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『
輯
蛤
日
記
』
中
巻
、
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
　
六
月
下
旬
に
、
作
者
道
綱
母

は
唐
崎
祓
の
族
に
出
か
け
て
い
る
。
通
常
の
夏
越
し
の
祓
な
ら
は
賀
茂
河
原
で

で
も
修
す
べ
き
と
こ
ろ
、
胸
中
に
あ
る
鬱
屈
し
切
迫
し
た
思
い
が
、
彼
女
を
遠

く
琵
琶
湖
西
岸
の
唐
崎
（
現
大
津
市
唐
崎
）
　
に
ま
で
押
し
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
間
の
事
情
は
、

か
く
な
が
ら
二
十
余
日
に
な
り
ぬ
る
こ
こ
ち
、
せ
む
か
た
知
ら
ず
、
あ
や

し
く
お
き
ど
こ
ろ
な
き
を
、
い
か
で
涼
し
き
か
た
も
や
あ
る
と
心
も
の
べ

が
て
ら
浜
づ
ら
の
か
た
に
祓
へ
も
せ
む
と
思
ひ
て
、
唐
崎
へ
と
て
も
の

【1）
す
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
年
は
、
途
絶
え
が
ち
で
あ
っ
た
夫
兼
家
の
訪
れ

が
、
四
月
頃
か
ら
二
居
間
遠
に
な
り
、
五
月
に
は
、

原

　

　

田

　

敦

　

子

は
て
は
消
息
だ
に
な
く
て
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
。

六
月
に
は
、

か
く
て
数
ふ
れ
は
、
夜
見
る
こ
と
は
三
十
余
日
、
昼
見
る
こ
と
は
四
十
余

日
に
な
り
に
け
り
。

と
い
っ
た
事
態
に
ま
で
立
ち
至
っ
て
い
る
。
右
の
行
文
の
後
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

め
づ
ら
か
に
あ
や
し
と
思
ヘ
ビ
、
つ
れ
な
し
を
つ
く
り
わ
た
る
に
、
…

（
五
月
条
）

い
と
に
は
か
に
あ
や
し
と
い
へ
ば
お
ろ
か
な
り
。
心
も
ゆ
か
ぬ
世
と
は
い

ひ
な
が
ら
、
ま
だ
い
と
か
か
る
目
は
見
ざ
り
つ
れ
ば
、
見
る
人
々
も
あ
や

し
う
め
づ
ら
か
な
り
と
思
ひ
た
り
。
も
の
し
お
ぼ
え
ね
ば
、
な
が
め
の
み

ぞ
せ
ら
る
る
。
人
目
も
い
と
恥
づ
か
し
う
お
ぼ
え
て
、
落
つ
る
涙
お
し
か

へ
し
っ
つ
、
臥
し
て
聞
け
ば
、
鷲
ぞ
折
は
へ
て
鳴
く
に
つ
け
て
、
お
ぼ
ゆ

る
や
う
、



篤
も
期
も
な
き
も
の
や
思
ふ
ら
む
み
な
つ
き
は
て
ぬ
音
を
ぞ
な
く
な

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
月
粂
）

と
あ
っ
て
、
道
綱
母
の
高
い
衿
持
が
、
俄
に
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
我
身
の
現

実
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
み
、
心
の
内
の
不
安
、
悲
嘆
、
焦
燥
そ
し
て

瞑
意
を
、
他
に
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

自
分
で
は
打
開
す
る
術
な
く
、
他
に
秘
匿
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
う
し

た
「
期
も
な
き
も
の
思
ひ
」
　
に
と
ら
わ
れ
て
、
「
せ
む
か
た
知
ら
ず
、
あ
や
し

く
お
き
ど
こ
ろ
な
き
」
心
境
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
時
、
王
朝
の
女
達
の
多
く
は
、

物
詣
の
旅
に
出
た
よ
う
で
あ
る
。

男
に
忘
ら
れ
て
侍
り
け
る
頃
、
貴
布
禰
に
ま
ゐ
り
て
、
御
手
洗

川
に
蛍
の
飛
び
侍
り
け
る
を
見
て
よ
め
る
　
　
　
　
和
泉
式
部

も
の
思
へ
は
沢
の
ほ
た
る
も
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
出
づ
る
た
ま
か
と
ぞ

見
る

御
返
し

奥
山
に
た
ぎ
り
て
お
つ
る
滝
つ
瀬
の
た
ま
ち
る
ば
か
り
も
の
な
思
ひ
そ

こ
の
歌
は
貴
船
の
明
神
の
御
返
し
な
り
、
男
の
声
に
て
和
泉
式
部

が
耳
に
聞
え
け
る
と
な
ん
い
ひ
伝
へ
た
る

（
後
拾
遺
集
・
雑
六
）

「
沢
の
ほ
た
る
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
和
泉
式
部
が
貴
船
神
社
に
詣
で
た

の
も
夏
で
あ
っ
た
ろ
う
。
貴
船
神
社
の
祭
神
は
、
閤
罵
神
、
も
し
く
は
高
震
神

と
も
岡
象
女
神
と
も
伝
え
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
水
の
神
で
あ
る
。
堪
え

が
た
い
京
の
炎
暑
を
の
が
九
、
水
の
霊
力
に
よ
る
癒
し
と
男
と
の
関
係
修
復
を

願
っ
て
、
ひ
そ
か
に
訪
れ
た
黄
船
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
式
部
は
な
に
が
し
か

の
自
己
救
済
を
得
た
よ
う
で
あ
る
。
「
貴
船
の
明
神
の
御
返
し
」
は
論
外
と
し

て
も
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
る
こ
と
自
体
、
式
部
の
「
あ
く
が
れ
出
づ
る
た

ま
」
が
慰
籍
さ
れ
、
浄
化
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

道
綱
母
の
唐
崎
祓
の
旅
も
、
夫
の
夜
離
れ
に
よ
る
現
在
の
不
幸
な
境
遇
や
、

み
じ
め
な
心
境
か
ら
何
と
か
脱
し
た
い
と
の
切
な
る
願
望
に
発
し
た
も
の
で
は

あ
っ
た
。う

ち
過
ぎ
て
、
山
路
に
な
り
て
、
京
に
た
が
ひ
た
る
さ
ま
を
見
る
に
も
、

こ
の
ご
ろ
の
こ
こ
ち
な
れ
は
に
ゃ
あ
ら
む
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
い
は
む

や
、
閑
に
い
た
り
て
、
し
ば
し
串
と
ど
め
て
、
牛
か
ひ
な
ど
す
る
に
、
む

な
車
引
き
つ
づ
け
て
、
あ
や
し
き
木
こ
り
お
ろ
し
て
、
い
と
を
ぐ
ら
き
中

よ
り
来
る
も
、
こ
こ
ち
ひ
き
か
へ
た
る
や
う
に
お
ぼ
え
て
い
と
を
か
し
。

閑
の
山
路
あ
は
れ
あ
は
れ
と
お
ぼ
え
て
、
行
先
を
見
や
り
た
れ
は
、
ゆ
く

へ
も
知
ら
ず
見
え
わ
た
り
て
、
鳥
の
二
つ
三
つ
ゐ
た
る
と
見
ゆ
る
も
の
を
、

し
ひ
て
思
へ
ば
、
釣
舟
な
る
べ
し
。
そ
こ
に
て
ぞ
、
え
涙
は
と
ど
め
ず
な

り
ぬ
る
。

絶
え
ず
人
目
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
都
で
の
閉
塞
さ
れ
た
日
常
か

ら
隠
れ
、
洛
中
と
は
う
っ
て
変
っ
た
風
景
を
見
る
に
つ
け
て
、
道
綱
母
は
、
心

身
と
も
に
解
放
さ
れ
、
珍
し
い
事
物
に
新
鮮
な
感
興
を
抱
い
た
り
、
古
歌
に
も

（2）

詠
ま
れ
た
関
越
え
の
旅
情
を
、
し
み
じ
み
と
実
感
を
も
っ
て
肯
う
こ
と
が
で
き



た
の
で
あ
っ
た
が
、
砂
茫
た
る
湖
の
眺
望
が
開
け
る
や
、
感
極
ま
っ
て
落
涙
し

て
い
る
。
こ
こ
で
道
綱
母
は
、
今
ま
で
こ
ら
え
に
こ
ら
え
て
き
た
涙
を
溢
れ
出

る
に
ま
か
せ
つ
つ
、
涙
の
自
浄
作
用
に
よ
っ
て
己
の
魂
が
慰
持
さ
れ
、
鎮
静
化

さ
れ
て
ゆ
く
の
を
覚
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

道
綱
母
の
魂
が
一
時
の
平
安
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
都
を
出
て
遥
々
琵
琶
湖

岸
ま
で
や
っ
て
来
た
唐
崎
祓
の
旅
は
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
目
的
の
二
端
を
果
し
た

か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
今
回
の
他
出
が
な
ぜ
寺
社
詣
で
は
な
く
唐
崎
祓
な
の

か
、
よ
し
時
期
が
六
月
萩
の
季
節
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
ぜ
唐
崎
の
祓
が
選

ば
れ
た
の
か
、
そ
も
そ
も
唐
崎
祓
が
総
体
と
し
て
道
綱
母
に
も
た
ら
し
た
も
の

は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
、
精
緻
と
も
言
え
る
こ
の
紀
行
文
の
中
で
、

肝
心
の
祓
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
記
述
が
殆
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ

て
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

『
輯
姶
日
記
』
に
お
け
る
唐
崎
祓
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
川
口
久
雄
氏
の

（3）

「
か
げ
ろ
ふ
日
記
評
釈
」
も
、
秋
山
虔
・
上
村
悦
子
・
木
村
正
中
の
三
氏
に
よ

（

’

）

る
「
賄
姶
日
記
注
解
」
も
、
こ
の
唐
崎
紀
行
を
単
な
る
納
涼
の
紀
行
で
は
な
く
、

兼
家
と
の
関
係
疎
隔
に
よ
る
作
者
の
苦
悩
の
体
験
の
一
コ
マ
と
し
て
、
彼
女
の

人
生
全
体
と
か
か
わ
り
あ
う
も
の
と
し
て
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ

い
て
は
一
致
し
て
お
ら
れ
る
も
の
の
、
「
評
釈
」
が
、
「
唐
崎
祓
え
の
行
事
は
夫

と
の
愛
の
復
活
を
祈
る
N
a
u
訂
r
を
修
し
た
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ

と
す
じ
の
希
望
の
燈
を
点
ぜ
ら
れ
も
し
…
」
と
言
い
、
あ
る
い
は
、
「
本
日
記

の
記
事
は
、
原
始
習
俗
を
多
少
と
も
投
影
し
っ
つ
、
『
恋
せ
じ
』
と
神
に
願
っ

た
伊
勢
物
語
に
お
け
る
と
は
反
対
に
人
知
れ
ず
、
兼
家
と
の
途
絶
え
が
回
復
し
、

愛
が
息
を
吹
き
か
え
す
祈
り
を
こ
め
、
あ
わ
せ
て
水
辺
の
納
涼
を
兼
ね
た
、
こ

と
ば
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
リ
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ソ
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
、

祓
そ
の
も
の
に
積
極
的
意
義
を
見
出
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
「
注
解
」

は
、
唐
崎
祓
の
旅
の
願
望
・
目
的
を
兼
家
と
の
関
係
の
結
び
直
し
と
考
え
る
こ

と
に
疑
問
を
呈
し
て
、
「
そ
れ
を
願
う
こ
と
が
わ
が
苦
悩
を
層
加
さ
せ
る
も
の

以
外
で
は
な
い
ほ
ど
の
境
地
か
ら
自
己
を
解
き
放
つ
こ
と
自
体
が
目
的
の
唐
崎

行
き
」
で
あ
る
と
断
じ
、
作
者
の
、
祓
の
行
事
そ
の
も
の
に
ど
の
程
度
重
き
を

お
い
て
い
る
の
か
疑
わ
し
い
ほ
ど
の
燈
度
か
ら
し
て
も
、
「
道
綱
母
は
祓
え
そ

の
も
の
で
な
く
、
祓
え
の
地
唐
崎
に
旅
立
つ
こ
と
に
お
い
て
自
己
を
解
放
す
る

の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
祓
の
意
義
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
な
見
解
を
示
さ
れ
て

い
る
。こ

う
し
た
見
解
の
対
立
は
、
『
輯
姶
日
記
』
中
巻
の
大
き
な
文
脈
の
う
ね
り

の
中
で
、
唐
崎
紀
行
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ

と
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
以
前
に
、
お
そ
ら
く
は
作
者
が
自
明
の
こ
と
と

し
て
語
ら
な
い
、
唐
崎
祓
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
が
、
現
代
の
読
者
に
欠

け
て
い
る
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
同
様
の
こ
と
は
、
王
朝
文
学
に
頻
出
す
る
物

謡
の
記
事
に
つ
い
て
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
作
者
達
は
、
物
謡
の
旅
に
つ
い
て

多
く
筆
を
費
や
し
っ
つ
、
仏
前
や
神
前
に
お
け
る
祈
願
等
に
つ
い
て
は
、
黙
し

て
語
ろ
う
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
ら
れ
な
い
か
ら
意
味
が
な

い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
語
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
当
時
の
作
者
と
読
者
の
理



解
の
共
通
項
と
し
て
存
し
て
、
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
支
え
て
い
る
、
と
の
と

ら
え
直
し
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
下
の
小
論
で
は
、
古
代
に
お
け
る
唐
崎
の
地
の
意
義
や
紋
の
行
事
の
実
態

に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
崎
祓
が
『
蛸
蛤

日
記
』
作
者
と
そ
の
作
品
世
界
に
も
た
ら
し
た
も
の
を
考
え
て
み
た
い
。

日

川
口
久
雄
氏
は
、
祓
の
原
始
習
俗
に
つ
い
て
、
「
節
季
の
か
わ
り
め
に
祓
え

を
行
い
、
生
命
の
よ
み
が
え
り
を
た
た
え
る
と
い
入
ノ
民
俗
」
　
に
言
及
さ
れ
、
ま

た
、
唐
崎
を
「
と
こ
よ
の
国
か
ら
聖
水
の
寄
せ
て
く
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
場
所
」

で
、
「
こ
こ
で
祓
え
の
間
几
術
を
行
え
ば
、
常
世
の
国
か
ら
聖
水
が
波
だ
っ
て
寄

せ
て
き
て
、
生
命
の
若
や
ぎ
と
軽
が
え
り
と
を
得
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
」
場
所
と

す
る
、
注
目
す
べ
き
発
言
も
さ
れ
て
い
る
が
、
「
評
釈
」
　
の
限
ら
れ
た
紙
幅
の

中
で
は
、
詳
細
な
論
を
展
開
す
る
に
至
っ
て
お
ら
れ
な
い
。
氏
の
こ
の
よ
う
な

さ
t
F

御
見
解
は
、
唐
崎
を
「
湖
中
に
突
入
し
た
『
い
と
ほ
ど
せ
ま
き
岬
』
」
と
す
る

と
こ
ろ
に
発
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
唐
崎
の
地
形
は
、
必
ず
し
も
湖
中

に
突
入
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、
古
代
の
琵
琶
湖
の
汀
線
は
、
現
在
よ
り

ず
っ
と
陸
地
側
に
入
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
唐
崎
も
、

『
塙
姶
日
記
』
に
言
う
如
く
、
「
い
と
ほ
ど
せ
ま
き
岬
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

野
本
寛
一
氏
は
、
「
岬
は
陸
地
の
果
て
、
陸
と
海
と
の
鋭
敏
な
接
点
、
す
な

わ
ち
陸
と
海
と
が
せ
め
ぎ
合
う
場
」
　
で
あ
る
と
し
、
日
本
人
は
、
古
来
、
そ
の

岬
を
、
魂
の
原
郷
「
常
世
」
　
へ
の
旅
立
ち
の
場
と
意
識
し
、
ま
た
、
常
世
か
ら（5）

神
々
が
依
り
来
る
聖
な
る
場
と
し
て
守
り
つ
づ
け
て
き
た
と
説
か
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
日
本
神
話
に
お
い
て
、
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ
ノ
神
は
出
雲
の
御
大
の
御
前

に
天
の
羅
犀
の
船
に
乗
っ
て
出
現
し
（
古
事
記
）
、
熊
野
の
御
椅
か
ら
常
世
郷

に
渡
っ
た
（
日
本
書
紀
一
書
第
六
）
と
も
伝
え
る
。
降
臨
し
た
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
ノ

命
が
こ
の
国
の
女
と
初
め
て
出
会
っ
た
の
は
、
笠
沙
の
御
前
で
あ
っ
た
。
湖
国

近
江
に
あ
っ
て
は
、
湖
に
つ
き
出
し
た
岬
が
同
様
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
こ
と

は
、
想
像
に
か
た
く
な
い
。

『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
二
十
四
縁
で
は
、
敦
賀
で
の
交
易
の
帰
途
、
発
病

し
て
家
路
を
急
ぐ
檎
磐
鴫
の
背
後
に
閻
羅
王
宮
よ
り
の
使
者
三
人
が
出
現
し
た

の
が
、
「
磯
鹿
辛
前
」
　
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
唐
崎
が
古
く
よ

り
他
界
と
の
境
界
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
同
様
の
観

念
は
、
夙
く
『
万
葉
集
』
巻
二
の
天
智
天
皇
挽
歌
群
の
中
に
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

天
皇
の
大
所
の
時
の
歌
二
首

1
5
1
か
か
ら
む
の
懐
知
り
せ
ば
大
御
船
泊
て
し
泊
り
に
標
結
は
ま
L
を額

田
王

1
5
2
や
す
み
し
し
わ
ご
大
王
の
大
御
船
待
ち
か
恋
ふ
ら
む
志
賀
の
辛
崎

舎
人
吉
年

大
后
の
御
歌
一
首

1
5
3
鯨
魚
取
り
淡
海
の
海
を
沖
放
け
て
　
漕
ぎ
来
る
船
辺
附
き
て
　
漕



ぎ
来
る
船
　
沖
つ
擢
　
い
た
く
な
撥
ね
そ
　
辺
つ
擢
　
い
た
く
な
撥
ね
そ

若
草
の
　
夫
の
　
思
ふ
烏
立
つ

額
田
王
の
歌
に
う
た
わ
れ
る
「
大
御
船
泊
て
し
泊
り
」
は
、
舎
人
昔
年
の
歌
に

い
う
「
志
賀
の
辛
崎
」
　
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
有
名
な
柿
本
人
麻
呂
の
近
江

荒
都
歌
の
反
歌

3
0
さ
さ
な
み
の
志
賀
の
辛
崎
辛
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
船
待
ち
か
ね
つ

3
1
さ
さ
な
み
の
志
賀
の
大
わ
だ
淀
む
と
も
昔
の
人
に
ま
た
も
逢
は
め
や
も

（
巻
一
・
雑
歌
）

は
、
右
の
舎
人
昔
年
の
歌
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

天
智
天
皇
の
蹟
宮
が
何
処
に
置
か
れ
た
の
か
、
記
録
は
何
も
語
っ
て
は
く
れ

な
い
が
、
杉
山
康
彦
氏
は
、
一
五
一
～
一
五
三
の
歌
の
内
容
を
見
る
と
療
官
は

【
‘
】

ど
う
し
て
も
「
淡
海
の
海
」
　
に
面
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
稲
岡

（7）

耕
二
氏
も
同
義
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
天
智
天
皇
の
大
津
遷
都
に
つ
い
て
は
、

人
麻
呂
が
「
い
か
さ
ま
に
　
思
ほ
し
め
せ
か
」
（
巻
一
・
二
九
）
　
と
う
た
う
よ

う
に
、
古
来
謎
と
さ
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
。
し
か
し
、
大
和
盆
地
で
山
に
囲

ま
れ
た
宮
部
を
棄
て
て
琵
琶
湖
岸
に
富
都
を
営
も
う
と
し
た
発
想
の
根
底
に
は
、

「
水
の
思
想
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
流
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、

現
に
大
津
京
に
は
、
他
の
宮
都
に
見
ら
れ
な
い
「
浜
台
」
な
る
施
設
も
あ
っ
た

（8）

と
さ
れ
る
の
で
、
天
智
天
皇
の
頸
宮
が
湖
に
面
し
て
設
け
ら
れ
た
可
能
性
は
、

充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
癖
宮
の
地
か
ら
唐
崎
は
見
え
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
街
田
王
や
舎
人
昔
年
に
幻
視
さ
れ
る
の
は
、
天
皇
の
生
前
、
大

宮
人
が
船
遊
び
し
た
唐
崎
で
あ
る
。
そ
の
唐
崎
の
泊
り
に
標
を
結
っ
て
天
皇
の

大
御
船
が
出
て
行
か
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
を
と
う
た
い
、
そ
の
唐
崎
が
天
皇

の
大
御
船
を
お
待
ち
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
詠
む
の
は
、
か
つ
て
の
船

遊
び
の
た
め
の
船
出
に
他
界
へ
の
船
出
を
重
ね
、
大
御
船
の
帰
港
に
天
皇
の
復

活
・
蘇
生
を
重
ね
て
い
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
来
、

－
。
Y

船
は
霊
魂
を
あ
の
世
に
運
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
し
、
死
者
の
霊
魂
が
鳥

の
姿
と
な
っ
て
天
翔
る
の
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
「
八
尋
白
智
鳥
」
　
の
例
を
挙

げ
る
ま
で
も
な
い
。
一
五
三
の
大
后
の
歌
が
「
夫
の
思
ふ
鳥
」
が
飛
び
立
た
な

い
よ
う
に
と
願
う
の
は
、
夫
の
退
愛
の
鳥
と
か
け
て
、
夫
の
霊
魂
の
他
界
へ
の

旅
立
ち
を
ひ
き
と
ど
め
た
い
と
の
思
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
青
木
生
子
氏
は
、

「
古
代
的
生
死
観
に
お
い
て
は
、
生
と
死
と
は
今
日
の
よ
う
な
明
確
な
断
絶
関

係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
死
は
生
と
の
境
目
の
な
い
一
定
の
連
続
期
間
を
経
過

（10）

し
て
後
、
初
め
て
其
の
死
に
到
達
す
る
と
思
考
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」
と

さ
れ
た
が
、
蘇
生
が
期
待
さ
れ
る
残
も
ま
さ
し
く
こ
の
期
間
に
あ
た
る
。
天
智

天
皇
の
頭
官
に
奉
仕
し
た
女
官
と
思
わ
れ
る
舎
人
吉
年
の
歌
に
唐
崎
が
詠
ま
れ

る
の
は
、
こ
の
地
が
他
界
と
の
境
界
で
あ
り
、
同
時
に
復
活
・
再
生
を
祈
る
場

で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
従
っ
て
、
生
還
が
危
ぶ
ま
れ
る
旅
に
出
よ
う

と
し
て
、
生
命
の
安
全
を
願
っ
て
、
唐
崎
が
詠
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

穂
積
朝
臣
老
の
歌
一
首

2
8
8
わ
が
命
し
真
幸
く
あ
ら
は
針
た
も
見
む
志
賀
の
大
津
に
寄
す
る
白
波

（
万
葉
集
巻
三
・
雑
歌
）



0

墾
：
楽
浪
の
　
志
賀
の
韓
崎
　
辛
く
あ
ら
は
　
ま
た
還
り
見
む
　
道
の
隈

3
八
十
隈
毎
に
　
嘆
き
つ
つ
　
わ
が
過
ぎ
行
け
ば
　
…

反
歌

12
4
天
地
を
嘆
き
乞
ひ
蒋
み
辛
く
あ
ら
は
ま
た
還
り
見
む
志
賀
の
魯
崎

3

右
二
首
、
但
し
こ
の
短
歌
は
、
或
る
書
に
云
は
く
、
穂
積
朝
臣
老
の
佐

渡
に
配
さ
え
し
時
作
れ
る
歌
な
り
と
い
へ
り
。

（
同
　
巻
十
三
・
雑
歌
）

二
八
八
の
歌
の
前
に
匿
か
れ
た
二
八
七
の
題
詞
に
は
、
「
志
賀
に
辛
L
L
時
、

石
上
刑
の
作
る
歌
一
首
」
と
あ
り
、
二
八
八
の
左
注
は
、
「
右
、
今
案
ふ
る
に
、

幸
行
の
年
月
を
審
ら
か
に
せ
ず
。
」
と
す
る
が
、
歌
句
の
類
似
か
ら
し
て
、
二

八
八
と
三
二
四
一
は
同
じ
時
、
す
な
わ
ち
、
三
二
四
一
の
左
往
が
二
説
と
し
て

伝
え
る
如
く
、
穂
積
老
の
流
刑
時
に
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
種

積
老
は
、
『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
（
七
二
二
）
正
月
二
十
日
条
に
、

正
四
位
上
多
治
比
真
人
三
宅
麻
呂
坐
㌢
レ
テ
謹
髭
ロ
シ
謀
反
↓
。
正
五
位
上
穂

積
朝
臣
老
指
中
l
斥
ス
ト
l
雲
乗
興
㌔
並
l
－
処
㌢
″
斬
刑
て
而
依
プ
皇
太
子
英
霊

降
二
死
一
等
1
7
。
配
可
流
ス
三
宅
麻
呂
，
於
伊
豆
的
芸
老
，
於
佐
渡
脆
七

と
記
さ
れ
る
如
く
、
元
正
天
皇
を
批
判
し
た
罪
で
斬
刑
を
宣
告
さ
れ
た
が
、
皇

太
子
（
聖
武
）
の
上
奏
に
よ
っ
て
佐
渡
配
流
に
減
刑
さ
れ
た
。
許
さ
れ
て
帰
京

し
た
の
は
、
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
穂
積
老
が
唐
崎
の
再

見
を
顧
う
の
は
、
そ
れ
が
生
命
の
危
機
を
救
う
タ
マ
フ
リ
の
呪
術
で
あ
る
と
と

も
に
、
唐
崎
が
他
界
と
の
境
界
で
あ
り
、
復
活
、
再
生
を
祈
る
場
所
で
あ
っ
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
歌
か
ら
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
謀
叛
の
疑

い
で
捕
え
ら
れ
た
有
間
皇
子
が
詠
ん
だ
歌

1
4
1
磐
代
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
真
幸
く
あ
ら
は
ま
た
還
り
見
む

（
巻
二
・
挽
歌
）

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
う
た
わ
れ
た
「
磐
代
」
も
ま
た
、
「
日
高
・
牟
宴
の
境
で
、

（〓）

異
郷
視
せ
ら
れ
て
居
た
熊
野
の
入
口
に
当
る
場
処
」
で
あ
っ
た
。

唐
崎
と
言
え
ば
、
近
江
八
景
「
唐
崎
夜
雨
」
の
中
核
を
な
す
「
一
つ
松
」
が

有
名
で
あ
る
。
松
が
境
界
餌
域
に
生
え
る
樹
木
で
あ
り
、
「
松
」
か
ら
「
待
つ
」

が
発
想
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
郷
か
ら
の
無
事
の
帰
還
を
願
う
呪
術
的
な

意
味
を
持
つ
こ
と
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
東
征
を
終
え
、
伊
勢
に
帰
り
着
い
た

時
に
詠
ん
だ
「
尾
張
に
　
た
だ
に
向
へ
る
　
尾
浮
の
崎
な
る
一
つ
松
」
や
、

右
に
引
い
た
有
間
皇
子
の
歌
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
し
、
『
出
雲
国
風
土
記
』

出
雲
郡
宇
賀
郷
の
脳
の
桟
に
生
え
る
松
は
、
「
現
世
と
他
界
を
分
か
ち
隔
て
る

（1，ニ

境
界
標
識
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
石
上
堅
氏
は
、
民
俗
学
的
見
地
か
ら
、

（13）

復
活
・
転
生
の
呪
力
を
持
つ
松
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

『
購
蛤
日
記
』
は
、

風
は
い
み
じ
う
吹
け
ど
も
、
木
陰
な
け
れ
ば
、
い
と
著
し
。

と
記
す
の
で
、
道
綱
母
の
時
代
に
は
、
唐
崎
の
松
は
無
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。

十
三
世
紀
末
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
天
狗
草
紙
』
の
「
比
叡
山
巻
」
に
は
、

堂
々
た
る
一
本
の
巨
松
が
描
か
れ
る
が
、
管
見
に
入
る
限
り
で
は
、
唐
崎
の
松

が
歌
に
詠
ま
れ
る
の
は
、
『
後
鳥
羽
院
御
集
』
を
も
っ
て
最
初
と
す
る
。



同
（
元
久
）
　
二
年
三
月
日
吉
丹
首
御
会

雑

神
の
ち
か
ひ
か
は
ら
ぬ
色
を
た
の
む
か
な
同
じ
縁
の
唐
崎
の
松

同
（
建
仁
元
年
）
　
三
月
尽
新
宮
撰
歌
合

霞
隔
遠
樹

潤
の
松
色
や
ま
さ
る
と
春
み
れ
ば
霞
ぞ
た
て
る
志
賀
の
唐
崎

従
っ
て
、
後
世
の
一
つ
松
の
存
在
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
『
輯
姶
日
記
』
の
時

代
の
唐
崎
の
境
界
性
を
論
ず
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
で
き
な
い
が
、
逆
に
、
こ

の
地
の
境
界
性
が
、
「
境
界
の
木
」
　
で
あ
る
松
を
招
来
し
た
可
能
性
は
、
充
分

に
考
え
ら
れ
よ
う
。

臼

唐
崎
は
、
辛
崎
・
辛
前
・
韓
崎
・
可
楽
崎
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
。
カ
ラ
の
音

や
唐
・
韓
の
表
記
は
、
渡
来
人
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
和
名
抄
』
に

よ
れ
は
、
唐
崎
が
位
置
し
た
古
代
の
滋
賀
郡
は
、
古
市
、
真
野
、
大
友
、
鏑
部

の
四
郷
か
ら
な
っ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
最
北
部
の
真
野
郷
を
除
く
三
郷
に
漢
人

系
＝
百
済
系
の
渡
来
系
氏
族
の
分
布
が
見
ら
れ
、
真
野
郷
の
南
、
唐
崎
が
属
す

る
大
友
郷
に
は
、
大
友
村
主
、
穴
大
村
主
、
穴
太
史
の
他
、
三
洋
首
も
住
ん
で

い
た
。
大
友
郷
の
南
、
大
津
宮
が
置
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
鏑
部
郷
に
は
、
鏑

部
村
主
が
こ
こ
を
本
貫
地
と
し
、
さ
ら
に
南
の
古
市
郷
に
は
、
大
友
村
主
、
大

（国）

友
但
波
史
の
居
住
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
渡
来
系
氏
族
が
諸
方
面
で
果
し
た

役
割
は
大
き
く
、
天
智
天
皇
の
大
津
遷
都
の
理
由
の
一
つ
に
、
湖
西
の
地
に
お

（15）

け
る
渡
来
者
の
集
住
が
挙
げ
ら
れ
る
し
、
大
友
皇
子
の
「
大
友
」
　
の
名
の
由
来

は
、
皇
子
と
大
友
氏
の
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い

（16）
る
。「

近
江
の
海
　
泊
八
十
あ
り
　
八
十
島
の
　
島
の
崎
崎
」
（
万
葉
集
巻
十
三
・

三
二
三
九
）
と
詠
ま
れ
た
多
く
の
岬
の
中
で
、
唐
崎
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
に

（17）

至
る
の
は
、
こ
こ
が
大
津
京
の
外
港
で
あ
る
と
と
も
に
、
大
宮
人
の
船
遊
び
の

船
が
発
着
す
る
特
別
な
場
所
で
あ
り
、
後
に
柿
本
人
麻
呂
の
近
江
荒
都
歌
の
反

歌
に
、
「
大
官
人
の
船
待
ち
か
ね
つ
」
と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
大
津
京
の
象
徴

的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
加
え
て
、
お
そ
ら
く
は
大
津
京
に
お
け
る
天
智
政

権
を
支
え
る
役
割
を
果
し
た
、
渡
来
系
氏
族
の
居
住
地
に
存
し
た
こ
と
な
ど
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

唐
崎
は
琵
琶
湖
に
向
っ
て
東
に
つ
き
出
し
た
岬
で
あ
る
が
、
こ
の
西
側
、
坂

本
か
ら
錦
部
に
及
ぶ
湖
西
地
域
に
は
、
そ
の
数
と
密
度
に
お
い
て
全
国
的
に
も

屈
指
の
規
模
の
群
集
墳
の
分
布
が
見
ら
れ
、
な
か
で
も
、
そ
の
分
布
が
濃
密
な

大
友
郷
の
卓
越
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
群
集
頃
は
、
大
津
遷
都
の

約
百
数
十
年
前
か
ら
直
前
の
時
期
ま
で
に
営
ま
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
特
異

な
横
穴
式
の
石
室
構
造
や
、
竃
・
釜
・
甑
を
「
セ
ッ
ト
と
す
る
炊
飯
具
の
ミ
ニ

チ
ュ
ア
土
器
の
副
葬
品
は
、
い
ず
れ
も
朝
鮮
半
島
に
起
源
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
群
集
境
は
こ
の
地
に
居
住
し
た
渡
来
系
氏
族
の
残
し

た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
一
方
、
こ
れ
ら
の
古
墳
の
数
か
ら
単
純
に



割
り
出
し
た
世
帯
共
同
体
の
数
と
そ
の
構
成
員
を
、
湖
西
の
狭
駐
な
地
域
に
押

し
込
め
て
し
ま
う
こ
と
は
到
底
無
理
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
群
集
墳

中
に
は
、
生
活
の
場
を
他
の
地
域
に
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
墳
墓
だ
け
を
こ
の
地

（18）

に
築
い
た
人
々
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。（19）

唐
崎
と
そ
の
周
辺
の
群
集
頃
の
分
布
図
を
見
る
と
、
西
の
崇
福
寺
か
ら
東
の

唐
崎
に
至
る
ま
で
の
丘
陵
や
小
谷
は
、
ま
さ
に
死
者
の
世
界
で
あ
っ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
「
死
者
の
世
界
」
を
背
に
負
い
、
湖
に
向
か
っ
て

つ
き
出
し
て
い
る
唐
崎
が
、
古
代
人
達
に
他
界
と
の
境
界
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、

ご
く
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
群
集
頃
を
築
造
し
た
渡
来
系
氏
族
は
、
あ

る
い
は
砂
々
た
る
湖
水
の
彼
方
に
、
海
彼
の
民
族
の
故
地
を
も
幻
祝
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

囲

唐
崎
は
、
『
河
海
抄
』
乙
通
女
に
、
「
七
瀬
所
々
」
と
し
て
、

難
波
　
轟
大
　
河
俣
摂
津
　
大
嶋
　
橘
小
鴫
山
城
　
佐
久
郡
谷
　
幸
崎
近
江

を
挙
げ
、
「
幸
崎
難
波
七
轍
の
随
一
也
」
と
す
る
如
く
、
七
瀬
の
祓
所
の
中
で

も
特
に
重
視
さ
れ
た
祓
所
で
あ
っ
た
。

山
上
伊
豆
母
氏
は
七
漱
祓
に
つ
い
て
、

『
七
瀬
の
祓
』
は
民
俗
宗
教
の
源
泉
と
し
て
神
話
に
も
頻
出
す
る
ミ
ソ
ギ

バ
ラ
へ
の
系
譜
を
つ
ぎ
、
そ
の
一
典
型
た
る
河
臨
楔
（
河
辺
の
沐
浴
）
　
の

重
要
兇
俵
で
あ
っ
た
。
『
七
瀬
』
の
八
七
）
も
も
と
は
実
数
で
は
な
く
不

定
の
多
数
で
あ
り
、
そ
の
祓
式
は
平
安
以
前
は
大
む
ね
一
河
川
に
お
け
る

『
瀬
々
』
（
数
漱
）
　
の
楔
政
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
が
後
世
に
七
個

所
の
『
祓
戸
』
に
定
着
し
、
さ
ら
に
多
種
の
『
七
瀬
』
地
名
の
組
合
せ
が

生
じ
た

と
し
て
、
唐
崎
を
含
む
「
大
七
瀬
」
が
定
め
ら
れ
た
の
は
南
北
朝
ご
ろ
と
推
定

（
空

さ
れ
た
。
平
安
京
の
七
瀬
祓
に
は
、
こ
の
他
に
「
洛
中
七
瀬
」
と
「
霊
所
七
瀬
」

が
あ
る
。

「
七
瀬
祓
」
が
文
献
で
確
認
さ
れ
る
も
っ
と
も
早
い
例
は
、

応
和
三
年
七
月
廿
一
日
御
記
日
蔵
人
式
部
丞
藤
原
雅
材
供
御
祓
物
以
明
日

令
天
文
博
士
保
憲
（
赴
）
難
波
湖
及
七
蘇
三
元
河
臨
楔（

河
海
抄
、
乙
通
女
）

で
あ
る
が
、
最
近
で
は
、
金
子
裕
之
氏
が
、
出
土
遺
物
の
研
究
か
ら
、
「
平
城

京
に
お
け
る
無
数
の
祭
場
は
七
漱
祓
の
原
形
と
い
え
る
も
の
で
、
七
瀬
祓
の
芽

生
え
は
藤
原
京
に
求
め
う
る
が
、
本
格
的
な
展
開
は
平
墜
京
に
は
じ
ま
り
、
長

（21）

岡
京
を
経
て
平
安
京
へ
と
受
け
継
が
れ
、
七
瀬
祓
と
し
て
儀
式
化
し
た
」
と
の

注
目
す
べ
き
見
解
を
発
表
さ
れ
、
同
時
に
、
大
七
瀬
、
洛
中
七
瀬
、
霊
所
七
瀬

の
三
種
の
七
瀬
が
、
平
安
宮
と
京
を
重
層
的
に
囲
む
構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
金
子
氏
は
さ
ら
に
、
七
瀬
祓
が
こ
の
よ
う
に
整
然
と

体
系
化
さ
れ
た
時
期
、
各
々
の
七
瀬
が
そ
の
時
点
で
新
た
に
設
定
さ
れ
た
の
か
、

あ
る
い
は
そ
れ
ま
で
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ

か
ら
の
課
題
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
七
瀬
の
多
く
は
、
断
片
的
に



祓
所
と
し
て
各
種
文
献
に
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
個
々
に
祓
の
実
修
さ
れ
て

い
た
場
所
が
組
織
化
、
体
系
化
さ
れ
た
も
の
が
、
三
種
の
「
七
瀬
祓
」
　
で
あ
っ

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
字
津
保
物
語
』
「
国
訴
・
中
」
　
で
は
、
懐
妊
中
で
気
分
の
す
ぐ
れ
ぬ
女
一

宮
が
藤
原
兼
雅
の
桂
の
山
荘
で
静
養
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
藤
壷
か
ら
見
舞
い

の
文
が
届
け
ら
れ
、
そ
の
文
面
に
は
、

…
、
い
と
遠
く
渡
ら
せ
給
ひ
に
け
れ
ば
、
七
瀬
の
旅
に
て
な
む
と
て
や

も
ろ
と
も
に
朝
夕
わ
か
ず
楔
せ
し
早
く
の
瀬
々
に
思
ひ
出
ら
る
ゝ

忘
れ
難
く
の
み
こ
そ

と
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
客
と
し
て
山
荘
に
居
合
わ
せ
た
弾
正
の
宮
が
返
事

を
代
筆
し
、
次
の
返
歌
を
書
き
つ
け
る
。

楔
せ
し
瀬
々
の
滝
つ
瀬
思
ひ
出
で
は
我
が
衣
手
も
わ
す
れ
ざ
ら
な
む

藤
盃
の
文
に
「
七
瀬
の
旅
」
「
楔
せ
し
早
く
の
瀬
々
」
、
弾
正
の
官
の
返
歌
に

「
楔
せ
し
瀬
々
の
滝
つ
瀬
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
実
際
に
貴
族
達
が
漱
々

を
め
ぐ
り
歩
い
て
祓
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
「
七
瀬
の
旅
」
と
も
称
し

た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
後
、
藤
壷
は
、

辛
崎
に
お
は
し
ま
し
て
、
御
祓
い
か
め
し
う
し
給
ひ
て
帰
り
給
ひ
ぬ
。

と
、
父
正
頼
と
共
に
唐
崎
の
祓
に
出
か
け
て
い
る
し
、
『
源
氏
物
語
』
に
も
、

五
節
舞
姫
退
出
後
の
祓
が
、
・

近
江
の
は
辛
崎
の
祓
、
津
の
守
は
難
波
と
い
ど
み
て
ま
か
で
ぬ
。

（
乙
女
）

と
描
か
れ
る
。
こ
れ
ら
物
語
に
描
か
れ
た
七
瀬
祓
や
唐
崎
祓
は
、
当
時
の
祓
の

実
態
と
大
き
く
隔
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

平
安
時
代
の
記
録
に
残
る
唐
崎
祓
と
し
て
は
、
『
小
右
記
』
永
詐
元
年
（
九

八
九
）
　
六
月
二
十
四
日
条
に
道
綱
母
の
夫
兼
家
、
同
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
　
九

月
三
十
日
条
に
東
三
条
院
詮
子
、
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
二
〇
〇
四
）

九
月
七
日
条
に
道
長
自
身
の
そ
れ
が
見
え
る
。

唐
崎
祓
の
開
始
は
、
唐
崎
遺
跡
か
ら
奈
良
時
代
後
半
頃
の
土
馬
が
出
土
し
て

り
坪
〔

い
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
さ
れ
る
が
、
天
智
紀
九
年
（
六

七
〇
）
　
三
月
九
日
条
に
、

三
月
の
甲
戌
の
朔
壬
午
に
、
山
御
井
の
傍
に
、
諸
臣
の
座
を
敷
き
て
、
幣

畠
を
斑
つ
。
中
臣
金
連
、
祝
詞
を
宣
る
。

と
あ
り
、
前
掲
『
万
莫
集
』
天
智
天
皇
挽
歌
に
お
け
る
唐
崎
に
、
呪
的
な
意
味

が
汲
み
と
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
既
に
大
津
京
の
時
代
か
ら
、
唐
崎
の
聖
な

る
水
辺
で
何
ら
か
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

平
安
時
代
に
入
っ
て
、
皇
統
が
天
武
系
か
ら
天
智
系
に
復
す
る
と
、
天
智
天

皇
の
故
地
を
慕
う
か
の
よ
う
な
天
皇
の
行
幸
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
桓
武

天
皇
は
、
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
　
三
月
二
十
四
日
、
同
年
四
月
九
日
（
以

上
、
日
本
紀
略
）
、
延
暦
二
十
三
年
二
月
二
十
四
日
（
日
本
後
紀
）
　
の
三
度
に

わ
た
っ
て
、
唐
崎
に
行
幸
し
て
い
る
。
桓
武
天
皇
は
、
平
安
遷
都
に
際
し
、
延

暦
十
三
年
（
七
九
四
）
十
一
月
八
日
の
詔
で
、

又
近
江
国
滋
賀
郡
古
津
者
。
先
帝
旧
都
。
今
接
二
聾
下
l
。
可
下
追
－
一
昔
号
一



改
称
中
大
津
上
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
紀
略
）

と
、
当
時
古
津
と
呼
ば
れ
て
い
た
湖
港
を
大
津
と
改
称
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
強
い
皇
統
意
識
と
天
智
天
皇
へ
の
追
慕
の
情
、
さ
ら

に
は
旧
都
へ
の
断
ち
が
た
い
懐
旧
の
念
を
抱
い
て
い
た
と
見
え
る
。
天
智
天
皇

や
旧
都
へ
の
思
い
が
唐
崎
行
幸
に
実
現
す
る
あ
た
り
に
、
大
搾
京
に
お
け
る
唐

崎
の
特
別
な
意
味
が
想
到
さ
れ
よ
う
。

さ
ら
に
、
桓
武
天
皇
の
子
嵯
峨
天
皇
も
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
　
四
月
二
十

二
日
に
崇
福
寺
・
梵
釈
寺
を
経
て
唐
崎
へ
行
幸
し
て
い
る
。

幸
二
近
江
国
滋
賀
韓
埼
一
。
（
中
略
）
即
御
レ
船
芝
レ
湖
。
国
司
英
二
風
俗
歌
舞
一
。

五
位
已
上
井
揉
以
下
賜
二
衣
被
t
。
史
生
以
下
郡
司
以
上
賜
レ
綿
有
レ
差
。

（
日
本
後
紀
）

嵯
峨
天
皇
の
唐
崎
で
の
船
遊
び
は
、
往
時
の
天
智
天
皇
の
そ
れ
を
偲
ん
で
の
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
司
が
風
俗
歌
舞
を
奏
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
同
様
の
例
は
、
養
老
元
年
（
七
一
七
）
　
九
月
の
元

正
天
皇
の
行
幸
の
際
に
も
見
ら
れ
る
。

丁
未
。
天
皇
行
二
l
幸
ス
美
濃
国
ぺ
。
戊
申
。
行
テ
至
プ
近
江
国
1
観
二
l
望
ム
淡
海
リ
。

山
陰
這
ハ
伯
者
冒
以
来
。
山
陽
道
ハ
備
後
冒
以
来
。
南
海
道
ハ
讃
岐
冒
以
来
。

諸
ノ
国
司
等
詣
㌘
行
在
所
（
。
奏
コ
土
風
ノ
歌
舞
↓
。
　
　
　
　
（
続
日
本
紀
）

こ
の
近
江
国
行
幸
の
場
所
に
つ
い
て
、
『
新
修
大
津
市
史
』
は
、
行
幸
路
の
関

（
翌

係
か
ら
し
て
も
、
唐
崎
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
元

正
天
皇
の
行
幸
路
が
嵯
峨
天
皇
と
同
じ
志
賀
越
の
道
を
と
っ
た
と
す
れ
ば
、
天

皇
の
唐
崎
行
幸
の
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
天
皇
の
地
方
行
幸
の
際
に
風
俗
歌
舞
を
奏
す
る
の
は
、
国
魂
す

な
わ
ち
土
地
の
霊
力
と
歌
舞
の
力
に
よ
る
タ
マ
フ
リ
の
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
上
述
の
天
皇
の
唐
崎
行
幸
に
お
い
て
、
楔
祓
の
行
事
が
行
わ
れ
た
か
否

か
に
つ
い
て
は
不
明
と
す
る
他
な
い
が
、
船
遊
び
や
琵
琶
湖
観
望
に
は
、
水
の

霊
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
る
、
こ
れ
ま
た
ミ
タ
マ
フ
リ
の
意
味
が
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

山
上
伊
豆
母
氏
は
、

『
七
瀬
の
祓
』
も
、
も
と
は
「
河
臨
楔
」
（
応
和
三
年
御
記
）
　
で
あ
り
、

（

2

4

一

河
辺
の
沐
浴
で
あ
る
か
ら
「
七
瀬
の
楔
」
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
、

こ
れ
は
た
ん
に
罪
障
を
は
ら
う
の
で
は
な
く
河
海
の
水
霊
に
ふ
く
ま
れ
る

呪
力
を
シ
ャ
ー
マ
ソ
像
に
付
着
さ
せ
る
の
が
本
義
で
あ
り
、
連
鎖
反
応
的

に
主
上
の
霊
力
を
増
大
し
発
展
さ
せ
る
〝
鎮
魂
儀
礼
〟
な
の
で
あ
る
。
鋲

魂
を
タ
マ
シ
ヅ
メ
と
よ
ぷ
以
前
に
、
タ
マ
フ
リ
（
魂
を
振
り
立
た
せ
増
大

さ
す
）
と
訓
ず
る
の
が
古
義
と
お
も
わ
れ
る
。
宮
中
神
楽
も
ま
た
、
こ
の

タ
マ
フ
リ
「
鎮
魂
」
を
芸
能
化
し
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、

こ
の
巫
儀
の
外
面
的
な
呼
称
は
「
七
甑
御
祓
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
楔
祓

と
称
さ
れ
る
諸
神
事
儀
礼
の
本
質
は
鋲
魂
で
あ
る
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
る
。

要
す
る
に
「
鎮
魂
祭
」
が
総
体
的
な
本
来
の
目
的
儀
礼
で
あ
っ
て
、
「
楔

祓
」
は
そ
の
一
部
、
つ
ま
り
水
辺
で
行
な
わ
れ
る
鎮
魂
呪
儀
を
ミ
ソ
ギ
ハ

1（トー



云
）

ラ
へ
　
（
楔
祓
）
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

と
も
述
べ
ら
れ
た
。
七
瀬
祓
の
本
質
が
鉄
魂
（
タ
マ
フ
リ
）
　
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
先
に
挙
げ
た
『
万
菓
集
』
の
天
智
天
皇
蹟
宮
の
際
の
歌
や
流
刑
地
に
赴
く
穂

積
老
の
歌
か
ら
、
天
皇
の
唐
崎
行
幸
へ
、
さ
ら
に
は
唐
崎
祓
へ
と
通
じ
る
一
筋
の

水
脈
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
界
と
の
境
界
で
あ
る
唐
崎
は
、
聖
な
る
水

辺
で
あ
り
、
ま
さ
に
タ
マ
フ
リ
を
行
う
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

㈲

山
上
伊
豆
母
氏
は
、
「
七
瀬
の
祓
」
は
「
七
瀬
の
楔
」
　
で
あ
る
と
断
ぜ
ら
れ

た
が
、
バ
ラ
へ
と
ミ
ソ
ギ
の
本
来
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
措
く
と
し
て
、

平
安
時
代
に
は
両
者
が
混
同
さ
れ
、
後
掲
資
料
に
見
る
如
く
、
行
事
そ
の
も
の

を
「
祓
」
と
称
し
っ
つ
、
そ
の
実
修
形
態
を
「
楔
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
し
ば

し
ば
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
祓
に
神
楽
を
伴
っ
た
こ
と
は
、
『
宇
津
保
物
語
』
「
祭

の
使
」
　
に
、

か
く
て
、
御
神
楽
に
出
立
ち
給
ふ
。
（
中
略
）
御
車
廿
許
り
四
位
五
位
数

知
ら
ず
し
て
、
桂
川
に
出
給
ふ
。
榊
左
右
に
さ
し
て
一
の
串
よ
り
御
神
子

お
ろ
し
て
舞
ひ
入
る
。
御
車
に
つ
ゞ
き
て
促
し
入
る
。
御
複
数
に
お
り
給

ひ
て
、
御
祓
仕
う
ま
つ
り
ぬ
。
御
神
楽
の
召
人
、
催
馬
楽
仕
ま
つ
る
べ
き

右
近
の
将
監
松
方
、
笛
仕
う
ま
つ
る
べ
き
右
近
の
将
監
近
正
、
畢
簗
仕
う

ま
つ
る
べ
き
右
兵
衛
の
尉
時
蔭
、
大
御
歌
仕
う
ま
つ
る
べ
き
殿
上
人
の
只

今
の
上
手
ど
も
、
皆
召
し
連
れ
つ
。
（
中
略
）

又
、
兵
部
卿
の
親
王
も
、
御
祓
L
に
同
き
河
原
に
出
で
給
へ
る
を
、
よ
ろ

こ
び
て
御
む
か
へ
し
て
同
じ
き
御
前
に
著
き
た
ま
ひ
ね
。

と
あ
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
後
、
春
宮
か
ら
使
が
来
て
、
あ
て
宮
と
の

間
に
贈
答
が
交
さ
れ
た
。

う
ち
は
へ
て
わ
れ
に
つ
れ
な
き
君
な
れ
ば
け
ふ
の
楔
も
か
ひ
な
か
る
ら
ん

（
春
宮
）

あ
ふ
事
の
夏
越
の
祓
し
っ
る
散
大
幣
な
ら
む
人
を
み
じ
と
て
（
あ
て
宮
）

右
は
、
桂
川
に
お
け
る
夏
神
楽
の
例
で
あ
る
が
、
六
月
祓
と
夏
神
楽
が
同
時

に
行
わ
れ
た
例
は
、
醍
醐
天
皇
の
頃
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
ら
し
い
。

水

の

は

と

。

に

神

楽

す

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

み
な
か
み
の
こ
こ
ら
流
れ
て
行
く
水
に
い
と
ど
夏
越
し
の
神
楽
を
ぞ
す
る
　
1
1

（
西
本
撃
三
十
六
人
集
本
忠
見
集
）
－

夏
は
ら
へ

河
社
し
の
に
折
り
は
へ
干
す
衣
い
か
に
干
せ
ば
か
七
日
干
ざ
ら
ん

（
陽
明
文
庫
蔵
本
　
貫
之
集
・
巻
四
）

夏
か
ぐ
ら

行
く
水
の
上
に
い
は
へ
る
河
杜
川
な
み
高
く
遊
ぶ
な
る
か
な

（
同
・
同
）

「
河
社
…
」
　
の
歌
は
、
『
新
古
今
集
』
神
祇
歌
に
「
延
喜
御
時
屏
風
に
、
夏
神

楽
の
心
を
よ
み
侍
り
け
る
」
と
あ
り
、
『
承
徳
本
古
謡
集
』
に
は
「
北
御
門
乃

御
神
楽
」
　
の
歌
と
し
て
入
る
。
土
橋
寛
氏
は
、
右
に
見
え
る
「
神
楽
」
を
、
カ



グ
ラ
の
語
が
何
ら
か
の
歌
舞
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
古
い
例
で

あ
る
と
し
て
、
「
採
物
」
「
前
張
」
を
含
む
狭
義
の
神
楽
に
対
す
る
、
広
義
の
神

哀
）

楽
と
と
ら
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
氏
は
、
こ
れ
ら
「
か
ぐ
ら
」
「
夏
か
ぐ
ら
」

と
呼
ば
れ
る
、
賀
茂
川
や
桂
川
で
の
祓
の
遊
び
は
、
古
い
「
川
遊
び
」
　
の
民
俗

行
事
に
由
来
す
る
も
の
で
、
祓
が
タ
マ
フ
リ
の
一
種
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

（訂】

も
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

カ
グ
ラ
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
戒
に
管
絃
の
遊
び
を
伴
っ
た
こ

と
は
、
『
宇
浮
保
物
語
』
の
渚
の
院
の
上
巳
の
祓
（
吹
上
・
上
）
、
難
波
の
上
巳

の
祓
（
菊
の
宴
）
、
桂
殿
に
お
け
る
大
井
河
を
模
し
た
祓
（
国
訴
・
中
）
　
の
語

例
に
詳
し
い
。
こ
う
し
た
貴
族
化
さ
れ
た
祓
の
遊
び
も
ま
た
、
本
来
の
タ
マ
フ

リ
的
意
義
を
残
存
さ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

か
く
考
え
れ
ば
、
『
時
給
日
記
』
に
、

若
き
を
の
こ
も
、
ほ
ど
さ
し
離
れ
て
な
み
ゐ
て
、
「
さ
さ
な
み
や
志
賀
の

唐
崎
」
な
ど
、
例
の
か
み
ご
ゑ
ふ
り
出
だ
し
た
る
も
、
い
と
を
か
し
う
聞

こ
え
た
り
。

と
あ
る
の
も
、
当
時
の
戒
の
実
修
形
態
に
即
し
た
も
の
と
し
て
、
よ
く
理
解
さ

れ
る
。
「
さ
さ
な
み
や
…
」
は
、
神
楽
歌
「
細
波
」
　
の
一
節
で
あ
っ
た
。

本

細
波
や
　
滋
賀
の
辛
崎
や
　
御
稲
拉
く
　
女
の
よ
さ
さ
や
　
そ
れ
も
が
な

か
れ
も
が
な
　
い
と
こ
せ
に
　
ま
　
い
と
こ
せ
に
せ
む
や

末

葦
原
田
の
　
稲
抵
蟹
の
　
や
　
お
の
れ
さ
へ
　
嫁
を
得
ず
と
て
や
　
捧
げ

て
は
お
ろ
し
　
や
　
お
ろ
し
て
は
捧
げ
　
や
　
腕
挙
を
す
る
や

「
若
き
を
の
こ
」
は
、
神
楽
を
奏
す
る
目
的
も
あ
っ
て
、
都
か
ら
随
行
し
た
者

達
で
あ
ろ
う
。
「
例
の
か
み
ご
ゑ
」
な
る
表
現
も
、
六
月
祓
に
多
く
神
楽
を
奏

し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
物
言
い
で
は
あ
っ
た
。

日
田
甚
五
郎
氏
は
、
神
楽
歌
に
こ
の
歌
が
は
い
っ
て
き
た
の
は
、
や
は
り
大

（訪】

嘗
祭
の
悠
紀
の
国
の
稲
拍
歌
と
し
て
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
「
御

稲
」
な
る
語
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
。
も
と
も
と
本
方
と
末
方
は
、
稲
抱
の
労
働

の
場
に
お
け
る
男
女
の
問
答
歌
の
体
を
な
し
て
い
て
、
木
方
で
男
が
女
に
、
自

分
を
愛
人
に
し
て
く
れ
な
い
か
と
誘
っ
た
の
に
対
し
て
、
末
方
で
は
女
が
、

か
ひ
な
げ

（
男
だ
け
で
な
く
）
稲
掠
蟹
の
お
前
ま
で
が
嫁
が
得
ら
れ
な
く
て
腕
挙
（
「
甲

斐
の
な
い
嘆
き
」
と
か
け
る
）
を
し
て
い
る
と
、
男
の
誘
い
を
椰
旅
し
、
は
ぐ

ら
か
す
形
で
言
い
返
し
た
も
の
で
あ
る
。
労
働
の
場
に
お
け
る
こ
う
し
た
ユ
ー

モ
ラ
ス
な
や
り
と
り
が
、
共
同
体
的
意
識
を
高
め
て
農
作
業
の
能
率
を
上
げ
る

と
と
も
に
、
性
愛
を
連
想
さ
せ
る
内
容
が
稲
作
の
豊
穣
を
予
祝
す
る
も
の
で
あ
っ

た
ろ
う
こ
と
は
、
充
分
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
西
角
井
正
座
氏
が
疑

（わ）

問
を
呈
さ
れ
た
よ
う
に
、
本
方
の
歌
に
な
ぜ
「
志
柴
の
幸
崎
」
が
う
た
わ
れ
る

の
か
は
、
必
ず
し
も
分
明
で
は
な
い
。
こ
の
歌
が
風
俗
歌
で
あ
っ
た
こ
と
は
首

わ
れ
る
と
し
て
、
湖
に
つ
き
出
し
た
岬
が
、
稲
抱
の
農
作
業
に
適
し
た
地
で
あ
っ

た
と
も
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
た
と
え
そ
の
腕
挙
が
稲
抱
の
動
作

に
似
て
い
た
と
し
て
も
、
稲
作
に
害
を
な
す
と
さ
れ
る
蟹
が
稲
挽
歌
に
う
た
わ

12



れ
る
理
由
は
何
か
。

蟹
が
そ
の
脱
穀
作
用
に
よ
っ
て
、
幾
度
も
生
命
を
更
新
し
て
永
久
に
生
存
す

る
と
の
信
仰
は
、
古
代
日
本
の
み
な
ら
ず
多
く
の
民
族
に
共
通
す
る
も
の
で
あ

り
、
『
古
語
拾
退
』
に
、

天
祖
彦
火
等
、
海
神
の
女
豊
玉
姫
命
を
婚
ひ
て
、
彦
激
等
を
生
れ
ま
す
。

誕
育
之
日
、
海
の
浜
に
室
を
立
つ
。
千
時
、
掃
守
連
の
遠
祖
天
忍
人
命
、

供
奉
陪
侍
る
。
詩
を
作
り
て
蟹
を
掃
ふ
。
仇
て
常
に
舗
を
設
く
。
遂
に
以

て
職
と
為
す
。
号
け
て
蟹
守
と
日
ふ
。
〔
今
俗
に
倍
守
と
謂
へ
る
は
、
彼

の
詞
の
転
れ
る
也
〕
。

と
皇
子
誕
生
の
時
蟹
を
掃
っ
た
こ
と
が
見
え
、
琉
球
に
出
産
の
際
に
蟹
を
は
わ

せ
る
土
俗
を
残
す
の
も
、
産
児
の
生
命
の
不
滅
を
祝
福
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

コ付〔

さ
れ
る
。
ま
た
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ネ
フ
ス
キ
ー
は
、
伊
良
部
島
の
佐
良
浜
村
で
、

粟
の
播
種
の
時
、
豊
作
の
神
栄
世
之
迦
部
志
に
向
か
っ
て
、

エ
ビ
ガ
ニ

蝦
蟹
は
　
（
殻
を
脱
け
て
）
若
返
る
の
だ

イ
サ
ウ
蟹
も
若
返
る
の
だ

栄
世
之
迦
郡
志
よ

我
等
が
若
返
ら
ぬ
と
い
ふ
事
は
な
い
　
（
後
略
）

と
歌
う
の
は
、
蟹
が
永
久
に
鞋
生
す
る
よ
う
に
、
そ
の
年
蒔
い
た
粟
も
必
ず
枯

（31】

れ
ず
に
例
年
の
通
り
芽
生
え
る
こ
と
を
祈
っ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

平
林
章
仁
氏
は
、
銅
鐸
に
描
か
れ
た
水
辺
の
生
物
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
が
水

の
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
古
代
人
の
思
惟
に
よ
れ
ば
、
脱
皮
・
脱
殻
を
く
り

返
し
て
成
長
す
る
ヘ
ビ
・
カ
エ
ル
・
カ
ニ
な
ど
は
、
再
生
や
復
活
、
生
命
の
永

遠
性
を
も
た
ら
す
霊
力
を
内
に
秘
め
た
霊
的
生
物
と
観
念
さ
れ
て
、
誕
生
・
出

産
の
儀
礼
や
豊
穣
を
祈
念
す
る
農
耕
祭
儀
と
も
結
び
つ
き
、
そ
の
呪
物
と
も
な
っ

た
と
さ
れ
、
ま
た
同
じ
く
銅
鐸
に
描
か
れ
た
日
を
抱
く
人
物
に
つ
い
て
も
、
豊

（
望

穣
を
も
た
ら
す
呪
的
行
為
の
表
現
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く

る
と
、
近
江
国
の
稲
抱
歌
に
蟹
が
登
場
し
、
そ
の
舞
台
に
復
活
・
再
生
を
祈
る
聖

な
る
水
辺
た
る
唐
崎
が
選
ば
れ
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
水
辺

の
祓
の
場
で
、
凰
俗
歌
か
ら
神
楽
歌
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
、
こ
の
よ

う
な
歌
を
う
た
う
こ
と
自
体
が
、
タ
マ
フ
リ
の
呪
的
行
為
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

次
の
綱
引
き
も
そ
う
で
あ
る
が
、
祓
に
伴
う
遊
興
と
見
え
る
行
為
が
、
実
は
、
一

単
な
る
遊
興
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
祓
の
重
要
な
部
分
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
1
3

囲

い
と
は
ど
せ
は
き
崎
に
て
、
下
の
か
た
は
、
水
際
に
申
立
て
た
り
。
あ
み

お
ろ
し
た
れ
は
、
し
き
な
み
に
寄
せ
て
、
な
ご
り
に
は
、
な
し
と
言
ひ
ふ

る
し
た
る
か
ひ
も
あ
り
け
り
。
し
り
な
る
人
々
は
、
落
ち
ぬ
ば
か
り
の
ぞ

き
て
、
う
ち
あ
ら
は
す
ほ
ど
に
、
天
下
の
見
え
ぬ
も
の
ど
も
取
り
上
げ
ま

ぜ
て
騒
ぐ
め
り
。

古
来
、
難
解
と
さ
れ
て
き
た
箇
所
で
あ
る
。
祓
の
際
に
網
を
引
い
た
こ
と
は
、

歌
集
や
物
語
に
い
く
つ
か
の
例
を
見
る
が
、
そ
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に

は
さ
れ
て
い
な
い
。



栗
田
右
大
臣
家
の
障
子
に
、
唐
崎
に
成
し
た
る
所
に
網
引
く
形

措
け
る
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
祐
挙

み
そ
ぎ
す
る
今
日
唐
崎
に
お
ろ
す
網
は
神
の
う
け
ひ
く
し
る
し
な
り
け
り

（
拾
遺
集
・
神
楽
歌
）

六
月
、
川
づ
ら
に
祓
へ
す
る
所
、
綱
引
き
、
鵜
な
ど
か
ふ

み
そ
ぎ
す
る
川
の
淑
ご
と
に
引
く
網
を
大
幣
な
り
と
人
や
見
る
ら
ん

（
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
　
鰭
宣
集
）

か
く
て
、
三
月
十
二
日
に
、
初
め
の
巳
の
日
出
来
た
り
。
君
だ
ち
御
祓
L

に
、
渚
の
院
に
田
給
ひ
て
、
漁
人
、
潜
女
召
し
集
へ
て
、
よ
き
物
披
か
せ
、

む
ら
一
C
み

漁
父
召
し
て
、
大
網
引
か
せ
な
ど
し
給
ふ
。
（
宇
津
保
物
語
　
吹
上
・
上
）

右
に
よ
れ
は
、
網
引
き
だ
け
で
は
な
く
、
鵜
飼
や
潜
漁
を
伴
っ
た
こ
と
も
あ
る

よ
う
だ
が
、
そ
れ
ら
が
単
な
る
余
興
的
な
見
物
に
終
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、

『
能
宣
集
』
に
「
み
そ
ぎ
す
る
川
の
瀬
ご
と
に
引
く
網
」
と
あ
っ
て
、
楔
祓
に

は
網
引
き
が
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
右
の

『
芋
津
保
物
語
』
や
次
の
『
後
撰
集
』
の
例
か
ら
推
察
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
漁

に
は
地
元
の
漁
師
達
が
奉
仕
し
た
ら
し
い
。

志
賀
の
辛
崎
に
て
、
祓
し
け
る
人
の
下
仕
へ
に
、
み
る
と
い
ふ

侍
け
り
。
大
伴
黒
主
そ
こ
に
ま
で
来
て
、
か
の
み
る
に
心
を
つ

け
て
言
ひ
た
は
ぶ
れ
け
り
。
祓
果
て
て
、
革
よ
り
窯
主
に
物
か

づ
け
け
る
。
そ
の
裳
の
腰
に
書
き
つ
け
て
、
み
る
に
贈
り
侍
け

る

く
ろ
ぬ
し

何
せ
む
l
こ
へ
た
の
み
る
め
を
思
け
ん
沖
つ
玉
藻
を
か
づ
く
身
に
し
て

（
後
撰
集
・
雑
〓

「
祓
し
け
る
人
」
は
「
か
な
り
身
分
の
高
い
女
性
」
で
、
黒
主
に
賜
禄
が
あ
っ

云
）

た
の
は
、
黒
主
が
接
待
役
を
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
唐
崎
の
位
置
す
る
大
友
郷

に
は
、
渡
来
系
氏
族
の
大
友
村
主
が
古
く
よ
り
蛎
屈
し
、
大
伴
熱
主
も
そ
の
一

族
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
歌
の
趣
向
は
、
下
仕
え
の
女
の
名
「
み
る
」
　
に

「
梅
松
布
」
と
「
見
る
目
」
を
掛
け
、
「
辺
の
海
松
布
」
に
対
し
て
「
沖
つ
玉

荘
」
を
出
し
て
、
自
分
は
「
沖
つ
玉
藻
」
を
潜
い
て
賜
禄
の
「
玉
裳
」
を
披
く

身
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
「
み
る
」
と
の
「
見
る
目
」
な
ど
を
思
い
懸
け

た
も
の
だ
ろ
う
と
、
自
ら
を
卑
下
し
て
み
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
沖
つ
一

玉
藻
」
は
、
単
に
修
辞
の
上
で
「
海
松
布
」
に
対
応
し
、
「
玉
裳
」
と
掛
け
て
　
1
4

用
い
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
綱
引
き
と
並
ぶ
潜
漁
の
中
に
は
、
魚
だ
け
で
は

な
く
藻
を
採
取
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
差
配
が
接
待
役
で
あ

る
大
伴
窯
主
の
仕
事
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
漁
の
祓
に
占
め
る
意
味
は
判
然
と
し
な
い
が
、
あ
る
い
は
そ
の
漁

獲
の
如
何
が
神
意
を
占
う
術
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
『
拾
退
集
』

で
は
、
「
お
ろ
す
網
」
を
神
が
祈
願
の
筋
を
承
引
す
る
し
る
L
と
し
な
が
ら
、

『
能
宜
集
』
で
は
神
に
奉
る
大
幣
と
も
見
て
い
る
の
で
、
大
幣
の
対
価
と
し
て

神
が
与
え
る
漁
獲
が
、
神
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
神

ウ
ケ
ヒ

功
皇
后
の
新
羅
征
討
や
顔
坂
・
忍
熊
二
王
反
逆
の
際
に
、
祈
を
し
て
釣
や
狩
を

し
、
獲
物
に
よ
っ
て
事
の
成
否
を
占
っ
た
例
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。



「
あ
み
お
ろ
し
た
れ
は
、
し
き
な
み
に
寄
せ
て
、
な
ご
り
に
は
、
な
し
と
言

ひ
ふ
る
し
た
る
か
ひ
も
あ
り
け
り
」
　
の
解
に
は
、
諸
説
あ
っ
た
が
、
原
田
芳
起

氏
が
、
「
な
し
と
い
ひ
ふ
る
し
た
る
か
ひ
」
は
神
楽
歌
の
「
か
ひ
な
げ
を
す
る
」

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
「
効
な
し
」
　
に
「
貝
な
し
」
を
か
け
て
た
わ
む
れ

た
表
現
と
見
な
し
て
、
「
L
が
の
唐
崎
は
、
稲
著
蟹
が
か
い
な
げ
を
す
る
と
う

］
町
〔

た
っ
て
来
た
所
だ
が
、
貝
も
あ
っ
た
」
と
解
さ
れ
た
の
に
従
い
た
い
。
「
な
ご

（泌）

り
」
は
、
「
湖
水
の
波
の
よ
せ
て
返
し
た
な
ご
り
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
唐
崎

で
網
を
お
ろ
す
と
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
波
が
し
き
り
に
寄
せ
て
来

て
、
波
が
引
い
た
な
ご
り
に
は
、
（
神
楽
歌
に
）
無
い
と
言
い
古
さ
れ
て
き
た

只
が
あ
っ
た
ー
す
な
わ
ち
祓
の
効
が
あ
っ
た
、
の
意
で
、
こ
こ
で
、
た
し
か
に

作
者
は
、
自
分
の
祈
願
の
筋
が
承
引
さ
れ
た
し
る
L
を
見
た
の
で
あ
る
。

㈹

土
橋
寛
氏
は
、
「
鎮
魂
」
　
に
は
タ
マ
フ
リ
と
ク
マ
シ
ヅ
メ
の
両
義
が
あ
り
、

前
者
は
、
衰
え
て
活
力
を
失
っ
て
い
る
身
体
霊
と
し
て
の
タ
マ
に
、
呪
物
の
呪

力
を
感
染
さ
せ
て
、
タ
マ
を
「
振
り
お
こ
す
」
儀
礼
で
あ
り
、
後
者
は
、
遊
離

霊
と
し
て
の
タ
マ
が
、
身
体
か
ら
遊
離
し
な
い
よ
う
に
「
鉄
め
」
た
り
、
身
体

か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
た
タ
マ
を
呼
び
戻
し
て
身
体
に
「
鋏
め
る
」
儀
礼
で
あ
っ

（お）

た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
最
初
に
掲
げ
た
和
泉
式
部
の
貴
船
謡
は
、
後
者
の
ク
マ

シ
ヅ
メ
に
あ
た
り
、
道
綱
母
の
唐
崎
祓
は
、
前
者
の
タ
マ
フ
リ
の
例
に
あ
た
る
。

『
万
葉
集
』
で
茅
上
娘
子
が
流
罪
の
恋
人
中
臣
宅
守
を
思
っ
て
詠
ん
だ
、

7

7
6
た
ま
し
ひ
は
朝
夕
に
た
ま
ふ
れ
ど
わ
が
胸
痛
し
恋
の
繁
き
に
（
巻
十
五
）

3
は
、
遠
く
離
れ
た
恋
人
を
思
っ
て
胸
が
痛
む
の
を
元
気
づ
け
よ
う
と
、
タ
マ
フ

リ
を
す
る
と
の
意
で
あ
る
が
、
道
綱
母
の
心
底
に
も
、
離
れ
ゆ
く
夫
の
心
を
思
っ

て
、
「
せ
む
か
た
知
ら
ず
、
あ
や
し
く
お
き
ど
こ
ろ
な
き
」
心
地
を
、
京
を
離

れ
た
土
地
で
自
由
に
解
放
す
る
と
と
も
に
、
祓
の
実
修
に
よ
り
タ
マ
フ
リ
を
し

よ
う
と
の
秘
か
な
期
待
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
古
代
か
ら

の
水
の
霊
地
で
あ
り
、
他
界
と
の
境
界
で
も
あ
っ
た
唐
崎
は
、
そ
の
よ
う
な
道

綱
母
の
願
い
を
受
け
と
め
る
に
は
最
上
の
地
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
道
綱
母
の

タ
マ
フ
リ
は
、
一
時
的
に
せ
よ
、
大
い
に
そ
の
効
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
帰
途
の
走
り
井
に
お
け
る
連
歌
の
軽
妙
な
応
酬
に
は
、
明
る
い
解
放
感
が

廣
註
し
て
い
る
。

し
か
し
、
道
綱
母
の
帰
り
行
く
先
の
都
の
現
実
は
、
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。

道
綱
母
は
、
一
時
魂
の
平
安
と
高
揚
を
経
験
し
た
だ
け
に
、
た
ち
ま
ち
そ
の
落

差
の
大
き
さ
に
打
ち
の
め
さ
れ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
記
中
巻

の
大
き
な
文
脈
の
中
で
読
み
取
れ
ば
、
唐
崎
紀
行
は
、
道
綱
母
の
ど
う
打
開
し

ょ
う
も
な
い
悲
境
を
照
射
す
る
も
の
に
他
な
る
ま
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
唐
崎
で

綱
引
き
や
神
楽
歌
に
興
じ
る
作
者
の
姿
は
、
一
層
哀
れ
を
誘
う
と
も
言
え
よ
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
得
た
水
辺
の
鉄
塊
の
記
憶
が
、
や
が
て
作
者
を
石
山
寺
へ
、

そ
し
て
鳴
滝
へ
と
導
き
、
日
記
中
巻
の
世
界
を
大
き
く
動
か
す
挺
子
と
な
っ
た

こ
と
を
思
え
ば
、
道
綱
母
の
精
神
世
界
と
『
購
蛤
日
記
』
の
作
品
世
界
に
占
め

る
唐
崎
祓
の
意
味
は
、
決
し
て
小
さ
く
は
な
か
っ
た
と
言
わ
わ
は
な
る
ま
い
。
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注

（
1
）
　
以
下
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
2
）
　
萩
谷
朴
「
関
の
山
路
あ
は
れ
あ
は
れ
と
お
ぼ
え
て
－
輯
蛤
日
記
本
文
に
対
す
る

対
照
法
解
釈
の
適
用
－
」
『
国
文
学
』
第
8
巻
第
3
号
、
昭
和
3
・
2
。

（
3
）
以
下
「
評
釈
」
と
略
称
す
る
。
唐
崎
祓
を
扱
う
「
評
釈
・
四
」
「
評
釈
・
五
」
は
、

『
国
文
学
』
昭
和
3
5
・
4
～
5
掲
載
。

（
4
）
以
下
「
注
解
」
と
略
称
す
る
。
同
じ
く
唐
崎
祓
を
扱
う
「
注
解
・
四
十
三
」
「
注

解
・
四
十
四
」
は
、
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
4
0
・
1
1
～
1
2
掲
載
。

（
5
）
　
『
神
々
の
風
景
－
信
仰
環
境
論
の
試
み
』
（
平
成
2
、
白
水
社
）
　
四
六
頁
。

（
6
）
　
「
天
智
天
皇
挽
歌
」
『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
二
集
（
昭
和
盟
、
有
斐
閣
）
。

（
7
）
　
『
萬
葉
集
全
注
』
巻
第
二
（
昭
和
郎
、
有
斐
閣
）
　
二
一
九
頁
。

（
8
）
天
智
紀
七
年
七
月
粂
「
又
於
二
浜
台
之
下
一
、
諸
魚
覆
レ
水
而
至
。
」

（
9
）
松
本
信
広
『
日
本
の
神
話
』
（
昭
和
4
1
、
至
文
堂
）
　
六
七
～
六
八
頁
。
松
前
健

『
日
本
神
話
の
新
研
究
』
（
昭
和
4
6
、
桜
楓
社
）
　
三
〇
～
三
四
頁
。

（
1
0
）
　
『
萬
薬
挽
歌
論
』
（
昭
和
5
9
、
塙
雷
房
）
　
四
〇
～
四
一
頁
。

（
1
1
）
折
口
信
夫
「
萬
薬
集
短
歌
輪
講
」
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
第
1
3
巻
第
1
2
号
。
大
正
9
・
1
2
。

全
集
第
二
十
九
巻
所
収
。

（
1
2
）
近
藤
健
史
「
境
界
領
域
と
樹
木
－
古
代
文
学
に
お
け
る
「
松
」
　
－
」
『
語
文
』

（
日
本
大
学
）
第
7
9
隋
、
平
成
3
・
3
。

（
1
3
）
　
「
霊
魂
を
よ
び
か
え
す
木
」
『
木
の
伝
説
』
（
昭
和
4
4
、
宝
文
館
出
版
）
所
収
。

（
1
4
）
　
『
新
修
大
津
市
史
』
第
一
巻
（
昭
和
5
3
、
大
津
市
役
所
）
　
三
一
七
～
一
四
〇
頁
。

（
状
ご
田
辺
昭
三
『
よ
み
が
え
る
湖
都
大
津
の
官
時
代
を
探
る
』
（
昭
和
鯛
、
N
H
K
ブ
ッ
ク

ス
）
一
六
〇
頁
。

（
1
6
）
　
注
1
4
の
雷
、
二
〇
四
～
二
〇
五
頁
。

（
1
7
）
藤
岡
謙
二
郎
「
古
代
の
大
津
京
城
と
そ
の
周
辺
の
地
割
に
関
す
る
若
干
の
歴
史

地
理
学
的
考
察
」
『
人
文
地
理
』
第
2
3
巻
第
6
号
。
お
よ
び
注
1
4
の
書
、
二
二
頁
。

（
1
8
）
注
1
4
の
害
、
一
二
〇
～
一
二
五
頁
。

（
1
9
）
　
『
新
修
大
津
市
史
』
第
八
巻
（
昭
和
蘭
、
大
津
市
役
所
）
　
二
四
～
二
五
頁
。

（
2
0
）
　
「
『
七
瀬
の
祓
』
の
源
流
」
『
古
代
文
化
』
第
2
2
巻
第
6
号
、
昭
和
4
5
・
6
。
の

ち
『
古
代
祭
祀
伝
承
の
研
究
』
所
収
。

（
2
1
）
　
「
平
城
京
と
祭
壇
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
七
集
、
昭
和
6
0
・
3
。

（
2
2
こ
日
本
歴
史
地
名
大
系
2
5
『
滋
賀
県
の
地
名
』
（
平
成
3
、
平
凡
社
）
　
二
一
七
頁
。

（
2
3
）
注
1
4
の
百
、
三
〇
二
頁
。

（
2
4
）
注
2
0
に
同
じ
。

（
鬱
　
「
海
の
釣
魂
と
巫
女
」
『
古
代
祭
祀
伝
承
の
研
究
』
（
昭
和
郎
、
姓
山
間
）
所
収
。

（
2
6
）
　
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
（
昭
和
4
0
、
岩
波
書
店
）
　
二
一
八
～
二
二
〇
頁
。

（
㌘
）
注
2
6
の
書
、
二
三
五
～
二
三
六
頁
。

（
2
8
）
　
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
代
歌
謡
』
七
〇
頁
脚
注
。

（
乃
）
　
『
神
楽
歌
研
究
』
（
昭
和
1
6
、
畝
傍
昏
房
）
一
七
九
貰
。

（
討
）
中
山
太
郎
「
蟹
守
土
俗
考
」
『
日
本
民
俗
学
・
風
俗
欝
』
（
昭
和
5
、
大
岡
山
容

店
）
所
収
。

（
3
1
）
　
「
月
と
不
死
」
H
　
『
民
族
』
第
3
巻
第
4
号
、
昭
和
3
・
5
。
の
ち
東
洋
文

庫
『
月
と
不
死
』
所
収
。

（
霊
）
　
『
鹿
と
烏
の
文
化
史
－
古
代
日
本
の
儀
礼
と
呪
術
－
』
（
平
成
4
、
白
水
社
）
　
四

八
～
四
九
頁
。

（
お
）
木
船
重
昭
『
後
撰
和
歌
集
全
釈
』
（
昭
和
6
3
、
笠
間
書
院
）
七
三
三
頁
。

（
型
　
（
竺
　
「
輯
蛤
日
記
私
註
（
六
）
」
『
平
安
文
学
研
究
』
第
2
3
韓
、
昭
和
封
・
7
。

（
3
6
）
注
2
6
の
書
、
第
三
章
　
採
物
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義
。
お
よ
び
「
霊
魂
－
そ
の

形
と
言
葉
－
」
『
日
本
古
代
の
呪
諸
と
説
話
』
（
平
成
元
、
塙
書
房
）
所
収
。

1
は
ら
だ
・
あ
つ
こ
、
大
阪
成
段
女
子
短
期
大
学
教
授
T
I
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