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一

 

木 

梨 

軽 

キ
ナ
シ
カ
ル

太
子
の
古
い
情
史
風
の
ば
ら
っ
ど
の
外
に
、
新
し
い
時
代
に
宣
伝

せ
ら
れ
た
と
思
は
れ
る
悲
し
い
恋
語
り
が
、
や
は
り
巡
遊
伶
人
の
口
か
ら
世

間
へ
ち
ら
ば
り
、
其
が
輯
録
せ
ら
れ
て
万
葉
に
あ
る
。
一
つ
は 

宅  

守 

ヤ
カ
モ
リ

相
聞

で
あ
る
。
今
一
つ
は
乙
麻
呂

オ
ト
マ
ロ

流
離
の
連
作
で
あ
る
。
時
代
が
新
し
い
か
ら
真

の
創
作
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
不
遇
な
男
女
が
、
哀
別
の
涙
を
さ
へ
、
人
に
憚

つ
て
叫
び
上
げ
た
も
の
ゝ
様
に
思
は
れ
、
我
々
を
も
動
す
強
い
感
激
が
含
ま

れ
て
居
る
様
に
も
見
え
る
。
唯
見
え
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
我
々
は
、
背
景
を
知
ら
ず
に
見
る
か
ら
、
ば﹅
ら﹅
っ﹅
ど﹅
〳
〵
好
事
の
漢
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風
移
植
者
た
る
大
伴
旅
人
・
家
持
一
味
の
人
々
の
文
芸
意
識
を
持
つ
て
の
遊

戯
が
見
え
る
位
に
過
ぎ
な
い
時
代
に
、
悲
し
み
を
叙
し
て
、
繰
り
か
へ
し
贈

答
す
る
こ
と
が
あ
つ
た
と
は
思
は
れ
ぬ
。

  

畢    

竟  

ひ
つ
き
や
う

、
軽
太
子
の
哀
れ
な
物
語
や
、
大
国
主
の
円
満
な
恋
や
、
仁
徳
天

皇
の
ね
ぢ
れ
た
情
史
を
謡
ひ
歩
い
て
、
万
葉
ま
で
其
形
を
残
し
た
性
欲
生
活

の
驚
異
を
欲
し
た
村
の
人
々
の
心
が
、
更
に
変
態
で
、
切
実
な
も
の
を
要
求

し
た
為
に
、
ほ
か
ひ
ゞ
と
の
謡
ふ
「
物
語
」
の
く
づ
れ
が
、
自
然
に
変
化
し

て
、
創
作
気
分
の
満
ち
た
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
だ

が
、
其
変
化
は
自
然
で
あ
つ
た
ら
う
と
言
ふ
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
特

殊
な
事
情
は
、
固
有
名
詞
や
ほ
ん
の
僅
か
ば
か
り
文
句
を
変
更
す
る
位
の
こ

と
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
ほ
か
ひ
ゞ
と
自
身
す
ら
古
物
語
の
改
作
と
は
心
づ
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か
ず
に
事
情
の
あ
う
て
行
く
ま
ゝ
に
、
段
々
謡
ひ
矯タ
め
、
口
拍
子
に
乗
せ
易か

へ
て
行
つ
た
に
違
ひ
な
い
。

  

石    
上  

イ
ソ
ノ
カ
ミ

乙
麻
呂
は
、
奈
良
の
盛
り
の
天
平
十
一
年
の
春
、
久
米
若
売
ワ
ク
メ
と
狎

れ
て
、
女
は
下
総
に
配
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
土
佐
の
国
に
流
さ
れ
た
。
若

売
は
恐
ら
く
貢
女
と
し
て
、
地
方
出
の
采
女
と
異
名
同
実
の
役
を
し
て
居
た

も
の
と
思
は
れ
る
。
采
女
の
制
度
の
ま
だ
厳
重
な
時
代
で
あ
つ
た
か
ら
、
故

左
大
臣
の
子
と
し
て
、
役
こ
そ
は
ま
だ
低
か
つ
た
が
、
人
の
思
は
く
の
重
々

し
い
位
置
に
あ
つ
た
に
拘
ら
ず
、
政
綱
粛
正
の
為
か
、
藤
原
氏
の
一
流
人
物

の
急
死
か
ら
、
他
氏
を
恐
れ
た
政
略
か
の
犠
牲
と
し
て
、
辺
土
に
遣
ら
れ
た

も
の
と
思
は
れ
る
。
と
に
か
く
世
人
の
目
を
睜みは
つ
た
こ
と
は
察
せ
ら
れ
る
。

併
し
又
一
方
、
若
売
は
藤
原
宇
合
の
妻
で
、
百
川
の
生
母
で
あ
る
。
夫
が
時
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疫
で
亡
く
な
つ
た
時
は
、
当
時
六
歳
の
百
川
が
居
た
。
此
事
件
が
持
ち
あ
が

つ
た
の
は
、
翌
々
年
に
秘
事
が
顕
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
一
年
も
居
な
い
中
に
、

大
赦
で
許
さ
れ
て
後
、
又
元
の
無
位
か
ら
従
四
位
下
ま
で
に
な
つ
て
、
子
を

四
十
八
で
亡
く
し
、
自
分
は
一
年
後
に
あ
と
を
追
う
た
。
だ
か
ら
内
輪
に
見

積
つ
て
も
、
六
十
五
以
上
に
な
る
ま
で
、
恐
ら
く 

命  

婦 

ミ
ヤ
ウ
ブ

と
し
て
宮
仕
へ
を

し
た
で
あ
ら
う
し
、
下
総
へ
送
ら
れ
た
時
は
、
二
十
五
よ
り
若
く
は
な
か
つ

た
で
あ
ら
う
。
其
か
ら
見
る
と
、
藤
原
の
式
家
の
後
室
で
あ
つ
た
の
だ
。
当

時
あ
り
ふ
れ
た
此
事
件
に
対
し
て
、
刑
の
適
用
が
姦
通
と
し
て
な
ら
、
少
し

く
厳
重
過
ぎ
て
ゐ
る
様
だ
。
橘
三
千
代
の
様
な
も
つ
と
自
由
に
ふ
る
ま
う
た

先
輩
も
居
た
ほ
ど
な
の
だ
か
ら
。

平
安
朝
の
初
め
大
同
元
年
に
、
采
女
の
資
格
を
三
十
か
ら
四
十
ま
で
の
、
当
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時
夫
の
な
い
も
の
と
言
ふ
こ
と
に
定
め
て
ゐ
る
（
類
聚
三
代
格
）
。
か
う
言

ふ
改
正
規
定
の
出
た
の
は
此
時
は
じ
め
て
英
断
を
し
た
の
で
は
な
い
に
相
違

な
い
。
信
仰
上
の
事
は
、
無
意
識
の
変
更
が
あ
つ
て
も
、
知
つ
て
改
め
る
事

は
畏
れ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
。
既
に
奈
良
朝
に
も
、
寡
婦
と
処
女
と
を
同
格
に

見
る
風
が
出
来
て
ゐ
た
こ
と
ゝ
思
は
れ
る
。
此
事
は
沖
縄
の
女
神
職
な
る
君
キ
ミ

・
祝ノ
女ロ
の
大
部
分
に
亘
つ
て
沿
革
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
寡
婦
で
貢
女
の
役

を
勤
め
て
居
た
為
、
采
女
と
し
て
の
浄
さ
の
保
た
れ
な
か
つ
た
事
が
、
問
題

の
中
心
に
な
つ
た
と
考
へ
て
よ
さ
ゝ
う
で
あ
る
。

日
本
小
説
の
源
流
は
、
黒
川
真
頼
に
も
注
意
せ
ら
れ
て
、
浦
島
子
伝
・ 

柘  

ツ
ミ
ノ

枝 エ
伝
が
挙
げ
ら
れ
た
。
友
人
武
田
祐
吉
も
、
こ
の
点
に
注
意
し
て
ゐ
る
。

併
し
、
単
な
る
創
作
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
居
る
（
上
代
国
文
学
の
研
究
）
の
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は
ど
う
だ
ら
う
。
も
つ
と
誇
ら
か
な
心
を
持
つ
て
、
支
那
の
小
説
と
似
た
も

の
を
、
固
有
と
考
へ
た
民
譚
と
言
ふ
よ
り
は
叙
事
詩
の
中
に
見
出
し
て
、
此

を
漢
文
に
訳
し
た
の
で
あ
る
。
技
巧
の
不
十
分
な
為
内
容
以
上
に
文
飾
の
勝

つ
た
も
の
ば
か
り
が
出
来
た
に
違
ひ
な
い
が
、
其
一
部
分
が
残
つ
た
外
は
、

名
だ
け
留
つ
た
も
の
ゝ
外
に
、
ま
だ
若
干
の
叙
事
詩
・
民
譚
の
記
録
の
あ
つ

た
こ
と
を
、
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

近
世
の
意
味
で
は
な
い
小
説
が
、
日
本
人
の
手
で
散
文
に
書
き
取
ら
れ
、
神

仙
秘
伝
其
儘
の
、
神
女
の
誘
ひ
に
従
う
て
、
恋
の
楽
土
に
遊
ん
だ
話
は
、
数

多
あ
つ
た
。
丹
後
の
地
に
あ
つ
た
浦
島
子
の
叙
事
詩
、
吉
野
川
を
中
心
に
固

定
し
た
柘ツミ
の
枝エ
に
化
生
し
て
漁
師
を
誘
う
た
吉キ
志シ
美ミ
ヶ
嶽
の
神
女
の
外
に
も
、

駢
儷
体
の
文
章
に
飜ウツ
さ
れ
た
ら
う
が
、
男
神
が
人
間
の
女
に
通
ふ
型
の
と
り
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わ
け
我
国
に
多
い
言
語
伝
承
の
例
は
、
張
文
成
其
他
の
小
説
記
録
者
の
熱
意

を
持
た
な
か
つ
た
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
我
国
の
民
譚
飜
訳
者
の
手
に
か
ゝ
つ
た

ら
う
と
は
思
は
れ
な
い
。

今
は
一
つ
の
証
拠
す
ら
残
つ
て
ゐ
な
い
方
面
で
、
存
在
の
疑
は
れ
ぬ
の
は
、

宮
廷
隠
事
の
書
き
物
で
あ
る
。
飛
鳥
の
末
に
す
ら
、
浦
島
子
伝
が
書
か
れ
た

の
で
あ
る
。
奈
良
に
入
つ
て
、
漢
文
を
作
る
能
力
も
進
み
、
熱
意
も
加
つ
て

来
た
時
代
に
、
目
に
し
耳
に
し
た
宮
廷
生
活
に
関
す
る
浮
説
、
殊
に
ま
だ
女

帝
に
於
て
神
と
の
交
渉
が
密
接
で
あ
り
、
自
然
外
部
の
空
想
を
逞
し
う
さ
せ

る
ゆ
と
り
が
十
分
あ
つ
た
。
則
天
武
后
に
係
つ
た
小
説
を
見
た
眼
か
ら
は
、

武
后
の
生
活
が
、
最
高
の
女
性
の
上
に
も
、
見
出
さ
れ
易
い
。
其
が
、
進
ん

だ
奈
良
末
期
・
平
安
初
期
の
不
純
な
創
作
気
分
を
交
へ
て
来
た
心
に
は
、
誇
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張
せ
ら
れ
、
強
調
せ
ら
れ
て
出
て
来
る
。
文
に
も
一
々
手
本
が
あ
つ
て
其
を

な
ぞ
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、
事
実
に
遠
く
な
る
。
か
な
り
外

的
興
味
の
豊
か
だ
つ
た
持
統
天
皇
は
、
時
代
が
古
か
つ
た
為
か
、
行
文
の
不

如
意
か
ら
来
る
舞
文
の
為
に
呪
は
れ
な
さ
れ
ず
に
す
ん
だ
。
元
明
・
元
正
二

帝
も
、
大
事
件
の
生
じ
な
か
つ
た
為
か
、
何
の
痕
跡
も
残
つ
て
ゐ
な
い
。
孝

謙
天
皇
の
時
は
、
実
際
事
件
も
多
か
つ
た
。
経
済
状
態
は
一
時
に
高
ま
つ
て

来
た
。
宮
廷
生
活
も
文
明
的
施
設
が
整
う
て
来
た
。
武
后
の
姿
を
日
本
に
見

る
時
が
来
た
の
で
あ
る
。
あ
る
点
ま
で
、
二
人
の
侍
臣
に
つ
い
た
伝
説
は
、

事
実
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
、
す
べ
て
を
信
じ
る
訣
に
は
い
か
ぬ
。
宗
教
的

行
動
に
出
ら
れ
る
時
の
心
持
ち
は
、
さ
う
し
た
側
に
冷
淡
な
六
国
史
流
の
記

述
で
は
知
ら
れ
な
い
。
道
鏡
を
重
用
せ
ら
れ
た
の
も
、
新
渡
イ
マ
キ
の
神
の
威
力
を
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尊
重
す
る
様
に
な
つ
て
居
た
宮
廷
の
神
の
心
に
よ
つ
た
も
の
で
、
宇
佐
も
、

ほ
ん
と
う
は
、
新
現
出
の
神
で
あ
る
。
此
等
の
神
に
神
慮
を
問
ふ
事
が
、
女

帝
の
祀
る
神
の
意
志
で
も
あ
つ
た
の
だ
。

平
安
朝
か
ら
、
鎌
倉
へ
か
け
て
、
女
帝
と
寵
臣
と
の
靡
爛
し
た
生
活
を
書
い

た
物
は
、
恐
ら
く
奈
良
末
・
平
安
初
期
の
和
製
武
后
伝
に
煩
ひ
せ
ら
れ
て
居

る
事
が
多
い
の
に
違
ひ
な
い
。
語
原
の
意
義
が
、
第
二
義
を
含
み
か
け
た
時

代
の
小
説
で
、
国
文
で
書
か
な
か
つ
た
も
の
を
言
ふ
と
こ
ろ
に
、
注
意
を
す

る
必
要
が
あ
る
。
続
日
本
紀
編
纂
の
際
に
、
此
類
の
書
物
の
影
響
の
あ
つ
た

こ
と
は
否
ま
れ
な
い
。
半
月
程
前
、
高
野
斑
山
氏
に
会
う
た
人
の
話
に
、
高

野
氏
は
「
如
意
君
伝
」
を
持
つ
て
居
ら
れ
る
。
此
書
は
女
帝
の
史
実
と
伝
へ

て
居
る
も
の
ゝ
原
本
ら
し
い
と
言
は
れ
た
さ
う
で
あ
る
。
私
の
古
く
か
ら
抱
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い
て
ゐ
た
仮
定
に
賛
成
者
を
得
た
気
が
し
た
。
高
野
氏
に
借
覧
を
乞
う
て
見

た
い
と
思
う
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
二

石
上
乙
麻
呂
の
事
件
な
ど
も
、
逆
に
或
は
叙
事
詩
か
ら
出
て
「
石イソ
上
布
留

カ
ミ
フ
ル

の

命
」
と
言
ふ
文
句
が
世
間
で
乙
麻
呂
の
事
と
伝
へ
ら
れ
た
為
に
、
歴
史
と
し

て
確
実
性
を
持
つ
様
に
な
つ
た
と
も
思
は
れ
ぬ
で
は
な
い
。
二
人
の
配
流
・

赦
免
の
記
事
な
ど
も
、
史
家
の
主
観
的
な
解
釈
が
加
へ
ら
れ
て
居
る
か
も
知

れ
ぬ
し
、
其
根
柢
に
、
情
史
的
の
小
説
が
漢
文
で
書
か
れ
た
と
な
れ
ば
、
続

紀
に
入
り
込
む
道
筋
は
わ
か
る
。
大
赦
の
連
名
な
ど
の
中
に
、
合
理
的
な
解
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釈
で
一
人
を
添
へ
る
事
も
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
石イソ
上
布
留

カ
ミ
フ
ル

の
命
は
、 

嫋  

女 

タ
ワ
ヤ
メ

の
惑マド
ひ
に
よ
り
て
、
馬
じ
も
の
縄
と
り
つ

　
　
け
、
鹿シヽ
じ
も
の
弓
矢
囲カク
み
て
、
大
君
の
命
畏
み
、
天
離サカ
る
鄙
辺
ヒ
ナ
ベ
に
退マカ
る
。

　
　
ふ
る
ご
ろ
も
真
土
マ
ツ
チ
の
山
ゆ
帰
り
来
ぬ
か
も
（
万
葉
集
巻
六
）

　
　
大
君
の
命
畏
み
、
さ
し
な
み
の
国
に
い
で
ま
す
、
は
し
き
や
し
我
が
夫セ

　
　
の
君
を
、
か
け
ま
く
も
ゆ
ゝ
し
畏
し
、
住スミ
吉エ
の 

現 

人 

神 

ア
ラ
ヒ
ト
ガ
ミ
の
、
舟
の
舳ヘ

　
　
に
う
し
は
き
給
ひ
、
着
き
給
は
む
島
の
崎
々
、
よ
り
給
は
む
磯
の
崎
々
、

　
　
荒
き
波
　
風
に
遭
は
せ
ず
、
つ
ゝ
み
な
く
、
病
あ
ら
せ
ず
、
速スム
や
け
く

　
　
返
し
給
は
ね
。
本
つ
国
べ
に

　
　
父
君
に
我
は
愛
子
マ
ナ
ゴ
ぞ
。
母
刀ト
自ジ
に
我
は
寵
子
メ
ヅ
コ
ぞ
。 

参  

上 

マ
ヰ
ノ
ボ

る
八
十
氏
人

　
　
の
　
手タ
向ム
け
す
る
懼
カ
シ
コ坂サカ
に
、
幣ヌサ
奉マツ
り
、
我
は
ぞ
退マカ
る
。
遠
き
土
佐
路
を
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大
崎
の
神
の
小
浜
ヲ
ハ
マ
は
狭
け
れ
ど
、 

百 

舟 

人 

モ
ヽ
フ
ナ
ビ
ト
も
　
過
ぐ
と
言
は
な
く
に

此
四
首
は
、
は
じ
め
の
二
つ
が
近
親
の
者
の
歌
で
、
後
の
長
短
歌
各
一
首
が

乙
麻
呂
の
も
の
と
見
え
る
様
に
な
つ
て
ゐ
る
。
短
歌
は
長
歌
の
反
歌
と
も
見

え
る
が
、
三
首
目
の
「
父
君
に
我
は
愛
子
マ
ナ
ゴ
ぞ
。
母
刀
自
に
我
は
寵メヅ
子
ぞ
」
と

言
ふ
謡
ひ
出
し
は
、
父
母
に
愛
せ
ら
れ
て
育
つ
た
、
遠
い
旅
に
も
出
た
こ
と

も
な
い
自
分
が
と
言
ふ
つ
も
り
と
説
け
ば
わ
か
る
が
、
後
の
子
と
は
続
か
な

く
な
つ
て
ゐ
る
。

其
に
し
て
も
、
此
歌
は
青
年
の
述
懐
で
、
恐
ら
く
若
売
ワ
ク
メ
よ
り
年
長
だ
つ
た
ら

う
と
思
は
れ
る
此
人
だ
か
ら
、
三
十
前
後
で
ゐ
て
、
此
歎
き
を
洩
す
の
は
、

如
何
に
童
心
を
失
は
ぬ
万
葉
人
に
し
て
も
ふ
さ
は
し
く
な
い
気
が
す
る
。
父

は
早
く
死
ん
で
ゐ
る
。
現
在
の
家
な
る
父
母
を
思
ふ
も
の
と
す
れ
ば
、
事
実
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に
あ
は
な
い
。
母
に
万
葉
で
「
妣
」
の
字
を
宛
て
た
の
は
、
歿
後
の
父
母
な

る
事
を
示
し
た
と
言
ふ
事
も
出
来
よ
う
が
、
唯
母
と
通
用
し
た
も
の
だ
ら
う
。

そ
し
て
、
唯
色
々
な
形
の
歌
を
組
み
入
れ
た
ゞ
け
と
見
る
方
が
よ
い
。

長
・
短
・
旋
頭
歌
・
片
哥
な
ど
を
一
団
と
し
た
「
組
み
歌
」
ら
し
い
も
の
は
、

記
紀
に
見
え
て
ゐ
る
。
後
世
ほ
ど
「
組
み
歌
」
の
一
つ
〳
〵
に
思
想
の
連
絡

を
失
ふ
様
に
な
つ
て
行
く
。
古
い
処
に
は
、
と
も
か
く
も
、
一
つ
の
態
度
な

り
、
一
つ
の
思
想
な
り
が
見
え
る
。
此
な
ど
も
其
一
つ
で
あ
る
。
此
等
も
身

ぶ
り
或
は
人
形
が
伴
う
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
此
問
答
や
道
行
き

ぶ
り
に
近
い
文
章
が
、
劇
的
動
作
を
思
は
せ
る
。

形
は
贈
答
に
見
え
て
も
、
実
は
さ
う
で
な
い
。
此
短
歌
は

　
　
ち
は
や
ぶ
る 

鐘 

个 

岬 

カ
ネ
ガ
ミ
サ
キ
を
過
ぎ
ぬ
と
も
　
我
は
忘
れ
じ
。
志シ
珂カ
の 

皇  

ス
メ
ガ
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神 ミ
（
万
葉
巻
七
）

と
全
く
一
つ
で
、
神
に
媚
び
仕
へ
る
も
の
で
あ
る
。
「
神
様
、
あ
な
た
の
い

ら
つ
し
や
る
浜
は
小
さ
い
け
れ
ど
、
ど
の
船
で
も
皆
お
参
り
せ
ず
に
通
り
過

ぎ
は
し
ま
せ
ぬ
」
と
言
ふ
意
味
で
、
神
の
機
嫌
を
な
だ
め
る
歌
で
あ
る
。
一

種
の
呪
文
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
素
質
を
持
つ
て
居
る
事
に
な
る
。
此
な
ど
も

一
回
き
り
の
歌
で
な
く
、
大
崎
を
過
ぎ
る
時
に
、
神
に
対
し
て
唱
へ
た
、
き

ま
り
文
句
だ
つ
た
と
言
へ
よ
う
。
次
は 

宅  

守 

ヤ
カ
モ
リ

相
聞
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三

乙
麻
呂
の
恩
恵
に
浴
さ
れ
な
か
つ
た
天
平
十
二
年
の
大
赦
に
、
中
臣
宅
守
も
、
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同
じ
数
の
一
人
と
し
て
列
ね
ら
れ
て
ゐ
る
（
続
紀
）
。
赦
に
入
ら
ぬ
罪
名
に

挙
げ
ら
れ
た
中
の
※
他
妻
と
い
ふ
の
が
、
宅
守
の
罪
に
当
つ
て
ゐ
た
の
で
は

な
か
ら
う
か
。
万
葉
集
目
録
に
よ
る
と
、
重
婚
の
罪
の
や
う
に
見
え
る
。
天

平
十
一
年
以
前
に
配
流
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
さ
し
て
長
く
居
た

の
で
も
あ
る
ま
い
。
宝
字
七
年
に
は
従
六
位
上
か
ら
、
従
五
位
下
に
な
つ
て

ゐ
る
か
ら
、
乙
麻
呂
と
ほ
ゞ
同
じ
頃
に
赦
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
乙
麻
呂
ほ

ど
身
分
高
い
人
で
も
な
か
つ
た
為
、
注
意
を
惹
か
な
か
つ
た
点
も
あ
ら
う
が
、

罪
は
越
前
へ
の
近
流
だ
け
に
稍やや
軽
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
相
手
方
の
狭サ
野ヌ
茅
上
チ
ガ
ミ

 

郎  

女 

イ
ラ
ツ
メ

は
罪
に
問
は
れ
て
居
な
い
ら
し
い
。
此
六
十
三
首
の
贈
答
は
、
前
の

か
ら
見
る
と
、
伝
来
の
誤
り
も
な
さ
ゝ
う
だ
し
、
時
代
も
新
し
く
見
え
る
。

此
は
前
の
様
な
成
立
を
持
つ
た
も
の
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
。
併
し
、
此
も
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ど
う
し
て
伝
つ
た
の
か
、
伝
来
の
径
路
が
疑
は
れ
る
。
強
ひ
て
言
は
ゞ
、
好

事
の
創
作
歌
人
が
、
軽
太
子
・
春
日
皇
女
等
の
故
事
に
似
た
此
情
史
を
伝
へ

た
為
、
仮
託
し
た
も
の
か
と
も
思
は
れ
る
。
併
し
尚
、
巡
游
伶
人
の
手
を
経

た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
廉
が
あ
る
。

万
葉
の
左
註
は
、
歌
の
趣
き
か
ら
割
り
出
し
た
も
の
が
多
い
。
処
が
、
歌
々

の
小
序
も
多
く
は
や
は
り
其
で
、
作
者
が
明
ら
か
に
書
き
添
へ
た
も
の
と
見

え
る
外
は
、
後
か
ら
の
「
追
ひ
書
き
」
で
あ
る
。
さ
う
し
て
屡
し
ば
し
ば、
製
作
時
の

境
遇
・
作
者
等
に
つ
い
て
、
伝
来
の
誤
説
や
、
筆
録
者
の
誤
解
な
ど
が
交
つ

て
居
る
。
年
代
の
古
い
歌
の
序
文
は
、
大
抵
此
追
ひ
書
き
で
あ
る
。

譬
へ
ば
三
山
の
歌
（
万
葉
集
巻
一
）
の
如
き
は
、
長
歌
の
不
完
全
な
為
に
、

三
山
に
寄
せ
て
思
を
陳
べ
ら
れ
た
自
己
弁
護
の
御
製
ら
し
く
見
え
る
。
そ
れ
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で
勢
ひ
、
反
歌
の
中
の
「
わ
た
つ
み
の 

豊 

旗 

雲 

ト
ヨ
ハ
タ
グ
モ
」
の
歌
は
、
同
時
の
作
で

な
い
様
に
考
へ
ら
れ
易
い
。
此
は
小
引
の
大
変
な
間
違
ひ
で
、
恐
ら
く
「
天

皇
の
播
州
印
南
に
行
幸
せ
ら
れ
た
時
の
御
製
」
と
で
も
あ
る
べ
き
も
の
な
の

だ
。
さ
す
れ
ば
、
第
一
の
反
歌
の
「
立
ち
て
見
に
来
し
印
南
国
原
」
と
言
ふ
、

主
格
脱
落
の
内
で
も
、
と
り
わ
け
不
思
議
な
姿
に
見
え
る
の
も
、
ど
う
や
ら

わ
か
る
。
「
出
雲
国
を
出
発
し
て
見
に
来
た
其
印
南
の
国
が
、
此
よ
」
と
言

ふ
事
に
な
る
し
、
第
二
首
も
、
印
南
の
海
岸
の
酒
宴
の
即
興
と
し
て
よ
く
通

る
。
長
歌
は
、
周
知
の
事
を
、
其
神
話
に
関
係
深
い
地
に
来
て
思
ひ
出
し
、

更
に
人
の
世
の
三
角
恋
愛
の
避
け
難
い
こ
と
を
、
軽
く
同
感
的
に
言
う
た
に

過
ぎ
な
い
。

同
じ
事
の
違
う
た
姿
で
出
て
居
る
の
は
、
伝
説
に
主
観
的
誤
解
を
加
へ
て
現
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し
た
も
の
。
一
例
は
万
葉
集
巻
一
の
初
め
の
方
の
、
「  

中    

皇    

命  

ナ
カ
ツ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
使
間ハ

   
人 

シ
ビ
ト  
連    

老  
ム
ラ
ジ
オ
ユ

献
歌
」
で
あ
る
。
な
ぜ
、
間
人
老
の
名
を
出
し
た
の
か
。
理

由
の
な
い
事
で
あ
る
。
此
は
「
中
皇
命
が
間
人
老
を
し
て
代
作
せ
し
め
て
献

ら
れ
た
歌
」
と
言
ふ
べ
き
を
間
違
へ
た
の
で
あ
る
と
取
る
外
は
な
い
。
人
麻

呂
の
歌
な
ど
は
無
名
氏
作
に
な
つ
た
り
、
皇
族
方
の
御
歌
と
書
か
れ
た
り
し

て
ゐ
る
。
殊
に
人
麻
呂
が
某
皇
子
を
悼
ん
だ
歌
だ
と
か
、
人
麻
呂
が
某
を
悼

ん
で
其
近
親
某
に
寄
せ
た
歌
な
ど
言
ふ
の
は
、
作
者
と
作
物
の
対
象
人
物
と

が
知
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
あ
る
時
、
宮
廷
詩
人
と
し
て
の
代
作
事
務
と
言
ふ

事
を
考
へ
に
入
れ
な
い
で
か
ゝ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
万
葉
編
纂
当
時
の
序
文

も
あ
ら
う
し
、
既
に
其
資
料
と
な
つ
た
記
録
に
あ
つ
た
小
引
も
あ
る
で
あ
ら

う
。
が
、
と
に
か
く
、
此
追
申
と
し
て
の
誤
解
を
考
へ
な
い
で
は
、
万
葉
を
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見
る
事
は
出
来
ぬ
。

宅
守
相
聞
に
左
註
が
あ
ま
り
詳
し
く
、
製
作
の
場
合
を
示
し
て
居
る
の
は
、

宅
守
な
り
茅
上
郎
女
な
り
の
手
記
を
其
儘
に
写
し
た
も
の
と
見
ら
れ
な
い
訣

で
あ
る
。
一
体
巻
十
五
は
、
二
部
の
歌
の
寄
り
あ
ひ
で
あ
る
。
百
四
十
五
首

一
纏
り
の
天
平
八
年
遣
新
羅
使
人
等
の
歌
と
此
相
聞
集
と
よ
り
外
は
な
い
。

前
の
方
は
、
多
事
で
あ
つ
た
旅
行
記
念
に
、
当
時
勃
興
し
か
け
て
居
た
古
歌

採
集
熱
か
ら
、
丹
念
に
古
歌
・
新
作
を
書
き
つ
け
て
置
い
た
と
す
れ
ば
、
成

立
の
理
由
も
わ
か
る
。

殊
に
今
日
我
々
が
考
へ
る
様
に
、
自
由
に
創
作
詩
が
生
れ
て
来
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
ぬ
時
代
な
の
だ
か
ら
、
古
歌
に
な
ぞ
つ
て
出
来
た
一
首
の
新
歌
で
も

尊
ば
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
書
記
せ
ら
れ
る
理
由
は
勿
論
あ
る
の
で
あ
る
。
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宅
守
相
聞
に
な
る
と
、
ど
う
い
ふ
形
式
で
贈
答
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
し
て
も
、

か
う
し
て
纏
る
理
由
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。
否
一
つ
あ
る
。
其
は
先
に
言
う
た
伝

奇
情
史
と
し
て
、
文
学
に
目
醒
め
た
人
が
、
代
作
気
分
の
残
つ
て
ゐ
る
時
代

の
一
つ
の
影
響
と
し
て
、
二
人
の
唱
和
を
、
頼
ま
れ
な
い
代
作
と
し
て
の
芸

術
に
仮
託
し
た
も
の
と
見
る
事
で
あ
る
。
宅
守
に
張
文
成
を
気
ど
る
だ
け
の

教
養
が
あ
つ
た
ら
、
自
ら
愛
人
と
の
贈
答
を
筆
録
し
た
と
も
言
へ
よ
う
が
、

宅
守
を
張
文
成
た
ら
し
め
た
代
作
者
が
あ
つ
た
と
見
る
方
が
正
し
い
。
私
は

尚
乙
麻
呂
の
場
合
の
考
へ
方
で
見
て
行
か
う
。

六
十
三
首
が
、
か
な
り
の
価
値
の
あ
る
も
の
だ
と
言
ふ
事
が
、
巡
游
伶
人
の

手
を
経
な
か
つ
た
理
由
に
は
な
ら
ぬ
。
個
性
が
明
ら
か
で
あ
る
な
い
の
問
題

は
、
軽
々
し
く
主
観
で
は
決
め
ら
れ
な
い
。
個
性
が
著
し
い
も
の
に
は
、
寧
、
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用
心
の
要
る
の
が
あ
る
。
其
は
劇
的
の
構
想
を
持
つ
も
の
ほ
ど
、
さ
う
し
た

思
ひ
違
へ
を
起
さ
せ
る
要
素
が
十
分
に
あ
る
か
ら
だ
。

　
　
君
が
行
く
道
の
長
道
ナ
ガ
テ
を
　
繰
り
畳タヽ
ね
、
焼ヤ
き
亡
ぼ
さ
む
　
天アメ
の
火
も
が

　
　
も
（
宅
守
相
聞
　
　
万
葉
集
巻
十
五
）

情
熱
の
極
度
と
も
見
え
る
。
が
一
方
、
劇
的
の
興
奮
・
叙
事
脈
の
誇
張
が
十

分
に
出
て
ゐ
る
。
要
は
態
度
一
つ
で
あ
る
。
此
ま
で
の
本
の
読
み
方
以
外
に
、

か
う
し
た
態
度
か
ら
見
る
と
、
背
景
が
易
る
と
、
価
値
も
自
ら
変
ら
ず
に
は

居
な
い
。
悲
痛
な
恋
愛
、
不
如
意
な
相
思
、
靡
爛
し
た
性
欲
、
　
　
か
う
言

ふ
処
に
焦
点
を
置
く
の
は
、
民
謡
の
常
で
あ
る
。
東
歌
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は

よ
く
知
れ
る
。
民
謡
を
孕
む
叙
事
詩
中
の
情
史
に
、
そ
の
要
素
が
十
分
に
湛

へ
ら
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
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過
所
ク
ワ
ソ
な
し
に
、
関セキ
飛
び
越
ゆ
る
時
鳥
。
我
が
身
に
も
が
も
（
？
）
。
止

　
　
ま
ず
通
は
む

　
　
今
日
も
か
も
　
都
な
り
せ
ば
、
見
ま
く
欲
り
、
西
の
御
厩
ミ
マ
ヤ
の
外ト
に
立
て

　
　
ら
ま
し
（
以
上
二
首
、
宅
守
相
聞
　
　
万
葉
集
巻
十
五
）

な
ど
態
度
の
持
ち
方
で
信
頼
も
出
来
る
し
、
不
安
な
作
為
の
痕
を
ま
ざ
〳
〵

と
見
る
事
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

行
路
の
不
安
を
思
ふ
こ
と
は
あ
つ
て
も
、
配
処
の
苦
し
さ
や
径
路
を
述
べ
も

し
な
い
。
極
め
て
近
い
処
に
居
る
様
な
安
気
な
気
持
ち
を
見
せ
て
ゐ
る
。

　
　
宮
人
の
安
寐
ヤ
ス
イ
も
寝
ず
て
、
今
日
け
ふ
と
　
待
つ
ら
む
も
の
を
。
見
え
ぬ

　
　
君
か
も
（
同
）

な
ど
は
恐
ら
く
旅
行
中
に
死
ん
だ
人
を
悼
ん
で
作
つ
た
歌
ら
し
く
見
え
る
。
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此
場
合
「
見
え
ぬ
」
は
「
見
ら
れ
に
行
か
な
い
」
の
意
で
あ
る
。
茅
上
娘
子

が
隠
し
妻
だ
か
ら
、
宅
守
の
家
人
の
心
持
ち
を
思
ひ
や
つ
た
の
だ
と
す
る
の

は
、
こ
ぢ
つ
け
で
あ
ら
う
。

短
歌
の
集
団
で
あ
る
事
は
、
読
ま
せ
る
事
を
目
的
と
し
た
も
の
ら
し
く
見
え

る
。
併
し
、
事
実
に
於
て
、
す
べ
て
の
詩
形
は
、
短
歌
に
の
り
越
さ
れ
て
来

た
時
代
で
あ
る
。
長
歌
に
対
す
る
反
歌
と
言
ふ
様
な
形
は
、
長
歌
に
対
し
て
、

片
哥
・
旋
頭
歌
・
短
歌
そ
の
他
が
「
組
み
」
に
な
る
在
来
の
声
楽
の
様
式
の

上
に
、
外
国
音
楽
上
に
あ
る
反
（
或
は
乱
）
と
言
ふ
様
式
と
の
類
似
を
重
ね

て
来
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
必
し
も
「
長
・
反
の
組
み
」
が
、
本
式
の
も

の
で
は
な
か
つ
た
。
長
短
錯
雑
し
て
居
た
の
を
、
次
第
に
整
理
し
て
「
長
・

反
」
様
式
が
出
来
も
し
た
。
一
方
、
短
歌
ば
か
り
の
「
組
み
歌
」
も
出
来
た
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訣
で
あ
る
。
人
麻
呂
の
作
と
推
定
す
べ
き
日
並
知

ヒ
ナ
メ
シ  

皇  

子  

尊  

ミ
コ
ト
ノ
ミ
コ
ト

舎
人
歌
廿
三

首
は
、
舎
人
等
の
合
唱
に
用
ゐ
た
一
団
の
「
組
み
」
で
あ
る
。
調
子
を
改
め

て
治
め
る
「
反
」
又
は
「
乱
」
と
言
ふ
音
楽
上
の
様
式
は
、
発
達
し
き
ら
な

い
で
、
日
本
音
楽
史
で
は
「
組
み
歌
」
ば
か
り
が
全
盛
に
な
つ
て
行
く
。
万

葉
集
編
纂
の
時
に
も
既
に
、
十
五
巻
の
二
部
の
相
違
に
心
づ
か
ず
に
一
括
し

て
出
し
た
の
で
あ
ら
う
。
成
立
の
動
機
は
全
然
違
う
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四

こ
ゝ
に
お
恥
し
い
想
像
を
つ
け
添
へ
て
、
そ
つ
と
心
切
な
後
人
の
も
り
た
て

を
待
つ
こ
と
に
す
る
。
わ
が
国
の
ほ
か
ひ
ゞ
と
に
も
、
創
作
詩
人
の
偉
大
な
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者
が
現
れ
た
事
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
伝
統
の
職
業
と
し
て
「
ほ
か
ひ
」
し

「
物
語
」
る
詩
に
整
へ
ら
れ
た
内
界
を
持
つ
て
、
日
本
の
歌
の
歴
史
に
、
創

作
詩
の
時
代
を
わ
り
あ
ひ
に
早
く
招
き
よ
せ
た
天
才
が
あ
つ
た
の
で
は
な
か

ら
う
か
。
死
霊
に
聞
か
せ
る
よ
ご
と
と
も
言
ふ
べ
き
し
ぬ
び
ご
と
＝
誄
　
　

語こと
ばだ
け
は
遅
れ
て
出
来
た
も
の
で
、
古
く
は
や
は
り
よ
ご
と
と
言
う
た
で
あ

ら
う
　
　
の
為
事
を
奪
ふ
ば
か
り
に
、
後
の
所
謂
竹
林
楽
な
る
挽
歌
が
進
ん

で
来
た
の
は
、
死
霊
を
慰
め
た 

遊  

部 
ア
ソ
ビ
ベ

の
歌
舞
と
、
ほ
か
ひ
ゞ
と
の
進
ん
だ

詞
句
と
の
交
渉
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
遊
部
は
舞
を
専
も
つ
ぱ
らに
し
、
ほ
か
ひ
が
竹

林
楽
の
詞
曲
を
作
成
す
る
時
が
来
た
。
其
が
、
宮
廷
詩
人
の
初
ま
り
で
あ
る
。

喪
事
か
ら
段
々
離
れ
、
醇
化
し
て
宴
席
の
曲
そ
の
他
を
作
る
様
に
進
ん
で
来

る
が
、
新
よ
ご
と
の
製
作
は
、
段
々
散
文
化
す
る
と
共
に
、
教
養
あ
る
学
曹
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の
手
に
移
つ
て
行
つ
た
。

一
方
神
遊
び
の
詞
曲
・
狂
乱
の
舞
踊
の
文
句
は
、
古
伝
あ
る
物
以
外
は
、
民

謡
・
童
謡
を
と
つ
て
、
此
側
の
出
身
者
の
手
を
煩
さ
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

古
墳
の
多
い
奈
良
南
郊
に
本
貫
の
あ
る
柿
本
氏
は
、
遊
部
・
ほ
か
ひ
に
何
の

関
係
も
な
い
か
。
私
は
、
人
麻
呂
を
ほ
お
ま
あ
に
し
て
、
更
に
詩
形
に
改
革

を
促
し
た
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
。
ほ
か
ひ
の
家
元
と
も
言
ふ
べ
き
よ
ご
と
部

・
ほ
か
ひ
部
の   

伴      

造   

ト
モ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ

で
は
な
い
か
。
柿
本
氏
が
倭
朝
廷
の
遊
部
又
は

「
吉
言
部

ヨ
ゴ
ト
ベ

」
か
ら
出
た
と
す
れ
ば
、
極
め
て
意
味
の
あ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

私
は
、
人
麻
呂
が
、
山
陰
の
西
、
中
国
を
歩
い
て
居
る
の
は
、
ほ
か
ひ
ゞ
と

の
足
跡
の
及
ん
で
居
た
一
部
を
示
す
も
の
か
と
思
ふ
。

ほ
か
ひ
ゞ
と
の
間
に
、
文
芸
の
才
の
優
れ
た
者
が
続
出
す
る
う
ち
に
は
、
叙
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事
詩
と
し
て
お
も
し
ろ
い
も
の
ゝ
新
作
が
出
来
て
来
る
で
あ
ら
う
。
宅
守
相

聞
の
如
き
は
、
単
に
文
人
意
識
あ
る
有
識
者
の
手
で
作
ら
れ
た
も
の
と
言
ふ

よ
り
、
ほ
か
ひ
ゞ
と
の
補
綴
に
よ
つ
て
な
つ
た
「
組
み
歌
」
な
る
こ
と
、
ず

つ
と
後
世
の
世
阿
弥
の
如
き
専
門
家
の
手
で
出
来
た
、
意
識
的
に
旧
叙
事
詩

を
改
作
・
補
綴
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

右
の
仮
説
は
、
今
は
真
の
仮
説
に
止
る
で
あ
ら
う
。
併
し
、
宅
守
・
茅
上
相

聞
の
歌
が
、
創
作
詩
で
な
い
こ
と
だ
け
は
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
我
々
の
国
に
於
て
、
異
神
の
信
仰
を
携
へ
歩
い
た
事
は
、
幾
度
で
あ
る
か

　
知
れ
な
い
。
古
く
常
世
神
・
八
幡
神
の
如
き
が
見
え
る
の
は
、
神
道
の
上

　
に
も
、
段
々
の
変
遷
増
加
の
あ
つ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
の
だ
。
倭
媛
の

　
如
き
も
、
実
は
日
の
神
の
教
へ
の
布
教
者
と
し
て
旅
を
続
け
た
人
で
あ
つ
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た
の
で
あ
る
。
倭
を
出
た
神
は
、
伊
勢
に
鎮
座
の
処
を
見
出
し
た
の
で
あ

　
つ
た
。
此
高
級
巫
女
か
ら
伺
は
れ
る
事
実
は
、
飛
鳥
・
藤
原
の
時
代
に
既

　
に
、
異
教
の
村
々
を
巡
遊
し
た
多
く
の
巫
女
の
あ
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
豊

　
受
神
は
丹
波
か
ら
移
り
、
安ア
菩ホ
神
は
出
雲
か
ら
来
て
居
る
。
同
時
に
古
代

　
幾
多
の
貴
種
流
離
譚
は
、
一
部
分
は
、
神
並
び
に
神
を
携
へ
て
歩
い
た
人

　
々
の
歴
史
を
語
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
天
日
矛
の
物
語
・
比ヒ
売メ
許コ
曾ソ
の
縁

　
起
は
、
史
実
と
言
ふ
よ
り
、
蕃
神
渡
来
の
記
憶
を
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
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」
中
央
公
論
社

　
　
　1995
（
平
成7

）
年2

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
『
古
代
研
究
』
第
二
部
　
国
文
学
篇
」
大
岡
山
書
店

　
　
　1929

（
昭
和4
）
年4
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日
発
行

※
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名
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に
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大
正
十
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年
頃
草
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の
記
載
あ
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。
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底
本
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題
名
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草
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フ
ァ
イ

ル
末
の
「
注
記
」
欄
に
移
し
ま
し
た
。

入
力
：
門
田
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仙
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す
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2007

年8

月15

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
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：

こ
の
フ
ァ
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は
、
イ
ン
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の
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青
空
文
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