
は
じ
め
に

西
暦
二
〇
一
九
年
五
月
一
日
、
平
成
の
明
仁
天
皇
が
譲
位
し
、
徳
仁
皇
太
子
が
新
た
に
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
の
に
と
も
な
っ
て
、

元
号
が
平
成
か
ら
令
和
に
替
わ
っ
た
。

現
在
日
本
は
年
号
を
示
す
の
に
世
界
で
唯
一
元
号
を
使
用
、
西
暦
と
併
用
し
て
い
る
国
家
で
あ
る
。
世
界
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る

西
暦
（
キ
リ
ス
ト
誕
生
暦
）
や
イ
ス
ラ
ム
暦
、
民
国
暦
（
台
湾
暦
）
等
の
暦
号
を
使
用
す
る
国
は
あ
る
が
、
元
号
制
度
と
は
意
味
が

違
う
。
折
々
の
事
情
に
応
じ
て
年
号
を
変
化
さ
せ
る
元
号
制
度
は
、
か
つ
て
は
中
国
の
冊
封
体
制
を
示
す
形
で
中
国
の
年
号
を
周
辺

国
（
朝
鮮
・
琉
球
等
）
も
使
用
し
て
い
た
し
、
日
本
や
ベ
ト
ナ
ム
等
の
よ
う
に
独
自
の
年
号
を
制
定
し
て
い
た
国
も
あ
っ
た
。
だ
が
、

中
国
の
王
朝
や
ベ
ト
ナ
ム
帝
国
の
滅
亡
に
伴
っ
て
、
日
本
以
外
の
国
で
は
元
号
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中
国
で
は
明
朝
樹
立
以
降
、
清
朝
滅
亡
ま
で
一
世
一
元
制
を
用
い
た
。
皇
帝
一
代
に
一
つ
の
元
号
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ

ム
で
も
阮グ

エ
ン朝

樹
立
以
降
一
世
一
元
制
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
明
治
維
新
後
一
世
一
元
制
を
採
用
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

一
世
一
元
制
で
は
皇
帝
や
天
皇
の
称
号
を
元
号
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
乾
隆
帝
（
清
朝
第
六
代
皇
帝
、
一
七
三
五

～
九
六
年
在
位
）
や
明
治
天
皇
と
言
う
よ
う
に
。
現
在
の
上
皇
も
平
成
天
皇
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

さ
て
、
新
元
号
が
「
令
和
」
と
な
る
こ
と
は
、
二
〇
一
九
年
四
月
一
日
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
世
上
に
一
種
の
驚
き
と
少
な

「
令
和
」
と
『
万
葉
集
』 

―
新
し
い
時
代
を
迎
え
て

飯
島　

一
彦
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か
ら
ぬ
困
惑
を
も
た
ら
し
た
の
が
、「
令
和
」
の
典
拠
が
日
本
の
古
典
で
あ
る
『
万
葉
集
』
に
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
多
く
の
国
民
に
と
っ
て
は
「
ふ
ー
ん
、
そ
う
な
ん
だ
」
程
度
の
受
け
止
め
方
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
歴
史
学
や
国
文
学
の
専
門
家

か
ら
は
少
な
か
ら
ず
疑
念
が
提
出
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
年
号
に
「
令
」
の
字
が
使
用
さ
れ
た
の
が
初
め
て
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
違
和

感
も
当
初
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
そ
の
う
ち
に
「
令
和
」
案
の
提
出
者
が
『
万
葉
集
』
研
究
の
泰
斗
で
あ
る
中
西
進
氏
ら

し
い
、
と
い
う
情
報
が
流
れ
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
「
疑
念
」
や
「
違
和
感
」
の
提
出
は
息
を
潜
め
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
見
え

る
。
あ
る
い
は
元
号
が
「
令
和
」
で
あ
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
別
の
面
か
ら
は
、「
令
和
」
の
典

拠
が
『
万
葉
集
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
、
そ
こ
に
無
関
心
・
無
頓
着
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
言

え
る
。

元
号
は
、
あ
る
時
期
・
期
間
を
一
括
り
に
し
て
○
○
時
代
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
便
利
さ
を
持
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
ま
で

の
日
本
で
は
、
実
際
に
は
天
皇
即
位
、
瑞
祥
や
天
変
地
異
等
に
よ
っ
て
比
較
的
頻
繁
に
改
元
さ
れ
て
き
た
の
で
、
あ
る
時
期
の
文
化

的
・
政
治
的
特
徴
等
を
示
す
の
に
例
え
ば
「
元
禄
時
代
」
な
ど
と
言
う
と
、「
あ
あ
、
あ
の
時
代
ね
」
と
う
な
ず
く
こ
と
が
で
き
る
。

ち
な
み
に
元
禄
と
い
う
年
号
は
、
東
山
天
皇
が
貞
享
四
年
四
月
に
即
位
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
翌
年
九
月
に
改
元
さ
れ
、
元
禄
一
六
年

一
一
月
の
大
地
震
に
よ
っ
て
翌
年
三
月
に
宝
永
に
改
元
さ
れ
た
。

で
は
、
令
和
は
ど
の
よ
う
な
時
代
と
し
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
後
世
の
評
価

に
関
わ
る
出
来
事
で
あ
り
、
現
在
関
知
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
新
し
い
時
代
の
始
め
に
当
た
っ
て
、
さ
ら
に
初
め
て
日
本

の
古
典
を
典
拠
と
し
て
作
ら
れ
た
元
号
の
意
味
を
考
え
て
お
く
こ
と
は
、
日
本
の
文
化
と
し
て
の
元
号
を
維
持
し
て
い
く
上
で
無
益

で
は
あ
る
ま
い
。「
令
和
」
の
典
拠
が
『
万
葉
集
』
に
あ
る
こ
と
は
、
今
後
の
日
本
に
意
外
に
大
き
な
意
義
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
。

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
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リ
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一
　「
令
和
」
の
発
表
と
そ
の
典
拠

平
成
三
一
年
四
月
一
日
、
平
成
の
発
表
の
際
の
前
例
に
基
づ
い
て
、
菅
義
偉
内
閣
官
房
長
官
に
よ
っ
て
書
家
の
揮
毫
と
共
に
メ
デ

ィ
ア
に
紹
介
さ
れ
た
「
令
和
」
と
い
う
新
元
号
の
出
典
は
、
以
下
の
よ
う
な
長
官
の
言
葉
で
示
さ
れ
た
。

新
元
号
の
典
拠
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
令
和
は
、
万
葉
集
の
梅
の
花
の
歌
三
十
二
首
の
序
文
に
あ
る
、「
初し

よ
し
ゆ
ん春の

令れ
い
げ
つ月

に

し
て
、
気き

よ淑
く
風か

ぜ
や
わ和

ら
ぎ
、
梅う

め

は
鏡き

よ
う
ぜ
ん前の

粉こ

を
披ひ

ら

き
、
蘭ら

ん

は
珮は

い
ご後

の
香こ

う

を
薫か

お

ら
す
」
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

続
い
てこ

の
、
新
元
号
に
込
め
ら
れ
た
意
義
や
、
国
民
の
皆
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
、
安
倍
総
理
の
会
見
が
あ

り
ま
す
。

と
述
べ
て
、
質
疑
に
移
っ
た
。
引
き
続
き
そ
の
後
の
安
倍
晋
三
総
理
大
臣
の
会
見
で
は
、

こ
の
「
令
和
」
に
は
、
人
び
と
が
美
し
く
心
を
寄
せ
合
う
中
で
、
文
化
が
生
ま
れ
育
つ
、
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
万
葉
集
は
、
千
二
百
年
あ
ま
り
前
に
編
纂
さ
れ
た
日
本
最
古
の
歌
集
で
あ
る
と
と
も
に
、
天
皇
や
皇
族
、
貴
族
だ
け
で
な

く
、
防
人
や
農
民
ま
で
幅
広
い
階
層
の
人
び
と
が
詠
ん
だ
歌
が
収
め
ら
れ
、
我
が
国
の
豊
か
な
国
民
文
化
と
長
い
伝
統
を
象
徴

す
る
国
書
で
あ
り
ま
す
。
悠
久
の
歴
史
と
香
り
高
き
文
化
、
四
季
折
々
の
美
し
い
自
然
、
こ
う
し
た
日
本
の
国
柄
を
、
し
っ
か

り
と
次
の
時
代
へ
と
引
き
継
い
で
い
く
。
厳
し
い
寒
さ
の
後
に
春
の
訪
れ
を
告
げ
、
み
ご
と
に
咲
き
誇
る
梅
の
花
の
よ
う
に
、

一
人
一
人
の
日
本
人
が
明
日
へ
の
希
望
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
花
を
大
き
く
咲
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
日
本
で

あ
り
た
い
と
い
う
願
い
を
込
め
、
令
和
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
文
化
を
育
み
自
然
の
美
し
さ
を
愛
で
る
こ
と
が
で
き
る
、
平

和
な
日
々
に
心
か
ら
の
感
謝
の
念
を
抱
き
な
が
ら
、
希
望
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
新
し
い
時
代
を
国
民
の
皆
様
と
と
も
に
切
り
開
い

て
い
く
、
新
元
号
の
決
定
に
あ
た
り
、
そ
の
決
意
を
新
た
に
し
て
お
り
ま
す
。
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と
い
う
、
一
国
の
宰
相
と
し
て
の
政
治
姿
勢
ま
で
含
め
た
見
解
が
披
露
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
安
倍
首
相
が
述
べ
た
「「
令
和
」
に
は
、
人
び
と
が
美
し
く
心
を
寄
せ
合
う
中
で
、
文
化
が
生
ま
れ
育
つ
、
と
い

う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。」
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
令
和
」
の
典
拠
が
本
当

に
『
万
葉
集
』
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
考
え
て
い
く
過
程
で
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
図
で
そ
う
考
え
ら
れ
た
の
か
、
必
然
的
に
じ
っ

く
り
向
き
合
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
問
題
が
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
考
え
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、「
令
和
」
の
考
案
者
で
あ
る
こ
と
が
公
然
の
秘
密
と
な
っ
て
い
る
、
中
西
進
氏

の
語
釈
・
解
釈
を
軸
に
進
ん
で
い
く
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

実
は
、
新
元
号
「
令
和
」
の
発
表
会
見
で
菅
官
房
長
官
が
読
み
上
げ
た
『
万
葉
集
』
巻
第
五
「
梅
の
花
の
歌
三
十
二
首
の
序
文
」

の
一
節
「
初し

よ
し
ゆ
ん春の

令れ
い
げ
つ月

に
し
て
、
気
淑よ

く
風
和や

わ

ら
ぎ
、
梅
は
鏡
前
の
粉こ

を
披ひ

ら

き
、
蘭
は
佩は

い

後
の
香こ

う

を
薫か

お

ら
す
」
と
い
う
訓
読
の
仕
方

そ
の
も
の
が
、
中
西
進
氏
の
も
の
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
を
少
し
で
も
か
じ
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
で
あ
っ
た
ら
、
ま
ず
最
初
に
そ
れ

に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た（

１
）。

本
稿
は
『
万
葉
集
』
巻
第
五
の
梅
の
花
の
歌
三
二
首
の
序
文
自
体
の
解
釈
に
つ
い
て
、
他
の
万
葉
学
者
と
議
論
を
交
わ
す
た
め
に

記
す
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
中
西
進
氏
の
「
令
和
」
選
定
の
意
図
を
探
る
た
め
の
議
論
で
あ
る
。

二
　『
万
葉
集
』
巻
第
五
「
梅
の
花
の
歌
三
十
二
首
并
せ
て
序
」
に
つ
い
て

菅
官
房
長
官
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
「
令
和
」
の
典
拠
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
長
く
な
る
が
、
原
文
・
訓
読
・
現

代
語
訳
を
示
す
。
な
お
、
そ
れ
ら
は
講
談
社
文
庫
の
中
西
進
氏
に
よ
る
『
万
葉
集
』
注
釈
（
後
に
『
中
西
進
著
作
集
』
に
収
め
ら
れ

た
）
に
よ
っ
て
い
る
。（
傍
線
・
太
字
は
飯
島
）

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
一
巻
　
第
二
号

四
四



○
『
万
葉
集
』
巻
第
五
よ
り 

【
原
文
】

　

梅
花
謌
卅
二
首
并
序

　

天
平
二
年
正
月
十
三
日
、
萃
二
于
帥
老
之
宅
一
申
二
宴
會
一
也
。
于
レ
時
、
初
春
令
月
、
気
淑
風
和
、
梅
披
二
鏡
前
之
粉
一
、
蘭

薫
二
珮
後
之
香
一
。
加
以
、
曙
嶺
移
レ
雲
、
松
掛
レ
羅
而
傾
レ
蓋
、
夕
岫
結
レ
霧
、
鳥
封
レ
縠
而
迷
レ
林
。
庭
舞
二
新
蝶
一
空
歸
二
故
雁
一
。

於
レ
是
蓋
レ
天
坐
レ
地
、
促
レ
膝
飛
レ
觴
。
忘
二
言
一
室
之
裏
一
開
二
衿
煙
霞
之
外
一
。
淡
然
自
放
、
快
然
自
足
。
若
非
二
翰
苑
一
、
何

以
攄
レ
情
。
詩
紀
二
落
梅
之
篇
一
。
古
今
夫
何
異
矣
。
宜
下
賦
二
園
梅
一
聊
成
中
短
詠
上
。

【
訓
み
下
し
】

　

梅う
め
の
は
な花の

歌
三
十
二
首
并
せ
て
序

　

天
平
二
年
正
月
十
三
日
に
、
帥そ

ち

の
老お

き
なの

宅い
へ

に
萃あ

つ

ま
り
て
、
宴
会
を
申ひ

ら

く
。
時
に
、
初し

よ
し
ゆ
ん春の

令れ
い
げ
つ月

に
し
て
、
気
淑よ

く
風
和や

は
らぎ

、

梅
は
鏡き

や
う
ぜ
ん前の

粉こ

を
披ひ

ら

き
、
蘭ら

ん

は
珮は

い
ご後

の
香か

う

を
薫か

を

ら
す
。
加

し
か
の
み
に
あ
ら
ず

以
、
曙
の
嶺
に
雲
移
り
、
松
は
羅

う
す
も
のを

掛
け
て
蓋

き
ぬ
が
さを

傾
け
、
夕
の
岫く

き

に

霧
結
び
、
鳥
は
縠

う
す
も
のに

封こ

め
ら
え
て
林
に
迷ま

と

ふ
。
庭
に
は
新
蝶て

ふ

舞
ひ
、
空
に
は
故こ

が
ん雁

帰
る
。
こ
こ
に
天
を
蓋

き
ぬ
が
さと

し
、
地
を
坐し

き
ゐと

し
、

膝
を
促ち

か
づけ

觴
さ
か
づ
きを

飛
ば
す
。
言こ

と

を
一
室
の
裏う

ち

に
忘
れ
、
衿え

り

を
煙
霞
の
外そ

と

に
開
く
。
淡
然
と
自

み
づ
か

ら
放

ほ
し
き
ま
まに

し
、
快
然
と
自
ら
足
る
。
若も

し
翰
苑
に
あ
ら
ず
は
、
何
を
以
ち
て
か
情こ

こ
ろを

攄の

べ
む
。
詩
に
落
梅
の
篇
を
紀し

る

す
。
古

い
に
し
へと

今
と
そ
れ
何
そ
異こ

と

な
ら
む
。
宜よ

ろ

し
く
園

の
梅
を
賦ふ

し
て
聊い

さ
さか

に
短
詠
を
成
す
べ
し
。

【
現
代
語
訳
】

　

天
平
二
年
正
月
十
三
日
に
、
長
官
の
旅
人
宅
に
集
ま
っ
て
宴
会
を
開
い
た
。
時
あ
た
か
も
新
春
の
好
き
月
、
空
気
は
美
し
く

風
は
や
わ
ら
か
に
、
梅
は
美
女
の
鏡
の
前
に
装
う
白
粉
の
ご
と
く
白
く
咲
き
、
蘭
は
身
を
飾
っ
た
香
の
如
き
か
お
り
を
た
だ
よ
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わ
せ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
あ
け
方
の
山
頂
に
は
雲
が
動
き
、
松
は
薄
絹
の
よ
う
な
雲
を
か
ず
い
て
き
ぬ
が
さ
を
傾
け
る
風
情

を
示
し
、
山
の
く
ぼ
み
に
は
霧
が
わ
だ
か
ま
っ
て
、
鳥
は
薄
霧
に
こ
め
ら
れ
て
は
林
に
ま
よ
い
鳴
い
て
い
る
。
庭
に
は
新
た
に

蝶
の
姿
を
見
か
け
、
空
に
は
年
を
こ
し
た
雁
が
飛
び
去
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
天
を
き
ぬ
が
さ
と
し
、
地
を
座
と
し
て
、

人
び
と
は
膝
を
近
づ
け
て
酒
杯
を
く
み
か
わ
し
て
い
る
。
す
で
に
一
座
は
こ
と
ば
を
か
け
合
う
必
要
も
な
く
睦む

つ

み
、
大
自
然
に

向
か
っ
て
胸
襟
を
開
き
あ
っ
て
い
る
。
淡
々
と
そ
れ
ぞ
れ
が
心
の
お
も
む
く
ま
ま
に
振
舞
い
、
快
く
お
の
お
の
が
み
ち
足
り
て

い
る
。
こ
の
心
中
を
、
筆
に
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
い
い
現
わ
し
え
よ
う
。
中
国
で
も
多
く
落
梅
の
詩
篇
が
あ
る
。

古
今
異
な
る
は
ず
と
て
な
く
、
よ
ろ
し
く
庭
の
梅
を
よ
ん
で
、
い
さ
さ
か
の
歌
を
作
ろ
う
で
は
な
い
か
。

右
に
示
し
た
よ
う
に
、
原
文
の
傍
線
部
「
初
春
令
月
、
気
淑
風
和
」
の
太
字
部
分
か
ら
「
令
和
」
と
い
う
元
号
は
作
ら
れ
た
。
そ

の
意
味
は
現
代
語
訳
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、「
新
春
の
好よ

き
月
、
空
気
は
美
し
く
風
は
や
わ
ら
か
に
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
正
月
と

い
う
良
い
月
で
あ
り
、
空
気
は
と
て
も
美
し
く
澄
ん
で
風
は
穏
や
か
に
吹
い
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
し
か
な
い
。
さ
て
、
で
は
安

倍
首
相
が
述
べ
た
「
人
び
と
が
美
し
く
心
を
寄
せ
合
う
中
で
、
文
化
が
生
ま
れ
育
つ
、
と
い
う
意
味
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
、
序
文
の
そ
の
後
に
記
さ
れ
る
、
当
時
大だ

ざ
い
の
そ
ち

宰
帥
（
太
宰
府
の
長
官
）
と
し
て
九
州
太
宰
府
に
赴
任
し
て
い
た
大
伴
旅
人
以
下

三
十
二
名
（
太
宰
府
の
上
下
官
人
、
筑
前
・
豊
後
・
筑
後
・
壱
岐
・
大
隅
・
対
馬
・
薩
摩
の
国
司
等
）
が
旅
人
の
役
宅
に
集
っ
て
、

美
し
く
梅
の
花
が
咲
き
誇
る
庭
園
を
前
に
し
て
各
人
一
首
の
短
歌
を
詠
み
、
中
国
の
詩
篇
に
な
ら
っ
て
和
歌
で
梅
の
花
の
文
学
を
表

現
し
よ
う
と
い
う
呼
び
か
け
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
な
か
っ
た
「
梅
花
の
歌
三
十
二
首
」
が
成
立
し
、
新
し
い
文

芸
表
現
と
し
て
記
録
さ
れ
て
残
っ
た
、
と
い
う
事
実
を
指
し
て
い
る
。

九
州
一
円
を
統
括
し
中
国
を
初
め
と
す
る
諸
外
国
と
の
対
外
政
策
の
窓
口
と
し
て
の
太
宰
府
の
長
官
宅
に
主
要
な
官
人
が
集
い
、

当
時
は
舶
来
の
花
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
、
い
わ
ば
ハ
イ
カ
ラ
な
花
と
し
て
の
梅
に
寄
せ
た
和
歌
の
会
と
い
う
、
新
た
な
文
芸
の
形
が
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こ
こ
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
実
現
さ
せ
た
の
が
、
大
宰
帥
と
し
て
そ
こ
に
赴
任
し
、
か
ね
て
よ
り
漢
籍
、
特
に
文
芸
に
造

詣
の
深
い
大
伴
旅
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
。
こ
の
序
文
自
体
が
旅
人
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
り
（
当
時
筑
前
守
で
あ

っ
た
山
上
憶
良
説
も
あ
る
）、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
当
時
平
城
在
京
の
友
人
吉
田
宜よ

ろ
しと

い
う
人
物
に
手
紙
と
し
て
送
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

当
時
の
最
先
端
の
文
化
と
し
て
の
梅
の
花
で
あ
り
、
そ
れ
を
詠
ん
だ
和
歌
三
十
二
首
で
あ
っ
た
。
一
座
の
者
三
十
二
名
が
心
を
寄

せ
合
っ
て
作
り
上
げ
た
座
の
文
芸
で
あ
り
、
新
し
い
文
化
の
形
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
安
倍
首
相
の
言
は
当
を
得
て
い
る
。
お
そ

ら
く
、
事
前
に
中
西
進
氏
に
よ
る
丁
寧
な
レ
ク
チ
ャ
ー
が
あ
り
、
そ
れ
を
直
接
ま
た
は
間
接
に
安
倍
首
相
が
聞
い
た
に
違
い
な
い
。

三
　「
令
和
」
の
典
拠

新
元
号
が
「
令
和
」
で
あ
り
、
そ
の
典
拠
が
『
万
葉
集
』
に
あ
る
と
い
う
発
表
が
あ
っ
た
直
後
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
違
和
感
や

異
論
を
述
べ
る
意
見
が
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
メ
デ
ィ
ア
で
飛
び
交
っ
た
。
ラ
行
音
で
始
ま
る
元
号
へ
の
感
覚
的
な
違
和

感
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
漢
文
と
し
て
読
む
と
「
令
レ
和
（
わ
せ
し
む
）」
と
し
て
、
強
制
的
に
仲
良
く
さ
せ
る
と
理
解
で

き
て
し
ま
う
こ
と
の
違
和
感
を
強
く
、
繰
り
返
し
述
べ
て
い
た
歴
史
学
者
も
い
た
。
こ
れ
は
「
令
」
を
使
役
の
助
動
詞
と
し
て
訓
読

し
て
し
ま
う
歴
史
学
者
の
習
慣
か
ら
来
た
も
の
で
、
日
本
語
に
は
「
令
嬢
」「
令
息
」
等
の
「
令
」
を
形
容
詞
と
し
て
用
い
る
熟
語

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
い
故
の
違
和
感
で
あ
り
、「
令
」
が
も
と
も
と
「
善
」
の
意
味
を
持
つ
漢
字
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
な
い
識
見
の
な
さ
を
露
呈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
令
和
」
の
典
拠
と
さ
れ
た
当
該
部
分
は
も
と
も
と
典
拠
を
持
っ
て
お
り
、
そ
ち
ら
を
典
拠
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
、

と
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
む
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
典
拠
は
本
来
漢
籍
に
あ
り
、「
令
和
」
が
国
書
を
典
拠
と
す
る
初
の
元
号
と
す
る
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の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る（

２
）。

確
か
に
、「
令
和
」
の
典
拠
と
さ
れ
る
『
万
葉
集
』
の
「
梅
花
謌
卅
二
首
并
序
」
は
、
す
で
に
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記（

３
）』（

初
稿

本
は
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
完
成
）
に
、『
文
選（

４
）』

に
引
用
さ
れ
る
「
蘭
亭
序（

５
）」「

帰
田
賦（

６
）」

が
典
拠
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
蘭
亭
序
」
に
は
「
是
日
也
、
天
朗
氣
淸
、
惠
風
和
暢
」
と
あ
り
、「
帰
田
賦
」
は
「
於
是
仲
春
令
月
，
時
和
氣
清
」
か
ら
始
ま
る
。

形
式
的
に
字
句
か
ら
見
れ
ば
「
梅
花
謌
卅
二
首
并
序
」
中
の
「
初
春
令
月
、
気
淑
風
和
」
は
「
帰
田
賦
」
中
の
「
仲
春
令
月
，
時
和

氣
清
」
に
限
り
な
く
近
い
。
大
伴
旅
人
が
こ
の
序
文
を
記
す
際
に
「
帰
田
賦
」
を
参
考
に
し
た
の
は
間
違
い
が
な
い
。
で
は
、「
令

和
」
の
典
拠
は
『
万
葉
集
』
で
は
な
く
て
「
帰
田
賦
」
な
の
だ
ろ
う
か
？

中
西
進
氏
は
『
万
葉
集
』
の
注
釈
で
「
梅
花
謌
卅
二
首
」
の
「
序
」
に
つ
い
て
は
「
蘭
亭
序
」
が
「
永
和
九
年
歳
在
癸
丑
暮
春
之

初
會
于
會
稽
山
陰
之
蘭
亭
（
永
和
九
年
、
歳
は
癸
丑
に
在
り
。
暮
春
の
初
め
、
会
稽
山
陰
の
蘭
亭
に
会
す
）。」
と
書
き
出
す
「
形
式

に
同
じ
」
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
、「
天
平
二
年
正
月
十
三
日
、
萃
二
于
帥
老
之
宅
一
申
二
宴
會
一
也
。」
と
す
る
書
き
出
し
は
、「
蘭
亭

序
」
を
受
け
て
、
書
か
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
梅
花
謌
卅
二
首
」
に
つ
い
て
は
「
太
宰
府
の
旅
人
宅
に

開
花
し
た
梅
を
囲
む
雅
宴
の
歌
。
序
の
筆
者
は
旅
人
。」
と
明
確
に
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
太
宰
府
に
お
け
る
宴
は
、

旅
人
の
心
中
で
は
王
羲
之
の
「
蘭
亭
序
」
に
記
さ
れ
た
雅
宴
に
比
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
帰
田

賦
」
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
「
梅
花
謌
卅
二
首
并
序
」
の
典
拠
は
「
帰
田
賦
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
帰
田
賦
」
は
失
意
の
作
者
が
都
を
離
れ
て
田

園
に
赴
く
様
と
心
中
を
賦
し
て
い
る
の
み
で
、
そ
こ
に
は
雅
宴
も
な
け
れ
ば
会
同
し
て
文
雅
を
為
す
営
み
も
記
さ
れ
な
い
。
五
絃

琵
琶
を
弾
じ
て
詠
嘆
す
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
い
く
ら
字
句
が
似
通
っ
て
い
よ
う
と
も
、「
梅
花
謌
卅
二
首
并
序
」
の
典
拠
は

「
帰
田
賦
」
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
中
西
氏
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
で
は
「
令
和
」
の
典
拠
は
「
蘭
亭
序
」
で
は
な
い
の
か
？
い
や
、「
蘭
亭
序
」
に
は
「
令
」
の
字
が
な
い
。
や
は
り
、
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「
令
和
」
の
典
拠
は
『
万
葉
集
』
巻
第
五
「
梅
花
謌
卅
二
首
并
序
」
な
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
中
西
進
氏
は
新
元
号
の
典
拠
を
そ

こ
に
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
　
長
屋
王
の
変
と
大
伴
旅
人

天
平
二
（
七
三
〇
）
年
正
月
十
三
日
と
い
う
日
時
で
、
な
ぜ
大
宰
帥
大
友
旅
人
の
役
宅
で
旅
人
を
初
め
と
す
る
太
宰
府
官
人
だ
け

で
な
く
、
さ
ら
に
太
宰
府
管
内
の
国
司
ま
で
集
め
た
大
宴
会
が
催
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
壱
岐
国
や
対
馬
国
、
薩
摩
国
や
大
隅
国

な
ど
の
辺
境
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
国
司
が
太
宰
府
に
集
ま
る
と
い
う
の
は
尋
常
で
は
な
い
。
本
来
国
司
は
各
国
で
正
月
の
行
事
に
忙
殺
さ

れ
て
い
る
時
期
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
ま
し
て
辺
境
か
ら
、
陸
路
で
あ
ろ
う
が
海
路
で
あ
ろ
う
が
太
宰
府
ま
で
来
る
の
に
は
最
低

数
日
は
か
か
る
。
費
用
も
無
視
は
で
き
ま
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
賀
宴
は
毎
年
恒
例
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
で
は

な
ぜ
こ
の
年
に
太
宰
府
の
長
官
（
大
宰
帥
）
大
伴
旅
人
宅
で
こ
の
よ
う
な
催
し
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
答
え
に
つ
い
て
は
中
西
進
氏
は
、
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
以
下
の
所
論
は
飯
島
の
推
論
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て

お
き
た
い
。

実
は
天
平
二
年
の
前
年
、
神
亀
六
年
二
月
に
は
長
屋
王
の
変
が
あ
っ
た
。
長
屋
王
が
国
家
を
転
覆
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う

誣
告
が
あ
り
、
糾
問
さ
れ
た
長
屋
王
が
自
尽
、
そ
の
妻
と
子
息
四
人
が
自
経
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
自
尽
、
自
経
と
も
に
み
ず
か
ら

死
を
選
ぶ
こ
と
。
む
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
追
い
込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
藤
原
不
比
等
の
息
子
達
四
兄
弟
、
武
智
麻
呂
・
房

前
・
宇
合
・
麻
呂
ら
に
よ
る
陰
謀
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
日
本
史
の
常
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
八
月
五
日
に
改
元
し
て
天
平
元

年
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
同
月
十
日
、
四
兄
弟
の
妹
藤
原
光
明
子
が
皇
后
と
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
時
の
天
皇
は
聖
武
天
皇
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
母
が
藤
原
不
比
等
の
娘
宮
子
で
あ
る
聖
武
天
皇
（
父
は
天
武
天
皇
の
孫
文
武
天
皇
）
が
不
比
等
の
娘
を
皇
后
と
し
、
不
比
等
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の
息
子
達
が
政
治
権
力
を
握
る
構
図
が
確
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
出
来
事
と
大
伴
旅
人
、
そ
し
て
彼
の
手
に
な
る
「
梅
花
謌
卅
二
首
并
序
」
は
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

こ
と
は
壬
申
の
乱
（
六
七
二
）
に
遡
る
か
ら
、
少
し
く
迂
遠
な
話
で
あ
る
。
天
智
天
皇
の
遺
子
で
あ
る
大
友
皇
子
を
い
た
だ
く

勢
力
と
、
大
海
人
皇
子
（
後
の
天
武
天
皇
）
を
担
ぎ
上
げ
る
勢
力
と
の
戦
い
で
あ
っ
た
が
、
大
海
人
方
が
勝
利
す
る
と
、
即
位
し

た
天
武
天
皇
は
次
々
と
中
央
集
権
的
な
施
策
（
当
時
と
し
て
は
、
唐
帝
国
に
倣
っ
た
最
も
近
代
的
な
政
治
形
態
）
を
敷
き
、
崩
御

（
六
八
六
）
後
は
持
統
天
皇
（
天
智
皇
女
）
が
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
。
そ
の
後
、
天
武
と
持
統
の
子
で
あ
る
草
壁
皇
子
が
皇
太
子
で
あ

っ
た
が
、
夭
折
し
た
た
め
、
そ
の
子
（
天
武
孫
）
の
文
武
天
皇
が
即
位
す
る
。
し
か
し
そ
の
子
首お

び
と
の
み
こ

皇
子
が
幼
年
の
た
め
、
文
武
の
後

は
天
智
の
娘
で
草
壁
皇
子
妃
で
あ
っ
た
元
明
、
そ
し
て
文
武
の
姉
の
元
正
と
女
性
天
皇
が
続
い
て
い
る
。
む
ろ
ん
将
来
首
皇
子
（
後

の
聖
武
天
皇
）
を
即
位
さ
せ
る
ま
で
の
方
便
、
異
例
の
天
皇
位
継
承
で
あ
る
。
結
果
的
に
天
武
天
皇
以
降
は
皇
親
が
政
治
の
中
枢
を

に
な
い
、
旧
来
の
豪
族
だ
け
で
は
な
く
、
乙
巳
の
変
（
六
四
五
年
）
で
中
大
兄
皇
子
、
後
の
天
智
天
皇
が
蘇
我
氏
を
打
ち
倒
す
の
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
藤
原
鎌
足
の
息
子
不
比
等
を
筆
頭
と
す
る
官
僚
が
そ
れ
を
支
え
る
と
い
う
形
態
が
続
い
た
の
で
あ
る
。
藤

原
不
比
等
は
文
武
・
元
明
・
元
正
各
天
皇
に
仕
え
た
。

そ
の
中
で
大
伴
旅
人
は
養
老
二
（
七
一
八
）
年
三
月
三
日
、
従
四
位
上
で
参
議
を
経
ず
に
突
然
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

五
四
歳
で
あ
る
。
旅
人
は
古
来
よ
り
の
名
族
で
あ
る
大
伴
氏
の
御
曹
司
で
、
父
安
麻
呂
は
文
武
・
元
明
両
天
皇
に
仕
え
、
没
す
る
時

は
正
三
位
大
納
言
大
将
軍
で
あ
っ
た
。
ま
た
祖
父
長
徳
は
孝
徳
天
皇
の
時
に
右
大
臣
を
務
め
て
い
る
。
ま
た
前
年
ま
で
非
参
議
正
三

位
式
部
卿
で
あ
っ
た
長
屋
王
（
天
武
皇
子
の
高
市
皇
子
の
息
、
こ
の
時
三
八
歳
と
も
四
四
歳
と
も
）
も
突
然
同
日
正
三
位
大
納
言

（
兼
式
部
卿
）
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
時
に
公
卿
の
筆
頭
は
右
大
臣
藤
原
不
比
等
、
長
屋
王
は
次
席
で
あ
り
、
旅
人
は
前
年
に
参
議

に
任
ぜ
ら
れ
た
不
比
等
の
次
男
房
前
を
越
階
し
て
の
叙
任
で
あ
る
。

旅
人
は
そ
れ
以
前
、
和
銅
三
（
七
一
〇
）
年
に
は
四
六
歳
で
正
五
位
上
に
叙
せ
ら
れ
、
左
将
軍
（
大
将
軍
）
と
な
っ
て
い
る
。
同
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四
年
に
は
従
四
位
下
、
霊
亀
元
（
七
一
五
）
年
正
月
に
従
四
位
上
に
昇
叙
、
五
月
に
は
中
務
卿
と
な
っ
た
。
軍
事
を
に
な
う
名
族
の

御
曹
司
で
父
も
祖
父
も
高
名
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ほ
ど
急
激
に
位
階
を
上
げ
て
き
た
と
も
見
え
な
い
。
し
か
し
、
養
老

二
年
の
任
中
納
言
（
兼
中
務
卿
）
は
異
例
で
、
政
治
の
中
枢
に
突
然
姿
を
現
し
た
、
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
長
屋
王
と
い
い
旅
人

と
い
い
、
や
は
り
背
後
に
は
誰
か
の
何
ら
か
の
思
惑
が
働
い
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
誰
で
あ
り
、
何
で
あ
っ
た
の
か
は
明
確
で

は
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
こ
の
年
に
養
老
律
令
が
撰
進
さ
れ
る
こ
と
や
、
翌
養
老
三
年
六
月
に
は
皇
太
子
首
皇
子
が
初
め
て
朝
政
に

参
画
す
る
こ
と
が
関
連
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
同
年
十
月
に
は
元
正
天
皇
の
勅
が
あ
り
皇
太
子
（
時
に
一
九
歳
）
が

ま
だ
若
く
て
政
治
に
も
疎
い
（「
然
年
歯
猶
稚
。
未
閑
政
道
。」）
の
で
、
舎
人
親
王
・
新
田
部
親
王
の
二
人
に
皇
太
子
を
輔
翼
せ
よ

と
命
じ
て
い
る
こ
と
の
方
が
大
き
く
関
連
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
首
皇
子
の
将
来
を
案
じ
る
元
正
天
皇
が
、
彼
の
将

来
を
皇
親
と
古
来
か
ら
の
名
族
に
託
す
、
一
連
の
動
き
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
翌
養
老
四
年
三
月
に
は
旅
人
は
隼
人
の
反
乱
の
鎮
圧
の
た
め
に
征
隼
人
持
節
大
将
軍
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
五
月

に
は
舎
人
親
王
ら
の
働
き
で
『
日
本
紀
』
が
撰
進
さ
れ
る
中
で
、
八
月
に
な
っ
て
藤
原
不
比
等
の
病
気
が
篤
く
な
り
、
三
日
に
は
薨

じ
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
翌
日
に
は
舍
人
親
王
を
知
太
政
官
事
と
し
、
新
田
部
親
王
を
知
五
衛
及
授
刀
舍
人
と
す
る
詔
が
出
さ
れ
る
。

政
治
と
軍
事
を
皇
親
に
支
配
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
二
日
に
は
副
将
軍
を
現
地
に
残
し
て
旅
人
だ
け
京
に
戻
る
べ
し
と
い
う

勅
が
出
さ
れ
、
不
比
等
亡
き
後
の
治
安
対
策
を
講
じ
る
。
さ
ら
に
加
え
れ
ば
、
一
○
月
二
三
日
に
な
っ
て
長
屋
王
と
旅
人
を
故
右
大

臣
不
比
等
の
第
に
遣
わ
し
て
、
贈
太
政
大
臣
正
一
位
の
詔
を
告
げ
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
二
人
に
対
す
る
元
正
の
信
頼
が
見
え
る
と
言

っ
て
良
い
だ
ろ
う

翌
養
老
五
年
正
月
、
長
屋
王
は
従
二
位
右
大
臣
に
叙
任
さ
れ
る
。
席
次
上
は
知
太
政
官
事
の
一
品
舎
人
親
王
の
方
が
上
だ
が
、
む

ろ
ん
親
王
は
突
然
朝
政
に
参
画
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
長
屋
王
が
指
導
的
立
場
に
立
っ
た
の
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
旅
人
は

中
納
言
兼
中
務
卿
は
そ
の
ま
ま
だ
が
、
従
三
位
に
昇
叙
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
旅
人
の
上
席
に
は
大
納
言
多
治
比
真
人
池
守
し
か
い
な
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い
。
多
治
比
氏
は
王
孫
系
の
一
族
で
、
池
守
の
父
で
あ
る
嶋
は
天
武
天
皇
の
時
代
に
右
大
臣
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

時
公
卿
上
位
三
人
ま
で
が
皇
族
・
皇
親
系
の
人
物
で
あ
り
、
旅
人
は
そ
の
次
の
席
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
旅
人
の
次
席
（
二
日
遅
れ
て
叙
任
）
の
従
三
位
中
納
言
巨
勢
朝
臣
祖
父
は
古
く
か
ら
の
豪
族
（
巨
勢
氏
自
身
は
王
孫

系
を
称
し
た
ら
し
い
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
よ
う
や
く
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
が
ご
と
く
に
、
さ
ら
に
四
日
遅
れ
て
次
席
の
従

三
位
中
納
言
に
不
比
等
の
長
男
武
智
麻
呂
が
叙
任
さ
れ
て
い
る
。
参
議
を
経
ず
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
旅
人
と
同
様
で
あ
る
。
そ

し
て
さ
ら
に
そ
の
下
に
不
比
等
次
男
の
参
議
従
三
位
房
前
が
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
、
朝
堂
は
皇
親
と
古
く
か
ら
の
豪
族
に
牛
耳
ら
れ
た
と
言
っ
て
良
い
。
加
え
て
、
長
屋
王
は
高
市
皇
子
の

子
で
あ
る
か
ら
、
草
壁
皇
子
の
子
で
あ
る
元
正
天
皇
と
は
従
兄
弟
で
あ
り
、
妻
の
吉
備
内
親
王
は
元
正
天
皇
の
妹
で
あ
っ
た
。
元
正

天
皇
は
母
で
あ
る
前
代
の
元
明
天
皇
と
同
様
、
折
々
に
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
と
思
わ
れ
、
積
極
的
に
こ
の
よ
う
な
政

治
状
況
を
作
り
出
し
た
と
想
わ
れ
る
。

さ
て
、
し
ば
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
状
態
が
続
く
。
養
老
八
（
七
二
四
）
年
に
い
た
っ
て
、
元
正
天
皇
は
譲
位
し
、
首
皇
太
子
が
受

禅
し
て
聖
武
天
皇
と
な
る
。
受
禅
当
日
改
元
し
て
神
亀
元
年
二
月
四
日
、
長
屋
王
は
正
二
位
左
大
臣
に
叙
任
さ
れ
、
巨
勢
朝
臣
祖
父
、

大
伴
旅
人
、
藤
原
武
智
麻
呂
ら
の
中
納
言
は
同
日
揃
っ
て
正
三
位
に
昇
叙
さ
れ
る
。
同
時
に
参
議
藤
原
房
前
も
正
三
位
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
出
来
事
は
事
前
の
周
到
な
準
備
の
元
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
ま
で
は
元
正

天
皇
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
う
ま
く
い
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
神
亀
三
（
七
二
六
）
年
不
比
等
の
三
男
宇
合
が
従
三
位
非
参
議
式
部
卿
と
な
り
、
翌
神
亀
四
年
一
○
月
五
日
に
聖
武

天
皇
の
初
の
皇
子
基
王
が
誕
生
す
る
と
、
通
説
に
よ
れ
ば
そ
の
誕
生
間
も
な
い
時
期
の
立
太
子
（
一
一
月
二
日
）
が
聖
武
天
皇
と
長

屋
王
と
の
不
和
の
元
に
な
っ
た
と
す
る
が
、
翌
年
九
月
一
三
日
に
基
王
が
夭
折
す
る
と
、
権
勢
・
人
望
と
も
他
を
圧
倒
し
て
い
た
長

屋
王
に
対
し
て
、
基
王
の
母
藤
原
光
明
子
が
、
さ
ら
に
そ
の
兄
弟
の
武
智
麻
呂
・
房
前
・
宇
合
ら
が
、
そ
し
て
聖
武
天
皇
自
身
が
不
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安
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
神
亀
六
（
七
二
九
）
年
二
月
一
○
日
、
長
屋
王
の
変
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
朝
堂

の
事
実
上
の
筆
頭
者
で
あ
る
実
力
者
が
、
誣
告
に
よ
っ
て
藤
原
宇
合
ら
が
率
い
る
六
衛
府
（
衛
門
府
・
左
右
衛
士
府
・
左
右
兵
衛
府

の
五
衛
府
に
、
神
亀
五
年
授
刀
舎
人
寮
が
中
衛
府
に
改
組
さ
れ
て
都
合
六
衛
府
、
つ
ま
り
宮
都
の
軍
備
す
べ
て
で
あ
る
）
の
軍
人
に

よ
っ
て
邸
宅
を
囲
ま
れ
、
そ
の
罪
を
糾
問
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
翌
日
長
屋
王
は
自
尽
し
、
妻
の
吉
備
内
親
王
と
膳
夫
王
、
桑
田
王
、

葛
木
王
、
鉤
取
王
ら
四
男
は
自
経
し
た
。
そ
し
て
三
月
四
日
に
は
大
伴
旅
人
を
越
え
て
藤
原
武
智
麻
呂
が
大
納
言
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
実
は
、
大
伴
旅
人
は
平
城
京
に
い
な
か
っ
た
。

五
　
大
宰
帥
大
伴
旅
人

旅
人
は
神
亀
四
年
遅
く
と
も
六
月
ま
で
に
は
大
宰
帥
と
し
て
太
宰
府
に
下
っ
て
い
る
こ
と
が
『
万
葉
集
』
の
記
載
か
ら
わ
か
っ
て

い
る
。
し
か
も
長
年
連
れ
添
っ
た
妻
大
伴
郎
女
を
伴
っ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
太
宰
府
で
亡
く
し
て
い
る
。
こ
の
赴
任
が
藤
原
四
兄
弟

の
陰
謀
、
つ
ま
り
実
質
的
な
左
遷
で
あ
る
と
も
、
軍
事
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
中
国
文
化
へ
の
造
詣
を
買
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
も

言
う
が
、
老
齢
（
六
四
歳
）
で
の
下
向
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
陰
謀
説
の
方
が
納
得
し
や
す
い
。
大
伴
旅
人
の
軍
事
的
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
を
平
城
京
か
ら
遠
ざ
け
て
お
け
ば
、
藤
原
氏
に
と
っ
て
は
い
ざ
と
い
う
と
き
に
安
心
だ
か
ら
だ
。
不
比
等
が
亡
く
な
っ
た

時
に
元
正
天
皇
が
隼
人
遠
征
中
の
旅
人
を
呼
び
戻
し
て
い
る
の
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
。
今
度
の
国
家
の
一
大
事
（
実

質
的
に
は
ク
ー
デ
タ
ー
）
に
は
、
旅
人
は
呼
び
戻
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

長
屋
王
の
変
後
、
六
月
二
○
日
に
、
左
京
職
に
背
中
に
「
天
王
貴
平
知
百
年
」
と
文
字
が
あ
る
亀
が
献
上
さ
れ
る
。
そ
れ
を
受
け

て
八
月
五
日
神
亀
六
年
が
天
平
元
年
と
改
元
さ
れ
る
。
そ
し
て
同
一
○
日
に
は
、
そ
れ
ま
で
た
だ
の
正
三
位
藤
原
夫
人
だ
っ
た
光
明

子
が
皇
后
に
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
皇
族
以
外
か
ら
の
立
后
は
初
め
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
手
際
の
良
い
進
め
方
が
、
偶
然
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の
出
来
事
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
、
皇
太
子
が
夭
折
し
、
さ
ら
に
長
屋
王
の
変
、
そ
の
後
の
一
連
の
出
来
事
を
旅
人
は

太
宰
府
で
聞
い
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

長
屋
王
の
変
の
直
後
と
思
わ
れ
る
時
期
、
太
宰
少
弐
小
野
老
が
歌
を
残
し
て
い
る（

７
）。

あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の
薫に

ほ

ふ
が
ご
と
く
今
盛
り
な
り
（
巻
第
三
、
三
二
八
）

教
科
書
に
も
載
せ
ら
れ
る
有
名
な
歌
だ
が
、
こ
の
歌
を
小
野
老
が
長
屋
王
事
件
の
後
に
太
宰
府
で
披
露
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

長
屋
王
の
変
を
知
っ
て
い
て
歌
っ
た
歌
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
歌
に
は
続
け
て
防
人
司
佑
大
伴
四
綱
の
歌
が
二
首
、

や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
敷
き
ま
せ
る
国
の
う
ち
に
は
都
し
思
ほ
ゆ
（
三
二
九
）

藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
奈
良
の
都
を
思
ほ
す
や
君
（
三
三
〇
）

そ
の
後
に
大
宰
帥
大
伴
旅
人
の
歌
が
五
首
、

わ
が
盛
り
ま
た
を
ち
め
や
も
ほ
と
ほ
と
に
奈
良
の
都
を
見
ず
か
な
り
な
む
（
三
三
一
）

わ
が
命
も
常
に
あ
ら
ぬ
か
昔
見
し
象き

さ

の
小
川
を
行
き
て
見
む
た
め
（
三
三
二
）

浅
茅
原
つ
ば
ら
つ
ば
ら
に
物
思
へ
ば
古
り
に
し
里
し
思
ほ
ゆ
る
か
も
（
三
三
三
）

忘
れ
草
わ
が
紐
に
付
く
香
具
山
の
古
り
に
し
里
を
忘
れ
む
が
た
め
（
三
三
四
）

わ
が
行
き
は
久
に
は
あ
ら
じ
夢
の
わ
だ
瀬
に
は
な
ら
ず
て
淵
に
て
あ
り
こ
そ
（
三
三
五
）
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造
筑
紫
観
世
音
寺
別
当
で
あ
っ
た
沙
弥
満
誓
が
一
首
、

し
ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
綿
は
身
に
着
け
て
い
ま
だ
は
着
ね
ど
暖
け
く
見
ゆ
（
三
三
六
）

さ
ら
に
最
後
に
山
上
憶
良
が
宴
を
終
わ
り
に
す
る
歌
と
し
て
著
名
な
一
首
、

憶
良
ら
は
今
は
ま
か
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
れ
そ
の
母
も
吾
を
待
つ
ら
む
そ
（
三
三
七
）

が
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
を
太
宰
府
で
の
同
一
の
宴
で
歌
わ
れ
た
と
見
る
限
り（

８
）、

平
城
京
で
聖
武
天
皇
の
元
に
て
わ
が
世
の
春
を
謳

歌
す
る
藤
原
四
兄
弟
と
、
か
つ
て
の
長
屋
王
勢
力
の
有
力
な
一
員
と
し
て
の
旅
人
の
境
遇
の
対
比
を
、
こ
の
場
に
い
た
者
が
共
有
し

て
い
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
旅
人
は
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
太
宰
府
に
お
い
て
、
政
治
的
に
窮
地
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
年
一
○
月
七
日
に
旅
人
は
一
面
の
和
琴
を
藤
原
房
前
に
贈
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
添
え
た
手
紙
に
は
、
そ
の
琴
が
対
馬
結
石
山

で
採
れ
た
梧
桐
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
、
夢
に
娘
の
姿
と
し
て
現
れ
て
身
の
上
を
述
べ
た
後
に
、「
質
麁あ

ら

く
し
て
音
少
し
き
を
顧
み

ず
、
恒
に
君
子
の
左
琴（

９
）と

な
ら
む
こ
と
を
希
ふ
」
と
言
っ
て
、
歌
を
詠
ん
だ
と
書
き
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
か
に
あ
ら
む
日
の
時
に
か
も
音こ

ゑ

知
ら
む
人
の
膝
の
上へ

わ
が
枕
か
む
（
巻
五
、
八
一
〇
）

「
琴
の
音
を
知
る
人
の
膝
の
上
を
枕
と
し
て
鳴
る
の
は
い
つ
の
日
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
の
は
、
和
琴
は
膝
の
上
に
か
き
寄
せ
て
鳴

ら
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
旅
人
は
そ
れ
に
応
え
て
次
の
歌
を
返
し
た
と
い
う
。

五
五

「
令
和
」
と
『
万
葉
集
』



言
問
は
ぬ
樹
に
は
あ
り
と
も
う
る
は
し
き
君
が
手
馴
れ
の
琴
に
し
あ
る
べ
し
（
八
一
一
）

言
葉
を
言
え
な
い
樹
木
で
は
あ
っ
て
も
、
君
子
の
手
馴
れ
の
琴
に
な
る
こ
と
は
で
き
る
よ
と
さ
と
し
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
琴
に

我
が
身
を
喩
え
て
、
鳴
ら
な
い
琴
の
よ
う
に
才
能
の
な
い
身
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
あ
な
た
の
そ
ば
に
置
い
て
く
だ
さ
い
と
乞
う
て
い

る
の
で
あ
る
。
旅
人
は
降
参
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
小
野
老
あ
た
り
か
ら
房
前
が
和
琴
を
た
し
な
む
こ
と
を
聞
き
及
び
、
そ
れ

を
頼
り
と
し
て
贈
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

中
西
進
氏
は
こ
の
八
一
一
番
歌
に
対
し
て
、

　

い
っ
た
い
旅
人
は
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
か
。「
琴
」
は
手
紙
の
中
で
も
「
君
子
の
左
琴
」
と
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
て

い
る
よ
う
に
君
子
の
愛
す
る
物
で
あ
り
、
房
前
が
琴
を
愛
す
る
君
子
で
あ
る
こ
と
を
、
暗
に
い
お
う
と
し
て
い
る
。
の
み
な
ら

ず
旅
人
は
琴
に
わ
が
身
を
た
と
え
て
歌
を
贈
る
の
だ
が
、
さ
て
そ
の
琴
と
は
対
馬
と
い
う
絶
海
の
孤
島
に
あ
っ
て
自
然
の
風
光

の
な
か
に
育
ち
、
役
に
立
つ
と
か
立
た
な
い
か
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
を
超
越
し
て
過
ご
し
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
あ
り
方

こ
そ
、
旅
人
が
い
ま
自
分
の
立
場
と
し
て
都
の
房
前
に
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
あ
り
方
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　

そ
う
し
て
み
る
と
「
な
に
も
物
を
い
わ
な
い
木
で
は
あ
っ
て
も
、
立
派
な
あ
な
た
の
親
し
い
琴
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
で
し

ょ
う
」
と
は
、
こ
と
ば
少
な
く
と
も
わ
か
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
切
な
い
願
い
が
こ
め
ら
れ
、
し
か
も
、
わ
が
身
を
あ
な
た
の
ま

さ
ぐ
る
琴
だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
い
い
知
れ
ぬ
み
じ
め
さ
が
あ
る
。
ま
し
て
や
わ
が
身
は
都
か
ら
遠
く
用
・
無
用
の
あ
い
だ

に
過
ご
し
て
き
た
と
は
、
全
面
的
な
降
伏
宣
言
で
は
な
い
か
。

　

旅
人
は
天
皇
家
随
一
の
、
古
来
の
名
族
大
伴
氏
の
棟
梁
で
あ
る
。
し
か
も
時
に
齢
六
十
五
歳
、
房
前
は
十
六
も
下
の
四
十
九

歳
で
あ
っ
た
。
い
か
に
屈
辱
的
で
あ
っ
た
か
は
、
察
す
る
に
あ
ま
り
あ
ろ
う
。
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と
記
す
。

記
紀
に
よ
れ
ば
、
武
烈
天
皇
に
後
嗣
が
な
か
っ
た
の
で
遠
く
越
前
か
ら
応
神
天
皇
五
世
孫
を
探
し
出
し
て
継
体
天
皇
と
し
て
推
戴

し
た
の
は
大
伴
金
村
で
あ
る
。
金
村
も
そ
の
子
咋
も
軍
事
・
外
交
で
活
躍
し
た
。
咋
の
子
長
徳
は
孝
徳
朝
で
右
大
臣
を
務
め
る
。
壬

申
の
乱
で
は
そ
の
兄
弟
で
あ
る
吹
負
・
馬
来
田
、
長
徳
の
子
で
あ
る
御
行
・
安
麻
呂
は
、
大
海
人
方
に
つ
い
て
軍
事
的
に
大
活
躍
し

て
い
る
。
安
麻
呂
は
旅
人
の
父
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
大
伴
氏
は
恒
に
天
皇
家
に
近
く
、
支
え
続
け
て
き
た
名
族
な
の
で
あ
っ
た
。

旅
人
は
わ
が
身
と
言
う
よ
り
、
お
そ
ら
く
大
伴
氏
と
い
う
一
族
を
救
い
、
天
皇
家
を
支
え
、
仕
え
続
け
る
と
い
う
名
分
を
保
つ
た

め
に
膝
を
屈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
野
老
か
ら
長
屋
王
の
変
の
全
貌
を
聞
き
及
び
、
政
局
が
ど
こ
へ
進
む
か
を
し
ば
ら
く
観
察
し
た

後
、
そ
う
す
る
こ
と
を
決
め
た
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

藤
原
房
前
か
ら
は
翌
月
十
一
月
八
日
付
け
で
早
速
返
事
が
来
た
。
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
歌
は

言
問
は
ぬ
木
に
も
あ
り
と
も
我
が
背
子
が
手
馴
れ
の
御
琴
地
に
置
か
め
や
も
（
八
一
二
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
あ
な
た
を
お
ろ
そ
か
に
は
し
ま
せ
ん
よ
、
と
い
う
良
い
返
事
で
あ
る
。
旅
人
は
ほ
っ
と
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

中
西
進
氏
は
前
の
文
章
に
続
け
て
、

　

た
だ
、
こ
の
屈
辱
を
救
っ
た
も
の
は
、
わ
ず
か
に
旅
人
の
風
雅
の
意
識
で
あ
っ
た
ろ
う
。
詩
・
琴
を
介
し
て
交
わ
り
あ
う
と

い
う
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
世
俗
の
政
治
上
の
屈
辱
か
ら
魂
を
救
済
し
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
旅
人

に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
強
固
な
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
旅
人
の
心
中
の
政
治
的
な
屈
辱
を
、
文
雅
の
道
の
み
が
そ
そ
ぎ
得
た
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
旅

人
に
と
っ
て
政
治
の
季
節
は
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

五
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六
　
ま
と
め
―
再
び
『
万
葉
集
』
巻
第
五
「
梅
の
花
の
歌
三
十
二
首
并
せ
て
序
」
に
つ
い
て

藤
原
房
前
か
ら
の
返
書
は
、
お
そ
ら
く
師
走
に
入
っ
た
頃
に
太
宰
府
に
届
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
旅
人
に
と
っ
て
朗
報
で
あ

っ
た
。
長
屋
王
の
変
の
報
せ
が
届
い
た
と
き
は
、
も
う
都
に
は
帰
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
案
じ
た
が
、
ど
う
や
ら
最
悪
の
事
態
は

回
避
で
き
た
の
で
あ
る
。
早
速
太
宰
府
管
内
の
各
国
に
、
年
頭
の
行
事
が
一
段
落
し
た
ら
梅
の
花
の
宴
を
催
す
か
ら
、
来
ら
れ
る
者

は
太
宰
府
に
来
る
よ
う
に
と
で
も
連
絡
し
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
太
宰
府
管
内
全
域
で
は
な
い
と
し
て
も
、
辺
境
の
各
国
司
も

含
め
た
諸
官
人
が
旅
人
の
私
邸
に
集
え
た
の
で
あ
る
。

そ
の
宴
は
、
私
邸
に
咲
く
梅
花
を
詠
ず
る
と
い
う
、
文
雅
に
ふ
さ
わ
し
い
風
趣
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
再
び
都
に
帰
還
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
希
望
に
も
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

中
西
進
氏
は
、
そ
の
喜
び
を
「
令
和
」
と
い
う
元
号
に
込
め
た
の
で
あ
る
。「
令
和
」
は
「
う
る
わ
し
い
平
和
」
と
理
解
し
て
良

い
と
氏
は
言
う
。
私
は
「
う
る
わ
し
い
な
ご
み
」
で
も
良
い
と
思
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
元
号
の
典
拠
は
、
激
し
い
政
争
を
く

ぐ
り
抜
け
て
、
新
し
い
時
代
に
向
け
て
そ
れ
ま
で
に
な
い
文
雅
の
営
み
を
、
敵
味
方
の
区
別
を
な
く
し
て
な
ご
ん
で
作
り
上
げ
よ
う

と
い
う
意
趣
に
満
ち
た
序
文
か
ら
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
に
中
西
進
氏
は
内
閣
官
房
に
レ
ク
チ
ャ
ー
し
た
に

違
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
安
倍
晋
三
首
相
の
談
話
に
「
こ
の
「
令
和
」
に
は
、
人
び
と
が
美
し
く
心
を
寄
せ
合
う
中
で
、
文
化
が
生

ま
れ
育
つ
、
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。」
と
い
う
表
現
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
単
純
に
「
時
に
、
初し

よ
し
ゆ
ん春の

令れ
い
げ
つ月

に

し
て
、
気
淑よ

く
風
和や

は
らぎ

」
と
い
う
訓
読
だ
け
か
ら
は
導
き
出
せ
な
い
内
容
で
あ
る
。

明
治
も
大
正
も
昭
和
も
、
中
国
の
代
表
的
な
経
典
か
ら
採
ら
れ
た
、
い
ず
れ
も
政
治
的
な
内
容
を
持
つ
元
号
で
あ
っ
た

）
（1
（

。
し
か
し

令
和
は
「
政
治
の
こ
と
な
ど
も
う
良
い
、
皆
で
仲
良
く
風
雅
の
道
を
始
め
よ
う
、」
と
い
う
非
常
に
文
芸
的
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
の
首
相
の
談
話
な
の
で
あ
る
。
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そ
う
し
て
み
れ
ば
や
は
り
、「
令
和
」
の
典
拠
は
「
蘭
亭
序
」
で
も
「
帰
田
賦
」
で
も
な
く
、
や
は
り
『
万
葉
集
』
巻
第
五
の

「
梅
の
花
の
歌
三
十
二
首
并
せ
て
序
」
な
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
最
新
の
中
西
進
氏
の
文
章
か
ら
一
つ
引
用
し
て
、
こ
の
稿
を
終
え
る
こ
と
と
す
る
。

　

い
み
じ
く
も
「
平
成
」
の
三
十
年
四
ヵ
月
、
日
本
は
一
度
も
戦
争
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
災
害
に
見
舞
わ
れ
、
平
成

の
世
に
懸
命
に
守
っ
て
き
た
平
和
と
は
、
ま
さ
に
「
令
な
る
和
」
で
あ
り
、
わ
た
し
は
こ
れ
こ
そ
を
「
う
る
わ
し
き
平
和
」
と

呼
び
た
い
の
で
す
。「
明
治
」
の
よ
う
な
統
治
者
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
も
な
く
、
現
在
の
政
治
を
改
め
て
主
権
在
民
の
世
の
中
を

作
ろ
う
と
い
う
「
大
正
」
で
も
な
い
。
戦
乱
の
世
を
治
め
て
昭
ら
か
な
和
を
作
ろ
う
と
い
う
「
昭
和
」
で
も
な
い
。
今
あ
る
平

和
な
世
の
中
を
、
よ
り
美
し
い
も
の
と
し
て
築
き
上
げ
て
い
こ
う
と
い
う
「
和
」
へ
の
働
き
か
け
が
「
令
和
」
で
し
ょ
う
。
さ

ら
に
言
え
ば
、「
令
和
」
は
平
和
を
希
求
す
る
民
衆
の
叫
び
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（『
令
和
の
力
、
万
葉
集
の
力
』
よ
り
、
令
和
元
年
一
一
月
一
日
刊
、
短
歌
研
究
社
）

天
平
二
年
末
頃
に
、
旅
人
は
無
事
帰
京
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
明
け
て
天
平
三
年
正
月
、
旅
人
は
従
二
位
大
納
言
に
昇
叙
さ
れ
る
。

が
、
七
月
に
没
す
る
こ
と
に
な
る
。

【
註
】

（
１
）　

現
代
の
主
な
『
万
葉
集
』
注
釈
で
当
該
部
分
を
ど
う
訓
読
し
て
い
る
か
を
左
に
示
す
。

　
　
　

伊
藤
博
（
角
川
文
庫
ソ
フ
ィ
ア
）「
初し

よ
し
ゆ
ん春の

令れ
い
げ
つ月

に
し
て
、
気
淑よ

く
風
和や

は

ら
ぐ
。
梅
は
鏡け

い
ぜ
ん前

の
粉ふ

ん

を
披ひ

ら

く
、
蘭
は
佩は

い

後
の
香か

う

を
薫く

ゆ

ら
す
。」

　
　
　

桜
井
満
（
旺
文
社
文
庫
）「
初し

よ
し
ゆ
ん春の

令れ
い
げ
つ月

に
し
て
、
気
淑よ

く
風
和や

は

ら
ぎ
、
梅
は
鏡き

や
う
ぜ
ん前の

粉ふ
ん

を
披ひ

ら

き
、
蘭ら

ん

は
佩は

い

後
の
香か

う

を
薫か

を

ら
す
。」

五
九

「
令
和
」
と
『
万
葉
集
』



　
　
　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
初し

よ
し
ゆ
ん春の

令れ
い
げ
つ月

、
気
淑う

る
はし

く
風
和や

は

ら
ぐ
。
梅
は
鏡き

や
う
ぜ
ん前の

粉こ

に
披ひ

ら

き
、
蘭ら

ん

は
佩は

い

後
の
香か

を
りに

薫か
を

る
。」

　
　
　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
「
初し

よ
し
ゆ
ん春の

令れ
い
げ
つ月

に
し
て
、
気
淑よ

く
風
和や

は
らぐ

。
梅
は
鏡き

や
う
ぜ
ん前の

粉ふ
ん

を
披ひ

ら

き
、
蘭
は
佩は

い
ご後

の
香か

う

を
薫か

を

ら
す
。」

　
　
　

い
ず
れ
も
訓
読
の
仕
方
が
中
西
氏
と
は
違
っ
て
い
る
。

（
２
）　

新
元
号
「
令
和
」
の
持
つ
問
題
点
と
し
て
当
初
指
摘
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
論
点
を
う
ま
く
ま
と
め
て
、
中
西
進
氏
と
は
違
う
視
点
か
ら
説
い
て
い
る

書
物
に
左
記
の
二
点
が
あ
る
。

　
　
　
『
令
和
と
万
葉
集
』
村
田
右
富
実
著
、
令
和
元
年
六
月
一
二
日
初
版
発
行
、
西
日
本
出
版
社

　
　
　
『「
令
和
」
か
ら
読
む
万
葉
集
』、
辰
巳
正
明
著
、
令
和
元
年
七
月
五
日
発
行
、
新
典
社

（
３
）　

江
戸
期
国
学
の
嚆
矢
を
飾
る
と
言
っ
て
良
い
『
万
葉
集
』
注
釈
書
。

（
４
）　

中
国
南
北
朝
時
代
、
南
朝
梁
の
昭
明
太
子
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
詩
文
集
。
隋
唐
以
前
を
代
表
す
る
文
学
作
品
の
多
く
を
網
羅
し
て
お
り
、
奈
良
平

安
時
代
の
貴
族
の
必
読
書
。

（
５
）　

永
和
九
（
三
五
三
）
年
、
王
羲
之
が
諸
賢
と
會
稽
山
に
あ
る
蘭
亭
に
集
い
、
宴
会
を
開
い
た
と
き
の
序
文
。
王
羲
之
は
奈
良
時
代
の
日
本
で
既
に
書

聖
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。
傍
線
部
が
「
梅
花
謌
卅
二
首
幷
序
」
の
典
拠
と
さ
れ
る
部
分
。「
永
和
九
年
歳
在
癸
丑
暮
春
之

初
、
會
于
會
稽
山
陰
之
蘭
亭
。
脩
禊
事
也
。
群
賢
畢
至
少
長
咸
集
此
地
。
有
崇
山
峻
領
、
茂
林
脩
竹
又
有
清
流
激
湍
。
暎
帶
左
右
引
以
爲
流
、
觴
曲

水
列
坐
。
其
次
雖
無
絲
竹
管
弦
之
盛
、
一
觴
一
詠
亦
足
以
暢
叙
幽
情
。
是
日
也
天
朗
氣
淸
惠
風
和
暢
。
仰
觀
宇
宙
之
大
俯
察
品
類
之
盛
、
所
以
遊
目

騁
懷
。
足
以
極
視
聽
之
娯
信
可
樂
也
。
夫
人
之
相
與
俯
仰
、
一
世
或
取
諸
懷
抱
悟
言
。
一
室
之
内
或
因
寄
所
託
、
放
浪
形
骸
之
外
。
雖
趣
舎
萬
殊
靜

躁
不
同
。
當
其
欣
於
所
遇
蹔
、
得
於
己
怏
然
自
足
不
知
老
。
之
將
至
及
其
所
之
既
惓
情
、
隨
事
遷
感
慨
係
之
矣
。
向
之
所
欣
俛
仰
之
閒
、
以
爲
陳
迹
。

猶
不
能
不
以
之
興
懷
、
況
脩
短
隨
化
終
期
於
盡
。
古
人
云
死
生
亦
大
矣
、
豈
不
痛
哉
。
毎
攬
昔
人
興
感
之
由
、
若
合
一
契
未
甞
不
臨
文
。
嗟
悼
不
能

喩
之
於
懷
固
、
知
一
死
生
爲
虚
誕
。
齊
彭
殤
爲
妄
作
後
之
視
。
今
亦
由
今
之
視
昔
悲
夫
故
列
叙
。
時
人
録
其
所
述
雖
世
、
殊
事
異
所
以
興
懷
其
致
一

也
。
後
之
攬
者
亦
將
有
感
於
斯
文
。」

（
６
）　

中
国
後
漢
の
文
人
・
張
衡
（
七
八
年
―
一
三
九
年
）
の
賦
。「
帰
田
」
は
「
官
職
を
辞
し
、
郷
里
の
田
園
に
帰
っ
て
農
事
に
従
う
」
こ
と
。
張
衡
は

有
能
な
官
人
で
あ
っ
た
が
時
の
皇
帝
で
あ
る
順
帝
に
疎
ま
れ
、
都
を
追
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。『
歸
田
賦
』
が
作
ら
れ
た
の
は
永
和
三
（
一
三
八
）

年
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。
冒
頭
傍
線
部
が
直
接
「
令
和
」
の
典
拠
と
指
摘
さ
れ
た
箇
処
。「
於
是
仲
春
令
月
，
時

和
氣
清
，
原
隰
鬱
茂
，
百
草
滋
榮
。
王
雎
鼓
翼
，
倉
庚
哀
鳴
，
交
頸
頡
頏
，
關
關
嚶
嚶
。
於
焉
逍
遙
，
聊
以
娯
情
。
爾
乃
龍
吟
方
澤
，
虎
嘯
山
丘
。

仰
飛
纖
繳
，
俯
釣
長
流
。
觸
矢
而
斃
，
貪
餌
呑
鈎
。
落
雲
間
之
逸
禽
，
懸
淵
沉
之
鯊
鰡
。
於
時
曜
靈
俄
景
，
繼
以
望
舒
。
極
般
游
之
至
樂
，
雖
日
夕

而
忘
劬
。
感
老
氏
之
遺
誡
，
將
回
駕
乎
蓬
廬
。
彈
五
弦
之
妙
指
，
詠
周
、
孔
之
圖
書
。
揮
翰
墨
以
奮
藻
，
陳
三
皇
之
軌
模
。
苟
縱
心
於
物
外
，
安
知
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榮
辱
之
所
如
。」

（
７
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
は
石
川
足
人
の
後
任
と
し
て
赴
任
し
て
き
た
と
す
る
が
、
太
宰
少
弐
の
定
員
は
二
名
（
職
員
令
）
で
、
入
れ
替
わ
り
と
す
る

根
拠
に
は
乏
し
い
。
小
野
老
の
歌
が
太
宰
府
で
詠
ま
れ
、
か
つ
大
伴
旅
人
同
席
の
場
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
可
能
性
と
し
て
は
神
亀
五
年
、
天

平
元
年
、
天
平
二
年
の
各
春
か
ら
初
夏
に
掛
け
て
の
三
回
し
か
な
い
が
、
神
亀
五
年
と
す
れ
ば
大
伴
郎
女
を
亡
く
し
た
ば
か
り
の
頃
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
旅
人
を
前
に
し
て
の
歌
柄
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
天
平
二
年
と
す
れ
ば
、
平
城
京
に
帰
れ
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
旅
人
の
三
三
一
番
歌
で
表
現
さ
れ
た
帰
京
に
対
す
る
弱
気
な
表
現
も
ふ
さ
わ
し
く
な
か
ろ
う
。
従
っ
て
、
小
野
老
、

大
伴
四
綱
、
沙
弥
満
誓
、
山
上
憶
良
、
大
伴
旅
人
同
席
の
宴
の
歌
と
し
て
捉
え
る
限
り
、
小
野
老
の
歌
は
天
平
元
年
の
晩
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
の

歌
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
な
ら
ば
長
屋
王
の
変
の
直
後
に
歌
わ
れ
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
小
野
朝
臣
老
は
長
屋
王
の
変
直

後
の
三
月
四
日
に
従
五
位
上
を
授
け
ら
れ
て
お
り
、
同
時
に
藤
原
朝
臣
麻
呂
が
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
長
屋
王
の
変
に

当
た
っ
て
な
ん
ら
か
の
功
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
８
）　

小
野
老
の
歌
か
ら
山
上
憶
良
の
歌
ま
で
を
並
べ
て
見
た
と
き
、
老
の
歌
を
四
綱
が
「
都
」「
奈
良
の
都
」
と
い
う
語
を
用
い
て
受
け
、「
花
が
照
り
輝

く
よ
う
に
今
が
盛
り
な
の
で
す
」
と
い
う
三
二
八
番
歌
の
表
現
を
三
三
〇
番
歌
で
「
藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
」
と
、
盛
り
な
の
は
藤
の
花

つ
ま
り
藤
原
氏
で
し
ょ
う
と
解
き
明
か
し
て
、
さ
ら
に
旅
人
に
「
そ
ん
な
奈
良
の
都
を
恋
し
く
思
わ
れ
ま
す
か
？
」
と
話
題
を
振
っ
て
い
る
。
旅
人

は
そ
れ
を
三
三
一
番
歌
で
「
私
の
盛
り
が
戻
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
き
っ
と
奈
良
の
都
を
見
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
」
と
受
け
て
、
弱

気
な
と
こ
ろ
を
見
せ
る
。
そ
の
気
分
は
三
三
五
番
歌
ま
で
続
き
、「
わ
が
行
き
は
久
に
は
あ
ら
じ
」
つ
ま
り
自
分
の
太
宰
府
暮
ら
し
は
長
く
は
な
い

（
長
生
き
で
き
な
い
）、
せ
め
て
夢
の
わ
だ
（
水
が
流
れ
ず
滞
っ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
夢
を
見
続
け
る
こ
と
）
が
瀬
に
な
ら
ず
（
流
れ
て
ゆ
か
ず
）

淵
で
あ
っ
て
ほ
し
い
（
夢
を
見
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
）、
と
嘆
く
の
を
、
満
誓
が
「
わ
だ
」
と
「
綿
」
と
を
掛
け
て
「
綿
を
着
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
け
ど
、
綿
は
暖
か
く
見
え
ま
す
な
ぁ
」
と
わ
ざ
と
茶
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
憶
良
が
「
さ
ぁ
、
宴
会
は
お
開
き
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
言

っ
て
い
る
、
と
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
歌
は
小
野
老
を
迎
え
た
太
宰
府
で
の
宴
会
と
い
う
具
体
的
な
場
に
非
常
に
密
接
に
結
び
つ
い
た
表
現
と
見
ざ
る

を
得
な
く
な
る
。
こ
の
歌
群
の
後
に
旅
人
の
「
酒
を
讃
む
る
歌
十
三
首
」
が
続
く
の
も
示
唆
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
和
歌
と
し
て
は
珍
し
い
酒

に
関
す
る
表
現
が
、
酔
い
に
沈
潜
す
る
悲
し
み
に
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
９
）　

む
ろ
ん
、「
右
書
左
琴
」
は
君
子
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
記
す
こ
と
で
房
前
を
君
子
と
し
て
称
え
る
こ
と
に
な
る
。

（
10
）　

明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
と
い
う
元
号
の
典
拠
を
左
に
示
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
ら
の
典
拠
は
み
な
古
典
的
な
漢
籍
で
、
主
に
四
書
五
経

か
ら
引
か
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
元
号
は
政
治
的
な
意
味
合
い
を
必
ず
持
つ
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
四
書
五
経
に
記
さ
れ
る
思
想
は
政

治
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

六
一

「
令
和
」
と
『
万
葉
集
』



・
明
治
→
「
聖
人
南
面
而
聴
天
下
、
嚮
明
而
治
（
聖
人
南
面
し
て
天
下
を
聴
き
、
明
に
嚮む

か

ひ
て
治
む
）」（『
易
経
』）

　

意
味
は
「
聖
人
が
北
極
星
の
よ
う
に
顔
を
南
に
向
け
て
政
治
を
す
れ
ば
、
天
下
は
明
る
い
方
向
に
向
か
っ
て
治
ま
る
」

・
大
正
→
「
大
亨
以
正
、
天
之
道
也
（
大
い
に
亨と

ほ

り
て
以
て
正
し
き
は
、
天
の
道
な
り
）」（『
易
経
』）

　

意
味
は
「
民
衆
の
言
葉
を
聞
き
、
政
治
を
正
し
く
し
て
行
く
と
い
う
の
が
天
の
道
だ
」

・
昭
和
→
「
百
姓
昭
明
、
協
和
萬
邦
（
百
姓
昭
明
に
し
て
、
萬
邦
を
協
和
す
）」（『
書
経
』）

　

意
味
は
「
人
々
は
す
べ
て
聡
明
で
、
様
々
な
国
が
仲
良
く
助
け
合
う
」

・
平
成
→
「
地
平
か
に
天
成
る
」（『
書
経
』）「
内
平
か
に
外
成
る
」（『
史
記
』）

　

意
味
は
「
天
地
、
内
外
と
も
に
平
和
が
達
成
さ
れ
る
」

　

し
か
し
令
和
に
は
「
政
治
か
ら
離
れ
て
美
を
尊
び
、
皆
で
平
和
に
暮
ら
そ
う
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
政
治
か
ら
離
れ
る
意
思
を
示

す
元
号
の
制
定
と
い
う
の
は
、
革
命
に
も
等
し
い
出
来
事
な
の
で
あ
っ
た
。
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Reiwa , the new era name in Japan, which is the only Japan using in 
the world, was required to have authority in Manyoshu . This is the first 
time that a Japanese classic has been required for the era name. It is 
an open secret that the era name was chosen by Susumu Nakanishi. It 
is understood that the meaning of making literary beauty together is 
included, and it is easy to understand that Manyoshu is appropriate.

On the relationship between the new era Reiwa
and the Manyoshu , in the time entering a new era

IIZIMA Kazuhiko
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