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菅
原
道
眞
に
閥
す
る
数
多
く
の
仰
記
・
研
究
中
、
そ
の
識
岐
守
時
代
は
從
來
殆
ん
ど
注
目
さ
れ
て
ゐ
な
い
部
分
で
あ
る
。
明

治
以
前
の
菅
公
傳
な
る
も
の
の
中
心
点
は
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ぱ
天
滿
大
目
在
天
榊
と
し
て
の
道
湿
を
説
く
と
い
ふ
や
宗
駁
的
立

場
に
あ
っ
た
も
の
で
、
か
か
る
立
場
か
ら
は
遁
興
の
讃
岐
守
時
代
に
對
す
る
閑
却
は
常
然
生
じ
得
る
。
明
治
以
後
、
殊
に
明
治

三
十
五
年
菅
公
硬
後
千
年
に
満
っ
て
、
そ
の
記
念
の
た
め
に
迩
江
に
開
す
る
傅
記
・
論
説
が
發
表
せ
ら
れ
た
が
、
其
庭
に
兄
ら

れ
ろ
傾
向
は
人
間
主
義
的
・
政
治
史
的
で
あ
り
、
從
來
の
宗
敷
的
な
も
の
は
断
乎
と
し
て
否
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
も
こ
の

新
傾
向
に
お
い
て
道
眞
評
価
の
基
準
と
な
っ
た
も
の
は
道
徳
的
槻
点
と
性
格
的
観
点
と
の
二
つ
で
あ
っ
て
、
人
Ⅲ
道
江
・
政
治

家
道
興
を
こ
の
二
点
に
よ
っ
て
褒
畦
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
も
そ
の
傳
記
の
焦
点
が
左
遜
那
件
に
お
か
れ

る
た
め
に
、
道
興
の
誰
岐
守
時
代
は
兄
逃
さ
れ
勝
ち
で
あ
り
、
梢
盈
詩
人
と
し
て
の
道
興
を
鯉
調
す
る
場
合
に
、
こ
の
時
代
の

作
品
が
取
扱
は
れ
る
位
の
も
の
で
あ
っ
た
。
商
山
林
次
郎
・
井
上
哲
次
邸
。
近
く
は
菊
池
寛
な
ど
の
諸
氏
が
こ
の
点
に
注
目
し

識
岐
守
時
代
の
遊
興
七
九

讃
岐
守
時

ー

代

の
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識
岐
守
埒
代
の
逝
興
八
○
・

て
ゐ
る
人
廷
で
あ
る
。

然
し
・
な
が
ら
、
卑
見
に
よ
れ
ば
迩
興
の
讃
岐
守
時
代
は
そ
の
一
生
の
經
歴
中
輕
く
取
扱
は
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て

道
興
を
正
確
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
兄
逃
す
郡
の
出
來
ね
部
分
で
あ
る
と
老
へ
ら
れ
る
。
抑
掩
一
個
人
の
傅
記
の
雛

成
に
と
っ
て
鼓
も
大
切
な
る
も
の
は
、
そ
の
個
人
の
個
性
的
展
開
の
記
述
で
あ
っ
て
、
個
性
と
遜
境
と
の
相
關
荏
係
に
よ
る
を

の
行
爲
が
全
的
に
緋
成
的
に
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
殊
に
道
興
の
如
き
そ
の
性
枯
的
に
ま
た
歴
史
上
の
遺
業
の
点
か
ら
兇
一
Ｌ

本
質
的
に
詩
人
と
考
へ
ら
る
べ
き
人
間
を
取
扱
ふ
場
合
に
は
、
そ
の
内
面
的
諸
職
闘
に
對
す
る
解
輝
學
的
理
解
が
必
要
と
さ
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
点
か
ら
道
健
の
読
岐
時
代
は
注
目
す
ぺ
き
意
義
を
有
つ
も
の
で
あ
る
。
上
代
武
族
賦
會

の
一
員
で
あ
り
ま
た
特
に
詩
人
で
あ
っ
た
道
漣
に
は
、
今
更
歴
史
學
上
新
し
い
穣
極
的
価
値
が
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、

且
つ
余
り
に
そ
の
存
在
が
通
俗
化
さ
れ
て
ゐ
る
た
め
に
そ
の
仰
記
に
つ
い
て
云
焦
す
る
こ
と
も
卑
近
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
か
れ
砲

が
、
し
か
も
道
厘
は
吾
國
文
蕊
史
上
の
或
は
平
安
朝
前
期
政
治
史
上
の
注
目
す
べ
き
存
在
た
る
こ
と
は
失
は
れ
な
い
の
で
あ
っ

て
、
偶
燕
這
興
の
全
傅
を
考
察
す
べ
き
機
含
を
得
て
、
彼
の
謎
岐
守
時
代
の
意
義
の
新
し
く
兇
直
さ
る
べ
き
郡
を
感
じ
た
の
で

あ
る
。さ

て
道
眞
の
談
岐
守
時
代
を
考
察
す
べ
き
養
料
と
な
る
も
の
は
菅
家
文
草
巻
三
・
巻
四
に
收
め
ら
れ
た
道
興
の
詩
文
を
唯
一

の
も
の
と
す
る
。
周
知
の
如
く
菅
家
文
草
は
そ
の
序
列
に
於
て
殆
ん
ど
正
確
に
年
代
的
に
配
列
さ
れ
て
居
り
、
道
錘
の
傳
記
的

考
察
に
は
蚊
も
便
宜
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
巻
三
・
巻
四
は
そ
の
談
岐
赴
任
匝
前
即
ち
そ
の
出
發
よ
り
、
秩
減
ち
て
脈
京
唾
後

ま
で
の
文
藻
を
集
め
た
も
の
で
あ
っ
て
や
‐
こ
れ
を
仔
細
に
凡
る
時
は
彼
の
地
方
在
任
中
の
行
動
の
本
斑
的
な
ろ
も
の
に
つ
い
て
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然
し
以
上
三
点
の
彼
述
に
入
る
前
に
、
彼
の
讃
岐
赴
任
の
事
怖
に
つ
い
て
兄
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
と
い
ふ
の
は
彼
自

身
と
の
赴
任
を
一
種
の
左
暹
と
曜
ぜ
ざ
る
を
得
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
や
や
複
雑
な
も
の
が
老
へ
ら
れ
、

且
つ
こ
の
感
が
赴
任
以
後
の
道
興
の
心
境
に
影
響
し
て
來
る
事
は
術
然
で
あ
る
か
ら
、
勢
↓
べ
こ
の
赴
任
の
覗
情
に
は
一
應
注
目

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

仁
和
二
年
正
月
十
六
日
、
從
玉
位
上
行
式
部
少
輔
粂
文
章
博
士
の
任
に
あ
っ
た
遊
興
は
讃
岐
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
（
三
代
笈
録

同
年
同
月
條
）
時
に
年
四
十
二
。
而
し
て
こ
の
地
方
官
任
命
は
一
見
其
虚
に
何
等
狩
別
な
事
惰
を
老
へ
る
必
要
は
な
い
と
も

云
へ
る
。
例
へ
ぱ
菅
家
歴
代
に
つ
い
て
見
て
も
文
章
博
士
た
り
し
古
人
・
油
公
・
是
善
は
皆
夫
掩
に
地
方
官
の
經
歴
を
有
し
て

居
り
、
職
原
妙
文
章
博
士
の
條
に
よ
れ
ば
、
「
此
職
に
居
る
若
必
ず
参
政
に
鱒
す
」
と
あ
っ
て
、
参
政
に
鱒
す
る
必
要
上
地
方

官
の
経
歴
が
豫
め
道
興
に
も
今
や
輿
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
解
す
る
蕪
が
出
来
る
。
女
童
．
博
士
に
居
る
訓
眺
に
九
年
目
に

入
っ
て
ゐ
た
彼
の
此
度
の
任
命
は
か
か
る
兄
方
か
ら
す
る
時
、
む
し
ろ
総
然
の
菰
で
あ
っ
た
と
考
へ
て
よ
い
。

し
か
る
に
菅
家
丈
草
巻
三
の
冊
頭
、
彼
の
讃
岐
へ
の
出
發
の
感
慨
を
兄
る
時
誰
し
も
其
庭
に
彼
の
身
邊
に
一
稲
の
感
情
的
葛

讃
岐
守
時
代
の
遊
興
八
一

相
鐵
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
今
そ
れ
を
次
の
文
學
・
政
治
・
思
想
の
三
点
に
分
け
て
見
る
こ
と
が
出
來
る
。

一
、
道
輿
の
自
己
の
本
質
的
個
性
に
封
す
る
自
発
へ
の
到
達

二
、
地
方
官
と
し
て
の
遜
鰹
の
行
動

三
、
在
任
中
に
お
け
る
老
莊
思
想
へ
の
傾
向
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讃
岐
守
時
代
の
遊
厘
典
八
二

藤
の
あ
る
事
を
察
し
、
且
つ
道
眞
自
身
の
心
境
に
認
か
な
ら
ざ
る
も
の
の
あ
る
郡
を
感
じ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
即
ち
彼
の
讃

岐
守
任
官
直
後
の
廿
一
日
宮
中
に
内
宴
あ
り
、
女
樂
を
奏
し
文
人
を
喚
ぴ
て
詩
を
賊
す
事
が
行
は
れ
、
こ
れ
が
同
時
に
道
眞
に

對
す
る
逢
別
の
宴
と
も
な
っ
た
。
（
三
代
笈
録
）
道
眞
の
「
早
春
内
要
官
妓
柳
花
怨
を
奏
す
る
を
聴
く
云
直
の
應
製
の
詩
は

こ
の
時
の
こ
と
で
あ
り
、
「
予
外
吏
と
な
り
て
幸
に
内
要
装
束
之
朏
に
侍
す
。
公
要
に
預
る
を
得
る
は
奮
例
有
り
と
雌
も
又
殊

恩
也
』
（
文
草
巻
二
一
）
と
彼
は
云
っ
て
ゐ
る
。
然
る
に
彼
は
こ
の
語
に
縦
い
て
次
の
如
く
記
し
て
ゐ
る
。
「
王
公
次
に
依
っ
て

酒
を
詩
臣
に
行
ふ
。
相
図
（
基
經
筆
者
註
）
次
に
歯
る
を
以
っ
て
叉
盃
を
僻
す
べ
か
ら
ず
。
予
が
前
に
佇
立
し
て
行
か
ざ
る
と

と
須
爽
に
し
て
吟
じ
て
曰
く
明
朝
風
景
何
人
に
か
脇
す
と
。
一
吟
之
後
予
に
命
じ
壬
Ⅷ
回
詠
せ
し
む
。
命
を
蒙
り
て
詠
ぜ
ん
と
欲

す
。
心
祁
迷
凱
し
て
縄
か
に
一
藤
淀
發
し
て
涙
流
れ
て
鴫
咽
す
。
要
罷
み
て
家
に
蹄
り
て
通
夜
睡
ら
ず
。
獣
然
と
し
て
止
だ
病

む
が
如
く
胸
ま
る
。
云
盈
」

こ
の
太
政
大
臣
基
經
の
態
度
は
如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
る
か
。
ま
た
道
虞
の
心
澗
迷
飢
と
稲
せ
ら
れ
る
心
の
動
き
は
何
を
意

味
し
て
ゐ
る
か
。
其
庭
に
は
從
來
云
は
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
班
な
る
感
激
と
は
云
へ
な
い
基
經
の
悪
意
的
な
も
の
に
よ
る
道
眞

の
心
の
動
揺
が
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
こ
の
感
慨
の
表
現
た
る
彼
の
詩

自
聞
相
國
一
開
唇
何
似
風
光
有
主
人

忠
信
從
來
將
蝿
力
文
章
不
道
渦
溌
仁

含
誠
欲
報
承
恩
久
發
詠
無
堪
落
涙
頻

若
出
皇
城
思
此
郡
定
啼
南
海
浪
花
春

画
０
２
四
日
＆
ｍ
町
ロ
ロ
日
ロ
■
■
呼
日
■
日
■
■
■
■
■
呑
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｉ
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も
表
面
上
は
基
經
に
對
す
る
報
恩
忠
誠
を
云
っ
て
ゐ
る
が
、
裏
面
に
は
か
か
る
逆
風
の
基
經
に
對
す
る
氣
持
が
基
經
に
よ
っ
て

受
け
取
ら
れ
な
い
事
を
悲
し
ん
で
ゐ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
開
の
頚
備
に
つ
い
て
は
従
来
は
っ
き
り
し
た
瓢
は
云
は
れ
て
ゐ
な
い
様
で
あ
る
。
こ
の
内
裳
の
席
に
は
基
經

の
家
令
で
あ
っ
た
左
少
辨
大
學
頭
藤
原
佐
世
が
あ
り
、
彼
は
道
侭
の
こ
の
時
の
様
子
に
對
し
て
詩
一
篇
を
寄
せ
て
慰
め
た
の
で

あ
る
。
（
文
草
同
條
）
、
一
般
に
は
佐
批
が
後
に
阿
衡
事
件
の
一
方
の
首
領
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
推
し
て
、
こ
の
時
に
も
佐
世
の

背
後
的
勢
力
で
あ
っ
た
基
經
が
元
来
道
眞
の
存
在
に
對
す
る
悪
感
情
を
有
ち
、
‐
そ
れ
が
偶
迂
こ
の
時
脛
不
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら

う
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
推
定
は
確
か
に
適
中
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
卑
兄
に
よ
れ
ば
こ
の
頚
情
は
今
少
し
明
瞭
に
す
る

蔀
が
出
來
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

元
慶
八
年
二
月
二
十
五
日
、
遁
興
は
奏
状
を
上
り
、
文
章
博
士
一
員
の
閥
を
補
充
せ
ら
れ
ん
事
を
諸
ふ
た
。
こ
れ
は
三
代
愛

鋒
に
は
見
え
な
い
が
菅
家
丈
草
巻
九
に
全
文
が
通
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
結
果
と
思
は
れ
る
も
の
が
三
代
憧
蜂
五
月
廿
六

日
の
條
に
「
右
大
辨
從
四
位
上
兼
行
勘
解
由
長
官
砿
朝
臣
庇
相
を
文
章
博
士
と
な
す
」
と
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
‐
こ
こ
に
後
の
阿
衡

郡
件
の
發
端
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
臓
相
の
就
任
は
、
道
腫
・
旗
相
對
基
經
・
佐
世
の
關
係
を
瞳
ち
に
恩
ひ
お
こ
さ

し
め
る
も
の
で
あ
る
。
江
談
抄
巻
五
に
よ
れ
ば
磁
祁
は
道
庭
の
父
是
善
の
門
人
で
あ
っ
た
と
老
へ
ら
れ
、
且
つ
後
に
阿
衡
事
件

に
開
し
て
道
反
が
讃
岐
か
ら
基
經
に
奉
呈
し
た
と
い
は
れ
る
意
見
醤
（
政
歌
・
要
略
）
を
彼
の
も
の
と
す
れ
ば
、
遜
鰹
は
こ
の
事

件
に
お
い
て
脹
相
を
全
面
的
に
支
按
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
考
へ
て
、
元
慶
八
年
五
月
の
賦
相
の
文
章
博
士
就

任
は
恐
ら
く
這
興
の
推
畢
が
採
用
さ
れ
た
も
の
と
兄
る
郡
が
出
来
る
。

，
誘
岐
守
時
代
の
逝
侭
八
三
．
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讃
岐
守
時
代
の
弛
眞
八
四

し
か
る
に
一
方
佐
泄
は
基
經
の
家
令
で
あ
っ
て
、
基
經
は
佐
世
と
こ
の
文
章
道
に
進
ま
し
め
ん
と
種
盈
苦
心
し
た
事
は
江
談

抄
に
見
え
て
ゐ
て
既
に
周
知
の
事
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
江
談
抄
「
藤
氏
献
策
始
事
」
の
文
中
、
道
眞
に
つ
い
て
注
目
す
べ
さ

は
、
「
藤
氏
策
を
献
ず
る
の
始
め
は
佐
壯
な
り
。
昭
宮
公
の
家
司
に
て
家
を
起
さ
る
る
に
ｂ
天
祁
も
引
添
へ
ち
れ
て
座
し
給
ひ

け
れ
ば
、
時
の
儒
者
等
皆
悉
く
用
ゐ
ざ
り
け
れ
ば
、
昭
宜
公
歎
息
せ
ら
れ
て
、
切
皇
、
は
る
云
と
の
句
で
あ
る
。
即
ち
佐
泄

の
出
世
に
つ
い
て
基
經
は
逆
風
を
味
方
に
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
り
、
ど
の
頚
は
通
風
の
文
草
に
見
て
も
彼
が
凪
糞
基
經

の
一
身
に
開
し
て
文
章
を
草
し
て
ゐ
て
、
雨
者
の
關
係
は
む
し
ち
密
接
な
る
も
の
の
あ
る
事
が
う
か
が
は
れ
る
事
に
よ
っ
て
も

傍
證
せ
ら
れ
る
。
文
章
博
士
時
代
の
迩
腫
は
微
時
の
鰹
閥
的
對
立
に
災
さ
れ
て
不
快
な
誹
誘
に
と
り
ま
か
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の

事
の
一
面
に
は
「
時
の
儒
者
等
悉
く
用
ゐ
ざ
り
け
れ
ば
云
直
と
い
ふ
佐
世
に
對
す
る
關
係
が
遜
眞
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
た
事
も

考
へ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
位
で
あ
る
。
し
か
る
に
文
章
博
士
の
嫉
員
は
縢
相
に
よ
っ
て
械
充
せ
ら
れ
、
佐
世
は
元
腫
二
年

三
月
に
大
學
頭
、
仁
和
二
年
正
月
に
左
少
辨
と
な
っ
た
が
、
文
章
博
士
の
地
位
は
他
に
奪
は
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
基
經
の
道

興
に
對
す
る
感
情
が
こ
の
時
か
ら
悪
化
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
自
己
の
側
に
「
引
き
添
全
と
て
ゐ
た
筈
の
道

江
の
行
爲
に
對
し
て
、
、
そ
れ
だ
け
不
快
の
念
が
大
き
か
っ
た
と
老
へ
ら
れ
る
。
逝
浜
と
し
て
は
性
桁
的
に
も
榧
置
に
お
も
ね
る

事
は
巧
み
で
な
く
、
且
つ
文
章
博
士
時
代
は
鼓
掩
と
し
て
ひ
た
す
ら
龍
直
厳
正
を
以
っ
て
身
を
虎
す
る
よ
り
他
は
な
か
っ
た
時
‘

代
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
徳
記
を
見
る
も
の
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
禰
時
の
儒
者
の
評
判
の
手
前
か
ら
も
と
の
反
對

を
押
切
っ
て
佐
世
を
推
班
す
る
事
は
到
底
出
来
砲
覗
で
あ
り
、
こ
れ
に
比
し
て
庇
紺
は
適
鮒
な
人
物
で
あ
っ
た
。
と
し
て
こ
の

迩
髄
と
い
う
事
の
意
味
の
中
に
は
、
そ
の
學
才
の
他
に
尚
賦
相
の
女
が
宇
多
帝
の
女
御
と
な
り
、
・
そ
の
所
生
の
齊
泄
親
王
が
道

Ｉ
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ゐ
・
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

進
退
に
極
め
て
敏
感
な
態

さ
て
道
興
は
次
い
で
出

る
彼
の
姿
が
彼
等
雨
人
を

對
し
て
父
是
善
の
門
人
た

読
岐
守
畔
代
の
通

臣
に
職
掌
な
し
」

が
比
較
的
文
章
の
表

風
の
女
婿
で
あ
る
と
い
ふ
關
係
も
老
へ
る
べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
（
錬
卑
文
肱
）
道
鰹
と
し
て
は
こ
の
度
の
推
翠
は
基

Ｑ

經
に
對
し
て
も
、
他
意
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
基
經
か
ら
兇
れ
ぱ
不
快
な
ゆ
き
方
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

れ
は
諸
博
士
の
論
定
と
相
對
的
の
問
題
で
も
あ
り
、
今
は
推
定
の
程
度
に
止
め
て
お
く
。

こ
の
論
断
の
明
確
さ
が

八
年
五
月
九
日
條
に
「
勅

し
む
」
と
あ
る
こ
と
で
あ

尚
ほ
こ
の
他
基
經
の
道

と
論
断
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、

現
に
鹸
裕
を
も
た
せ
、

彼
に
と
っ
て
一
つ
の
「
阿
衡
辨
件
」
と
同
性
斑
の
感
じ
を
存
た
せ
な
か
っ
た
と
は
云
へ
な
い
。
然
し
こ

度
を
示
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
後
に
「
阿
衡
」
の
文
字
に
も
拘
泥
し
た
郡
を
老
へ
る
と
、
道
睡
の

韮
經
は
元
来
性
椿
的
に
底
意
地
の
あ
る
人
物
で
あ
り
、
且
つ
外
戚
關
係
の
な
い
た
め
に
護
時
自
己
の

發
に
先
立
ち
、
再
び
佐
泄
及
び
韮
經
の
邸
に
招
か
れ
て
鰻
別
を
う
け
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
内
妥
に
お
け

し
て
側
隠
の
傭
を
生
ぜ
し
め
た
故
で
も
あ
ら
う
。
佐
泄
の
邸
に
て
は
道
興
は
一
詩
を
賊
し
、
佐
世
に

る
誼
し
み
を
忘
れ
ざ
ら
ん
郡
を
云
っ
て
ゐ
る
。
文
章
博
士
時
代
の
四
度
に
亘
る
不
快
な
誹
諮
郭
件
の

璽
叫
八
五

瓦
に
對
す
る
悪
感
怖
に
一
因
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
も
の
に
、
三
代
笈
鋒
元
隆

有
り
、
諸
道
博
士
等
を
し
て
太
政
大
臣
に
職
卒
有
り
や
否
や
並
に
大
唐
の
何
官
に
街
る
や
を
勘
奏
せ

っ
て
、
廿
六
日
の
條
に
は
舗
博
士
の
勘
奏
文
が
鋸
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
中
諸
博
士
の
も
の

二

修
飾
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
封
し
て
迩
興
の
も
の
は
並
も
明
確
に
「
太
政
大

こ
の
こ
と
が
太
政
大
臣
韮
維
に
と
っ
て
何
ら
か
の
不
快
の
念
を
典
へ
て
は

’
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識
岐
守
時
代
の
弛
厘
八
六

結
氷
が
、
こ
の
地
方
赴
任
と
な
っ
た
如
き
立
場
に
あ
っ
た
彼
は
、
同
時
に
常
に
門
人
達
が
椛
貴
に
阿
附
し
て
護
帥
の
恩
を
忘
れ

る
も
の
の
多
い
の
を
心
淋
し
く
思
っ
て
ゐ
た
。
こ
の
事
は
未
だ
是
善
の
生
前
か
ら
兇
ち
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
是
善
の
門
人
で
道

興
の
青
年
時
代
ま
で
の
師
、
島
田
忠
臣
が
太
宰
少
式
の
任
を
藩
へ
て
跡
京
し
た
時
に
も
こ
れ
を
よ
ろ
こ
び
迎
へ
て
、
「
若
し
管

っ
て
室
に
入
り
し
を
相
忘
れ
ず
ぱ
、
股
勤
に
我
が
家
君
を
存
慰
せ
よ
」
と
云
ひ
、
そ
の
註
に
「
門
人
多
し
と
雌
も
意
を
川
ゐ
る

こ
と
昔
に
異
な
り
。
故
に
之
を
嚇
す
」
と
記
し
て
ゐ
る
ｐ
佐
世
は
基
經
の
家
司
に
し
て
是
善
の
門
人
で
あ
り
、
遊
興
に
對
す
る

地
位
は
微
妙
な
も
の
が
あ
る
。
彼
は
佐
泄
に
複
雑
な
意
味
を
純
め
て
そ
の
詩
を
詠
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
更
に
基
經
邸
に
て
は

「
吏
と
な
り
儒
と
な
る
も
す
べ
て
國
恩
に
報
す
る
」
の
蝿
悟
を
云
っ
て
訣
別
し
た
。
そ
し
て
妓
後
に
彼
の
自
邸
に
て
同
門
の
人

人
に
別
れ
た
が
、
こ
の
時
は
さ
す
が
に
彼
も
自
己
の
心
傭
を
か
く
す
事
は
出
來
な
か
っ
た
。

我
將
南
海
飽
風
煙
更
妬
他
人
道
左
遥

怖
億
分
憂
非
祀
業
俳
梱
孔
聖
廟
門
前

其
虚
に
や
は
り
左
遷
と
い
は
る
べ
き
何
物
か
の
あ
る
郡
は
否
め
な
い
の
で
あ
り
、
か
か
る
心
情
を
抱
い
て
の
行
路
が
如
何
な
る

も
の
で
あ
っ
た
か
は
例
へ
ぱ
、
「
中
途
途
恭
」
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

春
逢
客
行
客
途
春
傷
懐
四
十
二
年
人

思
家
涙
落
書
頚
鱈
在
路
愁
生
野
欺
新

花
爲
随
時
餘
色
識
烏
如
如
意
晩
啼
頻

風
光
今
日
束
蹄
去
一
雨
心
情
且
附
陳
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さ
て
讃
岐
國
は
延
喜
式
参
千
四
王
計
上
に
「
讃
岐
國
行
程
上
士
百
。
下
六
日
。
海
路
士
百
」
と
見
え
、
巻
二
十
二
民
部

上
に
「
讃
岐
國
。
上
。
管
、
大
内
・
寒
川
・
一
二
木
・
山
田
・
香
川
・
阿
野
・
剃
足
・
那
阿
・
多
度
・
一
二
野
・
刈
田
」
と
見
え

る
。
國
府
は
現
在
の
綾
部
郡
（
阿
野
）
甲
知
郷
府
中
に
あ
っ
た
。
文
草
巻
七
「
祭
城
山
藤
文
」
に
よ
れ
ば
八
十
九
郷
二
十
万
口

「
蛾
悔
會
作
二
言
八
一
言
匡
に
は
二
十
八
万
人
硫
岫
と
兄
え
て
ゐ
る
、
道
興
は
こ
の
地
に
恐
ら
く
二
一
二
の
幼
少
の
子
を
伴
っ
た
の

み
で
軍
身
と
の
地
に
赴
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
そ
の
生
活
に
つ
い
て
上
述
２
一
点
か
ら
眺
め
て
見
よ
う
。

第
一
は
道
眞
の
詩
人
と
し
て
の
個
性
的
本
質
に
對
す
る
自
己
晃
醒
で
あ
る
。
現
在
の
吾
人
に
お
い
て
は
道
興
の
性
格
才
能
が

本
質
的
に
は
詩
人
で
あ
る
事
は
略
掩
明
か
で
あ
る
が
、
、
こ
の
事
は
彼
の
生
前
及
び
毛
の
死
後
に
お
い
て
も
一
般
周
魍
の
入
廷
か

ら
は
大
し
て
明
確
な
認
識
が
な
さ
鯉
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
狸
が
死
後
詩
文
の
榊
と
し
て
老
へ
ら
れ
る
や
う
に
。
な
っ
た
の
は

少
く
も
そ
の
死
後
五
十
年
を
經
過
し
た
頃
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
は
む
し
ろ
天
滿
大
自
在
天
榊
と
し
て
天
鍵
地
異
殊
に
雷

祁
を
支
配
し
て
自
己
の
怨
恨
を
報
い
る
脚
と
老
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
己
本
質
に
つ
い
て
は
ま
た
道
風
自

身
も
こ
の
讃
岐
時
代
に
至
る
ま
で
は
明
確
な
も
の
が
な
か
っ
た
。
彼
が
若
年
ひ
た
す
ら
努
め
つ
つ
ひ
た
す
ら
望
ん
だ
地
位
は
文

章
博
士
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
文
章
博
士
は
文
章
家
で
あ
る
と
同
時
に
儒
學
を
吸
授
す
る
大
學
の
職
員
で
あ
っ
て
．
政
治
に
も
必

ず
脇
係
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
前
述
の
職
原
紗
の
一
言
の
如
く
で
あ
り
、
且
つ
文
章
家
と
い
ふ
も
或
は
紀
傅
道
の
畢
者
、
或
は
宮
廷

修
僻
的
詩
人
、
或
は
願
文
・
上
表
丈
の
草
案
者
と
い
ふ
が
如
き
雑
多
な
性
質
を
併
せ
含
む
も
の
で
あ
る
。
要
は
平
安
朝
前
期
に

お
け
る
文
章
經
國
の
思
潮
に
乘
っ
て
新
し
く
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
没
族
官
僚
の
一
地
位
で
あ
っ
た
か
ら
、
共
虚
に
は
世
俗
的

な
榮
界
は
輝
い
て
ゐ
て
も
、
同
時
に
學
閥
的
・
氏
族
閥
的
關
係
に
よ
っ
て
汚
が
れ
易
い
地
位
で
あ
っ
た
郡
も
老
へ
ら
れ
る
。
か

〆

讃
岐
守
時
代
の
泣
腫
八
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、

・
調
岐
守
時
代
の
遊
興
八
八

か
る
性
質
の
文
章
博
士
の
地
位
を
側
描
し
て
一
意
勉
皐
に
粘
勵
し
た
迩
興
に
は
未
だ
自
己
の
本
質
が
庭
に
自
発
さ
れ
る
筈
が
な

く
、
精
觜
儒
臣
と
し
て
の
榮
達
の
目
標
が
こ
こ
に
か
け
ら
れ
て
あ
っ
た
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。
ま
し
て
そ
れ
が
彼
自
身
の
力
に
”

よ
っ
て
開
拓
せ
ら
れ
た
道
で
は
な
く
、
い
は
ぱ
父
祀
三
代
に
亘
る
丈
漱
博
士
の
家
の
、
且
つ
亦
大
學
来
文
章
院
凹
曹
を
司
る
べ

き
家
筋
の
子
弟
と
し
て
豫
め
開
か
れ
て
ゐ
た
遜
を
進
ん
だ
に
過
ぎ
砲
に
於
て
は
術
史
で
あ
る
。
こ
の
父
祇
の
迩
業
の
恩
恵
と
い

ふ
歌
は
文
章
博
士
就
任
前
後
の
彼
が
常
に
自
ら
も
恩
ひ
人
に
も
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
彼
の
心
傭
に
一
種
の
溺
盈

し
さ
と
い
ふ
も
の
を
兄
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
彼
の
父
祀
に
つ
い
て
名
代
の
性
椿
・
家
狐
を
う
か
が
鼻
時
、
其
虚
に
は
上
述
の
如
き
世
俗
的
榮
騨
あ
る
地
位
或
は

平
安
朝
的
門
閥
的
風
潮
に
巧
み
に
身
を
虚
す
に
は
種
盈
の
矛
応
を
恩
は
し
め
る
も
の
が
あ
っ
た
。
古
人
は
清
貧
に
し
て
人
に
お

も
ね
ら
ず
と
い
は
れ
や
流
公
も
ま
た
風
流
に
し
て
佛
激
に
信
仰
篤
く
詩
學
上
の
著
響
の
多
い
事
は
菅
家
四
代
の
中
第
一
に
居
る

の
で
あ
る
。
是
善
も
世
訓
忘
れ
た
る
が
如
し
と
そ
の
仲
に
兄
え
て
ゐ
る
。
（
紋
日
本
後
紀
清
公
徳
・
三
代
愛
鋒
是
善
榔
）
即
ち

蒲
家
各
代
は
清
貧
孤
商
、
時
流
を
超
越
し
た
詩
人
的
乃
至
腿
間
的
な
家
風
を
純
粋
に
維
持
し
て
道
興
に
至
っ
て
ゐ
る
。
逆
其
の

天
蚕
も
堂
た
そ
の
一
生
を
通
じ
て
兇
る
に
こ
の
家
瓜
に
毛
む
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
・
か
も
時
代
の
降
る
に
つ
れ
て
前
述
の

如
き
文
章
博
士
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
の
仙
俗
的
猫
流
の
波
溌
は
既
に
是
善
の
時
代
に
相
常
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
ゐ
た
ら
し

く
、
是
善
は
そ
の
子
遁
鰹
に
對
し
て
必
・
ず
し
も
文
末
博
士
の
地
位
に
至
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
そ
の
就
任
の
時
は
却
つ
一
」
濁
り
こ

れ
を
愛
へ
て
、
道
江
に
對
し
て
「
人
傭
を
災
れ
波
め
よ
」
と
諭
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
（
文
章
巻
二
博
士
難
）

道
眞
の
い
は
ゆ
る
詩
人
的
性
椛
は
既
に
そ
の
二
十
三
才
よ
り
二
十
五
才
の
頃
、
彼
の
秀
才
時
代
に
於
て
毛
の
詩
の
中
に
著
し

i(
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く
な
っ
て
居
り
、
自
然
に
對
す
る
或
は
自
己
心
傭
に
お
け
る
繊
細
・
多
感
・
沈
欝
な
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
果
し
て
彼
の
文
章

博
士
就
任
後
、
是
善
の
死
の
匝
後
か
ら
前
後
三
年
に
亙
り
四
回
の
不
快
な
る
誹
誘
が
な
さ
れ
穆
彼
ま
た
こ
こ
に
「
郷
士
難
」
・

「
有
所
思
」
・
「
詩
傭
怨
」
の
如
き
詩
に
於
て
そ
の
悩
み
を
語
２
」
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
詩
惰
怨
に
は
彼
が
毛
の
地
位
を
捨
て

て
出
家
し
佛
凹
に
入
ら
ん
と
の
心
境
に
さ
へ
至
っ
た
こ
と
を
語
ご
Ｌ
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
間
か
の
秀
才
時
代
に
示
さ

れ
た
彼
の
詩
人
的
性
向
は
深
め
ら
即
且
つ
や
や
自
斑
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
郡
は
紀
長
谷
雄
に
典
へ
た
「
糊
吟
詩
」

（
文
車
巻
二
）
に
う
か
が
は
れ
、
且
つ
亦
渤
池
大
使
裟
丈
鯖
は
迩
興
の
詩
を
白
楽
天
に
似
た
り
と
評
し
た
の
で
あ
り
、
そ
鯉
に

對
し
て
彼
自
身
は
目
ら
を
元
観
に
比
し
た
ら
し
く
思
は
れ
る
点
が
あ
る
。

勿
論
こ
の
こ
と
は
彼
が
儒
家
と
し
て
の
意
識
を
有
っ
て
ゐ
た
部
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
文
章
博
士
へ
の
志
向
は

元
來
儒
臣
と
し
て
の
貴
族
官
僚
的
地
位
乃
至
は
王
朝
宮
廷
文
化
に
お
け
る
地
位
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
延
い
て
彼

が
太
宰
府
流
誠
時
代
の
作
「
楽
天
北
窓
三
友
の
詩
を
誠
む
」
に
も
「
我
は
儒
者
」
な
る
語
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
性
行
に
謹
直
巌

正
な
る
も
の
あ
り
、
世
評
に
對
す
る
鼓
舞
た
る
態
度
に
も
詔
は
ゆ
る
學
者
的
な
る
が
兄
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
類
聚
國
史

の
趨
者
た
る
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
道
興
に
お
け
る
こ
の
儒
者
的
な
る
も
の
は
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ぱ
、
彼
の

識
養
及
び
耐
稗
的
地
位
に
よ
る
と
こ
ろ
の
外
部
規
定
的
意
識
で
あ
っ
て
、
彼
の
内
面
的
な
本
質
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
鯉
た
も
の

で
は
な
い
。
秀
糞
樵
時
の
儒
肴
・
儒
臣
は
い
は
ゆ
る
近
倣
迩
學
者
的
儒
學
者
と
異
り
、
多
分
に
敦
簔
的
・
修
酔
的
・
詞
人
的
で

あ
る
に
お
い
て
は
術
災
の
こ
と
で
あ
る
。

か
う
し
た
道
浜
が
今
や
談
岐
に
赴
く
の
で
あ
る
。
心
に
は
愛
ひ
を
抱
き
単
身
孤
猫
の
身
を
以
っ
て
新
し
い
風
光
に
接
す
る
。

誘
岐
守
時
代
の
遊
興
八
九

』
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讃
岐
守
時
代
の
逝
嵐
九
○

其
虚
に
ゲ
ー
テ
の
い
は
ゆ
る
客
観
的
な
る
も
の
が
、
彼
の
内
面
に
於
て
詩
的
燃
焼
の
素
材
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
讃
岐
時
代
の
詩
は
モ
れ
以
前
の
宮
廷
應
製
の
詩
の
如
き
に
比
す
る
時
、
教
養
的
修
飾
の
剥
落
、
内
面
的
心
惰
の
吐
露
勺

客
観
的
具
体
性
、
及
び
個
性
的
表
現
の
点
に
お
い
て
は
る
か
に
純
粋
素
朴
な
る
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
人
間
道
涯
は

こ
こ
に
至
っ
て
具
体
的
に
把
握
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
事
愛
彼
も
亦
、
こ
の
讃
岐
に
お
け
る
生
活
の
一
年
後
に
お
い
て

始
め
て
「
讃
州
刺
史
は
本
詩
人
」
な
る
自
発
に
至
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
以
下
救
述
は
や
や
文
畢
的
に
流
れ
る
嫌
ひ
は

あ
る
が
、
彼
の
讃
岐
生
活
四
年
以
上
に
亘
る
中
、
妓
初
の
一
年
側
の
み
の
感
傭
を
先
の
詩
に
よ
っ
て
例
示
し
た
い
。

彼
の
讃
岐
着
任
は
三
月
二
士
ハ
日
な
る
こ
と
文
章
巻
四
の
四
年
三
月
二
十
六
日
の
作
に
よ
っ
て
知
り
得
る
が
、
着
任
早
盈
は

庶
務
上
の
餘
暇
な
く
、
且
つ
常
時
讃
岐
國
に
旱
天
の
愛
ひ
も
あ
っ
て
、
彼
の
詩
作
が
途
に
つ
い
た
の
は
そ
の
秋
に
入
っ
て
か
ら

で
あ
る
。初

凉
計
會
客
愁
添
不
尭
衣
衿
毎
夜
霧

五
十
年
前
心
未
噸
二
千
石
外
口
猫
柑

・
家
書
久
絶
吟
詩
咽
世
路
多
疑
託
夢
占

莫
道
此
問
無
得
意
清
風
朗
月
入
麓
簾
（
早
秋
夜
詠
）

國
守
と
し
て
の
彼
の
地
位
が
未
だ
彼
の
同
を
撤
し
て
は
ゐ
る
が
、
四
十
二
才
に
し
て
尚
そ
の
心
情
は
枯
れ
る
こ
と
な
く
、
秋
に

涙
し
詩
に
咽
び
つ
つ
も
、
満
風
朗
月
を
得
意
と
せ
ん
と
す
る
如
き
、
詩
心
し
き
り
に
動
き
つ
つ
あ
る
を
知
る
。
毛
し
て
こ
肌
に

つ
ぎ
「
新
月
一
千
韻
」
・
「
秋
天
月
」
・
「
秋
」
の
如
き
作
が
生
れ
て
ゐ
る
。
重
陽
の
日
に
は
國
府
の
庭
に
も
菊
が
薫
り
、
彼

’
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、

は
村
老
を
招
い
て
小
欽
し
そ
の
間
に
租
税
輸
逹
の
件
を
議
し
、
訴
訟
を
き
い
て
筆
を
走
ら
せ
て
ゐ
る
。

や
が
て
冬
。
彼
は
藩
任
後
程
な
く
初
め
て
白
髪
を
見
出
し
て
ゐ
る
が
、

客
舍
秋
狙
到
此
冬
空
床
夜
堂
損
顔
容
（
客
舍
冬
夜
）

に
よ
れ
ば
毛
の
樵
悴
の
面
影
が
う
か
が
は
れ
る
。
世
事
を
思
っ
て
夢
も
結
び
難
い
が
、
僅
か
に
兒
童
の
詩
を
吟
歩
る
を
學
ぶ
の

を
見
て
心
を
慰
め
て
ゐ
る
。
歳
末
除
夜
に
は
寒
風
吹
き
す
さ
ぶ
中
に
ま
ど
ろ
ん
で
夢
に
一
家
の
瓢
を
見
た
。
（
旗
亭
除
夜
）

仁
和
三
年
の
春
。
元
日
雇
は
村
老
を
招
い
て
酒
を
酌
み
眉
の
開
け
る
の
を
感
じ
た
。
．
（
旗
亭
歳
月
招
客
同
飲
）
然
し
本
來
的

な
孤
猫
感
は
叉
し
て
も
襲
っ
て
く
る
。
「
旱
森
閑
望
」
は
そ
の
心
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。

早
起
灰
心
坐
、
察
変
是
夢
魂
、
雲
中
山
色
淡
、
雨
後
水
騨
喧
、
強
道
春
先
至
、
猫
知
日
未
随
、
廻
頭
無
外
物
、
漁
巽
立
沙
村
、

國
府
は
海
邊
に
臨
み
、
「
廻
頭
左
右
皆
潮
戸
、
入
野
商
低
只
棹
歌
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
け
て
も
京
師
宮
廷
の
生
活
が
思
は

れ
て
ゐ
る
。
（
正
月
二
十
日
有
感
）

然
し
春
が
閲
に
な
る
と
彼
の
心
も
自
然
綻
ぶ
も
の
が
あ
っ
た
。

偶
得
衙
頭
午
後
閑
二
三
里
外
出
等
山

局
能
饒
舌
溪
遥
聴
花
有
亜
枝
馬
上
蕊

要
賀
煙
薙
占
遠
入
嫌
禁
案
賊
獺
先
遼

從
初
到
任
心
情
冷
被
糊
春
風
通
破
顔
（
春
日
誹
山
）

恐
ら
く
か
か
る
自
然
へ
の
没
入
は
彼
の
生
涯
の
初
め
て
の
經
験
で
あ
っ
た
と
恩
は
れ
、
こ
れ
以
後
彼
の
心
に
は
こ
の
地
の
す
べ

識
岐
守
時
代
の
泣
喚
九
一
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讃
岐
守
時
代
の
迩
興
九
二

て
の
上
に
親
し
み
と
温
精
の
湧
く
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
毛
の
詩
に
察
せ
ら
れ
る
。
前
任
者
安
倍
興
行
が
脆
前
に
櫻
樹
を
植
え

世
い
た
の
に
な
ら
っ
て
、
彼
も
亦
小
松
を
杣
え
、
彼
の
蚊
も
好
ん
だ
菊
を
植
え
た
り
し
て
ゐ
る
の
も
そ
の
小
さ
な
一
つ
の
あ
ら

は
れ
で
あ
り
、
尚
そ
の
他
に
つ
い
て
は
以
下
述
べ
る
と
こ
ろ
に
兄
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

以
上
は
彼
の
赴
任
後
一
年
川
の
彼
の
心
愉
の
一
端
を
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
其
庭
に
彼
の
詩
情
が
宮
廷
生
活
時
代
と

は
異
る
心
情
の
深
さ
を
開
拓
し
得
た
鞭
は
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
に
和
三
年
八
月
光
孝
帝
鮒
じ
、
彼
は
一
時
任
地
を
離
れ
て
蹄

京
し
翌
四
年
春
ま
で
滞
在
し
た
。
そ
し
て
再
び
任
地
に
赴
く
途
中
明
石
騨
で
次
の
詩
を
詠
じ
た
。

離
家
四
日
自
傷
春
梅
柳
何
因
鵬
庭
新

爲
問
去
來
行
客
報
識
州
刺
史
本
詩
人
（
題
曝
棋
壁
）

而
じ
て
か
う
し
て
自
巳
を
詩
人
と
し
て
兄
出
し
た
彼
は
、
以
後
そ
の
行
動
の
一
面
に
詩
人
と
Ｌ
て
の
拘
泥
の
な
い
態
度
が
示
さ

れ
、
そ
れ
が
彼
の
脚
剛
の
人
だ
の
注
目
す
る
所
と
も
な
っ
た
郡
も
知
ら
れ
る
。
春
日
猫
遊
（
文
章
巻
四
）
の
如
き
が
そ
の
好
き

例
で
あ
る
。
、

放
衙
一
日
踏
残
春
水
畔
花
前
猫
立
身

唯
有
時
糞
・
束
北
望
同
族
指
目
白
擬
人

花
凋
烏
散
冷
春
備
‐
詩
興
催
來
試
出
行

昏
夜
不
肺
商
卿
立
州
民
識
我
一
狂
生I

！
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旬

日
長
不
得
久
眠
居
出
引
諾
兒
且
誠
書

邇
遇
多
情
垂
釣
望
各
言
其
志
不
言
魚

彼
の
詩
人
と
し
て
の
自
蝿
及
び
成
長
は
以
上
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
明
か
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
然
し
か
か
る
彼
の
詩
人
的
成
長
は

一
面
彼
の
地
方
官
と
し
て
の
立
場
及
び
彼
の
思
想
的
成
長
と
祁
伴
ふ
も
の
で
あ
っ
て
や
こ
れ
を
一
面
的
に
引
雛
し
て
は
老
へ
ら

れ
な
い
。
故
に
以
下
は
、
前
描
第
二
の
点
た
る
地
方
官
と
し
て
の
道
腫
に
つ
い
て
見
る
訓
に
す
る
。

一
一
一

従
来
讃
岐
守
と
し
て
の
遁
睡
に
つ
い
て
は
そ
の
治
絞
に
つ
い
て
見
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
、
或
は
前
掲
春
日
猫
遊

の
詩
の
「
白
疲
人
」
・
コ
狂
生
」
の
語
を
引
川
し
て
、
彼
が
州
民
の
潮
り
を
買
っ
た
と
な
Ｌ
、
以
っ
て
彼
の
政
治
的
手
腕
を

否
定
的
に
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
こ
の
率
は
根
本
的
に
彼
の
讃
岐
守
時
代
に
對
す
る
閑
却
と
彼
の
個
性
に
對
す
る

内
面
的
理
解
の
妖
除
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
卑
兄
に
よ
れ
ば
彼
は
少
く
と
も
州
民
の
た
め
に
誠
意
を
以
っ
て
政
治
に
髄
り
相

雁
の
反
響
を
得
て
居
り
、
且
つ
い
は
ゆ
る
「
州
民
の
噸
り
」
な
る
も
の
が
、
郡
従
そ
の
名
を
以
っ
て
彼
を
呼
ん
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
は
詩
人
の
何
物
か
を
知
ら
ぬ
枇
俗
の
雷
読
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
政
治
に
害
の
な
い
限
り
、
何
ら
彼
の
恢
値
を
傷
付
け
る
も

の
で
は
な
い
と
老
へ
る
の
で
あ
る
。

い
は
ゆ
ろ
目
ざ
主
し
き
治
紘
、
狂
澗
を
暁
倒
に
皿
ら
す
が
如
き
も
の
の
彼
に
な
か
っ
た
こ
と
は
彼
自
身
を
認
め
る
と
こ
ろ
で

調
岐
守
時
代
の
泣
腫
九
三
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識
岐
守
時
代
の
泣
興
九
四
‐

あ
ら
う
。
然
し
そ
れ
は
談
岐
國
が
二
代
に
亘
る
前
任
者
即
ち
安
倍
興
行
及
藤
原
保
則
の
有
能
国
司
に
よ
っ
て
比
較
的
と
い
ふ
よ

り
も
鮫
も
よ
い
状
態
に
於
て
道
眞
に
引
き
渡
さ
れ
て
ゐ
る
が
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
自
身
が
「
路
遇
白
頭
翁
」
の
一
捕

中
に
於
て
認
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
餘
恵
に
よ
り
政
務
の
余
暇
を
得
て
詩
作
す
る
こ
と
の
出
来
る
の
を
感
謝
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
在
任
中
州
民
の
た
め
に
理
解
あ
る
餓
正
な
る
政
治
を
な
し
た
の
み
な
ら
ず
、
肺
京
後
中
型
言

時
代
に
検
税
使
派
遥
の
議
あ
る
や
、
こ
の
讃
岐
守
時
代
の
体
験
を
以
っ
て
、
地
方
人
民
の
た
め
に
こ
の
使
の
派
遜
に
反
對
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
車
な
る
中
央
官
僚
の
意
識
に
於
て
は
不
可
能
の
邪
と
忠
は
れ
る
。

．
さ
て
上
述
來
、
彼
の
詩
人
的
成
長
を
説
く
に
際
し
、
あ
た
か
も
彼
は
赴
任
一
年
間
、
綿
堂
と
し
て
自
己
の
心
備
に
の
み
沈
潜

し
て
他
を
願
り
な
か
つ
た
か
の
如
き
慨
を
典
へ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
説
明
の
便
宜
上
の
事
で
あ
２
」
諏
疵
は
も
と
よ

り
さ
う
で
は
な
い
。
彼
の
眼
は
荒
任
以
來
一
方
常
に
民
衆
の
上
に
注
が
れ
、
そ
れ
が
ま
た
世
ち
に
詩
と
な
っ
て
生
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
若
任
早
堂
一
千
日
来
の
旱
天
で
あ
り
、
彼
は
國
分
寺
喋
日
講
會
を
行
ひ
幸
ひ
に
降
雨
を
見
て
ゐ
る
。
（
金
光
明
寺
百

瀧
含
有
感
）
重
陽
の
要
に
は
村
老
を
招
い
て
席
上
政
治
・
租
税
輸
送
の
蔀
を
論
じ
訴
訟
に
つ
い
て
筆
を
走
ら
せ
て
ゐ
る
。
三
善

浦
行
の
藤
原
保
則
傳
に
彼
が
讃
岐
守
た
り
し
時
の
邪
を
述
べ
て
「
此
國
庶
民
皆
學
法
律
執
論
各
異
、
邑
里
鰹
畔
動
戒
訴
訟
」
と

云
っ
て
居
り
、
こ
の
風
も
保
川
の
感
化
に
よ
っ
て
穂
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
道
其
の
態
度
も
恐
ら
く
極
重
な
る

も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
赴
任
般
初
の
秋
も
や
や
深
ま
る
と
彼
の
眼
は
先
づ
灸
し
い
人
盈
に
そ
そ
が
れ
て
「
塞
早
十
首
」
の

詠
と
な
っ
て
ゐ
る
。
地
方
官
と
し
て
の
彼
の
蒲
目
し
た
点
が
如
何
な
る
晩
姻
に
及
び
如
何
な
る
現
笈
の
深
刻
さ
に
ま
で
達
し
て

ゐ
る
か
を
知
る
た
め
に
そ
の
全
文
を
州
げ
る
。
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何
人
寒
氣
早
寒
早
夙
孤
人
父
母
筌
聞
耳
調
府
未
尭
身

、
葛
衣
冬
服
薄
蔬
食
日
喪
貧
毎
被
風
彌
苦
思
親
夜
夢
頻

巳
ｐ
Ｕ
Ｂ

何
人
塞
氣
早
寒
早
走
還
人

地
毛
郷
土
痔
天
骨
去
来
貧

何
人
塞
氣
早
寒
早
老
味
人
聴
枕
盤
開
眼
侭
矯
稠
臥
身

病
萠
迩
結
悶
飢
迫
誰
愁
貧
擁
抱
偏
孤
子
通
管
落
涙
頻

何
人
寒
氣
早
塞
早
浪
來
人
欲
避
邇
租
脚
還
爲
招
責
身

鹿
姿
三
尺
弊
蝸
舎
一
間
貧
負
子
兼
提
婦
行
行
乞
與
頻

何
人
寒
氣
早
塞
早
藥
圃
人
辨
種
君
臣
性
充
候
賦
役
身

雌
知
時
至
採
不
擦
病
來
倹
一
草
分
銚
欠
難
勝
錐
決
頻

何
人
塞
氣
早
塞
早
瞬
亭
人

衣
箪
風
發
病
業
痩
啼
添
貧

識
岐
守
勝
代
の
遊
興
。

案
戸
無
新
口

不
以
慈
悲
繁

数
日
忘
碓
口
維
年
逢
客
身

馬
痩
行
程
澁
鞭
答
自
受
頻

I

ノ零
名
占
奮
身

浮
逃
定
可
頻

九
五
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何
人
塞
鍼
早
寒
早
採
樵
人
未
得
閑
居
計
常
爲
双
撫
身

雲
巌
行
虚
陳
郵
胴
入
時
貧
賎
斑
家
難
給
妻
華
餓
病
瀕

道
反
が
も
し
躍
蔵
る
主
傭
的
詩
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ま
た
も
し
単
な
る
王
朝
宮
廷
詩
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
即
ち
云
ひ
か

へ
れ
ば
彼
が
虞
の
詩
心
の
所
有
肴
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
し
て
踵
に
政
治
に
椣
潅
あ
る
も
の
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
決
し
て

か
か
る
詩
は
生
れ
出
で
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
た
と
へ
彼
に
僻
数
的
駁
養
が
あ
り
支
那
文
蕊
に
お
け
る
表
現
が
共
虚
に
作
用
し

た
と
し
て
も
、
こ
こ
に
詠
ま
れ
た
貧
し
き
人
糞
は
、
確
か
に
王
朝
時
代
の
庶
民
で
あ
り
、
貧
土
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
た
め
に
、

租
税
や
賦
役
の
重
荷
の
た
め
に
、
宿
命
的
な
不
遜
の
た
め
に
、
悪
吏
強
豪
の
た
め
に
、
自
然
の
鵠
威
危
瞼
の
た
め
に
、
商
業
未

發
逵
の
た
め
に
、
貧
に
あ
へ
ぎ
貧
に
お
の
の
く
姿
が
、
彼
零
の
朧
と
し
て
衣
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
蒲
任
半
歳
に
足
ら
ず
し
て
晩

一

／ 何
人
寒
氣
早
寒
早
釣
魚
人
陸
地
無
生
産
孤
舟
猫
老
身

β

暴
絲
常
恐
絶
投
餌
不
支
貧
立
欲
充
租
税
風
天
用
意
頻

何
人
塞
氣
早
塞
早
斑
璽
人
煮
海
難
随
手
術
姻
不
職
身

旱
天
平
恢
賎
風
土
未
商
貧
欲
訴
寒
民
椎
津
頭
渦
吏
顔

識
岐
守
時
代
の
逝
興

何
人
塞
菜
早
塞
早
技
船
人

立
錐
無
地
勢
行
棹
在
天
貧

不
計
盤
商
業
長
篤
倣
哩
身

口

不
脳
風
波
瞼
唯
要
受
雇
頻

、

九
－し

／、

）
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組
み
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
語
る
も
の
に
は
「
行
泰
制
」
の
踵
聴
が
あ
る
。
今
毛
の
大
要
を
摘
記
す

ら
は
疏
食
に
甘
ん
じ
て
よ
る
べ
な
き
も
の
を
賑
仙
し
、
且
つ
ま
た
度
〃
へ
民
怖
を
硯
察
す
る
。
か
く
て
た
と
へ
自
己
の
善
政
を
天

が
、
然
し
其
虎
に
表
現
さ
れ
た
も
の
の
生
餐
し
さ
は
確
か
に
具
体
的
槻
察
か
ち

が
認
め
て
白
鹿
の
端
鮮
を
下
す
が
如
き
郡
は
な
く
と
も
、
幸
に
人
民
か
ら
秀
臓
の
名
を
以
っ
て
よ
ば
れ
る
こ
と
な
く
濟
ん
で
ゐ

‐
識
岐
守
時
代
の
逝
興
九
七

れ
ぱ
、

の
で
あ
る
。

を
輕
く
し
、
宿
悪
の
も
の
を
懲
ら
し
め
る
。
更
に
暹
幼
の
序
を
肥
し
、
灸
し
き
も
の
が
悔
狸
に
凌
が
れ
る
郡
な
き
を
期
し
、
自

に
こ
こ
に
ま
で
庶
民
の
生
活
を
槻
察
す
る
こ
と
目
体
が
一

て
行
ひ
、
先
づ
農
作
物
の
幾
稔
を
所
り
、
啼
天
に
は
府
朧
の
修
理
を
な
し
戎
は
池
瀧
を
ひ
ら
き
、
或
は
宛
の
も
の
を
兎
じ
て
罪

の
親
祭
は
む
し
ろ
現

る
様
に
柑
時
の
こ
の
地
方
の
人
為
は
さ
ま
で
悪
政
に
苦
し
ん
で
ゐ
た
の
で
は
な
い
と
も
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

ろ
宮
廷
生
活
に
お
い
て
、
花
鳥
風
月
に
詞
の
締
羅
を
飾
っ
て
ゐ
た
迩
江
は
、
談
岐
に
至
２
Ｌ
俄
然
、
か
の
万
葉
集
の
山
上
憶
艮

ぱ
か
か
る
詩
が
平
安
朝
貴
族
丈
郵
の
中
に
蓮
さ
れ
て
ゐ
る
と
と
す
ら
む
し
ろ
奇
異
な
現
象
と
忠
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
華
や
か
な

に
並
ぶ
人
生
詩
人
。

の
政
治
的
意
咽
と
し
て
は
勿
論
常
時
の
政
治
理
念
た
る
儒
数
的
観
念
に
立
脚
し
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
寓
事
に
仁
義
を
以
つ

以
上
は
先
づ
彼
の
政
治
家
と
し
て
の
臓
民
生
活
に
對
す
る
観
察
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
對
し
て
彼
自
身
の
政
治
家
と
し
て
の
心

彼
は
先
づ
自
己
の
政
治
的
才
能
に
つ
い
て
反
術
し
「
撒
才
煙
腫
何
ぞ
凱
繩
を
理
せ
ん
や
」
と
云
っ
て
ゐ
る
が
、
§
一
両
そ

笈
以
上
の
人
冊
生
活
と
い
ふ
も
の
の
宿
命
的
な
生
活
苦
を
汲
み
取
っ
て
の
象
徴
的
な
作
か
と
も
思
へ
る

庇
民
詩
人
に
生
れ
鍵
つ
て
を
り
、
生
活
苦
に
あ
へ
ぐ
人
夜
の
味
方
と
な
っ
た
。
事
世
に
於
て
は
次
に
の
べ

般
の
官
吏
に
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
思
へ

’

來
て
ゐ
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
嘘
ぜ
し
め
る
も

彼
の
こ

母

0



1

識
岐
守
時
代
の
逝
腫
九
八

る
蕊
を
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
彼
の
赴
任
翌
年
晩
容
に
お
け
る
民
蜻
硯
察
の
一
日
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
り
、
朝
日

と
共
に
出
立
ち
蹄
館
し
た
時
は
既
に
悪
雲
が
せ
ま
っ
て
ゐ
た
と
記
さ
れ
て
居
て
、
彼
の
政
治
に
對
す
る
意
凶
が
半
ば
思
想
的
に

半
ば
現
疫
的
行
動
と
し
て
語
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
・
る
。

・
事
憧
彼
は
か
か
る
民
備
硯
察
を
幾
度
か
行
っ
て
ゐ
る
ら
し
く
、
且
つ
ま
た
亜
接
に
、
人
民
に
親
し
く
話
し
か
け
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
行
春
詞
に
「
繼
襖
家
門
研
間
主
、
細
耕
田
畔
立
零
朋
、
遊
瓶
竹
馬
郊
迎
痩
、
賑
士
黎
杖
路
次
輿
」
と
い
ふ
の
も
、
彼
の
巡

察
中
の
彼
の
態
度
及
び
彼
に
對
す
る
庶
民
の
安
易
な
様
子
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
「
路
遇
白
頭
翁
」
の
如
き
、
或
は
「
閥

笥
翁
問
答
」
の
如
き
は
具
体
的
に
國
司
た
る
彼
と
賎
し
き
翁
と
の
命
話
の
内
容
を
惇
へ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
白
頭
翁
の
詩
は

公
が
路
上
「
白
頭
雲
の
如
く
而
猫
ほ
紅
」
な
る
、
年
老
ひ
て
し
か
も
血
色
よ
き
翁
に
出
會
ひ
、
そ
の
九
十
八
才
の
商
齢
に
し
て

妻
子
も
な
く
三
間
の
茅
屋
に
家
財
も
な
い
翁
が
、
前
任
二
代
の
明
府
安
氏
印
安
倍
興
行
と
使
君
保
即
ち
藤
原
保
則
の
善
政
の
餘

慶
を
う
け
て
「
妻
な
く
農
せ
ず
心
自
得
す
、
五
保
に
衣
を
得
て
身
雀
だ
温
な
り
。
四
隣
共
に
飯
し
て
口
常
に
食
す
。
桑
し
み
其

中
に
在
り
、
疫
恢
を
断
つ
。
心
他
念
無
し
、
筋
力
を
墹
す
。
壌
髪
霜
氣
の
便
す
な
蝿
え
ず
、
自
然
に
面
上
桃
花
の
色
な
り
」
と

語
ろ
を
き
い
て
、
そ
の
善
政
の
餘
徳
を
感
謝
し
て
將
來
を
自
ら
戒
め
、
巡
察
の
間
に
詩
を
賊
す
郡
の
志
を
言
っ
た
の
で
あ
る
Ｃ

棚
笥
翁
と
の
問
答
は
二
間
二
答
の
四
鮪
の
詩
か
ら
な
っ
て
ゐ
る
が
、
六
十
才
の
盤
脚
の
棚
笥
工
の
老
翁
に
そ
の
獲
脚
の
理
由
、

そ
の
職
業
、
生
活
状
態
を
零
ね
、
斗
米
を
施
し
て
肺
ら
し
め
た
郡
を
云
っ
て
ゐ
る
Ｑ
共
に
彼
の
人
民
に
對
す
る
温
購
と
そ
の
善

政
に
對
す
る
意
岡
を
知
る
こ
と
の
出
來
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

而
し
て
か
か
る
彼
の
唯
鎚
の
生
活
苦
に
對
す
る
温
浦
を
善
政
へ
の
意
川
と
は
一
面
に
於
て
は
政
治
悪
・
脈
會
悪
に
對
す
る
厳

Ｐ
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I

1

1

、

正
な
態
度
な
く
し
て
は
老
へ
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
地
方
官
の
任
務
は
一
に
は
中
央
政
府
に
對
す
る
租
府
洲
の
完
納
の
た
め
の

人
民
か
ら
の
收
奪
の
面
が
あ
る
と
共
に
、
他
面
そ
の
根
源
た
る
人
民
の
生
活
の
安
定
が
要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
は
古
今
を
間
は
す

一
國
の
政
治
上
の
通
則
で
あ
る
が
、
こ
の
冊
に
あ
っ
て
雄
も
通
弊
あ
る
葛
の
は
吏
僚
の
食
欲
と
悪
徳
及
び
在
郷
豪
狸
の
悪
行
爲

で
あ
る
。
彼
は
赴
任
四
年
目
の
奥
に
「
苦
日
長
」
の
一
詩
を
賊
し
、
そ
の
中
に
自
ら
「
政
嚴
に
し
て
人
到
ら
ず
、
栃
を
掩
ひ
て

吏
集
る
な
し
」
と
云
っ
て
ゐ
る
。
從
來
彼
の
政
治
が
不
人
梨
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
の
一
因
は
専
ら
こ
の
句
に
よ
っ
て
ゐ

る
が
、
そ
の
不
人
氣
と
は
そ
れ
が
訓
愛
と
す
れ
ば
む
し
ろ
か
か
る
吏
僚
。
豪
狸
の
如
き
も
の
の
間
の
こ
と
で
・
め
っ
て
、
そ
の
政

務
が
厳
格
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
も
以
上
の
如
き
人
民
に
對
す
る
温
精
を
香
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
蕊
は
行
春
詞

に
「
僻
謝
頑
民
來
謁
拝
」
と
い
ひ
ま
た
「
輕
畢
涌
鞭
宿
悪
懲
：
・
軍
貧
恐
宙
職
凌
」
と
い
へ
る
も
の
と
も
通
じ
て
ゐ
る
。
「
掩
衙

吏
無
集
」
と
い
ふ
の
も
彼
が
派
交
的
で
な
く
、
職
務
以
外
に
は
吏
旅
と
の
交
際
が
少
か
つ
た
こ
と
を
云
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、

彼
が
孤
獅
を
愛
す
る
詩
人
的
行
爲
に
身
を
ま
か
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
前
描
春
日
猫
遊
中
に
「
同
僚
指
目
白
凝

人
」
、
「
州
民
謂
我
一
狂
生
」
と
い
ふ
の
に
通
じ
て
ゐ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
の
交
友
の
少
き
と
と
は
京
師
宮
廷
に

於
て
晩
に
然
り
で
あ
っ
て
、
地
方
吏
僚
の
如
き
に
は
尚
吏
交
り
難
き
も
の
が
あ
る
の
は
、
彼
の
性
格
の
致
す
と
こ
ろ
で
は
あ
っ

て
も
、
そ
れ
が
人
民
爬
對
す
る
政
治
上
の
不
手
際
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

か
く
て
彼
は
そ
の
一
年
を
經
過
し
て
、
前
述
の
如
く
一
時
蹄
京
し
た
。
船
に
て
の
途
中
下
僚
か
ら
の
一
封
の
非
壯
を
受
取
っ

た
が
、
そ
れ
に
は
州
民
が
彼
の
蹄
京
を
き
き
再
び
讃
岐
へ
脈
任
世
砲
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
て
ゐ
る
と
報
じ
て
あ
っ
た
。
既
に

彼
は
松
山
の
客
館
に
小
松
を
植
え
て
ゐ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
報
を
兄
て
「
粉
州
若
不
亜
來
兄
、
客
館
何
因
種
小
松
」
と
云
っ
た

讃
岐
守
時
代
の
逝
腫
九
九
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■

讃
岐
守
時
代
の
遊
興
一
○
○

の
で
あ
る
。
（
得
倉
主
簿
篇
備
香
、
報
以
握
何
、
錠
謝
州
民
不
肺
之
疑
）
こ
の
一
事
に
よ
っ
て
も
從
來
の
説
は
訂
正
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
０

諒
附
中
の
牛
歳
を
京
師
に
留
つ
た
彼
は
仁
和
四
年
二
月
再
び
任
地
に
飾
っ
て
来
た
。
過
去
一
年
剛
の
地
方
官
の
經
駒
の
閲
に

彼
は
自
己
の
心
が
一
つ
の
方
向
を
得
る
と
共
に
そ
の
鍛
境
に
も
な
じ
む
こ
と
が
出
来
て
、
以
後
任
期
猟
了
ま
で
の
二
年
間
の
彼

の
心
境
に
は
、
一
種
の
自
由
感
の
あ
る
こ
と
を
考
へ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
自
由
感
と
は
即
ち
事
に
ふ
れ
機
に
鵬
じ
て
主

と
な
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
歸
任
の
途
中
彼
は
明
石
の
癖
に
て
「
識
州
の
刺
史
は
本
詩
人
」
と
詠
じ
て
、
こ
こ
に
始
め
て
自
己

の
本
質
が
自
ら
語
ら
れ
た
。
こ
れ
こ
そ
彼
の
心
に
雌
も
大
き
な
安
定
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
彼
は
亦

一
両
職
務
上
に
は
読
州
の
刺
史
で
あ
り
、
こ
の
一
画
に
も
ま
た
彼
は
そ
の
忠
節
を
錐
さ
う
と
決
心
す
る
。
師
任
後
間
も
な
く
荒

任
三
年
目
の
日
、
三
月
二
十
六
日
に
は
記
念
の
た
め
に
村
老
を
招
い
て
酒
を
酌
ま
ん
郡
を
云
ひ
、
且
つ
、

好
去
覺
花
今
已
後
、
冷
心
一
向
勤
挫
嘘
（
四
年
三
月
二
十
六
日
作
）

と
結
ん
で
ゐ
る
。
詩
と
職
務
、
本
心
と
境
遇
夫
掩
に
臆
じ
で
彼
は
今
や
と
ら
は
れ
る
こ
と
な
く
、
共
に
自
由
な
銃
持
を
以
っ
て

忠
抵
で
あ
ら
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
態
度
が
彼
に
や
が
て
新
し
い
人
生
観
の
生
じ
つ
つ
あ
る
郡
を
予
想
せ
し
め
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
即
ち
こ
の
時
代
の
前
鍋
第
三
点
で
あ
る
彼
の
思
想
の
愛
化
に
關
聯
を
も
っ
て
來
る
の
で
あ
る
。
た
れ
故
今
、

以
後
約
二
年
の
彼
の
行
動
を
語
る
こ
と
ば
、
一
面
過
去
一
年
の
行
動
に
つ
い
℃
、
詩
人
と
し
て
の
彼
と
、
政
治
家
と
し
て
の
彼

1
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句

・
今
假
に
鱗
す
）
及
び
祭
城
山
祁
丈
に
お
い
て
、
國
司
と
し
て
の
熱
誠
と
祁
佛
に
捧
げ
て
ゐ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
蕊
池
は

國
府
の
北
に
あ
り
、
元
歴
年
中
の
悪
政
時
代
に
は
花
を
開
く
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
に
和
以
來
の
善
政
に
雁
へ
る
か
の
如
く
開

と
を

ろ
０

花
し
た
。
彼
も
着
任
後
の
巡
硯
の
中
こ
れ
を
き
き
、
翼
の
花
吟
に
至
っ
て
そ
の
花
を
抽
み
、
部
内
二
十
八
寺
の
佛
に
捧
げ
、
且

前
年
白
頭
翁
に
遇
ひ
前
任
者
の
治
絞
を
き
い
た
時
も
、
保
則
の
時
代
は
「
臥
聴
如
流
塊
内
浦
、
春
不
行
春
逓
減
、
秋
不
省
秋
大

成
」
で
あ
っ
た
事
を
知
り
、
「
就
中
何
郡
難
価
藤
、
明
月
群
風
不
遇
時
」
と
い
っ
て
、
天
候
不
順
を
恐
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
旱
天
に
對
し
て
の
彼
の
心
捕
は
相
常
な
も
の
で
あ
っ
た
。

不
雨
應
縁
政
不
良
、
唯
恐
大
般
若
経

年
は
真
に
入
っ
て
雨
が
少
く
、

と
の
二
面
に
つ
い
て
見
経
っ
た
点
に
重
複
す
る
感
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
雨
の
多
い
こ
と
を
報
じ
來
つ
た
大
江
維
締
に
逢
っ
た
詩
で
あ
る
が
、

の
拙
き
に
蹄
し
て
祓
っ
て
ゐ
る
、

つ
香
油
を
も
供
養
し
て
佛
恩
に
謝
し
た
。
そ
の
心
は
「
先
づ
海
内
長
く
無
訓
な
る
こ
と
を
瓶
り
、
次
に
城
中
大
い
に
年
有
る
こ

應
惣
政
理
毎
多
葱
魂
迷
案
轡
顛
戚
馬

手
拙
錫
薪
燗
少
鮮
儒
館
龍
獅
雌
叱
咄

読
岐
守
時
代
⑦
逝
虹

を
し
て
か
か
る
半
天
に
對
す
る
手
段
と
し
て
は
、
た
だ
淋
佛
に
所
講
す
る
他
は
な
い
の
で
あ
り
、
彼
は
蓮
池
の
詩
（
無
題

●

願
ふ
」
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
今
年
は
半
天
で
あ
り
、
韮
池
も
枯
渦
の
状
態
で
あ
り
、
彼
は
モ
れ
を
専
ら
自
己
の
政

旱
天
の
徴
が
あ
っ
た
。
淵
時
の
地
方
政
治
に
と
っ
て
こ
の
事
は
決
定
的
な
影
響
を
有
つ
。
既
に

｜
’

術
第
三
点
に
入
る
た
め
の
過
程
と
し
て
略
述
し
た
い
。
に
和
四

凸

こ
こ
に
も
政
治
に
對
す
る
自
己
の
反
椅
が
兄
ら
れ

｢
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弧
岐
守
時
代
の
滋
腫
一
○
二

吏
途
暇
歩
更
迦
遮
刻
肌
刻
骨
身
爲
鯉
。
．
・
・
・

ま
た
祭
城
山
禰
丈
の
捧
げ
ら
れ
た
の
は
五
月
六
日
で
あ
り
、
文
中
「
唾
乎
命
之
数
奇
逢
此
葱
序
、
政
不
良
也
感
無
徹
乎
」
と
云

ひ
、
八
十
九
郷
二
十
寓
口
、
一
口
の
愁
ひ
な
か
ら
ん
頚
を
祇
つ
む
ゐ
る
。
恐
ら
く
こ
の
年
は
半
飢
と
い
は
る
べ
き
も
の
が
あ
っ

た
ら
し
く
、
そ
の
冬
に
至
っ
て
雰
を
兇
た
時
は
、
來
年
こ
と
は
芋
飢
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
と
一
云
っ
て
ゐ
る
。
（
客
居
對

雲
）

こ
の
他
政
治
に
閥
す
る
も
の
に
は
、
「
倣
悔
禽
佳
一
言
Ａ
言
」
が
あ
る
。
職
海
含
は
年
丞
一
目
間
に
國
内
人
民
の
罪
過
を
磁

悔
し
て
人
民
の
苦
患
を
佛
力
に
よ
り
て
救
ふ
行
菰
で
あ
り
、
浦
和
天
皇
の
御
代
に
始
ま
り
宮
中
を
初
め
諸
國
一
同
に
行
は
れ
た

も
の
で
あ
る
。
文
中
ま
た
彼
の
信
仰
と
不
し
て
ゐ
ゑ
も
の
が
あ
る
。
術
翌
寛
平
元
年
は
天
候
順
調
で
人
民
も
彼
に
對
し
て
交
し

●

て
ゐ
る
事
が
見
え
る
。

田
父
何
因
喪
使
君
陰
森
六
月
末
前
鮒

滿
衙
僚
吏
雌
多
俸
不
苦
束
賦
一
片
盤
（
喜
剛
）

一
方
彼
が
詩
人
と
し
て
の
境
地
に
徹
し
た
も
の
の
あ
る
こ
と
は
、
慨
に
恋
Ｒ
猫
遊
三
首
の
如
き
に
於
て
例
示
し
た
。
彼
は
常

に
そ
の
肉
体
の
老
ひ
に
比
し
て
心
情
の
枯
れ
ぬ
郡
を
云
っ
て
居
り
、
且
つ
ま
た
赴
任
の
訓
蜻
は
彼
を
し
て
客
居
の
私
の
み
に
と

ど
ま
ら
ね
感
を
典
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
詩
が
蝶
傷
に
滿
ち
て
ゐ
る
こ
と
は
放
て
論
す
る
に
足
り
な
い
。
ま
た
任
期

後
半
に
入
り
肺
京
の
Ｒ
が
せ
ま
る
に
つ
れ
て
、
肺
心
し
き
り
に
動
く
こ
と
も
自
然
で
あ
る
。
を
し
て
こ
の
こ
と
が
自
ら
贈
答
の

詩
を
多
く
し
て
ゐ
る
。
然
し
一
方
に
そ
の
心
境
の
鍵
化
を
語
る
も
の
と
し
て
、
巻
四
に
は
對
鏡
・
白
毛
歎
の
如
き
を
始
め
と
し

、

Ⅱ
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て
老
齢
を
歎
ず
ゑ
言
句
と
交
っ
て
、
法
華
寺
白
牡
丹
・
題
南
山
亡
名
庭
士
壁
・
客
舎
韮
凹
齋
・
齋
日
之
作
・
路
次
兇
芭
蕉
・
楽
液

九
詠
。
傭
房
畔
風
間
四
首
の
如
き
、
枯
淡
に
し
て
超
俗
的
な
趣
の
あ
る
も
の
が
見
え
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
や
は
り

次
に
述
べ
る
彼
の
思
想
の
愛
化
に
關
聯
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
。

●

●

●

●

●

彼
は
寛
平
二
年
春
四
士
ハ
才
に
な
っ
て
任
期
浦
ち
て
京
に
蹄
つ
た
が
、
以
後
一
年
柵
は
功
過
判
定
す
る
ま
で
は
出
仕
す
る
こ

と
な
く
家
に
閉
じ
龍
っ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
こ
の
冊
彼
は
莊
子
を
邸
似
し
、
「
北
浜
章
」
・
「
小
知
牽
」
・
「
尭
誰
章
」
を
作
っ

て
自
己
の
感
職
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
彼
の
読
岐
時
代
に
お
け
る
体
験
に
よ
っ
て
生
じ
て
來
た
人
生
観
の
表
白
と
も
云
ふ
く
き
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
今
こ
こ
に
彼
の
讃
岐
時
代
の
思
想
的
愛
化
即
ち
前
描
第
一
二
点
に
つ
い
て
述
べ
て
拙
文
を
総
り
度
い
・

結
論
的
に
云
へ
ぱ
、
彼
は
こ
の
時
代
に
お
堕
し
儒
激
的
刷
揃
振
ら
老
莊
的
画
擶
箕
の
傾
き
を
有
つ
に
至
っ
た
。
よ
り
適
切
に

云
へ
ぱ
賂
敦
的
脚
心
想
の
上
に
更
に
老
莊
の
惟
界
へ
の
硯
界
を
体
験
的
に
准
得
し
た
と
い
ふ
ぺ
き
で
あ
ら
う
。
上
述
准
寸
に
よ
る

三
蔦
は
共
に
超
俗
的
蔵
造
逓
遊
の
心
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
北
浜
章
に
お
い
て
は
垂
天
の
蕊
と
張
っ
て
飛
翔
す
る
大
鵬
と
微

少
な
る
蝿
と
を
比
較
し
て
、
「
自
得
之
場
異
り
と
雌
も
迩
遥
の
道
は
惟
れ
側
じ
」
と
す
る
。
寓
物
は
與
へ
ら
れ
た
ま
ま
に
自
得

す
べ
く
、
其
虚
に
道
遥
遊
の
境
界
が
あ
る
こ
と
に
何
等
差
別
な
き
こ
と
童
云
っ
て
ゐ
る
。
小
知
軍
略
亦
側
じ
で
あ
っ
て
、
無
功

之
紳
、
無
名
の
聖
こ
そ
道
遥
自
適
の
大
知
で
あ
り
、
無
待
の
心
こ
そ
が
絶
對
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
我
執
と
去
り
分
別
の
知

を
去
っ
て
、
天
性
の
理
に
安
ん
す
る
ぺ
き
こ
と
を
云
ふ
。
尭
談
章
は
尭
と
許
由
と
の
故
邪
を
引
川
し
て
保
身
の
道
の
此
庭
に
存

す
る
こ
と
を
述
べ
、
天
下
と
把
握
す
る
も
鰐
鵠
催
以
の
遊
ぶ
心
も
、
そ
の
間
に
差
別
な
し
と
す
る
こ
り
胴
聖
匿
の
俊
遊
の
心
蜻

識
岐
守
時
代
の
逝
興
一
○
三
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を
語
っ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
彼
が
如
何
な
る
心
境
と
今
や
見
つ
め
て
ゐ
る
か
を
知
る
。
竹
ご
」
文
章
博
士
の
地
位
に
害
愛
し
一
家

の
地
位
を
め
ぐ
る
嫉
硯
に
悩
ま
さ
れ
た
彼
は
、
更
に
談
岐
赴
任
に
よ
っ
て
そ
の
詩
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
切
な
る
も
の
が
あ
っ

た
が
、
郡
含
的
な
俗
塵
を
離
れ
た
そ
の
土
地
は
、
・
彼
を
し
て
純
粋
な
詩
人
と
し
て
の
天
性
を
自
路
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
素
朴

な
庶
民
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
っ
て
地
位
身
分
の
何
物
だ
る
か
を
知
っ
た
。
白
頭
翁
の
心
境
の
如
き
は
正
に
老
莊
の
境

界
と
も
云
ふ
く
き
も
の
で
あ
っ
た
。
仁
和
三
年
一
時
蹄
京
の
途
中
の
作
「
舟
中
に
宿
る
」
、
「
舟
行
五
歌
」
の
二
聴
は
著
し
く
か

う
し
た
心
境
を
示
し
て
ゐ
る
。
前
者
に
あ
っ
て
は
、
一
生
を
旅
と
兄
、
こ
の
族
中
更
に
舟
に
あ
る
こ
と
正
に
浮
生
な
る
郡
を
天

ひ
、
舟
中
の
醗
商
や
漁
夫
と
相
語
っ
て
俗
邸
を
忘
虹
、
「
更
に
家
怖
を
間
ふ
に
獺
し
」
と
き
で
云
っ
て
ゐ
る
。

舟
行
五
事
に
は
著
し
く
老
莊
の
思
想
の
彩
騨
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
舟
中
に
經
験
し
た
覗
笈
を
通
じ
て
彼
の
境
遇
に
思
ひ
合
は

△
■
屯
Ｏ

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
は
絶
海
孤
島
上
の
一
本
の
掻
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
無
心
の
雲
や
雲
と
共
に
育
っ
て
そ
の
松
は
、

自
然
の
ま
ま
に
雑
濃
や
か
に
、
そ
の
材
は
使
川
に
耐
え
ね
故
に
却
っ
て
伐
ら
れ
泡
那
を
云
ふ
。
こ
れ
明
に
准
寸
の
影
響
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
松
に
對
比
し
て
、
東
南
の
鵬
の
赤
木
が
そ
の
材
の
美
し
き
た
め
に
食
吏
の
斧
刀
を
免
れ
ず
、
天
性
の
懸
命
と

保
た
ぬ
鞭
を
云
っ
て
、
「
丈
章
彼
に
畏
る
べ
し
」
と
自
己
の
過
去
の
境
遇
に
忠
ひ
合
は
せ
て
ゐ
る
。
そ
の
二
は
白
頭
の
漁
夫
が

舟
中
に
釣
を
失
ひ
悲
し
む
と
述
べ
、
「
此
釣
紺
仰
へ
て
久
し
。
哀
れ
な
る
か
な
痂
極
り
な
し
。
子
孫
何
物
か
衣
食
を
蓮
さ
ん
」

と
い
は
し
め
、
老
身
今
更
農
と
も
な
り
得
ず
牛
伽
に
も
適
せ
ず
領
破
れ
た
る
仕
蔀
を
か
へ
る
こ
と
、
例
へ
ぱ
「
慌
狩
が
官
吏
と

な
っ
て
天
下
の
物
笑
ひ
と
な
る
に
同
じ
」
と
云
は
し
め
て
ゐ
る
。
即
ち
漁
父
の
口
を
藷
り
て
彼
自
身
を
歎
じ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
三
は
狩
り
す
る
も
の
に
迫
は
れ
て
母
子
離
れ
だ
ぞ
と
な
つ
再
窮
し
て
海
に
入
る
鹿
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
職
に
し
て

識
岐
守
昨
代
の
弛
虹

ト
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海
を
渡
る
悲
哀
を
見
て
「
客
有
離
家
者
看
肥
派
血
啼
」
と
い
ふ
。
そ
の
四
は
醗
商
が
利
を
追
っ
て
舟
に
乘
り
、
恭
瓜
に
適
っ
て

難
破
し
、
却
っ
て
一
・
生
の
計
を
失
っ
た
と
と
詠
み
、
「
冊
し
て
進
む
も
の
は
か
く
の
如
し
、
心
を
虚
に
す
る
も
の
は
自
由
な
り
」

と
云
っ
て
、
莊
陶
を
學
ぶ
べ
き
こ
と
を
教
へ
て
ゐ
る
。
五
は
断
食
の
倫
と
し
て
世
上
に
評
判
の
あ
る
僧
に
米
三
升
を
典
へ
、
傭

は
こ
れ
を
よ
ろ
こ
び
受
け
た
こ
と
を
述
べ
、
批
評
の
無
謀
苛
酷
な
る
こ
と
を
楓
刺
し
て
ゐ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
文
中
に
は
、
常
に
彼
の
境
遇
が
省
み
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
救
ふ
道
が
莊
子
に
あ
る
こ
と
を

彼
が
云
は
ん
と
し
て
ゐ
る
郡
は
明
か
で
あ
る
。

か
く
て
再
び
讃
岐
に
蹄
つ
た
彼
は
、
更
に
老
子
五
千
言
を
鰊
ん
で
ゐ
る
。
文
薫
纒
四
の
「
客
舍
害
齋
」
に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ

の
地
に
十
峡
餘
の
謀
を
随
へ
て
來
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
ら
は
涛
非
と
白
氏
文
集
と
洩
拝
及
び
老
子
で
あ
り
、
老
子
に
つ
い
て
は
「
五

千
文
量
立
言
虚
」
と
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
心
を
虚
に
す
る
も
の
は
自
由
な
り
」
と
い
ふ
彼
の
思
想
が
こ
れ
に
よ
っ
て

も
菱
は
れ
て
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
岐
後
の
年
の
奥
に
は
自
己
の
過
去
を
顧
み
て
、
こ
の
名
利
の
念
の
除
り
に
も

弧
か
つ
た
こ
と
に
思
ひ
至
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
意
味
で
「
苦
日
姪
」
の
一
輪
は
た
の
意
味
深
長
と
い
ふ
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
っ

て
彼
の
内
的
苦
悶
の
、
ま
た
彼
の
性
格
・
思
想
の
雌
も
端
的
な
告
白
と
兇
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
以
下
全
文
を
猫
げ
て
世
く
。

少
日
爲
秀
才
光
陰
鮒
不
給
朋
交
絶
言
笑
妻
子
腰
親
智

壯
年
爲
侍
郎
暁
出
逮
癖
入
随
日
東
西
走
承
顔
左
右
抵

結
綏
與
垂
帷
孜
孜
又
汲
盈
榮
華
心
尅
念
名
利
手
偏
執

餅
時
殊
所
苦
霜
露
鍵
何
念
忽
恭
悪
城
任
筌
鰯
中
路
泣

読
岐
守
時
代
の
遊
興
一
○
五

｜
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讃
岐
守
時
代
の
逆
境
一
○
六

吾
黛
別
三
千
菩
齢
近
五
十
政
嚴
人
不
利
衙
掩
吏
無
集
，

茅
屋
猫
眠
居
蕪
庭
閑
嗽
立
眠
疲
也
嗽
倦
歎
息
伽
鴫
悩

爲
客
四
年
來
在
官
一
秩
及
此
時
妓
收
忠
烏
兎
駐
如
葉
・

日
長
或
日
短
身
騰
或
身
蟄
自
然
一
生
亦
川
意
不
相
襲

共
産
に
は
蹄
心
矢
の
如
き
に
悶
え
る
彼
の
姿
が
あ
る
が
、
然
し
過
去
の
名
利
へ
の
偏
執
と
そ
の
結
果
を
願
り
み
て
ゐ
る
彼
に
は
、

既
に
さ
う
し
た
も
の
か
ら
脱
し
去
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
う
か
が
は
れ
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
彼
の
性
格
を
茸
愛
せ
し
め
た
も
の
で

な
い
に
し
て
も
、
と
に
か
く
彼
に
一
面
老
莊
の
境
地
が
休
職
的
に
ひ
ら
け
て
來
て
、
無
功
無
待
の
境
．
界
の
恢
値
を
認
ぬ
る
に
至

っ
て
ゐ
る
こ
と
は
老
へ
ら
れ
る
。
佛
敦
的
教
養
も
先
祀
以
来
深
く
、
彼
に
お
い
て
も
そ
の
筌
観
は
駁
へ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で

あ
ら
う
が
、
然
し
彼
は
出
家
す
べ
く
除
り
に
本
來
詩
人
で
あ
っ
た
。
詩
人
は
あ
く
ま
で
人
冊
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
か

ら
彼
の
人
生
観
が
今
や
老
莊
に
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
並
も
自
然
で
あ
り
適
切
な
も
の
が
あ
っ
た
。
蹄
京
後
の
莊
子
に
よ
る

三
章
は
さ
う
し
た
人
生
観
の
表
出
と
し
て
彼
の
中
に
結
舳
し
た
も
の
で
あ
る
。

‐
以
上
に
お
い
て
豫
定
せ
ら
れ
た
三
点
の
考
案
を
縫
っ
た
。
彼
の
讃
岐
時
代
は
彼
の
一
生
中
雌
も
多
彩
な
部
分
で
あ
り
、
道
興

に
對
す
る
理
解
の
た
あ
に
主
要
な
一
時
期
で
あ
る
こ
と
が
．
以
上
に
よ
っ
て
も
老
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
稲
を
結
ぶ
に
常
っ
て

尚
こ
の
時
代
が
こ
れ
以
後
の
彼
の
行
動
に
開
聯
す
る
一
二
の
点
を
鍋
げ
て
世
く
な
ら
ば
、
先
づ
詩
人
と
し
て
の
彼
の
完
成
は
こ

1
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の
讃
岐
時
代
に
一
度
び
成
さ
れ
、
そ
れ
が
太
宰
府
時
代
に
二
度
び
な
さ
れ
た
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
彼
の
讃
岐
時
代
の
詩

は
宮
廷
に
於
て
も
認
め
ら
れ
た
と
兇
る
ぺ
く
、
後
に
彼
が
醍
醐
帝
に
菅
家
三
代
の
詩
集
を
献
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
發
端
は
、
帝

が
彼
の
讃
岐
時
代
の
詩
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
初
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
・
・
宮
廷
詞
人
か
ら
一
度
は
民
衆
生
活
詩
人
に
ま
で

至
っ
た
彼
の
詩
的
休
醗
の
価
値
は
、
王
朝
宮
廷
愛
族
の
子
弟
と
し
て
の
彼
と
し
て
は
大
き
い
と
い
は
砲
ぱ
な
ら
な
い
。

第
二
は
地
方
政
治
の
体
験
が
後
年
中
納
言
時
代
の
械
税
便
派
遥
に
際
し
て
の
彼
の
反
對
奏
上
文
と
な
っ
て
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
上
述
文
中
に
少
し
く
鯛
れ
た
。
そ
れ
は
文
草
巻
九
に
全
文
が
見
え
、
寛
平
八
年
七
月
五
日
に

奏
上
さ
れ
て
ゐ
る
。
極
め
て
長
文
で
あ
っ
て
今
こ
こ
に
全
部
を
載
せ
る
こ
と
は
出
來
な
い
が
そ
の
大
要
を
云
へ
ぱ
、
當
時
租
税

收
納
の
状
態
が
悪
化
し
た
た
め
に
こ
の
議
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
議
の
妓
初
か
ら
こ
れ
に
反
對
し
、
「
臣
の
見

る
所
は
只
讃
岐
一
國
也
。
彼
國
の
風
を
以
っ
て
論
す
る
に
若
し
と
の
使
を
遥
さ
ぱ
頗
る
物
の
煩
ひ
あ
ら
ん
か
」
と
云
ひ
、
他
の

不
快
を
招
い
た
が
、
そ
の
後
議
を
究
め
る
に
従
っ
て
、
帳
外
剰
物
の
内
三
分
の
一
乃
至
二
分
の
一
を
返
給
す
る
こ
と
に
決
せ
ん

と
し
て
、
彼
も
中
央
財
政
本
位
に
老
へ
る
場
合
、
こ
れ
に
反
對
も
出
來
な
か
っ
た
。
然
し
彼
は
尚
ほ
心
決
せ
ず
、
「
伏
し
て
思

ひ
起
き
て
慮
り
罷
め
ん
と
欲
し
て
能
は
す
」
、
治
術
に
達
し
た
る
も
の
小
野
葛
絃
等
の
一
二
の
者
に
相
謀
る
に
、
「
此
鞭
な
き

き
て
愁
悶
せ
ざ
る
蔵
し
」
と
い
ふ
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
経
に
こ
の
奏
上
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
論
ず
る
所
租
税
徴
集
の

従
情
・
正
税
と
出
畢
の
關
係
・
剛
司
の
配
胆
・
帳
外
剰
物
の
使
途
・
地
方
民
に
及
ぼ
す
影
響
等
に
つ
い
て
数
字
を
あ
げ
て
説
い

て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
地
方
官
と
し
て
の
経
験
、
且
つ
民
惰
に
理
解
あ
る
も
の
に
し
て
始
め
て
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

知
る
。
「
況
ん
や
世
衰
へ
國
弊
へ
民
貧
し
く
物
乏
し
、
是
の
故
に
或
は
國
司
文
法
に
乖
い
て
以
て
方
略
を
廻
し
、
正
遁
に
蓮
ひ

讃
岐
守
吟
代
の
遊
興
一
○
七
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あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る

、
第
三
は
そ
の
人
生
観
乃
至

臣
昇
進
に
至
ゐ
目
ざ
ま
し
い

消
極
的
で
は
あ
る
が
何
等
か

り
、
闘
司
の
苦
し
む
所
で

す
る
と
こ
ろ
、
意
を
安
ん
じ

代
に
お
い
て
經
騒
し
、
讃
州

僻
表
・
右
大
臣
の
三
度
の
僻

ろ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。

「
若
不
雄
已
可
就
朝
列
、
猶猶

讃
岐
時
代
の
彼
の
感
慨
（
殊
に
こ
の
思
想
の
展
開
を
兇
た
後
に
彼
の
昇
進
を
凡
る
時
、

し
、
其
否
の
二
也
」

る
。
臣
大
に
恐
ろ
る
所
は
後
代
股
の
肉
を
割
い
て
飢
と
漆
す
る
の
唯
あ
ら
ん
郡
を
。
是
れ
図
司
の
た
め
に
治
術
を
朱
ふ
く
〃
し
」

と
も
云
っ
て
ゐ
る
。
帳
外
剰
物
を
中
央
財
政
の
嫉
乏
の
た
め
に
收
納
す
る
こ
と
は
地
方
財
政
の
治
術
を
失
は
し
め
る
こ
と
で
あ

､

は
「
天
下
分
憂
之
吏
、

て
椛
議
を
施
す
。
動
く
こ
と

識
岐
守
時
代
の
逆
境

の
語
に
よ
っ
て
魁
洽
の
論
旨
は
う
か
が
は
れ
、
そ
れ
が
彼
の
談
岐
時
代
の
彼
の
態
度
に
一
没
し
た
も
の
で

や
つ
農
ノ
Ｐ
Ｄ
Ｏ

1
必
ず
し
も
好
盗
の
人
に
非
，

あ
る
．
と
川
時
に
人
民
の
困
苦
と
な
る
と
と
明
か
で
あ
る
。

踞
櫨
炭
以
待
焼
亡
雌
冶
氷
、
期
陥
没
夫
」
と
云
ひ
、
岐
後
に
第
三
表
に
至
っ
て
「
伽
臣
官
以
全
臣

得
た
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
略
変
想
像
の
出
來
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
文
章
博
士
時

赴
任
と
自
ら
一
稚
の
左
遜
と
感
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
の
に
於
て
は
尚
更
で
あ
る
。
彼
の
減
人
頭
の

表
に
お
け
る
彼
の
僻
意
の
腿
さ
が
暇
に
儀
腱
的
な
も
の
で
な
い
事
が
、
こ
の
点
か
ら
も
明
に
さ
れ

そ
の
第
一
表
に
「
臣
地
非
世
繩
是
怖
林
・
・
・
人
心
已
不
縦
容
鬼
倣
必
加
脈
鵬
」
と
い
ひ
、
第
二
表
に

老
莊
思
想
の
点
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
点
は
第
一
彼
の
寛
乎
三
年
藏
人
頭
就
任
に
始
壼
っ
て
右
大

榮
逵
中
に
お
け
る
心
境
に
開
城
し
、
延
い
て
は
彼
の
左
遷
問
題
に
つ
い
て
の
彼
の
立
場
に
つ
い
て

の
示
唆
を
典
へ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
昇
進
は
専
ら
宇
多
帝
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

己
が
た
め
に
推
す
と
雌
も
共
郡
皆
法
を
犯
せ
り
」
と
云
ひ
て
幽
司
の
收
税
の
苦
心
を
云
ひ
、
或

ア
、
適
壁
好
人
私
川
の
疑
ひ
有
る
に
依
っ
て
専
ら
良
吏
非
常
之
儲
を
收
め
ら

「
是
れ
百
姓
の
た
め
に
愁
苦
を
致
し
っ
ぺ

か
か
る
昇
進
が
そ
の
ま
主
彼
の
得
意
と

！
Ｉ
Ｉ
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を
自
然
に
ま
か
せ
る
姿
が
の
ぞ
い
て
ゐ
る
。
後
集
中
蚊
大

苦
し
み
を
の
べ
た
後
、
「
慨
に
生
之
苦
し
み
を
慰
さ
む
、

更
に
虚
室
白
を
生
ず
る
夕
方
の
苅
明
の
中
に
、
老
莊
の
保

ま
か
す
べ
し
」
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
共
虐
に
は
雌
に
こ
の

し
い
と
と
も
明
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
死
後
の
間

道
翼
を
支
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
老
莊
思
想

知
る
の
で
あ
る
。
讃
岐
時
代
の
体
験
は
諏
堂
な
る
意
味
で

が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

順
接
臣
漉
以
保
臣
身
」
と
云
っ
て
ゐ
る
。
老
莊
の
思
想
の

宇
多
帝
画
た
め
に
一
身
を
職
牲
に
供
し
た
も
の
で
あ
っ
て

あ
る
。

あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
ふ
。
然
し
宇
多
帝
の

ふ
も
の
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
詩
は
涙
に
浦
ち

て
膳
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

而
し
て
第
二
に
こ
の
老
莊
的
傾
向
の
点
が
太
宰
府
時

識
岐
守
時
代
の
批
興

そ
れ
が
彼
に
太
宰
府
左
遷
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
》

意
志
が
絶
對
で
あ
り
、

代
の
彼
の
中
心
的
な
心
境
と
な
っ
て
ゐ
る
と
と
は
菅
家
後
集
な
う
か
が

て
ゐ
ろ
と
も
云
へ
》

究
極
は
こ
の
保
身
の
術
で
あ
っ
て
、
彼
の
願
ふ
と
こ
ろ
興
に
此
庭
に

の
暹
篇
微
意
百
瀬
の
激
烈
な
調
子
の
中
に
も
、
そ
の
乏
し
い
生
活
の

何
ぞ
死
の
泄
か
な
ら
ざ
る
こ
と
を
嫌
は
ん
」
と
云
ふ
が
如
き
、
或
は

・
短

身
の
論
を
し
の
ん
で
「
術
の
道
に
乖
く
こ
と
な
く
、
ま
さ
に
自
然
に

地
に
蛇
を
埋
る
こ
と
を
斑
悟
し
た
彼
に
と
っ
て
は
、
佛
敷
侭
仰
の
著

題
で
あ
り
、
現
在
の
心
境
は
専
ら
老
莊
の
境
に
生
き
、
そ
れ
が
詩
人

が
彼
の
識
岐
時
代
に
端
を
發
し
て
今
や
こ
こ
に
至
っ
て
ゐ
る
こ
と
を

迺
鰹
に
働
き
か
け
て
ゐ
る
こ
と
を
上
述
の
と
こ
ろ
か
ら
も
見
る
こ
と

、
彼
に
は
自
ら
決
し
自
ら
慰
め
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
の
で

1

勺
の
で
る
が
、
そ
れ
ら
詩
的
表
現
を
縫
っ
て
、
萬
事

そ
の
信
任
に
對
し
て
謹
直
な
彼
は
感
激
を
も
つ

（
二
四
・
三
・
二
六
）

一
○
九

1

○
が
、
そ
れ
は
即
ち
彼
が

－




