
倭
の
五
王
と
そ
の
祖
先
に
つ
い
て

佐

藤

長

【
要
約
】
　
倭
の
五
王
の
、
嶺
時
の
天
皇
へ
の
比
定
に
つ
い
て
は
、
松
下
固
紋
・
那
珂
通
世
以
来
の
説
で
ぼ
ぽ
定
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
比
定
の

方
法
に
は
問
題
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
洌
な
考
え
を
以
て
、
徒
来
の
比
定
を
一
層
確
実
な
も
の
に
し
た
い
と
思
う
。
同
時
に
そ
の
祖
先
た
る
応
神
天
皇
は

本
来
の
俵
承
は
極
め
て
僅
か
で
、
少
な
く
と
も
記
録
の
上
で
は
後
に
増
修
さ
れ
て
巨
大
な
存
在
と
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
母
親
神
功
皇
后
に
つ
い
て
は
朝
鮮

征
討
の
と
き
の
あ
る
従
軍
白
女
の
実
在
が
物
語
化
さ
れ
て
蝋
層
神
秘
的
な
開
祖
伝
説
と
さ
れ
た
こ
と
を
推
測
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
三
巻
四
号
　
　
一
九
七
〇
年
七
月

一
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近
代
以
後
に
お
い
て
歴
史
研
究
老
が
日
本
古
代
史
を
再
構
成
す
る
に
あ
た

り
、
最
初
に
そ
の
作
業
の
基
礎
と
し
て
扱
っ
た
問
題
は
、
紀
年
と
皇
統
を
如

何
に
確
定
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
周
知
の
ご
と
く
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
記
紀
に
種
種
の
デ
…
タ
が
あ
り
、
徳
川
末
期
以
来
先
学
諸
氏
に
よ
っ

て
こ
れ
ら
の
問
題
は
検
討
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
紀
年
の
聞
題
の
解
決
は
先

ず
那
珂
氏
に
よ
っ
て
そ
の
基
礎
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
基
い
て
現
在
で
は
か
な

り
精
確
な
年
代
が
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
皇
統
の
聞
事
は
中
国

の
史
料
に
よ
っ
て
記
紀
の
記
載
が
検
討
さ
れ
る
方
法
が
と
ら
れ
、
倭
の
五
王

と
称
さ
れ
る
も
の
が
五
世
紀
の
諸
天
皇
に
比
定
さ
れ
、
か
な
り
の
程
度
の
成

功
を
見
た
。
し
か
し
従
来
行
わ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
比
定
を
仔
細
に
検
討
し

て
見
る
と
、
乗
だ
そ
の
間
に
は
異
説
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
比
定
は
必
ず
し

も
安
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
い
っ
て
見
れ
ば
諸
王
の
確
定
化
は
今
日
な
お

困
難
な
状
態
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
延
い
て
年
代
の
決
定
に
も
影
響
を

及
ば
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
こ
の
問
題
を
新
な
る
方
法
に
よ
っ
て
鯉
決

を
は
か
る
こ
と
は
頗
る
困
難
な
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
私
は
年
来
考
究

の
結
果
、
今
ま
で
と
は
少
し
く
異
っ
た
考
え
方
で
五
王
を
確
定
化
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
こ
こ
に
述
べ
て
大
方
の
批
判

を
請
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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既
に
知
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
　
『
宋
書
』
・
『
馬
身
書
』
・
『
慰
書
』
に
は
倭

王
と
し
て
讃
・
珍
ま
た
は
弥
・
済
・
世
子
興
・
．
武
の
五
人
の
名
を
挙
げ
、
そ

の
南
朝
諸
王
朝
へ
の
貢
献
を
記
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
を
武
か
ら
逆
に
遡
っ
て
検
討
を
行
な
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
（
一
）
　
武
に
つ
い
て
は
、
松
下
氏
以
来
、
雄
略
天
皇
の
名
オ
オ
ハ
ツ
セ
ワ

カ
タ
ケ
（
大
泊
瀬
幼
武
）
の
武
を
と
っ
た
も
の
と
し
て
諸
家
の
闘
で
の
異
論

は
な
い
。

　
（
二
）
　
問
題
は
世
子
興
か
ら
始
ま
る
。
興
は
『
朱
書
』
倭
国
伝
に
「
興
死
し

て
弟
思
立
つ
。
」
と
あ
る
か
ら
、
武
の
兄
で
あ
り
、
雄
略
の
兄
安
康
に
比
定
さ

れ
る
。
こ
の
考
え
は
松
下
氏
以
来
多
く
の
人
が
賛
成
し
て
い
る
が
、
そ
の
理

由
を
松
下
氏
は
安
康
の
名
ア
ナ
ホ
（
穴
穂
皇
子
）
が
「
㍊
っ
て
」
興
と
轡
か

れ
た
と
い
㎏
・
那
珂
氏
は
興
の
古
音
が
「
ひ
よ
ん
」
羅
⇒
σ
q
ま
た
は
「
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

．
ん
」
げ
営
σ
q
で
あ
り
、
ア
ナ
ホ
の
ホ
に
近
い
か
ら
だ
と
い
う
。
し
か
し
ホ
の

音
が
全
く
違
っ
た
「
ひ
よ
ん
」
ま
た
は
「
ひ
ん
扁
に
写
さ
れ
る
と
い
う
理
由

は
私
に
は
分
ら
な
い
。
一
方
菅
氏
は
、
世
子
と
い
う
語
か
ら
し
て
、
履
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

子
の
イ
チ
ベ
ノ
オ
シ
バ
ノ
ミ
コ
　
（
無
辺
押
羽
皇
子
）
と
考
え
、
原
氏
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
允
恭
の
子
の
キ
ナ
シ
ノ
ヵ
ル
ノ
ミ
コ
　
（
木
梨
軽
皇
子
）
と
推
定
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
も
両
説
と
も
、
音
韻
比
定
の
上
か
ら
は
全
く
無
理
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
安
康
の
名
は
確
に
督
学
皇
子
で
あ
っ
た
が
、
問
題
は
穂
で
な
く

て
穴
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
穴
の
字
の
両
側
の
縦
の
劃
が
少
し
く
上

っ
て
害
か
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
馨
に
頗
る
近
い
字
と
な
る
。
中
国
で
は
皇
太

子
の
名
に
穴
の
よ
う
な
牢
が
用
い
ら
れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

誤
読
或
は
誤
写
に
よ
っ
て
男
と
見
た
に
相
違
な
い
。
馨
は
勿
論
興
の
略
字
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
本
字
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
歴
史
的
記
録

に
残
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
一
九
五
六
年
に
中
華
人
民
共
和
国
か

ら
公
布
さ
れ
た
「
漢
字
簡
略
化
案
」
に
は
、
興
の
簡
化
文
字
は
暑
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
も
古
来
の
略
字
を
新
に
指
定
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

　
（
三
）
　
『
宋
書
』
倭
国
伝
に
は
「
済
死
し
て
世
子
興
が
遣
使
貢
献
し
た
」

こ
と
を
い
う
。
世
子
と
い
う
語
を
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
済
は
興
の
父
に
あ

た
る
で
あ
ろ
う
。
皇
統
で
は
当
然
安
康
の
父
允
恭
に
比
定
さ
れ
る
。
こ
れ
も

松
下
氏
以
来
行
わ
れ
て
い
る
説
で
あ
る
が
、
松
下
氏
は
允
恭
の
名
の
オ
ア
サ

ツ
マ
ワ
ク
ゴ
ノ
ス
ク
ネ
（
雄
朝
津
間
雅
子
宿
禰
）
の
津
が
済
に
似
て
い
る
か

　
　
⑥

ら
と
し
、
那
珂
氏
は
津
も
済
も
ワ
タ
リ
（
渡
）
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
通
用

　
　
　
　
　
　
⑦

し
た
の
だ
と
い
う
。
ア
サ
ツ
マ
は
大
和
の
葛
上
郡
の
地
名
で
あ
ろ
う
が
、
ツ

が
こ
の
場
合
所
有
格
を
表
す
の
か
、
名
詞
の
語
頭
を
示
す
の
か
は
明
か
で
な

い
。
し
か
し
何
れ
に
せ
よ
中
国
の
朝
廷
で
も
そ
れ
は
分
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
中
国
の
朝
廷
が
採
用
す
る
な
れ
ば
、
津
で
あ
っ
て
も
よ
い
わ
け

で
、
何
故
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
済
の
字
に
代
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
説
明

が
な
い
た
め
両
氏
の
説
は
極
め
て
不
自
然
な
も
の
と
し
か
思
わ
れ
な
い
の
で

あ
る
。
し
か
し
恐
ら
く
済
は
ワ
タ
リ
で
な
く
て
ス
ク
ウ
（
救
済
）
で
あ
り
、
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書
儒
に
は
も
と
も
と
こ
れ
が
ス
ク
ネ
の
ス
ク
に
当
て
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
ス
ク
ネ
は
現
在
記
紀
と
も
に
宿
禰
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
五
世

紀
の
中
期
に
は
必
ず
し
も
宿
禰
と
ば
か
り
は
写
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

当
時
ネ
に
如
何
な
る
字
が
当
て
ら
れ
た
か
は
分
ら
な
い
が
、
仮
に
禰
と
す
る

と
「
済
禰
」
と
い
う
写
し
方
が
あ
っ
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
く
と

も
津
が
済
に
置
換
え
ら
れ
た
と
す
る
よ
り
は
、
こ
の
方
が
遙
か
に
自
然
な
考

え
方
で
あ
る
と
思
う
。二

　
（
四
）
　
さ
て
済
の
前
に
存
在
し
た
懐
乱
は
『
宋
書
』
で
は
珍
で
あ
る
が
、

済
と
珍
の
血
縁
関
係
は
こ
の
書
で
は
何
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
『
梁
書
』

で
は
そ
れ
は
彌
で
あ
り
、
済
の
父
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
両
書
と

も
珍
・
彌
の
前
代
と
し
て
は
讃
ま
た
は
賛
を
置
き
、
こ
れ
を
兄
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
讃
と
賛
を
同
一
人
物
と
見
れ
ば
、
珍
と
彌
は
や
は
り
同

一
人
物
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
ず
、
問
題
は
珍
と
彌
…
と
何
れ
が
正
し
い
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
れ
を
皇
統
と
併
せ
考
え
る
と
当
然
反
正
に
比
定
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
反
正
は
允
恭
の
兄
で
あ
り
、
親
子
で
は
な
い
こ
と
に

矛
盾
が
あ
る
。

　
こ
れ
を
最
初
に
反
正
に
比
定
し
た
の
は
や
は
り
松
下
氏
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
反
正
の
名
が
ミ
ズ
ハ
ワ
ケ
（
瑞
鑑
別
）
で
あ
り
、
瑞
は
珍
と
字
形
が
似
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

お
り
、
こ
の
た
め
「
詑
っ
て
」
珍
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
那
珂
氏
は
珍
と

瑞
と
は
珍
瑞
な
ど
と
連
な
る
字
で
あ
る
か
ら
ミ
ズ
の
義
を
表
わ
し
た
の
だ
と

　
⑨い

う
。
彌
と
書
い
て
い
る
『
梁
書
』
は
、
前
代
の
部
分
は
『
照
準
』
の
そ
れ

を
流
体
そ
の
ま
ま
と
っ
て
い
る
か
ら
、
多
く
の
学
者
は
彌
と
い
う
王
名
の
史

料
的
価
値
は
余
り
認
め
ず
、
こ
れ
を
詳
し
く
は
考
え
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が

戦
後
前
田
氏
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
頗
る
興
味
あ
る
異
説
を
喝
え
た
。
氏
の

説
は
基
本
的
に
は
二
つ
の
主
張
か
ら
成
る
が
、
そ
の
一
つ
は
、
諸
種
の
版
本

を
参
照
す
る
と
、
こ
の
王
名
は
転
写
の
間
に
彌
…
弥
－
珍
と
変
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
『
宋
書
』
に
も
彌
と
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ

⑩る
。
ま
た
氏
は
第
二
の
主
張
と
し
て
、
倭
王
武
が
昇
明
二
年
（
四
七
八
）
に
宋

朝
に
送
っ
た
表
文
に
（
『
宋
書
隔
倭
国
伝
）
、

　
　
自
昔
祖
禰
躬
櫻
甲
冑
、
摯
実
山
川
、
不
蓬
寧
処
…
…
臣
亡
考
済
、
実
葱
’

　
　
七
竈
雍
塞
天
路
、
控
弦
百
万
、
義
声
感
激
、
方
欲
大
挙
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
あ
る
の
を
引
き
、
次
の
ご
と
く
い
う
。

　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
も
倭
王
武
の
父
は
済
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、

　
　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
祖
禰
と
い
う
文
字
で
あ
る
。
禰
と
い
う
の
は

　
　
父
の
お
た
ま
や
の
こ
と
で
、
廟
に
祭
っ
た
父
の
意
に
も
な
る
。
祖
型
又

　
　
は
禰
祖
は
亡
く
な
っ
た
祖
と
父
の
意
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
考
え
て
み
る

　　

ﾆ
倭
の
方
で
竺
三
代
前
に
彌
と
い
う
玉
が
あ
る
の
に
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
脚

　
　
と
紛
ら
は
し
い
禰
と
い
う
文
字
を
使
っ
て
祖
禰
な
ど
と
書
い
て
上
表
す
　
6
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る
の
は
少
し
お
か
し
な
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
祖
禰
で
は
な
く
、
一
7
5
来
祖

　
　
彌
却
（
即
～
）
ち
祖
な
る
．
彌
と
あ
っ
た
の
を
、
シ
ナ
人
が
彌
と
い
う
人
名

　
　
に
慣
れ
ぬ
も
の
だ
か
ら
、
祖
禰
と
い
う
甚
だ
類
似
し
た
熟
字
と
混
同
し

　
　
て
、
彌
の
弓
偏
を
玉
上
（
偏
～
）
に
し
て
禰
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

　
　
い
か
。
つ
ま
り
倭
王
武
の
上
表
文
に
は
祖
が
．
彌
で
あ
り
、
父
が
済
で
あ

　
　
る
と
書
い
て
あ
っ
た
か
ら
、
・
国
書
は
彌
を
済
の
父
即
ち
武
の
祖
父
と
し

　
　
た
に
相
違
な
い
。
ひ
ね
く
っ
て
考
え
る
と
、
　
咲
来
上
表
文
に
は
禰
と
あ

　
　
つ
た
の
を
隠
隠
の
編
者
が
彌
と
の
類
似
か
ら
よ
み
誤
っ
て
禰
を
彌
だ
と

　
　
見
た
の
だ
と
も
い
え
る
が
、
祖
禰
と
い
う
熟
字
を
よ
く
知
っ
て
い
る
筈

　
　
の
シ
ナ
の
読
諜
人
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

最
初
の
祖
禰
と
い
う
文
字
に
つ
い
て
の
氏
の
説
明
は
一
応
正
し
い
と
思
う
。

し
か
し
「
倭
の
方
で
は
二
、
三
代
前
に
彌
と
い
う
王
が
あ
る
の
に
云
云
」
と

い
う
の
は
、
氏
が
彌
と
い
う
王
を
第
一
の
主
張
に
お
い
て
既
に
実
在
と
認
め
、

そ
の
後
の
文
も
そ
れ
を
基
と
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
即
ち

氏
が
彌
を
実
在
と
認
め
た
根
拠
は
、
前
代
の
彌
か
ら
珍
へ
の
変
化
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
要
す
る
に
『
梁
書
』
の
彌
を
正
し
い
と
定
め
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
彌
は
真
実
正
し
い
名
で
あ
ろ
う
か
。
後
代
の
文
献
を
以
て
前
代
の
文

献
の
記
載
を
誤
と
す
る
の
に
は
そ
れ
相
当
の
証
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
故
か
な
れ
ば
後
代
の
も
の
こ
そ
誤
っ
た
転
写
を
残
す
可
能
性
が
大
き
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
わ
ざ
わ
ざ
『
品
書
』
の
記
載
を
以
て
『
墨
書
』
の
文

字
を
修
正
す
る
の
に
は
前
田
氏
の
論
拠
は
薄
弱
で
あ
る
と
思
う
。

　
前
田
氏
が
珍
を
誤
と
み
た
原
因
に
は
、
珍
を
反
正
に
全
て
る
の
に
躊
躇
せ

ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
成
程
ミ
ズ
ハ
ワ
ケ
は
記
で

は
水
歯
別
、
紀
で
は
瑞
歯
別
で
、
珍
と
は
大
し
て
関
係
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
珍
は
「
め
ず
ら
し
い
」
で
あ
る
か
ら
メ
ズ
の
意
を
表
す
文
字
と
し
て

そ
の
と
き
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
五
畿
紀
の
半
頃
で
は
未
だ
用

い
る
漢
字
は
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
ミ
ズ
を
写
す
た
め
に
近
い
よ
み
を
も
つ
珍

の
字
が
宋
朝
へ
の
上
奏
文
に
記
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
珍
が
誤
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
『
朱
書
』
の
記
載
は
正
し
く
、

従
来
分
比
定
ど
お
り
反
正
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
前
田
氏
が
．
彌
を
設
定
す
る
第
一
の
根
拠
は
こ
れ
で
失
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
第
二
の
根
拠
と
さ
れ
る
祖
禰
を
祖
彌
と
み
る
考
え
も
当
然
そ
の
主
張

は
力
の
弱
い
も
の
に
な
る
が
、
こ
れ
も
実
は
祖
禰
を
そ
の
ま
ま
正
し
い
も
の

と
見
て
間
違
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
田
氏
は
「
ひ
ね
く
っ
て
考
え
る
と
、
表
文

に
彌
と
あ
っ
た
の
を
『
調
書
』
の
編
者
が
彌
と
の
類
似
か
ら
誤
っ
て
禰
と
見

た
の
だ
と
も
い
え
る
が
」
と
し
、
中
国
の
読
書
人
が
根
禰
と
い
う
よ
く
知
ら

れ
た
熟
語
を
読
み
誤
る
は
ず
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
私
は
逆
だ
と
思
う
。
こ

れ
は
明
か
に
『
梁
書
』
の
編
者
の
疎
漏
で
、
祖
禰
を
祖
彌
と
読
み
誤
っ
て
、

彌
な
る
倭
王
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
ρ
氏
は
『
宋
書
』
の
記
載
を
利
用
し

た
後
世
の
文
献
な
ど
に
や
は
り
彌
と
書
さ
れ
て
い
る
の
を
紹
介
し
て
い
ら
れ
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る
が
、
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
『
文
献
通
考
』
な
ど
も
実
は
『
梁
書
』

の
記
載
に
惑
わ
さ
れ
て
証
書
の
文
字
を
改
め
た
の
だ
と
見
た
い
。

　
な
お
一
言
注
意
し
た
い
の
は
祖
禰
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
に
触
れ

た
よ
う
に
、
前
田
氏
の
説
明
が
正
し
い
。
し
か
し
私
は
こ
れ
を
単
に
亡
く
な

っ
た
檀
父
・
父
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
こ
こ
で
鳳
「
祖
先
」
の
意
味
に
使

用
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
の
語
に
は
そ
の
よ
う
な
意

味
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
右
の
表
文
の
最
初
に
「
昔
よ
り
」
と
あ
る
の
を
見

る
と
、
祖
禰
と
い
う
言
葉
に
は
「
祖
先
よ
り
代
代
」
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
祖
彌
と
読
め
ば
こ
の
「
昔
よ
り
」
の
語
は
一

層
落
着
の
悪
い
鴛
葉
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
前
田
氏
は
祖
忌
を
正
し
い
形
と
見
た
た
め
に
、
彌
を
武
の
視
父
仁
徳
に
嶺

て
、
そ
の
名
望
ォ
サ
サ
キ
（
大
壷
鵬
）
と
弥
と
の
関
係
づ
け
に
困
っ
て
い
ら

　
　
⑫

れ
る
が
、
こ
の
比
定
は
も
は
や
必
要
の
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
彌
と
い
う
倭

王
は
実
在
せ
ず
、
済
の
前
代
は
珍
で
あ
り
、
珍
が
反
正
で
あ
る
か
ら
に
は
済

と
珍
は
当
然
兄
弟
と
な
る
の
で
あ
る
。

三

　
（
五
）
　
珍
の
前
代
の
倭
王
は
讃
で
あ
る
が
、
『
毛
書
』
に
よ
れ
ば
、
珍
は

讃
の
弟
に
な
っ
て
い
る
。
松
下
琉
は
こ
の
こ
と
か
ら
讃
を
履
中
白
下
て
、
そ

の
名
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
（
去
来
穂
別
）
の
訓
が
略
さ
れ
て
讃
で
写
さ
れ
た
も
の
と

　
⑬

す
る
。
那
珂
氏
は
こ
れ
を
仁
徳
に
豪
て
る
が
、
そ
の
理
由
は
持
統
の
名
が
ウ

ノ
ノ
サ
サ
ラ
ノ
ヒ
メ
ミ
コ
（
鵜
野
讃
良
皇
女
）
で
あ
り
、
讃
に
サ
サ
の
訓
が

あ
り
、
仁
徳
の
オ
オ
サ
サ
キ
の
サ
サ
が
讃
と
写
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ

⑭る
。
こ
の
比
定
は
多
く
の
学
者
の
賛
同
を
得
て
い
る
が
、
最
近
藤
閻
氏
は
再

び
讃
H
履
中
説
を
復
活
さ
れ
た
。
氏
ぱ
『
宋
学
』
の
記
事
が
『
爾
斉
書
』
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

『
梁
書
』
に
比
し
て
信
頼
に
価
す
る
こ
と
を
述
べ
た
後
に
い
う
。

　
　
『
高
書
』
に
あ
ら
わ
れ
た
盗
塁
は
冊
封
の
手
続
き
と
い
う
視
点
を
は
っ

　
　
き
り
さ
せ
て
の
記
事
で
あ
る
だ
け
に
、
系
譜
的
に
倭
王
と
な
っ
た
代
々

　
　
の
人
で
あ
る
。
那
珂
の
よ
う
に
履
中
の
治
世
は
短
い
か
ら
、
中
国
の
書

　
　
物
の
方
で
お
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
っ
た
こ
と
は
（
後
出
引
用
文
参
照

　
　
一
i
引
用
者
注
）
、
し
っ
か
り
し
た
証
拠
が
な
い
以
上
い
え
な
い
。
し
た

　
　
が
っ
て
履
中
を
消
し
て
仁
徳
を
も
っ
て
く
る
こ
と
を
『
墨
書
』
の
記
導

　
　
は
許
さ
な
い
。
た
と
え
短
い
治
世
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
間
が
公
的
に

　
　
使
者
を
出
し
て
柵
封
を
願
．
い
、
そ
し
て
許
さ
れ
た
人
間
な
ら
そ
の
こ
と

　
　
を
は
っ
き
り
と
書
く
の
が
『
宋
書
』
の
常
で
あ
る
。

そ
し
て
氏
は
更
に
、

　
　
『
宋
書
』
に
出
て
い
る
倭
の
五
人
の
王
は
五
世
紀
に
系
譜
的
に
倭
王
と

　
　
な
っ
た
人
で
こ
の
間
に
ぬ
け
た
倭
王
は
い
な
い
。

と
い
う
。
氏
が
『
宋
書
』
の
記
載
を
正
確
な
も
の
と
し
て
取
扱
っ
た
態
度
は

正
し
い
と
思
う
。
し
か
し
冊
封
の
手
続
が
当
時
倭
王
か
ら
完
全
に
行
な
わ
れ
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て
い
た
証
拠
は
何
も
な
い
。
在
位
の
短
い
大
王
が
遣
要
す
る
こ
と
が
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
宋
書
』
が
正
確
に
記
録
し

て
い
る
こ
と
と
夫
王
が
正
確
に
朝
貢
し
て
い
る
こ
と
と
は
別
個
の
問
題
で
あ

る
。
か
つ
そ
の
『
実
顔
』
に
履
中
に
当
る
べ
き
王
名
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。

尤
も
前
述
の
ご
と
く
、
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
の
ザ
を
讃
に
当
て
て
解
す
る
松
下
氏
の

．
説
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
ザ
に
讃
が
当
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は

未
だ
他
に
は
な
い
。
倭
王
讃
は
履
替
よ
り
仁
徳
が
よ
り
可
能
性
が
多
い
こ
と

は
後
に
触
れ
よ
う
。

　
そ
れ
よ
り
欄
題
は
、
仁
徳
と
反
正
は
親
子
で
あ
り
、
中
に
憎
憎
を
差
挾
ん

で
お
り
、
讃
と
珍
と
が
兄
弟
と
さ
れ
る
こ
と
に
全
く
一
致
し
な
い
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
⑯

る
。
那
珂
氏
は
、

　
　
履
中
天
苦
口
在
位
モ
短
カ
ケ
レ
バ
、
品
書
ニ
ハ
、
此
一
代
ヲ
既
シ
、
其

　
　
ノ
御
蒲
ナ
ル
反
正
天
皇
即
珍
ヲ
以
テ
、
直
二
讃
二
接
シ
、
且
誤
リ
テ
讃

　
　
ノ
弟
ト
ナ
セ
ル
ナ
リ
。

と
い
う
が
、
在
位
が
短
い
か
ら
一
代
を
脱
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
反
正

も
在
位
は
短
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
だ
け
で
は
理
由
に
な
ら
な
い
。
珍

が
誤
っ
て
讃
の
弟
と
さ
れ
た
と
い
う
の
も
、
何
故
誤
ら
れ
た
か
の
説
明
が
必

要
で
、
そ
れ
は
何
等
こ
こ
に
は
出
て
い
な
い
。
橋
本
氏
は
こ
れ
に
関
し
て
次

　
　
　
　
　
⑰

の
ご
と
く
い
う
。

　
　
能
書
倭
国
伝
に
珍
（
反
正
）
を
ば
讃
の
弟
と
記
し
て
い
る
事
実
は
、
全

　
　
く
言
書
の
誤
謬
と
し
て
排
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
之

　
　
れ
は
恐
ら
く
雪
中
天
皇
の
御
世
に
素
話
の
こ
と
が
な
か
っ
た
為
め
に
、

　
　
つ
ぎ
の
反
正
天
皇
の
時
に
前
天
皇
の
御
弟
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
事
実
が
、

　
　
宋
の
方
で
は
前
に
使
を
派
し
た
讃
の
弟
と
し
て
記
録
せ
ら
る
る
に
至
っ

　
　
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
推
せ
ら
れ
る
。

こ
の
考
え
は
大
体
に
お
い
て
誤
っ
て
い
な
い
と
思
う
が
、
私
は
実
情
は
次
の

ご
と
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

　
一
体
日
本
の
外
交
官
は
歴
代
語
学
が
下
手
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
反
正

の
時
代
の
使
者
も
亦
中
国
語
に
熟
達
し
て
い
た
と
は
ど
う
し
て
も
受
け
と
れ

な
い
。
従
っ
て
そ
の
交
渉
に
は
通
訳
が
用
い
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の

任
に
当
た
っ
た
の
は
朝
鮮
人
（
多
分
百
済
人
）
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
朝

鮮
人
通
訳
で
日
中
両
国
語
に
通
じ
た
も
の
が
い
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
も
亦
甚

だ
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
多
分
日
鮮
、
墨
黒
の
通
訳
を
通
じ
、
い
わ
ゆ
る
重

訳
に
よ
っ
て
相
互
の
意
志
を
通
じ
さ
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
尤
も
こ
れ

は
最
悪
の
場
合
を
予
想
し
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
或
は
も
っ
と
簡
略
に
意

志
の
疏
通
は
計
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
非
常
に
繁
雑

で
わ
ず
ら
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状

態
を
前
提
と
し
て
、
中
国
の
官
吏
と
日
本
の
使
者
と
の
間
に
は
恐
ら
く
次
の

よ
う
な
問
答
が
交
わ
さ
れ
た
。

　
　
「
現
在
の
倭
王
は
前
代
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
か
。
」
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当
然
の
質
問
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
使
者
は
反
正
の
前
代
は
履
中
で

あ
る
こ
と
を
思
い
、

　
　
「
前
代
の
弟
で
あ
り
ま
す
。
」

と
答
え
た
。
こ
れ
も
事
実
と
し
て
は
誤
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
宋
朝
に
は

履
中
か
ら
の
遣
使
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
彼
に
つ
い
て
の
記
録
も
記
億
も
な

い
。
あ
る
の
は
讃
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
現
在
の
竜
王
は
前
代
の

讃
の
弟
で
あ
る
と
誤
解
し
、
そ
の
ま
ま
記
録
に
残
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
私
の
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
も
と
よ
り
適
確
な
史
料
が
あ
っ
て
主
張
す

る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
当
時
の
状
勢
や
日
本
の
使
者
の
能
力
を
考
え
る

と
大
に
あ
り
得
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
と
讃
は
や
は
り
珍
の
父

で
、
仁
徳
に
間
違
い
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
倭
の
二
王
の
比
定
を
終
っ
た
が
、
そ
の
結
果
は
従
来
の
説

と
ほ
と
ん
ど
変
り
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
解
釈
に
は
、
漢
文
献

の
吟
味
に
よ
っ
て
相
当
異
っ
た
説
明
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
少
く
と
も
よ
り
一
層
適
確
な
比
定
を
な
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

勿
論
五
王
に
つ
い
て
は
年
代
の
確
定
化
の
問
題
も
あ
る
が
、
五
王
の
比
定
そ

の
も
の
が
従
来
と
大
し
て
変
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
問
題
も
こ
こ
に
一
一
取
上

げ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
五
王
の
確
立
化
が
成
功
す
れ
ば
、
そ
れ
に
従

っ
て
年
代
も
自
ら
整
理
さ
れ
て
従
来
の
説
が
安
定
化
へ
と
向
う
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

四

　
さ
て
雄
略
よ
り
遡
っ
て
仁
徳
ま
で
の
諸
天
皇
は
、
以
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、

漢
文
献
に
よ
っ
て
適
確
に
そ
の
実
在
を
確
め
る
こ
と
が
で
者
た
。
し
か
し
仁

徳
の
前
の
応
神
及
び
そ
れ
以
前
と
な
る
と
漢
文
献
に
は
ほ
と
ん
ど
手
が
か
り

は
な
い
。
特
に
応
神
の
母
神
功
皇
后
に
つ
い
て
は
全
く
神
秘
に
包
ま
れ
、
そ

の
実
在
は
甚
だ
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
諸
先
学
に
よ
る
研
究

の
結
果
は
、
細
革
の
実
在
を
認
め
、
神
功
を
後
世
に
作
ら
れ
た
架
空
の
人
物

と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
応
神
と
神
功
と
の
間
に
は
、
歴
史
と
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

承
の
世
界
の
線
が
敷
か
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
記
紀
で
説

か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
応
神
と
神
功
は
朝
鮮
征
伐
を
共
に
し
、
そ
の
後
の
朝
鮮

統
治
に
も
連
関
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
二
人
を
全
く
切
離
す
こ
と
は
甚

だ
困
難
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
応
神
も
未
だ
に
伝
承
性
を
か
な
り
残
し
て

い
る
人
物
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
と
に
か
く
応
神
を
実
在
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
歴
史
的
に
ど

の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い

て
の
諸
説
は
後
に
触
れ
る
が
、
結
論
と
し
て
は
、
多
少
の
神
秘
性
は
伴
う
が
、

応
神
は
そ
の
前
の
王
朝
を
倒
し
た
征
服
者
で
あ
り
、
或
は
初
め
て
日
本
で
王

朝
を
開
い
た
も
の
と
し
て
辿
る
王
朝
の
開
祖
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
も
喪

神
の
実
在
を
こ
と
さ
ら
疑
う
も
の
で
は
な
い
。
井
上
氏
の
い
う
よ
う
に
、
ホ
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ン
ダ
ワ
ケ
と
い
う
、
そ
れ
以
前
の
天
皇
に
比
し
て
頗
る
原
初
的
な
名
か
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
も
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
記
紀
は
確
に
王
朝
の
開
祖

に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
華
か
な
事
蹟
を
彼
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し

伝
え
ら
れ
る
事
蹟
に
つ
い
て
は
問
題
が
多
い
。
今
、
よ
り
詳
細
に
述
べ
て
い

る
広
神
紀
を
取
出
し
て
、
ご
く
概
括
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
検
討
し

て
み
よ
う
。

　
応
神
紀
を
見
て
、
我
我
が
最
初
に
気
づ
く
の
は
対
外
関
係
記
事
が
そ
の
半

ば
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
の
詳
細
な
吟
味
は
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
池
内
・
三
品
の
両
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
そ
れ
を
再

説
す
る
必
要
は
な
い
。
概
観
す
る
と
そ
の
内
容
は
、
朝
鮮
か
ら
の
貢
献
、
朝

鮮
へ
の
遣
使
、
百
済
王
の
交
代
な
ど
に
分
た
れ
る
が
、
最
後
の
百
済
王
の
交

代
は
百
済
記
な
ど
外
国
の
文
献
を
用
い
て
お
り
、
本
来
応
神
紀
の
内
容
を
な

し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
十
五
年
秋
八
月
の
百
済
人
阿
直
岐
の
朝

貢
、
十
六
年
二
月
の
王
仁
の
来
朝
は
阿
直
（
岐
）
史
の
氏
族
伝
承
と
見
ら
れ

　
　
　
　
⑳

る
で
あ
ろ
う
。
九
年
四
月
の
条
に
は
、
武
内
宿
禰
と
そ
の
弟
甘
美
内
宿
禰
の

争
う
話
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
武
内
宿
禰
伝
承
で
葛
城
系
の
説
話
と
考
え
ら
れ

る
。
十
四
年
に
は
弓
月
君
が
来
朝
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
葛
城
襲
津
彦
が

か
ら
ん
で
お
り
、
十
六
年
八
月
の
平
群
木
菟
宿
禰
、
的
戸
田
宿
禰
の
加
羅
遠

征
も
襲
津
彦
を
連
れ
帰
っ
て
い
る
か
ら
、
本
来
葛
城
族
の
伝
承
と
し
か
思
わ

れ
な
い
。
二
十
年
秋
九
月
の
条
に
は
、
倭
漢
直
の
祖
阿
知
使
主
及
び
そ
の
子

の
愚
意
使
主
の
来
朝
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
子
孫
の
倭
漢
直
の
持
っ
て
い

た
祖
先
伝
承
で
あ
ろ
う
、
一
二
七
年
二
月
に
は
、
阿
知
面
懸
父
子
が
呉
に
遺
さ

れ
て
縫
工
女
を
求
め
る
話
が
あ
り
、
四
十
一
年
二
月
に
は
、
彼
等
が
そ
れ
を

連
れ
て
帰
国
し
た
が
、
天
皇
の
生
前
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ

れ
も
高
麗
の
国
に
よ
っ
て
呉
に
渡
る
と
い
う
点
、
ま
た
天
皇
の
死
に
間
に
合

わ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
伝
説
め
い
た
も
の
が
あ
り
、
三
品
民
は
後
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

子
孫
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
伝
承
と
見
て
い
る
が
、
従
い
た
い
。

　
内
国
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
も
氏
族
伝
承
と
思
わ
れ
る
も
の
は
多
い
。
十

九
年
十
月
に
吉
野
宮
に
行
幸
し
て
国
巡
人
の
饗
応
を
受
け
た
と
い
う
が
、
こ

れ
は
国
榛
人
の
伝
承
で
あ
ろ
う
。
二
十
二
年
三
月
に
測
算
を
吉
備
国
に
帰
国

さ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
兄
弟
子
孫
た
ち
の
封
境
安
堵
を
述
べ
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
も
吉
備
臣
の
氏
族
伝
承
と
認
め
ら
れ
る
。
五
年
十
月
に
は
伊
豆
国
に
枯

野
と
い
う
舟
を
作
ら
せ
た
こ
と
が
見
え
る
が
、
三
十
一
年
八
月
に
枯
野
が
老

朽
化
し
た
の
で
、
代
り
の
舟
を
諸
国
に
作
ら
せ
、
武
庫
の
水
門
に
集
め
て
お

い
た
と
こ
ろ
が
、
近
く
に
停
泊
し
て
い
た
新
羅
の
舟
が
失
火
し
、
延
焼
し
て

皆
失
わ
れ
た
の
で
、
新
羅
を
責
め
、
新
羅
王
は
驚
い
て
優
秀
な
船
大
工
を
奉

っ
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
が
猪
名
部
氏
の
祖
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
こ
の

話
も
猪
名
田
均
の
も
っ
て
い
た
氏
族
伝
承
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
外
国
文
献
・
氏
族
伝
承
の
以
外
の
も
の
が
応
神
に
関
す
る

プ
ロ
パ
…
の
伝
承
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
ご
と
き
も
の
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倭の五王とその祖先について（佐藤）

で
あ
る
。

　
　
三
年
冬
十
月
に
、
東
の
蝦
夷
に
厩
坂
の
道
を
作
ら
せ
た
。

　
　
六
年
二
月
に
、
近
江
国
に
行
き
、
菟
道
野
で
歌
よ
み
を
し
た
。

　
　
七
年
九
月
に
、
武
内
宿
禰
に
命
じ
て
韓
人
池
を
作
ら
せ
た
。

　
　
十
一
年
十
月
に
劔
池
以
下
三
つ
の
池
を
作
ら
せ
た
。

　
　
こ
の
年
、
日
向
国
よ
り
髪
長
媛
を
召
し
、
大
鰐
鶉
尊
（
仁
徳
）
に
賜
わ

　
　
つ
た
。

　
　
四
十
年
正
月
に
、
大
山
守
尊
・
大
足
至
尊
を
召
し
て
間
署
し
、
菟
道
雅

　
　
郎
子
を
皇
太
子
と
し
た
。

こ
の
他
に
も
一
、
二
簡
単
な
記
事
が
あ
る
が
、
大
し
た
意
味
を
持
た
な
い
の

で
そ
れ
は
省
く
。
結
局
、
応
神
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
本
来
の
伝
承
は
、
右
の

数
か
条
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
内
容
は
何
ら
王
朝
の
始
祖
と

し
て
の
優
れ
た
人
間
的
素
質
な
り
、
才
能
な
り
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
極

め
て
あ
り
ふ
れ
た
凡
庸
の
古
代
陥
落
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
見
応

神
を
王
朝
の
開
祖
な
ど
と
い
う
考
え
を
全
く
打
壊
す
材
料
の
ご
と
く
も
思
わ

れ
る
。
し
か
し
私
は
、
実
は
開
祖
な
ど
と
い
う
も
の
は
本
来
政
権
奪
取
ま
で

の
正
確
な
事
蹟
は
必
ず
し
も
充
分
に
伝
わ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
こ
こ
に
強

調
し
た
い
。

　
王
朝
の
開
祖
と
な
る
よ
う
な
人
物
は
、
内
外
と
も
に
よ
く
活
動
す
る
の
が

東
西
の
例
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
実
情
は
な
か
な
か
正
確
に
は
伝
わ
ら
な
い

の
で
あ
る
。
早
い
話
が
穂
神
の
真
の
父
母
は
誰
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
関

し
て
は
何
一
つ
手
が
か
り
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
今
日
に
お
い
て
は
、
何

び
と
も
仲
哀
と
神
功
を
応
神
の
真
の
父
母
と
信
ず
る
も
の
は
い
ま
い
。
更
に

そ
の
都
し
た
所
が
何
処
で
あ
っ
た
か
も
明
か
で
な
い
。
記
に
よ
れ
ば
ホ
ソ
ダ

ワ
ケ
は
軽
島
の
明
宮
に
坐
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
紀
に
は
何
ら
記

す
と
こ
ろ
が
な
い
。
だ
だ
二
十
二
年
春
三
月
戊
子
の
条
に
、
難
波
の
大
隅
宮

に
幸
し
た
こ
と
が
見
え
、
四
十
一
年
春
二
月
戊
申
の
臼
に
明
宮
で
崩
じ
た
こ

と
が
書
か
れ
、
コ
日
」
と
し
て
「
大
隅
宮
に
崩
り
ま
し
ぬ
。
」
と
あ
る
だ
け

で
あ
る
。
開
創
期
で
も
あ
り
、
諸
事
整
わ
ぬ
た
め
に
、
王
朝
そ
れ
自
体
に
記

録
し
或
は
伝
承
す
る
準
備
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
方
紀
十
五
年
秋
七

月
、
同
十
六
年
春
二
月
の
条
に
よ
れ
ば
、
阿
脂
漏
が
一
“
兎
道
雅
郎
子
に
字
を
教

え
、
後
に
は
王
仁
が
来
て
『
論
語
』
と
『
千
字
文
』
を
奉
献
し
た
と
い
う
。

し
か
し
こ
の
当
時
『
千
字
文
』
が
出
来
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
既
に
疑
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
先
ず
こ
の
話
は
前
に
も
触
れ
た
ご
と
く
後
世
に
作
ら
れ

た
阿
直
史
の
氏
族
伝
承
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
応
神
朝
に

文
字
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
な
ど
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
応
神

に
関
し
て
華
か
な
伝
承
が
な
い
の
は
不
思
議
で
な
く
、
そ
の
こ
と
は
何
ら
彼

の
英
雄
的
素
質
の
な
い
の
を
証
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
歴

史
の
初
に
現
れ
る
開
祖
は
多
く
は
正
確
な
事
蹟
を
持
た
ず
、
反
っ
て
後
に
他

の
系
統
の
伝
承
に
よ
っ
て
そ
の
英
雄
性
を
盛
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
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応
神
も
そ
の
よ
う
に
し
て
後
世
の
材
料
を
添
加
さ
れ
て
そ
の
偉
大
さ
を
繕
わ

れ
た
好
個
の
例
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
中
国
省
典
の
句
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
門
燈
而
聡
達
、
玄
監
深
遠
、
動
容
血
止
、
最
期
正
順
焉
。
」
と
い
う
稀
に

見
る
名
君
に
仕
立
て
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

五

　
現
在
の
応
神
像
が
、
右
に
述
べ
た
ご
と
く
、
後
世
の
人
人
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
真
実
、
王
朝
の
始
祖
で
あ
り
、
多
分
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
一
体
彼
は
如
何
な
る
系
統
の
人

間
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
両
親
が
不
明
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
出
生
が
神
秘

的
な
説
話
に
彩
ら
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
　
も
は
や
之
れ
を
大
和
王
朝
（
い
わ

ゆ
る
三
輪
王
朝
ま
た
は
崇
神
王
朝
）
と
関
係
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

事
実
直
接
関
係
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
何
も
そ
の
よ
う
に
神
秘
的
な
説
話
で
、

そ
の
出
生
や
両
親
を
説
明
し
た
り
す
る
必
要
は
毫
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
応
神
の
出
自
に
つ
い
て
は
従
来
三
世
が
行
わ
れ
て
き
た
。
第
一
は
騎
馬
民

族
説
で
あ
り
、
彫
塗
に
率
い
ら
れ
た
北
方
の
騎
馬
民
族
が
朝
鮮
か
ら
渡
来
し
、

九
州
か
ら
は
応
神
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
て
摂
津
に
上
陸
し
、
大
和
王
朝
を
征

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

服
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
江
上
説
）
。
第
二
は
応
神
は
も
と
九
州
に
あ
っ

た
熊
襲
の
出
身
で
あ
り
、
瀬
戸
内
を
伝
っ
て
摂
津
に
上
陸
し
、
大
瀦
朝
廷
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

滅
し
て
新
し
い
王
朝
を
開
い
た
も
の
と
す
る
（
水
野
説
）
。
こ
の
意
味
で
こ

れ
は
前
者
と
同
じ
く
征
服
王
朝
説
で
あ
る
。
第
三
は
、
応
神
は
本
来
河
内
に

い
た
豪
族
で
、
漸
次
発
展
し
て
、
従
来
大
和
の
三
輪
山
麓
に
あ
っ
た
三
輪
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

朝
を
倒
し
、
河
内
王
朝
を
開
い
た
も
の
と
す
る
（
上
田
説
）
。
山
根
・
直
木

両
氏
の
難
波
王
朝
論
も
大
体
に
お
い
て
こ
の
説
に
近
い
。
と
も
に
土
着
豪
族

説
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
の
説
に
対
す
る
批
判
は
既
に
考
古
学
者
・
日
本
史
家
の
聞
に
行
わ
れ

て
い
る
。
征
服
と
い
う
こ
と
は
民
族
に
と
っ
て
重
大
事
件
で
あ
り
、
そ
の
記

録
は
と
も
か
く
記
憶
は
必
ず
残
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
そ
れ
は
言
語
の
上
な

ど
に
も
か
な
り
の
影
響
を
及
ぼ
す
は
ず
な
の
に
、
古
記
録
に
は
そ
の
痕
跡
は

な
い
。
考
古
学
的
に
も
遺
物
の
上
で
そ
れ
を
里
馬
的
に
証
明
す
る
材
料
は
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
説
は
や
は
り
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ

に
比
す
れ
ば
第
二
の
熊
襲
東
征
説
は
頗
る
魅
力
の
あ
る
説
で
あ
る
が
、
文
化

程
度
の
低
い
異
民
族
が
摂
津
・
河
内
に
上
陸
し
て
先
進
民
族
を
直
に
服
従
せ

し
め
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
長
い
年
月
が
か
か
る
が
、
そ

れ
も
史
上
何
ら
の
片
鱗
を
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
こ
の
説
で
な

け
れ
ば
混
織
出
現
の
問
題
を
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

結
局
、
第
三
の
説
が
最
も
あ
り
得
る
穏
当
な
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
た
だ
第
三
の
説
で
も
、
離
乳
が
摂
津
・
河
内
の
土
豪
出
身
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
は
い
え
て
も
、
何
故
そ
れ
が
大
王
に
な
り
得
た
か
と
い
う
問
題
は

未
だ
必
ず
し
も
充
分
に
解
か
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
問
題
解
決
の
た
め
に
次
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に
詳
し
く
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
歴
史
的
な
背
景
で
あ
る
。

応
神
の
時
代
は
仁
徳
（
倭
王
讃
）
の
在
位
年
代
か
ら
考
え
て
、
四
世
紀
後
半

か
ら
五
世
紀
初
頭
に
一
応
設
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
四
世
紀
後
半
に
お
け

る
日
本
と
朝
鮮
と
の
交
渉
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
先
ず
知
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
好
個
の
材
料
に
な
る
の
が
神
功
・
二
神
紀
の
朝
鮮

関
係
記
事
で
あ
る
。

　
既
に
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
神
功
紀
の
前
半
は
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ

シ
姫
の
朝
鮮
征
伐
に
関
す
る
説
話
で
あ
り
、
後
半
は
朝
鮮
の
記
録
な
ど
を
基

に
し
た
ら
し
い
日
鮮
交
渉
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
後
半
の
記
事
と
応
神
紀
の

朝
鮮
関
係
記
事
の
史
料
と
し
て
の
検
討
は
池
内
・
三
品
・
井
上
三
口
ら
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

っ
て
精
密
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
付
加
す
べ
き
も
の
を
私
は
持
合
せ

な
い
。
た
だ
行
文
の
都
合
上
三
訂
の
研
究
結
果
を
ま
と
め
て
設
定
で
き
る
史

実
を
次
に
掲
出
し
よ
う
。

　
　
一
、
三
六
六
年
、
日
本
の
使
者
、
卓
淳
国
の
仲
介
に
よ
っ
て
百
済
を
訪

　
　
　
問
。

　
　
二
、
三
六
七
年
、
百
済
の
使
者
久
量
ら
、
薪
羅
の
使
者
と
と
も
に
日
本

　
　
　
へ
来
朝
。

　
　
三
、
三
六
九
年
、
荒
田
別
ら
久
丞
と
と
も
に
渡
海
、
百
済
と
結
ん
で
新

　
　
　
羅
を
討
ち
、
比
翠
玉
以
下
の
七
重
平
定
。
生
利
以
下
山
村
を
降
し
、

　
南
の
祝
弥
多
礼
を
破
る
。
百
済
は
祝
弥
多
面
の
領
有
を
認
め
ら
れ
、

　
新
羅
を
挫
い
て
勢
力
倍
加
す
。
以
上
の
地
は
皆
全
羅
南
北
道
に
存
在

　
す
る
。

四
、
三
七
〇
年
、
久
壕
、
日
本
へ
来
朝
。

五
、
三
七
一
年
、
百
済
の
肖
古
王
、
精
兵
三
万
を
率
い
て
高
句
麗
に
迫

　
る
。
同
年
、
久
底
ま
た
来
朝
。

六
、
三
七
二
年
、
久
琢
来
朝
、
七
支
刀
一
口
・
七
子
鏡
一
面
を
奉
献
。

七
、
三
八
二
年
、
新
羅
、
日
本
に
反
抗
。
沙
至
比
脆
（
葛
城
襲
津
彦
）

　
討
伐
に
赴
き
、
反
っ
て
新
羅
に
味
方
し
加
羅
を
討
つ
。
加
羅
、
百
済

　
と
と
も
に
日
本
に
援
を
求
め
、
天
皇
、
無
蓋
斤
資
を
遣
し
て
加
羅
を

　
救
う
。

八
、
三
八
五
年
、
百
済
の
辰
砂
王
立
ち
、
日
本
に
反
抗
。
紀
角
宿
心
行

　
っ
て
こ
れ
を
責
め
、
王
は
殺
さ
れ
、
豊
九
二
年
、
阿
花
王
立
つ
。
こ

　
の
八
年
間
の
こ
と
は
広
開
土
王
（
三
九
一
一
四
一
二
年
在
位
）
の
碑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
羅
p

　
に
よ
る
と
、
　
「
三
九
一
年
に
倭
は
渡
海
、
百
残
・
□
臼
・
新
羅
を
破

　
り
、
こ
れ
を
臣
と
し
た
。
」
と
あ
る
の
に
一
致
す
る
。

九
、
三
九
七
年
、
阿
花
王
、
高
旬
麗
に
付
き
、
日
本
に
反
抗
。
日
本
は

　
百
済
の
領
地
侃
弥
多
礼
を
占
領
、
百
済
は
王
子
薩
支
を
日
本
に
送
っ

　
て
和
を
請
う
。

一
〇
、
四
〇
〇
年
、
日
本
軍
は
百
済
と
と
も
に
新
羅
に
侵
入
、
新
羅
・
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高
句
麗
の
国
境
に
満
ち
、
新
羅
は
高
句
麗
に
援
を
請
う
。
高
目
麗
軍
、

　
　
　
新
羅
に
入
り
、
日
末
軍
を
追
払
う
。

　
　
一
一
、
四
〇
四
年
、
日
本
、
百
済
と
同
盟
、
高
句
麗
に
奪
わ
れ
た
帯
方

　
　
　
の
故
地
を
侵
し
、
高
句
麗
は
日
本
に
温
感
的
打
撃
を
与
え
た
コ

右
の
記
事
の
中
に
は
、
七
の
葛
城
六
気
彦
の
寝
返
り
の
よ
う
な
一
見
伝
説
風

の
話
も
あ
る
が
、
全
部
が
百
済
記
・
吉
開
土
王
碑
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
に
は
も
は
や
こ
れ
は
伝
説
で
は
な
く
、
歴
史
事
実
と
見
な
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
実
と
前
半
の
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
の
伝
説
と
を

併
せ
考
え
て
、
津
田
氏
は
姫
の
伝
説
は
、
　
「
伝
説
口
碑
か
ら
出
た
も
の
で
は

な
く
、
よ
ほ
ど
後
に
な
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
新
羅
征
討
の
事
実
の
真
の
事
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
忘
れ
ら
れ
た
こ
ろ
に
机
上
で
述
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
た
。
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

上
馬
は
こ
れ
を
批
判
し
て
大
要
次
の
ご
と
く
い
う
。

　
　
も
と
よ
り
四
世
紀
後
半
の
新
羅
征
討
の
主
人
公
が
神
功
で
あ
っ
た
か
、

　
　
疫
神
で
あ
っ
た
か
は
改
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
が
、
記
紀
の

　
　
古
伝
承
が
、
新
羅
征
討
の
物
語
を
こ
の
前
後
の
こ
と
と
し
て
述
べ
て
い

　
　
る
と
い
う
こ
と
は
、
朝
鮮
出
兵
の
事
実
が
決
し
て
忘
れ
ら
れ
て
い
な
か

　
　
つ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
の
物
語

　
　
は
津
田
氏
の
い
う
よ
う
に
六
世
紀
ま
た
は
そ
れ
以
後
に
で
き
た
も
の
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
物
語
は
観
念
の
所
産
と
し
て
で
き
た
も
の
で
な
く
、
朝

　
　
鮮
出
兵
の
史
実
が
何
ら
か
の
径
路
で
記
憶
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
全

　
　
体
の
調
子
が
説
話
的
で
あ
る
こ
と
、
進
路
の
記
載
が
き
わ
め
て
ぼ
や
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
い
る
こ
と
は
記
憶
の
事
実
が
な
か
っ
た
証
拠
で
な
く
、
記
憶
の
仕
方

　
　
が
暖
昧
で
あ
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

而
し
て
、
征
討
の
主
人
公
が
神
功
か
登
霞
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
　
「
応
神
は

神
功
と
と
も
に
の
み
（
し
か
も
胎
児
と
し
て
）
朝
鮮
経
営
に
参
加
し
た
。
」
と
し
、

　
　
記
紀
の
所
伝
で
は
実
在
の
天
皇
に
胎
中
天
皇
と
い
う
よ
う
な
奇
妙
な
形

　
　
像
を
与
え
、
し
か
も
胎
児
と
し
て
以
外
は
朝
鮮
経
営
か
ら
シ
ャ
ヅ
ト
ア

　
　
ウ
ト
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
代
り
に
、
名
の
上
か
ら
い
っ
て
実

　
　
在
の
人
物
ら
し
く
な
い
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
を
主
人
公
に
し
て
い
る
。

　
　
こ
の
矛
盾
を
解
き
得
る
唯
～
の
道
は
朝
鮮
経
営
の
主
人
公
は
実
は
応
神

　
　
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
事
実
が
伝
承
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
中
に

　
　
応
神
の
名
が
消
え
て
い
っ
た
。
他
方
に
何
か
強
く
記
億
に
残
っ
て
い
る

　
　
女
王
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
主
入
公
に
変
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
お
し
の

　
　
け
ら
れ
た
広
神
は
胎
中
天
皇
と
し
て
の
み
、
わ
っ
か
に
伝
承
に
そ
の
名

　
　
を
と
ど
め
た
。
こ
う
考
え
る
時
に
の
み
合
理
的
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

と
い
い
、
そ
の
応
神
を
押
し
の
け
た
強
力
な
女
性
の
印
象
を
卑
弥
呼
の
そ
れ

で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
私
は
右
の
井
上
氏
の
説
で
、
記
濾
の
事
実
が
な
か
っ
た
の
で
な
く
、
記
憶

の
仕
方
が
曖
昧
で
あ
っ
た
と
す
る
基
本
的
態
度
に
賛
成
す
る
。
そ
し
て
応
神

が
実
際
に
朝
鮮
征
討
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
、
そ
の
主
人
公
で
あ
っ
た
か
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ど
う
か
は
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
条
件
つ
き
で
賛
成
す
る
。
し
か
し
応
神
を
押
し

の
け
た
強
力
な
女
性
の
印
象
が
卑
弥
呼
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
す
る
の
に
は
養

成
で
き
な
い
。

　
成
程
卑
弥
呼
は
紀
で
は
神
功
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
卑
弥
呼
の
存

在
は
魏
志
倭
人
伝
に
よ
っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
魏
志
を
読

む
も
の
の
み
が
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
し
記
紀
編
纂
以
前
に
早
く
か
ら
彼

女
の
名
が
知
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
日
本
化
し
た
形
で
あ
れ
、
そ
れ

ま
で
の
日
本
の
謬
論
の
中
に
存
在
し
た
か
或
は
影
響
を
残
し
た
か
す
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
が
全
く
な
く
て
、
紀
に
突
然
現
れ
る
の
は
、
史
官
の
み
の
外

国
文
献
に
よ
る
知
識
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
豪

時
一
般
に
卑
弥
呼
に
関
す
る
知
識
が
普
及
し
、
そ
れ
が
神
功
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
か
ら
、
史
官
が
そ
れ
を
採
っ
た
と
い
う
風
に
は
ど
う
し
て
も
考

え
が
た
い
の
で
あ
る
。

一s．．

A

　
こ
の
よ
う
に
も
と
も
と
の
神
功
の
像
に
本
来
卑
弥
呼
の
投
影
も
な
い
と
す

る
と
、
一
体
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
と
は
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
岡
田
氏
は
最
近
、
頗
る
稲
藁
に
富
む
説
を
提
出
さ
れ
た
。
即
ち
姫
は
住

吉
神
を
奉
ず
る
従
軍
巫
女
で
あ
り
、
彼
女
の
活
躍
に
よ
っ
て
神
の
加
護
を
受

け
、
遠
征
軍
は
勝
利
に
導
か
れ
た
と
い
う
よ
う
な
住
吉
霊
験
諏
が
最
初
に
あ

，

つ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
胎
中
に
あ
っ
て
従
軍
す
る
皇
子
の
こ
と
は

母
子
神
漂
着
神
話
と
結
合
し
た
際
の
改
変
で
あ
り
、
原
説
話
に
は
御
子
誕
生

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
七
世
紀
に
神
功
の
物
語
が
作
ら
れ
る
際
に
古
く
か

ら
伝
え
ら
れ
た
従
軍
座
女
の
伝
説
と
漂
着
母
子
神
の
神
話
と
を
結
合
し
て
新

し
い
物
語
が
作
ら
れ
た
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
氏
の
説
は
或
る
論
文
の
譲

で
簡
単
に
述
べ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
の
で
こ
れ
以
上
詳
し
い
こ
と
は
知
り
得

な
い
。
し
か
し
実
は
私
も
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
考
え
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
、

細
部
で
は
多
少
異
る
点
が
あ
る
と
思
う
が
、
そ
れ
を
次
に
述
べ
て
み
た
い
。

　
先
に
触
れ
た
ご
と
く
四
世
紀
の
後
半
に
、
目
本
が
朝
鮮
と
交
渉
を
持
ち
、

時
と
し
て
大
軍
を
出
し
相
当
奥
地
ま
で
進
ん
で
激
し
い
戦
争
が
行
わ
れ
た
こ

と
は
事
実
と
し
て
間
違
い
な
い
。
こ
の
軍
隊
派
遣
の
命
令
者
は
当
然
大
和
朝

廷
の
客
主
で
あ
り
、
多
分
摂
津
の
諸
港
を
中
心
に
遠
征
軍
が
編
成
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
、
軍
の
主
力
を
な
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
摂
津
・
河
内
・
紀
伊
の
諸
地
方
の
人
人
で
、
殊
に
海
軍
力
と
し
て
は
そ
の

沿
岸
の
海
人
た
ち
が
動
員
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
こ
れ
ら
の
軍
の
指
揮

官
と
し
て
、
こ
の
地
方
の
豪
族
が
出
動
し
た
こ
と
も
疑
な
く
、
そ
の
最
高
指

揮
宮
の
一
人
に
ホ
ソ
ダ
ワ
ケ
が
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
遠
征
軍
に
は
巫
女
が
一
人
参
加
し
て
い
た
。
巫
女
が
戦
争
に
参
や

書
す
る
の
は
奇
異
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
ど
う
や
ら
古
代
日
本
で

は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
っ
た
ら
し
い
。
例
を
あ
げ
る
と
先
ず
第
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一
に
、
景
行
紀
四
年
九
月
の
条
に
記
さ
れ
る
神
夏
磯
媛
で
あ
る
。
景
行
天
皇

が
周
芳
（
周
防
）
国
の
娑
腰
に
幸
し
た
と
き
に
、
…
国
の
魁
帥
で
あ
る
神
平

磯
媛
が
「
磯
津
山
の
賢
木
を
抜
い
て
、
上
枝
に
は
八
握
劔
を
桂
け
、
中
学

に
は
八
腿
鏡
を
桂
け
、
下
枝
に
は
八
尺
覆
を
捷
け
、
亦
受
認
を
船
の
舳
に
樹

て
て
扁
来
て
降
服
を
願
っ
た
と
い
う
。
神
託
に
よ
っ
て
一
国
を
支
配
す
る
巫

女
が
、
ク
ニ
の
命
運
を
双
肩
に
荷
じ
、
舟
に
乗
り
軍
の
先
頭
に
立
っ
て
服
従

の
意
を
表
し
て
き
た
有
様
が
彷
彿
す
る
で
は
な
い
か
。
第
一
一
の
例
は
景
行
紀

四
十
年
末
の
条
に
、
日
本
武
尊
が
相
摸
か
ら
上
総
に
渡
ら
ん
と
し
た
と
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
み
な

海
が
荒
れ
、
穂
積
窓
蓋
山
宿
禰
の
女
で
「
王
に
従
い
ま
つ
る
妾
」
弟
橘
媛
が

入
水
し
て
海
神
を
な
だ
め
、
そ
の
御
蔭
で
尊
は
無
事
に
目
的
地
に
達
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぎ
の
み
め

い
う
。
記
に
は
弟
橘
媛
を
尊
の
后
と
記
し
、
紀
に
も
次
姫
と
記
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
世
的
な
修
飾
で
、
も
と
も
と
巫
女
の
役
割
を
荷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
み
は
　
え

っ
て
い
た
話
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
の
例
は
琉
球
の
君
南
風
の
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
あ
る
。
既
に
従
軍
巫
女
の
例
と
し
て
山
根
氏
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
詳

し
く
は
述
べ
る
必
要
は
な
い
が
、
一
五
〇
〇
年
、
尚
真
王
の
と
き
八
重
山
遠

征
が
行
わ
れ
、
戦
士
た
ち
と
と
も
に
久
米
島
の
六
名
の
女
神
官
即
ち
ノ
μ
の

上
位
に
い
る
君
補
肥
が
従
軍
し
、
こ
の
巫
女
た
ち
の
唱
え
る
「
お
も
ろ
」
と

「
お
た
か
べ
」
（
祝
詞
）
に
励
ま
さ
れ
て
遠
征
は
成
功
し
た
か
の
ご
と
く
信
じ

ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
征
戦
が
十
六
世
紀
の
初
頭
ま
で
事
実

と
し
て
残
っ
て
い
た
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
琉
球
が
古
代
日
本
の

姿
と
共
通
の
も
の
を
残
し
て
い
る
と
い
う
一
般
的
な
通
念
か
ら
す
れ
ば
、
古

代
日
本
に
も
戦
の
先
頭
に
立
つ
従
軍
巫
女
が
実
在
し
た
こ
と
は
も
は
や
疑
い

え
な
い
と
思
う
。

　
右
の
前
の
二
つ
の
例
は
と
も
に
説
話
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
事
実
で
あ
っ
た

と
す
る
必
要
は
な
い
が
、
第
三
の
実
在
の
例
と
併
せ
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な

説
話
の
伝
え
ら
れ
た
背
景
に
は
、
戦
争
に
出
動
し
、
一
軍
の
危
機
に
そ
の
動

向
を
左
右
す
る
働
き
を
し
た
巫
女
が
確
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
征
討

の
軍
は
幾
度
か
出
て
い
る
が
、
そ
の
何
れ
か
の
作
戦
の
と
き
に
こ
の
よ
う
な

巫
女
が
同
行
し
、
そ
の
神
託
に
よ
っ
て
渡
海
が
進
め
ら
れ
、
大
き
な
成
功
を

紋
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
而
し
て
そ
の
場
合
こ
の
巫
女
に
神
託

を
授
け
る
主
た
る
神
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
水
軍
を
構
成
す
る
海
人
た
ち
の

信
仰
す
る
表
筒
男
・
中
言
男
・
底
筒
男
の
三
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
神
は
海
神

で
あ
っ
た
か
ら
単
に
摂
津
方
面
の
み
な
ら
ず
、
瀬
戸
内
か
ら
九
州
沿
岸
ま
で

知
ら
れ
た
神
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
摂
津
で
は
こ
の
神
は
住
吉
火

神
と
し
て
定
着
し
、
従
軍
巫
女
の
伝
承
は
住
吉
大
神
の
霊
験
諦
と
し
て
形
を

整
え
て
く
る
。
即
ち
住
吉
大
神
の
庇
護
に
よ
り
、
そ
の
神
託
を
受
け
た
神
秘

的
な
女
性
の
指
導
に
基
い
て
自
分
た
ち
の
朝
鮮
従
軍
が
成
功
し
た
と
す
る
考

え
は
、
細
か
な
事
実
は
脱
落
し
た
形
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
海
人
の
問

に
長
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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七

　
同
時
に
摂
津
・
河
内
の
人
人
に
は
次
の
よ
う
な
歴
史
的
課
題
が
あ
っ
た
。

多
分
数
度
の
朝
鮮
征
討
は
か
な
り
の
人
間
を
半
島
か
ら
こ
の
地
に
移
動
さ
せ

た
。
戦
争
に
よ
っ
て
朝
鮮
か
ら
多
く
の
人
間
を
日
本
に
入
れ
た
こ
と
は
神

功
・
応
神
紀
に
も
し
ば
し
ば
現
れ
、
朝
鮮
征
伐
は
一
面
に
お
い
て
人
間
掠
奪

の
戦
争
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ
え
疑
わ
し
む
る
ほ
ど
で
あ
る
。
朝
鮮
諸
王
相

互
の
贈
与
、
或
は
そ
れ
の
中
国
王
朝
へ
の
朝
貢
に
も
生
口
が
奉
献
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
⑭

る
例
か
ら
す
る
と
、
当
時
の
支
配
者
か
ら
見
れ
ば
人
民
は
貴
重
な
生
産
財
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ

し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
成
功
を
収
め
た
朝
鮮
征
討
に
摂
津
・

河
内
の
軍
が
主
力
と
し
て
働
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
人
人
へ
の
生
口
の
分
与

は
当
然
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
生
口
を
投
入
し
、

、
新
し
い
水
利
技
術
を
利
用
す
る
こ
と
1
7
～
よ
っ
て
摂
津
・
河
内
の
平
野
は
飛
躍

的
に
発
展
し
た
。
百
重
・
仁
徳
紀
に
は
明
か
に
こ
れ
ら
の
人
人
の
投
入
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
っ
て
開
発
さ
れ
た
灌
春
夏
池
の
記
録
が
多
多
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
朝
鮮
征
討
は
次
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
。
如
何
に
一

六
〇
〇
年
前
の
軍
隊
と
は
い
え
、
相
当
数
の
軍
兵
は
統
制
さ
れ
た
｝
つ
の
強

固
な
組
織
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
帰
還
後
も
社
会
の
階
層
化
に

か
な
り
の
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
補
虜
と
し
て
連
れ

帰
っ
た
朝
鮮
人
が
、
新
に
最
下
層
に
生
産
財
と
し
て
投
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

直
接
生
産
に
携
わ
る
奴
碑
階
級
は
こ
れ
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
、
…
層
強
大
な

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
階
層
を
構
成
し
た
で
あ
ろ
う
。
岡
田
氏
は
、
大
和
に
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
な
政
治
集
団
で
あ
る
君
姓
の
豪
族
が
い
た
と
し
、
上
田
氏
は
近
畿
の
地
方

に
は
臣
姓
を
以
て
皇
室
と
つ
な
が
る
豪
族
が
お
り
、
大
阪
平
野
に
は
落
部
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

統
率
し
て
王
権
に
直
属
す
る
連
姓
の
伴
造
系
豪
族
が
存
在
し
た
と
い
う
。
王

室
に
隷
属
性
の
強
い
伴
造
集
団
は
こ
の
よ
う
な
戦
争
に
よ
る
組
織
化
が
そ
の

背
景
と
な
っ
て
成
立
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
階
層
的
に
組

織
化
さ
れ
た
集
団
の
力
が
、
そ
れ
ま
で
の
豪
族
連
合
的
な
大
和
政
権
を
圧
倒

す
る
も
の
と
な
っ
て
働
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
後
に
摂

津
・
河
内
の
人
人
が
、
開
発
さ
れ
発
展
し
つ
つ
あ
る
大
阪
平
野
を
見
る
と
き
、

彼
等
は
そ
れ
を
鮨
幸
し
た
王
朝
の
祖
先
を
思
い
、
偉
大
な
祖
先
と
し
て
乃
至

は
指
導
者
と
し
て
応
需
を
回
顧
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
応

神
を
強
大
な
王
朝
の
開
祖
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
事
蹟
を
そ
れ
ら
し
く
整

え
る
こ
と
が
彼
等
の
歴
史
的
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
応
神
を
偉
大
な
始
祖
と
し
て
定
着
さ
せ
る
の
に
最
初
に
障
害
と

な
っ
た
の
は
、
そ
の
両
親
に
つ
い
て
の
伝
承
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

人
入
が
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
そ
の
両
親
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
彼
の
伝
承

か
ら
全
く
欠
落
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
或
は
こ
れ
は
後
の
人
人
に
と

っ
て
は
幸
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
．
同
じ
朝
鮮
征
討
に
活
躍
し
た
人
物
と

し
て
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
が
あ
り
、
そ
れ
が
治
好
の
母
親
と
す
る
こ
と
が
で
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み
モ
か
ご
と

ぎ
た
か
ら
で
あ
る
α
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
は
、
姫
が
住
吉
大
神
と
密
事

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
応
神
が
生
れ
た
と
す
る
説
話
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ

れ
が
伝
承
の
最
初
の
形
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
朝
鮮
征
討
に
つ
．
い
て
の
事
蹟
も
応
神
に
関
し
て
は
既
に
曖
昧
な
も
の
に
な

り
つ
つ
あ
っ
た
。
恐
ら
く
た
だ
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
伝
わ
っ
て
い

た
に
過
ぎ
ま
い
。
し
か
し
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
に
関
し
て
は
住
吉
大
社
ま
た

は
海
人
の
間
に
、
や
は
り
物
語
化
し
た
形
で
は
あ
っ
た
が
、
一
つ
の
伝
承
が

残
っ
て
い
た
。
否
こ
の
伝
承
の
故
に
姫
の
名
が
残
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
こ
の
姫
の
伝
承
が
完
結
し
た
形
で
存
在
し
た
こ
と
と
応
神
に
つ
い
て
の

伝
承
の
曖
昧
さ
の
た
め
に
、
応
神
は
姫
側
の
伝
承
に
真
実
ら
し
い
形
で
入
り

こ
め
ず
、
胎
中
参
加
と
い
う
奇
妙
な
形
を
と
っ
て
、
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
住
吉
大
神
の
子
と
し
て
、
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
の
腹
を
借
り
て
生
を
受

け
、
胎
中
に
て
征
討
に
参
加
し
た
と
い
う
形
で
二
人
は
連
結
さ
れ
、
こ
れ
が

そ
の
一
連
の
物
語
の
原
型
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
度
こ
の
原
型
が
設
定
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
海
人
た
ち
の
口
伝
え
に
よ
っ

て
広
く
瀬
戸
内
か
ら
北
九
州
ま
で
拡
が
っ
た
。
そ
し
て
各
地
に
姫
と
癒
神
に

関
す
る
伝
承
が
作
ら
れ
て
行
く
。
各
地
の
海
人
が
、
そ
の
先
祖
が
こ
の
遠
征

に
参
加
し
た
も
の
と
し
て
説
話
を
作
り
、
地
名
の
説
明
に
も
こ
の
遠
征
潭
が

用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
が
更
に
中
央
に
集
め
ら
れ
、
姫
の
像
を
一
層
豊
か
に

し
、
現
実
ら
し
く
見
え
る
も
の
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

地
方
の
、
断
片
的
な
遠
征
関
係
の
説
話
は
、
少
し
く
後
に
編
纂
さ
れ
た
も
の

で
は
あ
ろ
が
、
今
日
『
風
土
記
』
以
下
の
諸
記
録
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

　
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
伝
説
は
そ
の
後
更
に
色
色
な
修
正
を
受
け
た
よ
う
で

あ
る
。
直
木
氏
は
姫
の
性
格
を
後
世
の
女
帝
な
ど
の
事
蹟
に
よ
っ
て
説
開

し
、
反
映
法
に
よ
る
優
れ
た
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
。
私
は
氏
の
考
察
を
充

分
に
納
得
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ヴ
ニ
ー
ル
を
次
次
と
剥
い
で
い
っ
て
最
後

に
残
る
ケ
ル
ン
は
何
か
と
い
う
点
に
不
充
分
な
も
の
を
感
じ
て
い
た
。
氏
は
、

　
　
神
功
皇
后
は
新
羅
征
討
の
こ
と
を
実
際
に
断
行
し
た
七
世
紀
以
降
の
女

　
　
帝
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
宮
廷
の
人
々
が
構
想
し
た
人
物
で

　
　
あ
っ
て
、
四
世
紀
末
に
実
在
し
た
人
物
で
は
な
い
。

　
　
　
　
⑳

と
さ
れ
る
が
、
推
古
以
下
の
女
帝
は
モ
デ
ル
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
性
格
づ

け
に
使
わ
れ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
推
古
以
下
の
女
帝
に

関
す
る
事
実
が
神
功
の
性
格
づ
け
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も

反
映
の
材
料
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
反
映
法
は
性

格
づ
け
の
過
程
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
最
初
の
現
実
が
何
で
あ
っ

た
か
に
つ
い
て
の
充
分
な
説
明
は
で
き
な
い
と
思
う
。
神
功
の
伝
承
が
そ
の

後
如
何
に
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
は
既
に
井
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

氏
に
よ
っ
て
要
を
得
た
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
譲
り
た
い
。
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倭の五王とその祖先について（佐藤）

凡

　
な
お
最
後
に
一
、
二
付
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
武

内
宿
禰
伝
承
に
つ
い
て
で
あ
る
。
武
内
宿
禰
が
数
代
の
芙
皇
に
わ
た
っ
て
仕

え
、
特
に
神
功
の
事
蹟
に
お
い
て
相
当
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
は
既
に

知
ら
れ
て
い
る
。
従
来
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
津
田
氏
以
来
、
推
古
女
帝
－

皇
太
子
聖
徳
太
子
…
蘇
我
馬
子
大
臣
の
関
係
を
考
え
、
そ
れ
の
反
映
と
し
て

蘇
我
氏
中
心
に
造
作
さ
れ
た
偉
大
な
宰
相
と
い
う
解
釈
が
多
か
っ
た
。
し
か

し
岸
氏
は
宿
禰
に
関
す
る
伝
承
を
精
密
に
検
討
し
、
記
の
そ
れ
は
何
ら
歴
史

的
に
必
要
な
働
き
を
す
る
人
物
に
な
っ
て
い
な
い
と
し
、
従
っ
て
最
初
か
ら

神
功
の
伝
承
に
加
わ
っ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
く
、
紀
に
お
い
て
は
記
と

同
様
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
大
王
に
近
侍
し
た
忠
臣
と
い
う
影
像
に
止
ま
る
こ
と

を
説
か
れ
た
。
而
し
て
七
世
紀
後
半
の
直
明
女
帝
一
皇
太
子
中
大
兄
皇
子
－

中
臣
鎌
足
の
関
係
に
お
い
て
彼
を
見
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示

　
　
　
　
　
　
⑫

唆
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
を
妥
当
な
見
解
と
し
て
従

う
も
の
で
あ
る
が
、
な
お
宿
禰
に
関
す
る
伝
承
は
、
応
神
王
朝
に
お
け
る
蔦

城
系
の
諸
氏
の
位
置
よ
り
し
て
、
こ
の
系
統
の
間
に
、
朝
鮮
工
作
に
関
与
し

た
古
い
祖
先
の
一
人
と
し
て
そ
の
名
が
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
た
い
。

そ
の
故
に
そ
れ
は
同
じ
葛
城
系
の
後
出
氏
族
た
る
蘇
我
氏
に
よ
っ
て
取
上
げ

ら
れ
、
古
い
輔
弼
の
臣
の
家
柄
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
神
功
・

応
衿
の
伝
承
に
添
艇
さ
れ
た
の
で
訪
ろ
う
螂
も
し
こ
れ
が
単
に
蘇
我
氏
の
み

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
伝
承
で
あ
る
な
ら
ば
、
蘇
我
氏
の
滅
亡
と
と
も
に
却
け

ら
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
こ
と
な
く
反
っ
て
七
世
紀
後
半
に
一
層

肉
付
け
さ
れ
た
の
は
、
輔
弼
の
臣
に
対
す
る
新
な
認
識
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

葛
城
系
の
古
い
伝
承
と
し
て
な
お
こ
の
祖
先
が
消
し
が
た
い
存
在
に
な
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
応
神
の
出
身
が
河
内
の
一
豪
族
に
過
ぎ
な

い
と
す
る
と
、
何
に
よ
っ
て
彼
は
大
王
に
な
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
勿
論
以
上
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
征
討
の
成
果
に
よ
っ
て

そ
の
窟
力
を
養
い
、
大
和
朝
廷
を
実
力
を
以
て
圧
倒
し
た
か
ら
だ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
朝
鮮
征
討
を
命
ず
る
程
の
君
主
が
既
に
大
和
に
い
た
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

少
し
遡
れ
ば
卑
弥
呼
の
よ
う
な
中
心
勢
力
が
大
和
に
は
存
在
し
て
い
た
。
と

す
れ
ば
、
如
何
に
カ
の
あ
っ
た
喪
神
で
も
容
易
に
こ
れ
か
ら
大
王
の
位
を
笈

う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
体
如
何
な
る
経
過
に
よ
っ
て
応

神
は
大
王
に
な
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
解
く
の
は
至
難
の
わ

ざ
で
あ
る
。
勿
論
記
紀
に
は
極
意
天
皇
の
子
の
香
坂
・
押
熊
の
二
皇
子
が
お

り
、
そ
れ
を
神
功
が
丸
蓮
臣
の
祖
難
波
根
子
建
言
熊
に
討
伐
さ
せ
た
こ
と
に

　
　
　
　
⑭

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
伝
承
で
あ
っ
て
史
実
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

た
だ
一
つ
注
意
を
引
く
の
は
、
官
需
が
景
雲
の
曾
孫
の
ナ
カ
ツ
姫
（
仲
里
姫
）

と
婚
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
井
上
氏
は
姫
の
祖
父
に
当
た
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る
イ
ホ
キ
イ
リ
ヒ
コ
（
五
百
木
入
彦
、
興
行
の
子
）
の
系
譜
を
、
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
（
日
本
武
尊
）
・
三
軸
の
名
が
書
き
入
れ
ら
れ
る
以
前
の
古
い
帝
紀
に

存
在
し
た
も
の
と
し
、
応
神
は
も
と
の
系
譜
で
は
皇
統
の
入
り
む
ご
で
あ
っ

た
と
さ
れ
た
。
し
か
し
氏
は
こ
の
系
図
を
歴
史
的
真
実
で
あ
る
と
い
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
「
古
い
由
来
を
も
つ
系
図
で
あ
ろ
う
。
」
と
慎
重
に
述
べ
て

　
　
　
　
　
⑯

い
る
の
で
あ
る
。
私
も
勿
論
イ
ホ
キ
イ
リ
ヒ
コ
か
ら
ナ
カ
ツ
姫
ま
で
の
系
図

が
そ
の
ま
ま
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
断
言
で
き
な
い
。
ナ
カ
ツ
姫
と
い
う

名
す
ら
固
有
名
詞
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
癒
神
が
大
和

朝
廷
の
女
性
と
評
し
た
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
だ
と
思
う
。
当
時
大
和
で
大

王
で
あ
っ
た
の
が
誰
か
は
朋
か
で
は
な
い
が
、
応
神
の
方
か
ら
の
政
策
と
し

て
も
大
和
朝
廷
と
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
は
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
否
む
し

ろ
そ
の
よ
う
な
婚
姻
に
よ
っ
て
初
め
て
王
位
継
承
を
彼
は
主
張
で
き
、
人
人

を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
蓋
し
政
略
結
婚
は
政
治
的
、

社
会
の
開
始
と
と
も
に
人
間
の
持
っ
た
最
も
古
い
智
恵
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
イ
ホ
キ
イ
ジ
ヒ
コ
に
関
す
る
系
図
が
真
実
か
ど
う
か
は
さ
て
お
い
て
、

私
は
や
は
り
二
神
は
大
和
朝
廷
の
血
縁
の
女
性
を
迎
え
た
こ
と
は
疑
な
い
と

思
う
。

　
応
神
は
も
と
も
と
伝
承
の
少
な
い
人
物
で
あ
り
、
両
親
の
名
さ
え
欠
落
し

て
い
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
王
朝
が
報
え
る
に
つ
れ
、
先
ず
そ

の
両
親
を
作
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
朝
鮮
征
討
の
連
想
か
ら
住
吉
大
神
を
奉
ず

る
従
軍
巫
女
が
母
親
と
さ
れ
、
大
神
が
そ
の
父
親
と
さ
れ
た
。
彼
は
こ
れ
に

よ
っ
て
神
の
予
と
さ
れ
、
王
朝
の
開
祖
に
ふ
さ
わ
し
い
神
秘
性
と
神
聖
性
を

付
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
伝
承
は
継
体
即
位
ま
で
の
応
神
王
朝

の
宮
廷
に
お
い
て
そ
の
成
型
を
見
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
脇
明
以
後

の
時
代
に
お
い
て
継
体
王
朝
が
大
和
に
安
定
す
る
に
従
い
、
土
地
の
豪
族
、

例
え
ば
三
輪
氏
や
丸
儲
氏
の
氏
族
伝
承
が
取
入
れ
ら
れ
、
応
神
の
前
代
の
王

系
と
し
て
崇
神
王
朝
が
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の

王
朝
を
つ
な
ぐ
た
め
に
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
・
仲
哀
天
皇
が
設
定
さ
れ
、
悪
神

は
毒
悪
の
子
、
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
は
仲
哀
の
盟
神
功
と
し
て
定
着
せ
し
め

ら
れ
た
。
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
と
い
う
名
、
そ
の
系
譜
或
は
そ
の
性
格
は
推

古
以
後
に
準
備
さ
れ
、
天
武
の
と
き
に
は
既
に
現
在
の
燦
然
た
る
英
雄
的
女

神
の
形
に
整
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
私
は
応
神
王
朝
の
各
大
王
の
名
を
従
来
と
は
異
っ
た
方
法
で
確
定

化
し
、
進
ん
で
そ
の
祖
先
た
る
応
神
と
神
功
の
原
型
が
如
何
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
を
考
察
し
た
。
風
神
・
神
功
の
伝
承
に
関
し
て
は
、
津
田
氏
は
継

体
・
欽
明
朝
に
ほ
ぼ
原
型
が
出
来
上
っ
た
と
見
る
が
、
直
木
氏
は
伝
承
の
大

綱
は
主
と
し
て
七
世
紀
以
降
に
成
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
王
朝
の
始
祖
と
い

う
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
応
神
王
朝
の
中
期
以
降
に
原
型
は
成
立
し
て
お

り
、
そ
の
後
の
史
的
事
実
の
影
響
を
受
け
て
修
飾
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
と
考
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倭の五代とその祖先について（佐藤）

え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
本
稿
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
後
半
は
特
に

推
測
が
重
ね
ら
れ
、
論
証
の
不
充
分
な
点
が
多
い
こ
と
を
自
覚
す
る
が
、
今

は
た
だ
私
な
り
の
考
え
を
あ
ら
ま
し
述
べ
て
諸
賢
の
高
評
に
委
ね
た
い
。

①
　
松
下
見
林
「
異
称
日
本
伝
」
巻
上
一
、
『
史
籍
集
覧
』
第
二
十
冊
所
収
、
二
二
頁
。

②
前
掲
書
。

③
那
珂
通
世
『
外
交
繹
史
』
巻
之
四
、
東
京
、
昭
和
三
十
三
年
再
版
、
五
四
八
頁
。

④
菅
政
友
「
漢
籍
倭
人
考
」
下
、
筆
宮
政
友
全
集
軸
、
東
京
、
明
治
四
十
年
、
＝
西

　
五
頁
。

⑤
原
勝
郎
「
日
本
書
紀
紀
年
考
」
『
日
本
中
世
史
の
研
究
』
附
録
第
二
、
東
京
、

　
　
一
九
一
九
年
、
一
〇
八
四
頁
。

⑥
松
下
前
掲
書
。

⑦
那
珂
前
掲
書
。

⑧
松
下
前
掲
書
。

⑨
那
珂
前
掲
書
。

⑩
　
前
田
直
典
「
応
神
聖
皇
朝
と
い
う
時
代
」
　
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
カ
』
第
「
号
、
東

　
山
兄
、
昭
旧
和
二
十
三
晶
ヰ
、
七
六
頁
。

⑪
前
掲
論
文
。

⑫
　
前
掲
論
文
七
九
頁
。

⑬
　
松
下
前
掲
書
。

⑭
那
珂
前
掲
書
。

⑮
難
問
生
大
『
倭
の
五
王
』
岩
波
新
書
、
東
京
、
昭
和
四
十
三
年
、
三
四
頁
。

⑯
那
珂
前
掲
書
。

⑰
橋
本
増
吉
「
東
洋
史
上
よ
り
見
た
る
日
本
上
古
史
研
究
」
『
東
洋
文
庫
論
叢
』

　
第
三
八
、
東
京
、
昭
和
三
十
一
年
、
五
九
七
頁
。

⑱
直
木
氏
は
「
現
実
の
世
は
応
神
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
れ
以
前
は
伝
説
の
世
で
あ

　
る
と
い
う
考
え
が
明
確
で
は
な
い
に
せ
よ
、
広
く
七
世
紀
の
氏
族
の
代
表
者
や
宮

　
廷
の
人
々
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。
」
と
す
る
（
直
木
孝
次
郎
「
応
神
王
朝
論
序
説
」

　
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
、
東
京
、
昭
和
三
十
九
年
、
一
九
五
頁
）
。

⑲
　
井
上
光
貞
『
日
本
国
家
の
起
源
』
岩
波
新
書
、
東
京
、
昭
和
三
十
五
年
、
一
一

　
九
頁
。

⑳
池
内
宏
『
日
本
上
代
史
の
一
研
究
』
東
京
、
昭
和
四
十
五
年
一
＝
一
頁
以
下
。

　
こ
の
書
は
昭
聯
二
十
二
年
に
初
版
が
出
て
い
る
が
、
今
都
合
に
よ
り
再
版
本
を
用

　
、
フ
。

　
　
ヨ
品
彰
英
『
日
本
書
紀
朝
鮮
関
係
記
事
考
証
』
上
巻
、
東
京
、
昭
和
三
＋
七
年
、

　
二
㎝
五
頁
以
下
。

⑳
　
応
神
職
二
十
八
年
の
条
に
、
苑
道
雅
郎
子
が
高
麗
の
書
信
の
無
礼
を
責
め
る
議

　
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
系
統
の
説
話
で
あ
ろ
う
。
高
麗
が
当
晴
我
が
圏
に
使
者
を

　
遣
す
と
い
う
の
が
そ
も
そ
も
不
自
然
な
話
で
あ
る
。

⑳
　
三
品
前
掲
書
二
五
九
頁
。

⑱
　
三
品
前
掲
書
二
四
〇
頁
。

⑳
　
こ
の
文
の
出
典
は
『
東
観
漢
紀
』
孝
章
皇
帯
紀
巻
頭
、
　
『
調
書
』
芸
術
伝
で
あ

　
る
と
い
う
（
『
日
本
書
紀
』
日
本
書
典
文
学
大
系
、
東
京
、
昭
漁
四
十
二
年
、
三

　
六
二
頁
註
七
・
八
・
九
）
。

㊧
　
江
上
波
夫
『
騎
馬
民
族
国
家
』
中
公
新
書
、
東
京
、
昭
和
四
十
二
年
、
一
八
四

　
頁
。

⑳
　
水
野
祐
『
日
本
古
代
王
朝
史
論
』
、
東
京
、
昭
和
二
十
九
年
。

⑳
　
上
田
正
昭
『
大
和
朝
廷
繍
角
川
新
書
、
東
京
、
昭
和
四
十
二
年
、
一
三
一
頁
以

　
下
。
ま
た
岡
田
民
も
同
説
で
あ
る
。
岡
田
精
司
「
河
内
大
王
家
の
成
立
」
『
日
本

　
書
紀
研
究
馳
第
三
側
、
東
京
、
昭
郡
四
十
三
年
、
参
照
。

㊧
　
山
根
徳
太
郎
『
難
波
王
朝
』
、
東
京
、
昭
和
四
十
四
年
。
直
木
前
掲
書
。

⑱
池
内
・
三
晶
両
氏
の
研
究
に
つ
い
て
は
註
⑫
Q
参
照
、
井
上
氏
の
も
の
は
註
⑲
の

　
『
環
本
国
家
の
起
源
』
㎜
○
○
頁
。

⑳
　
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
隔
津
田
左
右
吉
全
集
、
東
京
、
昭
和
三
十
八
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年
、
一
〇
八
・
｝
一
二
頁
。

⑳
　
井
上
前
掲
書
一
〇
七
頁
。

⑫
　
岡
田
精
司
「
天
皇
家
始
祖
神
話
の
研
究
」
　
『
日
本
書
紀
研
究
乱
曲
二
冊
、
東
京
、

　
昭
和
四
十
一
年
、
　
一
二
山
向
山
一
門
註
（
9
）
。

鐙
　
山
根
前
掲
書
九
八
頁
。
山
根
氏
は
伊
波
普
猷
氏
の
論
文
「
古
琉
球
の
政
治
」
か

　
ら
こ
れ
を
採
ら
れ
て
い
る
が
、
今
伊
波
氏
の
も
の
を
見
る
を
得
な
い
の
で
、
山
根

　
氏
の
記
述
に
従
う
。

⑭
朝
鮮
諸
王
忠
恕
の
贈
遺
の
例
と
し
て
は
、
三
九
六
年
に
高
句
麗
が
百
済
を
屈
服

　
さ
せ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
広
開
土
王
碑
に
、
　
「
百
残
一
世
、
献
出
男
女
生
口

　
一
千
人
、
細
布
千
匹
。
」
と
あ
る
（
三
品
前
掲
繋
二
二
三
頁
）
。
百
済
の
船
軍
王
の

　
東
奮
へ
の
四
一
六
年
の
朝
貢
で
は
、
「
王
余
映
遣
献
生
口
。
」
（
『
梁
欝
』
飛
騨
伝
百

　
済
）
で
あ
っ
た
と
い
う
（
前
掲
書
二
四
三
頁
）
。
余
は
百
済
王
の
姓
、
映
は
直
支

　
の
別
の
転
写
膜
支
の
膜
字
の
誤
甑
で
あ
ろ
う
。
ミ

㊤
　
三
品
氏
は
韓
人
池
の
建
設
に
関
連
し
て
具
体
例
を
あ
げ
て
当
時
の
朝
鮮
人
の
農

　
地
開
発
へ
の
貢
献
を
述
べ
て
い
る
（
三
品
前
掲
魯
二
二
〇
頁
）
。

⑯
　
岡
田
精
司
『
河
内
大
王
家
の
成
立
』
五
五
頁
。

⑰
　
上
田
正
昭
「
大
和
国
家
の
構
造
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
二
巻
、
昭
和
三
　
鋤

　
十
七
年
、
三
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佑
・

ハ
護
　
　
田
無
甫
学
『
住
出
口
⊥
入
社
紬
日
代
記
』
大
阪
、
昭
和
二
山
－
山
半
年
、
　
一
七
酬
貝
。
　
　
　
　
　
　
　
　
8
6

⑲
　
直
木
孝
次
郎
「
神
功
皇
后
伝
説
の
成
立
」
『
辰
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
阯
、
東
京
、

　
　
昭
和
三
十
九
年
、
一
五
三
頁
以
下
。

⑳
　
晶
朋
群
書
一
六
二
｝
貝
。

⑪
　
井
上
前
掲
書
一
七
七
頁
。

⑫
岸
俊
男
「
た
ま
き
は
る
内
の
朝
臣
」
『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
、
東
京
、
昭
和

　
四
L
T
一
年
、
　
一
｝
血
ゴ
一
・
　
一
五
四
・
　
【
』
ハ
一
百
ハ
。

⑬
　
私
は
畿
内
邪
馬
台
国
説
を
と
っ
て
い
る
。

⑭
　
紀
で
は
討
伐
を
行
な
っ
た
の
は
武
内
宿
禰
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
方
は
後
に

　
宿
禰
伝
説
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
も
の
で
、
記
の
方
が
古
い
形
を
伝
え
て
い
る
と

　
思
う
。

㊧
　

仙
弁
上
山
剛
掘
拘
書
一
七
四
嗣
i
山
ハ
百
ハ
。

⑳
　
井
上
一
別
颯
潔
讃
㎝
七
｛
ハ
面
隠
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
火
学
文
学
部
教
授
・
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・



in　Li－chi礼記added，　and　its　name　was　called　Kung－chdi貢挙and　then

K，o・o鱈科挙from　about　the　T”ang　era．

About　the　Five　Kings　of　Jap御倭の五二

by

Hisashi　Sato

　　The　problem　to　decide　the　emperors　who　“were　the　Flve　Kings　of

Japak”　should　have　generally　been　established　by　Kemin　Matsushita

松下見林and　Michiyo　Naha那珂通世；but　there　are　some　questions　in

the　method　of　their　deciding．

　　This　article　presents　another　opinion　which　would　make　the　traditional

decision　surer．　At　the　same　time，　we　will　speculate　tke　assumption　that

Emperor　q外雀神天皇，　their　ancestor，　had　very　few　legends　and　was

エnade　to　be　a　great　existence　at　least　through　many　additional　records，

and　the　legend　of　Queen　lingu神功皇后，　his　mother，　was　more　myste－

riously　framed　up　with　the　existence　of　female　rnediums　at　the　front　in

the　Conquest　of　Korea．

The　Construction　of　Nagaoka　Palace長岡宮Judging

　　　　　　　　　　from　the　Seasoning　Of　Timber

　　　　　　　　by

　　　　l

Kiyoshi　Kobayashi

　　It　has　been　concluded　that　in　the　3rd　year　of　Enryaleu延暦（784　A．　D．）

Emperor　Kanmu桓武天皇appointed　a　large　group　of　otHcials　for　the

construction　of　Nagaoka　Palace長岡宮，　and　the　assasination　of　Tanetsugas

F勿伽α駕藤原種継，chief　constructor，　on　September　of　the　next　year

caused　the　slow　advance　of　the　constyuction．　The　construction，　however，

was　found　surprisingly　to　make　a　good　progress，　owiエ1g　to　the　excavation

for　rnore　than　ten　years　and　remains　discovered　through　development．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（581）




