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『
更
級
日
記
』
と
夕
顔
の
花

─
─
夕
顔
憧
憬
の
背
景
を
探
る
─
─

元
　
吉
　
　
　
進

一

　『
更
級
日
記
』
に
は
、
作
者
菅
原
孝
標
女
の
少
女
時
代
の
思
い
出
と
し
て
、『
源
氏
物

語
』
耽
読
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
父
の
任
国
上
総
国
で
『
源
氏
物
語
』
の
存
在
を

知
っ
た
作
者
は
、
物
語
が
手
に
入
る
都
へ
の
帰
還
を
薬
師
仏
に
祈
っ
た
甲
斐
あ
っ
て
か
、

十
三
に
な
る
年
に
帰
京
し
、「
を
ば
な
る
人
」
か
ら
「
源
氏
の
五
十
余よ

巻ま
き

」
を
贈
ら
れ
、

「
后き
さ
き
の
位
も
何
に
か
は
せ
む
」
と
の
思
い
で
読
書
に
明
け
暮
れ
た
、
と
記
し
て
い
る

（
注
一
）。

そ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
享
受
か
ら
作
者
が
思
い
描
い
た
自
ら
の
将
来
の
夢
は
「
光

の
源
氏
の
夕ゆ

ふ
が
ほ顔
、
宇
治
の
大
将
の
浮う
き
ふ
ね舟
の
女を
ん
な
ぎ
み君
の
や
う
に
こ
そ
あ
ら
め
」
と
か
、「
物

語
に
あ
る
光
源
氏
な
ど
の
や
う
に
お
は
せ
む
人
を
、
年と
し

に
一
た
び
に
て
も
通
は
し
た
て

ま
つ
り
て
、
浮う
き
ふ
ね舟
の
女を
ん
な
ぎ
み君の
や
う
に
、
山
里
に
か
く
し
据す

ゑ
ら
れ
て
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
願
望
は
、
橘
俊
通
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
出
来
し
た

現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
夢
か
ら
の
覚
醒
、『
源
氏
物
語
』
的
世
界
の
否
定
と
も

思
え
る
述
懐
と
な
っ
て
ゆ
く
。
ま
た
、
晩
年
、
夫
の
死
に
接
し
て
生
涯
を
振
り
返
り
、

我
が
身
の
不
幸
の
原
因
が
物
語
耽
読
と
信
仰
心
の
欠
如
に
あ
る
と
悔
い
て
は
い
る
。
と

は
い
え
、
長
谷
詣
で
の
宇
治
の
渡
り
で
浮
舟
の
物
語
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
よ
う
に
、

夕
顔
や
浮
舟
は
終
生
、
孝
標
女
の
心
に
影
を
落
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
夕
顔
や
浮
舟
が
憧
憬
の
対
象
と
し
て
選
び
取
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
彼
女
が
紫

の
上
・
明
石
の
御
方
の
栄え
い
よ
う耀
を
願
わ
ず
、
家
住
み
の
身
に
期
し
得
る
夕
顔
・
浮
舟
を
自

己
の
将
来
に
思
い
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
の
空
想
は
お
お
け
な
く
増

幅
せ
ず
、
む
し
ろ
つ
つ
ま
し
く
地
道
だ
っ
た
と
い
え（
注
二
）

よ
う
」
と
評
さ
れ
る
。
日
記
中
四

回
の
言
及
が
あ
る
浮
舟
は
、
継
父
常
陸
介
に
伴
わ
れ
て
東
国
に
下
向
し
、
そ
こ
で
娘
時

代
を
過
ご
し
た
が
、
更
級
作
者
の
父
孝
標
も
常
陸
介
と
し
て
下
向
し
て
い
る
。
ま
た
、

作
者
は
少
女
時
代
を
上
総
介
に
な
っ
た
父
と
東
国
で
過
ご
し
た
。
東
国
体
験
と
い
う
共

通
項
が
浮
舟
憧
憬
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
夕
顔
は
三
位
中
将
の
娘
で
あ
り
本

来
で
あ
れ
ば
上
の
品
に
列
せ
ら
れ
る
べ
き
女
性
で
あ
っ
た
が
、
早
く
に
親
を
亡
く
し
て

お
り
、
後
見
の
無
い
貴
族
女
性
の
運
命
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
女
性
で
あ
っ
た
。
更

級
作
者
は
、
夕
顔
と
浮
舟
に
は
、
紫
の
上
や
明
石
君
と
は
異
な
っ
た
、
身
の
丈
に
近
い

親
近
感
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
日
記
中
、
夕
顔
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
度
し
か
な
い
が
、
そ
の
意
味
は
重
そ
う
で
あ

る
。
夕
顔
の
花
の
背
景
を
探
る
と
、
夕
顔
と
い
う
女
性
も
浮
舟
同
様
、
東
国
の
記
憶
に

連
な
る
性
質
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
作
者
が
夕
顔
に
憧
憬
を
覚
え
た
こ
と
の
背

景
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。

学
苑
・
日
本
文
学
紀
要
　
第
九
二
七
号
　
三
八
～
四
七
（
二
〇
一
八
・
一
）
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二

　『
源
氏
物
語
』
の
「
夕
顔
」
巻
に
お
い
て
、
恋
の
通
い
路
で
の
ゆ
く
り
な
い
邂
逅
か

ら
光
源
氏
と
夕
顔
と
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
源
氏
の
通
い
所
、
六
条
御

息
所
は
前
東
宮
妃
で
あ
り
、
誇
り
高
く
気
の
置
け
る
愛
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
対
照

的
な
存
在
と
し
て
夕
顔
は
物
語
に
登
場
し
て
く
る
。
一
方
で
、
源
氏
に
は
正
妻
で
あ
る

葵
の
上
が
存
在
す
る
。
葵
、
夕
顔
と
、
そ
の
呼
称
は
共
に
植
物
に
関
わ
っ
て
お
り
、
葵

の
上
と
夕
顔
は
対
を
な
す
女
性
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
葵
と
夕
顔
の
対
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
相
撲
の
節
会
が
思
い
起
こ
さ

れ
る
。
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
宮
廷
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
相
撲
の

節
会
に
、
相
撲
人
の
多
く
は
諸
国
か
ら
貢
進
さ
れ
て
参
加
し
た
が
、
そ
の
装
束
に
つ
い

て
は
概
ね
以
下
の
様
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

相
撲
人
は
左
右
の
近
衛
府
に
分
属
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
左
相
撲
（
左
方
）、
右
相
撲
（
右
方
）

と
呼
称
さ
れ
た
。
儀
式
の
隊
列
で
の
服
装
は
、
烏え

ぼ

し
帽
子
、
狩か
り
ぎ
ぬ衣
を
着
け
、
袴は
か
ま
を
着
け
ず
に

犢と
う
さ
ぎ

鼻
褌
（
褌
）
に
紐ひ
も
が
た
な

小
刀
を
差
し
、
素
足
で
あ
っ
た
。
相す
ま
い撲
召め
し
あ
わ
せ
合
（
取
組
）
で
は
、
着
衣

と
剣
を
は
ず
し
て
犢
鼻
褌
の
み
に
な
り
、
左
相
撲
は
髪
に
葵あ
お
い
の
造
花
を
、
右
相
撲
は
瓠
ゆ
う
が
おの

造
花
を
挿
し
て
登
場
し
た
。
こ
の
造
花
は
綿
で
作
ら
れ
、「
挿か
ざ
し頭
花
」
ま
た
は
「
挿
頭
」
と

称
し
た
。
勝
負
が
終
わ
る
と
、
勝か
ち
か
た方
は
使
用
し
た
挿
頭
花
と
剣
衣
を
次
に
登
場
す
る
相
撲

人
に
与
え
た
。
こ
れ
ら
は
「
肖に
る
も
の物
」
と
い
い
、
勝
者
に
あ
や
か
る
意
味
が
あ
っ
た
。
負ま
け
か
た方

の
次
の
相
撲
人
は
新
し
い
挿
頭
花
を
つ
け
て
登
場
し
（
注
三
）た。

例
え
ば
、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
平
安
時
代
の
文
学
作
品
と
し
て
は
珍
し
く
、
相
撲
の
節

会
を
相
当
な
分
量
で
描
写
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、「
内
侍
の
か
み
」
の
巻
は
「
初
秋
」、

「
相
撲
の
節
会
」
な
ど
の
別
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
七
月
初
秋
の
頃
お
い
、
朱
雀
帝

を
中
心
に
左
右
の
近
衛
府
が
節
会
準
備
に
余
念
の
な
い
様
子
や
、
節
会
当
日
の
有
様
な

ど
が
描
か
れ
、
相
撲
の
節
会
が
巻
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
の
如
き
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
当

日
の
相
撲
人
の
装
束
に
つ
い
て
は
、

左
、
右
近
衛
大
将
よ
り
は
じ
め
て
、
よ
ろ
づ
の
天あ
め

の
下
の
人
参
り
た
ま
ふ
。
左
、
右
近
の

楽
人
、
お
り
と
と
の
へ
て
候
ふ
。
面
白
き
こ
と
限
り
な
し
。
み
な
相す
ま
ひ撲
の
装
束
し
、
瓠
ひ
さ
ご
ば
な花

か
ざ
し
な
ど
、
い
と
め
づ
ら
か
な
る
こ
と
ど
も
し
つ
つ
、
左
、
右
近
の
幄あ
く

打
ち
つ
つ
候
（
注
四
）ふ。

と
描
写
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
左
方
相
撲
人
の
葵
の
挿
頭
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
が
、

右
方
の
挿
頭
で
あ
る
瓠
花
、
つ
ま
り
夕
顔
の
花
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
平
安
時
代
後
期
の
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
に
成
立
し
、
最
も
整
備
さ
れ
た

儀
式
書
と
さ
れ
る
有
職
故
実
書
『
江
家
次
第
』
に
は
、
相
撲
の
節
会
に
つ
い
て
も
詳
細

な
記
載
が
あ
る
。「
相
撲
召
合
」
の
項
目
で
、「
一
番
」
の
勝
負
に
つ
い
て
、
割
注
で
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

左
先
出
著
二

葵
華
一

、
取
二

劔
衣
一

置
二

北
圓
座
一

、
進
立
二

櫻
樹
下
一

、
次
右
出
著
二

瓠
華
一

、
次
々

番
、
負
方
先
進
レ

之
、
裏
書
云
、
葵
瓠
華
、
造
花
也

（
注
五
）、

こ
の
勝
負
の
進
め
方
は
前
掲
の
『
相
撲
大
事
典
』（
注
三
）
の
記
載
に
反
映
さ
れ
て
い

る
わ
け
だ
が
、「
葵
瓠
華
、
造
花
也
」
と
あ
る
よ
う
に
葵
と
瓠
の
花
は
造
花
で
あ
っ
た
。

葵
は
、
一
般
に
は
葵
祭
（
賀
茂
祭
）
の
葵
が
連
想
さ
れ
る
。
賀
茂
祭
で
は
社
殿
や
牛
車

が
葵
と
桂
の
葉
で
飾
り
た
て
ら
れ
、
ま
た
挿
頭
に
も
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
諸
鬘
（
も
ろ

か
づ
ら
）
と
い
わ
れ
、
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
賀
茂
祭
の
葵
は
ウ
マ
ノ
ス
ズ
ク
サ

科
の
フ
タ
バ
ア
オ
イ
（
双
葉
葵
）
で
、
賀
茂
葵
と
も
呼
ば
れ
、
徳
川
家
の
紋
章
に
も
使

わ
れ
て
い
る
草
で
あ
る
。な
お
、『
源
氏
物
語
』に
は
も
う
ひ
と
つ
、葵
が
出
て
く
る
。「
藤

袴
」
巻
で
、
玉
鬘
に
は
多
く
の
懸
想
文
が
贈
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
、
玉
鬘
は
蛍
兵
部
卿
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宮
に
だ
け
「
心
も
て
光
に
む
か
ふ
あ
ふ
ひ
だ
に
朝
お
く
霜
を
お
の
れ
や
は
消け

つ
（
注
六
）」と
返

歌
を
贈
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
詠
み
込
ま
れ
た
「
光
に
む
か
ふ
あ
ふ
ひ
」
は
日
の
光
に
向

か
っ
て
咲
く
花
で
あ
っ
て
、
山
中
の
下
草
と
し
て
樹
陰
を
好
む
フ
タ
バ
ア
オ
イ
で
は
な

い
。『
枕
草
子
』
の
「
草
は
」
の
段
に
も
「
唐か
ら
あ
ふ
ひ葵
、
日
の
影
に
し
た
が
ひ
て
傾か
た
ぶ
く
こ
そ

草
木
と
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
心（
注
七
）

な
れ
」
と
書
か
れ
る
唐
葵
は
、
日
の
光
の
移
る
の
に
従

っ
て
花
が
傾
く
こ
と
か
ら
、「
藤
袴
」
巻
の
葵
は
こ
の
『
枕
草
子
』
の
唐
葵
同
様
、
タ

チ
ア
オ
イ
（
立
葵
）
ま
た
は
ヒ
マ
ワ
リ
（
向
日
葵
）
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
相
撲
の
節
会
で
挿
頭
に
さ
れ
る
葵
と
夕
顔
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

な
指
摘
が
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
光
源
氏
の
正
妻
は
葵0

の
上
で
、
光
源
氏
に
見
染
め
ら
れ
る
一
人
に
夕
顔

0

0

が
い
る
。
物
語
で
は
両
者
が
対
立
し
た
よ
う
に
は
一
見
思
え
な
い
が
、
ア
オ
イ
と
ユ
ウ
ガ

オ
は
陽
と
陰
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
よ
り
一
〇
〇
年
あ
ま
り
下
る
が
、
平

安
時
代
末
の
朝
廷
儀
式
が
ま
と
め
ら
れ
た
『
江ご
う
け家
次し
だ
い第
』（
一
一
一
一
年
）
に
、
ア
オ
イ
と

ユ
ウ
ガ
オ
の
対
立
を
物
語
る
行
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
七
月
七
日
の
相す
ま
い撲
の

節せ
ち
え会
。
左
方
の
力
士
は
ア
オ
イ
を
挿か

ざ頭
し
、
右
方
の
力
士
は
ユ
ウ
ガ
オ
の
造
花
を
挿
頭
し
た
。

ア
オ
イ
は
葵
と
書
か
れ
、
本
来
は
フ
タ
バ
ア
オ
イ
で
は
な
く
、
立
葵
の
よ
う
な
昼
咲
き
の

陽
の
花
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ユ
ウ
ガ
オ
は
夜
に
咲
く
陰
の
花
で
、
し
か
も
果
実
は
水

の
容
器
に
な
り
、
水
を
象
徴
す
（
注
八
）る。

右
方
相
撲
人
の
挿
頭
で
あ
る
瓠
は
「
ひ
さ
ご
」、「
ゆ
う
が
お
」
と
訓
じ
ら
れ
る
。「
ひ

さ
ご
」
は
い
わ
ゆ
る
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
（
瓢
箪
）
で
、
瓢
箪
は
ユ
ウ
ガ
オ
の
実
か
ら
作
ら
れ
る
。

ウ
リ
科
の
つ
る
性
植
物
ユ
ウ
ガ
オ
の
花
は
夕
方
開
き
、
翌
朝
し
ぼ
む
の
で
こ
の
名
が
あ

る
わ
け
だ
が
、
そ
の
実
は
球
形
の
も
の
か
ら
長
円
形
の
も
の
ま
で
、
多
様
で
あ
る
。『
枕

草
子
』
の
「
草
の
花
は
」
段
で
は
、

夕
顔
は
、
花
の
か
た
ち
も
あ
さ
が
ほ
に
似
て
、
言
ひ
つ
づ
け
た
る
に
、
い
と
を
か
し
か
り

ぬ
べ
き
花
の
姿
に
、
実み

の
あ
り
さ
ま
こ
そ
い
と
く
ち
を
し
け
れ
。
な
ど
、
さ
は
た
生お

ひ
出い

で
け
む
。
ぬ
か
づ
き
な
ど
い
ふ
物
の
や
う
に
だ
に
あ
れ
か
し
。
さ
れ
ど
、
な
ほ
夕
顔
と
言

ふ
名
ば
か
り
は
を
か
し
。

と
、
大
き
く
て
不
格
好
な
実
に
言
及
し
、
せ
め
て
酸
漿
く
ら
い
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
ら

と
残
念
が
ら
れ
て
い
る
。

　
夕
顔
は
相
撲
の
節
会
の
別
の
場
面
で
も
、
重
要
な
役
目
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
相
撲
の
節
会
が
行
わ
れ
る
二
、
三
ヶ

月
前
に
諸
国
を
廻
っ
て
相
撲
人
を
招
集
し
た
使
者
を
部
領
使
（
こ
と
り
づ
か
ひ
）
と
か

相
撲
使
（
す
ま
ひ
の
つ
か
ひ
）
な
ど
と
呼
び
、
左
右
の
近
衛
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
。『
万

葉
集
』
巻
五
に
は
「
相す
ま
ひ
の撲
部こ
と
り
づ
か
ひ

領
使
」
が
見
え
て
い
る
。『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、
部
領

使
は
「
夕
顔
の
花
を
か
ざ
し
に
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
夕
顔
は
相
撲
の

節
会
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
植
物
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
相
撲
の
節
会
の
起
源
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
の
垂
仁

天
皇
七
年
秋
七
月
七
日
の
条
に
記
す
次
の
伝
承
で
あ
っ
た
。「
当た

ぎ
ま
の
む
ら

麻
邑
」
の
「
当た
ぎ
ま
の麻

蹶く
ゑ
は
や速
」
は
天
下
無
双
の
力
士
と
自
認
し
、
力
比
べ
の
相
手
を
探
し
て
い
る
と
聞
い
た
天

皇
は
、
相
手
の
で
き
る
人
物
を
諸
卿
に
問
う
た
と
こ
ろ
、「
出い
づ
も
の
く
に

雲
国
に
勇よ
う
し士
有あ

り
。

野の
み
の見
宿す
く
ね禰
と
曰い

ふ
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
早
速
、
野
見
宿
禰
が
召
し
出
さ
れ
る
。

是こ
こ

に
野の
み
の見
宿す
く
ね禰
、
出い
づ
も雲
よ
り
至ま
ゐ
た
り
し
か
ば
、
当た
ぎ
ま
の麻
蹶く
ゑ
は
や速
と
野
見
宿
禰
と
に
捔
ち
か
ら
く
ら
べ
力
せ
し
む
。

二ふ
た
り人
相あ
ひ
む
か対
ひ
立
ち
、

各
お
の
も
お
の
も

足あ
し

を
挙あ

げ
相あ
ひ
く蹶
う
。
則す
な
は
ち
当
麻
蹶
速
が
脇
か
た
は
ら

骨ほ
ね

を
蹶く

ゑ
折を

り
、

亦ま
た

其そ

の
腰こ
し

を
蹈ふ

み
折を

り
て
殺こ
ろ

す
。
故か
れ

、
当
麻
蹶
速
が
地と
こ
ろを
奪と

り
て
、
悉
こ
と
ご
と
くに
野
見
宿
禰
に
賜た
ま

ふ
。
是こ
こ

を
以も

ち
て
、
其そ

の
邑む
ら

に
腰こ
し
を
れ
だ

折
田
有あ

る
縁え
に

な
り
。
野
見
宿
禰
は
乃す
な
は
ち
留と
ど
ま
り
任つ
か

へ
ま
つ
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る
（
注
九
）。

野
見
宿
禰
は
当
麻
蹶
速
の
腰
骨
を
踏
み
砕
い
て
殺
し
て
し
ま
い
、
勝
負
が
つ
い
た
。
野

見
宿
禰
は
そ
の
ま
ま
大
和
国
に
留
ま
っ
て
朝
廷
に
仕
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
野
見

宿
禰
は
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
三
十
二
年
七
月
条
に
も
顔
を
出
す
。
皇
后

日ひ
ば
す
ひ
め
の
み
こ
と

葉
酢
媛
命
の
薨
去
に
際
し
て
、
殉
死
の
風
習
に
心
を
痛
め
て
い
た
天
皇
の
意
向
を
受

け
て
、
野
見
宿
禰
は
出
雲
国
か
ら
土は
に
べ部
百
人
を
呼
び
寄
せ
て
土
で
人
や
馬
な
ど
の
形
を

作
り
、
殉
死
の
代
用
と
し
た
。
い
わ
ゆ
る
埴
輪
の
起
源
説
話
で
あ
る
。
そ
の
功
に
よ
っ

て
天
皇
は
野
見
宿
禰
に
「
土は
じ
の
お
み

部
臣
」
を
賜
り
、
こ
の
こ
と
が
土
部
（
土
師
）
氏
が
「
天

皇
の
喪み
は
ぶ
り葬
を
主
つ
か
さ
どる
縁え
に

」
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
奈
良
時
代
の
末
、
光
仁
天
皇
の
天
応
元
年
（
七
八
一
）
六
月
二
十
五
日
に
土
師
宿
禰

古
人
、
土
師
宿
禰
道
長
ら
十
五
人
が
改
姓
を
願
い
出
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
『
続
日
本

紀
』
に
以
下
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
。

土は

じ師
の
先さ
き

は
天あ
め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と

穂
日
命
よ
り
出い

づ
。
そ
の
十
四
世
の
孫う
ま
ごは
名な

を
野の
み
の見
宿す
く
ね禰
と
曰い

ふ
。
昔む
か
し者
、

纏ま
き
む
く
の向
珠た
ま
き
の
み
や

城
宮
に
御
あ
め
の
し
た
し
ら
し
め

宇
し
し
垂す
い
に
ん
て
ん
わ
う

仁
天
皇
の
世み
よ

に
は
、
古こ
ふ
う風
尚な
ほ

存あ

り
て
葬さ
う
れ
い礼
に
節せ
ち

無
し
。

凶き
よ
う
じ事
有
る
毎ご
と

に
、
例れ
い

と
し
て
多お
ほ

く
殉じ
ゆ
ん
ま
い埋
し
き
。
時と
き

に
皇
お
ほ
き
さ
き后
薨こ
う

し
て
、
梓し
き
う宮
庭に
は

に
在あ

り
。
帝み
か
ど、

群お
み
た
ち臣
を
顧か
へ
りみ
問と

ひ
て
曰の
た
まひ
し
く
、「
後こ
う
き
う宮
の
葬さ
う

礼れ
い

、
こ
れ
を
為な

さ
む
こ
と
奈い

か何
に
せ
む
」
と

の
た
ま
ひ
き
。
群お
み
た
ち臣
対こ
た

へ
て
曰ま
う

し
し
く
、「
一た
だ

に
倭
や
ま
と
ひ
こ
の彦
王み

こ子
の
故こ

じ事
に
遵し
た
が
ひ
た
ま
へ
」
と

ま
う
す
。
時と
き

に
臣お
み

ら
が
遠
と
ほ
つ
お
や祖
野の
み
の見
宿す
く
ね禰
進す
す

み
て
奏そ
う

し
て
曰ま
う

し
し
く
、「
臣し
ん

が
愚ぐ

い意
の
如ご
と

く
は
、

殉じ
ゆ
ん
ま
い
埋
の
礼れ
い

は
殊こ
と

に
仁じ
ん
せ
い政
に
乖そ
む

け
り
。
国く
に

を
益ま

し
人ひ
と

を
利た
す

く
る
道み
ち

に
非あ
ら

ず
」
と
ま
う
し
き
。

仍す
な
はち
土は
に
へ部
三
百
餘
人
を
率ひ
き

ゐ
て
、
自み
づ
から
領し

り
て
埴は
に

を
取と

り
、
諸
く
さ
ぐ
さの
物も
の

の
象か
た

を
造つ
く

り
て
進
た
て
ま
つり
き
。

帝み
か
ど

覧み
そ
な
はし
て
甚は
な
はだ
悦よ
ろ
こび
た
ま
ひ
て
、
以も
ち

て
殉じ
ゆ
ん
に
ん人
に
代か

へ
た
ま
ひ
き
。
号よ

び
て
埴は
に
わ輪
と
曰い

ふ
。

所い
は
ゆ
る謂
立た
て
も
の物
是こ
れ

な
り
。
此こ

れ
即す
な
はち
往わ
う
て
い帝
の
仁じ
ん
と
く徳
、
先せ
ん
し
ん臣
の
遺ゐ
あ
い愛
に
し
て
、
裕ゆ
う

を
後こ
う
こ
ん昆
に
垂た

れ
て
、

生せ
い
み
ん民
頼た
よ

れ
り
。
式も
ち

て
祖そ
げ
ふ業
を
観み

る
に
、
吉
き
ち
き
よ
う凶
相あ
ひ

半な
か
ばし
て
、
若も

し
其そ

れ
諱き
し
ん辰
に
は
凶き
よ
うを
掌
つ
か
さ
どり
、

祭さ
い
に
ち日
に
は
吉き
ち

に
預あ
づ
か
れ
り
。
此か
く

の
如ご
と

く
供つ
か
へ
ま
つ奉
り
て
、
允ま
こ
と
に
通つ
う
と途
に
合か
な

へ
り
。
今い
ま

は
然し
か

ら
ず
、

専も
は

ら
凶き
よ
う
ぎ儀
に
預あ
づ
か
る
。
祖そ
げ
ふ業
を
尋た
づ

ね
念お
も

ふ
に
、
意
こ
こ
ろ

茲こ
こ

に
在あ

ら
ず
。
望の
ぞ

み
請こ

は
く
は
、
居を
る
と
こ
ろ地
の

名な

に
因よ

り
、
土は

じ師
を
改あ
ら
ため
て
菅す
が
は
ら原
の
姓
と
せ
む
こ
と
（
注
十
）
を

請
願
の
前
半
部
分
は
垂
仁
紀
三
十
二
年
に
記
さ
れ
た
埴
輪
の
起
源
説
話
と
重
な
る
内
容

で
あ
る
。
願
い
出
は
、
土
師
氏
は
天
皇
家
の
葬
儀
に
預
か
る
だ
け
で
な
く
、
吉
事
に
も

奉
仕
し
て
き
た
が
、
現
状
は
凶
儀
を
専
ら
と
し
て
お
り
、
祖
業
を
思
え
ば
本
意
で
は
な

い
の
で
、
土
師
の
名
を
改
め
て
、
居
住
地
の
地
名
に
因
ん
だ
菅
原
に
改
姓
さ
せ
て
ほ
し

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
請
願
は
光
仁
天
皇
の
許
可
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

菅
原
氏
の
誕
生
で
あ
る
。
菅
原
改
姓
の
古
人
を
祖
と
し
て
、
菅
原
氏
は
清
公
、
是
善
と

続
き
、
そ
の
子
が
道
真
で
あ
る
か
ら
、
古
人
は
道
真
の
曾
祖
父
に
当
た
り
、
ま
た
、
道

真
か
ら
五
世
の
末
裔
が
孝
標
で
あ
る
。
菅
原
は
『
万
葉
集
』
に
「
菅
原
の
里
」
と
見
え
、

ま
た
「
菅
原
や
伏
見
の
里
」
と
も
詠
ま
れ
た
、
大
和
国
添
下
郡
菅
原
郷
と
考
え
ら
れ
る
。

現
在
の
奈
良
市
菅
原
町
で
、
式
内
菅
原
神
社
が
鎮
座
し
、
菅
原
氏
の
本
貫
の
地
と
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
菅
原
氏
は
相
撲
の
節
会
起
源
伝
承
の
当
事
者
で
あ
る
野
見
宿
禰
の

血
統
に
連
な
る
家
系
で
あ
っ
た
。

三

　『
続
日
本
紀
』
記
載
の
土
師
宿
禰
古
人
の
改
姓
請
願
で
は
、
土
師
氏
の
祖
、
野
見
宿

禰
は
「
天あ
め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と

穂
日
命
よ
り
出い

づ
」
と
さ
れ
て
い
た
。
天
穂
日
命
は
『
古
事
記
』
で
は
天
菩

比
命
、『
日
本
書
紀
』
で
は
天
穂
日
命
と
表
記
さ
れ
る
。
記
紀
に
よ
れ
ば
、
天
孫
降
臨

に
先
立
っ
て
出
雲
に
天
下
っ
た
が
、
大
国
主
神
に
媚
び
へ
つ
ら
っ
て
三
年
間
復
命
し
な

か
っ
た
と
さ
れ
る
。「
日
」
が
太
陽
を
表
す
と
す
れ
ば
、
天
穂
日
は
「
天
上
界
の
稲
穂

の
霊
的
な
力
に
よ
る
神
名

（
注
十
一
）」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
天
穂
日
命
は
、『
更
級
日
記
』
の
上
京
の
記
に
語
ら
れ
た
竹
芝
伝
承
に

登
場
す
る
武
蔵
竹
芝
と
も
関
わ
り
が
あ
る
。
武
蔵
国
「
た
け
し
ば
と
い
ふ
寺
」
に
伝
わ

っ
た
物
語
は
、
武
蔵
の
男
と
結
ば
れ
た
「
み
か
ど
の
御
む
す
め
」
が
こ
の
地
に
住
み
着

き
、
宣
旨
に
よ
っ
て
武
蔵
国
を
預
け
ら
れ
、
宮
の
生
ん
だ
子
供
た
ち
は
武
蔵
と
い
う
姓

を
得
た
、
と
い
う
伝
承
で
あ
っ
た
。『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
称
徳
天
皇
神
護
景
雲

元
年
（
七
六
七
）
十
二
月
六
日
条
に
、
武
蔵
国
足
立
郡
の
丈
部
直
不
破
麿
ら
が
武
蔵
宿

禰
の
姓
を
賜
わ
り
、
同
八
日
に
武
蔵
宿
禰
不
破
麿
が
武
蔵
国
造
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
将
門
記
』
に
も
、
平
将
門
の
武
蔵
国
庁
内
紛
介
入
に
関
す
る
段
で
足
立
郡
司

判
官
代
武
蔵
竹
芝
の
名
が
見
え
て
い
る
。「
武
蔵
氏
は
武
蔵
国
造
く
に
の
み

や
つ
こ

兄
多
毛
比
命

え
た
も
ひ

の
み
こ
と
の
後
裔
で
豪
族
。
始
め
は
丈
部
氏
を
称
し
、
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
十
一

月
に
武
蔵
宿
禰
す
く
ね

の
姓
を
賜
っ
た

（
注
十
二
）」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
名
を
挙
げ
ら
れ
た
兄

多
毛
比
命
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
「
国
造
本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
初
代
无
邪
志
（
武
蔵
）

国
造
で
あ
っ
た
。
武
蔵
竹
芝
は
武
蔵
国
造
家
の
子
孫
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

一
方
、『
古
事
記
』
上
巻
に
「
天あ
め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と

菩
比
命
の
子
、
建た
け
ひ
ら
と
り
の
み
こ
と

比
良
鳥
命
、〈
此こ
れ

は
、
出い
づ
も
の雲
国く
に
の
み
や
つ
こ
造
・

無む

ざ

し
耶
志
国
造
（
略
）
等ら

が
祖お
や

ぞ（注
十
三
）

〉」
と
あ
る
よ
う
に
、
武
蔵
（
無
耶
志
）
国
造
の
祖
は
天
菩
比

命
（『
日
本
書
紀
』
で
は
天
穂
日
命
）
で
あ
る
。
天
穂
日
命
は
素
戔
嗚
尊
と
天
照
大
神
が

「
誓う
け
ひ約
」
を
し
た
際
、
天
照
大
神
が
身
に
つ
け
た
玉
か
ら
生
ま
れ
た
五
柱
の
男
神
の
一
人

で
、
天
照
大
神
に
よ
っ
て
自
分
の
子
と
認
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
日
本
書
紀
』
神

代
上
巻
に
「
天あ
ま
の
ほ
ひ
の
み
こ
と

穂
日
命
。
是こ
れ

出い
づ
も
の
お
み

雲
臣
・
土は
じ
の
む
ら
じ

師
連
等ら

が
祖お
や

な
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
土

師
氏
の
祖
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。先
述
の
よ
う
に
土
師
宿
禰
古
人
が
天
応
元
年（
七
八
一
）

に
改
姓
を
願
い
出
、
菅
原
の
姓
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
菅
原
氏
の
祖
先
神
は
天
穂
日
命

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
菅
原
氏
は
遙
か
に
武
蔵
国
造
家
と
縁
が
結
ば
れ
て
い
る
。

一
方
ま
た
、
相
撲
の
節
会
起
源
伝
承
の
主
人
公
で
あ
る
野
見
宿
禰
の
祖
も
天
穂
日
命
で

あ
っ
た
。
天
穂
日
命
を
扇
の
要
と
し
て
、
伝
承
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
天
穂
日
命
に
つ
い
て
、『
更
級
日
記
』
に
は
全
く
言
及
が
な
い
。
日
記
に
見
え

る
神
々
と
し
て
は
、

①�

上
京
の
途
次
富
士
川
で
耳
に
し
た
、
富
士
山
に
「
そ
こ
ば
く
の
神
々
」
が
集
ま
っ

て
県
召
の
相
談
を
す
る
、
と
い
う
伝
承

②�

六
角
堂
の
遣
水
の
夢
で
、
人
が
「
天あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み

照
御
神
を
念
じ
ま
せ
」
と
言
っ
た
こ
と

③�

常
陸
国
に
赴
任
し
た
父
か
ら
の
手
紙
に
「
神し
ん
ぱ
い拝
と
い
ふ
わ
ざ
し
て
国
の
う
ち
あ
り

き
し
」
と
あ
っ
た
こ
と

④�

常
々
「
天あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み

照
御
神
を
念
じ
申
せ
」
と
言
う
人
に
、
ど
こ
に
い
る
神
仏
か
と
問
う
と
、

「
神
に
お
は
し
ま
す
。
伊い

せ勢
に
お
は
し
ま
す
。
紀き
伊
の
国
に
、
紀
の
国こ
く
ざ
う造
と
申
す

は
こ
の
御
神
な
り
。
さ
て
は
内な
い
し
ど
こ
ろ

侍
所
に
す
く
う
神
と
な
む
お
は
し
ま
す
」
と
話
さ

れ
た
こ
と

⑤�

再
度
の
出
仕
の
際
、
祐
子
内
親
王
に
供
奉
し
て
宮
中
に
参
上
し
、「
わ
が
念
じ
申

す
天あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み

照
御
神
は
内
裏
に
ぞ
お
は
し
ま
す
な
る
か
し
、
か
か
る
を
り
に
参
り
て
拝
み

た
て
ま
つ
ら
む
」
と
思
っ
て
、「
知
る
た
よ
り
」
で
あ
る
「
博は
か
せ士
の
命み
や
う
ぶ婦
」
を
頼

っ
た
。「
博は

か
せ士
の
命み
や
う
ぶ婦
」
は
、「
あ
さ
ま
し
く
老
い
神
さ
び
て
」、「
人
と
も
お
ぼ
え

ず
、
神
の
あ
ら
は
れ
た
ま
へ
る
か
」
と
思
え
る
老
女
で
あ
っ
た
こ
と

⑥�

大
嘗
祭
の
御
禊
を
よ
そ
に
長
谷
寺
詣
で
を
す
る
途
上
で
「
石い
そ
の
か
み上も
ま
こ
と
に
古ふ

り

に
け
る
こ
と
」
と
感
じ
、
参
籠
中
の
夢
に
「
す
は
、
稲い
な
り荷
よ
り
賜
は
る
し
る
し
の

杉
よ
」
告
げ
ら
れ
た
こ
と

⑦�
夫
の
死
に
茫
然
と
な
り
、
不
幸
な
生
涯
を
思
っ
て
、「
稲い
な
り荷
よ
り
賜
ふ
し
る
し
の

杉
よ
」、「
天あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み

照
御
神
を
念
じ
た
て
ま
つ
れ
」
と
告
げ
ら
れ
た
夢
の
こ
と
を
悔
い
た

こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、「
天あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み

照
御
神
」
は
四
回
に
わ
た
っ
て
名
前
が
記
さ
れ
て
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い
る
。
い
ず
れ
も
そ
の
神
を
「
念
じ
」
る
、
と
い
う
、
作
者
が
信
仰
の
対
象
と
す
べ
き

で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
神
に
対
す
る
信
仰
の
不
徹
底
が
晩
年
の
不

幸
を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
い
う
後
悔
と
な
っ
て
い
る
、
と
書
く
の
で
あ
る
。

　
天
照
大
神
は
天
穂
日
命
の
母
親
で
あ
っ
た
。「
わ
が
念
じ
申
す
天あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み

照
御
神
」
と
あ
る
が
、

日
々
の
信
心
の
有
り
様
は
日
記
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
⑤
の
「
博は
か
せ士
の

命み
や
う
ぶ婦
」
は
、
作
者
の
縁
戚
か
単
な
る
知
人
か
は
分
か
ら
な
い
が
「
知
る
た
よ
り
」
と
記

す
。「
博は
か
せ士
の
命み
や
う
ぶ婦
」
は
「
内
侍
所
に
所
属
す
る
上
席
の
女
史
で
、
神
鏡
護
持
を
主
た

る
任
務
と
（
注
十
四
）

し
た
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
「
あ
さ
ま
し
く
老
い
神
さ
び
」
た
姿
に
接
し
て
、

作
者
は
「
神
の
あ
ら
は
れ
た
ま
へ
る
か
」
と
感
動
を
記
し
て
い
る
。
作
者
は
、
④
で
は

天
照
大
神
に
つ
い
て
あ
る
人
に
質
問
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
命
婦
か
ら

天
照
大
神
に
つ
い
て
の
よ
り
深
い
情
報
を
聞
き
知
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
際
、
天
照
大
神
の
子
、
天
穂
日
命
の
名
も
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

四

　
相
撲
の
節
会
の
起
源
は
菅
原
氏
の
祖
で
あ
る
野
見
宿
禰
に
あ
っ
た
。『
更
級
日
記
』

に
は
、
も
ち
ろ
ん
相
撲
の
こ
と
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
宮
廷
行
事
で
あ
り
、
女

性
た
ち
に
は
縁
遠
い
内
容
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
で
は
「
相す
ま
ひ撲
」

の
語
が
竹
河
巻
、
椎
本
巻
に
各
一
例
あ
る
の
み
で
あ
り
、『
枕
草
子
』
で
も
「
む
と
く

な
る
も
の
」（
能
因
本
）
の
段
に
「
相す
ま
ひ撲
の
、
負
け
て
入
る
う
し
ろ
」（
相
撲
人
が
負
け
て

引
っ
こ
む
後
ろ
姿
）、「
こ
と
ば
な
め
げ
な
る
も
の
」（
三
巻
本
）
の
段
に
「
相す
ま
ひ撲
」
と
挙

げ
ら
れ
て
い
る
な
ど
の
例
が
見
え
る
が
、
多
く
は
な
い
。
犢
鼻
褌
を
身
に
つ
け
て
は
い

る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
裸
の
格
闘
技
で
あ
り
、
地
方
か
ら
上
洛
し
た
相
撲
人
は
訛
が
あ
っ

た
り
、
言
葉
が
乱
暴
で
あ
っ
た
り
で
、
女
性
た
ち
の
興
味
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
相
撲
は
格
闘
技
で
あ
る
。『
今
昔
物
（
注
十
五
）

語
集
』
巻
二
十
三
の
第
二
十

一
話
か
ら
二
十
五
話
ま
で
は
相
撲
人
の
話
と
な
っ
て
い
る
。
二
十
一
話
は
陸
奥
国
の
真

髪
成
村
、
二
十
二
話
は
丹
後
国
の
海
恒
世
、
二
十
三
話
は
駿
河
国
の
私
市
宗
平
、
二
十

四
話
は
甲
斐
国
の
大
井
光
遠
が
主
人
公
で
、
二
十
五
話
は
真
髪
成
村
と
海
恒
世
の
勝
負

の
話
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
相
撲
の
名
手
と
し
て
聞
こ
え
た
実
在
の
人
物
で
、
成

村
と
恒
世
は
平
安
中
期
の
、
宗
平
と
光
遠
は
一
条
天
皇
朝
の
人
で
あ
る
。
説
話
の
主
人

公
と
し
て
そ
の
異
能
ぶ
り
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
、
例
え
ば
二
十
二
話
「
相

撲
人
海
恒
世
蛇
に
会
ひ
て
力
を
試
み
る
語
」
で
は
、
淵
に
棲
む
大
蛇
に
足
を
巻
き
付
け

ら
れ
川
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
恒
世
だ
っ
た
が
、
蛇
の
胴
体
を
引
き
ち
ぎ

っ
て
退
治
し
た
と
こ
ろ
、
胴
体
の
切
り
口
は
一
尺
程
で
あ
っ
た
と
い
う
。
駆
け
つ
け
た

人
々
が
蛇
の
力
を
確
か
め
よ
う
と
大
縄
を
恒
世
に
巻
き
付
け
、
大
勢
で
引
っ
張
っ
た
が
、

六
十
人
程
の
力
に
相
当
し
た
の
で
、「
恒つ
ね
よ世
ガ
力ち
か
ら
ハ
百
ひ
や
く
に
ん
ば
か
り

人
許
ガ
力ち
か
ら
ヲ
持も
ち

タ
リ
ケ
ル
」
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
、
強
力
譚
で
あ
る
。
ま
た
、
二
十
三
話
「
相
撲
人
私
市
宗

平
鰐
を
投
げ
上
ぐ
る
語
」
で
は
、
駿
河
の
海
辺
で
狩
り
を
し
て
い
る
時
に
現
れ
た
鰐わ
に
ざ
め鮫

に
食
い
つ
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
宗
平
で
あ
っ
た
が
、
鮫
の
習
性
を
巧
み
に
利
用
し
て
頭

を
つ
か
ん
で
陸
上
に
三
丈
程
も
投
げ
上
げ
、
退
治
し
た
、
と
い
う
。
宗
平
の
冷
静
沈
着

な
判
断
力
と
怪
力
が
称
え
ら
れ
て
い
る
。
他
の
相
撲
人
も
、
皆
、
尋
常
な
ら
ざ
る
怪
力

と
、
勝
負
師
と
し
て
の
冷
泉
沈
着
な
判
断
力
や
知
恵
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　『
更
級
日
記
』
の
竹
芝
伝
承
で
は
、
宮
中
の
衛
士
に
任
じ
ら
れ
た
竹
芝
の
男
は
、
酒

壺
の
風
景
を
見
せ
よ
と
い
う
「
み
か
ど
の
御
む
す
め
」
の
命
に
従
っ
て
、
皇
女
を
背
負

い
、「
ろ
ん
な
く
人
追
ひ
て
来く

ら
む
」
と
判
断
し
て
追
っ
手
を
防
ぐ
た
め
に
途
中
の
瀬

田
橋
の
橋
板
を
一
間
ば
か
り
取
り
外
し
、
七
日
七
夜
で
武
蔵
国
に
行
き
着
い
た
の
で
あ

っ
た
。
延
喜
式
の
規
定
で
は
、
京
か
ら
武
蔵
国
ま
で
の
下
向
は
十
五
日
と
定
め
ら
れ
て
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い
た
か
ら
、
そ
の
半
分
の
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
男
の
並
外
れ
た
体
力
と
、

橋
板
を
外
し
て
お
く
と
い
う
冷
静
な
判
断
力
は
、『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
描
か
れ
た

相
撲
人
を
思
わ
せ
る
。
一
般
に
相
撲
人
は
地
方
か
ら
召
し
出
さ
れ
た
強
力
の
者
と
さ
れ

る
が
、九

世
紀
ご
ろ
ま
で
の
相
撲
節
相
撲
人
は
、
衛
府
に
任
用
さ
れ
て
い
る
者
と
、
そ
の
年
新
た

に
相
撲
人
と
し
て
諸
国
か
ら
貢
進
さ
れ
て
き
た
白は
く
て
い丁
と
か
ら
な
り
、
相
撲
人
最
高
位
た
る

最ほ

て手
を
務
め
た
者
の
な
か
か
ら
は
近
衛
番
長
に
任
用
さ
れ
る
場
合
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
衛え

じ士
・
健
児
と
し
て
徴
発
さ
れ
衛
府
に
付
属
さ
せ
ら
れ
た
膂
力
人
に
よ
る

相
撲
奉
仕
が
原
型
と
な
っ
て
、
相
撲
節
相
撲
人
が
構
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
注
十
六
）。

と
い
う
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
衛
士
が
相
撲
の
節
会
の
相
撲
人
に
な
っ
た
場
合
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
衛
士
と
し
て
都
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
竹
芝
の
男
の
事
情
は
知
る
す
べ
も

な
い
が
、
そ
の
尋
常
な
ら
ざ
る
力
と
判
断
力
に
、
竹
芝
の
男
に
相
撲
人
の
面
影
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
竹
芝
伝
承
は
、
地
元
竹
芝
の
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た

伝
承
で
は
あ
る
が
、
後
年
、
そ
の
伝
承
を
日
記
に
書
き
記
す
作
者
の
脳
裏
で
は
、
竹
芝

の
男
に
相
撲
人
の
姿
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
皇
女
が
武
蔵
国

の
酒
壺
の
風
景
に
心
引
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
発
端
は
、
男
の
口
ず
さ
ん
だ
言
葉
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
酒
壺
に
浮
か
ん
だ
「
ひ
た
え
の
瓢ひ

さ
ご」、
す
な
わ
ち
、
夕
顔
の
実
で
あ

る
瓠
で
作
っ
た
柄
杓
が
、
風
に
吹
か
れ
て
揺
れ
動
く
様
で
あ
っ
た
。
相
撲
の
節
会
で
は
、

右
方
の
相
撲
人
は
瓠ひ
さ
ご
ば
な花す
な
わ
ち
夕
顔
の
花
を
挿
頭
と
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ

れ
ば
、
竹
芝
伝
承
に
は
相
撲
の
節
会
が
何
か
し
ら
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
竹
芝
伝
承
は
、
男
が
女
を
伴
っ
て
東
国
に
下
る
話
で
あ
る
が
、
似
た
よ
う
な
設
定
の

説
話
に
『
伊
勢
物
語
』
六
段
（
芥
河
）・
十
二
段
（
盗
人
）、『
大
和
物
語
』
百
五
十
四
段
（
ゆ

ふ
つ
け
鳥
）・
百
五
十
五
段（
山
の
井
の
水
）な
ど
の
、い
わ
ゆ
る
略
奪
婚
の
話
が
あ
る
。「
芥

河
」
で
は
男
は
女
を
「
盗
み
て
」
負
っ
て
芥
川
の
辺
を
逃
げ
る
の
で
あ
り
、「
盗
人
」

で
は
人
の
娘
を
「
盗
み
て
」
武
蔵
野
に
逃
げ
て
行
く
。「
ゆ
ふ
つ
け
鳥
」
で
は
男
が
人

の
娘
を
「
盗
み
て
」
龍
田
山
に
逃
げ
て
行
き
、「
山
の
井
の
水
」
で
は
大
納
言
の
娘
を

内
舎
人
で
あ
る
男
が
奪
っ
て
陸
奥
国
に
逃
げ
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
共
通
す

る
の
は
、
女
に
恋
慕
し
た
男
が
、
親
の
許
か
ら
女
を
奪
っ
て
逃
げ
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
略
奪
の
主
体
は
男
で
あ
っ
て
、
男
の
一
方
的
な
懸
想
の
結
果
と
し
て
略
奪
が
な

さ
れ
、
そ
の
果
て
は
女
の
死
（
芥
河
、
ゆ
ふ
つ
け
鳥
、
山
の
井
の
水
）、
女
の
奪
還
（
盗
人
）

と
い
う
悲
劇
的
な
結
果
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、『
更
級
日
記
』
の

竹
芝
伝
承
で
は
、
男
の
故
郷
の
風
景
に
心
引
か
れ
た
皇
女
が
男
に
命
じ
て
武
蔵
国
ま
で

連
れ
て
来
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
帝
の
許
し
を
得
た
二
人
は
結
ば
れ
て
武
蔵
国
に
定
着
し
、

そ
の
子
は
武
蔵
と
い
う
姓
を
賜
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
主
導
権
は
女
の
方
に

あ
り
、
結
末
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
あ
る
。
竹
芝
伝
承
の
二
人
の
関
係
は
『
伊
勢
物
語
』

や
『
大
和
物
語
』
の
話
と
は
全
く
位
相
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
男

と
女
が
他
郷
に
逃
げ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
性
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
男
の
行

動
力
に
つ
い
て
は
こ
れ
も
大
き
な
隔
た
り
が
感
じ
ら
れ
る
。『
伊
勢
物
語
』
や
『
大
和

物
語
』
の
男
は
奪
っ
た
女
を
背
に
負
っ
た
り
、
馬
に
乗
っ
た
り
し
て
逃
げ
る
が
、
竹
芝

の
男
は
女
を
背
負
っ
た
ま
ま
超
人
的
な
ス
ピ
ー
ド
と
知
略
で
東
路
を
飛
ぶ
よ
う
に
駆
け

下
っ
て
行
く
。
こ
の
東
の
男
に
は
、
相
撲
人
を
思
わ
せ
る
た
く
ま
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。『
更
級
日
記
』
の
竹
芝
伝
承
に
お
け
る
男
と
女
の
有
り
様
の
特
異
性
に
つ

い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。

ほ
か
と
は
違
う
幸
せ
な
結
末
に
は
、
東
国
・〈
関
東
〉
へ
の
畏
怖
と
憧
憬
が
そ
の
素
地
に
あ

り
、
王
権
の
膝
元
で
は
な
い
遠
い
異
境
の
地
ゆ
え
に
そ
の
反
王
権
的
行
為
が
容
認
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
東
国
の
独
自
性
、
自
立
性
の
な
せ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
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な
い
。
作
者
は
、
文
学
少
女
で
、
と
く
に
『
源
氏
物
語
』
の
夕
顔
や
浮
舟
に
憧
れ
て
い
る
。

こ
の
二
人
も
略
奪
の
末
に
そ
れ
ぞ
れ
悲
劇
的
結
末
が
あ
る
。孝
標
の
娘
が「
武
蔵
竹
芝
伝
説
」

に
惹
か
れ
た
ゆ
え
ん
で
（
注
十
七
）
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
夕
顔
の
花
と
東
国
の
関
わ
り
に
関
し
て
、
夕
顔
観
音
の
伝
承
が
伝
わ
る
。

平
将
門
の
叔
父
平
良
文
に
ま
つ
わ
る
伝
承
で
あ
る
が
、
良
文
は
相
模
国
高
座
郡
村
岡
郷

（
武
蔵
国
大
里
郡
村
岡
郷
と
も
）
を
本
拠
と
し
た
の
で
村
岡
五
郎
と
称
さ
れ
、
千
葉
、
秩
父
、

三
浦
、
大
庭
等
の
坂
東
八
平
氏
の
祖
と
系
譜
付
け
ら
れ
て
お
り
、
武
蔵
野
開
発
の
父
と

称
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
五
の
第
三
「
源
充
と
平
良
文

と
合
戦
す
る
語
」
に
も
語
ら
れ
て
い
る
、
代
表
的
な
武
士
で
あ
る
。
長
元
元
年
（
一
〇

二
八
）
は
菅
原
孝
標
が
常
陸
介
と
し
て
任
国
に
下
る
四
年
前
に
当
た
る
が
、
六
月
に
、

下
総
国
に
お
い
て
前
上
総
介
平
忠
常
が
反
乱
を
起
こ
し
た
。
平
忠
常
の
乱
で
あ
る
。
こ

の
乱
に
よ
り
、
房
総
一
帯
は
三
年
余
り
に
わ
た
っ
て
戦
乱
の
地
と
な
っ
て
荒
廃
し
、
房

総
、
常
陸
は
疲
弊
の
極
に
陥
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
菅
原
孝
標
は
十
二
年
間

の
散
位
を
経
て
、
長
元
五
年
に
常
陸
介
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
平
忠
常
の
乱
が

一
応
の
終
息
を
見
た
と
い
う
段
階
で
あ
る
。
六
十
歳
と
い
う
高
齢
の
孝
標
が
常
陸
介
に

任
命
さ
れ
た
こ
と
の
一
因
に
、
上
総
介
と
し
て
東
国
に
下
っ
た
経
歴
を
持
つ
こ
と
で
関

東
の
情
勢
に
詳
し
い
と
評
価
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
平
忠
常
は

良
文
の
孫
に
当
た
る
か
ら
、
良
文
の
存
在
が
常
陸
介
孝
標
の
情
報
圏
に
入
っ
た
こ
と
は

十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
良
文
は
晩
年
に
下
総
国
海
上
郡
大
友
郷
に
移
り
住
み
、
天

暦
六
年
（
九
五
二
）
に
下
総
国
阿
玉
郡
で
没
し
た
と
さ
れ
る
。
良
文
に
つ
い
て
は
『
千

葉
大
系
図

（
注
十
八
）』
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

─
良
文
　
鎮
守
府
将
軍
。
陸
奥
守
。
初
、
村
岡
與
五
郎
。
上
総
　
下
総
　
常
陸
介�

�

仁
和
二
年
丙
午
三
月
十
八
日
誕
生
。（
略
）
醍
醐
天
皇
延
長
元
年
癸
未
正
月
、
依
レ

勅
下
二

向

東
州
一

、
討
二

逆
賊
一

、
顕
二

龍
驤
鷹
揚
之
誉
一

。
同
九
年
辛
卯
、
與
二

同
族
一

有
二

相
戦
一

。
此
時

有
二

妙
見
擁
護
一

。
故
裔
孫
世
々
尊
崇
、
以
為
二

鎮
守
神
一

也
。
天
慶
二
年
己
亥
、
任
二

陸
奥
守
一

、

補
二

鎮
守
府
将
軍
一

。
同
三
年
庚
子
五
月
、
賜
二

将
門
之
舊
領
一

、
任
二

下
総
上
総
常
陸
介
一

、

子
孫
繁
二

栄
于
東
州
一

。
所
謂
千
葉
・
上
総
・
三
浦
・
土
肥
・
畠
山
・
大
庭
・
梶
原
・
長
尾

等
八
平
氏
也
。
天
暦
六
年
壬
子
十
二
月
十
八
日
卒
。
年
六
十
七
。
言
二

于
忠
頼
一

、
子
孫
應
三

割
二

見
夕
顔
一

。
即
吾
正
體
也
。
言
畢
上
レ

天
。
故
不
レ

知
二

其
歿
處
一

。
彼
夕
顔
変
現
二

観
音
小

像
一

。
後
裔
崇
號
二

夕
顔
観
音
大
士
一

。
裔
孫
断
レ

食
二

夕
顔
一

矣
。

良
文
は
死
に
際
し
て
子
の
忠
頼
に
、
夕
顔
の
実
を
割
っ
て
み
れ
ば
吾
が
正
体
が
現
れ
る
、

と
遺
言
し
た
が
、
死
後
、
夕
顔
の
実
が
観
音
の
小
像
に
変
じ
た
こ
と
か
ら
そ
れ
を
夕
顔

観
音
と
称
し
て
尊
崇
し
、
良
文
も
夕
顔
観
音
大
士
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
伝
記
は
史
実
と
し
て
は
確
認
で
き
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
旧
千
葉
県
香
取
郡

小
見
川
町
の
樹
林
寺
に
は
夕
顔
観
音
と
称
さ
れ
る
秘
仏
の
千
手
観
音
が
伝
わ
っ
て
お
り
、

「
大
治
元
年
（
一
一
二
六
）
に
千
葉
常
重
が
祖
平
良
文
の
守
護
仏
千
手
観
音
を
安
置
、
稲

荷
山
寿
林
寺
と
称
し
真
言
宗
寺
院
と
し
て
創
建
し
た

（
注
十
九
）」
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

晩
年
の
良
文
の
居
住
地
阿
玉
に
当
た
る
旧
小
見
川
町
貝
塚
に
は
良
文
貝
塚
と
い
う
貝
塚

が
あ
り
、
ま
た
周
辺
で
は
夕
顔
の
実
か
ら
作
ら
れ
る
干
瓢
は
食
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

系
図
記
載
の
伝
承
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
夕
顔
観
音
に
つ
い
て
の
情
報
が
菅
原
孝
標
の
耳
に
入
っ
た
か
否
か
は
、
確
認
の
す
べ

が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
良
文
の
東
国
に
お
け
る
重
要
性
、
そ
の
孫
に
当
た
る
忠
常
の
存

在
を
考
え
て
み
れ
ば
、
孝
標
に
何
ら
か
の
情
報
が
入
り
、
更
に
は
孝
標
女
に
も
伝
わ
っ

た
こ
と
は
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
孝
標
女
と
夕
顔
の
結
び
つ
き
に
関
す
る

一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
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五

　『
延
喜
式
』
式
内
社
の
武
蔵
国
入
間
郡
五
社
の
う
ち
、
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
出

雲
伊い

は

ひ
波
比
神
社
で
あ
っ
た
。
現
在
、
そ
の
比
定
社
と
さ
れ
て
い
る
の
が
埼
玉
県
入
間
市

宮
寺
鎮
座
の
出
雲
祝
神
社
で
あ
る
。
出
雲
系
の
神
で
あ
る
天
穂
日
命
と
、
初
代
武
蔵
国

造
と
さ
れ
る
兄
多
毛
比
命
を
主
祭
神
と
す
る
。
こ
の
社
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
伝
承

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

管マ
マ

原
道
真
の
三
男
（
道
武
）
が
、
旅
の
途
中
で
先
祖
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
を
祭
る
当
社
に
二
人
の
子

（
道
英
、
道
利
）
を
連
れ
て
参
拝
し
、
道
真
公
の
像
を
収
め
た
と
い
う
。
天
応
元
（
七
八
一
）
年
、

道
真
の
曽
祖
父
、
土は
じ
の師
宿す
く
ね弥
古ふ
る
ひ
と人
ら
が
菅
原
に
改
姓
。
そ
の
土
師
氏
の
先
祖
が
ア
メ
ノ
ホ

ヒ
（
十
四
世
の
孫
が
野
見
宿
禰
＝
出
雲
国
人
）
だ
と
続
日
本
紀
は
記
す
。
道
真
の
子
に
も
、
先

祖
は
出
雲
人
だ
と
い
う
記
憶
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
逸
話
だ

（
注
二
十
）。

道
真
の
三
男
道
武
、
孫
の
道
英
、
道
利
は
系
図
上
判
明
で
は
な
い
の
で
、
伝
承
で
は
あ

る
が
、
菅
原
氏
の
人
々
の
間
に
、
菅
家
や
祖
神
天
穂
日
命
に
対
す
る
認
識
と
尊
崇
の
意

識
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
逸
話
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　
孝
標
女
は
日
記
に
「
紀き伊
の
国
に
、
紀
の
国こ
く
ざ
う造
と
申
す
」
者
が
祀
る
神
の
こ
と
を
聞

き
及
ん
だ
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
竹
芝
伝
承
の
紹
介
に
お
い
て
は
武
蔵
国
造
に
関
し
て

は
記
さ
れ
な
い
が
、
帝
の
宣
旨
に
あ
る
「
武む
さ
し蔵
の
国
を
預
け
と
ら
せ
て
」
は
武
蔵
国
造

を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
国
造
と
い
う
言
葉
に
違
和
感
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

武
蔵
国
造
の
祖
神
は
、
作
者
の
属
す
る
菅
原
氏
同
様
、
天
穂
日
命
で
あ
っ
た
。
武
蔵
国

造
と
い
う
言
葉
に
親
近
感
の
よ
う
な
感
情
を
抱
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

長
々
と
紹
介
し
た
竹
芝
伝
承
を
「
と
語
る
」
と
記
す
の
み
で
締
め
括
り
、
自
身
の
感
想

を
全
く
記
さ
ず
に
感
動
を
呑
み
込
ん
で
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
後
年
、
武
蔵
竹
芝
の

男
が
菅
原
氏
と
遠
い
縁
に
当
た
る
と
知
っ
た
と
す
れ
ば
、
大
変
な
感
動
を
覚
え
た
で
あ

ろ
う
。「
と
語
る
」
の
言
葉
に
は
、
作
者
の
、
菅
原
氏
の
父
祖
に
対
す
る
万
感
の
思
い

が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
一
方
、
相
撲
の
節
会
の
起
源
は
菅
原
氏
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
夕
顔

の
花
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
ま
た
、
夕
顔
の
実
で
あ
る
瓠
は
日
記
中
の
竹
芝

伝
承
で
重
要
な
風
景
を
形
作
っ
て
い
た
。
夕
顔
の
花
や
実
は
作
者
に
は
親
し
み
の
感
じ

ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
花
の
名
を
呼
称
と
す
る
『
源
氏
物
語
』

の
夕
顔
と
い
う
女
性
に
つ
い
て
、
浮
舟
と
同
じ
く
東
国
の
記
憶
を
宿
し
た
身
近
な
存
在

と
認
識
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
孝
標
女
が
『
源
氏
物
語
』
の
夕
顔
に
心
惹
か
れ
た

の
は
、
以
上
の
よ
う
に
夕
顔
と
い
う
花
の
存
在
が
親
近
感
を
持
っ
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と

が
一
因
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

注

一
、『
更
級
日
記
』
の
本
文
は
、
以
下
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
和
泉
式
部
日
記
　
紫

式
部
日
記
　
更
級
日
記
　
讃
岐
典
侍
日
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
）
に
よ
る
。

二
、
注
一
の
犬
養
廉
『
更
級
日
記
』
解
説
に
よ
る
。

三
、『
相
撲
大
事
典
　
第
四
版
』（
現
代
書
館
、
二
〇
一
五
）

四
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
2
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
）

五
、『
古
事
類
苑
　
武
技
部
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
）

六
、『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
以
下
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
1
～

6
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
～
一
九
九
八
）
に
よ
る
。

七
、『
枕
草
子
』
本
文
の
引
用
は
、
以
下
、
断
り
の
な
い
限
り
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
枕
草
子
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
）
に
よ
る
。

八
、
湯
浅
浩
史
『
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
文
化
誌�

─�

人
類
と
と
も
に
一
万
年
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
）
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九
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
1
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
）

十
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
五
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
）

十
一
、
注
九
の
頭
注

十
二
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
将
門
記
　
陸
奥
話
記
　
保
元
物
語
　
平
治
物
語
』（
小
学
館
、

二
〇
〇
二
）
頭
注

十
三
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
）

一
四
、
注
一
の
頭
注

十
五
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
今
昔
物
語
集
3
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
）

十
六
、
新
田
一
郎
『
相
撲
の
歴
史
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
）

十
七
、
荒
井
秀
規
『
古
代
の
東
国
3
　
覚
醒
す
る
〈
関
東
〉　
平
安
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
一
七
）

十
八
、
房
総
叢
書
刊
行
会
編『
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
　
房
総
叢
書
第
九
巻
　
系
譜
及
石
高
帳
』

（
房
総
叢
書
刊
行
会
、
一
九
四
二
）
よ
り
抜
粋
し
、
適
宜
、
新
字
に
改
め
た
。（
千
葉
県
立

図
書
館
　
菜
の
花
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

　
　
　http://e-library.gprim

e.jp/lib_pref_chiba/da/detail?tilcod=�

0000000014-CH
B
600266

　
　
　（
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
三
日
閲
覧
））

十
九
、
日
本
歴
史
地
名
大
系
『
千
葉
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
九
六
）

二
十
、
岡
本
雅
享
『
出
雲
を
原
郷
と
す
る
人
た
ち
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
六
）

（
も
と
よ
し
　
す
す
む
　
　
ビ
ジ
ネ
ス
デ
ザ
イ
ン
学
科
）


