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聖
武
神
亀
四
年
二
月
十
三
日
夜
、
宮
中
に
雷
雨
が
降
り
、
大
風
が
吹
い
た
。
聖
武
天
皇
即
位
以
来
、
最
初
の
雷
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。

『
続
日
本
記
』
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
聖
武
治
世
二
十
六
年
間
に
お
い
て
、
雷
お
よ
び
雷
雨
に
関
す
る
記
事
は
こ
の
部
分
以
外
に
も
七

ケ
所
ほ
ど
数
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も
厄
災
を
も
た
ら
す
天
変
と
し
て
、
ま
た
は
そ
の
兆
し
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

そ
の
中
、
こ
の
記
事
を
含
め
る
と
、
宮
中
近
辺
の
雷
の
記
事
は
五
ケ
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
二
十
六
年
間
の
治
世
中
、
宮
廷
の

周
辺
に
わ
ず
か
五
回
し
か
雷
が
鳴
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
『
続
日
本
記
』
編
纂
者
は
主
と
し
て
、
雷
が
宮
中
に
何
ら
か
の
実
害
を

も
た
ら
し
た
場
合
や
農
作
物
に
甚
だ
し
い
被
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
さ
ら
に
は
雷
が
宮
中
近
辺
に
鳴
っ
た
事
実
と
そ
の
後
の
餓
謹
や
旱
勉

等
の
厄
災
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
雷
の
記
事
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
宮
中
最
大
の
実
害
を
被
っ
た
例
と
し
て
、

天
平
二
年
六
月
二
十
九
日
の
雷
雨
の
一
件
が
あ
る
。
こ
の
時
は
、
神
砥
官
の
家
屋
が
被
雷
し
、
人
や
家
畜
に
死
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
何
か

非
常
に
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
事
件
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
畏
怖
し
た
天
皇
は
新
田
部
皇
子
に
詔
勅
を
下
し
、
神
砥
官
と
と
も
に
こ
の
天
変
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
を
ト
占
さ
せ
、
さ
ら
に
幾
内
七
道
の
諸
社
に
幣
を
奉
ら
せ
た
。

1
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冒
頭
に
記
し
た
神
亀
四
年
二
月
の
雷
雨
大
風
に
関
し
て
は
具
体
的
な
被
害
状
況
の
記
録
は
見
え
ぬ
が
、
こ
れ
を
厄
災
の
兆
し
と
し
て
天
皇

は
重
視
し
た
。
そ
れ
か
ら
五
日
後
の
十
八
日
に
は
厄
災
錆
滅
を
祈
願
し
て
僧
六
百
人
、
尼
僧
三
百
人
に
金
剛
般
若
波
羅
密
経
を
読
経
さ
せ
て

い
る
。
篤
く
仏
教
を
信
奉
す
る
聖
武
天
皇
は
厄
災
錆
滅
・
国
土
安
寧
祈
願
や
新
都
（
難
波
宮
）
繁
栄
祈
願
の
た
め
に
、
し
ば
し
ば
諸
寺
や
宮

中
に
お
い
て
様
々
な
経
典
を
僧
尼
に
読
請
さ
せ
て
い
る
が
、
僧
尼
の
人
数
が
明
記
さ
れ
て
い
る
記
録
中
、
延
べ
人
数
九
百
人
と
い
う
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

読
経
会
は
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
る
。
初
期
聖
武
政
権
の
一
大
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
性
格
さ
え
感
じ
ら
れ
る
催
し
と

も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
三
日
後
の
二
月
二
十
一
日
、
天
皇
は
内
安
殿
に
文
武
百
寮
の
主
典
以
上
の
官
人
を
召
し
て
、
左
大

臣
長
屋
王
を
介
し
次
の
よ
う
な
詔
勅
を
下
す
。

2

比
者
答
徴
春
藻
、
災
気
レ
不
止
。
如
聞
、
時
政
違
乖
、
民
情
愁
怨
、
天
地
告
レ
諸
、
鬼
神
見
レ
異
。
朕
施
レ
徳
不
レ
明
、
伍
有
二
僻
訣
一
耶
。

将
百
寮
官
人
不
レ
勤
二
奉
公
一
耶
。
身
隔
二
九
重
べ
多
未
詳
委
。
宣
乙
令
其
諸
司
長
官
精
沢
下
当
司
主
典
已
上
、
労
二
心
公
務
一
清
勤
著
聞
者
、

心
挾
二
好
偽
一
不
レ
供
二
其
職
一
者
、
如
レ
此
二
色
ビ
具
レ
名
奏
聞
甲
其
善
者
、
量
与
二
昇
進
ゴ
其
悪
者
、
随
レ
状
既
瓢
。
宣
下
莫
二
隠
誰
一
幅
中

朕
意
上
焉
。

こ
の
詔
勅
が
下
さ
れ
た
直
接
的
な
動
機
は
〈
答
徴
〉
〈
災
気
〉
〈
天
地
告
誼
、
鬼
神
見
異
〉
と
い
っ
た
語
句
に
端
的
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
厄

災
お
よ
び
そ
の
兆
し
が
聖
武
治
世
下
に
現
れ
た
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
天
皇
は
こ
の
凶
事
や
凶
兆
の
原
因
を
、
自
ら
の
不
徳
に
も
あ
る
か
も

知
れ
ぬ
と
し
な
が
ら
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
律
令
官
人
の
勤
務
怠
慢
や
綱
紀
弛
緩
を
糾
弾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
主
典
以
上
の
四

部
官
に
つ
い
て
、
公
務
精
励
の
聞
こ
え
あ
る
者
と
邪
心
を
抱
い
て
公
務
に
尽
力
せ
ぬ
者
と
を
名
を
挙
げ
て
報
告
せ
よ
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

基
準
の
曖
昧
な
勤
務
評
定
と
も
い
え
る
が
、
こ
れ
が
か
な
り
急
を
告
げ
る
厳
し
い
詔
勅
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
翌
三
月
三
日
に
は
百
官
か
ら
の
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〈
官
人
善
悪
之
状
〉
が
早
く
も
奏
上
さ
れ
て
い
る
事
実
に
う
か
が
わ
れ
る
。
だ
が
、
わ
ず
か
二
週
間
余
り
で
こ
う
し
た
唐
突
な
勤
務
評
定
が

可
能
で
あ
っ
た
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
。
お
そ
ら
く
百
官
は
、
こ
の
詔
勅
を
天
皇
の
激
し
い
怒
り
の
こ
も
っ
た
勘
気
と
し
て
受
け
止
め
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
取
る
物
も
取
り
あ
え
ず
恭
順
の
意
を
表
し
た
の
が
三
月
三
日
の
奏
上
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
十
三
日
に
は

正
殿
に
お
い
て
、
善
政
の
官
人
に
賜
物
が
行
わ
れ
、
悪
政
下
等
の
官
人
は
解
拙
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
か
ら
、
天
皇
の
怒
り
は
決
し
て

一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
か
な
り
徹
底
し
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
先
帝
元
正
天
皇
の
養
老
五
年
正
月
に
も
雷
が
鳴
っ
た
と
い
う
記
事
が
『
続
日
本
紀
』
に
見
え
、
さ
ら
に
同
月
下
旬
に
立
て
続
け
に
二
回
の

地
震
が
起
こ
っ
た
と
あ
る
。
元
正
天
皇
は
こ
れ
ら
を
や
は
り
天
下
厄
災
の
兆
し
と
見
て
、
百
官
に
い
っ
そ
う
の
忠
勤
を
期
す
る
旨
の
詔
勅
を

同
月
二
十
七
日
に
下
す
。
そ
の
中
に
〈
自
今
以
去
、
若
有
風
雨
雷
震
之
異
、
各
存
極
言
忠
正
之
志
〉
と
い
う
一
節
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
聖
武

の
勘
気
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
元
正
天
皇
は
天
下
の
厄
災
は
天
子
の
不
徳
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な
地
震
や
雷

等
の
凶
兆
が
あ
っ
た
場
合
は
、
天
皇
に
（
不
徳
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
）
直
言
し
て
忠
誠
の
意
思
表
示
を
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
儒
教
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
お
け
る
理
想
的
な
君
臣
の
あ
り
よ
う
を
演
出
し
た
詔
勅
の
典
型
と
い
え
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
例
と
比
較
し
て
み
る
と
、
聖
武

天
皇
の
百
官
に
向
け
た
勘
気
の
激
し
さ
が
い
っ
そ
う
際
立
っ
て
来
る
。

　
再
び
二
月
二
十
一
日
の
詔
勅
に
戻
る
と
、
こ
こ
で
天
皇
の
い
う
〈
答
徴
〉
と
か
〈
災
気
〉
と
い
っ
た
凶
兆
と
は
、
冒
頭
の
雷
雨
大
風
で
あ

る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
れ
が
僧
尼
九
百
人
と
い
う
政
権
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
大
規
模
の
読
経
会
を
経
て
、
天
皇
の
怒
り
を

含
ん
だ
、
性
急
に
し
て
厳
格
き
わ
ま
る
官
人
の
綱
紀
粛
正
へ
と
一
気
に
畳
み
か
け
て
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
事
実
は
、
即

位
し
て
よ
う
や
く
三
年
目
に
入
っ
た
聖
武
政
権
の
実
態
の
一
端
を
示
唆
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
ま
ず
論
述
の
舳
先
を
こ
の
事

件
を
め
ぐ
る
万
葉
和
歌
の
問
題
へ
と
向
け
て
み
た
い
。

3
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2

　
『
万
葉
集
』
に
よ
る
と
、
神
亀
四
年
正
月
に
も
宮
中
周
辺
が
に
わ
か
に
曇
り
、
雷
雨
が
降
っ
た
。
こ
の
突
然
の
雷
雨
に
よ
っ
て
、
天
皇
親

衛
を
担
う
べ
き
舎
人
の
勤
務
怠
慢
、
綱
紀
弛
緩
の
事
実
が
露
見
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
関
わ
る
万
葉
歌
を
詞
書
と
左
注
を
附

し
て
次
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
　
四
年
丁
卯
春
正
月
、
勅
二
諸
王
諸
臣
等
一
散
二
禁
於
授
刀
寮
一
時
、
作
歌
一
首
併
短
歌

真
葛
は
ふ
　
春
日
の
山
は
　
う
ち
な
び
く
　
春
さ
り
ゆ
く
と
　
山
の
上
に
　
霞
棚
引
き
　
高
円
に
　
鶯
鳴
き
ぬ
　
も
の
の
ふ
の
　
八
十
伴

の
男
は
　
雁
が
音
の
　
来
継
ぐ
こ
の
頃
　
か
く
継
ぎ
て
　
常
に
あ
り
せ
ば
　
友
並
め
て
　
遊
ば
む
も
の
を
　
馬
並
め
て
　
行
か
ま
し
里
を

待
ち
が
て
に
　
わ
が
せ
し
春
を
　
か
け
ま
く
も
　
あ
や
に
畏
く
　
言
は
ま
く
も
　
ゆ
ゆ
し
く
あ
ら
む
と
　
あ
ら
か
じ
め
　
か
ね
て
知
り
せ

ば
　
千
鳥
鳴
く
　
そ
の
佐
保
川
に
　
石
に
生
ふ
る
　
菅
の
根
取
り
て
　
し
の
ふ
草
　
は
ら
へ
て
ま
し
を
　
往
く
水
に
　
喫
ぎ
て
ま
し
を

大
君
の
　
御
命
か
し
こ
み
　
も
も
し
き
の
　
大
宮
人
は
　
玉
梓
の
　
道
に
も
出
で
ず
　
恋
ふ
る
此
の
頃
（
6
・
九
四
八
）

　
　
反
歌
一
首

梅
柳
過
ぐ
ら
く
惜
し
み
佐
保
の
内
に
遊
び
し
こ
と
を
宮
も
ろ
と
ど
ろ
に
（
6
・
九
四
九
）

　
　
右
、
神
亀
四
年
正
月
数
王
子
及
諸
臣
子
等
集
二
於
春
日
野
一
而
作
二
打
毬
之
楽
』
其
日
忽
天
陰
雨
雷
電
。
此
時
宮
中
無
二
侍
従
及
侍

　
　
衛
ユ
勅
行
二
刑
罰
一
皆
散
二
禁
於
授
刀
寮
一
而
妄
不
レ
得
レ
出
二
道
路
」

作
者
名
は
未
詳
で
あ
る
が
、
詞
書
・
長
歌
本
文
・
左
注
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
〈
授
刀
寮
〉
に
〈
散
禁
〉
さ
せ
ら
れ
た
授
刀
寮
所
属
官
人
、

4



つ
ま
り
授
刀
寮
舎
人
の
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
散
禁
と
い
う
語
は
、
当
時
の
文
献
で
は
律
令
に
見
ら
れ
る
用
語
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
「
養

老
律
令
』
の
「
獄
令
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
条
が
あ
る
。

凡
禁
レ
囚
。
死
罪
枷
柾
。
婦
女
及
流
罪
以
下
。
去
レ
柾
。
其
杖
罪
散
禁
。
年
八
十
。
十
歳
。
及
廃
疾
。
懐
孕
。
休
儒
之
類
。
難
レ
犯
二
死

罪
』
亦
散
禁
。
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こ
の
条
文
は
罪
人
を
獄
に
収
容
す
る
際
の
刑
具
の
有
無
や
種
類
に
関
す
る
規
定
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
杖
罪
に
該
当
す
る
者
、
ま
た
死
罪
に

該
当
し
て
も
高
齢
者
や
不
具
者
、
妊
婦
等
は
獄
内
で
は
散
禁
せ
よ
と
あ
る
。
散
禁
と
は
、
『
令
義
解
』
の
該
当
条
文
の
注
に
〈
謂
。
不
レ
開
二

木
索
」
唯
禁
二
其
出
入
一
也
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
特
別
の
刑
具
を
用
い
ず
に
、
た
だ
禁
所
に
収
監
し
て
自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
指
す
。
つ

ま
り
本
歌
作
者
を
含
む
授
刀
寮
舎
人
は
所
属
す
る
授
刀
寮
内
の
禁
所
に
収
監
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
罪
状
に
雷
雨
の
一
件
が
絡

ん
で
い
た
事
を
左
注
が
語
っ
て
い
る
。
諸
王
以
下
の
授
刀
寮
舎
人
た
ち
は
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
彼
ら
に
課
せ
ら
れ
た
最
大
の
職
務
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

天
皇
の
侍
従
・
侍
衛
を
怠
り
、
正
月
の
春
日
山
で
何
と
打
毬
の
遊
び
に
興
じ
て
い
た
。
そ
こ
へ
突
然
の
雷
雨
が
降
り
、
彼
ら
の
職
務
サ
ボ
タ
ー

ジ
ュ
が
天
皇
に
露
見
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
往
々
に
し
て
厄
災
そ
の
も
の
に
も
な
り
、
ま
た
凶
兆
で
も
あ
る
雷
が
平
城
京
の
上
空
に
轟

き
渡
っ
て
い
る
時
に
、
天
皇
の
側
近
を
警
護
す
る
も
の
が
誰
一
人
い
な
か
っ
た
の
だ
。
彼
ら
の
被
散
禁
刑
罰
は
勅
勘
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
授
刀
寮
に
つ
い
て
、
そ
の
史
的
沿
革
や
職
掌
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
授
刀
寮
の
正
式
な
呼
称
は

授
刀
舎
人
寮
で
あ
っ
て
、
令
外
の
官
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
舎
人
は
い
う
ま
で
も
な
く
天
皇
側
近
の
私
的
な
官
人
で
あ
る
か
ら
、

授
刀
す
な
わ
ち
〈
た
ち
は
き
〉
と
い
う
命
名
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
字
通
り
武
器
を
携
え
て
絶
え
ず
天
皇
の
身
辺
護
衛
を
す
る
私

的
な
性
格
を
帯
び
た
軍
隊
と
考
え
ら
れ
る
。
『
続
日
本
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
設
置
さ
れ
た
の
は
文
武
天
皇
崩
御
の
一
月
後
、
慶
雲
四
年

5
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七
月
二
十
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
三
日
前
の
十
七
日
に
文
武
の
母
、
阿
閑
皇
女
が
即
位
し
て
い
る
。
元
明
天
皇
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時

期
に
授
刀
舎
人
寮
が
天
皇
の
身
辺
に
置
か
れ
る
と
い
う
の
は
理
に
適
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
古
代
に
お
い
て
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
争
乱
の
多
く

は
、
先
帝
の
崩
御
直
後
に
起
き
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
武
天
皇
崩
御
ま
で
の
百
年
ほ
ど
の
事
例
を
見
る
だ
け
で
も
、

推
古
天
皇
崩
御
後
の
田
村
皇
子
と
山
背
大
兄
王
、
孝
徳
天
皇
崩
御
後
の
遺
子
有
間
皇
子
と
中
大
兄
皇
子
、
天
智
天
皇
崩
御
後
の
遺
子
大
友
皇

子
と
大
海
人
皇
子
、
さ
ら
に
天
武
天
皇
崩
御
後
の
遺
子
草
壁
皇
子
と
大
津
皇
子
と
い
っ
た
皇
子
た
ち
の
皇
位
を
め
ぐ
る
対
立
・
争
乱
が
数
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
元
明
天
皇
の
周
囲
に
は
中
務
省
所
属
の
武
器
を
帯
び
た
内
舎
人
集
団
が
近
侍
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
天
皇
お
よ
び
そ
の

側
近
に
は
、
こ
う
し
た
在
来
の
制
度
に
縛
ら
れ
ぬ
、
天
皇
自
ら
の
息
の
か
か
っ
た
私
的
な
融
通
の
き
く
親
衛
兵
を
近
侍
さ
せ
て
お
く
必
要
が

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
宝
律
令
施
行
以
前
の
天
皇
と
舎
人
と
の
関
係
は
、
古
く
は
仁
徳
天
皇
が
皇
后
の
嫉
妬
の
た
め
入
内
さ
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
V

れ
ぬ
寵
姫
桑
田
玖
賀
媛
を
近
習
の
舎
人
播
磨
速
待
に
賜
っ
た
と
い
う
話
に
端
的
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
相
互
の
親
し
い
信
頼
関
係
を
基

盤
と
し
て
お
り
、
そ
れ
故
主
君
の
危
機
に
際
し
て
捨
て
身
の
忠
誠
に
殉
ず
る
舎
人
も
多
か
・
た
の
で
あ
託
・
授
刀
寮
舎
人
に
対
し
て
元

明
天
皇
ら
の
期
待
し
た
も
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
昔
な
が
ら
の
献
身
的
な
忠
誠
に
生
き
る
舎
人
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
授
刀
舎
人
寮
設
置
の
よ
り
直
接
的
な
動
機
を
〈
持
統
天
皇
以
来
の
皇
位
継
承
路
線
、
ひ
い
て
は
皇
位
継
承
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

定
者
と
し
て
の
首
皇
太
子
を
反
対
勢
力
か
ら
守
る
と
い
う
こ
と
〉
と
す
る
笹
山
晴
生
氏
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
授
刀
寮
舎
人
の
職
務
の
重
要
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
事
例
が
、
こ
の
元
明
天
皇
が
太
上
天
皇
と
し
て
崩
御
し
た
際
に
見
ら
れ
る
。
『
続
日
本
記
』

に
よ
れ
ば
、
元
明
太
上
天
皇
は
養
老
五
年
十
二
月
七
日
に
六
十
一
歳
で
崩
御
す
る
。
同
月
二
十
九
日
に
太
政
官
が
次
の
よ
う
な
議
案
を
奏
し
、

許
可
さ
れ
る
。

6

授
刀
寮
及
五
衛
府
、
別
設
二
鉦
鼓
各
一
面
べ
便
作
二
将
軍
之
号
令
一
以
為
二
兵
士
之
耳
目
ユ
節
二
進
退
動
静
」
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（
8
）

こ
こ
．
で
い
う
〈
鉦
鼓
〉
と
は
兵
士
の
指
揮
を
取
る
た
め
の
も
の
で
、
つ
ま
り
授
刀
寮
お
よ
び
五
衛
府
に
別
に
新
た
な
〈
鉦
鼓
〉
を
置
い
て
将

軍
の
指
揮
号
令
を
敏
速
な
も
の
と
し
た
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
天
皇
崩
御
直
後
の
緊
急
の
有
事
に
備
え
た
太
政
官
の
姿
勢
が
明
ら
か
に

う
か
が
わ
れ
る
奏
案
で
あ
る
。
岸
俊
男
氏
は
、
『
続
日
本
記
』
に
お
け
る
、
こ
の
記
事
お
よ
び
元
明
天
皇
崩
御
即
日
に
使
者
を
派
遣
し
て
鈴
鹿
・

不
破
・
愛
発
の
三
関
を
守
ら
し
め
た
と
い
う
記
事
、
さ
ら
に
翌
養
老
六
年
正
月
二
十
日
に
謀
反
を
証
告
し
た
と
い
う
罪
状
の
多
治
比
真
人
三

宅
麻
呂
・
乗
輿
を
指
斥
し
た
と
い
う
罪
状
の
穂
積
朝
臣
老
が
そ
れ
ぞ
れ
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
る
所
を
皇
太
子
首
皇
子
の
奏
言
に
よ
っ
て
死
一
等

を
減
ぜ
ら
れ
て
流
罪
と
な
っ
た
と
い
う
記
事
の
三
つ
に
注
目
し
、
譲
位
後
も
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
元
明
太
上
天
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
宮
廷

に
皇
位
を
め
ぐ
る
危
機
が
現
実
に
存
在
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
関
の
守
備
強
化
や
授
刀
寮
・
五
衛
府
の
有
事
へ
の

対
応
体
制
は
畿
内
中
央
で
の
争
乱
に
備
え
た
緊
急
の
施
策
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
多
治
比
三
宅
麻
呂
は
反
藤
原
勢
力
の
一
角
を
形
成
す

る
多
治
比
一
族
の
者
で
あ
り
、
ま
た
穂
積
老
は
乗
輿
指
斥
、
即
ち
露
骨
な
天
皇
批
判
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
首

皇
太
子
擁
立
の
中
心
人
物
た
る
外
祖
父
藤
原
不
比
等
を
前
年
に
失
っ
た
首
皇
子
の
周
辺
に
そ
の
地
位
を
脅
か
す
動
き
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

唆
し
て
い
る
も
の
と
岸
氏
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
か
ら
二
年
余
り
後
に
首
皇
太
子
は
即
位
す
る
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
即
位
と

と
も
に
始
ま
っ
た
長
屋
王
の
皇
親
政
治
も
不
比
等
亡
き
後
の
権
勢
回
復
を
は
か
る
藤
原
一
族
の
前
に
不
安
定
な
政
局
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と

想
像
さ
れ
、
確
か
に
聖
武
天
皇
周
辺
は
そ
の
即
位
以
前
か
ら
既
に
危
機
を
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
政
治
情
況
の
中
で
授
刀
寮
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
は
、
前
掲
の
記
事
に
端
的
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
有
事
争
乱
の

際
に
は
律
令
に
規
定
さ
れ
た
軍
隊
で
あ
る
五
衛
府
と
同
格
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
現
に
こ
の
太
政
官
の
奏
案
が
表
せ
ら

れ
た
時
の
〈
将
軍
〉
と
は
『
武
智
麻
呂
伝
』
に
よ
れ
ば
、
知
五
衛
府
及
授
刀
舎
人
事
た
る
新
田
部
皇
子
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
兼
任
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

事
か
ら
も
当
時
の
授
刀
寮
の
担
う
べ
き
任
務
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
当
該
歌
が
詠
ま
れ
た
神
亀
四
年
と
い
う
年
は
聖
武
政

7
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権
が
危
機
を
孕
み
な
が
ら
、
よ
う
や
く
三
年
目
に
入
っ
た
ば
か
り
の
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
、
さ
ら
に
授
刀
舎
人
寮
設
置
の
直
接
的
動

機
は
聖
武
天
皇
の
政
権
実
現
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
今
い
ち
ど
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

3

8

　
前
節
で
考
察
し
た
授
刀
舎
人
寮
の
沿
革
・
職
掌
を
踏
ま
え
て
当
該
歌
の
問
題
に
戻
る
と
、
こ
の
歌
の
背
景
と
な
っ
た
授
刀
舎
人
ら
の
職
務

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
は
か
な
り
重
大
な
事
件
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
神
亀
四
年
当
時
の
政
治
情
況
は
聖
武
天
皇
に
疑
心
暗
鬼
を
生

じ
せ
し
め
る
に
十
分
な
危
機
感
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
っ
て
、
天
皇
が
雷
に
凶
兆
を
感
じ
取
り
、
そ
こ
に
わ
が
身
と

天
下
の
変
事
を
予
感
し
た
の
も
実
に
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
折
り
も
折
り
、
天
皇
の
身
辺
を
守
る
べ
き
肝
心

の
授
刀
舎
人
ら
が
宮
中
に
一
人
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
は
春
日
山
で
打
毬
に
興
じ
て
い
た
と
い
う
の
だ
。
聖
武
天
皇
の
狼

狽
そ
し
て
落
胆
、
さ
ら
に
憤
慨
に
い
た
る
ま
で
の
心
理
が
手
に
と
る
よ
う
に
分
か
る
で
は
な
い
か
。
『
養
老
律
令
』
の
衛
禁
律
に
は
、
宿
衛

の
職
務
を
負
っ
た
官
人
が
職
場
を
離
れ
た
場
合
の
刑
罰
は
杖
六
十
、
ま
た
そ
の
主
司
（
授
刀
舎
人
寮
の
場
合
は
頭
）
は
二
等
加
罪
の
杖
八
十

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
事
件
の
授
刀
舎
人
た
ち
は
こ
う
し
た
実
刑
の
代
わ
り
に
勅
勘
に
よ
る
散
禁
を
命
ぜ
ら
れ
た
わ
け
で

あ
る
。
杖
刑
と
散
禁
刑
の
い
ず
れ
が
刑
罰
と
し
て
重
い
も
の
か
一
概
に
は
判
断
し
か
ね
る
が
、
少
な
く
と
も
宮
中
に
お
け
る
自
ら
の
勤
務
官

庁
を
獄
と
し
て
拘
留
さ
れ
、
百
官
の
見
せ
し
め
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
舎
人
た
ち
に
と
っ
て
は
深
い
屈
辱
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ

た
ろ
う
。
授
刀
舎
人
寮
は
前
節
で
も
見
た
よ
う
に
天
皇
を
取
り
巻
く
親
衛
隊
で
あ
り
・
後
に
は
近
衛
府
へ
と
発
展
も
し
て
い
く
嚢
か
ら
も

察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
選
抜
き
の
兵
士
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
集
団
の
職
務
怠
慢
に
天
皇
の
怒
り
は
屈
辱
的
な
刑

罰
を
与
え
る
こ
と
を
も
っ
て
報
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
当
該
歌
は
こ
う
し
た
天
皇
の
怒
り
や
そ
の
背
景
と
な
る
情
況
的
危
機
感
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
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は
自
ら
の
罪
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
心
情
・
意
思
を
表
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
は
作
品
の
読
み
そ
の
も
の
の
中
に
探

る
べ
き
で
あ
る
の
は
自
明
だ
が
、
実
は
近
代
以
降
の
諸
注
釈
の
多
く
は
当
該
歌
を
さ
ほ
ど
深
く
読
も
う
と
は
し
て
い
な
い
。
奈
良
朝
以
前
の

宮
廷
歌
集
た
る
巻
一
と
ほ
ぼ
同
格
に
並
ぶ
奈
良
朝
宮
廷
歌
集
、
巻
⊥
ハ
に
は
赤
人
・
金
村
・
千
年
と
い
っ
た
宮
廷
歌
人
の
代
表
作
が
収
録
さ
れ

て
お
り
、
こ
う
し
た
鐸
々
た
る
歌
林
の
中
で
当
該
歌
は
確
か
に
注
釈
家
に
と
っ
て
印
象
の
薄
い
作
品
と
は
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
中
で

例
外
的
に
詳
細
な
読
み
を
加
え
て
い
る
の
は
窪
田
空
穂
の
『
万
葉
集
評
釈
』
で
あ
る
。
こ
の
『
万
葉
集
評
釈
』
（
次
出
よ
り
単
に
『
評
釈
』

と
略
記
す
る
。
他
の
注
釈
書
に
つ
い
て
も
同
様
に
扱
う
）
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
該
長
歌
は
内
容
構
成
か
ら
い
う
と
次
の
よ
う
な
三
段
落

に
区
切
る
こ
と
が
出
来
る
。

・
第
一
段
落
　
真
葛
は
ふ
　
～
わ
が
せ
し
春
を
（
二
十
句
）

・
第
二
段
落
　
か
け
ま
く
も
～
喫
ぎ
て
ま
し
を
（
十
二
句
）

・
第
三
段
落
　
大
君
の
　
　
～
恋
ふ
る
此
の
頃
（
七
句
）

平
城
京
周
辺
に
訪
れ
た
春
の
あ
り
さ
ま
を
描
き
、
そ
の
情
趣
を
楽
し
み
た
い
と
い
う
憧
憬
を
述
べ
て
い
る
の
が
第
一
段
落
で
あ
る
。
〈
真
葛

は
ふ
　
春
日
の
山
は
　
う
ち
な
び
く
　
春
さ
り
ゆ
く
と
　
山
の
上
に
　
霞
棚
引
き
　
高
円
に
　
鶯
鳴
き
ぬ
〉
と
い
っ
た
初
六
句
に
は
、
四
季

の
推
移
を
平
城
京
人
に
つ
ぶ
さ
に
知
ら
し
め
た
春
日
山
と
高
円
山
を
提
示
し
、
春
の
典
型
的
な
自
然
を
そ
れ
ら
に
配
し
た
表
現
で
あ
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

た
〈
雁
が
音
の
　
来
継
ぐ
こ
の
頃
〉
と
い
う
帰
雁
を
歌
っ
た
表
現
は
、
集
中
で
は
ほ
と
ん
ど
例
を
見
な
い
。
こ
の
辺
り
ま
で
が
春
の
描
写
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
人
麻
呂
歌
集
歌
を
経
て
奈
良
朝
雑
歌
が
達
成
し
た
季
節
詠
の
水
準
を
示
す
歌
い
出
し
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
春
の
季

節
感
の
描
写
か
ら
〈
か
く
継
ぎ
て
〉
の
一
句
を
挾
ん
で
、
戸
外
の
春
を
楽
し
み
た
い
と
い
う
心
情
叙
述
へ
と
序
詞
的
に
繋
い
で
行
く
語
句
の

斡
旋
は
人
麻
呂
以
来
の
長
歌
技
法
を
踏
ま
え
て
巧
み
と
い
っ
て
い
い
か
と
思
う
。

　
続
い
て
、
第
二
段
落
で
は
そ
う
し
た
春
へ
の
止
み
が
た
い
憧
憬
に
負
け
て
、
天
皇
の
勅
勘
を
受
け
た
こ
と
を
後
悔
し
、
そ
う
し
た
耽
美
に

9
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傾
く
心
を
襖
斎
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
反
省
を
述
べ
る
。
〈
か
け
ま
く
も
　
あ
や
に
畏
く
　
言
は
ま
く
も
　
ゆ
ゆ
し
く
あ
ら
む
と
〉
を
『
評

釈
』
で
は
〈
授
刀
舎
人
が
、
職
務
僻
怠
の
答
め
を
蒙
り
、
勅
に
依
っ
て
散
禁
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
る
も
の
で
、
舎
人
か
ら
い
ふ

と
久
し
く
散
禁
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
現
状
〉
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
果
た
し
て
そ
う
か
。
『
万
葉
集
私
注
』
『
万
葉
集
注
釈
』
を
始
め
と

し
て
諸
注
も
こ
こ
を
『
評
釈
』
同
様
に
授
刀
舎
人
ら
が
散
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
事
実
を
指
す
も
の
と
解
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
こ
れ
と
類

似
し
た
人
麻
呂
の
高
市
皇
子
挽
歌
の
長
歌
（
2
・
一
九
九
）
冒
頭
部
〈
か
け
ま
く
も
　
ゆ
ゆ
し
き
か
も
　
言
は
ま
く
も
　
あ
や
に
畏
き
〉
と

い
う
表
現
は
、
こ
れ
よ
り
以
下
の
皇
子
に
関
す
る
叙
述
に
懸
か
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
『
万
葉
集
全
注
』
の
語
釈
で
吉
井
巖
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
高
市
皇
子
挽
歌
の
場
合
と
同
じ
く
、
以
下
の
〈
石
に
生
ふ
る
～
喫
ぎ
て
ま
し
て
〉
に
懸
か
る
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ

う
。
つ
ま
り
、
勅
勘
を
受
け
た
以
上
、
今
さ
ら
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
も
畏
れ
多
い
が
云
々
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
悔
や
ん
で
も
悔
や
み
切

れ
な
い
と
い
う
悶
々
た
る
後
悔
を
、
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
よ
い
。

　
第
三
段
落
は
勅
勘
を
畏
怖
し
恭
順
の
意
を
表
し
な
が
ら
も
、
な
お
春
へ
の
止
み
が
た
い
憧
憬
を
述
べ
る
と
い
う
、
せ
め
ぎ
合
う
心
情
表
出

を
主
内
容
と
す
る
も
の
だ
が
、
作
品
の
主
題
が
こ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
反
歌
と
照
応
し
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
。
た
だ
し
、
反
歌
本

文
に
佐
保
と
あ
る
点
が
、
左
注
で
春
日
野
と
記
す
こ
と
と
齪
齪
を
き
た
す
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
『
評
釈
』
で
は
反
歌
を
〈
梅
の
花
と
柳
の

若
葉
の
盛
り
の
過
ぎ
る
こ
と
が
惜
し
い
の
で
、
佐
保
の
内
に
遊
ん
だ
こ
と
を
、
大
宮
も
と
ど
ろ
く
ば
か
り
に
言
ひ
騒
が
れ
た
〉
と
解
釈
し
て

お
り
、
こ
の
齪
齪
を
春
日
野
の
名
称
が
当
時
は
佐
保
ま
で
言
い
及
ぼ
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
さ
ほ
ど
問
題
に
し
て
い
な
い
。

ま
た
『
私
注
』
も
〈
左
注
に
春
日
野
と
あ
る
か
ら
、
春
日
野
も
サ
ホ
ノ
ウ
チ
の
域
内
と
考
へ
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
ら
う
〉
と
し
、
『
注
釈
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

も
こ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
読
み
は
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
に
既
に
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
通
説
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
『
全
注
』
は
こ
の
齪
酷
を
〈
（
自
由
の
身
の
官
人
た
ち
が
ー
島
田
注
）
梅
や
柳
の
見
頃
が
過
ぎ
る
の
を
惜
し
ん
で
　
佐
保
の
内
に
遊
ん

だ
こ
と
を
　
宮
も
と
ど
ろ
く
ば
か
り
に
語
り
合
っ
て
い
る
よ
〉
と
い
う
読
み
に
よ
っ
て
解
消
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
読
み
で
あ
る
と
長

10



歌
・
反
歌
と
の
連
合
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
主
題
的
心
情
が
拡
散
し
て
し
ま
わ
な
い
か
。
『
全
注
』
解
に
従
え
ば
、
反
歌
は
春
を
楽
し
む
自

由
な
官
人
た
ち
へ
の
羨
望
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
長
歌
第
三
段
落
に
見
ら
れ
た
天
皇
へ
の
恭
順
と
春
へ
の
憧
憬
と
い
う
せ
め
ぎ
合
い
、
背
反

す
る
心
情
が
、
こ
の
解
釈
で
は
羨
望
と
い
う
ま
た
別
の
心
の
状
態
へ
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
反
歌
は
背
反
す
る
心
情
の
中
、
春
へ

の
止
み
が
た
い
憧
憬
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
耽
美
的
心
情
が
宮
廷
内
で
口
さ
が
な
く
無
風
流
に
騒
ぎ
立
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
憤
り
が
歌
い
添
え
ら
れ
る
、
と
い
う
風
に
私
は
こ
の
反
歌
を
読
む
。
左
注
に
〈
時
に
恨
憤
し
て
、
こ
の
歌
を
作
る
〉

と
作
歌
動
機
が
説
か
れ
て
あ
っ
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
反
歌
は
〈
い
き
ど
お
り
、
う
れ
え
る
〉
と
い
う
心
情
を
挺
子
と
し
て
歌
わ
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
か
。

4

こ
の
長
歌
に
関
し
て
『
評
釈
』
は
次
の
よ
う
な
評
を
加
え
て
い
て
、
注
目
さ
れ
る
。
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読
後
の
感
か
ら
い
ふ
と
、
作
因
と
な
つ
て
ゐ
る
事
情
は
遠
く
背
後
に
隠
れ
て
歌
の
上
に
は
直
接
に
表
は
れ
て
来
ず
、
現
は
れ
て
ゐ
る
も
の

は
、
耽
美
の
情
の
充
さ
れ
な
い
愚
痴
が
、
調
子
低
く
縷
々
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
。
更
に
云
ふ
と
甘

美
に
似
た
言
葉
は
実
に
多
い
が
、
他
の
胸
に
触
れ
得
る
一
般
性
の
認
め
ら
れ
る
情
緒
は
全
く
な
く
、
随
つ
て
味
ひ
の
極
め
て
稀
薄
な
も
の

な
の
で
あ
る
。
本
来
長
歌
は
叙
事
に
持
情
を
伴
は
せ
た
も
の
で
、
叙
事
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
拝
情
を
徹
せ
し
め
よ
う
と
し
て
ゐ
る
も
の

で
あ
る
。
本
来
の
長
歌
は
す
べ
て
そ
の
範
囲
の
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
此
の
歌
は
叙
事
を
除
外
し
、
単
に
好
情
の
み
を
遊
離
さ
せ
、
拝
情

の
言
葉
を
多
く
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
れ
を
徹
せ
し
め
や
う
と
す
る
と
い
ふ
、
長
歌
の
本
来
よ
り
見
る
と
破
行
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
そ

れ
が
此
の
歌
を
無
味
な
も
の
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

11
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つ
ま
り
、
此
の
歌
は
長
歌
の
叙
事
的
本
来
性
か
ら
逸
脱
し
た
持
情
一
辺
倒
の
変
則
的
な
作
品
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
拝
情
た
る
や
単
な
る
執

拗
な
〈
愚
痴
〉
の
類
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
当
該
長
歌
の
構
成
に
今
い
ち
ど
触
れ
て
見
る
と
、
実
に
的
中
し
て
い
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
前
節
で
検
討
し
た
通
り
、
当
該
長
歌
の
構
成
は
第
一
段
落
に
お
け
る
耽
美
的
心
情
の
叙
述
、
さ
ら
に
第
二
段
落
に

お
け
る
耽
美
的
心
情
へ
の
反
省
．
後
悔
の
叙
述
と
続
き
、
そ
れ
ら
を
締
め
く
く
る
べ
き
結
末
第
三
段
落
で
、
な
お
連
綿
と
し
て
如
上
の
背
反

す
る
心
情
を
歌
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
評
釈
』
ほ
そ
こ
に
叙
事
の
欠
如
、
そ
れ
故
に
客
観
性
の
稀
薄
な
〈
愚
痴
〉
の
ご
と
き
拝
情

と
い
っ
た
も
の
を
読
み
取
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
反
歌
に
関
し
て
も
『
評
釈
』
は
同
じ
よ
う
に
本
質
を
衝
い
て
辛
辣
で
あ
る
。

12

こ
の
反
歌
は
明
ら
か
に
事
実
を
狂
げ
て
、
春
日
野
で
打
毬
に
耽
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
、
風
流
な
遊
び
に
云
ひ
倣
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

風
流
と
い
ふ
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
の
為
と
あ
れ
ば
大
方
の
こ
と
は
許
さ
れ
る
風
と
な
つ
て
ゐ
た
の
で
、
そ
れ
を
仮
り
て
事
を
小
さ
く

し
、
そ
の
対
照
と
し
て
「
宮
も
と
ど
ろ
に
」
と
云
つ
て
、
結
果
の
不
釣
合
で
あ
る
こ
と
を
云
つ
た
も
の
で
あ
る
。
長
歌
の
悔
悟
の
情
の
見

え
る
の
と
は
反
対
な
意
の
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
官
人
の
、
職
責
に
対
す
る
覚
悟
の
足
り
な
か
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
ゐ
る
も
の

で
あ
る
。

こ
の
指
摘
も
ま
た
、
ほ
ぼ
正
当
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
官
人
と
し
て
の
責
任
感
の
欠
如
し
た
誰
弁
と
い
う
感
は
否
め
な
い
。
し

か
も
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
反
歌
に
は
〈
恒
憤
〉
と
い
う
作
歌
動
機
が
端
的
に
う
か
が
わ
れ
、
さ
ら
に
長
歌
か
ら
の
主
題
的
心
情
‖

春
へ
の
止
み
が
た
い
憧
憬
が
そ
れ
を
詰
る
他
の
官
人
へ
の
〈
恒
憤
〉
を
加
え
な
が
ら
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
当
該
歌

作
者
に
と
っ
て
春
へ
の
憧
憬
と
い
う
耽
美
的
心
情
、
風
流
に
傾
斜
す
る
心
情
の
方
が
官
人
と
し
て
の
職
務
な
ど
よ
り
遥
か
に
高
い
価
値
を
占
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め
て
い
る
と
い
う
論
理
が
、
こ
の
反
歌
に
は
露
骨
に
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
心
情
は
職
務
を
サ
ポ
タ
ー
ジ
ュ
し
て
も
な
お

余
り
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
作
者
は
執
拗
な
こ
だ
わ
り
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
と
し
か
読
め
な
い
の
だ
。
さ
ら
に
長
歌
か
ら
の
展
開
を

踏
ま
え
れ
ば
、
そ
れ
は
勅
を
以
て
彼
ら
を
処
罰
し
た
天
皇
へ
の
畏
怖
・
恭
順
の
念
を
も
越
え
る
も
の
で
あ
る
と
反
歌
は
歌
い
結
ん
で
い
る
こ

と
に
な
る
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
来
る
と
、
当
該
長
歌
・
反
歌
に
は
先
に
記
し
た
情
況
的
危
機
感
に
対
す
る
認
識
な
ど
は
全
く
歌
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ま

た
自
ら
の
罪
の
意
味
を
問
お
う
と
す
る
姿
勢
も
わ
ず
か
な
言
葉
の
上
に
形
式
的
に
表
れ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
に
は
、
『
評
釈
』

の
指
摘
す
る
〈
愚
痴
〉
や
誰
弁
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、
官
人
を
拘
束
す
る
制
度
へ
の
、
そ
し
て
そ
の
統
帥
者
で
あ
る
天
皇
へ
の
反
抗
的
姿
勢
さ
え

暗
に
う
か
が
わ
れ
る
と
さ
え
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
当
該
歌
が
ど
の
よ
う
な
経
路
を
経
て
、
巻
六
編
纂
者
の
手
も
と
に
渡
っ

た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
巻
六
は
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
奈
良
朝
宮
廷
歌
集
と
い
う
趣
を
呈
し
た
百
六
十
一
首
か
ら
成
る
歌
巻
で
あ
る
。

追
補
と
考
え
ら
れ
る
一
〇
四
四
番
歌
か
ら
巻
末
一
〇
六
七
番
歌
ま
で
の
二
十
四
首
を
除
く
と
、
養
老
七
年
五
月
か
ら
天
平
十
六
年
正
月
ま
で

の
正
確
な
作
歌
年
時
を
題
詞
に
記
載
さ
れ
た
宮
廷
関
係
雑
歌
が
並
ぶ
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
聖
武
天
皇
の
治
世
と
重
な
る
歌
々
で
あ
り
、
聖
武
自
身

も
四
首
（
九
七
三
・
九
七
四
、
一
〇
〇
九
、
一
〇
三
〇
）
を
こ
の
歌
巻
に
残
し
て
い
る
し
、
ま
た
紀
伊
・
吉
野
・
難
波
・
印
南
野
と
い
っ
た

地
域
へ
の
聖
武
行
幸
従
駕
歌
も
多
い
。
伊
藤
博
氏
に
よ
れ
ば
、
巻
六
は
白
鳳
皇
統
に
と
っ
て
念
願
で
あ
っ
た
天
武
再
来
の
天
子
た
る
聖
武
天

皇
即
位
が
今
や
実
現
し
よ
う
と
す
る
時
期
（
養
老
七
年
五
月
、
聖
武
即
位
九
ケ
月
前
）
の
金
村
の
天
皇
讃
歌
（
九
〇
七
～
九
＝
一
）
を
巻
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
4
）

に
置
い
た
、
巻
一
の
白
鳳
的
古
代
宮
廷
歌
集
に
対
位
す
べ
き
奈
良
朝
現
代
宮
廷
歌
集
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
首
肯
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、

こ
の
歌
巻
は
聖
武
天
皇
お
よ
び
そ
の
宮
廷
と
不
可
分
の
公
的
な
編
纂
意
図
に
貫
か
れ
た
雅
歌
集
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
こ
う
し
た
歌
集
に
先
述
し
た
よ
う
な
、
不
穏
と
も
不
敬
と
も
読
み
得
る
内
容
の
当
該
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
実
に
興
味
深
い
こ
と
で

あ
る
。
巻
一
に
も
、
例
え
ば
麻
続
王
の
歌
（
二
二
）
の
よ
う
に
流
罪
人
の
作
が
載
っ
て
い
る
し
、
巻
六
に
も
石
上
乙
麿
が
土
佐
に
配
流
さ
れ

13
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る
時
の
歌
（
一
〇
一
九
～
一
〇
二
二
）
が
あ
る
が
、
と
も
に
歌
意
は
宮
廷
歌
集
に
あ
っ
て
当
該
歌
の
よ
う
な
不
穏
当
な
も
の
で
は
な
い
。
こ

れ
は
一
つ
に
は
、
や
は
り
『
評
釈
』
の
指
摘
す
る
よ
う
に
〈
風
流
と
云
ふ
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
の
為
と
あ
れ
ば
大
方
の
こ
と
は
許
さ
れ

る
風
と
な
つ
て
ゐ
た
〉
か
の
よ
う
に
見
え
る
時
代
の
雰
囲
気
を
考
え
て
み
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
『
続
日
本
記
』
天
平
六
年
二
月
一
日
の

条
に
、
聖
武
天
皇
が
朱
雀
門
の
歌
垣
を
見
物
し
た
と
い
う
有
名
な
記
事
が
あ
る
。
長
田
王
・
栗
栖
王
・
門
部
王
・
野
中
王
ら
を
歌
頭
と
し
て
、

難
波
曲
を
始
め
と
す
る
宮
廷
古
歌
五
曲
が
奏
さ
れ
た
と
い
う
。
天
皇
と
と
も
に
歌
垣
見
物
を
し
た
宮
廷
の
男
女
二
百
三
十
余
人
、
そ
の
中
に

五
品
以
上
の
〈
風
流
有
る
者
〉
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
録
な
ど
は
歌
舞
音
曲
等
の
風
流
趣
味
に
対
す
る
聖
武

天
皇
の
姿
勢
、
さ
ら
に
は
宮
廷
官
人
の
そ
れ
へ
の
追
随
を
典
型
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
例
え
ば
詩
宴
を
伴
っ
た
中
国
宮
廷
風
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

七
夕
の
節
会
が
正
史
に
現
れ
る
の
も
聖
武
天
皇
天
平
六
年
が
最
初
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
で
も
、
例
え
ば
当
該
巻
六
に
節
度
使
へ
賜
っ
た
伝

統
的
な
勧
酒
歌
（
九
七
三
、
九
七
四
）
や
葛
城
王
（
橘
諸
兄
）
ら
に
橘
姓
を
賜
っ
た
時
の
歌
（
一
〇
〇
九
）
な
ど
、
宮
廷
の
宴
席
で
天
皇
自

ら
の
歌
を
披
露
し
た
事
実
が
あ
っ
て
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
聖
武
朝
初
期
の
皇
親
政
治
を
推
し
進
め
た
長
屋
王
は
言
う
ま
で
も
な
く
風
流

趣
味
を
以
て
一
時
代
を
画
し
た
人
物
で
あ
り
、
授
刀
舎
人
ら
が
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
事
件
を
起
こ
し
た
翌
月
の
神
亀
四
年
二
月
に
右
大
臣
か
ら
左

大
臣
へ
と
官
を
極
め
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
代
は
即
位
直
後
の
聖
武
天
皇
を
め
ぐ
っ
て
危
機
感
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
時

に
大
宝
律
令
が
養
老
律
令
に
よ
る
改
編
を
経
て
い
っ
そ
う
整
い
、
着
々
と
完
備
さ
れ
ゆ
く
法
的
制
度
に
よ
っ
て
官
人
が
一
段
と
緻
密
に
管
理

さ
れ
る
時
代
を
迎
え
よ
う
と
も
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
況
の
中
で
、
一
方
、
中
国
伝
来
の
風
流
趣
味
と
い
う
〈
遊
び
〉
が
仏
教
信
仰
な
ど

と
併
せ
て
宮
廷
に
定
着
し
て
行
く
の
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
の
緩
衝
材
と
し
て
実
に
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
歌
も
ま
た

風
流
趣
味
を
満
た
す
〈
遊
び
〉
と
し
て
の
側
面
が
官
人
た
ち
に
意
識
化
さ
れ
て
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
歌
は
お
そ
ら
く
、
官
人
た
ち
に
と
っ

て
現
実
と
は
異
な
る
雅
び
な
〈
遊
び
〉
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
仮
に
現
実
世
界
に
端
を
発
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま

14
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で
〈
虚
〉
の
世
界
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
創
作
意
識
・
享
受
意
識
が
当
時
の
宮
廷
に
育
ち
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
題
詠
を
主

流
と
す
る
王
朝
和
歌
時
代
へ
の
歩
み
は
着
実
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
聖
武
宮
廷
歌
集
巻
六
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
当
該
歌
は
、
そ
う
し
た
風
流
と
し
て
の
文
芸
意
識
の
熟
し
つ
つ
あ
る
時
代
に
お
け
る
、
歌
の
享

受
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
授
刀
寮
舎
人
ら
の
職
務
怠
慢
は
現
実
の
論
理
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
れ
ば
よ
く
、
彼
ら
の
一

人
が
歌
っ
た
当
該
歌
は
〈
遊
び
〉
の
世
界
を
拠
点
と
す
る
虚
構
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
職
務
怠
慢
お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
散
禁
刑
と

い
う
現
実
と
そ
の
現
実
へ
の
〈
ロ
巴
膏
（
〉
を
歌
に
す
る
こ
と
と
は
別
次
元
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
緻
密
を
極
め
て
行
く
律
令
制
度
に
対

し
て
、
人
間
と
し
て
の
官
人
の
心
や
感
情
が
ほ
と
ん
ど
介
入
す
る
余
地
の
な
い
と
い
う
現
実
と
呼
応
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

当
該
歌
に
現
実
に
対
す
る
愚
痴
や
誰
弁
を
感
じ
取
っ
た
『
評
釈
』
の
指
摘
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
制
度
と
心
情

と
の
回
路
が
断
た
れ
て
い
る
が
故
に
、
作
者
は
む
し
ろ
開
き
直
っ
て
〈
恒
憤
〉
の
心
情
を
表
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
愚
痴
や

読
弁
に
見
え
て
し
ま
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
歌
の
背
景
と
な
る
現
実
の
浸
蝕
を
〈
遊
び
〉
の
世
界
が
遮
り
き
れ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
来
て
、
な
お
か
つ
当
該
歌
に
う
か
が
わ
れ
る
聖
武
天
皇
へ
の
反
抗
的
姿
勢
を
問
題
視
す
る
な
ら
ば
、
亡
き
父
不
比
等

の
権
勢
の
余
波
が
残
っ
た
聖
武
朝
初
期
に
お
け
る
、
藤
原
一
族
の
権
勢
の
影
が
そ
こ
に
揺
曳
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
『
令
集
解
』
が
「
衣

服
令
」
の
条
で
引
用
す
る
養
老
六
年
の
格
に
〈
従
三
位
行
授
刀
頭
藤
原
朝
臣
房
前
〉
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
聖
武
即
位
直
前
の
授
刀
舎
人
寮

長
官
は
不
比
等
の
次
男
、
房
前
で
あ
っ
た
。
房
前
は
聖
武
天
皇
の
母
宮
子
の
兄
に
当
た
り
、
天
皇
に
と
っ
て
は
伯
父
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

令
外
の
官
で
あ
る
授
刀
舎
人
寮
の
頭
に
、
首
皇
太
子
擁
立
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
不
比
等
の
切
れ
者
の
遺
子
が
、
し
か
も
閣
僚
級
の
官
位
を

も
つ
人
物
が
叙
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
人
事
に
も
授
刀
舎
人
寮
の
担
っ
た
重
要
な
意
味
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
サ
ポ
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ジ
ュ
事
件
の
時
も
房
前
が
寮
頭
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
歌
作
者
が
上
述
し
た
天
皇
へ
の
反
抗
的
姿
勢
を
敢
え
て
歌
い
得
た
背
景

15
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に
は
、
長
屋
王
に
迫
る
房
前
の
権
勢
と
衿
持
が
不
可
分
に
働
い
て
い
た
だ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
勅
勘
は
寮
頭
房
前
に
も
向
け
ら
れ
た

は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
『
続
日
本
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
事
件
の
翌
月
に
長
屋
王
を
介
し
て
下
し
た
例
の
〈
百
官
善
悪
之
状
〉
に
関
す
る
詔
勅
が
、
た
だ
ち
に
奏

上
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
こ
れ
も
既
に
触
れ
た
が
、
〈
百
官
善
悪
之
状
〉
が
奏
上
さ
れ
た
十
日
後
の
三
月
十
三
日
、
天
皇
は
奏
上

さ
れ
た
勤
務
評
定
に
従
っ
て
〈
善
政
〉
の
官
人
に
賜
物
、
〈
中
等
〉
の
官
人
に
は
賜
物
な
く
、
ま
た
〈
下
等
〉
の
官
人
を
〈
解
瓢
〉
し
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
授
刀
舎
人
寮
の
舎
人
が
ど
の
よ
う
な
評
定
の
下
に
天
皇
に
処
遇
さ
れ
た
か
記
録
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
九
日
後

の
三
月
二
十
一
日
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
て
、
注
目
さ
れ
る
。

16

甲
午
、
天
皇
御
二
南
苑
ユ
参
議
従
三
位
阿
部
朝
臣
広
庭
宣
レ
勅
云
、

因
賜
下
五
衛
府
及
授
刀
寮
医
師
已
下
至
二
衛
士
一
布
臼
人
有
差
。

衛
府
人
等
、
日
夜
宿
二
衛
闊
庭
」
不
レ
得
下
轍
離
二
其
府
一
散
中
使
他
処
臼

宮
廷
を
守
る
べ
き
五
衛
府
と
授
刀
寮
の
官
人
を
他
府
が
使
用
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
趣
旨
の
詔
勅
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
は
彼
ら
が

配
属
場
所
を
離
れ
て
し
ま
う
事
実
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
う
か
が
わ
せ
る
記
事
で
あ
ろ
う
。
ま
た
表
向
き
は
彼
ら
の
労

を
ね
ぎ
ら
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、
布
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
が
身
辺
の
危
機
感
の
深
ま
り
を
か
な
り
意
識
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら

に
五
衛
府
の
衛
士
や
授
刀
舎
人
の
士
気
や
綱
紀
が
天
皇
に
と
っ
て
、
い
ま
一
つ
信
頼
で
き
ぬ
、
む
し
ろ
不
安
の
種
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
記

事
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
記
事
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
授
刀
舎
人
ら
は
三
月
十
三
日
の
賜
物
・
解
瓢
に
際
し
て
、
〈
下
等
〉
な
い
し
は
、
良
く

て
も
〈
中
等
〉
の
評
定
を
下
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
が
、
し
か
し
そ
の
直
後
に
一
種
の
機
嫌
取
り
、
懐
柔
策
と
し
て
こ
の
賜
物
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
あ
の
よ
う
な
重
大
事
件
を
起
こ
し
て
も
な
お
、
天
皇
が
授
刀
舎
人
に
託
し
た
責
任
と
期
待
は
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（（65
））

（
7
）

　
　
注

聖
武
治
世
年
間
、

①
神
亀
四
年
二
月
十
三
日

②
神
亀
五
年
＋
一
月
一
日

③
天
平
二
年
六
月
二
十
九
日

④
天
平
二
年
＋
一
月
七
日

⑤
天
平
五
年
一
月
七
日

宮
中
周
辺
の
雷
に
関
す
る

　
　
　
　
　
『
続
日
本
記
一
の
記
事
を
掲
げ
る
と
、

夜
、
雷
雨
大
風

雷
。雷

雨
。
神
祇
官
屋
災
。
往
々
人
畜
震
死
。

雷
雨
大
風
。
折
レ
木
発
レ
屋
。

雷
風
。

左
の
通
り
で
あ
る
。

「
続
日
本
記
一
に
よ
れ
ば
、
神
亀
二
年
正
月
、
厄
災
錆
滅
の
た
め
僧
六
百
人
を
宮
内
に
召
し
て
、
大
般
若
波
羅
密
多
経
を
読
経
さ
せ
た
の
を
最
初
と

し
て
、
聖
武
天
皇
は
そ
の
治
世
下
に
十
四
回
の
大
規
模
な
読
経
会
を
催
し
て
い
る
。
本
文
に
記
し
た
よ
う
に
、
そ
の
中
で
は
神
亀
四
年
二
月
の
当

該
読
経
会
が
僧
尼
の
人
数
の
上
で
は
最
大
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
譲
位
三
年
後
の
盧
舎
那
仏
開
眼
供
養
で
は
一
万
人
の
僧
が
東
大
寺
に

招
請
さ
れ
て
い
る
。

打
毬
は
『
倭
名
類
聚
抄
」
に
〈
萬
利
字
知
〉
と
和
訓
が
記
さ
れ
、
同
書
に
〈
末
利
古
由
〉
と
訓
じ
ら
れ
る
蹴
鞠
と
は
異
な
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

古
典
全
集
本
「
万
葉
集
二
一
の
頭
注
に
よ
る
と
、
打
杖
で
毬
を
打
ち
相
手
方
の
毬
門
に
入
れ
て
勝
負
を
争
う
、
今
日
の
ポ
ロ
の
前
身
と
い
わ
れ
る

騎
馬
競
技
の
こ
と
と
い
う
。
ペ
ル
シ
ア
方
面
を
発
祥
地
と
し
て
東
西
に
広
が
り
、
日
本
へ
は
唐
を
経
由
し
て
伝
来
、
『
日
本
書
記
」
皇
極
三
年
正
月

の
条
に
初
出
記
録
が
あ
り
、
特
に
平
安
朝
初
期
宮
廷
で
流
行
し
た
と
い
う
。
同
書
に
は
正
倉
院
御
物
の
絨
毯
「
花
卉
人
物
長
方
饒
二
床
」
に
描
か

れ
た
人
物
像
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
二
人
の
人
物
が
杖
で
毬
を
打
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
同
書
頭
注
は
〈
日
本
の
打

毬
は
騎
乗
に
よ
ら
ぬ
ホ
ッ
ケ
ー
風
の
こ
と
も
多
く
、
こ
の
歌
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
〉
と
し
て
い
る
。

「
職
員
令
」
の
中
務
省
の
条
に
よ
れ
ば
、
内
舎
人
の
員
数
は
九
十
人
、
そ
の
職
掌
は
武
装
し
て
宮
中
に
宿
衛
す
る
こ
と
・
雑
使
に
供
奉
す
る
こ
と
・

天
皇
の
駕
行
に
際
し
て
そ
の
前
後
を
護
衛
す
る
こ
と
の
三
点
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『
日
本
書
記
』
仁
徳
十
六
年
七
月
一
日
の
条
。

神
田
秀
夫
氏
は
「
大
宝
以
前
の
舎
人
に
就
い
て
」
（
神
田
秀
夫
論
稿
集
三
「
万
葉
集
の
技
法
一
所
収
。
た
だ
し
初
出
は
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
「
香

椎
潟
」
で
あ
る
が
、
未
見
）
に
お
い
て
、
雄
略
天
皇
か
ら
大
津
皇
子
ま
で
の
舎
人
の
殉
忠
物
語
九
例
を
「
日
本
書
記
一
か
ら
引
い
て
、
大
宝
以
前

の
舎
人
の
実
態
を
〈
帝
室
、
諸
王
の
無
二
の
忠
臣
〉
と
し
て
い
る
。

『
古
代
国
家
と
軍
隊
』
九
七
頁

17
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98
））

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

完
訳
注
釈
「
続
日
本
記
一
第
一
分
冊
注
釈
七
三
頁

『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
一
一
七
七
ー
一
九
三
頁
　
な
お
同
書
に
も
援
用
さ
れ
て
い
る
が
、
角
田
文
衛
氏
は
「
首
皇
子
の
立
太
子
」
（
「
律
令
国
家
の

展
開
」
所
収
）
に
お
い
て
、
和
銅
七
年
六
月
の
首
皇
子
立
太
子
を
め
ぐ
り
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
「
続
日
本
記
一
和
銅
六
年
十
一
月

五
日
の
条
に
石
川
・
紀
二
嬢
の
号
が
既
し
め
ら
れ
た
と
い
う
事
件
、
お
よ
び
「
新
撰
姓
字
録
一
の
高
円
朝
臣
の
記
事
か
ら
、
文
武
天
皇
に
は
不
比

等
の
娘
宮
子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
首
皇
子
以
外
に
、
石
川
朝
臣
刀
子
娘
と
の
間
に
も
広
成
皇
子
（
後
の
高
円
朝
臣
広
成
）
・
広
世
皇
子
（
後
の
高

円
朝
臣
広
世
）
の
二
人
の
皇
子
が
い
た
こ
と
を
推
定
し
、
首
皇
子
の
立
太
子
を
願
う
不
比
等
と
夫
人
三
千
代
は
陰
謀
に
よ
り
石
川
朝
臣
刀
子
娘
を

失
脚
さ
せ
、
そ
の
二
子
た
る
広
成
皇
子
・
広
世
皇
子
か
ら
皇
籍
を
剥
奪
し
、
彼
ら
の
立
太
子
を
妨
害
し
た
と
い
う
。

完
訳
注
釈
「
続
日
本
記
」
第
一
分
冊
の
注
釈
に
お
い
て
、
林
陸
朗
氏
は
知
五
衛
府
及
授
刀
舎
人
事
に
関
し
〈
令
制
の
五
衛
府
と
令
外
の
授
刀
舎
人

寮
を
総
括
す
る
地
位
で
あ
る
が
、
実
質
的
な
権
力
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
不
詳
〉
と
述
べ
、
こ
の
人
事
を
新
田
部
皇
子
と
舎
人
皇
子
と
の
均
衡
を
は
か
っ

た
形
式
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
後
者
の
均
衡
人
事
と
い
う
見
解
は
首
肯
で
き
る
点
も
あ
る
が
、
本
論
で
も
述
べ
た
通
り
、
こ
の
時
期
に
授
刀
舎

人
寮
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
部
署
の
長
官
に
〈
実
質
的
な
権
力
〉
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
は
想
像
し

が
た
い
。

授
刀
舎
人
寮
は
幾
度
か
の
改
変
を
経
て
、
近
衛
府
へ
発
展
し
て
行
く
。
こ
の
散
禁
事
件
以
降
の
変
遷
を
記
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

・
神
亀
五
年
八
月
一
日

・
天
平
十
八
年
二
月
七
日

・
天
平
勝
宝
八
年
七
月
十
七
日

・
天
平
宝
字
三
年
十
二
月
二
日

・
天
平
神
護
元
年
二
月
三
日

当
該
長
歌
以
外
に
帰
雁
を
歌
っ
た
作
品
は
、

燕
来
る
時
に
な
り
ぬ
と
雁
が
ね
は
本
郷
思
ひ
つ
つ
雲
隠
り
鳴
く

春
設
け
て
か
く
帰
る
と
も
秋
風
に
黄
葉
の
山
を
超
え
来
ざ
ら
め
や

「
萬
葉
代
匠
記
」
（
岩
波
「
契
沖
全
集
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
散
禁
の

罰
に
あ
た
り
て
、
骸
々
と
し
て
を
る
と
い
ふ
心
な
り
〉
と
あ
り
、
精
撰
本
に
も
〈
佐
保
ノ
内
ノ
マ
チ
カ
キ
所
二
遊
ヒ
シ
カ
ト
モ
、
折
節
ノ
ワ
ロ
ク
テ
、

宮
ノ
内
コ
ソ
リ
テ
モ
テ
サ
ワ
ク
バ
カ
リ
ノ
カ
シ
コ
マ
リ
ニ
ア
ヘ
ル
ト
ナ
リ
〉
と
あ
る
。

授
刀
舎
人
・
授
刀
舎
人
寮
と
も
廃
止
、
中
衛
府
に
吸
収
（
「
古
代
国
家
と
軍
隊
」
笹
山
晴
生
説
）

騎
舎
人
を
改
め
て
、
授
刀
舎
人
と
す
る

授
刀
舎
人
の
所
轄
を
中
衛
府
に
置
く

授
刀
衛
を
置
く

授
刀
衛
を
近
衛
府
と
す
る

　
　
　
　
次
の
〈
見
帰
雁
歌
二
首
〉
と
題
さ
れ
た
大
伴
家
持
作
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
・
四
一
四
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
・
四
一
四
五
）
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『
萬
葉
集
の
構
造
と
成
立
　
上
」
第
五
章
第
二
節

「
続
日
本
記
」
天
平
六
年
七
月
七
日
の
条
に
、
〈
天
皇
観
二
相
撲
戯
ユ
是
夕
、
徒
二
御
南
苑
、
一
命
二
文
人
一
賊
二
七
夕
之
詩
ユ
賜
レ
禄
有
レ
差
〉
と
あ
る
。

注
（
7
）
の
前
掲
書
一
〇
〇
頁

（
し
ま
だ
し
ゅ
う
ぞ
う
・
助
教
授
）
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