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一

「
さ
ら
ぎ
考
」
と
い
う
論
文
を
、
『
大
和
』
誌
上
に
見
出
し
た
時
か
ら
、
私
は
い
つ
か
は
一
度
、
大
和
の

地
名
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
明
治
十
九
年
以
前
に
で
き
た
地
理
局
の
小
地
名
調

査
は
、
奈
良
県
の
分
は
相
応
に
綿
密
で
、
自
分
も
そ
の
中
か
ら
若
干
の 

抜  

萃 

ば
っ
す
い

を
し
て
持
っ
て
い
た
の
だ

が
、
誰
か
に
貸
し
て
あ
っ
て
今
は
利
用
し
得
な
い
。
そ
う
し
て
そ
の
原
本
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

控
え
が
県
庁
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
分
散
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
に
で
も
伝
わ
っ
て
い
る
か
。
と
に

か
く
地
名
は
決
し
て
一
地
限
り
で
生
ま
れ
た
も
の
で
な
い
以
上
、
比
較
が
で
き
な
け
れ
ば
本
当
の
意
味
は

わ
か
ら
ぬ
と
同
時
に
、
比
較
に
よ
っ
て
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
発
見
し
得
る
望
み
も
あ
る
。
私
が
こ
れ
を

日
本
民
俗
学
の
練
習
に
、
利
用
し
て
み
よ
う
と
し
た
動
機
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
し
か
も
大
和
は
最
も
こ
の

方
法
を
説
き
や
す
く
、
か
つ
多
く
の
人
の
関
心
を
こ
の
方
面
に
、
集
注
せ
し
め
や
す
い
国
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
初
私
は
も
っ
と
弘
い
地
域
、
た
と
え
ば
中
国
一
帯
と
か
奥
羽
六
県
と
か
に
わ
た
り
、
ま
た
時
に
は
わ

ざ
と
懸
け
離
れ
た
遠
方
の
土
地
か
ら
、
似
寄
っ
た
た
く
さ
ん
の
地
名
を
拾
い
集
め
て
来
な
け
れ
ば
、
こ
の
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比
較
の
事
業
は
完
成
せ
ぬ
よ
う
に
思
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
現
実
に
そ
う
容
易
な
試
み
で
は
な
い
。
地
方

の
学
者
の
免
れ
が
た
い
弱
点
は
割
拠
で
あ
っ
た
。
え
ら
い
人
で
も
他
所
の
事
は
知
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
で

よ
い
も
の
と
心
得
て
い
る
。
そ
の
反
動
と
し
て
は
、
た
ま
た
ま
少
し
ば
か
り
外
の
事
実
を
手
に
入
れ
る
と
、

釣
合
い
も
な
く
そ
れ
に
価
値
を
置
き
過
ぎ
る
。
結
局
全
国
を
ま
ん
べ
ん
な
く
、
見
渡
し
得
る
時
ま
で
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
大
和
で
地
名
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
場
合
ば
か
り
は
、
そ
う

ま
で
待
ち
遠
し
い
思
い
を
せ
ず
と
も
、
こ
こ
だ
け
で
も
若
干
の
成
績
が
挙
げ
ら
れ
そ
う
な
気
が
す
る
。
少

な
く
と
も
地
名
が
一
民
族
の
文
化
史
の
上
に
、
ど
れ
く
ら
い
の
発
言
権
を
も
つ
か
を
見
究
め
る
だ
け
は
可

能
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
他
所
の
類
例
を
捜
す
熱
意
と
、
そ
れ
を
判
別
す
る
鑑
識
と
を
養
い
、
あ
る
程
度
孤

立
の
不
利
を
補
い
得
る
か
と
思
う
。
自
分
は
余
力
が
乏
し
く
て
何
の
助
勢
も
で
き
そ
う
に
な
い
が
、
将
来

地
名
研
究
の
新
機
運
が
、
特
に
大
和
の
地
に
興
ら
ん
こ
と
を
期
し
ま
た
念
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
二

　
地
名
が
千
年
以
上
の
治
乱
盛
衰
を
貫
い
て
、
切
れ
ま
も
な
く
活い
き
て
働
き
続
け
て
い
た
実
例
を
、
大
和

の
よ
う
に
顕
著
に
ま
た
数
多
く
持
っ
て
い
る
地
方
は
、
内
外
を
通
じ
て
実
は
稀まれ
な
の
で
あ
る
。
単
に
昔
の
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記
録
に
見
え
て
い
る
と
い
う
だ
け
な
ら
、
あ
る
も
の
は
も
っ
と
古
く
ま
た
詳
し
い
か
も
知
れ
ず
、
そ
れ
を

現
在
に
当
て
は
め
て
疑
い
な
く
こ
こ
の
こ
と
だ
と
、
立
証
し
得
る
も
の
も
多
い
か
は
知
ら
ぬ
が
、
中
古
久

し
い
間
書
冊
と
は
縁
が
な
く
、
言
葉
は
た
だ
口
か
ら
耳
へ
、
授
受
し
て
い
た
人
の
住
ん
で
い
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
そ
ん
な
の
は
復
活
で
あ
り
ま
た
は
再
認
識
で
あ
っ
て
、
長
く
地
名
の
生
き
て
い
た
例
に
は
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。
古
代
大
和
人
の
血
脈
が
絶
え
ず
、
大
き
な
移
住
も
な
く
入
替
り
も
な
く
て
、
前
代
後
代
が

順
ぐ
り
に
、
始
終
話
頭
に
上のぼ
せ
て
い
た
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
記
憶
は
永
く
続
い
た
の
で
、
同
じ
文
化
の
連
鎖

は
地
名
の
み
と
言
わ
ず
、
あ
る
い
は
今
一
段
と
奥
底
に
横
た
わ
る
も
の
に
も
、
及
ん
で
い
る
か
も
知
れ
ぬ

の
で
あ
る
。

　
こ
の
一
部
の
精
確
な
保
存
が
あ
る
た
め
に
、
第
二
の
体
験
も
ま
た
有
益
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
地
名
の
消
滅
と
変
化
で
、
か
つ
て
は
あ
れ
ほ
ど
に
ま
で
重
要
で
あ
り
、
ま
た
は
歌
謡
の 

咏  

歎 

え
い
た
ん

の
中
に
、

入
っ
て
来
た
ほ
ど
の
感
動
深
い
地
名
で
も
、
時
が
経
ち
ま
た
何
か
の
原
因
が
あ
れ
ば
、
忘
れ
て
し
ま
い
も

す
れ
ば
横
な
ま
っ
て
も
伝
え
ら
れ
る
。
広
い
一
郷
の
称
呼
が
田
畠
の
小
名
に
残
り
、
も
し
く
は
知
ら
ぬ
間

に
場
処
が
ず
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
そ
の
中
に
は
若
干
の 
牽  

強  

附  

会 
け
ん
き
ょ
う
ふ
か
い

、
土
地
を
ぜ
ひ
と
も
旧
蹟
と
見

た
い
と
い
う
念
慮
も
ま
じ
っ
て
い
な
い
と
は
限
ら
ぬ
が
、
と
に
か
く
に
地
名
の
残
ろ
う
と
す
る
力
は
相
応

に
強
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
と
対
抗
し
て
、
新
た
に
構
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
要
が
人
生
に
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は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
の
あ
た
り
こ
の
変
化
の
幾
段
階
を
見
比
べ
る
機
会
が
な
か
っ
た
ら
、
あ
る
い
は

国
が
古
い
か
ら
す
べ
て
の
も
の
が
古
か
ろ
う
と
思
い
、
ま
た
は
時
代
が
す
で
に
新
し
い
ゆ
え
に
、
い
っ
さ

い
は
す
べ
て
改
ま
り
尽
し
て
い
る
と
推
断
し
て
、
過
去
千
年
の
間
の
生
存
の
要
求
、
そ
れ
が
お
の
お
の
の

時
代
に
常
に
重
要
で
あ
っ
て
、
文
化
を
現
在
あ
る
が
ご
と
く
形
づ
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、

考
え
な
い
人
の
数
が
今
よ
り
も
も
っ
と
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
奈
良
朝
・
奈
良
文
化
な
ど
と
い
う
言
葉
の
流
行
は
、
あ
る
い
は
少
し
ば
か
り
奈
良
県
を
災
い
し
て
い
る
。

こ
こ
は
全
国
で
も
珍
し
く
人
の
多
い
、
生
活
利
害
の
最
も 

錯  

綜 

さ
く
そ
う

し
た
、
言
わ
ば
日
本
の
見
本
の
よ
う
な

地
方
で
あ
る
の
に
、
外
か
ら
訪
う
者
ば
か
り
か
内
に
い
る
人
ま
で
、
こ
れ
を
万
葉
遺
物
の
包
含
層
で
で
も

あ
る
か
の
ご
と
く
、
眺
め
よ
う
と
す
る
気
風
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
ど
こ
か
の
部
面
に
は
前
代
と
比
べ
て
、

零
落
し
て
い
る
点
も
な
い
と
は
言
わ
れ
ぬ
が
、
少
な
く
と
も
庶
民
の
物
質
文
化
は
、
年
と
と
も
に
進
展
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
か
り
に
中
世
以
降
の
史
書
は
乏
少
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
空
無
と
同
一
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
に
も
ま
だ
く
さ
ぐ
さ
の
痕
跡
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
地
名
の
変
遷
と
増
加
の

ご
と
き
も
、
ま
た
一
つ
の
歴
然
た
る
文
字
以
外
の
史
徴
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
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大
和
の
実
験
は
お
そ
ら
く
は
我
々
の
好
参
考
で
あ
ろ
う
。
地
名
が
前
代
生
活
の
無
意
識
の
記
録
で
あ
る

こ
と
は
、
他
の
府
県
に
お
い
て
も
変
り
は
な
い
は
ず
だ
が
、
土
著
が
新
し
か
っ
た
り
、
住
民
の
移
動
が
繁
し
げ

か
っ
た
り
、
起
原
が
複
雑
で
あ
っ
て
い
か
よ
う
の
想
像
で
も
成
り
立
つ
上
に
、
上
代
の
記
録
が
な
い
か
ら

古
今
の
比
較
が
で
き
ず
、
消
え
た
り
動
い
た
り
ま
ち
が
え
た
り
、
ま
た
新
し
い
も
の
が
次
々
に
加
わ
っ
た

り
し
た
こ
と
を
、
確
か
め
て
み
る
よ
う
な
折
が
な
い
の
で
、
理
由
も
な
く
一
ぺ
ん
に
生
ま
れ
た
も
の
と
思

い
、
ま
た
は
最
初
の
形
の
ま
ま
だ
と
き
め
て
し
ま
っ
て
、
強
い
て
こ
じ
つ
け
の
解
説
を
下
そ
う
と
す
る
人

ば
か
り
多
い
の
で
あ
る
。
大
和
に
は
限
ら
ぬ
が
近
畿
地
方
の
地
名
は
、
幸
い
に
し
て
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の

条
件
を
具
え
て
い
る
。
誰
に
も
気
が
付
か
ず
に
い
ら
れ
ぬ
こ
と
は
、
村
が
お
い
お
い
と
開
け
戸
口
が
増
加

す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
比
例
し
て
地
名
が
多
く
な
っ
て
来
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
た
っ
た
一
つ
の
名

で
漠
然
と
呼
ば
れ
て
い
た
広
野
で
も
、
家
が
建
ち
小
路
が
通
れ
ば
曲
り
目
ご
と
に
、
小
さ
な
区
劃
ご
と
に

字あざ
と
い
う
も
の
が
入
用
に
な
る
。
今
ま
で
あ
っ
た
の
で
間
に
合
せ
る
場
合
は
少
な
く
、
後
か
ら
附
け
添
え

て
新
旧
い
ろ
い
ろ
の
地
名
が
、
隣
を
接
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
記
念
す
べ
き
上
代
の
故
跡

に
近
い
か
ら
、
ど
れ
も
こ
れ
も
古
か
ろ
う
な
ど
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
土
地
の
人
自
身
が
ま
ず

ち
ゃ
ん
と
心
得
て
い
る
。
た
だ
外
部
の
者
か
ら
古
そ
う
だ
と
言
わ
れ
て
、
強
い
て
苦
情
を
唱
え
る
ほ
ど
の
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根
気
が
な
い
だ
け
で
あ
る
。

　
し
か
も
新
し
い
地
名
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
う
近
頃
の
も
の
が
多
か
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
普
通
の
人

か
ら
見
れ
ば
一
様
に
皆
昔
だ
。
そ
れ
を
順
序
立
て
て
乙
は
甲
よ
り
後
、
丙
が
す
で
に
生
ま
れ
て
丁
の
ま
だ

で
き
な
か
っ
た
期
間
が
、
ど
の
く
ら
い
続
い
た
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
大
切
な
歴
史
で
あ
る
が

ま
だ
ち
っ
と
も
教
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
の
歴
史
教
育
は
常
に
「
昔
」
を
押
し
平
め
て
、
煎せ

   

餅 

ん
べ
い
の
よ
う
に
し
て
観
る
よ
う
に
し
か
教
え
て
い
な
い
。
日
本
人
の
過
去
生
活
に
は
、
見
霞
む
よ
う
な
奥

行
の
あ
る
こ
と
を
、
考
え
た
り
感
じ
た
り
す
る
習
慣
は
ち
っ
と
も
な
い
。
こ
と
に
中
古
以
来
の
数
百
年
は
、

何
の
努
力
も
喜
怒
哀
楽
も
な
し
に
、
一
飛
び
に
で
も
抜
け
て
来
た
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
。
大
和
は
少
な

く
と
も
絶
対
に
そ
う
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
人
が
賢
い
と
い
う
一
事
か
ら
で
も
立
証
し
得
ら
れ
る
。
た
だ

い
わ
ゆ
る
事
件
を
起
さ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
起
し
て
も
甚
だ
し
く
小
さ
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
が
年

代
記
の
上
に
顕
わ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。
彼
等
が
平
穏
無
事
の
間
に
積
み
上
げ
た
も
の
は
、
土
地
と

そ
の
利
用
状
態
と
で
あ
る
が
こ
れ
は
物
を
言
わ
ぬ
。
物
を
言
う
の
は
お
そ
ら
く
は
地
名
の
み
だ
が
、
こ
れ

が
次
々
の
先
祖
の
足
跡
を
遠
望
す
る
唯
一
の
目
標
で
あ
る
こ
と
を
、
今
は
ま
だ
心
付
か
ず
に
い
る
人
が
多

い
ら
し
い
の
で
あ
る
。
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四

　
こ
の
資
料
の
粗
末
に
な
り
や
す
い
原
因
は
、
主
と
し
て
分
量
の
あ
ま
り
に
も
多
い
か
ら
で
あ
る
よ
う
だ

が
、
そ
ん
な
も
っ
た
い
な
い
話
は
な
い
と
思
う
。
地
名
そ
の
も
の
に
は
い
っ
こ
う
に
時
代
性
が
表
わ
れ
て

い
な
い
か
ら
、
目
安
が
立
た
ぬ
よ
う
に
い
う
人
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
実
際
は
注
意
が
鈍
い
た
め
で
、
た
と

え
ば
同
じ
開
墾
の
結
果
を
示
す
呼
び
名
で
も
、
時
代
時
代
に
つ
れ
て
用
語
の
差
の
著
し
か
っ
た
こ
と
は
、

土
地
の
制
度
を
調
べ
た
人
な
ら
皆
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き
当
て
た
ら
で
き
た
時
期
は
ほ
ぼ
判
る
。
信

仰
に
も
推
移
が
あ
っ
て
、
神
仏
の
名
か
ら
で
も
、
ま
た
こ
れ
に
伴
な
う
行
事
慣
例
の
特
徴
か
ら
で
も
、
起

り
の
察
せ
ら
れ
る
も
の
が
い
く
ら
も
あ
る
。
田
地
の
一
団
に
そ
れ
ぞ
れ
の
佳よ
い
名
を
附
け
、
ま
た
は
柿
の

本もと
と
か
松
の
本
と
か
、
目
に
立
つ
老
樹
に
よ
っ
て
屋
敷
を
呼
ぶ
な
ど
と
い
う
風
習
に
は
、
よ
ほ
ど
早
い
頃

に
始
ま
り
か
つ
近
世
ま
で
続
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
ら
し
い
が
、
こ
れ
と
て
も
よ
く
見
れ
ば
植
物
の
種
類
、

そ
れ
と
場
処
と
の
関
係
、
ま
た
は
こ
れ
を
記
念
す
る
言
い
伝
え
等
に
、
お
の
お
の
時
代
の
異
な
る
姿
が
認

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
概
括
し
て
言
い
得
る
こ
と
は
二
つ
、
第
一
に
地
名
の
意
味
す
な
わ
ち
本もと
の
趣
旨
が
、

古
く
な
る
ほ
ど
だ
ん
だ
ん
と
不
明
に
な
る
。
従
っ
て
何
と
も
解
し
に
く
い
地
名
が
、
だ
い
た
い
に
古
い
も
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の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
最
初
か
ら
意
味
な
し
に
人
が
名
を
下
そ
う
道
理
は
な
く
、
い
ず
れ
は
日
本
語
で
あ

っ
て
国く
栖ず
や
土
蜘
蛛

つ
ち
ぐ
も

言
葉
の
伝
わ
る
も
の
は
稀け
有う
だ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
が
こ
じ
つ
け
よ
う
に
も
ほ
と
ん

と
道
が
な
く
、
是
非
な
く
そ
の
ま
ま
で
暗
記
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
一
応
は
古
く
な
っ
て
元
の
単
語
が

消
え
、
も
し
く
は
知
ら
ぬ
人
の
片
こ
と
、
言
い
そ
こ
な
い
が
、
通
用
し
て
い
る
も
の
と
認
め
て
よ
い
。
日

本
で
は
武
蔵
・
出
雲
と
い
う
類
の
国
の
名
の
大
部
分
、
そ
の
他
に
有
名
な
名
称
が
数
十
あ
っ
て
、
夙はや
く
か

ら
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
大
切
な
国
語
史
の
資
料
と
し
て
、
別
に
ま
た 

広  

汎 

こ
う
は
ん

な
比
較
方
法

に
よ
り
、
行
く
行
く
復
活
し
て
見
ら
れ
る
見
込
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
大
和
に
そ
う
い
う
上
代
の
固
有

名
詞
の
、
よ
そ
よ
り
ず
っ
と
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
さ
し
当
り
の
地
名
研
究
に
は
、

そ
れ
だ
け
は
別
の
扱
い
に
し
て
、
た
だ
我
々
が
少
し
考
え
れ
ば
判
る
も
の
が
、
何
で
も
古
か
ろ
う
と
い
う

予
断
の
下
に
、
や
た
ら
に
そ
の
古
い
中
へ
押
し
込
ま
れ
る
の
を
、
用
心
し
て
い
れ
ば
よ
い
か
と
思
う
。

　
第
二
に
言
い
得
る
こ
と
は
、
古
い
地
名
は
消
え
て
行
く
一
方
で
、
新
た
に
発
見
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

は
ま
ず
な
い
ゆ
え
に
、
現
在
の
総
数
か
ら
見
る
と
割
合
が
ぐ
ん
と
少
な
く
、
世
が
降くだ
る
と
と
も
に
だ
ん
だ

ん
と
数
多
く
な
っ
て
、
最
近
は
も
う
新
た
に
添
加
す
る
余
地
も
な
い
か
ら
別
だ
が
、
少
な
く
と
も
ま
だ
開

発
の
可
能
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
の
中
期
ま
で
は
、
後
に
な
る
ほ
ど
増
加
率
が
大
き
か
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
の
実
際
の
上
に
見
ら
れ
る
の
は
同
種
地
名
の
数
で
あ
る
。
だ
い
た
い
に
一
つ
し
か
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な
い
地
名
、
他
で
は
い
っ
こ
う
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
も
の
が
古
く
、
そ
ち
こ
ち
に
折
々
似
た
も
の

が
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
後
の
発
生
で
、
い
く
ら
も
村
々
に
例
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り

も
新
し
い
地
名
で
あ
る
と
、
推
定
し
て
ま
ち
が
い
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
う
事
実
を
確
か
め
よ
う

と
す
れ
ば
、
せ
め
て
は
奈
良
一
県
だ
け
で
も
共
同
し
て
調
査
す
る
の
他
は
な
い
。
各
自
の
土
地
ば
か
り
で

勝
手
な
推
断
を
下
し
て
い
て
は
、
わ
か
る
べ
き
も
の
も
わ
か
ら
ず
、
ど
れ
も
こ
れ
も
万
葉
以
前
か
ら
あ
っ

た
か
と
思
う
よ
う
な
、
先
入
主
を
脱
し
得
ま
い
。

　
　
　
　
　
五

　
大
和
の
地
名
が
興
味
あ
る
研
究
題
目
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
早
く
か
ら
私
な
ど
も
感
じ
て
い
た
。
故

高
橋
健
自
氏
は
大
和
で
完
成
し
た
考
古
学
者
で
あ
っ
た
が
、
毎
度
我
々
の
た
め
に
地
名
の
話
を
し
て
く
れ

ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
話
の
一
つ
と
し
て
今
で
も
記
憶
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
他
の
人
も
言
う

こ
と
か
も
知
れ
ぬ
が
、
大
和
に
は
土
佐
と
か
能
登
と
か
、
国
号
を
地
名
に
も
つ
土
地
が
非
常
に
多
く
、
捜

し
た
ら
全
部
が
揃そろ
っ
て
お
り
は
せ
ぬ
か
と
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
何
か
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、

心
当
り
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
話
で
あ
っ
た
。
私
が
寡
聞
か
ぶ
ん
な
た
め
か
と
も
思
う
が
、
古
い
記
録
の
中
に

11



は
思
い
合
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
ま
た
単
独
に
も
推
測
し
得
ら
れ
る
原
由
は
な
い
。
つ
ま
り
は
一
つ

の
史
上
の
不
思
議
で
あ
る
。
た
と
え
全
部
で
な
く
と
も
十
以
上
、
も
し
も
二
十
近
く
も
そ
う
い
う
例
が
見

つ
か
る
な
ら
ば
、
こ
れ
だ
け
か
ら
で
も
か
な
り
重
要
な
過
去
の
事
実
が
、
発
見
せ
ら
れ
る
日
が
来
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
が
、
果
し
て
そ
の
よ
う
に
数
多
く
の
国
号
地
名
が
大
和
に
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も

し
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
こ
れ
を
い
つ
の
頃
ど
う
い
う
事
情
の
下
に
現
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
。
い

ず
れ
の
側
か
ら
見
て
も
我
々
に
は
興
味
が
深
い
。
個
々
の
観
察
者
は
必
要
上
、
い
つ
も
や
や
大
ま
か
な
類

推
法
を
使
お
う
と
す
る
。
も
し
も
こ
の
場
合
に
何
か
あ
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
原
因
が
仮
定
し
得
ら
れ
た
な

ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
逆
戻
り
に
、
証
拠
は
も
っ
と
あ
っ
た
の
が
消
え
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
風
に
想
像

し
た
か
も
知
れ
な
い
。
幸
い
な
こ
と
に
は
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
と
見
当
が
付
か
ぬ
の
で
、
今
後
の
協
同
の
研

究
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
古
い
事
跡
の
埋
没
し
き
っ
て
い
る
も
の
は
ま
だ
多
い
。
そ
れ
が
微
々
た
る
地
名
の
暗
示
に
よ

っ
て
、
次
第
に
顕
わ
れ
て
来
る
こ
と
も
期
待
し
て
よ
い
。
あ
た
う
べ
く
ん
ば
幾
つ
か
の
仮
定
を
立
て
て
、

当
否
を
試
み
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
推
論
は
ど
こ
ま
で
も
客
観
的
で
、
誰
の
目
に
も

安
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
日
頃
か
く
あ
れ
か
し
と
念
ず
る
方
へ
、
な
い
し
は
反
対
す
る
者
の
少

な
そ
う
な
方
へ
導
い
て
、
楽
を
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
面
白
く
な
い
。
む
や
み
に
危き
惧ぐ
す
る
の
も
不
道
徳
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か
は
知
ら
ぬ
が
、
一
般
に
今
日
の
論
文
は
簡
単
過
ぎ
る
感
じ
が
あ
る
。
も
う
少
し
複
雑
な
原
因
の
組
合
せ

を
、
予
想
す
る
習
慣
を
付
け
な
い
と
、
せ
っ
か
く
こ
の
方
面
の
開
拓
を
始
め
て
も
、
収
穫
を
挙
げ
る
日
は

か
え
っ
て
遅
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
六

　
こ
の
ご
ろ
よ
う
よ
う
自
分
達
も
用
心
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
地
名
の
音
声
と
こ
れ
を
表
わ
す
文
字
と

は
、
た
い
て
い
の
場
合
に
は
時
を
同
じ
く
し
て
生
ま
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
そ
の
間
が
相
応
に

隔
た
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば  

南  
葛  
城  

み
な
み
か
つ
ら
ぎ

郡
の
一
区
域
を
サ
ラ
ギ
と
呼
び
始
め
た
人
と
、
そ
の
サ
ラ
ギ
に

蛇
穴
と
い
う
漢
字
を
宛
て
た
人
と
は
、
祖
父
母
と
孫
と
の
続
き
だ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
し
、
ま
た
も
っ
と
離

れ
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
の
心
持
は
前
後
同
じ
で
あ
っ
た
と
は
限
っ
て
い
な
い
。
子
供
の
名
前
な
ど
こ

そ
近
来
は
始
め
か
ら
文
字
に
よ
っ
て
付
け
る
が
、
そ
れ
で
も
人
か
ら
は
始
終
ま
ち
が
え
て
書
か
れ
る
。
ま

し
て
久
し
い
間
口
で
ば
か
り
呼
ん
で
い
て
、
何
か
必
要
が
あ
っ
て
記
録
の
上
に
、
そ
れ
も
咄
嗟
と
っ
さ
の
間
に
文

字
に
し
て
掲
げ
る
の
だ
か
ら
、
当
字
あ
て
じ
が
必
ず
し
も
最
初
の
意
味
を
、
代
表
し
て
お
ら
ぬ
の
は
不
思
議
で
な

い
。
大
和
の
地
名
に
は
漢
字
渡
来
前
、
さ
ら
に
何
百
年
も
古
い
も
の
が
段
々
あ
る
。
し
か
も
一
方
に
こ
れ
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が
現
存
の
記
録
と
な
っ
た
の
は
、
阿あ
直ち
岐き
や
王わ
仁に
よ
り
も
ま
た
何
百
年
か
後
の
こ
と
で
、
両
者
の
間
隔
は

大
分
開
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
、
こ
の
地
方
は
こ
と
に
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と

私
は
思
う
。

　
ち
ょ
う
ど
適
切
な
例
だ
か
ら
サ
ラ
ギ
蛇
穴
の
問
題
に
触
れ
る
が
、
決
し
て
野
村
さ
ん
の
説
を
駁ばく
す
る
意

味
で
は
な
い
。
同
じ
く
前
代
大
和
人
の
判
断
を
、
推
測
せ
し
め
る
痕
跡
と
は
い
い
な
が
ら
、
土
地
を
サ
ラ

ギ
と
呼
び
始
め
た
の
も
一
つ
の
事
実
、
そ
れ
に
蛇
穴
の
字
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
の
も
ま
た
一
つ
の
別
の

事
実
で
、
私
は
こ
の
間
に
か
な
り
の
歳
月
が
あ
っ
た
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
サ
ラ
キ
と
い
う
日
本
語
は
古

今
を
通
じ
て
、
幸
い
に
し
て
そ
う
幾
通
り
も
で
き
て
は
い
な
い
。
『
延
喜
』
の
諸
式
を
見
て
も
盆
ま
た
は

※
等
の
文
字
に
、
サ
ラ
キ
も
し
く
は
サ
ラ
ケ
の
訓
が
下
し
て
あ
っ
て
、
土
器
の
一
種
の
名
と
し
て
あ
の
頃

ま
で
は
、
ご
く
普
通
の
名
詞
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
、
少
な
く
と
も
祭
の
奉
仕
者
に
は
、
ま
だ
久
し

い
間
知
ら
れ
て
い
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
生
産
す
る
土
地
と
し
て
、
地
名
に
呼
ぶ
こ
と
に
な

っ
た
の
も
自
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
古
い
言
葉
で
も
、
使
わ
ぬ
人
が
次
第
に
多
く
な
っ
た
と
み

え
て
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
こ
れ
を
サ
ラ
ギ
と
濁
音
に
し
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
ま
た
幸
い
な
こ
と
に
は
他

に
そ
う
い
う
名
詞
は
で
き
て
い
な
い
。
『
太
平
記
』
な
ど
に
も
出
て
来
る
鎌
倉
の
武
士
、
大
仏
某
を
オ
サ

ラ
ギ
と
い
う
の
は
異
例
な
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
サ
ラ
キ
と
よ
く
似
た
土
器
の
一
種
に
、
ホ
ト
キ
ま
た
は
ホ
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ト
ケ
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
説
明
が
付
く
。
仏
も
も
と
は
ホ
ト
ケ
ま
た
は
サ
ラ
キ
に
対
す
る
新
し
い
宛

字
で
あ
っ
た
の
を
、
後
に
は
逆
推
し
て
大
仏
を
、
オ
サ
ラ
ギ
と
訓
ん
で
も
よ
い
よ
う
に
思
っ
た
だ
け
で
、

そ
れ
も
こ
れ
も
サ
ラ
キ
と
い
う
古
来
の
物
品
が
、
だ
ん
だ
ん
に
名
を
知
ら
れ
な
く
な
っ
た
結
果
と
見
ら
れ

る
。

　
　
　
　
　
七

　
サ
ラ
キ
も
し
く
は
サ
ラ
ギ
に
蛇
穴
の
二
字
を
宛
て
る
と
い
う
の
も
、
そ
う
な
っ
て
か
ら
で
な
い
と
で
き

ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
土
器
の
一
種
に
サ
ラ
キ
の
あ
る
こ
と
は
す
で
に
忘
れ
、
蛇
穴
を
サ
ラ
ギ
と
い
う
よ
う

に
な
っ
た
時
代
で
な
い
と
、
た
だ
単
独
に
こ
ん
な
文
字
を
用
い
て
も
、
通
用
す
る
は
ず
は
な
い
と
私
は
思

う
。
蛇
穴
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
今
は
や
や
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
ま
だ
推
測
す
る
道

が
あ
る
。
誤
字
と
し
て
し
ま
え
ば
簡
単
に
片
付
き
は
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
な
お
少
し
く
捜
し
て
み
て
、

絶
対
に
蛇
穴
を
サ
ラ
ギ
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
な
い
と
、
確
か
め
て
か
ら
で
な
い
と
順
序
が
悪
い
。
関
東

地
方
で
蛇
が
ト
グ
ロ
を
巻
く
と
い
う
の
を
、
北
陸
や
佐
渡
の
島
で
は
皿
に
な
る
と
い
っ
て
い
る
。
サ
ラ
も

サ
ラ
キ
も
多
分
は
一
つ
の
語
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ま
だ
一
隅
に
は
そ
う
い
う
語
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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私
な
ど
の
在
所
で
は
蛇
コ
シ
キ
、
あ
る
い
は
蛇
が
コ
シ
キ
（
甑
）
を
か
く
と
い
う
が
、
現
在
は
近
畿
地
方

も
そ
う
い
っ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。
甑
も
皿
も
ま
た
ト
グ
ロ
・
ツ
グ
ラ
も
皆
同
じ
で
、
今
で
は
土
器
の
製

法
は
す
で
に
変
り
、
た
だ
藁わら
製
の
ツ
グ
ラ
だ
け
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
以
前
は 

埴  

土 

は
に
つ
ち

の
紐ひも
を
ぐ
る

ぐ
る
と
輪
に
重
ね
て
行
っ
て
、
す
べ
て
の
円
い
器
物
を
造
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
い
つ
の
頃
ま
で
続
い
た
か

は
考
古
学
が
答
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
に
蛇
の
ト
グ
ロ
を
サ
ラ
ギ
と
い
い
始
め
た
時
代
ま
で
は
、

ま
だ
そ
う
い
う
製
法
が
あ
っ
た
の
で
、
も
っ
と
細
か
い
こ
と
を
言
え
ば
そ
れ
か
ら
後
、
両
者
の
共
通
を
忘

れ
て
蛇
の
方
だ
け
を
知
っ
て
い
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
い
と
無
造
作
に
蛇
穴
の
字
を
サ
ラ
ギ
に
宛
て
た

も
の
と
見
ら
れ
る
。
近
来
は
蛇
も
悠
長
で
な
く
な
り
、
た
ま
た
ま
一
匹
だ
け
が
皿
を
巻
い
て
い
る
の
を
見

る
ば
か
り
だ
が
、
話
に
残
っ
て
い
る
の
は
大
小
幾
つ
も
の
蛇
が
、
順
々
に
輪
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る

と
い
い
、
そ
れ
を
見
た
も
の
が
勇
敢
に
手
を
そ
の
穴
に
入
れ
る
と
、
底
に
は
必
ず
宝
物
が
あ
る
と
い
い
、

こ
れ
を
得
て
立
身
し
た
話
が
た
し
か
『
美
少
年
録
』
の
始
め
の
趣
向
に
も
な
っ
て
い
た
。
江
戸
の
随
筆
に

は
こ
の
中
か
ら
一
枚
の
古
銭
を
得
た
と
い
う
実
話
さ
え
出
て
い
る
。
少
な
く
と
も
蛇
穴
は
近
世
ま
で
の
一

つ
の
話
題
で
あ
り
、
ま
た
お
そ
ら
く
は
一
種
の 

霊 

異 
譚 

れ
い
い
た
ん

の
種
で
さ
え
あ
っ
た
。
土
器
の
製
作
の
根
源
が

蛇
の
習
慣
か
ら
、
暗
示
を
得
た
と
い
う
よ
う
な
想
像
も
成
り
立
ち
得
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
が
や
や
事

を
好
ん
だ
地
名
の
文
字
に
な
っ
て
い
る
お
蔭
に
、
昭
和
の
我
々
ま
で
が
こ
の
前
代
生
活
の
一
端
に
触
れ
得

16和州地名談



た
の
だ
か
ら
、
珍
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
無
形
の
遺
物
で
あ
る
。
私
の
地
名
談
は
竜
頭
蛇
尾
、
長
い
ば
か

り
で
い
っ
こ
う
だ
ら
し
が
な
い
。
蛇
の
サ
ラ
ギ
の
ご
と
く
崩
れ
て
し
ま
わ
ず
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
奈
良
叢
記
』
昭
和
十
七
年
一
月
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
柳
田
國
男
全
集20

」
ち
く
ま
文
庫
、
筑
摩
書
房

　
　
　1990
（
平
成2

）
年7

月31

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
定
本
柳
田
國
男
集
　
第
二
十
巻
」
筑
摩
書
房

　
　
　1962

（
昭
和37
）
年8

月25

日
発
行

初
出
：
「
奈
良
叢
記
」
駸
々
堂
書
店

　
　
　1942

（
昭
和17

）
年1
月10

日

入
力
：
フ
ク
ポ
ー

校
正
：
木
下
聡

2020

年4

月28

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら

れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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