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一

千
年
あ
ま
り
も
前
に
、
我
々
の
祖
先
の
口
馴
れ
た
「
あ
る
」
と
言
ふ
語
こ
と
ばが
あ

る
。
「
産
る
」
の
敬
語
だ
と
其
意
味
を
釈と
き
棄
て
た
の
は
、
古
学
者
の
不
念
ブ
ネ
ン

で
あ
つ
た
。
私
は
、
あ
る
必
要
か
ら
、
万
葉
集
に
現
れ
た
ゞ
け
の
「
あ
る
」

の
意
味
を
ば
、
一
々
考
へ
て
見
た
処
、
ど
れ
も
此
も
、
存
在
の
始
ま
り
、
或

は
続
き
と
い
ふ
用
語
例
に
籠
つ
て
了
う
て
、
一
つ
と
し
て
「
産
る
」
と
飜ウツ
さ

ね
ば
不
都
合
だ
と
言
ふ
場
合
に
は
、
出
く
は
さ
ず
に
す
ん
だ
。
か
の
語
を

「
産
る
」
と
説
く
の
は
、
主
に
賀
茂
の
み
あ
れ
に
惹
か
れ
た
考
へ
で
あ
る
が
、

実
の
処
み
あ
れ
其
物
が
、
存
在
を
明
ら
か
に
認
め
る
、
即
、
出
現
と
言
ふ
意

3



に
胚
胎
せ
ら
れ
た
語
だ
と
信
じ
ら
れ
る
。

此
事
は
柳
田
国
男
先
生
も
既
に
考
へ
て
（
山
島
民
譚
集
）
居
ら
れ
る
。
尤
、

神
或
は
神
な
る
人
に
か
け
て
、
常
に
使
ひ
馴
れ
た
為
、
自
然
敬
意
を
離
れ
て

は
用
ゐ
る
事
は
無
く
な
つ
て
ゐ
た
。
其
一
類
の
語
に
「
た
つ
」
と
言
ふ
の
が

あ
る
。
現
在
完
了
形
を
と
つ
た
も
の
は
、
「
向
ひ
の
山
に
月
た
ゝ
り
見
ゆ

（
万
葉
巻
七
）
」
な
ど
言
ふ
文
例
を
止
め
て
居
る
。
此
語
は
単
に
、
今
か
以

前
か
に
標
準
を
据
ゑ
て
、
進
行
動
作
を
言
ふ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
確
か

に
「
出
現
」
の
用
語
例
を
持
つ
て
居
た
。
文
献
時
代
に
入
つ
て
は
、
月
た
ち

・
春
た
つ
な
ど
に
纔
か
に
、
俤
を
見
せ
て
居
た
ば
か
り
で
、
敬
語
の
意
識
は

夙
く
に
失
は
れ
て
ゐ
る
。

諏
訪
上
社
の
神
木
に
、
桜
た
ゝ
い
木
・
檀
た
ゝ
い
木
・
ひ
く
さ
た
ゝ
い
木
・

4幣束から旗さし物へ



橡
の
木
た
ゝ
い
木
・
岑
た
ゝ
い
木
・
柳
た
ゝ
い
木
・
神
殿
松
た
ゝ
い
木
が
あ

り
、
た
ゝ
い
は
「
湛
」
の
字
を
宛
て
る
由
、
尾
芝
古
樟
氏
（
郷
土
研
究
三
の

九
）
は
述
べ
ら
れ
た
。
此
等
七
木
は
、
桜
な
り
、
柳
な
り
の
神
た
ゝ
り
の
木

と
言
ふ
義
が
忘
れ
ら
れ
た
物
で
あ
る
。
大
空
よ
り
天ア
降モ
る
神
が
、
目メ
的ド
と
定

め
た
木
に
憑
り
ゐ
る
の
が
、
た
ゝ
る
で
あ
る
。
即
、
示
現
し
て
居
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
神
の
現タヽ
り
木
・
現タヽ
り
の
場ニハ
は
、
人
相あい
戒
め
て
、
近
づ
い
て
神
の
咎

め
を
蒙
る
の
を
避
け
た
。
其
為
に
、
た
ゝ
り
の
つ
み
と
も
言
ふ
べ
き
内
容
を

持
つ
た
語
が
、
今
も
使
ふ
た
ゝ
り
（
祟
）
の
形
で
、
久
し
い
間
、
人
々
の
心

に
生
き
て
来
た
の
で
あ
る
。

神
に
手
芸
の
道
具
を
献
る
事
は
、
別
に
不
思
議
で
も
無
い
が
、
線
柱
タ
ヽ
リ
の
一
品

だ
け
は
、
後
世
臼
が
神
座
と
な
り
易
い
様
に
、
ひ
よ
つ
と
す
れ
ば
、
神
の
た
ゝ
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り
の
よ
す
が
と
な
つ
た
物
か
も
知
れ
ぬ
。
絡
垜
タ
ヽ
リ
・ 

臥  

機 

ク
ツ
ビ
キ

が
夢
に
神
憑ガヽ
り
を

現
ず
る
事
、 

姫  

社 

ヒ
メ
コ
ソ

の
由
来
（
肥
前
風
土
記
）
に
あ
る
。
機
は
、
同
じ
機
道

具
の
縁
に
引
か
れ
た
の
か
と
思
ふ
。

神
の
あ
れ
の
よ
す
が
と
な
る
物
が
、
阿
礼
・
み
あ
れ
と
呼
ば
れ
た
事
は
、
説

明
は
要
す
ま
い
。
今
日
阿
礼
の
事
を
書
い
た
物
は
、
す
べ
て
此
語
に
言
語
情

調
の
推
移
の
あ
つ
た
、
後
期
王
朝
に
出
来
て
ゐ
る
。

賀
茂
祭
り
に
、
み
あ
れ
に
（
と
し
て
の
意
）
立
て
た
奥
山
の
榊
は
、
か
な
り

大
き
な
立
ち
木
を
採
り
（
賀
茂
旧
記
）
用
ゐ
た
根
こ
じ
の
物
で
あ
つ
た
ら
う
。

そ
し
て
、  

種    

々  

ク
サ
／
″
＼

の
染シ
め
木ユ
綿フ
を
垂シ
で
る
事
が
、
あ
れ
と
し
て
の
一
つ
の

条
件
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
此
際
、
内
蔵
寮
か
ら
上
社
・
下
社
へ
、
阿
礼
の
料

と
し
て
、
五
色
の
帛
六
疋
、
阿
礼
を
盛
る
筥
八
合
並
び
に
、
布
の
綱
十
二
条
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を
作
る
料
と
し
て
、 

調  

布 

テ
ヅ
ク
リ

一
丈
四
尺
を
出
す
（
内
蔵
式
）
こ
と
に
な
つ
て

ゐ
る
。
其
綱
は
み
あ
れ
を
舁
ぐ
時
に
、
其
傾
く
事
を
調
節
す
る
為
に
、
つ
け

た
も
の
と
思
は
れ
ぬ
で
も
無
い
が
、
や
は
り
祭
り
の
終
り
に
わ
が
方
へ
引
き

倒
し
て
、
一
年
の
田
畑
の
幸
福
を
占
は
う
と
し
た
の
が
、
一
種
の
歌
枕
と
し

て
固
定
す
る
ま
で
の
、
み
あ
れ
ひ
き
の
実
際
な
の
で
あ
ら
う
。
「
大
幣
の
引

く
手
あ
ま
た
」
な
ど
言
ふ
の
も
、
引
き
綱
が
や
は
り
、
み
あ
れ
の
五
色
の
帛

の
長
く
な
つ
た
物
な
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
、
木
綿
の
さ
が
つ
た
小
枝
を

引
き
折
る
事
で
は
な
か
つ
た
様
で
あ
る
。
後
期
王
朝
の
人
々
の
見
た
み
あ
れ

の
引
き
綱
に
は
、
鈴
が
つ
け
て
あ
つ
た
と
見
え
て
、

　
　
わ
れ
引
か
む
、
み
あ
れ
に
つ
け
て
祷
る
こ
と
、
な
る
〳
〵
鈴
の
ま
づ
聞

　
　
ゆ
な
り
（
順
集
）
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と
あ
る
の
は
、
西
行
の

　
　
思
ふ
こ
と
　
み
あ
れ
の
し
め
に
引
く
鈴
の
　
か
な
は
ず
ば
よ
も
な
ら
じ

　
　
と
ぞ
思
ふ

と
言
ふ
歌
を
註
釈
に
す
れ
ば
、
ま
づ
納
得
は
行
く
様
で
あ
る
。
但
、
二
人
の

間
に
は
、
か
な
り
の
時
の
隔
た
り
は
あ
る
が
、
要
点
は
ま
づ
変
化
の
無
か
つ

た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

山
家
集
の
作
者
の
目
に
は
、
其
引
き
綱
が
、
今
日
我
々
の
見
馴
れ
て
ゐ
る
鰐

口
の
緒
同
様
に
映
つ
て
居
た
ら
し
い
が
、
殺
伐
な
年
占
が
、
引
く
と
言
ふ
語

の
他
の
用
語
例
を
使
う
て
、
緩
や
か
な
祈
願
に
移
つ
て
行
つ
た
も
の
と
見
る

べ
き
で
あ
ら
う
。
昔
も
今
も
、
歌
よ
み
な
ど
は
、
大
ざ
つ
ぱ
な
事
を
言
ふ
者

で
、
語
通
り
に
信
ず
る
の
は
愚
か
し
く
も
思
は
れ
る
が
、
今
一
つ
引
く
と
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あ
れ
ひ
き
に
行
き
連
れ
て
こ
そ
　
千
早
ぶ
る
賀
茂
の
川
波
立
ち
渡
り
つ

　
　
れ
（
古
今
六
帖
）

の
「
行
き
連
れ
」
は
、
行
き
ず
り
の
物
見
人
が
、
偶
然
一
つ
の
方
角
へ
行
く
、

と
解
か
れ
さ
う
で
あ
る
が
、
共
同
の
幸
福
を
願
ふ
人
々
の
行
く
様
と
見
る
の

が
、
時
代
の
古
い
だ
け
に
、
適
当
な
様
に
思
は
れ
る
。

大
嘗
祭
の
儀
式
に
、
八
人
の
舞
人
が
て
ん
手デ
に
執
つ
た
阿
礼
木
（
貞
観
儀
式
）

は
、
既ハヤ
く
と
り
も
の
の
枝
を
、
直
ち
に
然シカ
呼
ぶ
ま
で
変
つ
て
居
た
の
か
、
其

と
も
ま
だ
、
此
古
い
祭
り
に
は
、
古
風
な
み
あ
れ
木
が
宮
中
に
樹
て
ら
れ
、

其
木
綿
と
り
垂シ
で
た
枝
を
折
り
用
ゐ
た
の
か
判
然
せ
ぬ
。
賀
茂
或
は
松
尾
の

阿
礼
ば
か
り
が
名
高
く
な
つ
た
お
と
つ
世
の
歴
史
家
は
、
此
を
山
祇
系
統
の

神
の 

依  

代 

ヨ
リ
シ
ロ

と
見
る
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
こ
ゝ
に
ま
だ
一
つ
、
宮
中
の
阿
礼
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が
あ
る
。

　
　
　
　
　
二

正
月
十
七
日
の 
射  
礼 
ジ
ヤ
ラ
イ

に
、 

豊 

楽 

殿 

ブ
ラ
ク
デ
ン

の
庭
上
、
射イ
手テ
を
呼
び
出
す
人
の
控

へ
る
座
の
南
一
丈
の
処
に
、
其
日
、
夜
の
引
き
明
け
か
ら
樹
て
ら
れ
る
二
種

の
立
て
物
が
あ
る
。
す
べ
て
今
日
か
ら
は
想
像
に
能
は
ぬ
事
だ
ら
け
で
は
あ

る
が
、
一
つ
は
烏
羅
（
か
ら
す
あ
み
又
は
と
な
み
と
訓
む
か
）
と
言
ふ
物
十

二
旒
。
各
二
株
の
竹
の
間
に
、
二
条
の
、
長
さ
八
尺
・
幅
八
寸
の
帛
に
鈴
二

つ
づ
ゝ
つ
け
て
張
り
渡
し
た
ら
し
く
、
色
は
縹
ハ
ナ
ダと
緋
と
が
六
旒
づ
ゝ
で
あ
つ

た
。
其
外
に
、
今
一
つ
あ
る
の
が
阿
礼
幡

ア
レ
バ
タ

で
あ
る
。
右
に
六
旒
、
左
に
六
旒
、
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紫
・
深
緑
・
緋
・
緑
・
黄
・
浅
緑
と
言
ふ
順
序
で
、
柄
が
つ
け
て
あ
る
。
其

外
、
花
槍
廿
口
・
幡
廿
旒
を
樹
て
る
（
掃
部
式
・
兵
庫
式
）
。

烏
羅
と
言
ひ
、
阿
礼
幡
と
言
ひ
、
他
に
見
え
ぬ
語
で
あ
る
が
、
此
処
の
阿
礼

も
、
射
礼
の
場ニハ
に
神
を
招ヲ
ぎ
下
し
た
古
風
と
見
ら
れ
よ
う
。
尚
か
の
兵
庫
式

の
文
の
後
に
、
羅
と
幡
と
を
樹
て
る
に
入
用
の
木ユ
綿フ
や
黒
葛
ツ
ヾ
ラ
は
、
大
蔵
の
方

で
請
ひ
受
け
て
来
た
様
に
書
い
て
ゐ
る
。
黒
葛
は
物
を
纏マ
く
為
で
あ
り
、
木

綿
は
と
り
垂
で
ゝ
神
に
献
る
物
で
あ
る
。

阿
礼
其
他
の
立
て
物
の
竿
頭
の
だ
し
（
郷
土
研
究
三
の
九
）
と
し
て
、
榊
葉

・
木
綿
が
括
ら
れ
た
と
見
る
か
、
竿
の
神
聖
を
示
す
為
に
、
其
根
方
を
樒
の

葉
と  

葛    

蔓  

ク
ズ
カ
ヅ
ラ

で
纏マ
き
厳カザ
る
野ノ
間マ
権
現
の
神
霊
を
移
す
木
（
三
国
神
社
伝
記
）

と
同
じ
意
味
あ
ひ
に
使
は
れ
た
物
か
、
即
決
は
出
来
る
事
で
な
い
が
、
阿
礼
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幡
が
神
の
出
現
を
待
つ
、
や
は
り
一
つ
の
あ
れ
で
あ
つ
た
事
を
証
す
る
だ
け

に
は
、
役
だ
つ
て
く
れ
る
様
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
十
二
旒
の
阿
礼
幡
を
元

は
、
一
本
の
竿
頭
か
ら
長
く
垂
れ
た
あ
ま
た
の
染
め
木ユ
綿フ
が
、
十
二
本
の
柄

の
尖サキ
に
別
れ
る
様
に
な
つ
た
と
考
へ
る
の
は
順
当
な
想
像
で
あ
ら
う
。

花
時
に
は
花
を
以
て
祭
り
、
鼓
吹
コ
ス
ヰ
・
幡
旗
ハ
ン
キ
を
用モ
つ
て
歌カ
舞ブ
し
て
祭
る
（
紀
一

書
）
と
あ
る
花ハナ
の
窟
イ
ハ
ヤの
祭
り
は
、
記
録
の
ぺ
い
ぢ
の
順
序
を
、
其
儘
時
間
の

順
序
と
見
る
事
が
出
来
れ
ば
幡
旗
と
言
ふ
語
の
、
見
え
た
初
め
で
あ
る
。
此

花
と
幡
と
は
、
縄
で
以
て
作
つ
た
（
熊
野
三
巻
書
）
と
の
古
伝
が
あ
る
。
縄

で
蓆
旗
を
こ
し
ら
へ
た
と
も
見
え
ぬ
文
面
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
竿
頭
か
ら

幾
筋
も
の
縄
を
垂
れ
た
物
と
見
る
外
は
無
い
。
上
代
か
ら
然
り
と
信
ず
る
事

は
出
来
ぬ
に
し
て
も
、
尚
江
戸
よ
り
は
古
く
の
為
来
シ
キ
タ
り
と
考
へ
ら
れ
る
。
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わ
れ
〳
〵
は
、
疑
ひ
深
い
科
学
者
と
肩
を
並
べ
て
生
き
て
居
る
の
だ
か
ら
、

布
よ
り
も
縄
の
ゆ
ふ
し
で
を
、
無
条
件
に
古
い
物
と
速
断
す
る
事
は
た
め
ら

ふ
が
、
竿
頭
か
ら
縄
或
は
木
綿
を
長
く
垂
れ
た
物
を
は
た
と
言
う
て
ゐ
た
事

は
、
認
め
な
い
訣
に
は
行
か
ぬ
。
わ
れ
〳
〵
の
国
語
が
、
不
変
の
内
容
を
持

つ
た
ま
ゝ
で
、
無
窮
の
祖
先
か
ら
罔
極
の
子
孫
に
語
り
伝
へ
ら
れ
る
も
の
と

考
へ
る
の
は
、
や
ま
と
た
け
る
や
義
経
も
、
石
の
槨
カ
ラ
トの
口
さ
へ
あ
け
れ
ば
、

現
代
人
と
直
ち
に
対
話
を
ま
じ
へ
る
事
が
出
来
る
と
信
じ
る
事
で
あ
る
。

記
・
紀
の
叙
述
と
、
其
に
書
記
せ
ら
れ
な
か
つ
た
以
前
の
語
部
の
素ス
の
物
語

の
語
り
は
じ
め
と
で
は
、
其
昔
と
言
ひ
、
今
と
言
ふ
に
も
、
非
常
な
隔
た
り

が
あ
る
。
記
・
紀
に
「
あ
る
」
と
書
い
て
ゐ
る
事
は
、
既
に
幾
十
百
年
以
前

に
「
な
い
」
と
き
ま
つ
た
事
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
わ
り
あ
ひ
に
変
動
の
尠
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か
る
べ
き
は
ず
だ
か
ら
と
言
ふ
の
で
、
名
詞
の
内
容
を
千
年
・
二
千
年
に
亘

つ
て
変
ら
ぬ
と
考
へ
る
人
は
、
通ヲ
弁サ
な
し
に
古
塚
に
出
か
け
て
、
祖
先
と
応

対
が
出
来
る
訣
で
あ
る
。

物
に
驚
く
こ
と
、
猶
今
日
の
我
々
の
如
く
で
あ
つ
た
祖
先
は
、
明
治
・
大
正

の
子
孫
が
日
傘
・
あ
げ
も
の
と
言
は
ず
に
直
ち
に
、
ぱ
ら
そ
る
・
ふ
ら
い
と

言
ふ
様
な
、
智
慧
あ
る
無
雑
作
は
持
ち
合
せ
な
か
つ
た
。
物
と
物
と
を
比
べ

て
、
似
よ
り
の
点
を
見
つ
け
て
は
、
舶
来
の
四
角
な
字
に
国
語
の
訓
み
を
つ

け
て
置
い
た
。
其
中
に
四
角
な
文
字
其
儘
の
事
物
が
渡
つ
て
勢
力
を
得
る
様

に
な
れ
ば
、
国
語
の
軒
端
を
貸
し
た
固
有
の
事
物
は
、
ど
ん
／
″
＼
と
取
り

か
へ
ら
れ
て
、
母
屋
に
は
何
時
の
間
に
か
、
殆
ど
見
知
り
の
な
か
つ
た
新
し

い
事
物
が
座
り
こ
ん
で
ゐ
る
と
言
ふ
、
直
訳
に
伴
う
て
起
り
勝
ち
の
事
実
が
、
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は
た
と
言
ふ
語
及
び
品
物
の
上
に
も
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
三

語
部
が
語
り
始
め
た
頃
の
は
た
は
、
今
の
日
の
丸
の
国
旗
の
様
な
形
と
用
途

と
を
持
つ
て
居
な
か
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
斉
明
天
皇
の
四
年
、
蝦
夷
渟
代
郡

大
領
沙サ
尼ニ
具グ
那ナ
以
下
に
鮹
旗
廿
頭
、
津
軽
郡
大
領
馬
武
以
下
に
も
鮹
旗
廿
頭

を
授
け
ら
れ
た
（
紀
）
の
は
、
同
族
の
反
乱
に
当
て
る
為
で
あ
ら
う
が
、
鮹

と
言
ひ
、
頭
と
言
ふ
の
は
、
其
旗
の
形
容
を
髣
髴
さ
せ
て
、
三
巻
書
の
縄
の

幡
に
近
づ
か
し
め
る
。

字
面
通
り
に
想
像
す
れ
ば
、
竿
頭
に
は
円
く
束
ね
た
物
が
あ
つ
て
、
其
か
ら
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四
方
八
方
へ
蛸
の
足
の
様
に
、
布
な
り
縄
な
り
が
垂
れ
て
居
る
形
で
、
今
日

地
方
に
よ
つ
て
は
、
葬
式
の
先
頭
に
髯
長
く
編
ん
だ
竹
籠
を
、
逆
に
竿
頭
に

つ
け
て
、
紙
花
を
飾
つ
て
ふ
つ
て
行
く
花
籠
な
ど
も
、
其
に
引
か
れ
て
思
ひ

浮
べ
ら
れ
る
。
今
日
旗
の
竿
尖サキ
に
つ
く
金
の
球タマ
や
、
五
月
幟
の
籠
玉
の
源
に

な
る
髯
籠
ヒ
ゲ
コ
（
髯
籠
の
話
参
照
）
の
筋
を
引
い
た
物
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

ま
さ
か
に
縄
の
ゆ
ふ
し
で
や
、
竹
の
髯
籠
や
、
花
籠
を
下
さ
れ
た
も
の
と
も

思
は
れ
ぬ
が
、
今
の
日
の
丸
の
旗
な
ど
ゝ
は
大
分
遠
い
、
却
つ
て
ば
れ
ん
な

ど
に
似
よ
つ
た
形
の
物
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
。

も
つ
と
異
風
な
幡
は
、
前
に
あ
げ
た
肥
前
風
土
記
基キ
肄イ
郡 

姫  

社 

ヒ
メ
コ
ソ

社
ヤ
シ
ロの
由
緒

に
見
え
る
。
姫
社
郷
の
山
途
ヤ
マ
ト
川
の
門ト
（
川
口
か
）
の
西
に
、
荒
ぶ
る
神
が
居

て
、
道
行
く
人
を
と
り
殺
す
の
で
、
其
訣
を
占
ふ
と
、
筑
前
宗
像
郡
の
人
珂カ
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是ゼ
胡コ
に
、
自
分
を
斎イハ
は
せ
れ
ば
、
穏
か
に
な
ら
う
と
あ
つ
た
。
珂カ
是ゼ
胡コ
、
幡

を
捧
げ
て
祈
る
に
は
「
実
際
私
に
祀
ら
れ
よ
う
と
の
思
召
し
な
ら
、
ど
な
た

様
で
あ
る
か
お
示
し
下
さ
い
。
其
に
は
、
其
本
処
の
お
社
に
、
此
幡
が
風
に

乗
つ
て
行
つ
て
落
ち
ま
す
様
に
」
と
言
う
て
、
幡
を
挙
げ
て
、
風
に
順
う
て

放
つ
た
処
が
、
御
原
郡
の
姫
社
之
社
に
墜
ち
、
再
飛
び
返
つ
て
、
山
途
川
の

辺
の
田
村
に
来
て
落
ち
た
の
で
、
神
の
在
処
ア
リ
カ
が
知
れ
た
と
あ
る
。
此
幡
、
今

日
の
人
の
考
へ
に
這
入
つ
て
ゐ
る
旗
の
様
な
物
で
は
な
く
、
形
は
違
う
て
ゐ

る
と
し
て
も
、
幣
束
と
同
じ
用
を
し
た
物
で
あ
る
事
だ
け
は
、
否
定
が
出
来

ぬ
。

 

小 

子 

部 

チ
ヒ
サ
コ
ベ

栖
軽
ス
ガ
ル
が
三
諸
ミ
モ
ロ
山
の
神
を
捉
へ
に
行
つ
た
時
は
、  

朱    

蘿  

ア
カ
キ
カ
ヅ
ラ
を
つ
け
、

  

朱    

幢  

ア
カ
キ
ハ
タ

を
立
て
ゝ
馬
を
馳
せ
た
（
霊
異
記
）
と
言
ふ
。
神
を
捉
へ
た
と
言
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ふ
の
は
、
後
期
王
朝
の
初
め
の
人
の
解
釈
で
、
実
は
あ
か
は
た
を
立
て
ゝ
、

神
を
迎
へ
た
事
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
神
功
皇
后
が
小
山
田
邑
の
斎
宮

に
入
つ
て
、
自
ら
斎
主
と
な
り
、
武
内
宿
禰
に
琴
を
撫
カ
キ
ナら
さ
せ
、
烏イ
賊カ
津ツ
使オ

主ミ
を
審サ
神ニ
者ハ
と
し
て
、
琴
の
頭
・
琴
の
尾
に 

千  

繒  

高  

繒 

チ
ハ
タ
ノ
タ
カ
ハ
タ

を
置
い
て
、
七

日
七
夜
の
間
神
意
を
問
は
れ
た
（
神
功
紀
）
と
あ
る
の
は
、
沢
山
の
長タケ
の
高

い
幣
束
で
琴
の
周
り
を
と
り
捲
い
て
、
神
依
り
板
に
、
早
く
神
の
よ
り
来
る

様
に
、
と
の
用
意
と
見
る
外
は
な
い
。

外
国
語
学
校
の
蒙
古
語
科
の
夜
学
に
通
う
た
頃
、
満
洲
人
羅ロオ
氏
か
ら
、
蒙
古

語
で
幣
束
を H

atak 

と
言
ふ
よ
し
を
習
う
た
。
其
後
、
三
省
堂
の
外
来
語
辞

典
が
出
た
の
を
見
る
と
、
鳥
居
龍
蔵
氏
が
、
は
た
の
語
原
を
、
蒙
古
の
は
た

即
幣
束
に
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
居
ら
れ
た
。
此
は
恐
ら
く
、
子
音
ｋ
を
聴
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き
お
と
さ
れ
た
の
で
は
無
か
ら
う
か
と
思
ふ
。
又
、
白
木
屋
の
二
階
で
あ
つ

た
同
氏
の
個
人
展
覧
会
で
、
右
の
は
た
っ
く
の
実
物
を
見
る
事
が
出
来
た
。

柄
は
す
べ
て
一
本
の
矢
で
、
矢
弭
の
処
に
、
小
さ
な
銅
鏡
を
つ
け
、
五
色
の

帛
が
幣
束
を
思
は
せ
る
具
合
に
括
り
つ
け
て
あ
つ
た
。
東
歌
の

　
　
山
鳥
の
尾
ろ
の
秀
尾
ハ
ツ
ヲ
に
　
羅
摩
カ
ヾ
ミ
か
け
、
捉トナ
ふ
べ
み
こ
そ
、
汝
に
よ
そ
り

　
　
け
め
（
万
葉
巻
十
四
）

と
言
ふ
歌
は
、
依
然
と
し
て
、
謎
の
様
に
辿
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
根
本

に
は
、
山
鳥
の
秀
尾
ハ
ツ
ヲ
を
矧
い
だ
矢
に
、
鏡
を
か
け
た
と
言
ふ
幣
束
が
、
古
い

日
本
に
も
行
は
れ
て
居
た
事
実
を
、
潜
め
て
居
る
様
な
気
が
し
て
な
ら
ぬ
。

賀
茂
祭
り
や
、
射
礼
の
あ
れ
に
、
染シ
め
木ユ
綿フ
を
つ
か
う
た
の
も
、
右
の
は
た

っ
く
と
似
よ
つ
て
ゐ
る
。 

白 

和 

栲 

シ
ロ
ニ
ギ
テ

・ 

青 
和 
栲 

ア
ヲ
ニ
ギ
テ

の
物
さ
び
し
い
色
を
神
々
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し
い
物
と
し
て
、
五
色
の
し
で
を
遥
か
後
れ
て
世
に
出
た
物
と
思
ふ
の
は
、

却
つ
て
く
す
ん
だ
色
あ
ひ
を
喜
ぶ
、
後
世
の
廃
頽
し
た
趣
味
か
ら
わ
り
出
し

て
、
物
喜
び
を
し
た
、
幼
い
昔
の
神
に
お
し
あ
て
た
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。

処
が
又
、
然サ
る
古
代
こ
が
れ
で
な
い
人
々
か
ら
、
近
代
風
に
謬
ら
れ
相
な
、

葬
式
の
赤
幡
・
青
幡
、
降
参
の
素シラ
幡
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
四

お
互
に
せ
は
し
な
い
世
の
中
に
生
れ
合
せ
て
、
紙シ
魚ミ
の
住
み
か
に
お
ち
〳
〵

と
、
見
ぬ
代
の 

祖  

々 

オ
ヤ
〳
〵

と
話
し
交
し
て
も
居
ら
れ
な
く
な
つ
た
。
其
為
に
、
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心
の
底
か
ら
古
な
ぢ
み
の
様
な
気
の
せ
ぬ
物
は
、
夙
か
れ
遅
か
れ
何
時
か
の

昔
に
、
海
の
あ
な
た
か
ら
渡
つ
て
来
た
迄
、
影
も
形
も
、
此
土
に
は
な
か
つ

た
も
の
、
と
早
合
点
に
き
め
ら
れ
て
来
た
。
和
順
の
心
を
示
す
白
旗
の
如
き

も
、
人
に
よ
つ
て
は
、
と
て
つ
も
な
い
新イ
舶マ
来キ
の
代
物
と
考
へ
て
ゐ
る
か
も

知
れ
ぬ
。
併
し
此
は
寧
、
純
朴
な
物
忘
れ
で
あ
つ
て
、
二
三
、
学
問
を
享
楽

す
る
事
を
知
つ
た
、
譬
へ
ば
、
名
あ
る
者
と
し
言
へ
ば
、
巾
着
切
り
の
生
シ
ヤ
ウ国

迄
も
、
自
分
の
里
に
ひ
き
つ
け
ね
ば
措
か
ぬ
物
識
り
た
ち
に
、
鼻
の
さ
き
で

あ
ひ
し
ら
は
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

古
く
、
白
旗
を
樹
て
ゝ
和
順
・
降
伏
の
意
を
現
し
た
、
と
見
え
る
事
実
は
あ

る
。
周
防
の
娑サ
麽バ
の
魁
師
神
夏
磯
媛

カ
ム
カ
シ
ヒ
メ
は
、
天
子
の
使
ひ
来
る
と
知
つ
て
、
磯シ

津ツ
山
の
賢
木
サ
カ
キ
を
根
こ
じ
に
し
、
上
枝
ホ
ツ
エ
に
八
握
ヤ
ツ
カ
劔
、 
中  

枝 
ナ
カ
ヅ
エ

に
八ヤ
咫タ
鏡
、
下
枝
シ
ヅ
エ
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に
は
、
八
尺
瓊
を
掛
け
た
上
に
、 

素  

幡 

シ
ラ
ハ
タ

を
船
の
舳ヘ
に
樹
て
ゝ
、
参マヰ
向
う
た

（
景
行
紀
）
。
又
、
新
羅
王
は
、
素
旆  

而  

自  

服  

ア
ゲ
テ
マ
ツ
ロ
ヒ

、
素
組
以
面
縛
、
封
図

籍
、
降
於
王
船
之
前
と
い
ふ
風
で
、
念
の
入
つ
た
誓
ひ
を
立
て
た
（
神
功
紀

）
。
後
の
方
は
、
漢
文
の
筆
拍
子
に
乗
つ
た
と
も
言
へ
よ
う
が
、
前
の
も
の

迄
、
牛
酒
・
三
刄
矛
の
一
類
と
見
る
の
は
、
聊
か
気
の
毒
で
あ
る
。

唐
ぶ
り
と
も
見
え
ぬ
白
旗
は
、
此
外
に
も
あ
る
。 

行  

方 

ナ
メ
カ
タ

郡
当
麻
タ
ギ
マ
郷
の
国
栖

の
寸キ
津ツ
毘ビ
古コ
が
、
倭
武
天
皇
に
斬
り
殺
さ
れ
た
時
、
寸キ
津ツ
毘ビ
売メ
の
懼
悚
心
愁
、

表
挙
白
幡
迎
道
奉
拝
（
常
陸
風
土
記
）
と
あ
る
話
は
、
幼
稚
な
詞
藻
を
ひ
ね

り
廻
し
た
此
書
物
で
は
あ
る
が
、
出
来
心
で
筆
が
反
れ
た
も
の
と
は
思
は
れ

ぬ
。

と
に
か
く
、
前
期
王
朝
の
頃
に
は
、
戦
争
を
や
め
る
心
を
、
て
つ
と
り
ば
や
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く
示
す
手
段
と
し
て
白
旗
を
竪
て
る
風
習
を
認
め
て
居
た
事
は
、
確
か
ら
し

い
。
だ
か
ら
と
言
う
て
、
直
様
降
服
の
意
志
表
示
と
見
る
の
は
、
早
計
で
あ

る
か
も
知
れ
ぬ
。
何
に
し
ろ
其
処
に
歩
み
よ
る
道
順
と
し
て
、
か
う
言
ふ
階

段
は
経
て
ゐ
よ
う
。
其
は
、
汚
キ
タ
ナき
心
な
き
由
を
、
白
幡
立
て
、
神
を
招ヲ
ぎ
下

し
た
場
所
で
誓
ふ
と
言
ふ
、
古
い
信
仰
形
式
の
片
わ
れ
で
あ
る
。

思
ふ
に
、
恐
ら
く
、
語
部
の
物
語
創
作
の
際
に
は
、
ま
だ
明
ら
か
に
、
降
服

形
式
と
迄
は
考
へ
て
居
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
此
白
幡
も
疑
ひ
な
く
、
幣
束

の
部
に
入
る
べ
き
用
途
と
形
式
と
を
、
具
へ
て
居
た
物
と
考
へ
る
。
神
招ヲ
ぎ

代シロ
の
幣
束
な
る
幣
が
、
神
の
依
り
現タヽ
す
場ニハ
の
標
シ
ル
シと
な
り
、
次
い
で
は
、
人
或

は
神
自
身
が
、
神
占
有
の
物
と
定
め
た
標シメ
と
も
な
り
、
又
更
に
、
神
の
象
徴

と
さ
へ
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
私
の
話
の
順
序
か
ら
言
へ
ば
、
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と
り
わ
け
て
白
幡
を
用
ゐ
ず
と
も
、
よ
さ
相
に
思
は
れ
る
。
け
れ
ど
も
片
方
、

故
ら
に
染シ
め
木ユ
綿フ
で
な
い
事
を
示
し
た
の
は
、 

白 

和 

栲 

シ
ロ
ニ
ギ
テ

が
、
幣
束
と
し
て

普
通
の
物
で
な
く
、
特
殊
の
場
合
に
限
つ
て
使
う
た
物
で
あ
つ
た
故
か
も
知

れ
ぬ
。

白
幡
と
似
た 

青  
幡 

ア
ヲ
ハ
タ

と
言
ふ
物
が
あ
る
。
あ
を
は
た
の
木
幡
・
あ
を
は
た
の

忍
阪
オ
サ
カ
の
山
・
あ
を
は
た
の
葛
城
山
（
万
葉
）
な
ど
、
枕
詞
に
用
ゐ
た
の
が
、

其
で
あ
る
。
何
れ
も
、
山
に
関
係
の
あ
る
処
か
ら
旗
の
靡
く
様
を
山
に
準
へ

た
も
の
、
と
考
へ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
枕
詞
成
立
の
時
代
か
ら
言
へ
ば
、
此

詞
な
ど
は
、
中
期
に
入
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
奈
良
の
寺
々
に
樹
て

並
べ
た
外
国
風
の
幢
幡
は
、
見
も
知
ら
ぬ
飛
鳥
・
藤
原
の
宮
人
の
口
な
ど
か

ら
、
生
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
白
和
栲
・
青
和
栲
と
対
照
せ
ら
れ
る
の
か
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ら
見
て
も
、
青
幡
の
青
和
栲
で
あ
つ
た
事
は
、
断
言
し
て
さ
し
つ
か
へ
が
な

か
ら
う
。
而
も
、
其
ふ
つ
さ
り
と
竿
頭
か
ら
垂
れ
た
様
を
、
山
に
見
立
て
た

も
の
と
思
は
れ
る
。

黒
坂
命
葬
送
の
様
は
、
赤
幡
・
青
幡
入
り
交
つ
て
、
雲
虹
の
様
に
飜
つ
て
、

野
や
路
を
照
し
た
の
で
時
の
人
、 

幡  

垂 

ハ
タ
シ
デ

の
国
と
言
う
た
の
を
、
後
人
が
、

信シ
太ダ
の
国
と
言
ふ
様
に
な
つ
た
（
常
陸
風
土
記
逸
文
）
と
あ
る
。
死
人
の
魂

の
発
散
を
防
ぐ
為
、
あ
る
時
期
の
間
は
、
殯
モ
ガ
リに
、
野
送
り
に
、
墓
の
上
に
、

常﹅
べ﹅
つ﹅
た﹅
り﹅
の
招
魂
の
道
具
と
し
て
、
く
さ
／
″
＼
の
染
め
木
綿
の
幡
を
立

て
た
の
で
あ
る
。

此
幡
が
、
今
様
の
旗
で
な
い
こ
と
は
、
信シ
太ダ
の
国
の
地
名
譚
の
し
で
と
云
ふ

語
か
ら
見
て
も
知
れ
る
。
神
の
純
化
が
遂
げ
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
頃
の
人
々
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は
、
目
に
見
え
ぬ
力
と
し
て
、
現ウツ
し
世ヨ
の
姿
を
消
し
た
人
の
霊
を
も
、
神
と

一
列
に
幡
も
て
、
招ヲ
ぎ
よ
す
べ
き
も
の
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
つ
て
、
私
の
考
へ
る
は
た
な
る
物
の
形
は
、
略
諸
君
の
胸
に
、
具

象
せ
ら
れ
て
居
る
事
と
思
ふ
が
、
ほ
こ
（
郷
土
研
究
三
の
八
・
四
の
九
）
な

る
棒
の
先
に
、
其
名
の
本
た
る
は
た
と
言
ふ
、
染
め
木
綿
の
類
が
垂サガ
つ
て
居

た
の
で
あ
る
。
後
期
王
朝
の
初
め
に
は
、
幡
其
物
に
直
ち
に
、
神
格
を
認
め

る
様
に
な
つ
て
居
る
。
別
雷
神
の
纛
オ
ホ
ハ
タの
神
（
令
集
解
）
と
言
ふ
、
山
城
紀
伊

郡
真
幡
寸

マ
ハ
タ
キ

神
社
な
ど
が
、
此
で
あ
る
。
而
も
、
や
は
り
「
纛
」
の
字
面
に
拘

泥
し
て
は
な
ら
ぬ
。
此
神
こ
そ
は
、
賀
茂
の
は
た
な
る
み
あ
れ
を
祀
つ
た
も

の
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

何
処
の
国
で
も
、
大
将
軍
は
必
、
神
を
招ヲ
ぎ
よ
せ
、
其
心
を
問
ふ
事
の
出
来
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た
人
で
あ
ら
う
。
倭
建
命
東
征
の
際
に
、
父
帝
か
ら
下
さ
れ
た
柊
の
八
尋
矛

（
記
）
や
、
神
功
皇
后
の
新
羅
王
の
門
に
、
杖つ
け
る
矛
を
樹
て
ゝ
来
ら
れ
た

（
紀
）
と
い
ふ
の
も
、
刄
物
の
つ
い
た
槍
の
類
で
は
な
く
、
神
祭
り
の
幡
桙

で
あ
つ
た
事
は
、
奈
良
の
都
に
な
つ
て
、
神
祭
り
に
関
係
あ
り
さ
う
な
杠ヒ
谷ヽ

樹ラギ
の
八
尋
桙
根
が
、
累
り
に
諸
国
か
ら
貢
進
せ
ら
れ
て
ゐ
る
（
続
紀
）
の
を

見
て
も
、
想
像
す
る
事
は
出
来
よ
う
と
思
ふ
。
尚
、 

杉 

桙 

別 

ス
ギ
ホ
コ
ワ
ケ
命
神
社
・
多タ

祁ケ
富ホ
許コ
都ツ
久ク
和ワ
気ケ
神
社
な
ど
、
桙
に
関
係
あ
る
社
が
、
ざ
ら
に
全
国
に
分
布

し
て
ゐ
る
（
神
名
式
）
こ
と
を
も
、
傍
証
に
立
て
る
事
が
出
来
る
。

比
々    

良
木
八
尋
桙
根
底
不
附
国    

ヒ
ヽ
ラ
ギ
ノ
ヤ
ヒ
ロ
ホ
コ
ネ
ソ
コ
ツ
カ
ヌ
ク
ニ
（
播
磨
風
土
記
逸
文
）
と
あ
る
の
か
ら

見
て
も
、
此
桙
は
人
を
斬
る
も
の
で
な
く
、
地
に
樹
て
ゝ
、
神
を
祈
る
物
な

る
事
は
訣
る
。
桙
を
以
て
戦
に
出
る
の
は
、
随
時
に
随
処
に
衝
き
立
て
ゝ
、
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神
意
を
問
ふ
こ
と
が
出
来
る
、
と
言
ふ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
戦
場
往
来
に
用

ゐ
ら
れ
た
旗
さ
し
物
は
、
此
方
面
か
ら
這
入
る
の
を
順
路
と
す
べ
き
様
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
五

学
問
に
、
常
の
歎
き
と
す
る
処
は
、
興
味
の
立
ち
遅
れ
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。

研
究
の 

緒  

口 

イ
ト
グ
チ

が
つ
き
始
め
た
時
分
に
は
、
事
実
は
あ
ら
ゆ
る
関
係
に
、
首

尾
両
端
を
没
し
て
了
う
て
ゐ
る
。
此
幡
の
問
題
の
如
き
も
、
悉
く
外
来
の
旗

と
習
合
を
遂
げ
た
後
、
幾
百
年
の
花
紅
葉
が
散
り
過
ぎ
て
、 

後 

世 

風 

オ
ト
ツ
ヨ
ブ
リ
の
源

氏
・
楠
家
の
旗
だ
と
称
す
る
贋
物
類
ま
で
も
、
手
に
取
れ
ば
ぼ
ろ
／
″
＼
と
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崩
れ
る
様
に
な
つ
た
頃
、
や
つ
と
物
に
な
り
か
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
「
武

備
志
」
を
見
て
も
、
四
神
・
牙
神
・
牙
旗
神
及
び
其
他
の
旗
神
の
祭
文
と
言

ふ
も
の
が
見
え
て
、
軍
陣
に
神
を
勧
請
す
る
の
は
我
国
の
古
風
ば
か
り
で
な

か
つ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
但
、
此
際
に
も
直
ち
に
、
唐
土
伝
来
と
言
ふ
即
決

だ
け
は
、
つ
け
ぬ
様
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
軍
学
者
な
ど
の
浅
ま
な
物
識

り
ぶ
つ
た
説
明
に
縋
ら
ず
と
も
、
旗
さ
し
物
の
起
り
位
は
説
け
相
に
思
ふ
。

旗
を
造
り
、
旗
を
樹
て
、
又
其
持
ち
出
す
際
の
斎
戒
謹
慎
の
有
様
や
、
又
其

 

蝉  

口 

セ
ミ
グ
チ

に
は
、
必
、
神
符
を
封
じ
籠
め
る
（
軍
用
記
）
故
実
も
、
少
弐
氏
の

旗
の 

横  

上 

ヨ
コ
ガ
ミ

に
、 

綾 

藺 

笠 

ア
ヤ
ヰ
ガ
サ

を
つ
け
た
の
は
、
眷
属
の
御
霊
の 

影  

向 

ヤ
ウ
ガ
ウ

あ
つ

て
、
蝉
口
に
御
座
あ
る
か
ら
と
の
家
訓
が
あ
る
（
梅
松
論
）
と
い
ふ
の
も
、

支
那
風
模
倣
と
は
言
は
れ
ぬ
程
、
古
い
種
を
有
し
て
居
る
で
は
な
い
か
。
熊
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野
の 

湛  

増 

タ
ン
ゾ
ウ

が
、
船
に
若
王
子
の 

御 

正 

体 

ミ
シ
ヤ
ウ
ダ
イ
を
載
せ
、
旗
の
横
上
に
金
剛
童

子
を
書
い
て
、
壇
の
浦
へ
お
し
寄
せ
た
（
平
家
物
語
）
と
い
ふ
の
も
、
同
じ

影
向
勧
請
の
思
想
で
あ
る
。
「
菊
池
の
人
々
に
向
ひ
て
、
矢
を
放
つ
事
あ
る

べ
か
ら
ず
」
と
し
た
牛
王
の
起
請
文
を
、
旗
の
蝉
本
に
押
し
て
、
少
弐
勢
に

見
せ
び
ら
か
し
た
（
太
平
記
）
菊
池
方
の
皮
肉
も
、
旗
に
対
す
る
長
い
信
仰

の
歴
史
の
外
に
、
勝
手
に
ひ
よ
つ
こ
り
生
れ
た
頓
作
で
は
な
い
。

う
は
べ
は
変
つ
て
も
、
中
身
は
や
つ
れ
た
ま
ゝ
に
、
昔
の
姿
を
遺
し
て
居
た

旗
も
、
武
家
末
期
の
四
半
シ
ハ
ン
の
さ
し
物
を
横
に
し
た
恰
好
の
国
旗
と
な
つ
て
了

う
て
は
、
信
仰
の
痕
は
辿
ら
れ
さ
う
も
な
く
な
つ
た
。
軍
人
が
身
に
換
へ
て

大
事
に
す
る
今
の
軍
旗
と
言
ふ
物
も
、
存
外
、
信
仰
と
は
縁
の
離
れ
た
合
理

的
な
倫
理
観
の
対
象
と
な
つ
て
ゐ
る
様
子
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
か
く
明
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治
の
代
に
、
新
な
習
合
を
し
た
西
洋
の
旗
に
も
、
実
は
長
い
信
仰
の
連
続
は

あ
つ
た
様
で
あ
る
。

此
方
面
の
研
究
は
、
南
方
先
生
の
助
力
を
仰
が
ね
ば
、
容
易
に
結
論
は
得
ら

れ
相
で
な
い
が
、
西
洋
の
旗
幡
類
を
大
別
す
れ
ば
、
す
た
ん
だ
ぁ
ど
と
、
ふ

ら
っ
ぐ
と
、
並
び
に
其
中
間
を
行
く
物
と
の
三
つ
が
あ
る
様
に
見
え
る
。
而

も
本
は
、
一
つ
の
す
た
ん
だ
ぁ
ど
に
帰
着
し
相
で
あ
る
。
八
尋
桙
根
な
ど
を

す
た
ん
だ
ぁ
ど
に
比
べ
て
見
る
と
、
幾
分
の
似
よ
り
は
見
え
る
。
唯
彼
に
在

つ
て
は
、
異
物
崇
拝
の
対
象
な
る
族
霊
（
と
う
て
む
）
の
像
を
柄エ
頭
に
つ
け

る
が
、
桙
の
方
に
は
其
が
な
い
。
尤
、
後
世
の
ま
と
い
或
は
馬
じ
る
し
・
自ジ

身シン
　
　
又
、
自
分
・
自
身
た
て
物
・
自
身
さ
し
物
・
自
分
さ
し
物
な
ど
と
も

言
ふ
。
御
指
物
揃
・
馬
じ
る
し
等
　
　
な
ど
言
ふ
類
に
は
、
と
う
て
む
か
ら
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変
つ
た
物
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
の
も
あ
る
。
私
は
、
昔
の  

丈    

部  

ハ
セ
ツ
カ
ヒ
ベ

（
記
・
姓
氏
録
・
万
葉
）
を
ば
、
支
那
風
の
仗
人
と
見
ず
に
、
或
は
此
す
た

ん
だ
ぁ
ど
に
似
た
桙
を
持
つ
て
、
大
将
の
前サキ
を
駆オ
う
た
部
曲
カ
キ
ベ
か
と
考
へ
て
居

る
。

秀
吉
の
在
世
の
頃
か
ら
、
旗
さ
し
物
類
の
発
達
は
目
ざ
ま
し
い
も
の
で
あ
つ

た
。
諸
士
皆
競
う
て
、
さ
し
物
に
意
匠
を
凝
し
て
、
注
目
を
惹
く
事
に
努
め

た
。
秀
吉
・
家
康
か
ら
、
単
に
さ
し
物
の
画
や
字
が
珍
ら
し
い
と
言
ふ
の
で
、

賞
美
せ
ら
れ
た
者
も
沢
山
あ
る
（
武
徳
編
年
集
成
・
寛
政
重
修
諸
家
譜
・
貞

享
書
上
其
他
）
。
其
故
、
諸
侯
の
家
に
は
、
大
小
二
種
の
馬
じ
る
し
や
、
自

身
・
さ
し
物
か
ら
、
諸
士
・
雑
兵
の  

番  
指  
物  

バ
ン
ノ
サ
シ
モ
ノ

・
袖
印
・
腰
印
に
至
る
ま

で
、
其
数
と
種
類
の
多
い
こ
と
、
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
し
物
の
多
く
は
、
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元
即
興
的
に
色
々
の
物
を
さ
し
た
の
が
、
却
つ
て
か
や
う
に
雑
多
な
発
達
に

導
い
た
も
の
ら
し
い
。
長
久
手
の
戦
ひ
の
屏
風
絵
に
は
、
籠
を
負
う
て
、
薄
ス
ヽ
キ

な
ど
の
青
草
を
さ
し
た
武
者
が
、
二
三
見
え
て
居
る
。
其
が
大
阪
攻
め
の
絵

巻
に
な
る
と
、
よ
く
も
僅
か
な
年
月
の
間
に
、
か
や
う
な
変
化
を
遂
げ
た
も

の
、
と
目
が
睜
ら
れ
る
程
で
あ
る
。

薄
を
さ
し
た
さ
し
物
か
ら
、
直
ち
に
聯
想
せ
ら
れ
る
の
は
一
本
荻
と
云
ふ
さ

し
物
（
大
阪
攻
め
絵
巻
・
弘
前
軍
符
）
で
あ
る
。
此
は
、
普
通
に
撓
シ
ナ
ヒと
言
は

れ
る
と
こ
ろ
の
、 

袋  

乳 

フ
ク
ロ
ヂ

の
小
幟
風
な
旗
の
長
く
延
び
て
末
に
尖
り
を
持
つ

た
物
で
あ
る
が
、
神
事
の
よ
り
ま
し
が
さ
し
た
一
つ
物
・
一
本
薄
（
郷
土
研

究
三
の
五
〇
〇
等
）
な
ど
ゝ
縁
が
あ
り
さ
う
で
あ
る
。
馬
じ
る
し
・
さ
し
物

が
、
神
事
に
交
渉
の
深
い
こ
と
は
、
笠
鋒
か
ら
筋
を
引
い
た
物
が
、
諸
家
に
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多
く
行
は
れ
て
ゐ
る
事
で
も
知
れ
る
。

有
馬
直
純
の
指
物
（
島
原
御
陣
諸
家
指
物
図
）
に
使
う
た
、
青
杉
の
酒
ほ
て

と
言
ふ
物
は
、
帘
サ
カ
バ
ヤ
シの
一
種
と
思
は
れ
る
が
、
ほ
て
と
ぼ
ん
で
ん
（
郷
土
研
究

三
の
三
九
七
）
と
帘
と
の
間
の
、
脈
絡
を
繋
い
で
居
る
も
の
と
言
ふ
事
が
出

来
る
。

同
じ
く
、
植
物
を
だ
し
に
つ
け
た
物
に
ば
り
ん
の
さ
し
物
が
あ
る
。
私
は
話

頭
を
一
転
し
て
、
ま
と
い
（
円
居
・
纏
）
の
話
を
聴
い
て
頂
く
。
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発
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第
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