
修
羅
か
ら
土
師
氏
ヘ

復
元
修
羅

と
に
か
く
に
も
の
は
お
も
わ
ず
宮
た
く
み

打
つ
墨
縄
の
た
だ
ひ
と
す
じ
に

と
歌

っ
た
宮
大
工
の
西
岡
常

一
さ
ん
が
、
平
成
七
年
四
月
十

一
日
、
八
十
六
歳
の

天
寿
を
全
う
し
た
。
こ
の
人
が
、
法
隆
寺
や
薬
師
寺
の
伽
藍
の
大
修
理
を
し
た
こ
と

は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

「神
と
崇
め
、
仏
法
を
拝
せ
ず
し
て
伽
藍
や
社
頭
を
口
に
す
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
祖

父
か
ら
教
え
ら
れ
、
歴
史
や
仏
教
の
勉
強
に
も
な
か
な
か
熱
心
だ

っ
た
と
聞
い
て
そ

の
人
間
性
に
敬
服
し
て
い
る
。

そ
の
西
岡
氏
が
、
昭
和
五
十
三
年
に
手
が
け
た
復
元
修
羅
を
ま
た
ぞ
ろ
観
た
く
な

っ
て
、
う
そ
替
え
行
事
で
有
名
な
道
明
寺
天
満
宮
へ
出
か
け
た
。
平
成
七
年
三
月
末

で
あ
る
。

天
満
宮
に
梅
は
つ
き
も
の
。
こ
の
官
も
そ
の
例
に
洩
れ
ず
、
広
さ
も
広
し
見
事
な

梅
林
が
あ
る
。
そ
の
時
期
に
は
観
光
客
が
頗
る
多
い
。
梅
に
酔
う
人
た
ち
の
か
し
ま

し
さ
も
よ
う
や
く
終
わ
り
、
ま
し
て
学
生
達
の
神
頼
み
も
と
う
に
済
ん
で
い
る
筈
だ

か
ら
、
境
内
は
静
け
さ
を
取
り
戻
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
見
越
し
て
三
月
末
を
選
ん
だ

熊

谷

の
で
あ
る
。

″木
を
知
り
木
を
活
か
す
″
と
い
う
信
念
の
も
と
に
造
ら
れ
た
修
羅
と
静
か
に
対
話

す
る
に
は
も

っ
て
こ
い
の
時
季
で
あ

っ
た
。

昭
和
五
十
三
年
四
月
に
、
藤
井
寺
市
の
三
ツ
塚
古
墳

（仲
ツ
山
古
墳
の
陪
塚
）
の

周
濠
跡
か
ら
、
古
代
に
土
師
氏
が
使

っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
大
小
二
つ
の
修
羅
が
、

殆
ど
原
型
を
保

っ
て
テ
コ
ら
し
い
材
木
と
共
に
出
土
し
た
。
そ
の
時
は
、
空
で
は
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
が
ロ
ー
タ
ー
を
競
い
、
陸
で
は
マ
ス
コ
ミ
関
係
の
人
間
が
足
の
踏
場
も

な
い
ほ
ど
押
し
寄
せ
、
藤
井
寺
市
は
時
な
ら
ぬ
大
騒
動
で
あ

っ
た
。
有
名
無
名
の
考

古
学
者
は
、
き

っ
と
手
の
舞
い
足
の
踏
む
と
こ
ろ
も
知
ら
ぬ
ま
で
の
喜
び
を
味
わ

っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
私
た
ち
素
人
で
も
な
に
か
ワ
ク
ワ
ク
し
た
も
の
を
感
じ
た
か
ら
。

大
き
い
ほ
う
は
ア
カ
ガ
シ
で
出
来
て
い
て
八

・
八
メ
ー
ト
ル
。
小
さ
い
ほ
う
は
ク
マ

ギ
か
ア
ベ
マ
キ
で
二

・
八
メ
ー
ト
ル
。
学
者
達
に
よ
っ
て
そ
れ
は
五
世
紀
半
ば
の
も

の
と
推
定
さ
れ
た
。

出
土
し
た
そ
の
修
羅
を
忠
実
に
復
元
し
た
も
の
が
こ
の
道
明
寺
天
満
宮
の
境
内
の

一
隅
に
あ
る
と
い
う
わ
け
。
物
好
き
な
と
笑
わ
れ
な
が
ら
、
私
は
こ
れ
と
対
面
す
る

の
が
三
度
め
で
あ
る
。

操
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朝
日
新
聞
社
は
、
実
験
考
古
学
の

一
つ
の
試
み
と
し
て
復
元
を
考
え
た
。
原
木
の

材
料
は
沖
縄
徳
之
島
の
原
生
林
で
選
ん
だ
オ
キ
ナ
ワ
ウ
ラ
ジ
ロ
樫
で
、
西
岡
氏
が
外

四
人
の
宮
大
工
と
共
に
、
特
性
の
オ
ノ
、
チ
ョ
ウ
ナ
な
ど
を
使

っ
て
約

一
ヶ
月
か
け

て
製
作
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
原
型
と
ま

っ
た
く
同
じ
よ
う
に
と
の
心
遣

い
は
大

変
だ

っ
た
ろ
う
と
想
像
出
来
る
。
こ
れ
に
携
わ

っ
た
五
人
の
精
魂
と
い
う
か
気
塊
と

い
う
か
、
そ
れ
は
最
高
の
職
人
気
質
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
．
そ
の
前
に

立

っ
て
い
る
と
、
そ
れ
ら
が
ジ
ン
ジ
ン
と
伝
わ

っ
て
、
な
に
か
し
ら
温
か
い
も
の
が

こ
み
上
が

っ
て
く
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。
折
か
ら
境
内
に
遊
び
に
来
て

い
た
小
さ
な
子
供
が
二
人
、
こ
の
周
囲
を
無
邪
気
に
走
り
回

っ
て
い
た
の
も
、
特
に

可
愛
く
頑
是
な
く
私
の
眼
に
映

っ
た
の
は
ど
う

い
う
わ
け
だ
ろ
う
か
。

ホ
ン
モ
ノ
修
羅

さ
て
現
物
は
木
造
物
の
こ
と
。
今
ま
で
長
く
地
中
に
眠
っ
て
い
た
状
態
か
ら
空
気

中
に
現
れ
る
と
同
じ
に
、
酸
化
、
腐
蝕
、
乾
燥
が
始
ま
る
の
で
、
当
時
大
阪
府
は
、

こ
の
修
羅
保
存
を
藤
井
寺
に
依
嘱
し
た
ら
し
い
が
、
市
は
手
に
負
え
ぬ
と
即
座
に
断

っ
た
と
聞
く
。
結
局
、
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
が
こ
の
大
仕
事
を
引
き
受
け
る
こ
と

に
な
っ
た
。

生
駒
の
研
究
所
で
は
、
九
メ
ー
ト
ル
近

い
こ
の
怪
物
の
た
め
に
専
用
の
プ
ー
ル
を

造
り
、
ポ
リ
エ
テ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
な
ど
の
薬
品
で
含
浸
法
を
試
み
な
が
ら
模
索
し

研
究
を
続
け
、
そ
れ
に
十
四
年
も
の
日
時
を
費
や
し
た
と

い
う
。
私
た
ち
が
想
像
も

出
来
な
い
ほ
ど
、
研
究
所
の
手
を
焼
か
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
増
澤
文
武
氏
以
下
ス
タ

ッ
フ
の
方
達
の
ご
苦
労
は
さ
ぞ
か
し
…
…
と
察
せ
ら
れ
る
。

一
〇
二
基
も
の
古
墳
が
あ
る
近

つ
飛
鳥
風
土
記
の
丘

（用
明
陵
、
推
古
陵
の
南
）

に
、
平
成
六
年
、
新
進
建
築
家
安
藤
忠
雄
氏
の
設
計
に
な
る
、
近

つ
飛
鳥
博
物
館
が

建
て
ら
れ
た
。

道明寺天満宮の復元修羅
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初
め
て
の
企
画
展
は

″輝
き
の
復
原
、
古
墳
、
飛
鳥
の
技
術
を
求
め
て
″
と
の
う

た
い
文
句
で
あ
る
。
そ
の
会
場
に
ホ
ン
モ
ノ
修
羅
が
現
れ
た
と
あ

っ
て
は
じ
っ
と
し

て
い
ら
れ
な
い
。
す
ぐ
飛
ん
で
行

っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
南
河
内
は
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
点
と
も
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
あ

っ
て
、
そ
の
出
土
品
も
な
か
な
か

特
殊
性
が
あ

っ
て
面
白
い
。
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
程
の
素
晴
ら
し
い
展
示
物
の
中

に
ひ
と
き
わ
目
立
つ
大
修
羅
が
、
ド
ー
ン
と
そ
の
雄
姿
を
誇
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

私
は
只
管
修
羅
の
前
に
張
り
つ
い
て
い
た
ま
ま
で
あ

っ
た
。
静
か
に
宝
蔵
庫
で
眠
っ

て
い
た
が
、
立
派
な
博
物
館
が
出
来
た
の
を
機
に
、
こ
の
度
晴
れ
て
私
た
ち
の
日
前

に
そ
の
偉
容
を
見
せ
て
く
れ
た
の
だ
。
ホ
ン
モ
ノ
な
の
だ
。
ホ
ン
モ
ノ
な
の
だ
。
そ

れ
は
ま
さ
に
世
界
的
な
保
存
処
理
の
遺
産
で
あ
る
。
そ
の
色
は
焦
げ
茶
と
言
え
ば
良

い
の
か
、
い
や
漆
黒
と
表
現
し
た
ほ
う
が
ビ

ッ
タ
リ
か
も
知
れ
な
い
。
つ
や
つ
や
し

た
感
じ
の
巨
木
に
圧
倒
さ
れ
た
と
言
う
の
が
本
音
。

寸
法
は
先
の
天
満
宮
の
と
違
わ
な
い
。
オ
ッ
ト
う

っ
か
り
し
て
い
た
主
客
転
倒
。

こ
ち
ら
が
ホ
ン
モ
ノ
だ
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
八

・
八
メ
ー
ト
ル
、
三

・
ニ
ト

ン
の
そ
の
大
き
さ
に
あ
ら
た
め
て
呆
然
と
し
て
い
た
。
頭
部
よ
り
ニ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
所
か
ら
上
部
を
は
つ
り
取

っ
て
荷
物

（石
）
を
載
せ
る
台
に
な

っ
て
お
り
、
足
部

に
は
斜
め
に
穴
を
開
け
て
、
荷
綱
を
通
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
荷
綱
を
引
く

か
け
声
が
、
ョ
イ
シ
ョ
ヨ
イ
シ
ョ
と
、
ま
る
で
怒
濤
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
て
く
る
よ

う
な
錯
覚
に
お
ち
い
り
、
強
化
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
張
り
つ
い
た
私
の
眼
は
な
か
な
か

離
れ
よ
う
と
し
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
白
い
大
布
で
厳
重
に
梱
包
さ
れ
、
大
き
い
機
械
で
吊
り
上
げ
、

大
型
ト
ラ
ッ
ク
に
載
せ

″大
修
羅
″
と
筆
太
に
書
か
れ
た
帳
幕
を
張
り
、
生
駒
か
ら

こ
の
阪
南
ネ
オ
ポ
リ
ス
に
運
ば
れ
た
そ
の
工
程
や
道
の
り
に
は
、
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ

ン
を
扱
う
よ
う
な
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

出
土
当
時
、
こ
れ
が
こ
ん
な
に
人
気
者
に
な
る
と
は
予
想
も
し
て
い
な
か

っ
た
だ

ろ
う
藤
井
寺
市
と
し
て
は
、
い
ま
ち
ょ
っ
ぴ
り

″ほ
ぞ
を
か
む
思
い
″
を
味
わ

っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
、
と
は
私
な
り
の
想
像
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
を
発

明
し
た
先
人

（土
師
氏
だ
ろ
う
と
思
う
）
の
知
恵
に
舌
を
巻
き
、
只
々
感
動
の
吐
息

を
ガ
ラ
ス
越
し
に
浴
び
せ
な
が
ら
、
心
の
中
で
脱
帽
す
る
の
み
で
あ

っ
た
。

平
成
六
年
十

一
月
に
、
中
国
甘
粛
省
の
文
物
展

″
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ま
も
り
―
そ

の
埋
も
れ
た
記
録
″
と
銘
打

っ
て
、
秋
の
特
別
展
が
件
の
博
物
館
で
催
さ
れ
た
。

″敦
違
木
簡
の
語
り
″
に
耳
を
傾
け
て
見
よ
う
か
し
ら
、
春
に
な
っ
た
ば
か
り
の
大

修
羅
と
ま
た
デ
ー
ト
が
出
来
る
わ
と
、
ま
た
出
か
け
る
こ
と
に
し
た
。

上
下
か
ら
近
鉄
喜
志
駅
ま
で
の
距
離
よ
り
、
阪
南
ネ
オ
ポ
リ
ス
ま
で
の
バ
ス
二
十

五
分
が
、
私
を
イ
ラ
イ
ラ
さ
せ
た
。
漢
代
の
刑
罰
を
記
し
た
木
簡
や
、
世
界
最
古
の

紙
に
書
か
れ
た
地
図
等
も
興
味
を
そ
そ

っ
た
が
、
や
っ
ぱ
り
私
の
時
間
は
修
羅
の

前
。
そ
こ
に
居
る
ほ
う
が
ご
機
嫌
で
あ

っ
た
。

坪
井
清
足
氏
の
言
に
よ
る
と
、
津
堂
城
山
古
墳
の
巨
石
や
石
棺
等
も
こ
の
修
羅
を

使

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

修
羅
と
五
回
の
デ
ー
ト
を
重
ね
る
う
ち
、
陵
墓
の
造
成
を
職
業
と
し
た
古
代
の
有

力
氏
族
で
あ
る
土
師
氏
と
は
…
…
と
い
う
思
い
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

道
明
寺
天
満
宮

参
道
の
尽
き
た
所
の
左
側
に

″土
師
窯
跡
″
と
彫
ら
れ
た
大
き
い
碑
が
あ
る
。
土

師
氏
に
統
率
さ
れ
て
い
た
土
師
部
が
、
こ
の
場
所
で
埴
輪
や
、
祭
祀
用
土
器
や
、
宮
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廷
用
の
食
器
類
を
焼
い
て
い
た
の
か
と
頷
き
な
が
ら
、
こ
の
近
く
の
誉
田
八
幡
官
境

内
に
も
窯
跡
が
あ

っ
た
こ
と
を
ふ
と
思
い
出
し
た
。

右
側
に
は
土
師
八
嶋
の
碑
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
誉
田
山
古
墳
の
傍
ら
に

陪
塚
と
し
て
あ

っ
た
も
の
を
、
明
治
初
年
に
こ
の
場
所
に
移
さ
れ
た
と
聞
く
。
又
そ

の
右
側
に
は

″夏
水
井
″
と
称
す
る
井
戸
が
あ
る
。
元
慶
八
年

（八
八
四
）
、
土
師

寺

（現
道
明
寺
）
に
於
て
大
乗
経
を
書
写
す
る
時
に
、
硯
の
水
と
し
て
使
用
し
て
い

た
と
伝
え
ら
れ
、
往
古
か
ら
霊
泉
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鳥
居
を
く
ぐ
る
と
、
セ
ピ
ア
色
に
な
っ
た
由
緒
書
が
重
々
し
く
立

っ
て
い
る
。
要

約
す
る
と
、

道
明
寺
天
満
宮
の
入
口
左
に
あ
る

「土
師
窯
跡
碑
」

垂
仁
天
皇
と
野
見
宿
禰
の
例
の
物
語
。
土
師
姓
を
も
ら

っ
た
野
見
宿
禰
は
、

祖
先
で
あ
る
天
穂
日
命
を
北
丘
に
祀
り
土
師
神
社
と
称
す
。

器̈
”鎌

難̈
”

元宮 土師社全景
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二
、
用
明
元
年

（五
人
六
）
土
師
八
嶋
が
土
師
寺
を
建
て
て
氏
寺
と
す
る
。

三
、
菅
原
道
真
筑
紫
下
向
の
際
、
土
師
寺
の
覚
寿
尼

（叔
母
）
と
離
別
を
悲
し
み

自
像
を
刻
む
。

四
、
村
上
天
皇
延
喜
元
年

（九
〇

一
）
土
師
神
社
を
道
明
寺
天
満
宮
と
あ
ら
た
め

Ｚ
一
。

五
、
明
治
五
年
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
尼
寺
を
西
に
移
転
。

と
あ

っ
た
。　
一
、
に
あ
る
天
穂
日
命
は
天
照
大
神
の
子
で
あ
り
、
後
記
の
天
夷
鳥

命
は
天
穂
日
命
の
子
で
あ
る
。
本
殿
の
ほ
か
に
、
境
内
に
は
石
造
の
明
神
鳥
居
を
設

け
、
朱
塗
り
の
本
殿
を
持
つ
元
宮
土
師
社
が
あ
る
。
そ
し
て
あ
ち
こ
ち
に
小
さ
な
祠

が
あ
り
、
梅
林
の

一
番
奥
ま

っ
た
場
所
に
は
土
師
八
嶋
を
祀

っ
た
祠
が
あ

っ
た
。
元

宮
土
師
社
の
祭
神
を
大
国
主
命
、
天
夷
鳥
命
、
野
見
宿
禰
と
掲
げ
て
あ

っ
た
。
こ
こ

に
ど
う
し
て
天
穂
日
命
の
名
が
な
く
て
天
夷
鳥
命
の
名
が
あ
る
の
か
と
疑
間
が
起

こ
っ
た
が
、
永
年
の
間
に
は
こ
ん
な
ふ
う
に
祭
神
の
名
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
の
か

と
勝
手
に
疑
問
を
解
く
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
大
国
主
が
あ
る
の
は
土
師
氏

の
出
自
は
や
は
り
出
雲
系
な
の
だ
と
解
釈
し
た
。

道
明
寺

吉
田
靖
雄
著

『河
内
飛
鳥
古
寺
巡
礼
』
の
中
に
書
か
れ
た
道
明
寺
に
、
ど
う
し
て

も
行

っ
て
み
た
く
な
っ
て
足
を
運
ん
だ
。
尼
寺
ら
し
く
掃
除
の
行
き
届
い
た
こ
ぢ
ん

ま
り
と
し
た
暖
か
い
境
内
で
、
子
供
た
ち
が
三
輪
車
を
乗
り
回
し
て
遊
ん
で
い
る
。

真
言
宗
御
室
派
の
尼
寺
で

″道
明
寺
ほ
し
い
い
″
で
有
名
で
あ
る
。

余
談
で
あ
る
が
、
土
師
氏
の
後
裔
で
あ
る
道
真
が
筑
紫
に
左
遷
さ
れ
た
後
、
こ
の

梅
林
奥
に
あ
る
小
祠

「土
師
社
」

寺
に
入

っ
て
い
た
叔
母
の
覚
寿
尼
が
道
真

の
た
め
、
毎
日
お
供
え
に
し
た
御
飯
の
下

が
り
を
貯
蔵
し
た
の
が

″道
明
寺
ほ
し
い
い
″
の
始
ま
り
と
伝
え
い
れ
る
。
そ
の
和

紙
袋
の

″
ほ
し
い
い
″
の
文
字
は
豊
臣
秀
吉
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
話

の
つ
い
で
に
買

っ
て
か
え

っ
て
食

べ
た
が
、
備
後

の
焼
き
米
に
少
し
似
た
も
の
で

あ

っ
た
。

土
師
八
嶋
が
敏
達
天
皇
の
側
近
で
あ

っ
た
頃
、
天
皇
か
ら
土
地
屋
敷
を
賜
る
が
、

用
明
元
年

（五
八
六
）
に
そ
れ
を
全
部
喜
捨
し
て
、
先
祖
を
祀
る
た
め
、
土
師
社
と

同
じ
土
地
に
氏
寺
を
建
て
て
、
そ
れ
を
土
師
寺
と
名
付
け
て
い
た
。

当
時
は
東
西
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
六
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
広
大
な
境
内
に
五
重
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の
塔
、
金
堂
を
始
め
と
す
る
七
堂
伽
藍
を
完
成
し
た
と
い
う
。
天
正
年
間
に
消
失
し

て
そ
の
後
復
興
。
道
真
が
筑
紫

へ
下
向
す
る
際
、
自
分
の
別
名
で
あ
る
道
明
を
そ
の

寺
名
に
変
え
て
道
明
寺
と
し
た
。
天
満
宮
の
由
緒
書
に
あ

っ
た
よ
う
に
、
明
治
初
年

の
神
仏
分
離
令
で
天
満
宮
の
西
方
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
移

っ
た
わ
け
で
あ

る
。
『紀
』
の
巻
第
二
十

一
に
、
土
師
八
嶋
と
八
島
は
同

一
人
物
ら
し
い
と
あ
る
の
で

納
得
す
る
こ
と
に
し
た
。
人
島
の
こ
と
を

「扶
桑
略
記
』
で
調
べ
る
と
、

九
年
庚
子
夏
六
月
。
人
有
り
、
奏
し
て
曰
く
、

「
土
師
の
連
八
島
有
り
。
唱
歌
絶

世
な
り
。
夜
人
有
り
て
来
り
、
相
和
し
争
歌
す
。
音
声
常
に
あ
ら
ず
。
八
島
之
を

異
と
す
。
追
い
尋
ね
て
住
吉
の
浜
に
至
る
。
天
暁
海
に
入
れ
る
者
な
り
」
と
。
耳

聡
王
子
奏
し
て
曰
く

「
こ
れ
螢
惑
星
な
り
。
こ
の
星
、
降
化
し
て
人
と
為
る
童
子

の
間
に
遊
び
。
好
み
て
謡
歌
を
作
り
、
未
然
の
こ
と
を
歌
う
。
蓋
し
こ
れ
星
な
る

欺
」
と
。
天
皇
太
だ
善
し
と
す
。

と
あ

っ
て
、
文
中
の
耳
聡
王
子
と
は
誰
な
の
か
と

『記
紀
』
の
欽
明

・
敏
達

・
用
明

の
頃
を
調
べ
て
も
見
当
た
ら
な
い
。
で
は
こ
れ
は
厩
戸
豊
聡
命

（聖
徳
太
子
）
の
間

違
い
で
は
な
い
か
し
ら
と
思
っ
た
が
、
こ
れ
は
後
日
の
宿
題
と
し
て
…
…
。
後
に
も

記
す
こ
と
に
な
る
が
、
用
明
二
年
蘇
我
馬
子
の
た
め
に
使
者
と
な
っ
て
役
に
立
っ
て

い
る
こ
と
を

『紀
』
で
知
る
。
な
か
な
か
の
人
材
で
あ

っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
た
。

土
師
連

『日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
の
項
を
調
べ
て
自
分
な
り
の
拙
い
解
釈
を
し
て
み
る
。

三
十
二
年
秋
七
月
皇
后
の
日
葉
酢
媛
命
が
莞
じ
ら
れ
た
時
、
天
皇
は
近
臣
達
に
、

「死
者
を
莞
る
の
に
今
迄
の
方
法
で
は
よ
く
な
い
と
思
う
。
こ
の
度
の
葬
を
ど
の

よ
う
に
し
よ
う
か
」
と
お
お
せ
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
野
見
宿
禰
が
進
ん
で
申
し
上

げ
た
。
「君
主
の
陵
墓
に
生
き
た
人
間
を

一
緒
に
葬
る
の
は
よ
く
な
い
と
思
い
ま

す
」
と
。
そ
し
て
出
雲
国
の
士
詳
萱
伯
人
を
呼
び
、
宿
禰
自
ら
も
土
師
部
達
と
人

や
馬
そ
の
他
の
形
の
土
物
を
作

っ
て
、
「
こ
の
土
物
を
以
て
生
き
人
の
代
わ
り
に
陵

墓
に
使

っ
て
後
世
の
法
則
と
し
ま
し
ょ
う
」
と
進
言
し
た
。
天
皇
は
大
い
に
喜
ば

れ
て
、
「お
前
さ
ん
の
発
想
は
大
変
よ
か
っ
た
。
私
の
心
に
か
な
っ
た
」
と
初
め
て

そ
れ
を
日
葉
酢
媛
命
の
墓
に
立
て
た
。
」ゝ
れ
を
名
付
け
て
埴
輪
と
い
う
、
と
あ
る
。

そ
し
て
天
皇
は
厚
く
野
見
宿
禰
の
功
を
賞
め
た
た
え
、
現
在
の
道
明
寺
天
満
宮

一
帯

を
所
領
地
と
し
て
与
え
た
と
い
う
。
そ
の
上
土
部
の
職
を
任
せ
、
土
部
臣
と
い
う
姓

道明寺天満宮の入口右にある「土師八嶋大人碑」
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故

も
与
え
ら
れ
た
。
以
来
天
皇
及
び
皇
族
の
喪
葬
を
司
る
の
は
土
部
連
に
な

っ
た
。

に
野
見
宿
禰
は
土
部
連
の
始
祖
で
あ
る
。

『続
日
本
紀
』
の
内
容
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
で
、
″天
穂
日
命
よ
り
出
た
氏
族
″
と
い
う

点
も

一
致
す
る
。

「古
事
記
』
に
は
、
日
葉
酢
媛
命
の
葬
の
時
に
、
石
棺
造
り
を
定
め
、
ま
た
土
師
部

を
定
め
た
、
と
簡
単
に
載
せ
て
あ
る
。

垂
仁
紀
の
こ
の
埴
輪
伝
承
は
、
単
な
る
伝
説
に
過
ぎ
な
い
と
言
い
切
る
学
者
も
あ

る
ら
し
い
が
、
私
達
に
は
そ
の
可
否
は
解
か
ら
な
い
。

土
師
氏

の
歴
史

『記
紀
』
『続
日
本
紀
』
そ
の
他
で
、
土
師
連

・
土
部
連
と
あ
る
が
、
通
説
通
り
私

も
同

一
と
考
え
て
ペ
ン
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
土
師
連
が
天
武
朝
の
賜
姓
に

は
土
師
宿
禰
と
な
る
。

天
応
元
年

（七
八

一
）
土
師
宿
禰
古
人
、
土
師
宿
禰
道
長
ら
十
五
人
に
よ
る

″天

応
奏
言
″
の
前
半
に
は
、
天
穂
日
命
十
四
世
の
孫
が
野
見
宿
禰
で
、
こ
れ
が
土
師
連

の
始
祖
に
あ
た
る
と
記
し
、
日
葉
酢
媛

へ
の
功
績
談
も
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
は

『
日

本
書
紀
』
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
言

っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
又
は
、

土
師
氏
の
家
に
伝
わ
る
系
譜
に
よ

っ
た
も
の
か
は
私
達
に
は
分
か
る
べ
く
も
な
い

が
、
直
木
孝
次
郎

『土
師
氏
の
研
究
』
に
よ
る
と
、

「
日
本
書
紀
の
記
事
が
、
土
師
氏
が
代
々
伝
え
て
き
た
家
伝
に
よ
っ
た
こ
と
は
推
理

し
て
誤
り
あ
る
ま
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
又
、
″天
応
奏
言
″
の
後
半
に
は
、

「祖
業
を
み
る
と
、
講
辰
に
は
凶
を
掌
り
、
仁
徳
朝
以
来
は
祭
日
に
は
吉
に
預
か
る

と
い
う
よ
う
に
、
吉
凶
相
半
ば
の
仕
事
を
し
て
き
た
の
に
、
今
は
専
ら
凶
儀
の
み
預

か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
変
不
本
意
で
あ
る
」

道明寺天満宮の「由緒書」
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と
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
地
名
に
ち
な
ん
で
菅
原
姓
に
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
要
請
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
仁
徳
紀
に
土
師
氏
に
対
し
て
吉
儀
云
々
の
記

事
は
な
い
。

米
沢
康

「土
師
氏
に
関
す
る

一
考
察
」
含
芸
林
』
第
九
巻
第
三
号
）
及
び

『
日
本

書
紀
』
に
よ
る
喪
葬
関
係
の
記
事
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
垂
仁
三
二
年
七
月
、
先
に
記
し
た
野
見
宿
相
の
功
業

（日
葉
酢
媛
の
売
）
。

二
、
仁
徳
六
〇
年

一
〇
月
、
白
鳥
陵

（日
本
武
尊
）
の
陵
守
を
役
丁
に
さ
し
た
と

こ
ろ
、
異
変
が
起
こ
っ
た
の
で
も
と
に
戻
し
、
こ
れ
を
土
師
連
ら
に
授
け
る
。

三
、
雄
略
九
年
五
月

（四
六
五
）
大
将
軍
紀
小
弓
宿
禰
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
大

連
大
伴
室
屋
は
勅
を
奉
じ
て
、
土
師
連
小
鳥
に
塚
墓
を
田
身
輪
邑
に
造
ら
せ

Ｚ
一

。

四
、
推
古

一
一
年
二
月
盆
ハ
〇
三
）
、
征
新
羅
大
将
来
目
皇
子
が
亮
じ
た
の
で
、
周

防
の
娑
婆
に
頼
し
、
土
師
連
猪
手
を
遣
わ
し
て
歿
事
を
掌
ら
せ
た
。
猪
手
の

孫
を
裟
婆
連
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
に
よ
る
。

五
、
皇
極
二
年
九
月
含
ハ
四
三
）
、
吉
備
嶋
皇
祖
母
命
が
売
じ
た
の
で
、
土
師
裟
婆

連
猪
手
に
皇
祖
母
命
の
喪
を
視
さ
せ
た
。

六
、
白
雉
五
年

一
〇
月
（六
五
四
）
、
孝
徳
天
皇
が
崩
じ
て
濱
を
南
庭
に
起
こ
し
た

時
、
小
山
上
百
舌
鳥
土
師
連
土
徳
が
察
官
の
こ
と
を
司
る
。

以
上
の
よ
う
に
土
師
氏
が
関
係
し
た
喪
葬
の
重
大
な
も
の
と
し
て
は
、
天
皇
、
皇

族
、
朝
廷
の
高
官
ま
で
扱

っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
喪
葬
関
係
の
職
も
沢
山
あ
る
。

「続
日
本
紀
」
か
ら
奈
良
時
代
の
も
の
を
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、

イ
、
文
武
二
年
正
月

２
ハ
九
八
）
、
直
広
参

（正
五
位
下
に
相
当
）
土
師
宿
禰
馬
手

は
新
羅
の
貢
物
を
大
内
山
陵

（天
武
陵
）
に
献
じ
た
。

口
、
文
武
三
年

一
〇
月
全
ハ
九
九
）
、
直
広
参
土
師
宿
禰
麻
呂
は
、
浄
広
肇
衣
縫
王

ら
と
共
に
越
智
山
陵

（斉
明
陵
）
に
行
き
修
造
に
当
た
っ
た
。

ハ
、
直
広
参
土
師
宿
禰
馬
手
は
浄
広
卑
大
石
工
ら
と
共
に
山
科
山
陵

（天
智
陵
）

に
行
き
、
修
造
に
当
た
っ
た
。

二
、
大
宝
三
年

一
〇
月
（七
〇
三
）
、
持
統
太
上
天
皇
の
葬
儀
に
際
し
、
正
五
位
下

土
師
宿
相
馬
手
は
造
御
竃
副
と
な
る
。
そ
の
折
の
長
官
は
四
品
志
紀
親
王
で

あ
る
。

ホ
、
慶
雲
四
年

一
〇
月
（七
〇
七
）
、
文
武
天
皇
の
葬
儀
に
際
し
、
正
五
位
上
土
師

宿
禰
馬
手
は
下
毛
野
朝
臣
古
麻
呂
ら
と
共
に
造
山
陵
司
と
な
る
。

へ
、
天
平
三
年
六
月
（七
三

一
）
、
外
従
五
位
下
土
師
宿
相
子
村
諸
陵
頭
と
な
る
。

卜
、
天
平
六
年
四
月
（七
三
四
）
、
地
震
の
た
め
に
山
陵
が
崩
れ
た
こ
と
を
恐
れ
、

諸
王
と
真
人
姓
の
貴
族
に
土
師
宿
禰
を

一
人
添
え
、
講
の
所
八
処
と
有
功
の

王
の
墓
を
検
看
さ
せ
た
。

チ
、
天
平
九
年

一
二
月

（七
三
七
）
、
外
従
五
位
下
土
師
宿
禰
三
日
諸
陵
頭
と
な

２
つ

。

う

し
か
つ

り
、
天
平

一
八
年

（七
四
六
）
、
外
従
五
位
下
土
師
宿
禰
牛
勝
諸
陵
頭
と
な
る
。

ヌ
、
神
護
慶
雲
二
年
二
月

（七
六
八
）
、
外
従
五
位
下
土
師
宿
禰
位
諸
陵
助
と
な

Ｚ
一

。
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ル
、
宝
亀
二
年
七
月

（七
七

一
）
、
外
従
五
位
下
土
師
宿
禰
和
麻
呂
諸
陵
助
と
な

２
つ
。

直
木
孝
次
郎
は

「土
師
氏
の
研
究
』
の
中
で

『大
日
本
古
文
書
」
に
つ
ぎ
の
二
例

が
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

オ
、
天
平

一
七
年

一
〇
月
（七
四
五
）
、
諸
陵
寮
大
属
従
七
位
上
土
師
宿
禰
年
麻
呂

ワ
、
天
平

一
七
年

一
〇
月

（七
四
五
）
、
喪
儀
司
佑
正
六
位
上
土
師
宿
禰
吉
足

土
師
氏
の
ほ
か
に
も
多
少
喪
葬
に
た
ず
さ
わ

っ
た
氏
族
も
あ

っ
た
ら
し
い
が
、
以

上
の
よ
う
に
土
師
氏
ほ
ど
喪
葬
の
こ
と
に
多
く
関
わ

っ
た
氏
族
は
ほ
か
に
は
見
ら
れ

な
い
。
そ
の
こ
と
を
み
て
も
土
師
氏
に
と

っ
て
は
重
要
な
職
業
で
あ

っ
た
こ
と
は
間

も遅
い
な

い

こヽ
田
攣
つ
。

お

や

あ

け

『
日
本
書
紀
』
の
雄
略

一
七
年
三
月
の
項
に
、
土
師
連
祖
吾
笥

「朝
夕
の
御
膳
を
盛

る
べ
き
器
を
進
ら
し
め
よ
」
と
の
詔
に
よ
り
、
摂
津
国
来
狭
狭
村
外
数
村
や
諸
国
の

私
民
部
を
進
め
、
贄
土
師
部
と
名
付
け
た
と
あ
る
。
祭
祀
用
の
土
器
だ
け
で
な
く
、

こ
の
時
期
か
ら
は
宮
廷
用
の
食
器
ま
で
焼
き
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

土
師
氏
の
職
業
は
、
天
皇
、
皇
族
、
高
官
の
葬
と
の
み
、
お
お
ざ

っ
ぱ
に
思
い
込

ん
で
い
た
が
、
軍
事
や
外
交
に
も
手
腕
を
振
る
っ
て
い
た
事
を
知
り
、
そ
れ
ら
を
調

べ
て
い
く
う
ち
に
、
自
分
の
認
識
不
足
を
存
分
に
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

『
日
本
書
紀
」
に
よ
る
と
、

Ａ
、
用
明
二
年
六
月
（五
人
七
）
、
佐
伯
連
丹
経
手
、
土
師
連
磐
村
、
的
臣
真
噛
の
三

人
兵
を
ひ
き
い
て
速
や
か
に
穴
穂
部
皇
子
と
宅
部
皇
子
を
誅
殺
せ
ま
と
の
詔
を

受
け
、
穴
穂
部
皇
子
の
宮
を
攻
め
て
こ
れ
を
誅
す
。

＊
磐
村
ら
が
奉
じ
た
の
は
、
炊
屋
姫
尊
で
、
の
ち
の
推
古
で
あ
る
。

Ｂ
、
皇
極
二
年

一
一
月
金
ハ
四
三
）
、
大
仁
土
師
裟
婆
連
は
、
小
徳
巨
勢
大
臣
と
共
に

蘇
我
入
鹿
の
命
に
よ
っ
て
、
山
背
大
兄
王

（聖
徳
太
子
の
子
）
を
斑
鳩
官
に
お

そ
い
、
戦
死
を
と
げ
る

（矢
に
あ
た
っ
て
死
ぬ
）
。

Ｃ
、
天
武
元
年
六
月
■
ハ
七
三
）
、
土
師
連
馬
手
は
大
海
人
皇
子
の
軍
に
従

っ
て
使
者

と
な
っ
て
い
る
。

天
武
元
年
七
月
Ｔ
ハ
七
二
）
、
土
師
連
千
鳥
は
近
江
朝
廷
側
の
武
将
と
し
て
村
国

男
依
ら
と
戦
い
、
安
河
の
浜

（滋
賀
県
野
州
川
）
で
捕
え
ら
れ
る
。

Ｄ
、
天
武

一
一
年
三
月

（六
八
二
）
土
師
連
真
敷
は
壬
申
の
乱
の
功
に
よ
っ
て
大
錦

上
を
贈
ら
れ
る

（亡
く
な
っ
て
か
ら
）
。

Ｅ
、
持
統
四
年

一
〇
月
■
ハ
九
〇
）
、
大
伴
部
博
麻
に
下
さ
れ
た
詔
に
よ
っ
て
、
土
師

連
富
抒
が
永
連
老

・
筑
紫
君
薩
夜
麻

・
弓
削
連
元
宝
児
ら
と
共
に
斉
明
七
年
の

百
済
救
援
の
戦
い
に
参
加
し
た
。

Ａ
、
推
古

一
八
年

一
〇
月
（六

一
〇
）
、
秦
造
河
勝
と
土
師
連
菟
は
、
新
羅
の
使
者
の

案
内
人
に
な
る
。

Ｂ
、
白
雉
四
年
五
月

（六
五
三
）
、
土
師
連
八
手
は
遣
唐
使
の
送
使
と
な
る
。

Ｃ
、
持
統
三
年
五
月
盆
ハ
八
九
）
、
土
師
宿
禰
麻
呂
は
新
羅
の
弔
使
級
食
金
道
那
に
詔

を
伝
え
る
。

Ａ
、
用
明
二
年
四
月
（五
八
七
）
、
土
師
八
島
連
は
蘇
我
馬
子
の
使
者
と
な
り
、
大
伴
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連
砒
羅
夫
の
も
と
に
ゆ
く
。

Ｂ
、
大
化
五
年
三
月
（六
四
九
）
、
蘇
我
倉
山
田
麻
呂
の
変
に
際
し
、
土
師
連
身
は
采

女
臣
使
主
麻
呂
と
共
に
、
山
田
寺
よ
り
馳
せ
て
将
軍
大
伴
連
ら
に
山
田
麻
呂
の

自
殺
を
告
げ
る
。

Ｃ
、
天
武
元
年
六
月
金
ハ
七
二
）
、
屯
田
司
舎
人
土
師
連
馬
手
は
大
海
人
皇
子
の

一
行

に
食
を
供
す
る
。

Ｄ
、
天
武

一
三
年

一
二
月

（六
八
四
）
、
土
師
連
ら
五
〇
氏
に
宿
禰
を
賜
う
。

Ｅ
、
天
武

一
三
年

一
二
月
金
ハ
人
四
）
、
唐

へ
の
留
学
生
土
師
宿
禰
甥
ら
新
羅
を
経
て

帰
国
す
る
。

Ｆ
、
持
統
三
年
二
月
（六
八
九
）
、
浄
広
卑
竹
田
王
、
直
広
肇
土
師
宿
禰
麻
呂
ら
判
事

に
任
ぜ
ら
れ
る
。

Ｇ
、
持
統
四
年

一
〇
月
（六
九
〇
）
、
詔
し
て
、
こ
の
年
来
朝
し
た
新
羅
の
使
者
の
待

遇
を
土
師
宿
禰
甥
を
日
本
に
送
り
届
け
た
使
者
の
待
遇
に
准
じ
さ
せ
た
。

＊
外
交
の
腕
を
買
わ
れ
た
の
で
は
…
…
。

楯
伏
偉

『書
紀
」
持
統
二
年

一
一
月
成
午
の
条
に
あ
る
が
、
近
年
、
林
屋
辰
三
郎
氏
を
始
め

と
す
る
諸
家
に
よ
っ
て
、
」ゝ
の
楯
伏
（節
）
併
が
研
究
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
が
、
」ゝ
の
舞

と
土
師
氏
と
の
関
係
も
な
か
な
か
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

直
木
孝
次
郎
説
に
よ
る
と

「甲
、
刀
を
持
ち

（戦
の
装
束
）
楯
を
伏
せ
て
服
属
の
意
を
表
わ
し
た
戦
闘
の
状
態

を
演
じ
た
も
の
ら
し
い
。
帰
化
民
族
で
あ
り
な
が
ら
、
軍
事
的
性
格
を
強
く
持

っ
て

い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
東
漢
氏
と

い
っ
し
ょ
に
演
じ
る
の
が
土
師
氏
で
あ
る
か
ら
、

土
師
氏
も
ま
た
軍
事
的
性
格
の
強

い
氏
族
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
陵
墓
の
築
造
に
も

関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
あ
る
。

歿
宮
で
捧
げ
ら
れ
る
こ
の
厳
粛
な
舞
か
ら
、
土
師
氏
の
軍
事
的
性
格
を
結
び

つ
け

る
の
は
、
考
え
過
ぎ
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
す
る
が
…
…
。

巨
石
を
組
み
合
わ
せ
て
造
り
上
げ
る
あ
の
横
穴
式
石
室
に
は
、
高
度
な
技
術
を
必

要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
大
陸
の
文
化
か
ら
得
た
と
す
る
な
ら
ば
、
先
の
箇

条
書
に
記
し
た
外
交
的
手
腕
は
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
自
然
に
培
わ
れ
た
も
の
で
は

な
い
か
し
ら
と
想
像
す
る
。

大
化

の
薄
葬
令

大
化
の
薄
葬
令
は
、
土
師
氏
の
持
つ
家
職
と
、
そ
れ
に
よ
る
勢
力
を
根
幹
か
ら
ゆ

る
が
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
巨
大
な
横
穴
式
石
室
と
、
そ
れ
を
覆
う
お
び

た
だ
し
い
封
土
を
持
つ
古
墳
は
、
こ
の
時
か
ら
過
去
の
語
り
草
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。
当
時
と
し
て
の

一
大
政
治
改
革
の
波
に
は
、
押
し
流
さ
れ
る
ほ
か
仕
方
が
な

か
っ
た
と
思
う
が
、　
一
朝

一
夕
に
す
ぐ
転
落
の
道
を
転
げ
落
ち
る
よ
う
な
氏
族
で
は

な
か
っ
た
と
思
う
。
土
師
部
や
贄
土
師
部
を
統
率
し
て
き
た
プ
ラ
イ
ド
あ
る
土
師
氏

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
努
力
を
し
た
で
あ
ろ
う
。

土
師
氏

の
改
氏
姓

奈
良
時
代
末
期
の
転
換
期
に
、
垂
仁
期
か
ら
連
綿
と
続
い
た
伝
統
あ
る
土
師
姓
を

捨
て
て
、
改
氏
姓
を
願
い
出
た
理
由
は
私
に
も
理
解
出
来
る
。
大
和
朝
廷
と
流
れ
を

共
に
発
展
し
て
き
た
古
代
の
氏
族
も
、
仏
教
台
頭
の
状
況
の
前
に
は
、
古
い
伝
統
に
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別
れ
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
情
勢
の
中
か
ら
起
こ
っ

た
新
氏
姓
に
は
、
菅
原

・
秋
篠

・
大
枝
の
三
種
が
あ
る
。
土
師
氏
の
四
腹
は
、
ど
の

学
者
も
認
め
て
い
る
ら
し
い
が
、
改
氏
姓
に
よ
る
別
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
の
説
が
あ

Ｚつ
。『続

日
本
紀
』
に
次
の
記
事
を
見

つ
け
た
。

高
野
新
笠
を
生
ん
だ
土
師
氏
は
、
毛
受
系
統
の
支
族

（毛
受
腹
）
で
あ
る
。
こ
の

毛
受
系
が
大
枝
朝
臣
と
な
り
、
他
の
三
支
族
が
秋
篠
朝
臣

・
菅
原
朝
臣
と
な

っ
た
、

と
あ
る
。

小
出
義
治
説
に
よ
る
と
、
菅
原
姓
は

「居
地
の
名
に
因
ん
で
」
定
め
ら
れ
た
と
い

う
土
師
安
人
の
奏
言
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
故
に
土
師
氏
の
中
に
は
菅
原
と
い
う

土
地
を
本
貫
と
す
る
有
力
な

一
群
が
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
で
は
秋
篠
は
…

…
と
考
え
る
時
、
秋
篠
寺
の
あ
る
土
地
だ
と
思
う
の
が
穏
当
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
学
説
が
い
ろ
い
ろ
で
私
如
き
素
人
に
は
分
か
ら
な
い
と
言
う
の
が
本
音
。
と
も

か
く
秋
篠

・
菅
原
の
二
腹
は
、
垂
仁
陵
の
あ
る
地
域
を
根
拠
と
し
て
い
た
ら
し
い
。

あ
と
の

一
腹
は
、
大
古
墳
と
し
て
有
名
な
羽
曳
野
市
に
あ
る
誉
田
山
古
墳
を
中
心
と

す
る
古
市
古
墳
群
を
本
拠
と
し
た
土
師
氏
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の

一
腹

が
改
氏
姓
を
願
い
出
る
勢
力
で
、
団
結
を
失

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
素

人
考
え
か
も
知
れ
な
い
が
、
僅
か
の
資
料
の
中
で
そ
れ
ら
を
調
べ
る
う
ち
、
こ
の
地

方
の
人
数
が
圧
倒
的
に
多
く
て
、
他
の
三
腹
よ
り
も
ま
と
ま
り
が
つ
き
か
ね
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

余
談
に
な
る
が
、
最
初
に
書
い
た
ホ
ン
モ
ノ
修
羅
は
、
地
理
的
に
み
て
こ
の
氏
族
が

使
用
し
た
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。

行
基
と
土
師
氏
と

の
関
わ
り

『天
平
十
三
年
記
』
の
行
基
の
年
譜
に
よ
る
と
、
七

一
〇
年
に
行
基
は
、
畿
内
の
四

ケ
国

（山
城
、
摂
津
、
河
内
、
和
泉
）
に
九
ケ
所
の
布
施
屋
を
建
て
て
い
る
が
、
七

ケ
所
ま
で
は
省
略
す
る
。

八
、
大
鳥
布
施
屋

（大
鳥
郡
大
鳥

堺
市
）

九
、
野
中
布
施
屋

（大
鳥
郡
土
師
里
）

エハ
、
七
が
河
内
国
で
、
人
、
九
が
和
泉
国
に
属
す
る
が
、
和
泉
国
は
天
平
宝
字
元
年

（七
五
七
）
ま
で
は
河
内
国
に
属
し
て
い
た
か
ら
、
・人
、
九
も
当
時
は
河
内
国
に
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
九
の
位
置
が
土
師
里
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
は
和
泉
国
の
神
別
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
土
師
宿
禰
や
土
師
連
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
祭
祀

用
の
土
器
や
埴
輪
を
造
り
、
古
墳
の
築
造
に
関
わ

っ
て
い
た
土
師
氏
に
四
腹
が
あ
る

こ
と
は
先
に
あ
げ
た
が
、
こ
こ
が
百
舌
鳥
系
統
で
改
氏
姓
で
大
枝
朝
臣
と
な

っ
た
の

で
あ
る
。
仁
徳
陵
古
墳
を
中
心
と
し
て
活
躍
し
た
と
思
わ
れ
る
。

井
上
薫

『古
代
河
内
通
史
』
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、
行
基
が
神
亀
四
年

（七
二
七
）

に
和
泉
国
に
建
て
た
大
野
寺
に
、
か
つ
て
残

っ
て
い
た
土
塔
の
突
出
部
の
表
面
に
あ

る
丸
瓦
や
平
瓦
に
、
人
名
を
ヘ
ラ
書
き
し
た
も
の
が
九
十
例
も
出
土
し
た
も
の
が
あ

っ
た
と
か
。
行
基
が
木
造
楼
閣
で
な
く
、
土
築
の
塔
の
形
式
を
採
用
し
た
の
は
、
イ

ン
ド
の
塔

（
ス
ツ
ー
パ
）
が
土
餞
頭
を
基
本
と
し
た
こ
と
に
な
ら

っ
た
ら
し
い
。

仁
徳
陵
古
墳
を
中
心
と
す
る
百
舌
鳥
古
墳
群
が
、
大
野
寺
の
北
方
に
広
が
り
、
行
基

は
、
そ
の
巨
大
な
土
築
の
古
墳
か
ら
も
ヒ
ン
ト
を
得
る
と
共
に
、
そ
れ
に
張
り
合

っ

て
釈
迦
の
墓
を
土
盛
り
形
式
の
土
塔
に
造

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
土
塔
出
土
の
人

名
瓦
に
土
師
氏
の
名
が
見
え
る
の
は
、
そ
の
付
近
に
住
む
土
師
氏
が
行
基
の
信
者
の
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中
に
居
り
、
そ
の
土
木
技
術
を
大
い
に
利
用
し
て
土
塔
を
築
造
し
た
と
思
わ
れ
る
、

と
あ
っ
た
。
余
談
に
な
る
が
、

梅
原
猛

「塔
」
の
中
で
、
「巨
大
古
墳
を

一
種
の
塔
と
み
て
い
る
」
と
、
著
者
は
述

べ
て
い
る
。
行
基
や
土
師
氏
の
中
で
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
ん
な
気
持
ち
も
あ

っ

た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
想
像
し
た
。

最
初
に
列
記
し
た
箇
条
書
の
よ
う
に
、
喪
葬
と
い
う
本
来
の
家
職
に
忠
実
で
あ

っ

た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
八
島
の
よ
う
に
稀
に
み
る
音
楽
家
も
い
れ

ば
、
楯
伏
併
に
素
晴
ら
し
い
演
技
を
見
せ
る
芸
術
家
も
い
る
。
ま
た
、
新
羅
と
の
国
交

に
も
大
い
に
外
交
的
手
腕
を
発
揮
た
も
の
も
い
れ
ば
、
学
者
と
し
て
の
土
師
氏
も
み

え
る
。
そ
の
上
、
軍
事
的
性
格
が
も
と
も
と
あ

っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い

が
、
軍
事
の
箇
条
書
Ａ
、
Ｂ
、
Ｄ
の
よ
う
に
、
な
か
な
か
に
勇
敢
な
面
も
持

っ
て
い

２つ
。大

化
以
後
、
葬
制
の
変
化
に
よ
っ
て
勢
力
を
失
う
こ
と
の
不
安
は
、
確
か
に
深
刻
で

あ

っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
海
外
に
留
学
し
た
り
外
交

に
関
係
し
た
り
、
時
代
の
流
れ
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
新
し
い
前
途
を
切
り
開
こ
う

と
努
力
し
て
生
き
た
氏
族
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

土
師
氏
に
つ
い
て
は
、
未
知
の
世
界
へ
の
踏
み
込
み
に
似
た
不
安
が
な
い
で
も
な

か
っ
た
が
、
反
面
、
な
に
か
ワ
ク
ワ
ク
す
る
も
の
も
感
じ
た
。
ま
だ
ま
だ
勉
強
不
足

で
は
あ
る
が
、
こ
け
そ
う
な
背
伸
び
を
し
な
が
ら
覗
き
見
を
し
た
顛
末
を
、　
一
応
活

字
に
し
て
頂
く
こ
と
に
し
た
。
大
い
な
る
羞
恥
心
を
脱
ぎ
捨
て
て
。
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