
ぶ
も
の
と
い
う
意
味
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
禰
菟
流
は
ナ
イ
ズ
ル

だ
が
、
言
外
に
亡
び
た
国
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
の
か
聞
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
（
１
）
が
『
古
事
記
』
で
（
２
）
が
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。 

（
１
） 

迦
賀
那
倍
弖 
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（
２
） 

伽
餓
奈
倍
氐 

 

現
代
の
日
本
語
訳
の
『
古
事
記
』
で
は
こ
れ
を
か
が
な
べ
て
と
し
て
お
り
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
日
日

か

が

並
べ
て
と
し
て
い

る
。
ど
ち
ら
も
日
数
を
重
ね
て
の
意
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
原
文
で
は
『
古
事
記
』
の
賀
を
『
日
本
書
紀
』
で
は
餓
に
か

え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
字
音
は
ど
ち
ら
も
ガ
だ
が
、
意
味
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
賀
は
よ
ろ
こ
ぶ
だ
が
、
餓
は
う
え
で
あ

る
。 

 

し
た
が
っ
て
字
を
か
え
る
と
い
う
こ
と
は
意
味
が
か
わ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
酒
折
宮
問
答
歌
の
日
は
『
芸
文
類
聚
』
の

日
で
あ
る
。
日
日
並
べ
て
と
い
え
ば
、
十
の
太
陽
が
並
ん
で
空
で
か
が
や
き
、
熱
く
て
餓
え
て
死
ん
で
し
ま
う
。
だ
か
ら
『
日

本
書
紀
』
は
賀
を
餓
に
し
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』
は
『
古
事
記
』
の
賀
を
餓
に
か
え
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
こ
の
賀
が
『
芸
文
類
聚
』
の
十
日
の
話
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
十
日
と
い

う
の
は
十
の
太
陽
で
あ
る
。 

 

次
の
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
原
詩
は
、
わ
た
し
が
は
じ
め
て
、
そ
の
漢
字
の
違
い
に
気
が
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。

今
更
こ
と
わ
る
こ
と
も
な
い
が
、（
１
）
が
『
古
事
記
』
で
あ
り
、（
２
）
が
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。 

（
１
） 

用
邇
波
許
許
能
用 

（
２
） 

用
珥
波
虛
虛
能
用 

 

ま
ず
気
が
つ
く
の
は
九
を
『
古
事
記
』
で
は
許
許
に
し
、『
日
本
書
紀
』
で
は
虚
虚
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
古
事
記
』

や
『
日
本
書
紀
』
が
参
考
に
し
た
『
芸
文
類
聚
』
と
い
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
の
古
典
で
は
す
で
に
数
字
は
ご
く
普
通
に
使

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
九
と
い
う
数
字
を
許
許
と
か
虚
虚
と
か
わ
ざ
わ
ざ
字
で
表
現
し
た
酒
折
宮
問
答
歌
は
、
そ
れ
だ
け
で

も
こ
の
問
答
歌
を
つ
く
っ
た
作
者
の
意
図
が
字
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。 

 

『
古
事
記
』
の
九
（
こ
こ
）、
許
許
は
『
芸
文
類
聚
』
の
九
烏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
九
烏
は
夜
を
示
す
と
同
時
に
、

皇
帝
堯
に
亡
ぼ
さ
れ
た
九
の
国
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
許
許
能
用
と
い
え
ば
、
九
の
夜
で
あ
り
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

ノ
ミ
コ
ト
に
、
大
和
天
皇
家
に
亡
ぼ
さ
れ
た
九
つ
の
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
『
古
事
記
』
で
は
そ
の
征
服
の
方
法

は
、
そ
の
相
手
の
敵
を
抹
殺
す
る
の
で
は
な
く
、
敵
の
存
在
を
認
め
、
間
接
的
に
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
次
の

酒
折
宮
問
答
歌
の
結
末
で
あ
る
。 

 
 

そ
の
老
人
を
ほ
め
て
、
即
ち
東

あ
ず
ま

の

国

造

く
に
の
み
や
つ
こ

を
給
ひ
き
。 

 

こ
の
老
人

お

き

な

は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
に
答
え
た
御
火
焼
之
老
人
の
こ
と
で
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
に
降
伏
し
た
の

で
、
甲
斐
国
の
東
の
国
の
王
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
文
の
許
許
（
ゆ
る
す
ゆ
る
す
）
は
暗
に
そ
の
事
実
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、『
古
事
記
』
で
は
他
国
の
存
在
を
そ
れ
な
り
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
は
大
和
天
皇
家
以
外
の
国
の
存
在
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
が
「
日
本
」
を

ヤ
マ
ト
と
呼
べ
、
以
下
ヤ
マ
ト
と
い
う
時
は
す
べ
て
日
本
に
せ
よ
と
い
う
規
則
を
『
日
本
書
紀
』
の
前
提
に
し
て
い
る
こ
と

で
も
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
『
古
事
記
』
の
他
国
の
存
在
を
認
め
て
い
る
よ
う
な
許
許
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

そ
れ
で
許
許
を
虚
虚
に
な
お
し
た
の
で
あ
る
。
虚
と
い
う
字
は
無
と
い
う
字
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
虛
虛
能
用
と
い
え

ば
、
抹
殺
さ
れ
た
夜
と
な
る
。
こ
の
夜
は
『
芸
文
類
聚
』
の
九
烏
、
羿
の
弓
で
射
ち
落
さ
れ
た
九
烏
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

九
烏
は
亡
ぼ
さ
れ
た
九
つ
の
国
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
虚
虚
能
用
、
九
（
こ
こ
）
の
亡
ぼ
さ
れ
た
夜
で
あ
る
。
こ
の
夜
は
九
烏
、

九
夜
で
あ
る
。 

 

さ
て
次
の
二
つ
の
文
は
酒
折
宮
問
答
歌
の
最
後
の
文
句
で
あ
る
。（
１
）
が
『
古
事
記
』（
２
）
が
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。 

（
１
） 

比
邇
波
登
袁
加
袁 

（
２
） 

比
珥
波
苔
塢
伽
塢 

 

こ
こ
で
目
に
つ
く
の
は
「
を
」
の
字
の
ち
が
い
で
あ
る
。『
古
事
記
』
で
は
「
を
」
の
字
が
「
袁
」
に
な
っ
て
い
る
が
『
日
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本
書
紀
』
で
は
そ
の
「
を
」
を
「
塢
」
に
か
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
変
更
は
な
ん
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
袁
と
い
う
字

に
特
別
な
意
味
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
塢
の
字
に
は
意
味
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ

に
烏
が
い
る
か
ら
で
あ
る
。
烏
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
に
も
述
べ
た
が
、
そ
こ
に
『
芸
文
類
聚
』
の
烏
が
、
九
烏
が
存

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
九
烏
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
日
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
更
十
日
と
九
烏
の
関
係
を
述
べ
る
要
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
九
烏
は
夜
で
も
あ
る
の
だ
。
夜
は
大
和
天
皇
家
に
反
抗
し
た
国

で
も
あ
る
の
だ
。
原
文
で
は
烏
に
土
へ
ん
が
つ
い
て
い
る
が
、
こ
の
土
へ
ん
は
国
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
塢

と
い
う
字
は
、
大
和
天
皇
家
に
反
逆
し
た
国
を
あ
ら
わ
す
字
と
も
と
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

つ
ま
り
原
文
は
塢
と
い
う
字
で
、
酒
折
宮
問
答
歌
が
ど
の
よ
う
な
問
答
歌
で
あ
る
の
か
し
め
く
く
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

少
な
く
と
も
酒
折
宮
問
答
歌
は
旅
の
日
数
を
た
ず
ね
る
と
い
う
歌
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
歌
は
大
和
天
皇
家
が
日
本
を
統

一
支
配
し
た
と
天
皇
家
が
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
か
、
そ
の
威
大
さ
を
誇
示
し
た
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

さ
い
ご
に
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
原
歌
を
わ
た
し
な
り
に
日
本
語
に
し
て
終
え
る
こ
と
に
し

よ
う
。 

 
 

に
ひ
は
る
（
新
ら
し
天
皇
家
が
か
が
や
く
）
筑 

 
 

波
を
す
ぎ
て 

い
く
夜
か
な
い
す
る 

 
 

（
い
く
国
か
な
い
す
る
） 

 
 

か
が
な
へ
て
（
国
を
か
ぞ
え
る
と
） 

 
 

夜
に
は
こ
こ
の
夜
（
支
配
し
た
国
は
九
つ
） 

 
 

十
の
国
の
う
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大
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甲
斐
国
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中
、
下
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塩
鉄
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三
国
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広
開
土
王
碑
文 

宋
書 

三
国
史
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