
一　

は
じ
め
に

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
、
仁
徳
天
皇
の
大
后
（
皇
后
）
と
し
て
イ
ハ
ノ

ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
（
『
古
事
記
』
大
后
石
之
日
売
命
、

『
日
本
書
紀
』
皇
后
磐
之
媛
命
）
。

　

こ
の
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
共
に
「
嫉
妬
」

を
す
る
大
后
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的

な
例
と
し
て
、
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
が
「
豊
楽
」
の
準
備
の
た
め
に
紀
国
に

赴
き
、
そ
の
間
に
応
神
天
皇
と
そ
の
異
母
妹
八
田
若
郎
女
（
八
田
皇
女
）
と
の

結
婚
を
帰
路
で
知
ら
さ
れ
た
事
に
よ
り
、
激
し
い
嫉
妬
の
念
を
起
こ
し
、
採
集

し
た
御
綱
柏
を
海
に
投
げ
捨
て
、
仁
徳
天
皇
の
難
波
の
宮
に
は
帰
ら
ず
に
そ
の

ま
ま
山
代
に
向
か
い
、
筒
木
（
筒
城
）
に
籠
る
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

　

吉
井
巌
氏
は
、
こ
の
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ

ト
の
物
語
に
つ
い
て
、
そ
の
後
、
仁
徳
天
皇
が
使
者
を
派
遣
し
て
イ
ハ
ノ
ヒ
メ

ノ
ミ
コ
ト
を
な
だ
め
よ
う
と
す
る
、
「
こ
の
辺
ま
で
の
記
紀
の
筋
書
の
展
開
は
、

小
異
を
も
つ
も
の
の
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
」
と
指
摘
し
て
い
る注

１。
し

か
し
そ
の
物
語
の
結
末
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

『
古
事
記
』
で
は
そ
の
後
に
続
く
女
鳥
王
と
速
総
別
王
の
反
逆
物
語
の
内
容
か

ら
、
大
后
は
仁
徳
天
皇
の
宮
に
戻
っ
て
い
る
事
が
推
測
さ
れ
る
が
、『
日
本
書
紀
』

で
は
皇
后
は
筒
城
宮
に
籠
っ
た
ま
ま
、
最
終
的
に
そ
こ
で
薨
去
し
、
の
ち
に
八

田
皇
女
が
立
后
す
る
と
い
う
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
中
に
、
多
く
の
歌
が

記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
物
語
の
展
開
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る

と
言
え
る
。
こ
の
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
の
嫉

妬
物
語
に
関
わ
っ
て
歌
わ
れ
た
山
代
で
の
歌
を
、
以
下
に
挙
げ
る
。

　

『
古
事
記
』

　
　

つ
ぎ
ね
ふ
や　

山
代
河
を　

河
上
り　

我
が
上
れ
ば　

河
の
上
に　

生
ひ

　
　

立
て
る　

烏
草
樹
を　

烏
草
樹
の
木　

其
が
下
に　

生
ひ
立
て
る　

葉
広
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一
、
は
じ
め
に

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
、
仁
徳
天
皇
の
大
后
（
皇
后
）
と
し
て
イ
ハ
ノ

ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
（
『
古
事
記
』
大
后
石
之
日
売
命
、

『
日
本
書
紀
』
皇
后
磐
之
媛
命
）
。

こ
の
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
共
に
「
嫉
妬
」

を
す
る
大
后
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的

な
例
と
し
て
、
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
が
「
豊
楽
」
の
準
備
の
た
め
に
紀
国
に

赴
き
、
そ
の
間
に
応
神
天
皇
と
そ
の
異
母
妹
八
田
若
郎
女
（
八
田
皇
女
）
と
の

結
婚
を
帰
路
で
知
ら
さ
れ
た
事
で
、
激
し
い
嫉
妬
の
念
を
起
こ
し
、
採
集
し
た

御
綱
柏
を
海
に
投
げ
捨
て
、
仁
徳
天
皇
の
難
波
の
宮
に
は
帰
ら
ず
に
そ
の
ま
ま

山
代
に
向
か
い
、
筒
木
（
筒
城
）
に
籠
る
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

吉
井
巌
氏
は
、
こ
の
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ

ト
に
つ
い
て
、
そ
の
後
、
仁
徳
天
皇
が
使
者
を
派
遣
し
て
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ

ト
を
な
だ
め
よ
う
と
す
る
、
「
こ
の
辺
ま
で
の
記
紀
の
筋
書
の
展
開
は
、
小
異

を
も
つ
も
の
の
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
そ

注

１

の
物
語
の
結
末
は
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
『
古

事
記
』
で
は
そ
の
後
に
続
く
女
鳥
王
と
速
総
別
王
の
反
逆
物
語
の
内
容
か
ら
、

大
后
は
仁
徳
天
皇
の
宮
に
戻
っ
て
い
る
事
が
推
測
さ
れ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』

で
は
皇
后
は
筒
城
宮
に
籠
っ
た
ま
ま
、
最
終
的
に
そ
こ
で
薨
去
し
、
の
ち
に
八

田
皇
女
が
立
后
す
る
と
い
う
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
中
に
、
多
く
の
歌

が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
物
語
の
展
開
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
こ
の
、『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
の
嫉
妬
物
語

に
関
わ
っ
て
歌
わ
れ
た
山
代
で
の
歌
を
、
以
下
に
挙
げ
る
。

『
古
事
記
』

つ
ぎ
ね
ふ
や

山
代
河
を

河
上
り

我
が
上
れ
ば

河
の
上
に

生
ひ

立
て
る

烏
草
樹
を

烏
草
樹
の
木

其
が
下
に

生
ひ
立
て
る

葉
広

『
古
事
記
』
大
后
石
之
日
売
命
の
嫉
妬
物
語
と
五
七
番
歌
に
つ
い
て

―
『
日
本
書
紀
』
五
三
番
歌
と
の
比
較
を
中
心
に
―

金

澤

和

美
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斎
つ
真
椿　

其
が
花
の　

照
り
坐
し　

其
が
葉
の　

広
り
坐
す
は　

大
君

　
　

ろ
か
も
（
五
七
）

　
　

つ
ぎ
ね
ふ
や　

山
代
河
を　

宮
上
り　

我
が
上
れ
ば　

あ
を
に
よ
し　

奈

　
　

良
を
過
ぎ　

小
楯　

倭
を
過
ぎ　

我
が
見
が
欲
し
国
は　

葛
城　

高
宮　

　
　

吾
家
の
辺
（
五
八
）

　
　

山
代
に　

い
及
け　

鳥
山　

い
及
け
い
及
け　

吾
が
愛
し
妻
に　

い
及
き

　
　

遇
は
む
か
も
（
五
九
）

　
　

御
諸
の　

其
の
高
城
な
る　

大
猪
子
が
原　

大
猪
子
が　

腹
に
あ
る　

肝

　
　

向
ふ　

心
を
だ
に
か　

相
思
は
ず
あ
ら
む
（
六
○
）

　
　

つ
ぎ
ね
ふ　

山
代
女
の　

木
鍬
持
ち　

打
ち
し
大
根　

根
白
の　

白
腕　

　
　

枕
か
ず
け
ば
こ
そ　

知
ら
ず
と
も
言
は
め
（
六
一
）

　
　

山
代
の　

筒
木
宮
に　

物
申
す　

吾
が
兄
の
君
は　

涙
ぐ
ま
し
も
（
六　

　
　

二
）

　
　

つ
ぎ
ね
ふ　

山
代
女
の　

木
鍬
持
ち　

打
ち
し
大
根　

さ
わ
さ
わ
に　

汝

　
　

が
言
へ
せ
こ
そ　

打
ち
渡
す　

八
桑
枝
な
す　

来
入
り
参
ゐ
来
れ
（
六　

　
　

三
）

　

『
日
本
書
紀
』

　
　

山
背
に　

い
及
け
鳥
山　

い
及
け
い
及
け　

吾
が
思
ふ
妻
に　

い
及
き
会

　
　

は
む
か
も
（
五
二
）

　
　

つ
ぎ
ね
ふ　

山
背
河
を　

河
泝
り　

我
が
泝
れ
ば　

河
隈
に　

立
ち
栄
ゆ

　
　

る　

百
足
ら
ず　

八
十
葉
の
木
は　

大
君
ろ
か
も
（
五
三
）

　
　

つ
ぎ
ね
ふ　

山
背
河
を　

宮
泝
り　

吾
が
泝
れ
ば　

青
丹
よ
し　

那
羅
を

　
　

過
ぎ　

小
楯　

大
和
を
過
ぎ　

我
が
見
が
欲
し
国
は　

葛
城
高
宮　

我
家

　
　

の
あ
た
り
（
五
四
）

　
　

山
背
の　

筒
城
宮
に　

物
申
す　

我
が
兄
を
見
れ
ば　

涙
ぐ
ま
し
も
（
五

　
　

五
）

　
　

つ
の
さ
は
ふ　

磐
之
媛
が　

お
ほ
ろ
か
に　

聞
さ
ぬ　

う
ら
桑
の
木　

寄

　
　

る
ま
し
じ
き　

河
の
隈
　々

よ
ろ
ほ
ひ
行
く
か
も　

う
ら
桑
の
木
（
五　

　
　

六
）

　
　

つ
ぎ
ね
ふ　

山
背
女
の　

木
鍬
持
ち　

打
ち
し
大
根　

さ
わ
さ
わ
に　

汝

　
　

が
言
へ
せ
こ
そ　

打
渡
す　

や
が
は
え
な
す　

来
入
り
参
来
れ
（
五
七
）

　
　

つ
ぎ
ね
ふ　

山
背
女
の　

木
鍬
持
ち　

打
ち
し
大
根　

根
白
の　

白
腕　

　
　

纏
か
ず
け
ば
こ
そ　

知
ら
ず
と
も
言
は
め
（
五
八
）

こ
の
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
歌
の
順
序
に
異
な
り
が
見
ら

れ
る
も
の
の
、
対
応
す
る
歌
（
記
五
七
番
と
紀
五
三
番
、
記
五
八
番
と
紀
五
四

番
、
記
五
九
番
と
紀
五
二
番
、
記
六
一
番
と
紀
五
八
番
、
記
六
二
番
と
紀
五
五

番
、
記
六
三
番
と
紀
五
七
番
）
の
多
い
事
が
解
る
。
独
自
の
歌
は
記
六
○
番
と

紀
五
六
番
の
歌
に
な
る
が
、
記
六
○
番
は
、
『
古
事
記
』
に
登
場
す
る
丸
邇
臣

口
子
を
遣
わ
し
て
天
皇
が
歌
っ
た
歌
、
紀
五
六
番
は
、
天
皇
が
山
代
に
向
か
う

途
中
で
桑
の
枝
を
見
て
歌
っ
た
歌
と
い
う
事
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
中
に
必

要
な
歌
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
対
応
す
る
歌
の
う
ち
、
記
五
七
番
歌
と

紀
五
三
番
歌
の
み
、
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
や
歌
の
句
数
に
大
き
な
隔
た

り
が
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
五
七
番
歌
と
紀
五
三
番
歌
は
、
ほ
ぼ
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同
じ
歌
い
出
し
を
持
ち
、
共
に
仁
徳
天
皇
讃
美
の
歌
で
あ
り
、
そ
し
て
歌
の
状

況
も
、
激
し
い
嫉
妬
に
か
ら
れ
て
御
綱
柏
を
海
に
投
げ
捨
て
、
仁
徳
天
皇
の
難

波
宮
に
帰
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
川
を
上
り
山
背
に
行
く
途
中
で
歌
っ
た
歌
と
し
て

記
さ
れ
て
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
事
は
、
先
に
挙
げ
た
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の

イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
の
物
語
が
迎
え
る
結
末
の
違
い
と
関
係
が
あ
る
と
捉
え

ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
論
文
で
は
、
『
古
事
記
』
五
七
番
歌
と
『
日
本
書
紀
』
五
三
番
歌
を
取

り
上
げ
て
、
歌
を
「
散
文
部
分
の
訓
主
体
の
叙
述
と
は
別
な
叙
述
と
し
て
見
て

ゆ
く
」
「
歌
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
こ
と
で
な
ま
の
こ
と
ば
に
よ
る
叙
述
を
、

別
に
、
併
存
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る注

２」
と
い
う
立
場
か
ら
、
『
古
事
記
』
と

『
日
本
書
紀
』
が
地
の
文
と
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
お
い
て
語
る
こ
と
を
捉
え
て
み

た
い
。二　

『
古
事
記
』
の
大
后
嫉
妬
物
語
と
五
七
番
歌

（
１
）
『
古
事
記
』
の
大
后
嫉
妬
物
語
が
あ
ら
わ
す
こ
と

　

ま
ず
、
『
古
事
記
』
の
物
語
の
地
の
文
の
展
開
を
見
て
ゆ
く
。

『
古
事
記
』
下
巻
の
冒
頭
、
仁
徳
天
皇
の
条
は
、
后
妃
皇
子
女
記
事
と
御
名
代

に
関
す
る
記
事
の
後
、
仁
徳
天
皇
が
、
国
中
に
炊
煙
が
立
た
な
い
事
に
よ
り
民

の
困
窮
を
知
り
、
三
年
間
の
課
役
を
免
除
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
『
古
事
記
』
は

こ
の
仁
徳
天
皇
の
世
を
「
聖
帝
の
世
」
と
讃
え
て
い
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
都

倉
義
孝
氏
は
、「
新
し
き
聖
性
、
儒
教
的
道
徳
性
を
新
し
き
下
つ
代
に
も
た
ら
す
」

と
し
、
仁
徳
天
皇
を
「
新
し
き
代
、
近
代
の
輝
か
し
い
開
祖
と
し
て
提
示
」
し

て
い
る
と
述
べ
て
い
る注

３。
『
古
事
記
』
は
上
中
下
の
三
巻
の
書
物
で
あ
り
、
仁

徳
天
皇
は
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
は
じ
ま
り
を
担
う
天

皇
と
し
て
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
後
に
続
く
の
が
大
后
石
之
日
売
命
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
は
、
「
其
の
大
后
石
之
日
売
命
は
、
嫉
妬
す
る
こ
と
甚
多
し
。
故
、

天
皇
の
使
へ
る
妾
は
、
宮
の
中
を
臨
む
こ
と
得
ず
。
言
立
つ
れ
ば
、
足
も
あ
が

か
に
嫉
妬
し
き
」
と
語
り
、
大
后
が
大
変
に
激
し
い
嫉
妬
を
お
こ
す
人
物
で
あ

る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
最
初
の
例
と
し
て
、
「
吉
備
の
海
部
直

が
女
、
名
は
黒
日
売
」
が
「
大
后
の
嫉
む
を
畏
み
て
」
本
国
に
逃
げ
下
っ
た
事

を
語
る
記
事
、
続
い
て
八
田
若
郎
女
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
大

后
、
豊
楽
せ
む
と
為
て
、
御
綱
柏
を
採
り
に
、
木
国
に
幸
行
し
し
間
に
、
天
皇
、

八
田
若
郎
女
に
婚
ひ
き
」
と
あ
り
、
大
后
が
そ
の
御
綱
柏
を
御
船
に
積
ん
で
帰

る
時
、
倉
人
女
か
ら
そ
の
報
告
を
受
け
、
「
大
き
に
恨
み
怒
り
て
、
其
の
御
船

に
載
せ
た
る
御
綱
柏
を
ば
、
悉
く
海
に
投
げ
棄
て
き
」
、
更
に
「
即
ち
宮
に
入

り
坐
さ
ず
し
て
、
其
の
御
船
を
引
き
避
り
て
、
堀
江
に
泝
り
、
河
の
随
に
山
代

に
上
り
幸
し
き
」
と
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
に
歌
っ
た
歌
と
し
て
、
五
七
番
歌

が
記
さ
れ
て
い
る
。
更
に
そ
の
後
、
「
即
ち
、
山
代
よ
り
廻
り
て
、
那
良
の
山

口
に
到
り
坐
し
て
」
次
の
歌
（
五
八
番
歌
）
を
歌
い
、
そ
こ
か
ら
引
き
返
し
て

「
筒
木
の
韓
人
、
名
は
奴
理
能
美
が
家
」
に
入
っ
た
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
天
皇
は
大
后
の
も
と
に
「
舎
人
、
名
は
鳥
山
」
更
に
「
丸
邇
臣
口
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子
」
を
遣
わ
し
、
大
后
へ
の
歌
を
託
す
が
、
口
子
臣
の
難
渋
し
た
様
子
を
、「
故
、

是
の
口
子
臣
、
此
の
御
歌
を
白
す
時
に
、
大
き
に
雨
降
り
き
。
爾
く
し
て
、
其

の
雨
を
避
ら
ず
し
て
、
前
の
殿
戸
に
参
ゐ
伏
せ
ば
、
違
ひ
て
後
の
戸
を
出
で
、

後
の
殿
戸
に
参
ゐ
伏
せ
ば
、
違
ひ
て
前
の
戸
を
出
で
き
」
と
記
し
、
大
后
が
口

子
臣
に
会
お
う
と
し
な
い
と
い
う
事
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
難
渋
を
見
て
、
口

子
臣
の
妹
の
口
比
売
が
歌
を
歌
っ
た
後
、
口
子
臣
と
口
比
売
、
奴
理
能
美
の
三

人
で
相
談
を
し
、
天
皇
に
、
大
后
は
奴
理
能
美
が
飼
う
「
三
色
に
変
る
奇
し
き

虫
」
を
見
に
山
代
に
お
い
で
に
な
っ
た
だ
け
で
、
「
更
に
異
し
心
無
し
」
と
奏

上
し
た
所
、
仁
徳
天
皇
も
そ
の
虫
を
不
思
議
に
思
い
、
山
代
に
行
く
と
い
う
展

開
と
な
る
。
そ
こ
で
仁
徳
天
皇
は
、「
其
の
大
后
の
坐
せ
る
殿
戸
に
御
立
ち
し
て
」

歌
を
歌
っ
た
（
六
三
番
歌
）
事
が
記
さ
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
山
代
で
の
物
語
は

終
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
仁
徳
天
皇
と
大
后
の
和
解
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
事
に
つ

い
て
、
冨
士
原
伸
弘
氏
は
、
後
の
女
鳥
王
と
速
総
別
王
の
反
逆
の
物
語
に
お
け

る
女
鳥
王
の
言
葉
に
、
仁
徳
天
皇
が
「
大
后
の
強
き
に
よ
り
て
、
八
田
若
郎
女

を
治
め
賜
は
ず
」
と
あ
る
事
、
更
に
そ
の
最
後
の
場
面
で
、
女
鳥
王
の
死
体
か

ら
玉
釧
を
奪
っ
た
大
楯
連
を
罰
す
る
人
物
と
し
て
石
之
日
売
命
が
登
場
す
る
所

な
ど
か
ら
、
そ
の
場
面
に
お
い
て
「
石
之
之
日
売
命
と
仁
徳
天
皇
と
の
八
田
若

郎
女
を
め
ぐ
っ
て
の
事
件
は
、
記
で
は
最
終
的
に
は
二
人
の
和
合
と
い
う
展
開

が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る注

４。
ま
た
尾
崎
富
義
氏

も
、
山
代
に
下
向
さ
れ
た
天
皇
自
身
の
来
訪
の
歌
に
対
し
て
大
后
の
返
歌
が
無

く
、
「
『
古
事
記
』
は
そ
の
結
末
部
分
を
語
ら
ず
に
」
天
皇
と
八
田
若
郎
女
と
の

贈
答
歌
二
首
を
置
き
、
後
の
女
鳥
王
の
言
葉
か
ら
も
、
結
局
八
田
若
郎
女
を
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
暗
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
述

べ
、
「
い
ず
れ
に
し
て
も
大
后
が
天
皇
の
懇
請
を
聞
き
入
れ
て
難
波
宮
に
戻
っ

た
か
ど
う
か
は
明
確
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
」
と
指
摘
し
、
こ
の
物
語
に
お
け

る
大
后
を
「
た
と
え
天
皇
と
言
え
ど
も
決
し
て
妥
協
を
許
さ
な
い
そ
の
強
硬
さ
」

が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
和
解
と
い
う
結
末
を
明
記
し
な
い
事
に
よ
り
、
こ
の

指
摘
の
通
り
、
ま
さ
に
大
后
の
「
妥
協
を
許
さ
な
い
そ
の
強
硬
さ
」
を
『
古
事

記
』
の
地
の
文
は
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
尾
崎

氏
は
、
「
記
紀
所
伝
の
葛
城
氏
は
い
ず
れ
も
権
勢
を
誇
示
す
る
も
の
ば
か
り
で

あ
り
、
石
之
日
売
物
語
も
そ
う
し
た
葛
城
氏
の
権
勢
ぶ
り
を
反
映
す
る
物
語
の

一
つ
と
言
え
よ
う
。（
中
略
）
葛
城
と
い
う
強
大
な
後
盾
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
そ
う
語
る
こ
と
が
ひ
い
て
は
自
族
の
誇
示
に
も
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る注

５。
『
古
事
記
』
の
成
立
の
問
題
に
ふ
れ
る
な
ら
ば
、
大
后
石
之

日
売
命
と
そ
の
出
身
氏
族
で
あ
る
葛
城
氏
と
の
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
が
、と
も
あ
れ
、『
古
事
記
』
テ
キ
ス
ト
の
地
の
文
は
基
本
的
に
、

こ
の
よ
う
に
仁
徳
天
皇
に
対
し
て
も
自
ら
の
嫉
妬
の
念
を
つ
ら
ぬ
く
強
硬
な
態

度
の
大
后
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
吉
井
巌
氏
は
こ
の
事
に
つ
い
て
、
口
子
臣
と
口
比
売
、
奴
理
能
美

の
「
こ
の
三
人
の
協
議
と
い
う
姿
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
は
、
直
接
の
記
述
で

は
な
い
が
、
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
の
心
が
次
第
に
和
ん
で
き
た
こ
と
を
巧
み
に
読
者
に

伝
え
て
い
る
表
現
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
三
人
の
協
議
に
よ
る
天
皇
へ
の
報

告
の
内
容
は
、
三
人
が
狂
言
廻
し
と
な
っ
て
、
天
皇
の
行
幸
を
う
な
が
し
、
天
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皇
と
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
と
の
和
解
へ
と
次
第
に
局
面
が
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
、
同

時
に
我
々
に
予
期
さ
せ
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
」
と
、

地
の
文
に
お
い
て
も
天
皇
と
大
后
の
和
解
に
向
け
た
示
唆
が
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る注

６。
ま
た
神
野
志
隆
光
氏
も
、
六
三
番
歌
を
『
古
事
記
』
が
山
代
で
の
嫉
妬

物
語
の
最
後
に
置
き
、
そ
の
ま
ま
話
を
閉
じ
る
事
は
、
本
居
宣
長
が
『
古
事
記

傳
』
で
、
六
三
番
歌
の
末
二
句
が
「
率
来
坐
る
諸
司
の
御
供
人
等
の
多
く
盛
に

茂
き
こ
と注

７」
を
あ
ら
わ
す
と
し
た
の
を
受
け
て
、
天
皇
と
大
后
の
「
う
ち
そ
ろ
っ

て
の
め
で
た
さ
で
あ
り
、
終
局
の
大
団
円
と
し
て
后
と
天
皇
と
の
和
解
が
大
王

と
大
后
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
え
た
の
を
い
う
と
う
け
と
め
ら
れ
る
」
と
し
、『
日

本
書
紀
』
の
皇
后
磐
之
姫
命
が
筒
城
宮
に
籠
っ
て
「
薨
り
ま
し
ぬ
」
と
い
う
形

で
「
和
解
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
お
わ
っ
て
」
い
る
事
と
比
較
し
て
、
「
『
古

事
記
』
は
、
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
を
も
含
め
て
、
仁
徳
を
め
ぐ
る
女
性
た
ち
と
の
和
合

を
語
る
こ
と
で
物
語
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
」
と
指
摘
し
て
い
る注

８。

　

こ
の
事
に
つ
い
て
更
に
、
先
に
挙
げ
た
『
古
事
記
』
の
記
事
に
、
注
目
さ
れ

る
大
后
の
態
度
が
あ
る
。
大
后
は
使
者
の
丸
邇
臣
口
子
に
対
し
て
は
「
前
の
殿

戸
に
参
ゐ
伏
せ
ば
、
違
ひ
て
後
の
戸
を
出
で
、
後
の
殿
戸
に
参
ゐ
伏
せ
ば
、
違

ひ
て
前
の
戸
を
出
で
き
」と
、
口
子
臣
か
ら
距
離
を
取
っ
て
会
お
う
と
し
な
か
っ

た
の
に
対
し
、
仁
徳
天
皇
は
「
其
の
大
后
の
坐
せ
る
殿
戸
に
御
立
ち
し
て
」
歌

を
歌
っ
た
と
述
べ
て
い
る
事
か
ら
す
る
と
、
大
后
は
仁
徳
天
皇
の
歌
を
聞
く
と

い
う
態
度
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
事
に
も
、
吉
井

氏
や
神
野
志
氏
の
指
摘
に
加
え
、
物
語
の
地
の
文
に
も
天
皇
と
大
后
の
和
解
を

示
唆
す
る
表
現
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

更
に
、
こ
の
大
后
石
之
日
売
命
に
用
い
ら
れ
た
「
幸
行
す
」
「
幸
す
」
と
い

う
動
詞
が
、
「
天
皇
と
同
等
の
敬
語
」
い
わ
ば
天
皇
専
用
語
で
あ
る
と
い
う
事

が
、
烏
谷
知
子
氏
に
指
摘
さ
れ
て
い
る注

９。
更
に
青
木
周
平
氏
が
、
大
后
が
「
豊
楽
」

を
主
催
す
る
事
に
つ
い
て
、『
古
事
記
』
の
「
豊
楽
（
豊
明
）
の
用
例
は
八
例
あ
る
」

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が

注1
注

、
烏
谷
氏
は
更
に
、
そ
の
う
ち
六
例
は
「
通
常
天
皇
に

限
ら
れ
る
権
限
」
で
あ
り
、
大
后
が
主
催
者
と
な
る
の
は
仁
徳
記
の
こ
の
二
例

だ
け
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

注注
注

。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
古
事
記
』

下
巻
に
お
い
て
、
大
后
石
之
日
売
命
は
、
仁
徳
天
皇
と
等
し
く
扱
わ
れ
て
い
る

と
い
う
事
が
考
え
ら
れ
る
。
更
に
こ
の
「
幸
行
」「
幸
」
と
い
う
表
現
を
追
う
と
、

『
古
事
記
』
下
巻
で
仁
徳
天
皇
が
吉
備
の
黒
日
売
の
も
と
に
行
く
際
、
「
幸
行
之

時
」
と
語
ら
れ
、
以
後
、
「
幸
行
吉
備
国
」
「
天
皇
上
幸
之
時
」
と
続
く
。
次
に

大
后
が
御
綱
柏
を
採
り
に
「
幸
行
木
国
」
と
記
さ
れ
、
御
綱
柏
を
御
船
に
積
ん

で
「
還
幸
之
時
」
、
倉
人
女
か
ら
、
天
皇
が
八
田
若
郎
女
の
所
に
「
静
遊
幸
行
」

し
て
い
る
事
を
聞
い
た
大
后
は
大
い
に
恨
み
怒
り
、
御
綱
柏
を
全
て
海
に
投
げ

捨
て
て
、
「
幸
山
代
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
幸
行
」
「
幸
」
は

烏
谷
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
仁
徳
天
皇
と
共
に
大
后
に
も
用
い
ら
れ
、
更
に
、

仁
徳
天
皇
の
「
幸
行
」
「
幸
」
と
交
互
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
の

物
語
の
地
の
文
は
、
こ
の
大
后
石
之
日
売
命
を
、
仁
徳
天
皇
と
同
等
の
立
場
に

あ
る
と
捉
え
る
こ
と
を
も
と
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
大
后
は
、
地
の
文
で
は
仁
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徳
天
皇
と
最
終
的
に
は
和
解
す
る
と
い
う
事
を
示
唆
し
つ
つ
も
、
激
し
い
嫉
妬

を
起
こ
し
、
御
綱
柏
を
全
て
海
に
棄
て
て
山
代
に
籠
り
、
口
子
臣
ら
の
相
談
の

結
果
と
は
い
え
、
最
終
的
に
仁
徳
天
皇
を
山
代
ま
で
行
幸
さ
せ
る
と
い
う
事
を

許
容
さ
れ
た
、
天
皇
と
同
等
の
強
大
な
存
在
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
事
が

考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
そ
う
し
た
地
の
文
に
対
し
て
、
歌
は
大
后
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
歌
の
言
葉
と
表
現
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。

（
２
）
『
古
事
記
』
五
七
番
歌
が
あ
ら
わ
す
こ
と

『
古
事
記
』
五
七
番
歌
は
、
「
つ
ぎ
ね
ふ
や　

山
代
河
を　

河
上
り　

我
が
上
れ

ば
」
と
歌
い
出
す
。
そ
う
す
る
と
、
「
河
の
上
」
に
「
烏
草
樹
の
木
」
が
「
生

ひ
立
て
る
」
と
あ
る
。

　

ま
ず
こ
の
「
川
の
上
」
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
都
倉
義
孝
氏
は
、

古
橋
信
孝
氏
の
「
巡
行
叙
事
」
と
い
う
、
い
わ
ば
神
が
各
地
を
巡
幸
す
る
途
上

で
見
出
し
た
対
象
を
「
最
高
に
す
ば
ら
し
い
も
の
」
と
し
て
ほ
め
る
と
い
う

注1
注

説

を
引
用
し
て
、
「
川
も
神
が
次
元
を
移
動
す
る
際
の
通
路
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
「
川
の
辺
」
は
両
義
的
境
界
で
あ
り
、
そ
こ
に
存
在
す
る
の
も
、

ま
た
優
れ
た
呪
力
を
負
う
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

注3
注

。
つ
ま
り
烏
草
樹

の
木
が
、
「
河
の
上
」
と
い
う
、
い
わ
ば
境
界
の
場
所
に
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
に
よ
り
、
優
れ
た
呪
力
を
負
う
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

次
に
「
生
ひ
立
て
る
」
だ
が
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』（
三
省
堂
）
に
、

「
生
い
立
つ
。
繁
茂
し
て
は
え
る
」
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
五
七
番
歌
で
は
烏

草
樹
の
木
が
生
命
力
豊
か
に
「
繁
茂
し
て
は
え
」
て
い
る
状
態
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
そ
の
「
烏
草
樹
」
だ
が
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
注

（
小
学
館
）
に
、
「
サ
シ
ブ
は
烏
草
樹
の
こ
と
。
今
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
ボ
・
サ
セ
ボ

な
ど
と
呼
ぶ
ツ
ツ
ジ
科
の
常
緑
低
木
の
こ
と
だ
と
い
わ
れ
る
。
『
を
』
は
間
投

助
詞
。
サ
シ
ブ
の
名
を
繰
り
返
し
な
が
ら
ツ
バ
キ
を
導
く
」
と
説
明
さ
れ
て
い

る
。
『
萬
葉
集
』な
ど
に
用
例
は
無
い
が
、
常
緑
樹
で
、
生
命
力
豊
か
に
生
い
立
っ

て
い
る
木
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
常
緑
樹
は
そ
の
常
に
変
わ
ら
な
い
豊
か
な
生
命

力
を
賞
賛
さ
れ
る
神
聖
な
木
で
あ
る
。
ま
た
「
烏
草
樹
を　

烏
草
樹
の
木
」
と

二
回
繰
り
返
す
事
に
つ
い
て
、
土
橋
寛
氏
は
「
を
」
は
「
詠
嘆
の
助
詞
で
、
ヨ

に
同
じ
」
と
指
摘
し
て
い
る

注4
注

。
こ
こ
は
、
サ
シ
ブ
よ
、
そ
の
サ
シ
ブ
の
木
、
と

二
回
く
り
返
し
て
歌
う
こ
と
で
、
常
緑
樹
で
あ
る
烏
草
樹
の
神
聖
さ
が
よ
り
強

調
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
「
其
が
下
に　

生
ひ
立
て
る
」
と
歌
は
続
く
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て

は
、
烏
草
樹
の
木
の
「
下
」
に
「
椿
」
が
生
え
て
い
る
と
歌
わ
れ
て
い
る
事
が

問
題
と
さ
れ
て
き
た
。こ
れ
は
烏
草
樹
の
木
の
高
さ
が
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角

川
書
店
）
に
よ
る
と
「
高
さ
は
二
～
三
メ
ー
ト
ル
」
と
い
う
灌
木
で
あ
り
、
さ

ほ
ど
大
き
な
木
と
は
考
え
ら
れ
な
い
烏
草
樹
の
木
の
下
に
、
椿
の
木
が
あ
る
と

い
う
事
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
本
居
宣
長
は
『
古
事
記
傳
』で
、「
烏
草
樹
は
、

さ
し
も
高
く
大
な
る
樹
に
非
る
に
椿
の
其
下
に
生
立
つ
る
と
は
」
と
し
、
「
烏

草
樹
は
、
川
岸
の
や
ゝ
高
き
處
に
あ
り
て
、
其
下
方
低
き
處
に
あ
る
、
椿
な
る

べ
し

注5
注

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
山
路
平
四
郎
氏
は
、「
『
記
伝
』
は
、
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サ
シ
ブ
は
川
岸
の
や
や
高
い
処
に
、
椿
は
其
の
下
の
低
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の

と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
迎
え
た
解
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

注6
注

」
と
本
居
説
を
否
定

し
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
土
橋
寛
氏
も
「
椿
は
常
緑
高
木
で
、
サ
シ
ブ
よ
り
ず
っ

と
背
が
高
い
か
ら
、
こ
の
句
は
お
か
し
い
」
と
述
べ
、
「
『
川
の
辺
に
生
ひ
立
て

る　

葉
広
斎
つ
真
椿
』
と
す
れ
ば
済
む
も
の
を
、
ど
う
し
て
そ
の
間
に
も
う
一

つ
『
烏
草
樹
の
木
』
を
入
れ
た
の
か
と
い
う
と
、『
川
の
辺
』
と
『
葉
広
斎
つ
真
椿
』

と
の
取
り
合
わ
せ
が
不
似
合
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
川
べ

に
多
く
見
ら
れ
、
か
つ
呪
的
な
花
を
つ
け
る
烏
草
樹
を
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て

置
い
た
の
で
あ
る
。
景
物
を
二
つ
重
ね
て
提
示
す
る
方
法
は
、
こ
う
い
う
事
情

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
寿
歌
的
パ
タ
ー
ン
が
守
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
、
烏
草
樹

の
『
下
に
』
椿
が
生
え
て
い
る
と
い
う
現
実
的
な
不
自
然
さ
な
ど
は
、
さ
し
て

問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

注7
注

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
『
古
事
記
』
注
（
小
学
館
）
も
、
「
サ
シ
ブ
の
下
に
生
え
て
い
る
と
し
て

ツ
バ
キ
を
引
き
出
す
が
、
サ
シ
ブ
→
ツ
バ
キ
は
常
緑
樹
と
い
う
つ
な
が
り
に
よ

る
。
ツ
バ
キ
に
託
し
て
の
賛
美
が
中
心
と
な
る
歌
だ
が
、
ツ
バ
キ
に
よ
っ
て
歌

う
の
は
発
想
の
一
つ
の
型
で
、
状
況
に
合
わ
せ
て
ツ
バ
キ
を
持
ち
出
す
。
写
生

的
に
歌
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
サ
シ
ブ
の
下
に
ツ
バ
キ
が
生
え
て
い

る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
と
す
る
説
は
あ
た
ら
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
注
な
ど
の

述
べ
る
よ
う
に
、
写
生
的
に
歌
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
烏
草
樹
と
椿
と
の
木
の

大
き
さ
を
問
題
と
す
る
必
要
は
無
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
古
事
記
歌
謡

注
釈
』
で
は
、
「
そ
の
下
に
椿
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
む
し
ろ
佐
斯
夫
は
巨
木

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

注8
注

」
と
解
釈
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
も
成
り

立
つ
と
言
え
る
。

　

た
だ
、
「
烏
草
樹
の
木
」
の
「
斯
多
」
（
下
）
に
「
葉
広
斎
つ
真
椿
」
が
生
え

て
い
る
と
歌
わ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
下
」
は
、

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
（
三
省
堂
）
「
考
」
に
、
「
モ
ト
と
シ
タ
も
樹
木

な
ど
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
意
味
が
近
い
が
、
モ
ト
が
根
元
に
限
ら

れ
る
の
に
対
し
、
シ
タ
は
木
陰
全
体
を
表
す
点
、
意
味
が
広
く
、
万
葉
な
ど
で

は
モ
ト
は
本
、
シ
タ
は
下
と
文
字
も
ほ
ぼ
使
い
わ
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と

説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
烏
谷
知
子
氏
は
、
「
烏
草
樹
の
実
態
は

不
明
で
あ
る
が
、
烏
草
樹
の
下
に
椿
が
は
え
て
い
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
動
か
な
い
。
つ
ま
り
、
背
の
高
い
木
の
下
に
背
の
低
い
も
の
が
位
置
す
る

構
図
で
あ
る
」
と
し
、
『
萬
葉
集
』
の
用
例
（
巻
一
・
九
番
、
一
一
番
、
巻
七
・

一
三
○
六
番
、
巻
一
○
・
二
二
七
○
番
、
巻
一
一
・
二
三
五
三
番
）
を
挙
げ
て
、

一
首
目
は
「
神
木
の
下
に
い
る
の
は
男
性
で
あ
る
」
、
二
首
目
か
ら
四
首
目
は

「
結
婚
の
寓
意
」
、
五
首
目
は
「
神
木
の
下
に
隠
し
た
妻
の
月
夜
の
神
婚
幻
想
が

背
景
に
あ
ろ
う
」
と
し
、
更
に
五
七
番
歌
に
お
い
て
「
川
を
遡
行
す
る
行
為
は

川
上
に
近
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
川
上
は
神
が
顕
現
す
る
場
、
河
辺
は
神
や
天
皇

が
巫
女
と
出
会
う
場
と
し
て
物
語
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
。
烏
草
樹
の
木
の
下

に
あ
る
椿
と
い
う
表
現
は
、
天
語
歌
（
第
一
○
○
番
）
に
お
い
て
、
天
を
お
お

う
槻
の
木
の
下
に
新
嘗
屋
が
あ
る
と
歌
わ
れ
る
形
式
と
同
様
に
、
高
い
所
か
ら

低
い
所
に
神
が
降
り
て
く
る
と
考
え
ら
れ
た
神
事
の
観
想
を
借
り
な
が
ら
、
描
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写
の
対
象
が
こ
の
下
に
あ
る
と
す
る
類
想
的
表
現
と
み
ら
れ
る
。
歌
い
手
が
目

ざ
す
描
写
の
中
心
は
、
葉
広
五
百
筒
真
椿
に
喩
え
ら
れ
る
天
皇
で
あ
り
、
背
後

に
は
結
婚
の
寓
意
が
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る

注9
注

。

　

こ
の
烏
谷
氏
の
「
高
い
所
か
ら
低
い
所
に
神
が
降
り
て
く
る
と
考
え
ら
れ
た

神
事
の
観
想
を
借
り
な
が
ら
、
描
写
の
対
象
が
こ
の
下
に
あ
る
と
す
る
類
想
的

表
現
」
と
い
う
指
摘
は
重
要
だ
と
考
え
る
。
更
に
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
、
常

緑
樹
の
「
之
多
」
と
万
葉
仮
名
表
記
さ
れ
た
歌
二
首
を
挙
げ
る
。

　
　

橘
の
下
照
る
庭
に
殿
建
て
て
酒
み
づ
き
い
ま
す
我
が
大
君
か
も
（
⑱
四
○

　
　

五
九
）

　
　

橘
の
下
吹
く
風
の
か
ぐ
は
し
き
筑
波
の
山
を
恋
ひ
ず
あ
ら
め
か
も
（
⑳
四

　
　

三
七
一
）

四
○
五
九
番
は
河
内
女
王
の
歌
で
あ
り
、
常
緑
樹
で
あ
る
橘
の
木
の
下
に
御
殿

を
建
て
て
酒
盛
り
を
な
さ
る
天
皇
（
元
正
天
皇
）
の
め
で
た
さ
を
讃
え
た
歌
で

あ
る
。
ま
た
四
三
七
一
番
は
、
常
陸
国
の
防
人
歌
と
し
て
助
丁
占
部
広
方
が
歌
っ

た
歌
で
あ
り
、
橘
の
下
を
吹
く
風
を
恋
し
い
筑
波
山
の
象
徴
と
し
て
捉
え
て
詠

ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
も
、
常
緑
樹
の
下
が
、
天
皇
に
関
わ

る
神
聖
な
場
所
、
特
別
な
場
所
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
事
が
解
る
。
烏
草
樹
の

木
も
ま
た
常
緑
樹
で
あ
り
、
そ
の
生
命
力
が
旺
盛
に
し
て
不
変
な
事
か
ら
、
椿

を
導
く
の
に
相
応
し
い
木
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
「
下
に
」
と

歌
う
事
に
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
そ
の
烏
草
樹
の
下
に
生
い
立
つ
「
葉
広
斎
つ
真
椿
」
で
あ
る
が
、「
葉

廣
」
は
、
木
の
葉
が
栄
え
広
が
っ
て
い
る
事
を
ほ
め
た
言
葉
で
あ
る
。
木
の
葉

が
大
き
く
立
派
に
広
が
っ
て
栄
え
て
い
る
と
歌
う
事
は
、
そ
の
木
の
生
命
力
の

豊
か
さ
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
「
斎
つ
真
椿
」
に
つ
い
て
は
、
土
橋
寛
氏
は
「
ユ
も
楓
・
槻
・
椿
・
川
・

磐
に
冠
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
生
命
力
の
強
さ
を
讃
め
た
も
の
。
椿
は

呪
的
植
物
の
代
表
的
な
も
の
で
、
椎
を
作
っ
て
武
器
と
し
た
り
（
景
行
紀
一
二

年
一
〇
月
）、
市
に
植
え
た
り
（
大
和
・
豊
後
）、
三
諸
の
山
讃
め
歌
に
馬
酔
木
と

と
も
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
（
万
・
三
二
二
二
）
、
す
べ
て
そ
の
生
命
力
・
呪
力

の
観
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
歌
で
『
斎
つ
真
椿
』
が
『
大
君
』
と
融

即
的
関
係
に
お
い
て
連
緊
し
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る

11
注

。

ま
た
石
田
千
尋
氏
も
椿
に
つ
い
て
、
『
萬
葉
集
』
の
用
例
を
挙
げ
、
「
『
見
つ
つ

偲
は
な
』
『
見
れ
ど
も
飽
か
ず
』
『
う
ら
ぐ
は
し
』
と
い
っ
た
讃
美
の
表
現
と
と

も
に
土
地
讃
め
の
歌
に
現
わ
れ
、
そ
の
地
の
活
力
を
具
現
す
る
め
で
た
き
景
物

と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
ま
た
『
古
事
記
』
雄
略
天
皇
条
の
椿
の

例
も
挙
げ
て
、
「
当
該
歌
の
ツ
バ
キ
も
オ
ホ
サ
ザ
キ
へ
の
讃
美
と
敬
愛
を
具
現

す
る
景
と
し
て
」
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

1注
注

。
「
椿
」
は
植
物
そ
の
も
の
に

お
い
て
も
神
聖
な
呪
力
を
持
ち
、
天
皇
に
関
わ
る
歌
に
も
用
い
ら
れ
、
生
命
力

や
そ
の
美
し
さ
で
人
の
心
を
ひ
き
つ
け
る
花
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

五
七
番
歌
は
そ
の
椿
に
、
更
に
「
葉
広
斎
つ
真
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る

事
か
ら
、
極
め
て
生
命
力
の
旺
盛
な
、
堂
々
た
る
姿
の
神
聖
な
椿
を
ほ
め
る
、

最
高
の
讃
美
を
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

つ
ま
り
、
烏
草
樹
の
木
の
下
に
椿
が
あ
る
と
歌
う
こ
と
は
、
ま
ず
烏
草
樹
に

よ
っ
て
生
命
力
豊
か
な
常
緑
樹
の
木
の
下
と
い
う
神
聖
な
場
所
を
現
出
さ
せ
、
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そ
の
神
聖
な
場
所
の
「
葉
広
五
百
眞
椿
」
を
讃
美
す
る
こ
と
で
、
仁
徳
天
皇
＝

大
君
を
最
大
に
た
た
え
て
い
る
と
い
う
事
に
な
る
。

　

そ
し
て
「
其
が
花
の　

照
り
坐
し　

其
が
葉
の　

広
り
坐
す
は　

大
君
ろ
か

も
」
で
歌
は
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
「
照
る
」
も
「
広
る
」
も
椿
を
讃
美
す

る
言
葉
で
あ
る
。
さ
ら
に
居
駒
永
幸
氏
は
、
「
斎
つ
真
椿
」
と
「
大
君
」
と
の

関
係
に
つ
い
て
、
「
そ
の
間
を
つ
な
い
で
い
る
の
は
、
神
の
寄
り
憑
く
樹
木
の

生
命
力
・
呪
力
を
「
大
君
」
の
姿
に
幻
想
す
る
と
い
う
古
代
的
な
思
考
法
で
あ
る
」

と
指
摘
し
、
「
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
「
木
は
大
君
で
あ
る
」
と
す
る
、
人
間

が
木
に
抱
く
『
同
類
共
感
』
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

11
注

。
そ
う
し
た
生
命

力
の
盛
ん
な
椿
の
花
が
照
り
輝
き
、
葉
が
広
く
ゆ
っ
た
り
と
し
て
お
い
で
で
あ

る
、
そ
れ
は
ま
さ
に
大
君
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
よ
、
と
い
う
意
味
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

　

五
七
番
歌
は
、
大
后
石
之
日
売
命
が
椿
の
木
を
見
て
、
ま
さ
に
大
君
そ
の
も

の
で
あ
る
こ
と
よ
、
と
夫
の
仁
徳
天
皇
を
見
出
し
た
感
動
の
気
持
ち
で
し
め
く

く
ら
れ
て
い
る
。
地
の
文
が
、
仁
徳
天
皇
と
大
后
の
最
終
的
な
和
解
を
示
唆
し

つ
つ
も
、
嫉
妬
を
貫
き
通
す
姿
、
ま
た
天
皇
専
用
語
「
幸
行
」
「
幸
」
な
ど
の

例
か
ら
、
天
皇
と
等
し
く
扱
わ
れ
る
強
大
な
大
后
と
し
て
の
石
之
日
売
命
を
示

し
て
い
る
の
に
対
し
、
歌
は
そ
う
し
た
大
后
と
は
別
な
叙
述
を
語
る
、
す
な
わ

ち
、
あ
ら
ゆ
る
讃
美
の
言
葉
を
連
ね
た
仁
徳
天
皇
賞
賛
の
歌
を
歌
う
、
そ
れ
は

仁
徳
天
皇
に
対
す
る
敬
愛
の
情
を
示
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う

し
た
物
語
の
地
の
文
と
は
異
な
る
大
后
の
感
情
を
、
別
に
並
存
し
て
成
り
立
た

せ
て
い
る
と
い
う
事
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

『
日
本
書
紀
』
の
皇
后
嫉
妬
物
語
と
五
三
番
歌

　

以
上
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
物
語
の
地
の
文
と
歌
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、

そ
の
物
語
と
歌
が
成
り
立
た
せ
る
も
の
を
、
『
日
本
書
紀
』
と
の
比
較
を
通
し

て
更
に
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。

『
日
本
書
紀
』
で
は
、
仁
徳
天
皇
二
二
年
、
仁
徳
天
皇
は
皇
后
磐
之
媛
命
に
八

田
皇
女
を
妃
に
し
た
い
と
申
し
入
れ
る
が
、
皇
后
は
許
さ
な
い
と
い
う
記
事
か

ら
始
ま
る
。
そ
の
後
、
皇
后
は
紀
国
に
遊
行
し
て
御
綱
柏
を
取
り
帰
還
し
た
が
、

そ
の
日
に
天
皇
が
八
田
皇
女
を
召
し
て
宮
中
に
入
れ
た
事
を
難
波
で
知
り
、「
大

き
に
恨
み
た
ま
ふ
。
則
ち
其
の
採
れ
る
御
綱
柏
を
海
に
投
れ
て
」
河
を
上
り
山

背
に
向
か
っ
た
。
天
皇
は
舎
人
鳥
山
を
遣
わ
し
た
が
皇
后
は
聞
き
入
れ
ず
、「
山

背
河
に
至
り
ま
し
て
」
五
三
番
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
那
羅
山
を
越

え
、
葛
城
を
望
ん
で
歌
を
歌
い
、
山
背
の
筒
城
岡
に
宮
を
た
て
て
住
ま
わ
れ
た
。

天
皇
は
口
持
臣
を
遣
わ
し
た
が
皇
后
は
戻
ら
ず
、
一
一
月
に
天
皇
は
遂
に
山
背

に
行
幸
し
た
が
、
皇
后
は
天
皇
に
参
見
せ
ず
、
天
皇
の
二
首
の
歌
も
聞
き
入
れ

ず
、
「
陛
下
、
八
田
皇
女
を
納
れ
て
妃
と
し
た
ま
ふ
。
其
れ
、
皇
女
に
副
ひ
て

后
為
ら
ま
く
欲
せ
ず
」
と
申
し
上
げ
、
天
皇
は
宮
に
お
帰
り
に
な
っ
た
。
天
皇

は
「
是
に
皇
后
の
大
き
に
忿
り
た
ま
ふ
こ
と
を
恨
み
た
ま
へ
ど
も
、
而
も
猶
し

恋
ひ
思
す
こ
と
有
し
ま
す
」
と
い
う
心
持
ち
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
三
五
年
に

皇
后
は
筒
城
宮
で
薨
去
、
三
七
年
に
那
羅
山
に
埋
葬
さ
れ
、
三
八
年
に
「
八
田

皇
女
を
立
て
て
、
皇
后
と
し
た
ま
ふ
」
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
皇
后
は
最
終
的
に
仁
徳
天
皇
と
和
解
を
果
た
さ
ぬ
ま
ま
薨
去
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し
、
八
田
皇
女
が
立
后
す
る
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
が
、
こ
の
八
田
皇
女
に
つ

い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
巻
一
一
の
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀
に
、
応
神
天
皇
の
「
太
子
」

で
あ
り
な
が
ら
自
害
に
よ
り
位
を
大
鷦
鷯
尊
に
託
し
た
異
母
弟
の
菟
道
稚
郎
子

に
、
そ
の
同
母
妹
で
あ
る
八
田
皇
女
を
託
さ
れ
る
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
青
木

周
平
氏
は
「
仁
徳
紀
三
十
年
九
月
条
に
お
け
る
『
八
田
皇
女
』
入
内
は
、
右
の
『
菟

道
稚
郎
子
』
と
の
約
束
を
果
た
し
た
結
果
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
な
り
に
正
統

性
の
あ
る
行
為
と
よ
め
る
」
と
述
べ
て
い
る

13
注

。
こ
の
事
を
『
日
本
書
紀
』
巻
第

一
一
が
即
位
前
紀
に
記
し
て
い
る
の
は
、
八
田
皇
女
が
の
ち
に
妃
と
な
り
、
立

后
と
い
う
結
末
に
至
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
重
要
な
意
味
を
も

つ
記
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
展
開
で
、
葛
城
氏
出
身
の
皇
后
で
あ
る
磐
之
媛
命
は
山
背
の

筒
城
宮
で
薨
去
す
る
が
、
こ
の
磐
之
媛
命
が
嫉
妬
し
、
難
波
の
宮
に
戻
ら
ず
に

河
を
さ
か
の
ぼ
り
、
山
背
に
至
る
所
に
お
い
て
歌
わ
れ
た
五
三
番
歌
は
、
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
日
本
書
紀
』
五
三
番
歌
は
、
「
つ
ぎ
ね
ふ　

山
背
河
を　

河
泝
り　

我
が
泝
れ

ば
」
と
い
う
『
古
事
記
』
と
類
似
し
た
歌
い
出
し
で
始
ま
る
。
だ
が
、
次
に
『
古

事
記
』
の
歌
が
「
河
の
辺
に
」
と
あ
る
の
に
対
し
、『
日
本
書
紀
』
は
「
河
隈
に
」

と
歌
う
。
「
河
隈
」
は
、
「
河
の
曲
が
っ
た
と
こ
ろ
。
河
の
カ
ー
ブ
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
が
、
『
古
事
記
』
の
「
河
の
辺
」
が
先
に
見
た
よ
う
に
、
境
界
領
域

で
あ
り
、
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
が
優
れ
た
呪
力
を
負
う
と
い
う
場
所
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
「
河
隈
」
は
、
『
日
本
書
紀
［
歌
］
全
注
釈
』
が
、
「
『
万
』
の

『
隈
』
を
詠
む
旅
の
歌
で
は
、
『
隈
』
を
行
路
の
節
目
と
し
て
旅
人
が
『
思
ひ
つ

つ
』
『
嘆
き
つ
つ
』
ま
た
『
か
へ
り
見
し
つ
つ
』
旅
す
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
。

『
隈
』
は
旅
人
に
と
っ
て
家
郷
や
後
に
残
し
て
き
た
人
へ
の
思
い
の
凝
縮
さ
れ

る
地
点
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

14
注

。
『
萬
葉
集
』
に
も
、
「
道
の
隈　

い
積
も
る
ま
で
に　

つ
ば
ら
に
も　

見
つ
つ
行
か
む
を　

し
ば
し
ば
も　

見
放

け
む
山
を
」
（
①
一
七
）
、「
隈
も
お
ち
ず　

思
ひ
つ
つ
ぞ
来
る
」
（
①
二
五
）
、「
我

が
行
く
川
の　

川
隈
の　

八
十
隈
落
ち
ず　

万
た
び　

か
へ
り
見
し
つ
つ
」（
①

七
九
）
「
こ
の
道
の　

八
十
隈
ご
と
に　

万
た
び　

か
へ
り
見
す
れ
ど　

い
や

遠
に　

里
は
離
り
ぬ　

い
や
高
に　

山
も
越
え
来
ぬ
」
（
②
一
三
一
）
等
、
用

例
は
数
多
く
あ
る
が
、「
隈
」
は
『
日
本
書
紀
［
歌
］
全
注
釈
』
の
指
摘
の
通
り
、

そ
の
場
所
に
立
ち
止
ま
り
、
振
り
返
り
、
そ
し
て
思
い
嘆
く
と
い
っ
た
、
さ
ま

ざ
ま
な
心
情
の
凝
縮
さ
れ
た
地
点
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
事
か
ら
す
る
と
、

五
三
番
歌
の
「
隈
」
も
、
皇
后
の
仁
徳
天
皇
に
対
す
る
苦
悩
の
思
い
の
凝
縮
さ

れ
た
地
点
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
「
立
ち
栄
ゆ
る　

百
足
ら
ず　

八
十
葉
の
木
は　

大
君
ろ
か
も
」
と
、

生
命
力
豊
か
に
立
ち
栄
え
る
、
葉
の
多
い
立
派
な
木
を
、
皇
后
は
「
大
君
ろ
か
も
」

と
賞
賛
し
、『
古
事
記
』
五
七
番
歌
と
同
じ
歌
い
終
わ
り
方
を
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
五
三
番
歌
も
天
皇
賛
歌
で
は
あ
り
な
が
ら
、
『
古
事
記
』
五
七
番
歌
と
比

較
す
る
と
、
非
常
に
言
葉
少
な
で
あ
り
、
讃
美
表
現
も
乏
し
い
も
の
に
な
っ
て

い
る
と
言
え
る
。

　

つ
ま
り
、
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
、
磐
之
媛
命
が
皇
后
の
地
位
か
ら
脱

落
し
、
や
が
て
薨
去
す
る
と
い
う
地
の
文
と
、
五
三
番
歌
に
お
け
る
天
皇
を
讃

美
す
る
言
葉
の
少
な
さ
、
表
現
の
乏
し
さ
と
共
に
、
「
河
隈
」
と
い
う
、
苦
悩
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す
る
心
情
の
凝
縮
さ
れ
た
場
所
を
詠
み
込
ん
だ
歌
と
が
、
互
い
に
関
わ
り
合
い

な
が
ら
物
語
を
結
末
へ
と
導
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。

四　

『
古
事
記
』
五
七
番
歌
と
物
語
…
『
日
本
書
紀
』
と
の
比
較

を
通
し
て

　　

見
て
き
た
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
の
地
の
文
で
は
、
天
皇
と
大
后
の
和
解
を

示
唆
し
つ
つ
も
、
大
后
石
之
日
売
命
は
終
始
、
嫉
妬
の
念
を
つ
ら
ぬ
く
強
硬
な

大
后
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
『
古
事
記
』
に
は
そ
の
よ
う

な
大
后
の
嫉
妬
を
含
み
込
ん
で
、
聖
帝
と
し
て
の
仁
徳
天
皇
の
世
界
が
成
り

立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
冨
士
原
伸
弘
氏
は
、
『
古
事
記
』
の
石
之

日
売
命
に
つ
い
て
「
嫉
妬
す
る
女
性
を
治
め
る
男
の
偉
大
さ
と
と
も
に
、
嫉
妬

す
る
女
性
石
之
日
売
命
を
中
心
に
し
て
仁
徳
天
皇
を
め
ぐ
る
つ
ま
争
い
を
通
し

た
様
々
な
女
性
達
の
愛
の
物
語
を
描
い
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か

15
注

」
と
指
摘
し
て
お
り
、
ま
た
都
倉
義
孝
氏
は
、
「
愛
情
の
強
さ
と
王
権
へ

の
強
い
忠
誠
心
は
表
裏
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
強
い
愛
情
と
忠
誠
心
を
持
っ
た

大
后
を
治
め
え
た
、
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
天
下
を
安
定
さ
せ
繁
栄
さ
せ
た
こ

と
な
の
だ
、
天
皇
の
仁
徳
の
高
さ
を
こ
そ
語
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
」と
述
べ
、「
イ

ハ
ノ
ヒ
メ
の
嫉
妬
は
、
近
き
代
の
開
祖
と
し
て
下
巻
冒
頭
に
立
つ
仁
徳
高
き
聖

帝
が
そ
の
聖
徳
性
を
強
化
し
、
天
の
下
の
統
治
を
安
定
さ
せ
繁
栄
さ
せ
る
の
に
、

必
要
な
呪
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
強
い
愛
情
の
発
露
で
あ
る
大
后
の
嫉
妬
も
、
聖
帝
の

大
后
と
し
て
の
あ
る
べ
き
美
徳
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
と
述
べ

て
い
る

16
注

。
更
に
大
后
は
こ
の
物
語
に
お
い
て
「
幸
行
」
「
幸
」
と
い
う
天
皇
専

用
語
を
仁
徳
天
皇
と
交
互
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
仁
徳
天
皇
と
等
し
く
扱
わ
れ

る
存
在
、
天
皇
と
並
び
立
つ
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、

大
后
が
天
皇
の
意
志
に
逆
ら
い
嫉
妬
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
存
在
と

し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
り
、
そ
う
し
た
強
大
な
力
を
持
つ
大
后
を

含
み
込
ん
だ
聖
帝
仁
徳
の
偉
大
さ
を
、
『
古
事
記
』
の
地
の
文
は
語
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
『
古
事
記
』
五
七
番
歌
は
、
「
河
の
辺
」
「
生
ひ
立
て
る
」
「
烏
草
樹

を　

烏
草
樹
の
木
」「
其
が
下
」「
葉
広
斎
つ
真
椿
」「
照
り
坐
し
」「
広
り
坐
す
」

と
、
余
す
所
な
く
数
多
の
賞
賛
の
言
葉
を
つ
ら
ね
て
、
大
后
は
仁
徳
天
皇
に
対

し
て
最
高
の
讃
美
を
し
、
そ
の
敬
愛
の
情
を
示
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
『
古
事
記
』
で
は
、
天
皇
と
大
后
の
和
解
と
い

う
結
末
に
向
か
う
事
を
地
の
文
に
お
い
て
示
唆
し
な
が
ら
も
、
そ
の
物
語
と

五
七
番
歌
に
お
い
て
は
、
天
皇
と
等
し
く
扱
わ
れ
、
嫉
妬
を
つ
ら
ぬ
く
事
を
許

容
さ
れ
る
強
硬
か
つ
強
大
な
大
后
と
、
天
皇
を
最
大
に
讃
美
し
敬
愛
す
る
大
后

の
双
方
が
、
複
線
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
そ
れ
は
、

物
語
の
地
の
文
の
、
で
き
ご
と
の
叙
述
で
は
あ
ら
わ
し
て
い
な
い
大
后
の
気
持

ち
を
、
歌
が
並
存
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

大
后
石
之
日
売
命
の
捉
え
方
を
『
古
事
記
』
は
も
と
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
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そ
れ
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
皇
后
磐
之
媛
命
の
嫉
妬
物
語
の
地
の
文
と
五
三

番
歌
と
の
内
容
的
な
整
合
性
の
高
さ
と
比
較
す
る
と
、
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。

『
日
本
書
紀
』
地
の
文
で
は
皇
后
が
嫉
妬
の
念
を
貫
き
通
す
も
の
の
、
や
が
て

筒
城
宮
で
薨
去
し
、
八
田
皇
女
が
立
后
す
る
と
い
う
展
開
を
迎
え
る
が
、
そ
れ

は
歌
に
お
い
て
も
、
「
川
隈
」
と
い
う
、
大
后
の
苦
悩
す
る
心
情
の
凝
縮
さ
れ

た
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
、
言
葉
も
少
な
く
表
現
に
も
乏
し
い
天
皇
讃
美
の
歌
で

あ
る
事
と
整
合
す
る
と
言
え
よ
う
。

五　

結
び

　

以
上
、
『
古
事
記
』
五
七
番
と
『
日
本
書
紀
』
五
三
番
の
歌
、
そ
し
て
そ
れ

に
関
わ
る
物
語
と
の
比
較
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
と
歌
が
何
を
語
る
の

か
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
『
古
事
記
』
は
、
物
語
と
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
天
皇

と
等
し
く
扱
わ
れ
、
嫉
妬
を
貫
き
通
す
事
を
許
容
さ
れ
る
強
大
か
つ
強
硬
な
大

后
と
、
天
皇
を
最
大
に
讃
美
し
敬
愛
を
示
す
大
后
と
を
成
り
立
た
せ
、
そ
の
叙

述
を
複
線
化
し
て
語
る
事
に
よ
っ
て
、
大
后
石
之
日
売
命
の
偉
大
さ
を
示
し
て

い
る
と
言
え
る
。
そ
の
事
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
磐
之
媛
命
嫉
妬
物
語
の
、
彼

女
が
皇
后
か
ら
脱
落
し
薨
去
す
る
地
の
文
と
、
言
葉
が
少
な
く
表
現
に
も
乏
し

い
天
皇
讃
美
の
歌
と
の
整
合
性
の
高
さ
と
比
べ
る
こ
と
で
、
よ
り
明
ら
か
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、『
古
事
記
』で
は
仁
徳
天
皇
は
下
巻
の
冒
頭
に
置
か
れ
、
下
巻
の
「
開
祖
」

の
天
皇
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
天
皇
と
並
び
立
つ
強
大
な

大
后
と
し
て
の
石
之
日
売
命
が
こ
こ
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
五
七
番

歌
は
讃
美
表
現
を
連
ね
、
「
葉
広
斎
つ
真
椿
」
と
い
う
歌
い
方
を
し
て
い
る
が
、

こ
の
歌
は
、
同
じ
下
巻
の
雄
略
天
皇
の
大
后
若
日
下
部
王
（
仁
徳
天
皇
皇
女
）

の
、
雄
略
天
皇
を
讃
美
す
る
歌
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
猪
股
と
き
わ
氏
は
、「
大

王
的
な
存
在
と
椿
と
を
重
ね
る
行
為
自
体
は
、
石
之
日
売
の
歌
が
『
記
』
の
中

で
は
先
行
し
て
お
り
、
雄
略
の
大
后
に
よ
る
一
○
○
番
歌
は
五
七
番
の
仁
徳
の

大
后
に
よ
る
オ
ホ
キ
ミ
ぼ
め
を
ふ
ま
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
、
仁

徳
天
皇
も
吉
野
国
主
の
歌
（
四
七
番
歌
）
や
建
内
宿
禰
の
歌
（
七
二
番
歌
）
に

お
い
て
「
ヒ
ノ
ミ
コ
」
「
タ
カ
ヒ
カ
ル
ヒ
ノ
ミ
コ
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
事
か
ら
、

一
○
○
番
歌
は
雄
略
天
皇
を
「
タ
カ
ヒ
カ
ル
ヒ
ノ
ミ
コ
で
も
あ
る
者
と
し
て
、

『
天
照
大
御
神
の
子
孫
』
と
い
う
神
話
的
な
称
え
名
で
も
っ
て
た
た
え
、
仁
徳

の
よ
う
な
ヒ
ノ
ミ
コ
た
る
も
の
の
系
譜
の
中
に
連
ね
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る

17
注

。
こ
の
よ
う
に
、
五
七
番
歌
は
『
古
事
記
』
下
巻
に
お
い
て
、

仁
徳
天
皇
と
雄
略
天
皇
と
い
う
二
人
の
偉
大
な
天
皇
を
繋
ぐ
モ
チ
ー
フ
と
し
て

の
意
味
も
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
仁
徳
天
皇
条
は
、

巻
第
一
一
と
い
う
、
仁
徳
天
皇
の
一
代
記
と
し
て
独
立
し
た
巻
で
あ
り
、
五
三

番
歌
に
も
そ
の
よ
う
な
意
図
は
当
然
見
ら
れ
な
い
。
皇
后
磐
之
媛
命
の
歌
は
、

天
皇
讃
美
の
意
図
を
示
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
苦
悩
す
る
思
い
を
「
川
隈
」
の

語
に
託
し
た
歌
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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※
本
文
の
引
用
は
、
『
古
事
記
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
平
九
・
六
／
小

学
館
）
、
『
日
本
書
紀
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
平
八
・
一
〇
／
小
学

館
）
、
『
萬
葉
集
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
平
六
・
五
／
小
学
館
）
を

用
い
た
。

注
１
・
吉
井
巌
「
石
之
日
売
皇
后
の
物
語
」
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』
二
／
昭

　
　
　

五
一
・
六
／
塙
書
房

注
２
・
神
野
志
隆
光
「
文
字
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
『
古
事
記
』
に
お
け
る
歌
」

　
　
　

『
論
集
上
代
文
学
』
二
五
／
平
一
四
・
一
一
／
笠
間
書
院

注
３
・
都
倉
義
孝
『
古
事
記　

古
代
王
権
の
語
り
の
仕
組
み
』
平
七
・
八
／
有

　
　
　

精
堂
出
版

注
４
・
冨
士
原
伸
弘
「
古
事
記
に
み
え
る
石
之
日
売
皇
后
像
―
八
田
若
郎
女
と

　
　
　

の
比
較
を
中
心
に
―
」
「
日
本
文
学
論
究
」
第
五
一
冊
／
平
四
・
三
／
國

　
　
　

學
院
大
學
國
文
學
會

注
５
・
尾
崎
富
義
「
石
之
日
売
伝
承
の
位
相
―
記
紀
の
比
較
を
通
し
て
―
」　

　
　
　

『
古
事
記
の
文
芸
性　

古
事
記
研
究
大
系
８
』
平
五
・
九
／
高
科
書
店

注
６
・
吉
井
巌
「
石
之
日
売
皇
后
の
物
語
」
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』
二
／
昭

　
　
　

五
一
・
六
／
塙
書
房

注
７
・
本
居
宣
長
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一
二
巻
／
昭
四
九
・
三
／
筑
摩
書
房

注
８
・
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
の
世
界
観
』
昭
六
一
・
六
／
吉
川
弘
文
館

注
９
・
烏
谷
知
子
「
石
之
日
売
命
の
大
后
像
」
「
学
苑
・
昭
和
女
子
大
学
日
本

　
　
　

文
学
紀
要
」
第
八
五
五
号
／
平
二
四
・
一

注
注1
・
青
木
周
平
「
記
紀
に
お
け
る
歌
謡
と
説
話
―＜

イ
ハ
ノ
ヒ
メ
物
語＞

を

　
　
　

事
例
と
し
て
―
」
「
上
代
文
学
」
第
六
二
号
／
平
元
・
四

注
注注
・
注
９
に
同
じ
。

注
注1
・
古
橋
信
孝
「
巡
行
行
事
」
『
古
代
和
歌
の
発
生
』
昭
六
三
・
一
／
東
京
大

　
　
　

学
出
版
会

注
13
・
都
倉
義
孝
「
石
之
日
売
の
嫉
妬
物
語
を
読
む
―
歌
と
物
語
の
交
渉
―
」

　
　
　

『
古
事
記
の
歌　

古
事
記
研
究
大
系
９
』
平
六
・
二
／
高
科
書
店

注
14
・
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
編
』
昭
四
七
・
一
／
角
川
書
店

注
15
・
注
７
に
同
じ
。

注
16
・
山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
昭
四
八
・
九
／
東
京
堂
出
版

注
17
・
注
14
に
同
じ
。

注
18
・
辰
巳
正
明
『
古
事
記
歌
謡
注
釈
』
平
二
六
・
三
／
新
典
社

注
19
・
注
９
に
同
じ
。

注
11
・
注
14
に
同
じ
。

注
1注
・
石
田
千
尋
「
古
事
記
の
歌
の
構
成
―
仁
徳
と
石
之
日
売
の
歌
を
め
ぐ
っ

　
　
　

て
―
」
「
山
梨
英
和
大
学
紀
要
」
第
９
号
／
平
二
三
・
二

注
11
・
居
駒
永
幸
「
表
現
と
し
て
の
樹
木
崇
拝
」
『
古
代
の
歌
と
叙
事
文
芸
史
』

　
　
　

平
一
五
・
三
／
笠
間
書
院

注
23
・
注
注1
に
同
じ
。
な
お
こ
の
事
に
注
目
し
た
説
と
し
て
、
他
に
溝
口
睦
子

　
　
　

氏
の
論
「
仁
徳
天
皇
の
后
妃
に
関
す
る
説
話
に
つ
い
て
―
そ
の
記
紀
に

　
　
　

お
け
る
比
較
―
」
（
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
古
事
記
・
日
本
書
紀
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Ⅱ
』
昭
五
○
・
四
）
等
も
あ
る
。

注
24
・
大
久
間
喜
一
郎
・
居
駒
永
幸
『
日
本
書
紀
［
歌
］
全
注
釈
』
平
二
〇
・

　
　
　

三
／
笠
間
書
院

注
25
・
注
４
に
同
じ
。

注
25
・
注
３
に
同
じ
。

注
27
・
猪
股
と
き
わ
「
椿
は
オ
ホ
キ
ミ
・
オ
ホ
キ
ミ
は
椿
―
『
古
事
記
』
の
大

　
　
　

后
・
石
之
日
売
命
の
歌
―
」
「
国
語
と
国
文
学
」
一
〇
七
三
号
／
平
二

　
　
　

五
・
五
／
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
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