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海
を
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
山
奥
の
子
供
で
も
汽
車
や
自
動
車
は
見
な
れ
て
い
る
と
い
う
文
化
交
通

時
代
で
あ
る
が
、
紀
伊
半
島
を
一
周
す
る
汽
車
線
は
い
ま
だ
に
完
成
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
紀
州
の
南
端

か
ら
大
台
ヶ
原
を
通
っ
て
吉
野
へ
現
れ
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
数
日
テ
ク
る
以
外
に
手
が
な
い
の
で
あ
る
。

吉
野
の
入
口
か
ら
自
動
車
に
の
る
と
上
の
千
本
ま
で
し
か
登
れ
な
い
。
奥
の
千
本
へ
行
く
に
も
テ
ク
ら
な

け
れ
ば
ダ
メ
な
ん
だ
か
ら
、
大
峰
山
や
大
台
ヶ
原
は
今
も
っ
て
鏡
花
先
生
の
高
野
聖
時
代
さ
。
交
通
文
明

と
い
う
も
の
に
完
璧
に
見
す
て
ら
れ
て
い
る
山
ま
た
山
の
難
路
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
昔
の
神
々
は
目

の
つ
け
場
所
が
ち
が
う
。
こ
こ
が
日
本
で
一
番
早
く
ひ
ら
け
て
い
た
交
通
路
の
一
ツ
な
ん
だ
ね
。

　
神
武
天
皇
が
熊
野
に
上
陸
し
て
最
初
に
辿
っ
た
コ
ー
ス
が
こ
れ
だ
。
そ
の
こ
ろ
の
日
本
人
の
生
活
は
ど

ん
な
グ
ア
イ
か
と
い
う
と
、
当
時
の
日
本
の
王
様
、
大
国
主
だ
か
そ
の
子
孫
だ
か
誰
だ
か
知
れ
ん
が
、
そ

の
王
様
の
い
た
ミ
ヤ
コ
が
た
ぶ
ん
今
の
奈
良
県
三
輪
ら
し
い
ね
。
今
は
そ
こ
に
大み
神わ
神
社
が
あ
っ
て
大
国

主
を
祀
っ
て
い
る
が
、
こ
の
神
社
は
拝
殿
が
あ
る
だ
け
で
本
殿
は
な
く
、
否
、
建
築
と
し
て
の
本
殿
は
な

い
が
、
三
輪
山
と
い
う
四
百
五
十
米
メ
ー
ト
ルぐ
ら
い
の
姿
の
美
し
い
山
全
体
が
本
殿
で
あ
り
御
神
体
な
の
で
あ
る
。

山
上
や
中
腹
に
巨
石
が
ル
イ
ル
イ
と
あ
る
そ
う
だ
。

　
三
輪
か
ら
山
の
辺
に
沿
う
て
盆
地
を
北
上
す
る
と
天
理
教
の 
丹 
波 

市 
た
ん
ば
い
ち

か
ら
奈
良
へ
と
平
野
が
つ
づ
い
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て
い
る
。
南
に
向
っ
て
は
ウ
ネ
ビ
、 

耳  

成 

み
み
な
し

、
天
ノ
香
具
山
の
大
和
三
山
に
か
こ
ま
れ
た
平
地
が
あ
っ
て

飛
鳥
の
地
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
山
岳
に
な
っ
て
吉
野
へ
熊
野
へ
と
通
じ
る
わ
け
だ
。
東
の
方
へ
は
初は
瀬せ
か

ら
宇
陀
、
伊
賀
を
越
え
て
伊
勢
路
へ
通
じ
、
西
の
方
へ
は
二
上
山
を
経
て
河
内
、
大
阪
方
面
へ
通
じ
て
い

る
。
三
輪
の
ミ
ヤ
コ
を
ま
ン
中
に
、
交
通
は
四
通
八
達
し
て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
を
古
に
「
山
の
辺
の
道
」

と
云
い
、
古
記
に
も
、
崇
神
天
皇
に
は
「
御
陵
ハ
山
辺
道
ノ
勾
之
岡
ノ
上
ニ
ア
リ
」
と
あ
り
、
景
行
天
皇

に
は
「
御
陵
ハ
山
辺
之
道
ノ
上
ニ
ア
リ
」
と
あ
る
。

　
こ
の
古
代
の
道
が
今
も
残
っ
て
い
る
の
だ
。
東
に
伊
賀
伊
勢
方
面
へ
、
西
に
河
内
方
面
へ
、
と
東
西
に

の
び
る
道
が
三
輪
の
町
で
丁
字
形
に
岐
れ
て
奈
良
方
向
へ
北
上
し
て
い
る
。
今
日
も
古
代
の
よ
う
に
人
が

そ
こ
を
歩
い
て
い
る
の
だ
が
、
ど
う
い
う
証
拠
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
古
代
の
ま
ま
の
「
山
ノ
辺
ノ
道
」
と

断
定
さ
れ
た
の
か
私
は
知
ら
な
い
。
私
は
そ
の
道
を
通
っ
て
み
た
。
今
は
賑
や
か
な
町
と
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。
賑
や
か
だ
が
自
動
車
が
よ
う
や
く
一
台
通
れ
る
道
だ
。
道
で
自
動
車
と
す
れ
ち
が
っ
た
。

私
た
ち
の
自
動
車
は
自
発
的
に
後
退
し
て
向
う
の
車
が
す
れ
ち
が
う
の
を
待
っ
た
。
向
う
の
車
が
サ
ン
キ

ュ
ー
と
云
っ
て
す
れ
ち
が
う
か
と
思
い
の
ほ
か
、
あ
や
し
く
も
心
に
く
し
、
向
う
も
後
退
し
て
通
路
を
つ

く
り
、
私
た
ち
の
通
過
を
待
つ
で
は
な
い
か
！
　
な
ん
た
る
礼
節
！
　
古
代
日
本
は
か
く
在
り
し
か
。
見

上
げ
た
る
神
々
の
子
孫
よ
。
と
思
い
つ
つ 

敬  

々 

う
や
う
や

し
く
か
の
車
を
通
過
す
れ
ば
、
こ
の
車
に
乗
り
た
る
オ
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ノ
コ
ら
は
手
に
手
に
メ
ガ
ホ
ン
を
も
ち
、
こ
れ
な
ん
選
挙
の
自
動
車
に
て
あ
り
け
り
。
二
日
の
後
が
投
票

日
さ
。
三
日
目
か
ら
は
決
し
て
人
に
道
を
譲
ら
な
い
自
動
車
で
し
た
。

　
家
並
を
外
れ
る
と
、
な
る
ほ
ど
山
の
辺
に
か
か
っ
て
北
上
し
、
右
手
山
際
に
、
景
行
、
崇
神
両
帝
の
陵

を
す
ぎ
、
石
上
神
宮
が
あ
っ
て
、
や
が
て
現
代
教
祖
の
お
筆
先
賑
う
丹
波
市
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
い
わ
ば
吉
野
も
、
こ
の
古
の
道
の
支
線
の
一
ツ
だ
。
伝
に
曰
く
、
役えん
の
行
者
が
ひ
ら
い
た
道
さ
。
そ
し

て
今
も
年
々
歳
々
山
伏
の
通
る
道
で
あ
る
。
こ
の
地
帯
は
山
伏
の
聖
地
で
あ
る
。
吉
野
に
は
蔵
王
堂
が
あ

っ
て
、
こ
の
聖
地
の
本
堂
だ
。
そ
し
て
金
峰
山
の
テ
ッ
ペ
ン
か
ら
大
台
ヶ
原
全
体
に
か
け
て
、
す
な
わ
ち

山
伏
の
根
本
道
場
だ
ね
。
蔵
王
堂
は
木
造
建
築
と
し
て
は
東
大
寺
の
次
ぐ
ら
い
に
大
き
い
の
だ
そ
う
だ
が
、

実
に
ヌ
ッ
と
突
ッ
立
っ
て
る
様
が
山
伏
的
に
ブ
ザ
マ
で
、
美
的
じ
ゃ
な
い
ね
。
こ
の
本
堂
の
前
に
人
だ
か

り
が
あ
っ
て
、
本
堂
の
キ
ザ
ハ
シ
の
上
で
洋
装
の
女
の
子
が
炭
坑
節
を
唄
っ
て
い
た
よ
。
桜
ま
つ
り
と
、

い
う
ん
だ
そ
う
だ
。
私
の
行
っ
た
日
は
、
桜
ま
つ
り
歌
謡
曲
の
日
。
そ
の
翌
日
は
、
ス
ト
リ
ッ
プ
桜
シ
ョ

ウ
の
日
、
と
宣
伝
ビ
ラ
に
あ
っ
た
ね
。
山
伏
の
根
本
道
場
の
キ
ザ
ハ
シ
で
ス
ト
リ
ッ
プ
を
や
る
の
さ
。
役

の
行
者
以
来
、
法
術
に
よ
っ
て
何
で
も
祈
り
だ
す
の
が
山
伏
と
い
う
も
の
さ
。

　
吉
野
山
に
立
っ
て
北
方
を
見
る
と
、
天
は
山
々
の
壁
に
よ
っ
て
さ
え
ぎ
ら
れ
、
一
き
わ
高
い
の
を
龍
門

岳
と
い
う
ね
。
こ
こ
に
昔
、
久
米
の
仙
人
が
住
ん
で
い
た
の
だ
。
そ
の
山
々
の
向
う
に
飛
鳥
の
地
が
あ
っ

5



て
大
和
盆
地
が
あ
る
の
だ
が
、
仙
人
は
空
を
と
ん
で
と
ぶ
と
り
の
飛
鳥
の
里
の
久
米
川
上
空
に
い
た
り
、

セ
ン
タ
ク
し
て
い
る
女
の
子
の
フ
ク
ラ
ハ
ギ
を
見
て
墜
落
し
た
ね
。
よ
っ
て
そ
れ
よ
り
人
間
に
戻
っ
て
そ

の
女
の
子
と
結
婚
し
、
仲
よ
く
暮
し
た
そ
う
だ
。
イ
ニ
シ
エ
も
イ
マ
も
目
に
し
む
フ
ク
ラ
ハ
ギ
吉
野
は
カ

ナ
シ
花
ミ
エ
ズ
。
久
米
の
人
マ
ロ
か
ね
。

　
先
月
、
仙
台
の
旅
行
か
ら
戻
っ
て
き
て
か
ら
肺
炎
を
や
っ
た
。
旅
行
の
疲
れ
の
せ
い
で
は
な
く
て
、
伊

東
の
町
に
火
事
が
あ
っ
て
猛
ス
ピ
ー
ド
で
見
物
に
行
っ
て
水
を
浴
び
た
せ
い
で
あ
っ
た
。
コ
レ
ヲ
歓
楽
の

果
ト
イ
ウ
カ
、
ペ
ニ
シ
リ
ン
に
は
感
激
し
ま
し
た
。
た
ッ
た
一
晩
で
熱
が
落
ち
た
。
ド
ク
タ
ー
曰
く
、
ペ

ニ
シ
リ
ン
に
狎な
れ
る
ナ
カ
レ
。
肺
炎
ハ
肺
炎
デ
ア
ル
。
二
週
間
ハ
注
意
シ
タ
マ
エ
。
し
か
し
締
切
が
待
っ

て
い
る
か
ら
仕
方
が
な
い
。
翌
日
か
ら
仕
事
に
か
か
り
、
競
輪
に
も
出
か
け
ま
し
た
ね
。
再
び
ど
ッ
と
床

に
つ
き
、
今
度
は
い
つ
ま
で
も
微
熱
が
去
ら
な
い
。
吉
野
旅
行
が
延
び
延
び
と
な
り
、
つ
い
に
意
を
決
し

ペ
ニ
シ
リ
ン
と
注
射
器
一
式
に
ダ
イ
ヤ
ジ
ン
を
ぶ
ら
さ
げ
て
吉
野
へ
つ
い
た
ら
、
花
の
散
っ
た
あ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
ど
う
せ
花
を
見
な
い
私
で
あ
る
。
久
米
ノ
仙
人
の
末
流
さ
。

　
神
武
天
皇
が
熊
野
か
ら
八や
咫た
の
烏
の
先
導
で
吉
野
に
か
か
っ
た
と
き
、
尾
の
あ
る
人
間
が
井
戸
の
中
か

ら
出
て
き
て
、
そ
の
井
戸
が
光
っ
た
。
お
前
は
誰
だ
と
問
う
た
ら
、
国
ツ
神
で
名
を
氷ひ
鹿か
と
い
う
者
だ
と

答
え
た
。
こ
れ
が
吉
野
首
お
び
との
祖
先
だ
と
古
事
記
に
書
い
て
あ
る
。
そ
の
井
戸
が
今
も
残
っ
て
い
る
。
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竹
林
院
と
い
う
修
験
道
の
宿
坊
が
今
は
旅
館
に
な
っ
て
い
る
。
万
事
ア
ル
バ
イ
ト
時
代
で
あ
る
。
そ
こ

の
名
園
（
？
）
か
ら
竹
林
派
と
い
う
造
庭
上
の
名
が
起
っ
た
の
だ
そ
う
だ
が
、
そ
こ
の
フ
モ
ト
の
汚
い
谷

底
に
神
武
天
皇
の
昔
光
っ
た
と
い
う
井
戸
が
あ
る
の
で
あ
る
。
谷
底
と
い
っ
た
っ
て
、
吉
野
の
谷
に
は
水

と
い
う
も
の
が
殆
ど
な
い
。
吉
野
川
は
岩
石
山
水
の
美
で
名
高
い
渓
流
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
吉
野
山
の
外

側
を
ぐ
る
ッ
と
一
周
し
て
大
峯
山
脈
か
ら
豊
富
な
水
を
下
流
へ
運
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
山
を
距
て
た
外

側
の
こ
と
で
、
吉
野
山
の
内
ブ
ト
コ
ロ
に
は
水
が
な
い
。
吉
野
の
町
は
両
側
が
谷
だ
。
両
側
の
深
い
谷
に

は
さ
ま
れ
て
、
下
か
ら
上
へ
桜
の
名
所
が
エ
ン
エ
ン
つ
づ
い
て
い
る
の
だ
が
、
両
側
の
谷
に
は
殆
ど
水
と

い
う
も
の
が
な
い
。
地
質
の
せ
い
か
ね
。
そ
こ
で
吉
野
山
の
頂
上
ち
か
く
上
ノ
千
本
の
あ
た
り
に
、
大
峯

山
脈
の
ド
テ
ッ
腹
か
ら
清
水
を
ひ
い
て
き
て
水
道
を
つ
く
り
、
町
民
は
こ
の
水
道
を
飲
料
に
用
い
て
い
る
。

井
戸
を
掘
っ
て
も
水
が
で
な
い
の
だ
。

　
だ
か
ら
、
吉
野
山
に
井
戸
水
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
例
外
な
の
だ
。
清
水
と
い
う
も
の
も
、
甚
し
く
乏

し
い
量
で
、
後
ダ
イ
ゴ
天
皇
の
御
製
に
、
枕
の
下
に
水
く
ぐ
る
音
、
と
あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
吉
水
院
の
門

前
の
家
に
は
竹
の
ト
ヨ
で
山
腹
か
ら
清
水
を
ひ
い
て
チ
ョ
ロ
〳
〵
流
れ
て
い
る
の
を
現
に
用
い
て
い
る
け

れ
ど
も
、
そ
の
清
水
の
溜
り
水
が
深
く
濁
り
よ
ど
ん
で
臭
気
が
あ
る
ほ
ど
流
れ
て
い
る
水
量
は
チ
ョ
ロ
〳

〵
に
す
ぎ
な
い
。
吉
野
の
宿
屋
は
こ
の
吉
水
院
と
同
じ
よ
う
に
深
い
谷
の
上
に
一
列
に
並
ん
で
い
る
が
深
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夜
に
な
っ
て
も
私
の
枕
の
下
は
水
の
音
が
く
ぐ
ら
な
か
っ
た
ね
。
恐
ら
く
雨
が
ふ
れ
ば
、
眼
下
の
谷
に
水

流
の
音
が
ト
ウ
ト
ウ
と
鳴
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
お
天
気
の
日
は
枕
の
下
は
ほ
と
ん
ど
水
音
は
な
い
ね
。
実

に
高
い
谷
な
ん
だ
。
私
の
泊
っ
た
サ
ク
ラ
花
壇
と
い
う
妙
テ
コ
リ
ン
な
名
の
旅
館
の
座
敷
か
ら
見
る
と
、

は
る
か
眼
下
に
ト
ン
ビ
や
カ
ラ
ス
が
舞
い
ま
わ
り
木
の
枝
に
と
ま
っ
て
い
る
。
実
に
は
る
か
眼
下
の
木
の

枝
に
で
す
。
ト
ウ
ト
ウ
と
谷
が
流
れ
て
然
る
べ
き
だ
が
、
吉
野
山
な
る
も
の
は
殆
ど
水
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
吉
野
に
於
て
は
、
む
か
し
、
む
か
し
、
井
戸
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
に
最
高
の
宝
で
あ
っ
た

に
相
違
な
い
。
吉
野
の
親
分
が
井
戸
の
中
か
ら
這
っ
て
現
れ
た
と
い
う
の
は
当
然
の
話
で
す
よ
。
東
京
の

親
分
は
省
線
の
駅
を
縄
張
り
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
つ
く
る
が
、
吉
野
の
大
昔
の
親
分
は
た
っ
た
一
ツ
の
井
戸

を
縄
張
り
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
造
っ
た
に
き
ま
っ
て
い
や
。
高
い
水
を
売
り
つ
け
て
ボ
ッ
た
ん
だ
ね
。
貴
重

な
水
だ
か
ら
、
濁
っ
て
い
て
も
光
り
か
が
や
く
さ
。

　
吉
水
院
の
前
に
は
珍
し
く
清
水
が
あ
っ
た
し
、
名
も
吉
水
だ
か
ら
、
吉
野
を
ひ
ら
い
た
役
の
行
者
が
こ
ゝ

に
庵
室
を
造
っ
た
と
い
う
の
も
、
こ
ゝ
が
水
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
せ
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
庵
室
が
後

年
の
吉
水
院
、
今
の
吉
水
神
社
、
後
ダ
イ
ゴ
天
皇
の
仮
の
宿
舎
で
す
。
こ
の
庵
室
は
鎌
倉
時
代
の
建
築
で
、

後
ダ
イ
ゴ
帝
の
泊
っ
た
時
の
ま
ま
の
も
の
だ
。
後
ダ
イ
ゴ
帝
の
遺
品
に
は
楽
器
が
多
い
や
。
御
岳
丸
笙
、

国
軸
丸
笙
と
い
う
笙
が
あ
っ
た
し
、
七
文
字
笛
、
高
麗
笛
と
い
う
笛
の
精
が
中
に
住
み
つ
い
て
い
る
よ
う
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な
の
も
あ
っ
た
ね
。
楽
記
と
い
う
書
物
も
あ
っ
た
。
続
拾
遺
和
歌
集
が
あ
っ
た
。
風
流
で
い
ら
せ
ら
れ
る
。

詩
歌
管
絃
に
身
を
か
た
め
て
京
都
を
脱
出
あ
そ
ば
し
た
ね
。
字
も
名
筆
だ
。
こ
の
帝
、
感
情
豊
富
ナ
リ
。

し
か
し
、
水
の
乏
し
い
吉
野
で
、
枕
の
下
に
水
を
く
ぐ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
誰
し
も
傷
心
や
み
が
た

け
れ
ば
、
そ
う
も
な
ろ
う
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
だ
い
た
い
人
の
判
断
が
視
覚
に
幻
惑
さ
れ
る
例
は
多
い

ね
。
こ
の
山
こ
の
谷
の
姿
を
見
れ
ば
ト
ウ
ト
ウ
と
谷
の
流
れ
や
至
る
と
こ
ろ
に
清
水
の
流
れ
を
思
う
の
は

自
然
な
の
さ
。
こ
の
山
に
水
が
な
い
と
き
い
た
方
が
ビ
ッ
ク
リ
す
る
よ
。
全
山
冷
め
た
く
清
ら
か
な
清
水

に
あ
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
ね
。
桜
ノ
花
ハ
火
ニ
ア
ラ
ズ
。
火
ヨ
リ
モ
水
ニ
近
カ
ラ
ン
。
旅
行

者
た
る
後
ダ
イ
ゴ
帝
が
水
に
あ
ざ
む
か
れ
、
土
着
の
親
分
氷
鹿
が
チ
ャ
ッ
カ
リ
井
戸
を
占
領
し
て
井
戸
の

中
よ
り
現
れ
出
で
た
の
は
然
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
太
古
の
史
家
は
そ
の
表
現
が
巧

妙
だ
。
こ
れ
を
健
康
な
る
表
現
と
云
い
ま
す
か
。
水
鹿
親
分
は
一
本
に
は
女
性
ナ
ラ
ン
と
あ
る
ね
。

　
南
北
朝
は
元
中
九
年
（
北
朝
の
明
徳
三
年
）
南
朝
の
後
亀
山
天
皇
が
北
朝
の
後
小
松
天
皇
に
神
器
を
伝

え
て
、
南
朝
の
不
和
は
和
解
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
さ
に
あ
ら
ず
、
後
南
朝
と
い
う
べ
き
も

の
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
も
吉
野
に
た
て
こ
も
り
、
六
十
五
年
が
ほ
ど
抗
争
し
て
い
た
。

　
和
解
の
条
件
は
南
北
両
朝
か
ら
交
互
に
皇
位
に
つ
く
約
束
で
あ
っ
た
が
、
後
小
松
天
皇
以
後
へ
の
北
朝

は
そ
の
約
束
を
ま
も
ら
な
い
か
ら
、
五
十
年
ほ
ど
辛
抱
し
て
い
た
南
朝
方
は
も
は
や
北
朝
に
誠
意
な
し
武
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力
以
外
に
手
が
な
い
と
内
裏
へ
乱
入
し
て
三
種
の
神
器
を
奪
い
と
り
、
吉
野
川
の
上
流
、
北
山
村
と
川
上

村
に
た
て
こ
も
り
、
南
朝
の
正
系
た
る
自
天
王
を
擁
し
天
靖
の
年
号
を
た
て
て
天
皇
を
称
し
た
。
し
か
し

長
禄
元
年
に
北
朝
の
刺
客
が
こ
の
村
に
忍
び
こ
ん
で
自
天
王
を
殺
し
、
そ
の
弟
の
宮
忠
義
王
を
も
殺
し
た
。

本
誌
の
昨
年
正
月
号
に
滝
川
政
次
郎
氏
の
文
章
が
あ
る
か
ら
、
私
が
ク
ダ
ク
ダ
し
く
書
く
に
は
及
ば
な
い

で
し
ょ
う
。

　
応
仁
の
乱
に
、
山
名
宗
全
は
西
陣
南
帝
を
擁
し
て
北
朝
の
天
子
を
い
た
だ
く
細
川
方
と
戦
っ
た
が
、
西

陣
南
帝
は
乱
後
に
奥
州
へ
落
ち
、
標
葉
郡
沢
之
邑
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
ん
だ
そ
う
だ
。
そ
の
後
裔
が
熊
沢

天
皇
デ
ア
ル
、
と
い
う
。
こ
れ
即
ち
熊
沢
天
皇
家
に
伝
る
系
図
だ
そ
う
だ
ね
。
系
図
は
本
当
ら
し
い
ね
。

し
か
し
彼
は
天
皇
で
は
な
い
さ
。
南
朝
の
血
を
ひ
く
名
古
屋
の
雑
貨
商
、
熊
沢
寛
道
氏
で
あ
ろ
う
。
藤
原

一
族
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
大
和
の
農
民
に
も
、
ク
マ
ソ
土
グ
モ
の
子
孫
の
中
に
も
天
皇
の
血
を
ひ
く
者

は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
さ
。

　
日
本
の
相
続
の
習
慣
は
（
習
慣
だ
ろ
う
な
。
昔
は
制
度
や
法
律
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
）
古
代
に
於
て
は

家
長
が
自
分
の
好
き
な
子
供
に
与
え
る
。
こ
れ
を
選
定
相
続
と
い
う
の
か
ね
。
し
か
し
、
長
兄
に
与
え
る

の
が
自
然
だ
と
い
う
不
文
律
が
感
情
的
に
存
在
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
応
神
天
皇
は
二
人
の
子
供

を
よ
ん
で
、
お
前
ら
は
お
前
た
ち
の
子
供
の
場
合
に
兄
の
方
が
可
愛
い
い
か
、
弟
の
方
が
可
愛
い
い
か
、
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と
き
い
た
。
と
い
う
の
は
三
人
目
の
末
弟
に
皇
位
を
譲
り
た
い
下
心
が
あ
っ
た
か
ら
だ
そ
う
だ
。
長
兄
は

兄
の
方
が
可
愛
い
い
と
答
え
た
が
、
次
兄
は
天
皇
の
心
を
察
し
て
弟
の
方
が
可
愛
い
い
と
答
え
た
。
天
皇

は
よ
ろ
こ
ん
で
、
次
兄
の
言
葉
は
正
し
い
。
一
番
下
の
子
が
可
愛
い
い
も
の
だ
。
だ
か
ら
お
前
ら
に
は
皇

位
を
ゆ
ず
ら
ず
、
三
番
目
の
末
ッ
子
を
天
皇
に
す
る
よ
、
と
言
い
渡
し
た
。
し
か
し
、
天
皇
崩
御
の
と
き

末
ッ
子
が
辞
退
し
て
次
兄
に
皇
位
を
ゆ
ず
っ
た
。
こ
の
次
兄
が
仁
徳
天
皇
だ
そ
う
だ
。
こ
ん
な
話
が
記
紀

に
あ
る
か
ら
、
親
も
好
み
の
ア
ト
ツ
ギ
を
選
ぶ
に
は
子
供
に
気
兼
ね
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
選
定
相
続
は

概
し
て
末
ッ
子
に
譲
る
こ
と
に
な
り
易
い
。
末
ッ
子
が
一
番
可
愛
い
い
の
が
大
概
の
親
の
気
持
ら
し
い
な
。

ま
た
末
ッ
子
の
母
が
一
番
若
く
て
美
人
で
、
お
気
に
入
り
な
の
も
自
然
だ
ろ
う
。
昔
は
子
供
の
母
が
た
い

が
い
一
々
違
っ
て
い
る
か
ら
、
尚
さ
ら
事
は
メ
ン
ド
ウ
で
あ
っ
た
ね
。

　
長
子
相
続
は
大
化
改
新
か
ら
だ
そ
う
だ
が
、
ど
う
だ
か
ね
。
し
か
し
、
い
き
な
り
壬
申
の
乱
が
起
っ
た

ほ
ど
だ
か
ら
、
ど
う
も
天
皇
家
の
相
続
は
う
る
さ
い
ね
。
藤
原
一
族
が
勢
力
を
得
て
、
銘
々
が
自
分
の
娘

を
嬪ひん
だ
の
夫
人
だ
の
と
い
う
も
の
に
し
て
自
分
の
血
縁
を
天
皇
に
立
て
よ
う
と
企
む
に
至
っ
て
、
相
続
の

た
び
に
、
否
、
常
に
相
続
を
め
ぐ
っ
て
、
お
家
騒
動
の
絶
え
間
な
き
連
続
の
よ
う
な
も
の
だ
。
藤
原
一
門

自
体
が
氏
の
長
者
だ
の
関
白
を
め
ぐ
っ
て
父
子
兄
弟
の
絶
え
間
な
き
争
い
で
も
あ
っ
た
。
藤
原
氏
に
も
三

種
の
神
器
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ね
。
こ
れ
を
、
長
者
の
印
、
朱
器
、
台
盤
と
や
ら
云
う
ね
。
朱
器
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台
盤
と
い
う
の
は
食
事
の
道
具
ら
し
い
や
。
年
に
一
度
の
大
宴
会
に
大
臣
諸
公
や
代
表
的
日
本
紳
士
諸
公

に
こ
の
朱
器
台
盤
と
や
ら
で
も
て
な
す
。
こ
れ
が
藤
原
長
者
の
貫
禄
な
ん
だ
そ
う
だ
。
そ
こ
で
朱
器
台
盤

と
や
ら
が
な
い
と
氏
の
長
者
に
な
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
争
奪
戦
を
や
ら
か
す
。
平
安
朝
は
テ

ン
ヤ
ワ
ン
ヤ
さ
。
こ
の
時
代
に
於
け
る
儀
式
や
虚
器
の
人
格
化
と
い
う
も
の
は
ま
る
で
実
生
活
を
も
つ
生

き
物
め
い
た
妖
怪
で
あ
っ
た
。
私
は
戦
争
中
バ
ク
ダ
ン
に
追
い
ま
く
ら
れ
て
い
る
以
外
の
時
間
に
甚
し
く

退
屈
に
苦
し
ん
だ
の
で
、
こ
の
時
と
ば
か
り
に
「
台
記
」
だ
の
「
玉
葉
」
と
い
う
も
の
を
ノ
ー
ト
を
と
り

な
が
ら
読
み
は
じ
め
た
。
こ
の
種
の
本
は
い
か
に
退
屈
し
て
い
る
時
で
も
連
続
的
に
読
め
な
い
な
。
こ
う

い
う
も
の
を
読
む
こ
と
の
で
き
る
歴
史
家
と
い
う
存
在
は
実
に
超
人
だ
と
そ
の
時
シ
ミ
ジ
ミ
思
っ
た
。

「
台
記
」
も
「
玉
葉
」
も
、
つ
ま
り
朱
器
台
盤
と
や
ら
を
め
ぐ
っ
て
争
奪
の
実
戦
に
経
験
あ
る
関
白
殿
の

日
記
な
の
で
あ
る
。
第
三
次
世
界
戦
争
が
は
じ
ま
っ
た
ら
、
ま
た
台
記
や
玉
葉
を
よ
む
か
ね
。
し
か
し
私

の
生
存
中
に
百
ぺ
ん
世
界
戦
争
が
あ
っ
て
も
、
と
て
も
こ
の
本
を
読
み
終
る
見
込
み
は
な
い
ね
。

　
天
皇
ト
ハ
何
ゾ
ヤ
。
三
種
ノ
神
器
デ
ア
ル
。
イ
ヤ
、
笑
イ
事
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
。
台
記
だ
の
玉
葉
と
い

う
も
の
を
三
頁
ぐ
ら
い
読
め
ば
、
虚
器
と
は
人
格
的
に
実
存
し
て
い
る
厳
然
た
る
怪
物
だ
と
い
う
こ
と
が

分
り
ま
す
。

　
南
北
朝
の
皇
位
争
奪
が
や
っ
ぱ
り
三
種
の
神
器
の
争
奪
だ
。
天
皇
は
三
種
の
神
器
だ
、
と
い
う
の
は
神
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皇
正
統
記
の
思
想
な
の
で
あ
る
。
南
朝
を
正
当
化
す
る
に
は
、
特
に
こ
う
い
う
論
理
が
必
要
で
も
あ
っ
た
。

戦
争
に
妙
な
論
理
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
痛
切
に
経
験
し
た
こ
と
で
あ
る
。
八
紘
一
宇
と
や

ら
称
し
て
古
事
記
だ
の
日
本
書
紀
だ
の
と
い
う
も
の
か
ら
論
理
を
探
し
て
き
た
の
が
現
代
の
話
だ
か
ら
ね
。

そ
れ
に
比
べ
れ
ば
南
朝
の
論
理
の
方
が
い
さ
さ
か
文
明
さ
。

　
建
武
中
興
の
理
想
は
武
家
政
治
や
院
政
の
否
定
、
天
皇
親
政
復
活
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
皇
位
相
続

の
正
し
い
法
則
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
大
そ
う
グ
ア
イ
が
わ
る
か
っ
た
の
で
あ
る
。

摂
関
政
治
、
院
政
、
武
家
政
治
時
代
、
と
い
う
も
の
は
、
な
べ
て
選
定
相
続
だ
。
南
朝
自
体
が
嫡
流
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
院
政
の
お
か
げ
で
、
弟
の
方
が
上
皇
に
愛
さ
れ
選
ば
れ
て
、
皇
位
を
つ
い
だ
の
が
南
朝

だ
。
兄
の
系
統
が
北
朝
だ
。
天
皇
親
政
の
理
想
に
よ
っ
て
相
続
法
も
昔
に
復
活
す
る
と
、
北
朝
の
方
に
相

続
権
の
理
が
あ
る
の
だ
。
そ
こ
で
仕
方
が
な
い
か
ら
、
正
統
の
天
子
と
は
何
ぞ
や
。
三
種
の
神
器
の
授
受

で
あ
る
。
神
器
の
あ
る
と
こ
ろ
に
天
皇
あ
り
。
や
む
を
得
な
い
詭
弁
で
あ
っ
た
。
九
条
兼
実
と
い
う
九
条

家
始
祖
の
関
白
は
藤
原
氏
歴
代
の
中
で
特
に
実
利
派
の
陰
謀
家
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
日
記
「
玉
葉
」

な
る
も
の
を
三
頁
よ
む
と
、
虚
器
を
人
格
化
し
て
い
る
感
情
は
身
に
つ
い
て
い
る
ね
。
生
活
自
体
が
そ
う

で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
平
安
貴
族
の
特
色
だ
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
神
皇
正
統
記
の
理
論
は
親
房
の
身
に
つ
い

た
感
情
を
と
も
な
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
て
、
一
貫
し
て
論
理
で
あ
り
、
論
理
の
た
め
に
汗
ダ
ク
で
は
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あ
る
が
、
論
理
と
共
に
生
き
て
い
る
安
定
は
な
い
。

　
だ
い
た
い
一
国
の
王
様
の
資
格
に
は
万
世
一
系
だ
の
正
統
だ
の
と
い
う
こ
と
が
特
に
必
要
だ
と
い
う
も

の
で
は
な
い
。
王
様
を
亡
し
て
別
の
一
族
が
と
っ
て
代
っ
て
王
様
に
な
っ
て
も
王
様
は
王
様
だ
。
三
代
貴

族
と
云
っ
て
、
初
代
は
成
り
上
り
者
で
も
、
三
代
目
ぐ
ら
い
に
貴
族
の
貫
禄
に
な
る
。
十
代
前
が
海
賊
を

は
た
ら
い
て
稼
い
だ
お
か
げ
で
子
孫
が
今
日
大
富
豪
で
あ
る
と
分
っ
て
い
て
も
、
民
衆
の
感
情
は
祖
先
の

罪
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
今
日
の
富
豪
を
見
る
こ
と
は
な
い
も
の
だ
。
王
様
も
同
じ
こ
と
だ
。
初
代
が
国
を
盗

ん
だ
王
様
で
あ
っ
て
も
、
民
衆
の
感
情
は
初
代
の
罪
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
今
日
の
王
様
を
見
る
こ
と
は
な
い
。

今
の
王
様
で
あ
る
こ
と
が
、
王
様
の
全
て
で
あ
り
、
そ
れ
が
民
衆
の
自
然
の
感
情
だ
。

　
曾
我
兄
弟
の
人
気
は
大
そ
う
な
も
の
だ
が
、
ツ
ラ
ツ
ラ
事
の
起
り
を
辿
れ
ば
、
曾
我
兄
弟
の
祖
父
が
工

藤
祐
経
の
領
地
や
財
産
を
奪
っ
た
の
で
あ
る
。
祐
経
の
方
が
元
来
の
被
害
者
さ
。
そ
こ
で
祐
経
が
五
郎
十

郎
の
父
に
復
讐
し
、
五
郎
十
郎
が
そ
の
仇
を
討
っ
た
。
事
の
起
り
は
、
五
郎
十
郎
方
の
祖
先
が
悪
い
の
だ

が
、
祖
先
の
罪
は
民
衆
の
感
情
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
祖
先
と
云
っ
た
っ
て
、
五
郎
十
郎
で

た
っ
た
三
代
目
、
祐
経
の
方
は
国
や
財
産
を
盗
ま
れ
た
当
の
本
人
だ
。
そ
れ
で
す
ら
、
ソ
モ
ソ
モ
の
こ
と

は
す
で
に
民
衆
の
問
題
で
は
な
い
。
民
衆
の
自
然
の
感
情
は
そ
う
い
う
も
の
だ
。
常
に
「
今
」
の
問
題
で

あ
る
。
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今
の
王
様
が
今
の
罪
に
よ
っ
て
民
衆
に
裁
か
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
国
を
盗
ん
だ
祖
先
の
罪
に
よ
っ

て
裁
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
民
衆
の
感
情
が
自
然
の
状
態
に
於
て
は
そ
う
で
あ

る
。
法
律
だ
っ
て
祖
先
の
罪
に
さ
か
の
ぼ
り
や
し
な
い
ね
。

　
天
皇
と
て
も
同
じ
こ
と
だ
。
し
い
て
万
世
一
系
だ
の
正
統
だ
の
と
い
う
こ
と
は
、
民
衆
の
自
然
の
感
情

に
相
応
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
原
始
の
、
呪
術
的
な
神
秘
思
想
に
相
応
し
て
い
る
だ

け
さ
。
歴
史
的
事
実
と
し
て
も
神
代
乃
至
神
武
以
来
の
万
世
一
系
な
ど
と
い
う
も
の
は
ツ
ク
リ
ゴ
ト
に
す

ぎ
な
い
し
、
現
代
に
至
る
ま
で
の
天
皇
家
の
相
続
が
合
理
的
に
正
統
だ
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ

お
家
騒
動
、
戦
争
ゴ
ッ
コ
の
後
の
相
続
が
甚
だ
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
民
衆
の

自
然
の
感
情
に
は
問
題
で
は
な
い
の
だ
。
か
り
に
熊
沢
天
皇
が
南
朝
の
血
統
た
る
の
み
な
ら
ず
、
徹
底
的

に
合
理
的
な
正
系
で
あ
る
に
し
て
も
、
民
衆
の
感
情
は
熊
沢
天
皇
を
う
け
い
れ
は
し
な
い
ね
。
民
衆
の
感

情
に
と
っ
て
は
今
の
天
皇
が
天
皇
の
す
べ
て
で
、
熊
沢
覚
道
氏
は
名
古
屋
の
雑
貨
屋
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。

　
も
っ
と
も
、
か
り
に
革
命
が
起
り
、
別
の
王
様
が
国
を
と
る
。
そ
の
初
代
目
は
民
衆
の
多
く
に
愛
さ
れ

な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
二
代
目
は
も
う
民
衆
の
自
然
の
感
情
の
中
で
も
王
様
さ
。
否
、
う
ま
く
や
れ
ば

国
を
盗
ん
だ
一
代
目
で
す
ら
民
衆
の
憎
悪
を
敬
愛
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
ん
。
民
衆
の
自
然
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の
感
情
は
た
よ
り
な
い
ほ
ど
「
今
的
」
な
も
の
だ
。
時
代
に
即
し
て
い
る
も
の
だ
。
戦
争
中
東
条
が
民
衆

の
自
然
な
感
情
の
中
に
生
き
て
い
た
人
気
と
、
同
じ
民
衆
の
今
の
感
情
と
を
考
え
合
せ
れ
ば
、
民
衆
の
今

的
な
た
よ
り
な
さ
は
ハ
ッ
キ
リ
し
す
ぎ
る
ほ
ど
で
し
ょ
う
。
た
っ
た
六
年
前
と
今
と
の
こ
の
甚
し
い
差
。

別
に
理
論
や
強
制
と
、
関
係
な
く
現
れ
て
き
た
事
実
だ
。
単
に
時
代
と
共
に
生
き
つ
つ
あ
る
民
衆
と
い
う

も
の
の
自
然
の
感
情
は
、
永
遠
に
か
く
の
如
き
も
の
さ
。

　
万
世
一
系
だ
の
正
統
だ
の
と
い
う
こ
と
を
特
別
の
理
由
と
す
る
限
り
は
、
蒙
昧
な
呪
術
的
な
神
秘
迷
信

時
代
の
超
論
理
や
詭
弁
を
も
っ
て
一
国
の
最
後
的
な
論
理
と
す
る
愚
か
さ
危
さ
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
日
本
の
運
命
を
古
事
記
的
な
神
が
か
り
に
ま
か
せ
て
お
い
て
文
明
開
化
を
導
入
さ
れ
て
は
助
か

ら
ん
な
。
カ
ブ
ツ
チ
の
代
り
に
原
子
バ
ク
ダ
ン
を
ふ
り
ま
わ
さ
れ
ち
ゃ
ア
危
い
よ
。
国
家
の
論
理
も
文
明

開
化
に
相
応
し
よ
う
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
真
理
は
簡
単
さ
。
生
キ
テ
ィ
ル
神
様
ハ
イ
ナ
イ
。
し
か
し
、

ま
た
、
日
本
の
政
治
家
は
生
き
て
い
る
神
様
を
つ
く
り
つ
つ
あ
る
ら
し
い
ね
。
政
治
家
が
論
理
的
に
正
当

な
思
想
を
も
た
な
い
と
、
生
き
て
い
る
神
様
を
つ
く
る
。
論
理
ぬ
き
で
民
衆
を
征
服
す
る
手
段
は
宗
教
的

方
法
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
天
皇
は
国
家
の
象
徴
だ
と
い
う
言
い
方
も
ア
イ
マ
イ
で
、
後
日
神
道
家
の
舌
に
詭
弁
の
翼
を
与
え
る
神

秘
モ
ー
ロ
ー
た
る
妖
気
を
含
ん
で
い
る
ね
。
天
皇
家
は
か
つ
て
日
本
の
主
権
者
で
あ
っ
た
立
派
な
家
柄
さ
。
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日
本
歴
史
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
の
第
一
の
家
柄
さ
。
そ
し
て
、
他
の
日
本
人
よ
り
も
特
に
古
い
と
い
う

こ
と
は
な
い
が
、
歴
史
的
に
信
用
で
き
る
系
図
を
持
つ
も
の
と
し
て
は
日
本
最
古
の
家
柄
さ
。
歴
史
の
事

実
が
示
す
通
り
に
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
な
の
だ
。
そ
し
て
人
間
が
そ
れ
に
相
応
し
て
社
交
的
に
う
け
る
よ

う
な
敬
意
を
う
け
れ
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
ガ
イ
セ
ン
将
軍
に
対
し
て
も
お
光
り
様
に
対
し
て
も
土
下
座

し
な
い
と
気
が
す
ま
な
い
よ
う
な
狂
的
怪
人
物
に
恵
ま
れ
て
い
る
日
本
で
は
、
ア
イ
マ
イ
な
規
定
は
つ
つ

し
む
こ
と
が
カ
ン
ジ
ン
だ
ね
。
新
し
い
神
様
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
の
は
共
産
党
だ
け
さ
。

　
吉
野
の
旅
館
で
食
べ
た
デ
ン
ガ
ク
は
ち
ょ
っ
と
う
ま
か
っ
た
。
ミ
ソ
に
吉
野
葛
を
ま
ぜ
て
い
た
ね
。
い

く
ら
う
ま
い
と
云
っ
た
っ
て
デ
ン
ガ
ク
な
ど
と
い
う
も
の
が
特
に
美
味
で
あ
り
っ
こ
な
い
が
、
旅
の
心
に

し
む
土
地
の
味
か
ね
。
土
地
の
味
を
工
夫
し
て
デ
ン
ガ
ク
も
ク
ズ
も
生
か
し
た
と
こ
ろ
が
ミ
ソ
な
の
さ
。

言
葉
の
シ
ャ
レ
を
言
う
ツ
モ
リ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
ね
。
た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
小
さ
な
工
夫
で
も
、
よ
そ

の
土
地
で
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
枕
カ
バ
ー
の
上
に
さ
ら

に
吉
野
紙
（
ナ
ラ
ン
）
が
当
て
て
あ
り
ま
し
た
わ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
★
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吉
野
の
宿
で
、
私
は
夜
の
十
二
時
に
目
を
さ
ま
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
地
図
を
み
た
り
、
考
え
た

り
し
て
い
ま
し
た
。
ア
ス
カ
。
タ
ナ
カ
。
ア
マ
カ
シ
ノ
丘
。
イ
カ
ズ
チ
。
ヒ
ノ
ク
マ
。
オ
カ
。
四
時
起
床
。

五
時
半
に
出
発
。
ア
ス
カ
へ
、
ア
ス
カ
へ
。
十
五
年
ほ
ど
前
に
も
ブ
ラ
リ
と
京
都
の
下
宿
を
着
流
し
で
出

て
ウ
ネ
ビ
へ
着
き
、
ア
ス
カ
の
地
へ
と
志
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
金
も
な
く
、
土
地
に
も
不
案
内
な
人

間
に
は
、
手
軽
に
ア
ス
カ
遍
歴
を
志
し
て
も
ム
リ
で
す
ね
。
四
方
の
あ
ら
ゆ
る
山
々
も
野
も
畑
も
丘
も
川

も
、
み
ん
な
同
じ
よ
う
だ
も
の
。
地
図
や
写
真
は
相
当
に
長
期
に
わ
た
っ
て
眺
め
た
覚
え
の
土
地
で
あ
る

が
、
山
水
風
物
が
四
方
八
方
こ
う
よ
く
似
て
い
て
は
、
ど
う
に
も
な
ら
ん
。
い
さ
ぎ
よ
く
諦
め
て
帰
っ
て

き
た
。
二
、
三
十
分
土
を
ふ
ん
だ
と
い
う
だ
け
で
、
十
五
年
前
に
行
っ
た
時
は
何
一
ツ
見
物
し
な
か
っ
た

の
で
す
。

　
日
本
の
神
話
（
仏
教
渡
来
の
頃
ま
で
を
含
め
て
）
で
最
大
の
巨
人
は
大
国
主
と
い
う 

大  

人 

た
い
じ
ん

だ
ね
。
い

と
も
情
緒
こ
ま
や
か
に
太
平
楽
で
、
女
や
酒
は
大
そ
う
好
む
け
れ
ど
も
、
お
よ
そ
戦
争
を
好
ま
な
い
と
い

う
昔
に
は
珍
ら
し
い
ダ
ン
ナ
だ
ね
。
時
の
人
民
に
人
気
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
よ
。
ス
サ
ノ
オ
。
オ
キ
ナ
ガ

タ
ラ
シ
ヒ
メ
。
建
内
ス
ク
ネ
。
ヒ
ノ
ク
マ
の
帰
化
人
た
ち
。
変
っ
た
ダ
ン
ナ
や
オ
ン
ナ
の
ヒ
ト
は
色
々
と

い
る
け
れ
ど
も
、
神
話
と
い
う
太
古
の
湖
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
湖
面
か
ら
確
実
な
歴
史
を
見
分
け
る
こ

と
は
全
然
で
き
な
い
。
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神
話
と
歴
史
の
分
水
嶺
は
、
仏
教
の
渡
来
だ
ろ
う
。
は
じ
め
て
実
在
の
人
間
と
遺
物
が
あ
っ
て
、
そ
れ

を
証
明
す
る
に
足
る
記
録
が
あ
る
の
だ
か
ら
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
王わ
仁に
が
論
語
を
も
た
ら
し
文
字
を
伝
え
た
と
い
う
の
が
伝
説
で
あ
る
に
し
て
も
、
ま

た
、
ヒ
ノ
ク
マ
そ
の
他
に
土
着
し
た
夥
し
い
帰
化
人
た
ち
が
大
和
地
方
民
の
生
活
中
に
文
字
を
も
た
ら
し

た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
臆
測
に
と
ど
ま
る
に
し
て
も
、
仏
教
の
渡
来
以
後
は
急
速
に
文
字
が
普
及
し
た
こ
と

は
確
実
だ
。
と
り
わ
け
聖
徳
太
子
が
現
れ
る
や
、
隋
へ
大
使
や
学
問
僧
を
送
っ
て
文
物
を
と
り
よ
せ
、
憲

法
を
つ
く
り
、
十
二
階
を
定
め
、
七
大
寺
を
た
て
、
仏
典
を
講
じ
、
今
日
と
同
じ
よ
う
に
文
字
と
と
も
に

生
活
す
る
文
化
生
活
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
色
々
雑
多
な
記
録
が
お
び
た
だ
し
く
在
っ
た
は
ず
だ
。
今
日

で
は
主
と
し
て
寺
院
関
係
の
極
め
て
少
数
の
も
の
だ
け
が
、
引
用
さ
れ
た
り
な
ん
か
し
て
、
ど
う
や
ら
残

っ
て
い
ま
す
ね
。
し
か
し
、
あ
る
種
の
も
の
が
完
璧
に
伝
わ
ら
な
い
ね
。

　
聖
徳
太
子
と
馬
子
が
協
力
し
て
、
天
皇
記
、
国
記
、
各
氏
族
の
本
記
と
い
う
も
の
を
録
し
た
由
で
す
ね
。

文
字
の
あ
る
と
こ
ろ
、
必
ず
そ
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
べ
き
性
質
の
も
の
だ
。
そ
れ
が
完
璧
に
残
っ
て
い

ま
せ
ん
ね
。
大
極
殿
で
入
鹿
い
る
か
が
殺
さ
れ
、
蝦
夷
え
み
し
が
わ
が
家
に
殺
さ
れ
た
と
き
、
死
に
先
立
っ
て
、
天
皇
記

と
国
記
を
焼
い
た
そ
う
だ
。
も
っ
と
も
恵
尺
と
い
う
男
が
焼
け
る
国
記
を
と
り
だ
し
て 

中 

大 

兄 

な
か
の
お
お
え
に
奉
っ

た
と
い
う
。
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蘇
我
氏
の
亡
び
る
と
と
も
に
天
皇
家
や
日
本
の
豪
族
の
系
図
や
歴
史
を
書
い
た
も
の
が
み
ん
な
一
緒
に

亡
び
た
の
か
ね
。
そ
う
い
う
記
録
が
一
式
揃
っ
て
蘇
我
邸
に
在
っ
た
と
い
う
の
は
分
る
が
、
蘇
我
邸
に
だ

け
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
ち
ょ
ッ
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
ね
。
文
字
の
使
用
者
が
聖
徳
太
子
と

馬
子
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
蒙
昧
な
時
代
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
ら
の
記
録
は
蝦
夷
と
と
も
に

焼
け
た
。
ま
た
は
、
蘇
我
氏
と
と
も
に
亡
び
た
。
し
か
し
、
蘇
我
氏
の
亡
ぼ
さ
れ
た
如
く
に
、
そ
れ
ら
の

記
録
も
亡
ぼ
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
一
度
は
疑
っ
て
み
て
も
悪
く
は
な
か
ろ
う
。
焼
け
る
国
記
を
恵
尺

が
と
り
だ
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
弁
解
的
な
筆
法
で
、
事
実
は
ア
ベ
コ
ベ
に
そ
れ
を
焼
い
た
の
が
彼
ら
自

身
だ
と
み
る
こ
と
も
、
歴
史
家
や
学
者
は
や
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
タ
ン
テ
イ
と
い
う
も
の
は
そ
う

い
う
下
司
な
カ
ン
グ
リ
を
や
ら
か
す
も
の
な
の
さ
。
こ
ッ
ち
は
学
が
あ
り
ま
せ
ん
。
素
人
タ
ン
テ
イ
と
い

う
イ
ン
チ
キ
岡
ッ
ピ
キ
の
三
下
ヤ
ッ
コ
で
す
か
ら
ね
。

　
素
人
タ
ン
テ
イ
の
心
眼
だ
か
ら
我
な
が
ら
鋭
い
把
握
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
「
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
」

と
い
う
本
を
読
む
と
、
ど
う
も
妙
だ
な
、
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
二
十
五
年
前
の
坊
主
学
校
の

生
徒
だ
っ
た
か
ら
、
否
応
な
く
こ
の
本
を
読
ま
さ
れ
た
の
で
す
よ
。
日
本
仏
教
史
を
や
る
と
、
書
紀
の
仏

教
渡
来
年
代
の
誤
り
と
い
う
カ
ド
に
よ
っ
て
、
こ
の
本
だ
の
元
興
寺
伽
藍
縁
起
併
ニ
流
疏
記
資
財
帳
な
ど

を
読
ま
さ
れ
ま
す
よ
。
な
る
ほ
ど
欽
明
戊
午
と
書
い
て
あ
る
な
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
大
し
た
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こ
と
じ
ゃ
な
い
ね
。
欽
明
戊
午
だ
ろ
う
と
、
一
二
一
二
だ
ろ
う
と
、
十
年
や
二
十
年
の
ヒ
ラ
キ
は
コ
チ
ト

ラ
の
知
っ
た
こ
と
じ
ゃ
ア
な
い
ね
。
夢
想
的
な
素
人
タ
ン
テ
イ
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
コ
ク
メ
イ
な

こ
と
は
性
に
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
」
な
る
も
の
は
、
本
文
の
字
数
は
い

く
ら
も
な
い
け
れ
ど
も
、
読
ん
で
み
る
と
、
お
も
し
ろ
い
ね
。

　
な
ぜ
面
白
い
か
っ
て
？
　
ヒ
ラ
キ
直
ら
れ
る
と
、
こ
ま
る
が
、
失
わ
れ
た
古
代
の
歴
史
、
た
と
え
ば
日

本
書
紀
が
甚
し
く
多
数
の
文
字
を
用
い
て
説
話
的
伝
説
的
に
物
語
を
構
成
し
て
い
る
失
わ
れ
た
古
代
を
、

こ
れ
は
、
ま
た
、
た
っ
た
二
十
か
三
十
の
字
を
用
い
て
ズ
バ
リ
ズ
バ
リ
と
簡
潔
に
事
実
だ
け
を
言
い
き
っ

て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
な
ん
の
感
情
も
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
こ
の
記
録
者
が
聖
徳
太
子
の
フ
ァ
ン
な

ら
、
入
鹿
に
も
悪
意
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
入
鹿
は  

山 

背 

大 

兄 

王  

や
ま
し
ろ
の
お
お
え
お
う

（
聖
徳
太
子
の
子
供
）
と
そ

の
一
族
を
殺
し
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
、
入
鹿
が
山
背
大
兄
を
殺
し
た
記
事
も
簡
潔
、
入
鹿
が
殺

さ
れ
た
記
事
も
簡
潔
、
気
持
が
い
い
ほ
ど
無
感
情
、
実
に
ア
ッ
サ
リ
し
た
も
の
で
す
よ
。
ザ
ッ
と
次
の
通

り
で
す
。

「
飛
鳥
天
皇
御
世
癸
卯
年
十
月
十
四
日
、
蘇
我
豊 

浦 
毛 
人 

と
ゆ
ら
の
え
み
し

大
臣
ノ
児
、
入
鹿
臣
□
□
林
太
郎
、
伊
加
留

い
か
る
が

加
宮
の
み
や
ニ
於
テ
山
代
大
兄
及
其
ノ
昆
弟
等
合
セ
テ
十
五
王
子
悉
こ
と
ご
とク
之
ヲ
滅
ス
也
」

　
飛
鳥
天
皇
は
皇
極
天
皇
の
こ
と
。
林
太
郎
と
い
う
の
は
入
鹿
の
異
名
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
上
の
二
字
の
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欠
写
に
つ
い
て
は
、
後
に
タ
ン
テ
イ
の
結
果
を
の
べ
ま
す
。

「
□
□
□
天
皇
御
世
乙
巳
年
六
月
十
一
日
、
近
江
天
皇
、
林
太
郎
□
□
ヲ
殺
シ
、
明
日
ヲ
以
テ
其
ノ
父
豊

浦
大
臣
子
孫
等
皆
之
ヲ
滅
ス
」

　
ア
ッ
サ
リ
し
た
も
の
で
す
。
近
江
天
皇
は
天
智
天
皇
の
こ
と
。
□
□
□
及
び
□
□
と
い
う
二
ヶ
所
の
欠

字
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
た
後
に
タ
ン
テ
イ
の
次
第
を
申
上
げ
ま
す
。

　
こ
の
件
り
の
あ
た
り
を
書
紀
が
ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
か
、
欽
明
天
皇
の
終
り
ご
ろ
か
ら
読
ん
で
ご

ら
ん
な
さ
い
。
ヒ
ス
テ
リ
イ
だ
か
テ
ン
カ
ン
だ
か
知
ら
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
血
相
変
え
て
、
実
に
慌
し
く

発
作
を
起
し
て
い
る
の
で
す
。
入
鹿
蝦
夷
が
殺
さ
れ
る
皇
極
天
皇
の
四
年
間
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
代
の

欽
明
天
皇
の
後
期
ご
ろ
か
ら
、
何
千
語
あ
る
の
か
何
方
語
あ
る
の
か
知
ら
な
い
が
、
夥
し
く
言
葉
を
費
し

て
、
な
ん
と
ま
ア
狂
躁
に
み
ち
た
言
々
句
々
を
重
ね
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
文
士
の
私
が
と
て
も
自
分

の
力
で
は
思
い
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
い
ろ
ん
な
雑
多
な
天
変
地
異
、
妖
し
げ
な
前
兆
の
数
々
、

悪
魔
的
な
予
言
の
匂
う
謡
の
数
々
、
血
の
匂
い
か
ね
。
薄
笑
い
の
翳
か
ね
。
す
べ
て
そ
れ
ら
は
ヒ
ス
テ
リ

イ
的
、
テ
ン
カ
ン
的
だ
ね
。
そ
れ
ら
の
文
字
に
ハ
ッ
キ
リ
血
な
ま
ぐ
さ
い
病
気
が
、
発
作
が
、
で
て
い
る

よ
う
だ
。
な
ん
と
い
う
め
ざ
ま
し
い
対
照
だ
ろ
う
。
法
王
帝
説
の
無
感
情
な
事
実
の
記
述
は
静
か
だ
ね
。

冷
め
た
く
清
潔
で
美
し
い
や
。
そ
れ
が
事
実
と
い
う
も
の
の
本
体
が
放
つ
光
な
ん
だ
。
書
紀
に
は
そ
う
い
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う
清
潔
な
、
本
体
的
な
光
は
な
い
ね
。
な
ぜ
こ
ん
な
に
慌
し
い
の
だ
ろ
う
ね
。
テ
ン
カ
ン
的
で
ヒ
ス
テ
リ

イ
的
な
ワ
ケ
は
な
ん
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
事
実
を
マ
ン
チ
ャ
ク
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
さ
。

　
と
に
か
く
、
重
大
な
こ
と
が
起
っ
た
の
さ
。
と
こ
ろ
が
で
す
ね
。
そ
の
重
大
な
こ
と
と
は
、
蝦
夷
と
い

う
大
臣
と
そ
の
子
の
入
鹿
が
殺
さ
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
蝦
夷
と
入
鹿
は
自
分
を
天
皇
に
な
ぞ

ら
え
て
、
宮
城
や
ミ
サ
サ
ギ
を
つ
く
ッ
て
い
た
そ
う
だ
が
、
そ
れ
に
し
で
も
だ
ね
、
大
臣
が
殺
さ
れ
た
な

ん
て
こ
と
は
、
そ
の
前
後
に
フ
ン
ダ
ン
に
あ
り
ま
す
ね
。
天
皇
も
皇
太
子
も
殺
さ
れ
て
い
る
ね
。
王
子
も

そ
れ
か
ら
天
皇
位
を
狙
う
重
臣
も
、
い
ろ
い
ろ
と
品
数
多
く
、
蝦
夷
入
鹿
の
父
子
よ
り
も
よ
ッ
ぽ
ど
高
貴

の
筈
の
人
た
ち
が
実
に
ム
ザ
ン
に
実
に
大
量
に
殺
さ
れ
た
り
殺
し
た
り
し
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

よ
り
以
上
に
重
大
な
殺
人
事
件
が
タ
ク
サ
ン
あ
る
の
に
、
ヒ
ス
テ
リ
イ
的
で
、
テ
ン
カ
ン
的
で
、
妖
し
い

狂
躁
に
み
ち
て
い
る
の
は
、
こ
の
事
件
の
場
合
だ
け
で
す
ね
。
実
に
事
の
起
る
六
七
年
以
前
か
ら
、
記
事

は
す
べ
て
天
変
地
異
、
妖
し
い
前
兆
、
フ
シ
ギ
な
謡
の
数
々
だ
。
た
だ
ご
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に

重
大
な
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。

「
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
」
は
、
昔
、
写
本
を
写
真
に
撮
し
た
の
も
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
写
本
の
一
種

も
見
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
今
は
私
の
手
も
と
に
は
群
書
類
従
も
な
い
。
岩
波
文
庫
本
が
一
冊
あ
る
だ
け

だ
。
ほ
か
の
本
の
こ
と
は
知
ら
な
い
が
、
岩
波
本
は
相
慶
之
と
い
う
坊
さ
ん
が
写
し
た
本
だ
ね
。
二
条
、
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六
条
天
皇
の
こ
ろ
、
平
安
末
期
の
法
隆
寺
の
大
法
師
だ
そ
う
だ
ね
。

　
こ
の
本
に
、
ご
く
稀
に
、
二
字
三
字
ず
つ
欠
字
が
あ
る
の
は
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
ね
。
虫
く
い
の
跡
で
は

な
い
ね
。
虫
く
い
に
し
て
は
数
が
少
な
す
ぎ
る
し
、
欠
字
の
形
が
縦
横
に
不
自
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

筈
だ
。
こ
の
欠
字
は
い
つ
も
タ
テ
で
あ
る
し
、
前
後
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
て
、
あ
る
単
語
や
、
あ
る
意
味

を
な
す
一
句
の
全
部
が
チ
ョ
ッ
キ
リ
欠
字
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
虫
が
そ
ん
な

に
チ
ョ
ッ
キ
リ
と
食
う
筈
は
な
い
ね
。

　
つ
ま
り
こ
の
欠
字
は
人
か
ら
人
へ
写
本
さ
れ
つ
つ
あ
る
う
ち
、
誰
か
が
故
意
に
欠
字
に
し
た
も
の
だ
。

し
か
も
甚
し
く
曰
く
あ
り
げ
な
と
こ
ろ
に
限
っ
て
欠
字
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
慶
之
の
写
本
以
外

の
異
本
が
あ
る
な
ら
、
見
た
い
な
。
同
じ
と
こ
ろ
が
欠
字
に
な
っ
て
い
る
か
し
ら
。
曰
く
あ
り
げ
と
は
、

天
皇
の
名
と
か
、
ミ
サ
サ
ギ
の
場
所
と
か
、
そ
う
い
う
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
所
に
限
っ
て
欠
字

に
な
っ
て
い
る
の
さ
。

　
ま
ず
、
先
に
あ
げ
た
山
背
大
兄
王
が
殺
さ
れ
た
記
事
と
、
入
鹿
父
子
が
殺
さ
れ
た
記
事
を
例
に
と
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。

　
飛
鳥
天
皇
御
世
癸
卯
年
十
月
十
四
日
。
こ
れ
は
書
紀
と
同
じ
だ
ね
。
飛
鳥
天
皇
は
皇
極
天
皇
で
、
癸
卯

は
書
紀
で
は
皇
極
二
年
に
当
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
次
に
毛
人
え
み
し
大
臣
の
児
、
入
鹿
臣
□
□
林
太
郎
が
山
代
大
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兄
及
び
十
五
王
子
ら
を
殺
し
た
と
い
う
の
だ
が
、
書
紀
の
方
に
は
皇
極
二
年
に
何
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、

例
の
妖
し
げ
な
前
兆
や
天
変
地
異
の
数
々
の
ほ
か
に
、
十
月
六
日
の
と
こ
ろ
に
は
、
蝦
夷
が
病
気
と
称
し

て
朝
堂
へ
姿
を
見
せ
な
い
ば
か
り
か
、
息
子
の
入
鹿
に
紫
冠
を
授
け
て
物
部
大
臣
を
名
の
ら
せ
た
と
書
い

て
あ
る
。
自
分
の
子
を
勝
手
に
大
臣
に
任
じ
た
わ
け
だ
。
そ
の
前
年
の
条
に
は
、
祖
先
の
廟
を
葛
城
の
高

宮
に
た
て
八
佾
之
儛

や
つ
ら
の
ま
い
を
や
り
、
自
分
と
入
鹿
の
ミ
サ
サ
ギ
を
つ
く
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
山
背
大

兄
が
殺
さ
れ
た
の
は
、
書
紀
で
は
翌
三
年
の
出
来
事
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
年
に
は
蝦
夷
が
い
よ
い

よ  

甘  

梼  

岡  

あ
ま
か
し
の
お
か

に
宮
城
を
構
え
て
自
分
の
住
居
を 

上 

宮 

門 

う
え
の
み
か
ど
、
入
鹿
の
住
居
を  

谷  

宮  

門  

は
さ
ま
の
み
か
ど

と
よ
び
、
子

供
を
王
子
と
よ
び
は
じ
め
た
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

　
す
る
と
「
入
鹿
臣
□
□
林
太
郎
」
と
い
う
欠
字
に
は
、
ど
う
や
ら
、
天
皇
的
な
、
そ
れ
に
類
す
る
語
、

蝦
夷
の
私
製
の
特
別
な
語
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
い
う
語
が
は
い
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
ね
。
ま
だ
蝦
夷
も
入
鹿
も
天
皇
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
す
ぐ
そ
の
上
に
、
飛
鳥
天
皇
御
世
葵
卯

年
と
明
記
し
て
い
る
か
ら
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
二
年
目
が
入
鹿
と
蝦
夷
の
殺
さ
れ
た
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
法
王
帝
説
は
、

「
□
□
□
天
皇
御
世
乙
巳
年
六
月
十
日
」

　
と
書
き
だ
し
て
い
る
ね
。
書
紀
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
皇
極
四
年
で
あ
る
。
皇
極
四
年
な
ら
ば
、
法
王
帝
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説
は
、
先
の
条
に
あ
る
如
く
「
飛
鳥
天
皇
御
世
乙
巳
年
」
と
書
く
筈
だ
ね
。
と
こ
ろ
が
、
飛
鳥
天
皇
は
二

字
だ
が
、
□
□
□
天
皇
は
三
字
だ
よ
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
そ
の
六
月
十
一
日
に
、

「
近
江
天
皇
、
殺
於
林
太
郎
□
□
、
以
明
日
、
其
父
豊
浦
大
臣
子
孫
等
皆
滅
之
」
と
あ
る
。

　
近
江
天
皇
は
ま
だ
そ
の
時
は
中
大
兄
王
で
天
皇
で
は
な
い
が
、
後
に
天
皇
た
る
べ
き
人
を
は
じ
め
か
ら

天
皇
と
よ
ん
で
い
る
例
は
こ
の
本
で
は
し
ょ
ッ
ち
ゅ
う
の
こ
と
だ
。
怪
し
む
に
足
ら
ん
。
ま
だ
天
皇
に
な

る
前
に
も
後
の
天
皇
を
天
皇
と
よ
ぶ
の
が
こ
の
本
の
例
で
あ
る
の
を
知
る
と
、
「
入
鹿
臣
□
□
林
太
郎
」

も
「
林
太
郎
□
□
」
も
、
ど
っ
ち
も
、
や
っ
ぱ
り
天
皇
か
皇
太
子
、
も
し
く
は
天
皇
か
皇
太
子
を
特
に
蘇

我
流
に
し
た
同
じ
意
味
の
別
の
語
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
ね
。

　
皇
極
二
年
に
山
背
大
兄
王
及
び
十
五
王
子
を
殺
す
と
と
も
に
、
蝦
夷
か
入
鹿
の
ど
ち
ら
か
が
ハ
ッ
キ
リ

天
皇
位
に
つ
き
、
民
衆
も
そ
れ
を
認
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
ね
。
即
ち
、

「
□
□
□
天
皇
御
世
乙
巳
年
」
は
皇
極
天
皇
の
飛
鳥
で
は
な
く
、
甘
梼
岡
だ
か
林
太
郎
だ
か
他
の
何
物
だ

か
知
ら
な
い
が
、
蝦
夷
天
皇
か
入
鹿
天
皇
を
示
す
ど
れ
か
の
三
字
が
あ
っ
た
の
だ
。
私
は
そ
う
解
く
ね
。

こ
の
欠
字
の
特
殊
な
在
り
方
に
よ
る
の
み
で
は
な
く
、
日
本
書
紀
が
蝦
夷
入
鹿
を
誅
す
る
の
を
記
述
す
る

に
途
方
も
な
い
テ
ン
カ
ン
や
ヒ
ス
テ
リ
イ
の
発
作
を
起
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
き
わ
め
て
重
大
な
理
由
が

な
く
て
、
こ
の
よ
う
な
妖
し
い
記
述
が
在
り
う
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
蝦
夷
入
鹿
は
自
ら
天
皇
を
称
し
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た
の
で
は
な
く
、
一
時
ハ
ッ
キ
リ
天
皇
で
あ
り
、
民
衆
が
そ
れ
を
認
め
た
の
だ
。
私
製
の
一
人
ぎ
め
の
天

皇
に
、
こ
ん
な
妖
し
い
記
述
を
す
る
筈
は
な
い
ね
。
そ
の
程
度
の
こ
と
は
、
否
そ
れ
よ
り
も
重
大
な
肉
親

の
皇
位
争
い
、
む
ご
た
ら
し
い
不
吉
な
事
件
は
ほ
か
に
い
く
つ
も
あ
る
で
は
な
い
か
。

　
蝦
夷
入
鹿
と
と
も
に
天
皇
記
も
国
記
も
亡
び
失
せ
た
意
味
は
明
瞭
だ
。
蝦
夷
が
焼
い
た
の
で
は
な
く
、

恐
ら
く
中
大
兄
王
と
藤
原
鎌
足
ら
が
草
の
根
を
わ
け
て
徹
底
的
に
焼
滅
せ
し
め
た
の
に
相
違
な
い
。

　
そ
し
て
、
書
紀
全
篇
の
中
で
、
た
だ
一
ツ
調
子
が
妖
し
く
乱
れ
て
、
テ
ン
カ
ン
的
に
ざ
わ
め
き
立
っ
て

い
る
の
が
こ
の
一
ヶ
所
で
あ
る
の
を
知
れ
ば
、
書
紀
成
立
の
重
大
な
理
由
の
一
ツ
が
天
孫
た
る
天
皇
家
の

日
本
の
首
長
た
る
神
慮
や
定
め
を
創
作
す
る
に
あ
っ
た
と
い
う
そ
の
最
も
生
々
し
い
原
因
が
蘇
我
天
皇
の

否
定
、
蘇
我
天
皇
よ
り
も
現
天
皇
の
優
位
を
系
譜
的
に
創
作
す
る
必
要
に
発
し
て
い
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

蘇
我
天
皇
の
否
定
、
現
天
皇
の
優
位
を
理
窟
づ
け
る
こ
と
は
、
さ
し
せ
ま
っ
た
大
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
。

こ
と
そ
の
条
に
至
る
や
妖
し
く
も
調
子
が
乱
れ
て
ざ
わ
め
き
立
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ほ
ど
の
大
問
題
で

あ
っ
た
の
さ
。
蘇
我
氏
と
と
も
に
蘇
我
氏
の
国
記
を
亡
し
て
、
自
分
の
国
記
を
創
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
ね
。

　
歴
史
家
で
も
学
者
で
も
な
い
私
は
、
文
章
の
調
子
か
ら
歴
史
を
タ
ン
テ
イ
す
る
と
い
う
妖
し
い
手
口
を

用
い
た
の
で
す
が
、
し
か
し
タ
ン
テ
イ
す
る
た
め
に
ム
リ
に
そ
の
手
口
を
発
明
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
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す
。
た
ま
た
ま
書
紀
に
そ
う
い
う
文
章
が
あ
っ
て
、
同
時
に
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
と
い
う
妙
に
冷
静
な
欠

字
を
も
っ
た
書
物
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
ム
ラ
ム
ラ
と
私
に
タ
ン
テ
イ
の
意
慾
を
起
さ

せ
た
だ
け
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
こ
と
を
発あば
く
こ
と
が
現
天
皇
家
に
何
の
影
響
も
あ
り
う
べ

か
ら
ざ
る
こ
と
は
前
章
で
ル
ル
述
べ
た
如
く
で
あ
り
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
素
人
の
タ
ン
テ
イ

眼
を
用
い
て
で
も
、
そ
の
正
し
い
史
実
を
も
と
め
る
べ
く
努
力
す
る
こ
と
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
明
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
学
問
は
真
理
を
も
と
め
て
真
理
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、

つ
と
め
て
真
理
を
ご
ま
か
そ
う
と
努
力
し
て
い
る
学
問
は
日
本
歴
史
あ
る
の
み
。
日
本
の
史
家
が
真
理
を

も
と
め
よ
う
と
し
な
い
か
ら
、
素
人
タ
ン
テ
イ
が
柄
に
も
な
く
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
素
人
タ
ン

テ
イ
の
ナ
マ
ク
ラ
手
口
に
対
す
る
諸
先
生
の
お
叱
り
は
覚
悟
の
上
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
か
り
に
私
の
タ
ン
テ
イ
の
結
果
を
認
め
る
こ
と
に
す
る
と
、
書
紀
に
於
い
て
蘇
我
氏
が
素
性
の

な
い
成
り
上
り
者
で
は
な
く
て
、
建
内
宿
禰
す
く
ね
と
い
う
怪
人
物
の
子
孫
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

は
、
い
ろ
い
ろ
と
意
味
が
あ
り
そ
う
だ
ね
。
し
か
し
建
内
ス
ク
ネ
と
は
何
者
ぞ
や
。
こ
れ
は
ど
う
に
も
分

り
ッ
こ
な
い
ね
。
ま
っ
た
く
神
話
と
い
う
太
古
の
湖
の
底
の
存
在
だ
も
の
。
湖
面
に
は
な
ん
の
手
が
か
り

が
あ
る
も
の
で
す
か
。

　
だ
が
、
記
紀
か
ら
判
断
す
る
と
神
功
皇
后
は
神
が
か
り
し
て
予
言
な
ど
を
行
う
ミ
コ
や
教
祖
の
実
力
を

28安吾の新日本地理



具
え
て
い
た
よ
う
だ
。
す
る
と
建
内
ス
ク
ネ
は
教
祖
の
参
謀
長
、
否
、
総
理
大
臣
か
ね
。
そ
れ
に
し
て
は
、

そ
の
後
の
ス
ク
ネ
が
妙
に
忠
実
な
番
頭
で
、
現
代
に
於
け
る
教
祖
の
総
理
大
臣
の
性
格
と
は
大
そ
う
、
ち

が
っ
て
い
る
。
彼
は
蔭
で
教
祖
を
支
配
し
て
い
る
総
理
大
臣
で
は
な
く
て
、
熱
心
な
信
徒
的
な
性
格
の
よ

う
で
も
あ
る
。
そ
う
か
と
思
う
と
現
代
の
教
祖
総
理
大
臣
よ
り
も
抜
け
目
の
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る

ね
。
こ
の
人
間
は
非
常
に
複
雑
な
、
多
く
の
人
間
の
タ
イ
プ
や
性
格
を
一
人
で
背
負
っ
て
い
る
よ
う
な
と

こ
ろ
が
あ
る
。
時
に
甚
し
く
単
純
だ
か
ら
、
そ
う
き
め
て
か
か
る
と
手
に
負
え
な
い
。
よ
っ
て
何
人
も
の

ス
ク
ネ
が
子
々
孫
々
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
は
昔
の
史
家
に
だ
ま
さ
れ
て
い
る
見
方
で
あ
ろ
う
。
こ
の

へ
ん
は
歴
史
を
の
べ
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
ね
。
ま
さ
し
く
神
話
な
の
で
す
よ
。
歴
史
ら
し
く
解
釈
し
よ
う

と
す
る
の
は
妙
な
話
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
神
話
が
い
け
な
け
れ
ば
フ
ァ
ー
ブ
ル
で
も
よ
ろ
し
い
。

　
し
か
し
、
古
代
史
の
上
で
は
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
怪
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
建
内
ス
ク
ネ
古
墳
と
称
し
て

ウ
ネ
ビ
に
現
存
す
る
も
の
は
大
そ
う
チ
ッ
ポ
ケ
で
あ
る
し
、
史
上
で
表
現
さ
れ
た
功
績
に
も
拘
ら
ず
、
彼

を
祀
っ
た
大
神
社
と
い
う
も
の
も
な
く
、
つ
ま
り
、
歴
史
に
あ
る
が
如
き
建
内
ス
ク
ネ
と
い
う
大
人
物
の

大
行
跡
が
庶
民
の
心
に
深
く
長
く
残
っ
て
敬
愛
さ
れ
礼
拝
さ
れ
た
と
い
う
形
跡
の
見
る
べ
き
も
の
が
、
あ

ん
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
建
内
ス
ク
ネ
が
大
忠
臣
、
大
功
臣
と
し
て
仰
が
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
現

代
が
最
も
甚
し
く
、
つ
ま
り
、
現
代
は
記
紀
に
ま
ん
ま
と
騙
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
ね
。
つ
ま
り
、
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歴
史
と
し
て
読
む
か
ら
だ
。

　
私
は
記
紀
の
史
家
の
作
為
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
な
。
実
在
し
て
い
た
（
伝
説
的
に
も
）
ス
ク
ネ
と

い
う
人
物
は
一
向
に
パ
ッ
と
せ
ず
、
民
衆
に
あ
ん
ま
り
関
心
を
払
わ
れ
て
い
な
い
人
物
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
。
記
紀
の
史
家
の
巧
妙
な
イ
タ
ズ
ラ
と
巧
妙
な
構
成
が
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
あ
あ

い
う
怪
物
的
な
大
存
在
が
当
時
の
民
衆
の
心
に
深
く
宿
っ
て
い
な
い
ら
し
い
の
が
、
ど
う
に
も
怪
し
い
じ

ゃ
な
い
か
。
裏
で
カ
ラ
カ
ラ
と
哄
笑
し
て
い
る
健
康
で
た
く
ま
し
い
古
代
の
史
家
の
野
性
的
な
笑
声
が
き

こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
よ
。

　
む
し
ろ
蘇
我
氏
の
祖
先
は
大
国
主
系
統
か
も
知
れ
な
い
と
私
は
空
想
す
る
の
で
あ
る
。
蘇
我
氏
の
地
た

る
飛
鳥
の
カ
ン
ナ
ビ
山
（
イ
カ
ズ
チ
の
丘
）
は
ミ
モ
ロ
山
と
も
い
う
ね
。
大
国
主
の
三
輪
山
が
ミ
モ
ロ
山

で
あ
る
。
馬
子
の
頃
に
三
輪
逆
と
い
う
三
輪
の
一
族
ら
し
く
て
妙
に
怖
れ
愛
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
奇
怪
な

人
物
が
ち
ょ
ッ
と
登
場
し
て
殺
さ
れ
る
が
、
馬
子
は
こ
れ
と
ジ
ッ
コ
ン
ら
し
い
ね
。
ヒ
ノ
ク
マ
の
帰
化
人

は
じ
め
多
く
の
帰
化
人
に
と
り
ま
か
れ
て
特
殊
な
族
長
ぶ
り
を
示
し
て
い
た
ら
し
い
蘇
我
氏
の
生
態
も
、

な
ん
と
な
く
大
陸
的
で
、
大
国
主
的
で
あ
る
で
す
よ
。
私
は
書
紀
の
役
目
の
一
ツ
が
蘇
我
天
皇
の
否
定
で

あ
る
と
見
る
か
ら
、
蘇
我
氏
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
表
面
に
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
全

然
信
用
し
な
い
の
で
あ
る
。
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と
も
か
く
、
大
和
を
中
心
に
し
た
夥
し
い
古
墳
群
（
ミ
サ
サ
ギ
も
含
め
て
）
は
小
心
ヨ
ク
ヨ
ク
た
る
現

代
人
の
ド
ギ
モ
を
ぬ
く
に
充
分
な
巨
大
き
わ
ま
る
も
の
だ
ね
。
玄
室
の
石
の
一
ツ
の
大
き
さ
だ
け
で
も
呆

気
に
と
ら
れ
る
ね
。
そ
れ
ら
の
古
墳
は
、
ど
れ
が
誰
の
も
の
で
、
誰
の
先
祖
だ
か
、
実
は
て
ん
で
分
る
ま

い
。
記
紀
が
示
し
た
系
譜
な
る
も
の
が
、
実
は
誰
が
誰
の
祖
先
や
ら
、
人
の
も
の
ま
で
み
ん
な
採
り
い
れ

た
り
、
都
合
の
わ
る
い
の
を
採
り
去
っ
た
り
し
て
い
る
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
大
そ
う
な
豪
族
が
た
く
さ
ん
居
た
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
ね
。
そ
の
子
孫
は
ど
こ
へ
ど
う
な
っ

た
も
の
や
ら
。
ヒ
ノ
ク
マ
の
帰
化
人
な
ど
も
ど
こ
へ
ど
う
な
っ
た
も
の
や
ら
私
自
身
が
そ
れ
を
探
り
だ
す

能
力
は
と
て
も
な
い
ね
。

　
八
木
で
電
車
を
降
り
る
と
き
、
五
尺
五
寸
ぐ
ら
い
も
あ
っ
て
肉
づ
き
美
し
く
、
浄
ル
リ
寺
の
吉
祥
天
女

そ
っ
く
り
の
白
い
ウ
リ
ザ
ネ
顔
の
お
嬢
さ
ん
を
見
た
。
あ
の
土
地
で
、
否
、
あ
の
土
地
へ
着
い
た
時
に
見

た
か
ら
、
甚
し
く
お
ど
ろ
い
た
ね
。
し
か
し
、
幻
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
以
来
は
目
を
皿
に
し
て

行
き
交
う
男
女
の
顔
や
形
を
見
つ
づ
け
た
が
、
昔
を
し
の
ぶ
男
女
の
顔
形
は
つ
い
に
再
び
見
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　
当
り
前
の
話
だ
ろ
う
ね
。
幻
さ
。
す
べ
て
の
時
間
が
。
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