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－
律
令
時
代
に
お
け
る
氏
姓
国
造
の
遺
制
に
関
わ
っ
て
i

新

野

直

士口

一
【
要
約
】
　
『
万
葉
集
』
巻
二
十
の
東
国
防
人
歌
の
作
者
国
造
丁
・
助
丁
、
・
蝿
帳
丁
・
上
丁
な
ど
に
つ
い
て
は
、
古
来
諸
説
が
あ
り
、
国
造
丁
・
主
帳
丁
は

国
造
・
郡
凶
夢
か
ら
出
さ
れ
た
代
役
者
や
人
足
で
、
竜
脳
は
正
規
の
防
人
壮
丁
で
あ
り
、
助
丁
は
そ
の
補
助
者
で
あ
る
な
ど
と
さ
れ
て
き
た
。

　
岸
俊
男
氏
は
、
国
造
丁
は
毎
国
防
人
団
の
隊
長
、
助
丁
は
副
隊
長
、
主
帳
丁
は
庶
務
係
幹
部
、
上
丁
は
上
番
す
る
防
人
壮
丁
で
あ
る
と
い
う
卓
見
を
示

し
、
国
造
丁
は
氏
姓
時
代
の
国
造
軍
の
遺
制
が
八
世
紀
中
葉
の
防
人
制
ま
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
論
じ
、
直
木
孝
次
郎
氏
も
そ
れ
を
支
持
し
た
。

　
し
か
し
こ
の
定
説
化
し
よ
う
と
す
る
考
え
も
、
岸
氏
の
出
さ
れ
た
仮
説
で
あ
る
。
そ
し
て
奈
良
時
代
に
見
ら
れ
る
氏
姓
国
造
の
遺
制
は
殆
ん
ど
が
氏
姓

の
称
で
、
制
度
的
な
も
の
は
見
え
ず
、
国
造
丁
の
歌
に
も
隊
長
の
趣
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
国
里
防
人
団
の
長
は
部
領
使
で
、
助
丁
が
そ
の
副
で
あ
り
、
国
造
丁

は
、
律
令
国
造
の
分
身
代
務
者
で
防
人
に
本
国
産
土
神
の
恩
頼
を
伝
え
る
べ
き
従
軍
地
方
神
降
官
で
あ
る
。
　
　
吏
林
　
五
四
巻
五
号
　
一
九
七
一
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
『
万
葉
集
』
巻
二
十
に
収
め
ら
れ
て
い
る
防
人
の
歌
の
中
に
、
「
国
造
丁
し

乃
至
は
「
丁
」
字
脱
落
と
認
め
ら
れ
る
「
国
造
」
の
詠
ん
だ
歌
が
数
首
含
ま

れ
て
い
る
。
非
常
に
例
数
が
少
い
の
に
加
え
て
、
同
じ
と
こ
ろ
に
出
て
い
る

懸
者
の
防
人
た
ち
も
、
　
「
軍
防
令
」
の
「
兵
士
為
火
条
」
で
「
十
人
を
一
陣

と
為
せ
」
と
規
定
さ
れ
る
の
に
照
ら
し
て
考
定
し
得
る
「
火
長
」
を
除
い
て

は
、
こ
の
「
国
造
丁
」
も
、
．
「
助
丁
」
　
「
上
丁
」
　
「
主
四
丁
」
な
ど
も
、
区

分
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
に
し
得
な
い
面
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
に
も
幾
つ

か
の
異
な
る
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
通
説
的
存
在
と
も
言
う
べ
き
そ
の
代
表
的
な
説
は
、
高
木
市
之

助
・
五
味
智
英
・
大
野
晋
と
い
う
轟
代
の
著
明
学
者
が
注
釈
を
加
え
た
『
日
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①

本
古
典
文
学
大
系
』
本
の
説
や
、
本
の
性
質
上
や
や
密
度
は
薄
い
が
脳
同
じ

く
知
名
の
佐
伯
梅
友
・
藤
森
朋
夫
・
石
井
庄
司
ら
の
華
々
が
注
を
加
え
た
『
日

　
　
　
　
②

本
古
典
全
書
』
本
や
の
見
解
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
伝
統
的
な
古
典
学
の
解

釈
に
現
代
国
語
国
文
学
の
成
果
を
加
え
た
説
で
あ
る
か
ら
、
共
に
現
代
に
お

い
て
最
も
高
く
評
価
し
得
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
訓
の
つ
い
て
い
る
も
の
は
そ
れ
も
あ
わ
せ

て
、
両
者
の
解
説
を
引
用
し
て
示
す
と
次
の
如
く
に
な
る
。
前
者
『
日
本
古

典
文
学
大
系
』
本
は

○
国
造
丁
　
く
に
の
み
や
つ
こ
の
よ
ぼ
ろ
　
国
造
の
家
の
使
用
人
。
丁
は
ヨ

　
ボ
ロ
と
訓
む
。
ヨ
ボ
R
は
脚
の
ヒ
カ
ガ
ミ
。
人
夫
は
脚
力
を
要
し
た
の
で
、

　
丁
を
ヨ
ボ
ロ
と
い
う
。
防
人
も
奴
に
よ
っ
て
代
行
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

　
う
と
い
う
。
（
四
三
二
一
番
歌
頭
注
）

○
主
帳
丁
　
郡
の
主
帳
の
代
理
を
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
軍
書
令
に
「
主

　
帳
取
甲
巧
昌
於
書
箕
一
者
茜
謂
丘
ハ
満
二
千
｝
主
帳
二
人
。
以
外
者
一
人
」
と
あ

　
る
。
（
酉
三
二
二
番
歌
同
）

○
助
丁
　
す
け
の
よ
ぼ
ろ
一
丁
　
を
助
け
る
も
の
。
炊
事
役
を
す
る
噺
丁
か

　
と
も
い
う
。
（
四
三
二
八
番
歌
同
）

○
丁
丁
　
か
み
つ
よ
ぼ
ろ
　
諸
国
か
ら
た
て
ま
つ
る
壮
丁
（
四
三
二
九
番
歌
同
）

○
帳
丁
　
主
帳
の
了
の
意
か
。
（
四
三
五
〇
番
歌
陶
）

○
上
丁
　
壮
丁
の
意
。
助
丁
の
紺
。
（
臨
三
五
九
番
歌
岡
）

○
火
長
　
軍
防
蝕
に
筆
兵
士
十
人
を
も
ウ
て
一
火
と
す
る
規
定
が
あ
る
。
一

　
火
に
六
頭
の
駄
馬
を
充
て
、
紺
の
幕
一
口
、
小
釜
国
書
な
ど
を
備
え
る
。

　
そ
の
長
を
駅
長
と
い
う
。
（
四
三
七
三
番
歌
同
）

○
国
造
国
　
造
丁
の
意
。
（
四
照
〇
一
番
歌
同
）

○
主
帳
　
書
記
。
（
四
四
〇
二
番
歌
同
）

と
し
て
い
る
。
後
者
『
日
本
古
典
全
書
』
本
は
、
さ
き
に
も
早
世
し
た
如
く
、

そ
の
性
格
も
あ
っ
て
、
前
者
ほ
ど
詳
し
く
な
く
注
も
一
部
に
か
ぎ
ら
れ
て
い

る
が
、

○
助
丁
　
す
け
の
よ
ぼ
ろ
　
正
丁
に
対
し
、
補
助
の
壮
丁
。
　
（
四
三
二
八
番
歌

　
頭
注
）

○
上
夷
　
か
み
つ
よ
ぼ
ろ
　
成
年
の
壮
丁
。
（
鰻
三
二
九
番
歌
同
）

○
火
長
　
軍
防
令
に
「
凡
兵
士
十
人
為
一
火
」
と
あ
る
。
十
入
の
長
。
（
四
三
七

　
三
番
激
同
）

と
い
う
よ
う
な
具
合
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
す
べ
て
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
、
私
の
意
図
す
る
本
稿
の
分
限

を
越
え
て
い
る
が
、
　
「
国
造
丁
」
に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
考
え
る
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
、
そ
の
考
察
を
す
す
め
て
み
だ
い
。
な
お
、
両
書
に
み
え
る
注

も
ほ
ぼ
そ
う
言
っ
て
い
る
が
、
主
帳
丁
・
帳
丁
・
主
帳
な
ど
は
、
皆
同
一
の

主
帳
丁
の
こ
と
で
、
省
略
し
た
形
で
主
君
し
た
も
の
も
あ
る
も
の
と
認
め
て

よ
い
と
考
え
る
。
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研
究
の
到
達
点

　
「
国
造
丁
」
に
関
す
る
研
究
の
到
達
点
に
つ
い
て
、
研
究
史
を
辿
る
形
で

追
究
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
万
葉
研
究
の
長
い
歴
史
と
共
に
あ
る
学
説
を

追
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
結
論
か
ら
先
に
言
う
と
、
現
段
階
に

お
け
る
最
も
新
し
く
、
ま
た
最
も
高
く
評
価
さ
る
べ
き
説
は
、
岸
俊
男
氏
の

　
　
　
③

「
防
人
考
」
の
説
で
あ
り
、
同
時
に
、
最
も
効
果
的
に
こ
れ
ま
で
の
説
を
概

括
整
理
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
岸
氏
の
研
究
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
を
引
用
さ

せ
て
頂
く
と

　
従
来
も
い
ろ
い
ろ
と
解
釈
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
万
葉
集
古
義
』

（
敵
持
雅
澄
）
は
、
国
造
丁
・
主
帳
丁
は
国
造
や
郡
司
主
帳
か
ら
出
さ
れ
た
、

　
防
人
の
往
く
道
中
の
人
足
、
零
丁
は
正
丁
、
助
丁
は
正
丁
を
た
す
く
丁
の

　
意
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
『
万
葉
集
新
考
』
（
共
上
塗
泰
）
は
、
国

　
造
丁
．
開
帳
丁
と
も
に
丁
を
「
ヲ
ノ
コ
」
と
訓
み
、
国
造
・
主
帳
自
身
が

　
防
人
に
選
ば
れ
た
も
の
と
し
、
上
灘
・
助
丁
は
兵
士
を
甲
乙
二
等
に
分
か

ち
、
甲
を
上
丁
、
乙
を
助
丁
と
称
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
　
つ
い
で

　
『
万
葉
集
全
釈
』
（
鴻
巣
盛
広
）
は
、
国
造
丁
・
主
甘
露
に
つ
い
て
は
『
古

　
義
』
や
『
新
考
』
に
反
対
し
て
、
国
造
や
主
思
が
自
己
の
「
門
春
思
な
ど

　
か
ら
服
役
せ
し
め
た
防
人
と
解
し
、
丁
は
置
足
で
は
な
く
壮
丁
で
あ
る
と

　
し
て
い
る
が
、
一
丁
に
つ
い
て
は
『
古
義
』
と
同
説
で
あ
る
。
ま
た
松

醐
静
雄
氏
（
『
有
由
縁
歌
と
防
人
歌
』
）
は
、
　
国
造
丁
を
「
国
造
の
肩
書
を
有

す
る
名
門
が
あ
っ
て
一
恐
ら
く
は
郡
領
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
－
其
仕

丁
を
意
味
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
防
人
で
は
な
い
が
部
領
使
の
雑
役

と
し
て
同
行
し
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
」
上
し
、
主
管
丁
も
郡
司
主
帳
の
仕

丁
と
解
し
、
助
丁
は
「
ス
ケ
ヲ
」
と
訓
み
、
次
丁
・
中
許
を
指
し
、
ま
た

信
濃
に
の
み
み
え
る
国
造
・
主
帳
は
と
も
に
国
造
・
主
帳
そ
の
人
で
、

「
或
は
部
領
使
に
代
っ
て
此
国
の
防
人
を
引
率
し
た
人
で
郡
領
で
あ
っ
た

か
も
知
れ
ぬ
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
吉
野
裕
氏
（
鰐
防
人
歌
の
基
礎
構
造
臨
）

は
国
造
・
国
造
丁
に
つ
い
て
如
上
の
諸
説
に
ふ
れ
た
の
ち
、
そ
れ
は
国
造

み
ず
か
ら
で
あ
っ
て
も
よ
く
、
ま
た
そ
の
代
理
者
た
る
地
位
を
も
つ
国
造

丁
で
も
あ
り
う
る
と
し
、
さ
ら
に
国
造
丁
は
国
造
に
属
す
る
家
人
・
奴
碑
の

類
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
す
る
。
そ
し
て
国
造
み
ず
か
ら
の
場
合
は
防
人
と

み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
が
、
国
造
丁
の
場
合
は
防
人
ま
た
は
部
領
使
の

雑
役
の
性
質
を
も
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
と
に
か
く
防
人
と
し
て

も
常
の
防
人
で
は
な
い
と
し
、
諸
説
を
一
部
ず
つ
肯
定
し
た
見
解
を
と
っ

て
い
る
。
こ
の
国
造
丁
に
対
す
る
解
釈
は
な
お
私
説
と
は
異
な
る
が
、
そ

の
解
釈
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
「
防
人
編
成
の
始
源
的
形
態
に
お
い
て
は
、

防
人
を
部
領
し
統
率
す
る
も
の
が
、
国
造
み
ず
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。
」
と
す
る
提
言
は
国
造
丁
に
対
す
る
極
め
て
正
し
い
把
握
で
あ
る
と

し
て
尊
重
し
た
い
。
つ
ぎ
に
主
帳
・
主
帳
丁
に
つ
い
て
も
国
造
・
国
造
丁
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防人「国造丁」についての考察（新野）

　
に
準
じ
て
考
え
ら
れ
る
と
し
、
助
丁
も
国
造
丁
や
主
席
丁
と
同
じ
種
類
に

　
属
す
る
も
の
と
し
て
、
助
丁
腱
中
男
説
に
反
対
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
む

　
し
ろ
部
領
使
な
ど
に
対
す
る
助
手
と
し
で
の
壮
丁
で
は
な
い
か
と
し
て
い

　
る
。
つ
ぎ
に
従
来
の
諸
説
と
や
や
異
な
る
も
の
と
し
て
、
平
野
邦
雄
氏
の

　
説
（
『
日
本
歴
史
』
七
八
）
も
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
白
丁
・
助
丁
・
帳
丁
・
国

　
至
仁
の
四
者
は
と
も
に
狭
義
の
防
人
、
す
な
わ
ち
兵
士
に
対
す
る
噺
丁
で

　
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
出
自
に
従
っ
て
郡
大
領
（
上
丁
）
・
軽
少
領
（
助
丁
）
・

　
郡
主
帳
（
帳
丁
）
・
国
造
（
国
造
丁
）
と
分
か
た
れ
、
そ
れ
ら
は
郡
司
・
国
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
が
お
の
お
の
一
人
ず
つ
噺
丁
を
負
担
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
き
の
『
古
典
文
学
大
系
』
本
の
説
は
、
こ
の
岸
氏
の
把
握
に
し
た
が
え

ば
、
鴻
巣
説
や
吉
野
説
に
近
い
も
の
を
も
っ
て
じ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
の
諸
説
が
、
国
造
の
代
理
の
者
と
し
て
の
「
国
造
丁
」
な
る
防
人
と
い

う
考
え
方
を
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
「
凡
正
丁
歳
役
十
日
、
…
…
遣
昌

　
　
　
　
　
　
　
⑤

家
人
一
代
役
者
聴
之
」
と
い
う
賦
役
令
の
条
文
の
規
定
な
ど
か
ら
、
そ
の
可

能
性
を
考
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
ま
た
、
「
凡
防
人
鼠
輩
、
若
有
家
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
人
奴
碑
及
牛
馬
欲
目
将
行
一
者
茜
聴
」
と
い
う
七
去
令
の
規
定
な
ど
か
ら
も
、

何
か
考
え
あ
わ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
一
応
こ
こ
で
感
想
を
の
べ
れ
ば
、
国
造
が
氏
姓
国
造
象
の
意
味
な
ら
別
で

あ
る
が
そ
う
で
櫨
な
く
て
律
令
国
造
の
意
味
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
国
造
自
身

が
防
人
に
懸
軍
派
遣
さ
れ
る
と
は
考
え
難
い
。
本
国
を
三
年
間
も
留
守
に
す

る
こ
と
は
職
務
上
許
さ
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、
奈
良
朝
後
半
以
後
に

な
れ
ば
や
や
名
誉
職
化
す
る
傾
向
の
あ
る
律
令
国
造
以
上
に
、
郡
司
主
帳
が

自
ら
郡
務
か
ら
三
年
も
離
れ
て
西
海
に
赴
く
な
ど
と
い
う
非
現
実
的
な
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
、
よ
り
一
腰
考
え
難
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
上
丁
を
か
み
つ
よ
ぼ
ろ
と
．
す

る
な
ら
ば
蓋
然
下
等
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
て
よ
い
が
ど
こ
に
も
見

え
な
い
。
助
語
が
二
丁
の
補
助
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
上
期
と
四
丁
の
数
が

あ
ま
り
に
も
か
け
は
な
れ
て
い
て
、
一
人
の
助
丁
が
多
数
の
上
丁
の
補
助
を

な
し
得
る
と
は
考
え
難
い
。
ま
た
上
江
を
正
規
の
壮
丁
と
す
る
な
ら
ば
、
む

し
ろ
「
正
丁
」
と
で
も
称
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

う
な
れ
ば
補
助
丁
と
か
次
丁
・
中
男
丁
と
か
と
い
う
防
人
を
指
す
語
は
「
次

丁
」
の
公
鐘
が
強
く
な
ろ
う
。
私
見
で
は
、
壮
丁
の
悉
皆
微
集
で
は
な
い
防

人
に
老
・
残
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
零
丁
を
当
て
る
と
は
考
え
難
い
の
で
あ

る
。
三
文
を
探
し
得
な
い
の
で
、
次
丁
・
中
男
が
絶
対
防
人
に
な
ら
な
か
っ

た
と
は
史
料
的
に
断
言
し
得
な
い
が
、
常
識
的
に
考
え
て
も
、
国
元
に
い
る

軍
団
の
兵
士
な
ら
と
に
か
く
、
遠
方
に
長
期
赴
く
防
人
に
は
正
丁
の
中
で
も

強
健
な
者
を
選
抜
し
て
当
て
た
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
る
。
せ
い
ぜ
い
中
男

ま
で
の
拡
大
が
限
界
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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二
　
岸
説
と
そ
れ
に
よ
せ
で

　
岸
氏
は
右
に
引
用
の
如
く
従
来
の
諸
考
察
・
諸
論
考
を
概
括
し
た
あ
と
で

　
　
国
造
丁
・
主
面
丁
・
上
丁
・
助
丁
な
ど
に
関
す
る
諸
説
は
、
個
々
に
つ

　
い
て
は
な
か
に
採
る
べ
き
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
全
部
を
統
一
的
に
理

　
解
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
各
国
に
お
け
る
防
人
集
団
の
組
織
．
編
成
を

　
考
慮
し
な
が
ら
そ
れ
ら
を
考
え
る
こ
と
に
お
い
て
欠
け
て
い
た
の
で
は
な

　
か
ろ
う
か
。
私
は
諸
説
の
い
ち
い
ち
に
つ
い
て
批
判
す
る
こ
と
を
や
め
、

　
た
だ
ち
に
私
説
を
提
示
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
私
は
そ
れ
ら
の
称
呼
は
い
ず

　
れ
も
各
国
防
人
集
団
の
編
成
に
関
係
あ
る
も
の
と
考
え
、
そ
の
相
互
関
係

　
に
注
意
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
各
国
防
人
歌
の

　
配
列
順
序
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
各
国
ご
と
の
防
人
歌
の
配
列
は
全
く
恣

　
意
的
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
あ
る
一
定
の
基
準
に
基
づ
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
し
て
、
上
総
・
遠
江
・
信
濃
・
武
蔵
・
相
模
・
下
総
．
上
野
．
駿
河
．
常

陸
・
下
野
各
国
の
防
人
歌
の
排
列
を
検
討
整
理
し
、
併
せ
て
細
密
な
階
別
人

員
排
列
表
を
も
作
製
し
な
が
ら
、
「
国
造
・
国
造
丁
・
助
丁
．
主
帳
．
帳
丁
．

主
四
丁
の
存
す
る
国
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
で
あ
っ
て
、
そ
の
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

火
長
・
防
人
・
上
丁
と
は
対
賑
的
で
あ
る
。
」
．
と
し
て
、
「
丁
と
は
軍
防
令
に

兵
士
は
『
同
戸
之
内
毎
二
三
丁
一
取
鳳
一
丁
』
（
兵
士
簡
裁
条
）
と
あ
る
丁
に
通

ず
る
と
思
う
」
と
人
足
説
な
ど
を
否
定
し
、
　
「
各
国
の
防
人
集
鴎
に
は
国
造

丁
（
国
造
）
－
助
丁
一
主
帳
丁
（
帳
丁
・
主
演
）
一
（
火
長
）
一
上
丁
（
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

人
）
な
る
関
係
が
成
立
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
」
と
論
定
し
た
上
で
、

○
国
造
丁
　
各
国
ご
と
の
防
人
は
国
司
の
一
員
が
二
三
使
と
な
っ
て
難
波
津

　
　
　
　
ま
で
送
ら
れ
る
が
、
そ
の
集
団
の
長
が
国
造
丁
で
あ
る
。

○
助
　
丁
　
大
領
一
少
領
の
関
係
が
そ
の
前
早
死
領
・
評
督
i
助
癬
と
呼
ば

　
　
　
　
れ
て
い
た
よ
う
に
、
国
造
丁
に
副
う
も
の
で
あ
る
。

○
主
二
丁
　
軍
三
訂
の
規
定
に
も
軍
団
に
書
算
に
工
な
る
も
の
と
し
て
置
旧

　
　
　
　
を
付
属
せ
し
め
て
い
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
（
軍
団
大
毅
粂
）
、
防

　
　
　
　
人
集
団
に
お
い
て
も
そ
の
職
務
と
し
て
主
と
し
て
庶
務
会
計
を
司

　
　
　
　
る
も
の
。

○
上
　
丁
　
一
般
の
防
人
兵
士
、
上
丁
の
上
は
上
番
の
上
と
同
じ
よ
う
な
意

　
　
　
　
味
で
、
防
人
に
簡
ば
れ
た
兵
士
。

○
火
長
軍
防
令
に
み
え
る
「
兵
士
十
人
為
二
火
こ
　
（
兵
士
為
火
条
）

　
　
　
　
と
同
様
、
防
人
兵
士
十
人
の
長
。

と
い
う
解
釈
を
示
し
、
国
毎
防
人
団
幹
部
と
い
う
べ
き
国
造
丁
．
助
丁
．
主

帳
丁
の
関
係
は
、
軍
団
に
お
け
る
大
毅
・
少
毅
・
主
帳
の
関
係
で
あ
り
、
郡

司
に
お
け
る
大
領
・
少
領
・
主
帳
の
関
係
に
相
豪
す
る
も
の
と
考
え
、
皇
国

「
国
造
丁
は
一
名
、
助
丁
・
主
脚
も
そ
れ
ぞ
れ
一
名
も
し
く
は
二
名
ず
つ
、

ま
た
人
員
の
少
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
中
の
あ
る
も
の
を
欠
く
こ
と
も
あ
っ
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防人「国造丁」についての考察（新野）

　
　
　
　
⑩

た
で
あ
ろ
う
。
」
と
論
じ
た
ひ

r
こ
の
考
は
、
丁
の
性
格
規
定
に
お
い
て
、
防
人
集
団
内
の
各
種
丁
を
職
階

的
位
置
づ
け
で
把
握
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
し
か
も
防
人
集
団
を
諸
国
軍
団

の
編
成
と
同
一
類
型
と
し
て
と
ら
え
た
位
毒
づ
け
に
お
い
て
、
ま
た
国
鷺
丁

の
と
ら
え
方
を
国
造
族
と
関
係
ふ
か
い
郡
司
組
織
と
の
対
比
に
お
い
て
把
握

し
た
こ
と
に
お
い
て
、
極
め
て
斬
新
で
あ
り
、
合
理
的
で
あ
り
説
得
力
に
富

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
も
の
べ
た
如
く
、
私
は
、
諸
藩
す
る
こ
と
な

く
こ
の
岸
氏
の
考
え
を
、
　
「
国
造
丁
」
を
含
め
た
防
人
集
団
諸
島
の
研
究
論

と
し
て
最
も
価
値
高
い
も
の
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
岸
氏
の
こ
の
論
は
、
国
造
丁
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
も
う
一
つ

き
わ
め
て
重
要
な
要
素
を
塾
盤
議
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、　

最
高
の
統
率
者
に
な
ぜ
国
造
丁
と
か
国
造
と
か
の
称
呼
が
付
せ
ら
れ
て
い

　
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
を
さ
き
に
述
べ
る
な
ら
ば
、

　
そ
れ
は
大
化
前
代
か
ら
軍
事
組
織
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

　
る
国
造
の
率
い
る
軍
隊
の
構
造
が
各
国
の
防
人
の
編
成
に
継
承
さ
れ
、
八

　
世
紀
中
葉
に
お
い
て
な
お
遺
制
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
、
　
「
大
化
前
代
に
お
い
て
国
造
の
率
い
る
軍
隊
が
当
時
の
軍
事
組
織
、
中

で
も
外
征
軍
な
ど
の
構
成
に
お
い
て
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
ち
し
い
こ

鹸
を
纏
と
し
て
論
ず
る
も
の
な
の
～
め
る
・
す
な
わ
ち
・
こ
の
国
造
の

率
い
る
氏
姓
時
代
の
軍
隊
を
、
氏
は
「
国
造
軍
」
と
呼
び
、
　
「
嶺
時
に
お
け

る
國
扇
蟹
の
重
要
性
」
を
指
摘
し
、
こ
の
「
防
人
考
」
の
第
二
節
の
標
題
に

も
『
国
造
軍
』
を
掲
げ
て
い
る
程
な
の
で
あ
る
。

　
か
ね
て
私
も
、
氏
姓
国
造
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
つ
い
て
は
、
国
造
軍
す

な
わ
ち
国
造
の
持
つ
軍
菓
力
に
強
く
注
目
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
岸
氏

が
こ
の
論
文
を
『
万
葉
集
大
成
』
に
発
表
さ
れ
て
か
ら
一
〇
年
も
後
に
な
っ

て
か
ら
活
字
化
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
国
造
に
つ
い
て
の
愚
考
を
述
べ
る

に
際
し
、
参
考
に
し
て
評
価
を
舶
え
敬
意
を
裏
わ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
、
国
文
学
部
門
で
発
表
さ
れ
た
こ
の
岸
氏
の

「
国
造
軍
」
論
を
．
強
く
支
持
し
て
、
国
史
学
界
に
広
く
周
知
せ
し
め
た
の
は
、

燦
氏
と
同
門
の
古
代
兵
制
史
の
専
門
家
直
木
孝
次
郎
氏
の
権
威
あ
る
評
価
で

あ
っ
た
。
岸
氏
の
「
防
人
考
」
．
の
数
年
後
に
発
蓑
の
「
律
令
的
軍
制
の
成
立

　
　
　
　
⑬

と
そ
の
意
義
」
で
、
国
造
軍
が
律
令
国
家
の
軍
団
の
祖
型
と
な
っ
た
重
要
軍

事
力
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
秘
説
と
相
関
関
係
を
持
ち
な
が
ら
国

造
軍
の
意
義
を
確
か
な
も
の
に
し
て
お
ら
れ
た
直
木
氏
は
、
そ
の
代
歯
的
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

書
の
一
つ
で
あ
る
『
艮
本
古
代
兵
制
史
の
研
究
』
の
第
九
章
に
「
国
造
軍
」

を
扱
い
、
　
「
国
造
軍
の
存
在
形
態
と
そ
の
伝
統
」
な
る
冒
頭
の
節
で
、
全
面

的
に
「
防
人
考
」
を
評
価
し
、
　
「
国
造
軍
の
存
在
を
指
摘
し
た
最
初
の
論
文

は
、
岸
俊
男
氏
の
『
防
入
考
』
で
あ
ろ
う
偏
と
位
置
づ
け
を
お
こ
な
っ
た
う
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え
で
、
　
「
国
造
・
国
造
丁
は
各
国
の
防
人
集
団
の
長
と
な
っ
て
こ
れ
を
統
率

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
国
造
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
の
国
造
の
任
務
を
継
承

す
る
か
ら
で
￥
国
造
丁
と
い
う
の
は
、
令
制
下
で
は
、
伝
統
が
あ
る
に
せ
よ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

正
丁
か
ら
選
ば
れ
る
防
人
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
の
見
解
を
述
べ

　
助
丁
は
国
造
丁
を
補
佐
す
る
も
の
で
、
大
領
に
対
す
る
少
領
、
そ
の
前
身

　
で
あ
る
評
督
（
督
領
）
に
対
す
る
助
督
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
主
帳

　
丁
は
、
令
制
の
軍
防
令
に
定
め
る
軍
団
に
お
い
て
、
大
隠
・
少
毅
の
下
に

　
書
算
に
た
く
み
な
主
帳
が
お
か
れ
て
い
る
の
に
相
当
し
、
国
造
丁
・
二
丁

　
の
も
と
で
庶
務
会
計
を
つ
か
さ
ど
る
の
で
あ
ろ
う
。
帳
丁
・
主
帳
は
い
ず

　
れ
も
そ
の
省
略
形
で
あ
る
。
火
長
は
、
軍
防
令
に
「
兵
士
十
人
を
一
団
と

　
為
す
」
（
兵
士
下
火
条
）
と
あ
る
の
で
わ
か
る
よ
う
に
、
防
人
十
人
の
長
で

　
あ
る
。
上
製
は
防
人
と
し
て
上
番
す
る
丁
男
の
意
で
、
防
人
の
称
呼
を
も

　
つ
も
の
も
称
呼
を
も
た
な
い
も
の
も
、
と
も
に
一
般
の
防
人
の
こ
と
で
あ

　
　
⑯

　
ろ
う
。

と
、
全
面
的
に
岸
氏
の
説
に
同
調
し
た
考
え
方
を
示
し
、
　
「
こ
の
よ
う
に
み

て
く
る
と
、
八
世
紀
中
葉
の
防
人
軍
の
な
か
に
、
国
造
を
中
心
に
編
成
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
い
た
国
造
軍
の
遺
制
の
残
存
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

結
論
さ
れ
た
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
岸
氏
提
唱
の
「
国
造
丁
」
論
は
、
全
く
確
乎
た
る
地
歩

を
占
め
る
学
説
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
い
ま
や
定
説
化
せ
ん
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

三
　
奈
良
時
代
に
お
け
る
氏
姓
国
造
遺
制
に
つ
い
て

　
岸
・
直
木
説
の
強
調
指
摘
す
る
「
八
世
龍
中
葉
」
に
お
け
る
「
国
造
軍
の

遺
制
」
の
存
在
は
、
律
令
蒔
代
に
お
い
て
、
国
造
族
が
、
兵
衛
の
如
き
中
央

の
軍
事
機
関
に
お
い
て
も
、
軍
毅
の
如
き
地
方
の
軍
事
機
関
に
お
い
て
も
、

重
要
な
役
割
を
持
つ
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
、
そ
の
武
力
が
次
の
時
代
に
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

で
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
私
と
し
て
も
、
決
し
て

違
和
感
を
持
た
な
い
の
み
で
な
く
、
同
感
極
ま
り
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
し
一
歩
退
い
て
考
え
て
み
る
と
、
果
し
て
奈
良
嘲
の
八
批
紀
中
葉
ま
で
、

氏
姓
国
造
の
遺
制
が
、
制
度
と
し
て
残
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
妥
毒
性
の

あ
る
事
実
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
疑
念
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。
岸
氏
は

従
来
の
諸
説
が
「
個
々
に
つ
い
て
は
な
か
に
採
る
べ
き
も
の
も
あ
る
が
、
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

都
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
、
…
…
…
に
お
い
て
欠
け
て
い
た
」
と
い
う

見
方
の
中
に
お
い
て
、
．
こ
の
車
論
を
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
私
も
ま

た
、
防
人
の
「
国
造
丁
」
そ
の
も
の
の
理
解
に
お
い
て
は
極
め
て
合
理
的
で

あ
る
よ
う
に
み
え
る
こ
の
八
世
紀
中
葉
氏
姓
国
造
遺
制
残
存
論
が
、
奈
良
朝

時
代
に
お
け
る
氏
姓
国
造
遺
制
の
全
体
的
あ
り
方
の
上
か
ら
は
、
必
ず
し
も

疑
点
の
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
周

到
な
岸
氏
億
、
自
ち
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防人r国造丁」についての考察（新野）

東
国
諸
国
は
大
化
改
新
の
こ
ろ
に
い
く
つ
か
の
国
造
治
下
の
小
国
が
律
令

制
の
行
政
単
位
と
し
て
の
国
に
包
虫
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
国
造
そ

の
も
の
も
大
化
改
新
愉
し
ば
ら
く
は
国
司
の
下
に
そ
の
本
来
の
機
能
を
果

た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
や
が
て
国
司
の
下
級
機
関
と
し
て
長
官

を
評
督
．
野
心
、
次
官
を
助
督
と
す
る
評
（
郡
）
の
制
度
が
整
え
ら
れ
る
に

及
ん
で
、
国
造
は
お
お
む
ね
そ
れ
ら
郡
司
に
任
ぜ
ら
れ
て
行
っ
た
と
一
般

に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
方
で
は
大
化
以
後
、
天
智
ま
た
は
天
武

朝
こ
ろ
か
ら
主
と
し
て
地
方
の
神
事
祭
祀
を
司
る
者
と
し
て
の
国
造
が
新

し
く
国
ご
と
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
、
従
っ
て
本
来
な

ら
ば
こ
の
東
国
防
人
歌
に
み
え
る
国
造
は
か
か
る
一
国
一
員
の
新
国
造
と

関
係
付
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
新
順
両
国
造
と
評
・

郡
の
関
係
に
つ
い
て
は
近
時
さ
ま
ざ
ま
の
論
が
提
起
さ
札
て
い
て
、
従
来

の
見
解
が
必
ず
し
も
定
説
と
い
え
な
い
情
勢
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
問

題
に
は
ふ
れ
な
い
が
、
私
は
国
造
の
制
度
上
の
改
変
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

防
人
集
団
の
国
造
丁
に
は
大
化
前
代
の
旧
い
国
造
軍
の
形
態
が
な
お
継
承

さ
れ
て
遺
存
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
…
…
…
、
私
は
も
ち
ろ
ん
国

造
丁
や
助
丁
が
す
べ
て
な
お
国
造
自
身
あ
る
い
は
国
造
一
族
の
者
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
い
お
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
家
族
の

分
解
発
展
の
著
し
い
こ
の
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
国
造
以
外
の
銀
箔
で
あ
っ

て
も
有
力
家
族
の
｝
員
が
｝
国
の
防
人
を
統
率
す
る
よ
う
な
地
位
に
つ
く

　
こ
と
は
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
、
ま
た
国
造
一
族
で
も
か
え
っ
て
そ
の
中
心

　
的
な
成
員
は
兵
士
と
は
な
ら
な
い
場
合
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
私
と
し
て
は
八
世
紀
中
ご
ろ
の
防
人
集
団
に
は
た
だ
遺
制
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
の
国
造
軍
の
存
在
を
認
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
、
立
論
の
根
拠
を
示
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
こ
の

頃
に
氏
姓
国
造
の
遺
制
が
そ
う
顕
著
に
残
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
を
確
め
る
た
め
に
、
こ
こ
で
、
律
令
古
代
に
関
す
る
諸
史
料
に
あ
ら

わ
れ
た
氏
姓
国
造
遺
制
に
つ
い
て
辿
り
、
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

○
和
銅
元
年
紀
三
月
二
十
七
日
条

　
美
濃
國
安
八
郡
人
国
造
千
代
妻
処
是
女
心
産
品
三
男
軸
給
昌
稲
四
百
束
、
乳

　
鳳
一
人
叫

　
こ
れ
は
明
確
に
「
国
造
」
が
氏
乃
至
は
三
論
と
し
て
称
せ
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
し
か
も
律
令
国
造
に
関
わ
っ
て
生
じ
た
氏
や
氏
姓
と
は
認
め
ら
れ

な
い
か
ら
、
氏
姓
国
造
捌
の
遺
制
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
果
し
て
氏
姓
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

造
族
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
か
、
次
の
場
合
の
様
に
「
国
造
人
」
の
人

を
除
去
し
た
部
民
的
な
出
自
を
持
つ
族
な
の
か
、
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ

て
明
断
し
難
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
氏
姓
国
造
制
の
名
残
り
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

○
和
銅
州
七
年
紀
六
月
十
四
日
晶
粂

　
若
帯
臼
子
姓
、
為
レ
触
山
国
誰
嚇
改
因
昌
居
地
一
心
レ
之
、
国
造
覆
羽
、
除
二
人
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宇
↓
寺
人
心
、
本
門
物
都
族
也
、
而
庚
午
年
怪
光
昌
居
地
一
名
、
始
昌
昌
寺

　
人
肉
疑
レ
渉
昌
賎
隷
↓
累
除
二
毒
黒
闇
改
心
呂
本
姓
一
膳

　
こ
れ
は
、
い
っ
か
ら
国
造
人
の
称
が
姓
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
か
が
必
ず

し
も
明
白
で
な
く
、
乱
人
に
準
じ
て
近
江
朝
の
庚
午
年
籍
と
す
る
の
が
妥
当

か
否
か
断
定
し
難
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
こ
う
い
う
氏
姓
が
わ
ざ
わ
ざ
隷
民

に
近
似
し
た
類
の
庶
民
に
ま
で
附
さ
れ
て
登
戴
さ
れ
る
時
機
と
し
て
は
、
庚

午
年
籍
と
す
る
の
が
常
識
的
に
は
最
も
無
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
大
化
以
後

な
ど
に
そ
ヶ
し
た
存
在
の
人
々
が
改
め
て
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
般
的

な
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
当
然
「
国
造
人
」
を
称
す
る
人
々

は
そ
う
し
た
伝
統
性
を
帯
び
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ

の
伝
統
性
は
、
氏
姓
国
造
制
に
関
わ
っ
て
伴
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
ざ
る
を
得
ず
、
や
は
り
氏
姓
国
造
遺
制
の
一
た
る
を
失
わ
な
い
。

○
天
｝
半
五
年
紀
六
日
刀
二
日
条

　
欝
欝
鵯
熊
毛
郡
大
領
外
帯
七
位
下
安
志
託
（
記
）
等
十
一
人
、
賜
二
多
血
後

　
国
造
姓
↓
点
々

　
こ
れ
は
、
厳
密
に
言
え
ば
「
後
国
造
」
と
あ
っ
て
単
に
国
造
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
後
が
、
蒋
間
的
な
前
後
性
を
言
い
、
そ
の

対
語
が
「
前
国
造
」
で
、
前
国
造
は
氏
姓
国
造
を
、
後
国
造
は
律
令
国
造

を
指
し
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
多
徴
は
隠
岐
の
よ
う
に

島
が
二
つ
に
は
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
島
前
・
島
後
と
い
う

の
と
同
じ
よ
う
に
、
ま
た
は
筑
前
・
筑
後
や
豊
前
・
豊
後
と
い
う
の
と
同

じ
よ
う
に
、
地
域
の
前
後
性
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
思
え
ば
種
子

島
は
、
中
種
子
あ
た
り
を
地
峡
部
と
し
て
北
と
南
に
広
が
っ
た
部
分
を
持
つ

と
い
う
地
形
で
あ
る
。
あ
た
か
も
細
長
い
瓢
箪
の
形
を
し
て
い
る
。
古
代
に

も
こ
の
地
形
に
よ
っ
て
前
後
に
分
か
ち
て
地
域
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
や
は
り
こ
の
後
国
造
も
律
令
国
造
に
関

係
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
氏
姓
国
造
の
遺
制
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ

が
こ
の
国
造
と
い
う
姓
を
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
判
断
で
き
る
の
で

あ
る
。

○
矢
平
十
四
年
紀
四
月
十
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
賜
昌
外
従
七
位
下
日
下
部
直
聖
人
伊
豆
国
造
伊
豆
直
姓
｛

　
こ
れ
は
、
日
下
部
直
と
い
っ
て
い
た
礎
盤
の
遺
制
と
し
て
の
姓
を
、
伊
豆

国
造
伊
豆
直
と
い
う
氏
姓
国
造
の
遺
制
と
し
て
の
姓
に
か
え
た
も
の
で
あ
る
。

伴
造
と
氏
姓
国
造
の
関
係
は
、
む
し
ろ
国
造
が
本
来
の
性
格
で
、
そ
れ
が
伴

造
を
兼
任
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
伊
豆
国
造
と
し
て
の
姓
か
ら
薄
粥
と
し

て
の
姓
に
称
呼
を
か
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
俘
豆
氏
は
氏
姓
の
上
で
は

貸
し
た
庇
の
称
を
以
て
論
蔵
の
称
と
し
て
い
た
概
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ

は
改
賜
姓
と
い
う
よ
り
は
復
姓
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
伊

豆
直
」
だ
け
で
充
分
に
伊
豆
氏
姓
国
造
家
の
氏
姓
を
表
わ
し
得
る
の
に
、
厳

密
を
以
て
欄
こ
え
る
『
続
日
本
紀
索
引
』
も
こ
の
「
伊
豆
国
造
」
を
官
職
名
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防人「飼造丁」についての考察（新野）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
な
わ
ち
律
令
国
造
を
表
わ
す
も
の
と
位
置
づ
け
た
ほ
ど
通
常
的
で
な
く
、

わ
ざ
わ
ざ
「
伊
豆
国
造
伊
豆
直
」
な
ど
と
旗
姓
の
形
で
復
帰
的
に
氏
姓
を
称

す
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。

一
口
に
言
え
ば
、
ど
ち
ら
も
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
馬
姓
国
造
と
伴
造
の
二

つ
に
つ
い
て
ど
ち
ら
を
と
る
か
と
言
え
ば
、
国
造
の
方
を
と
り
た
い
と
考
え

た
こ
と
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
が
と
り
も
な
お
さ
ず
氏

姓
国
造
の
遺
制
の
存
在
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
が
、
ど
う
み
て
も
、
そ
れ
は

伝
統
的
族
称
を
示
す
も
の
以
上
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

○
天
平
勝
宝
元
年
紀
閏
五
月
二
十
日
条

　
飛
騨
国
大
野
郡
大
領
外
正
七
位
下
飛
騨
国
造
高
市
麻
呂
、
上
野
国
勢
多
郡

　
専
領
外
車
七
位
下
上
毛
管
朝
臣
足
人
、
各
献
二
嶺
国
国
分
寺
知
識
物
輔
養
授
二

　
三
従
五
位
下
嚇

　
こ
れ
は
、
上
毛
野
朝
襟
足
人
と
の
紺
比
に
お
い
て
み
て
も
、
「
飛
騨
国
造
」

が
氏
姓
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
く
、
零
時
に
ま
た
足
人
が
氏
姓
上
毛

野
国
造
の
子
孫
の
毛
野
一
族
の
一
中
心
存
在
で
、
在
地
で
郡
領
に
な
っ
て
い

た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
れ
も
氏
姓
斐
陀
国
造
の
子
孫
の
中
心
存
在
で
、
本

貫
の
地
に
お
い
て
郡
領
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
明
知
し
得
る
。
だ
が
彼
が
郡

領
に
な
っ
て
い
る
の
は
律
令
制
で
の
制
度
規
定
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
が
氏
・

姓
国
造
の
遺
制
と
い
う
も
の
に
当
ら
ぬ
こ
と
は
明
ち
か
で
あ
る
。
国
分
奪
に

高
僧
達
の
用
途
の
物
を
献
じ
得
る
よ
う
な
契
力
財
力
は
確
か
に
氏
姓
持
代
以

来
の
伝
統
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
は
あ
ろ
う
が
、
　
「
国
造
」
と
い
う
最

も
端
的
な
氏
姓
国
造
の
遺
剃
を
示
す
語
は
、
姓
と
し
て
称
せ
ら
れ
る
だ
け
で
、

実
際
の
役
割
を
持
つ
急
度
と
し
て
の
遺
制
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

同
人
に
つ
い
て
は
、

○
神
護
景
雲
二
年
忌
二
月
十
八
日
条

　
外
遊
五
位
下
飛
騨
国
造
高
市
麻
呂
、
橘
部
越
麻
呂
、
並
為
吊
造
西
大
寺
大

　
判
窟
嚇

と
い
う
史
料
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
飛
騨
国
造
は
氏
姓
で
あ
る
こ
と
、
さ

き
の
場
合
と
変
り
が
な
い
。

○
宝
亀
元
年
紀
四
月
朔
条

　
美
濃
国
方
県
郡
零
話
外
野
六
位
下
国
造
雄
野
望
昌
下
上
二
万
束
於
国
分
寺
↓

　
授
晶
外
従
五
位
下
↓

　
こ
こ
で
記
録
さ
れ
て
い
る
雄
万
の
場
合
も
、
高
市
麻
呂
と
同
様
の
立
揚
に

あ
る
氏
姓
国
造
族
の
す
が
た
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
の
「
国
造
」

も
ま
た
姓
で
あ
る
。

○
宝
亀
二
年
紀
正
月
二
日
条

　
授
門
：
…
外
従
五
位
上
上
毛
宇
佐
位
醐
…
臣
老
刀
自
、
　
正
六
位
下
冷
牝
焔
浄
u
成

　
女
男
従
五
位
下
｛

　
こ
こ
で
名
の
な
ら
ん
で
出
て
い
る
老
刀
自
と
浄
写
女
と
は
、
老
刀
自
は
既

に
上
野
の
律
令
国
造
に
な
っ
て
い
る
し
、
偶
成
女
は
こ
の
後
書
も
な
く
因
幡
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の
律
令
国
造
に
な
る
人
物
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
浄
成
女
の
「
国
造
」
は
こ
れ

そ
の
も
の
が
氏
姓
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
在
地
の
者
な
ら
と
に
か
く
、

豊
成
女
の
如
く
采
女
と
し
て
中
央
に
隔
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
は
不
都
合
も

あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
翌
月
の
九
日
に
は

　
因
幡
国
高
草
采
女
従
五
位
下
国
造
浄
成
女
等
七
人
賜
昌
姓
因
幡
国
造
嚇

と
い
う
処
置
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
き
に
み
た
「
伊
豆
国
造
」
の

場
合
と
圃
様
に
、
氏
姓
稲
葉
国
造
の
遺
制
と
し
て
因
幡
国
造
と
い
う
氏
姓
の

存
在
す
る
こ
と
だ
け
は
、
は
っ
き
り
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
こ
で
も
ま
た
遺
制
は
氏
姓
と
し
て
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
の
こ

と
は
、
同
年
十
一
月
十
八
日
条
に
「
因
幡
国
造
浄
成
女
僧
五
位
上
」
十
二
月

十
四
日
に
「
従
五
位
上
因
幡
国
造
浄
串
良
為
二
因
幡
国
々
造
一
」
延
麿
四
年
正

月
九
日
に
「
因
幡
国
造
浄
雪
女
並
従
四
位
上
」
と
見
え
る
。

　
宝
亀
五
年
紀
二
月
廿
三
日
条
に
は
同
じ
因
幡
国
の
氏
姓
国
造
族
の
こ
と
に

つ
い
て
、

　
因
幡
国
面
上
郡
員
外
少
領
従
八
位
上
国
造
宝
頭
賜
晶
姓
因
幡
国
造
（

と
あ
っ
て
、
八
上
郡
に
い
る
氏
姓
稲
葉
国
造
の
後
輩
も
、
同
様
に
氏
姓
国
造

の
遺
制
と
し
て
の
国
造
の
氏
姓
を
称
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た

兜
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
参
議
藤
原
浜
成
の
母
は
「
因
幡
国
八
上
郡
采
女

　
　
　
　
　
　
　
㊤

稲
葉
国
造
気
豆
之
娘
」
で
あ
る
。
浜
成
は
神
亀
元
年
参
議
院
豊
位
兵
部
卿
兼

左
京
大
夫
麻
呂
の
一
男
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
気
豆
之
娘
は
、
氏
姓

稲
葉
国
造
の
遺
制
の
氏
姓
を
称
し
て
い
た
八
上
郡
領
家
か
ら
、
采
女
と
し
て

中
央
に
出
仕
し
て
い
て
麻
呂
と
の
間
に
浜
成
を
も
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
延

暦
十
年
紀
穴
月
廿
五
日
条
に
も
「
授
黒
正
六
位
上
因
幡
国
造
国
館
外
従
五
位
．

下
こ
と
あ
り
、
や
は
り
因
幡
国
造
の
氏
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
も
の
が
、
ほ

か
に
も
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

○
宝
亀
二
年
紀
閏
三
月
二
十
二
日
条

　
授
回
外
従
事
位
下
伊
豆
国
造
伊
豆
直
乎
美
奈
従
五
位
下
↓

　
こ
れ
は
、
乎
美
奈
と
い
う
の
で
女
性
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
天
平
十
四

年
紀
に
見
え
た
尊
人
の
同
族
後
輩
な
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
東
国
の
例
と
し
て

○
延
暦
四
年
紀
正
月
二
十
七
日
条

　
授
昌
正
六
位
下
海
上
国
造
野
田
資
牽
直
徳
刀
自
外
下
五
筆
下
の

と
い
う
の
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
、
「
海
上
国
」
と
い
う
令
制
の
国
が
な
い

こ
と
か
ら
、
氏
姓
国
造
遺
制
の
氏
姓
が
、
奈
良
朝
の
み
で
な
く
平
安
朝
初
期

に
な
っ
て
ま
で
も
ハ
國
造
族
の
上
に
な
お
明
ら
か
に
生
き
て
い
て
、
天
平
以

来
の
伊
豆
氏
の
如
く
複
姓
を
称
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
海

上
国
造
と
言
え
ば
、
本
稿
が
主
た
る
対
象
史
料
と
し
て
い
る
『
万
葉
集
』
巻

二
十
の
中
で
、
四
三
八
四
番
の
歌
の
作
者
に
、
部
領
使
県
犬
養
宿
禰
浄
人
に

ひ
き
い
ら
れ
た
下
総
国
防
入
の
中
の
「
助
丁
海
上
郡
海
上
国
造
瀬
田
日
奉
直

得
大
理
」
が
い
る
。
両
者
が
同
族
で
氏
姓
海
上
国
造
の
名
残
り
を
氏
姓
に
と

ど
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
の
海
上
国
造
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の
氏
姓
は
、
平
安
身
代
前
期
に
お
い
て
も
『
三
代
実
録
』
の
仁
和
元
年
閏
三

月
十
九
日
条
に

　
下
総
国
海
上
郡
大
領
外
正
六
陸
上
海
上
寒
造
他
田
日
光
直
春
岱
、
借
亀
甲

　
従
五
位
下
一
以
賢
代
二
百
姓
一
済
中
蓋
古
聖
也

と
あ
る
よ
う
に
、
確
乎
と
し
て
称
さ
れ
て
い
る
。

　
「
正
倉
院
文
書
」
に
よ
る
と
、
天
平
の
晴
代
に
中
央
に
出
仕
し
て
い
て
、

本
国
下
総
国
海
上
郡
の
大
領
に
就
任
す
る
こ
と
を
請
願
す
る
解
文
を
提
出
し

た
人
物
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
中
宮
奢
人
左
京
七
条
人
爵
八
位
雲
海
上
国
造
他
留
日
奉
部
毛
無
護

と
い
う
者
も
い
る
か
ら
、
こ
の
国
造
と
伴
造
と
を
併
称
す
る
長
い
複
姓
は
、

ま
ぎ
れ
も
な
く
極
め
て
長
く
伝
え
ら
れ
た
属
姓
国
造
遺
制
の
一
つ
で
あ
る
。

　
同
じ
く
「
正
倉
院
文
書
」
の
中
で
専
門
家
の
間
で
は
注
目
さ
れ
て
い
る
。

○
国
造
豊
足
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
天
平
十
一
年
正
月
二
十
五
日
国
造
豊
足

と
い
う
署
名
史
料
が
あ
る
。
国
王
は
左
大
隠
家
の
目
代
で
あ
る
。
こ
れ
も
因

幡
の
浄
成
女
の
初
学
の
如
く
、
地
方
の
名
称
が
な
い
の
で
、
ど
こ
の
氏
姓
国

造
の
後
な
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
の
所
属
か
ら
言
っ
て
も
律
令
国
造

と
は
直
接
関
係
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
「
国
造
何
某
」
と
い
う
表
記
の
仕
方
は
、
実
際
に
も
と
か
ら

「
国
造
何
某
」
と
い
う
形
で
あ
っ
た
も
の
と
、
既
に
出
て
き
た
場
合
の
ご
と

く
「
国
造
人
何
某
」
と
あ
っ
た
の
の
人
を
除
い
た
も
の
や
、
「
正
倉
院
文
書
」

の
「
御
野
国
戸
趣
路
蜂
間
郡
春
量
の
部
に
数
多
く
見
ら
れ
る
函
造

型
」
の
族
を
略
し
た
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
こ
の
「
正
倉
院
文
書
」
の
大
宝
二
年
の
美
濃
国
の
戸
籍
で
も
「
肩
書
郡
肩

々
里
」
な
ど
で
は
、
た
と
え
ば
「
下
墨
戸
国
造
川
嶋
戸
」
と
か
「
上
政
戸
国

造
大
庭
戸
」
と
か
と
、
国
造
だ
け
を
氏
の
称
と
し
て
い
る
も
の
や
、
大
庭
の

戸
口
の
人
々
の
中
で
も
「
戸
主
母
国
造
白
髪
売
」
　
コ
戸
主
上
国
造
機
売
」
な

ど
と
記
さ
れ
る
も
の
は
、
本
来
「
国
造
」
だ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
同
じ

大
庭
の
戸
口
で
「
寄
人
国
造
族
安
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
は
、
春
中
里

な
ど
の
例
の
「
国
造
族
」
と
同
じ
も
の
で
、
た
だ
「
国
造
」
と
書
か
れ
る
も

の
と
は
本
来
差
異
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
れ
で
あ
っ
て
も

「
國
造
」
と
い
う
氏
の
称
が
、
氏
姓
国
造
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
称
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
国
造
が
氏
で
な
く
て
姓
の
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
さ
き
に
示
し
た

伊
豆
国
造
・
因
幡
国
造
・
飛
騨
困
造
・
海
上
国
造
な
ど
と
共
に
、
圓
、
令
義
解
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

撰
進
の
動
議
を
提
し
た
こ
と
で
著
名
で
あ
る
開
法
学
者
「
額
田
国
造
今
足
」

な
ど
の
例
も
直
ぐ
目
に
つ
く
が
、
こ
れ
は
平
安
朝
に
な
っ
て
は
じ
め
て
称
せ

ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
並
足
の
祖
先
が
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
絶

え
る
こ
と
な
く
称
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
の
如
く
氏
姓
国
造
の
遺
制
と
し
て
氏
や
姓
の
「
国
造
」
が
律
令
園
田
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の
社
会
で
巾
広
く
そ
し
て
根
深
く
行
わ
れ
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ

る
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
外
に
は
、
氏
姓
国
造
の
遣
制
と
絹
さ
れ
る

も
の
は
、
格
別
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
史
料
を
『
続
日
本
紀
』

だ
け
に
限
っ
て
み
る
と
、
五
九
ほ
ど
の
国
造
記
事
を
見
越
す
こ
と
が
で
き
、

さ
ら
に
奈
良
朝
特
代
に
限
定
す
る
と
四
四
ほ
ど
と
な
る
中
で
、
灰
姓
国
造
の

遺
制
と
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
実
に
右
に
あ
げ
た
関
係
部
分
だ
け
な

の
で
あ
る
。
数
の
点
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
種
類
の
点
で
は
全
く
氏
姓
の
こ

と
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
私
が
到
達
し
得
な
か
っ
た
史
料
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
史
料

が
伝
わ
ら
ず
残
ら
な
く
て
も
属
姓
国
造
の
遺
制
と
し
て
こ
の
ほ
か
に
も
何
か

あ
っ
た
に
は
ち
が
い
な
い
。
だ
が
史
料
の
上
で
こ
れ
だ
け
顕
著
明
白
に
、
奈

良
時
代
の
氏
姓
国
造
の
遣
制
が
「
氏
」
や
「
姓
」
に
限
ら
れ
て
い
る
の
に
、

実
際
の
奈
良
時
代
の
歴
史
の
実
態
と
し
て
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、
こ
の
ほ
か

の
と
こ
ろ
で
別
に
生
き
た
働
き
を
し
、
実
質
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
氏

姓
国
造
の
有
力
な
遺
制
が
存
在
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
も
そ
の
よ
う

に
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

　
実
質
的
な
働
き
を
持
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
律
令
制
度
の
中
に
実
際
的

に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
遺
制
が

本
当
に
多
く
存
在
し
た
か
、
数
は
少
く
て
も
強
力
に
存
在
し
た
か
す
る
な
ら

ば
、
律
令
軍
欄
の
一
環
で
あ
る
防
人
制
度
の
中
に
、
氏
姓
国
造
の
遺
制
の
残

存
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
が
、
果
し
て
右
に
見
た
史
料
の
示
し
て
い
る
限
界
を
越
え
て

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
は
否
定
的
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

四
歌
の
語
る
も
の

　
『
万
葉
集
』
の
関
係
歌
を
、
万
葉
仮
名
は
不
得
意
な
の
で
、
一
項
に
引
い

た
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
本
の
訓
み
に
し
た
が
っ
て
掲
げ
て
み
る
と
、
つ

ぎ
の
如
く
に
な
る
。
な
お
、
助
丁
の
中
に
も
海
上
国
造
を
氏
姓
と
す
る
も
の

が
あ
る
の
で
、
助
丁
を
含
め
て
挙
示
検
討
す
る
。
　
「
天
平
勝
宝
七
歳
乙
未
二

月
、
相
替
り
て
筑
紫
に
燈
は
さ
る
る
諸
国
の
防
人
等
の
歌
レ
と
い
う
一
群
の

冒
頭
の
歌
が
、
遠
江
国
の
部
で

！
畏
き
や
命
被
り
明
日
ゆ
り
や
草
が
む
た
寝
む
年
無
し
に
し
て
（
四
三
二
一
）

　
　
右
の
｝
首
は
、
国
造
丁
長
下
郡
の
物
部
秋
落
の
な
り

で
あ
り
、
つ
ぎ
の
相
摸
国
の
は
国
造
丁
は
な
く
、

2
大
君
の
命
畏
み
磯
に
触
り
海
原
渡
る
父
母
を
置
き
て
（
四
三
二
八
）

　
　
右
の
一
首
は
櫛
助
丁
丈
部
面
人
麿
の
な
り
。

つ
ぎ
の
駿
河
も
、
最
初
が
、

3
畳
薦
牟
良
自
が
磯
の
離
磯
の
母
を
離
れ
て
行
く
が
悲
し
さ
（
四
三
　
二
八
）

　
　
右
の
一
首
は
、
助
丁
生
二
道
暦
の
な
り
。

138 （760）

▼



1防人「国造丁」についての考察（新野）

つ
づ
く
上
総
国
で
は

4
家
に
し
て
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
汝
が
侃
け
る
大
刀
に
な
り
て
も
斎
ひ
て
し

　
か
も
（
鶏
三
四
七
）

　
　
右
の
一
首
は
、
国
造
丁
日
下
部
使
主
三
中
が
父
の
歌
な
り
。

5
た
ら
ち
ね
の
母
を
別
れ
て
ま
こ
と
わ
れ
旅
の
仮
磁
に
安
く
寝
む
か
も

　
（
四
三
四
八
）

　
　
右
の
一
首
は
、
国
造
丁
日
下
部
使
主
三
中
の
な
り
。

6
百
隈
の
道
は
来
に
し
を
ま
た
更
に
八
十
島
過
ぎ
て
別
れ
か
行
か
む

　
（
掘
三
鰻
九
）

　
　
右
の
　
首
は
、
助
丁
刑
部
直
三
野
の
な
り
。

と
、
該
当
す
る
も
の
が
揃
っ
て
い
る
。
つ
ぎ
も
坂
東
の
常
陸
国
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
諸
国
の
例
と
逆
に
助
丁
の
方
が
う
し
ろ
に
排
列
さ
れ
て
い
て

7
橘
の
下
吹
く
風
の
香
ぐ
は
し
き
筑
波
の
山
を
恋
ひ
ず
あ
ら
め
か
も

　
（
四
一
瓢
七
一
）

　
　
右
の
｝
首
は
、
助
丁
占
部
広
方
の
な
り
。

と
な
っ
て
い
る
。
下
野
に
は
弓
長
以
下
し
か
な
く
、
下
総
国
で
は
前
項
で
も

度
々
史
料
の
あ
っ
た
海
上
国
造
が
登
場
す
る
。

8
暁
の
か
は
た
れ
時
に
島
陰
を
漕
ぎ
に
し
船
の
た
づ
き
知
ら
ず
も
（
四
三
八
瑚
）

　
　
右
の
　
首
は
、
助
丁
海
上
郡
の
海
上
国
造
他
田
日
奉
直
得
大
理
の
な
り
。

そ
の
次
に
関
係
の
歌
が
出
て
来
る
の
は
信
濃
国
で
、

9
韓
衣
裾
に
取
り
つ
き
泣
く
子
ら
を
置
き
て
ぞ
来
ぬ
や
母
な
し
に
し
て

　
（
四
頭
○
［
）

　
　
右
の
　
酋
は
、
図
造
（
丁
）
小
県
郡
の
他
田
舎
入
大
島
の
な
り

が
み
え
る
。
国
造
と
あ
る
の
は
既
に
国
造
丁
と
校
訂
し
た
説
も
行
わ
れ
て
い

る
如
く
、
国
造
丁
の
意
味
に
違
い
あ
る
ま
い
。
つ
ぎ
の
上
野
国
で
は

10

?
波
道
を
行
き
て
来
ま
で
と
吾
妹
子
が
着
け
し
紐
が
緒
絶
え
に
け
る
か
も

　
（
四
四
〇
四
）

　
　
右
の
一
首
は
、
助
丁
上
毛
野
牛
甘
の
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

が
該
薮
す
る
歌
で
、
最
後
の
武
蔵
国
で
は

11

酷
″
?
に
取
り
侃
き
真
愛
し
き
背
う
が
め
（
ま
）
き
来
む
月
の
知
ら
な
く

　
（
四
四
一
三
）

　
　
右
の
｝
首
は
、
上
丁
那
珂
郡
の
檜
前
装
増
石
前
が
妻
大
伴
部
真
足
女
の
な
り
。

12

蝟
ﾑ
の
命
畏
み
愛
し
げ
真
子
が
手
離
り
島
伝
ひ
行
く
（
四
四
　
四
）

　
　
右
の
一
首
は
、
助
丁
秩
父
郡
の
大
伴
部
少
歳
の
な
り
，

が
挙
げ
る
べ
き
対
象
と
考
え
ら
れ
る
。
四
四
コ
ニ
は
「
上
丁
妻
」
と
あ
っ
て
、
、

文
字
通
り
に
解
す
れ
ば
こ
こ
に
挙
げ
る
べ
き
類
に
属
さ
な
い
が
、
　
「
檜
前
舎

人
」
と
い
う
石
弓
の
氏
姓
と
い
い
、
排
列
の
順
序
が
、
こ
の
国
の
習
頭
に
あ

っ
て
、
助
丁
・
主
張
（
丁
）
の
歌
の
前
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
い
い
、

こ
れ
は
「
臨
四
丁
妻
」
の
意
味
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
国
造
丁
も
上

番
す
る
丁
男
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
の
で
、
　
「
上
国
四
丁
」
と
で
も

あ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
書
き
ち
が
い
と
か
、
略
記
で
あ
る
と
か
、
伝
写
の
ち
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

い
で
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と
が
も
し
れ
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

こ
こ
に
か
か
げ
た
一
〇
首
余
の
歌
を
通
観
し
て
気
づ
く
こ
と
は
、
国
造
了
鵬



た
ち
の
詠
ん
だ
歌
の
す
べ
て
を
通
じ
て
、
国
毎
防
人
集
団
の
長
と
し
て
雄
々

し
く
勇
ま
し
い
歌
な
ど
は
一
首
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勇
壮
な
戦
争

詩
を
詠
ま
な
か
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
国
造
丁
ら
に
勇
猛
心
が
な
か
っ
た
と

断
定
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
で
き
な
い
が
、
例
外
な
し
に
一
事
の
勇
ま
し
い

歌
も
詠
ま
な
か
っ
た
国
造
丁
ら
を
、
氏
姓
時
代
の
外
征
軍
な
ど
の
先
頭
に
立

ち
、
或
い
は
兵
団
の
中
心
に
な
っ
て
い
た
氏
姓
国
造
ら
の
勇
獄
心
を
引
き
つ

い
で
い
る
存
在
と
考
え
る
こ
と
な
ど
は
、
な
お
一
層
で
き
難
い
こ
と
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
論
者
の
雷
う
が
如
く
、
氏
姓
古
代
に
お
け

る
大
和
国
家
軍
の
重
要
構
成
単
位
で
あ
っ
た
国
造
軍
の
伝
統
を
う
け
、
そ
の

遺
制
と
位
置
づ
け
る
に
足
る
防
人
集
団
の
幹
部
な
ら
、
何
か
も
う
少
し
は
、

　
誇
高
い
姿
勢
を
示
し
、
律
令
防
人
制
を
肯
定
す
る
よ
う
な
積
極
的
詠
歌
を

す
る
の
が
通
常
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ど
う
も
国
造
丁
ら
の
心
に
、
時
代

の
空
欄
に
合
致
し
た
存
在
と
し
て
、
国
造
軍
伝
統
の
隊
長
の
心
情
と
か
武
人

の
気
力
と
か
が
継
受
保
持
さ
れ
て
い
た
と
は
認
め
難
い
の
で
あ
る
。

　
事
実
1
の
「
畏
き
や
命
被
り
明
日
ゆ
り
や
…
…
」
と
い
う
上
の
句
や
、
2

の
「
大
君
の
命
喪
み
磯
に
触
り
海
原
渡
る
…
…
」
1
2
の
「
大
野
の
命
畏
み
愛

し
げ
真
子
が
…
…
」
な
ど
の
上
の
句
は
、
確
か
に
、
徐
令
時
代
の
軍
制
と
し

て
の
防
人
の
行
動
を
肯
定
し
た
謳
い
上
げ
を
し
ょ
う
と
し
て
い
る
心
組
み
を

表
わ
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
よ
り
詳
し
く
よ
り
心
を
潴
め
て
検
討
し
て
み
る

な
ら
ば
、
微
妙
な
違
い
が
感
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
国
造
丁
の
歌
は
、
工
の
歌
で
秋
上
が
「
畏
き
や
命
被
り
明
日

ゆ
り
や
草
が
む
た
寝
む
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
雄
々
し
く
も
「
大
君
の

命
か
し
こ
み
ゆ
く
か
ら
は
、
草
と
共
に
寝
る
こ
と
も
問
題
で
は
な
い
の
だ
」

と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
結
句
と
共
に
「
草
が
む
た
寝
む
妹
無
し
に

し
て
」
と
い
う
下
の
句
に
し
て
見
る
と
、
実
は
「
妻
と
共
に
寝
る
こ
と
が
で
、

き
な
く
て
、
草
と
寝
る
の
か
」
と
い
う
悲
し
さ
淋
し
さ
を
未
練
が
ま
し
く
訴

え
て
い
る
の
み
で
、
し
か
も
そ
こ
が
こ
の
歌
の
主
題
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
か
ら
、
　
「
畏
き
や
命
被
り
」
な
ど
と
い
う
出
だ
し
で
は
じ
ま
っ
た
上

の
句
も
、
結
局
は
単
な
る
形
式
的
修
辞
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
日
下
部
使
主
三
中
の
「
た
ら
ち
ね
の
母
と
別
れ
て
、
本
当
に
自
分
は
旅

の
薫
り
の
縢
で
安
ら
か
に
寝
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
不
安
で
た
ま
ら

な
い
。
」
と
い
う
5
の
歌
も
、
純
真
と
い
う
べ
き
か
幼
稚
と
い
う
べ
き
か
、

年
が
若
い
ら
し
い
こ
と
は
癒
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
壮
丁
と
し
て
防

に
赴
く
脊
年
と
し
て
は
、
い
か
に
も
女
々
し
い
歌
で
あ
る
。
純
国
文
学
の

立
場
か
ら
言
え
ば
な
る
ほ
ど
純
情
偽
ら
ざ
る
万
葉
の
こ
こ
ろ
の
あ
ら
わ
れ
と

し
て
評
価
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
史
学
の
立
場
で
こ
れ
を
懸
れ
ば
、

そ
れ
が
本
心
で
あ
り
純
情
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
防
人
国
造
丁
に
指
揮
官
だ

の
部
隊
長
だ
の
と
い
う
心
の
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
推
知
せ
し
め
る
の
み

で
あ
る
。

　
大
島
の
9
に
歪
っ
て
は
「
か
ら
こ
ろ
も
の
裾
に
す
が
り
つ
い
て
泣
く
子
ら
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防人「国造丁」についての考察（新野、

を
置
い
て
き
た
こ
と
で
あ
る
よ
。
母
も
い
な
い
そ
の
子
供
た
ち
を
」
と
い
う

泣
き
歌
で
あ
る
。
片
親
の
子
供
と
別
れ
て
来
る
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
あ
ま
り
と
言
え
ば
あ
ま
り
で
、
雄
々
し
い
心
を
内
に
秘
め
た

勇
者
や
武
人
の
長
た
る
者
が
詠
み
、
且
つ
撰
者
に
選
ば
れ
る
歌
で
あ
る
な
ど

と
は
、
ど
う
み
て
も
う
け
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
｝
方
、
助
丁
の
歌
は
、
2
の
「
大
霜
の
命
を
畏
み
、
磯
か
ら
磯
を
伝
わ
っ

て
、
父
母
を
後
に
し
な
が
ら
も
、
海
原
を
渡
っ
て
私
は
ゆ
く
の
だ
」
と
い
う

鮮
明
な
決
意
と
態
度
を
詠
ん
だ
歌
が
、
外
見
に
限
っ
て
言
っ
て
も
女
々
し
さ

は
な
く
、
お
そ
ら
く
そ
の
内
心
に
も
こ
れ
を
押
し
出
す
丈
の
強
い
精
神
の
充

実
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
し
、
3
の
「
た
た
み
け
め
牟
良
自
の
磯
の
離

れ
磯
の
よ
う
に
、
母
か
ら
離
れ
て
行
く
の
が
悲
し
い
な
ア
」
と
い
う
歌
は
、

三
中
の
5
に
も
似
て
い
る
が
、
修
飾
辞
が
長
い
せ
い
か
、
母
か
ら
離
れ
て
い

く
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
弱
々
し
さ
や
女
々

し
さ
は
感
じ
さ
せ
な
い
。
6
の
「
多
く
の
曲
り
の
あ
る
道
を
や
っ
て
来
た
が
、

ま
た
さ
ら
に
沢
山
の
島
を
経
由
し
て
別
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
か
」
と

い
う
歌
は
、
遠
い
未
知
の
前
途
に
対
す
る
不
安
の
気
持
を
卒
直
に
は
言
っ
．
て

い
る
が
、
特
に
実
質
的
な
女
々
し
さ
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
い
は
ば

一
般
的
に
旅
行
者
に
共
通
の
心
を
詠
ん
で
い
る
。
7
の
「
橘
の
も
と
を
吹
き

わ
た
る
風
の
か
ぐ
わ
し
い
筑
波
山
を
な
つ
か
し
く
患
わ
ず
に
は
居
れ
よ
う
か
、

お
れ
は
し
な
い
。
」
と
い
う
静
か
で
美
し
い
望
郷
の
歌
も
、
こ
こ
で
筒
題
に

な
る
よ
う
な
格
別
の
心
情
は
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
海
上
国
造
の
詠
ん
だ

8
の
「
暁
の
夜
明
け
の
頃
に
、
島
の
裏
側
を
漕
い
だ
船
の
頼
り
な
か
っ
た
こ

と
よ
」
と
い
う
歌
も
、
極
め
て
形
の
整
っ
た
船
旅
の
歌
の
一
首
に
す
ぎ
な
い
。

10

ﾌ
「
難
波
へ
の
道
を
行
っ
て
帰
る
ま
で
と
、
わ
が
愛
す
る
彼
女
が
つ
け
て

く
れ
た
紐
が
、
長
旅
で
す
り
切
れ
て
し
ま
っ
た
わ
い
」
と
い
う
一
首
も
、
ふ

と
し
た
こ
と
か
ら
い
と
し
い
人
を
偲
ん
で
は
い
る
が
、
き
わ
め
て
常
識
的
な

気
持
の
う
た
で
あ
る
。
最
後
の
1
2
の
「
尊
い
大
君
の
命
令
だ
か
ら
そ
れ
を
畏

み
受
け
、
愛
す
る
妻
の
手
も
離
れ
て
島
伝
い
に
行
く
の
で
あ
る
」
と
い
う
歌

も
、
例
に
よ
っ
て
「
命
畏
み
」
式
の
形
式
用
語
を
持
っ
た
、
防
人
の
倫
理
感

と
心
意
気
を
歌
う
も
の
で
あ
っ
て
、
　
「
真
子
が
手
離
り
」
は
2
の
「
父
母
を

置
き
て
」
や
3
の
「
母
を
離
れ
て
」
と
い
う
の
と
岡
類
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
、
三
人
の
国
造
丁
た
ち
が
手
離
し
で
女
々
し
く
歌
っ
て
い
る
の
と
は
ち
が

っ
て
い
て
、
弱
々
し
い
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
よ
う
な
切
実
さ
は
伝
わ
っ
て
来

な
い
の
で
あ
る
。

　
国
造
丁
の
歌
に
出
で
発
つ
勇
士
の
気
慨
が
な
く
、
助
丁
の
歌
の
方
に
弱
さ

が
無
く
平
然
と
決
意
を
示
し
て
任
務
に
就
く
概
が
あ
る
と
い
う
大
勢
は
、
果

し
て
何
を
意
味
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
差
は
少
数
史
料
に
伴
な
う

史
料
の
限
界
性
が
も
た
ら
し
た
単
な
る
偶
然
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

或
い
は
ま
た
私
の
解
釈
が
誤
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
も
こ

れ
は
、
国
造
丁
は
防
人
集
団
の
長
で
零
丁
は
副
長
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
同

141 （763）



穎
の
防
人
幹
部
で
は
な
い
こ
ど
㌘
示
す
も
の
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
ぴ
す

な
わ
ち
、
助
丁
は
確
か
に
防
人
団
幹
部
の
正
式
な
兵
員
で
あ
る
の
に
対
し
、

国
造
丁
は
何
か
そ
れ
と
は
別
の
種
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る

よ
う
に
、
私
に
は
受
け
と
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
国
造
丁
の
性
格

　
し
か
ら
ば
国
造
丁
と
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
国
造
丁
は
史
料

に
あ
ら
わ
れ
る
限
り
、
全
制
一
国
に
つ
き
一
入
し
か
い
な
い
と
い
う
、
数
の

面
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
令
制
～
国
に
　
人
し
か
い
な

い
国
造
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
律
令
国
造
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
数
の
上
か
ら
は
、
令
制
一
国
一
員
の
律
令
国
造
と
、
令
制
一

国
単
位
防
人
集
団
に
…
人
の
国
造
丁
と
は
、
極
め
て
直
接
的
に
結
び
つ
き
得

る
存
在
と
な
る
。
も
し
氏
姓
国
造
の
遺
制
と
し
て
氏
姓
国
造
族
か
ら
防
人
の

国
造
丁
が
出
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
数
は
一
国
の
防
人
集
団
に
つ
い
て
一
入

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
氏
姓
国
造
族
は
令
制
の
【

国
に
多
数
い
る
の
が
一
般
的
な
状
況
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
明
白
に
氏
姓
国
造
の
遺
制
で
あ
る
「
海
上
国
造
他
書
日
奉
直
得
大
理
」

は
、
国
造
丁
に
は
な
っ
て
い
な
い
で
下
総
国
の
確
認
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
下
総
国
に
は
や
は
り
氏
姓
国
造
の
遣
制
た
る
國
造
族
が
騨
落
丁
と
し

て
出
て
い
た
け
れ
ど
も
、
歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
詠
み
は

し
た
の
だ
け
れ
ど
も
拙
劣
の
た
め
に
家
持
が
そ
れ
を
除
虫
し
て
載
せ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、

も
し
も
氏
姓
国
造
の
遺
湖
が
制
度
的
に
防
人
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
し

て
も
、
氏
姓
隅
造
の
遺
制
と
し
て
の
国
造
族
が
、
防
人
と
し
て
出
る
場
合
に

必
ず
国
造
丁
に
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は
、
こ
の
事
実
か
ら

明
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
氏
姓
国
造
族
が
團
造
丁
で

は
な
く
乱
丁
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
国
造
丁
が
氏
姓
国
造
の
遺

制
で
は
な
い
と
い
う
論
は
導
き
出
し
得
な
い
が
、
防
人
制
の
中
で
圏
造
丁
の

み
が
氏
姓
国
造
と
最
も
密
接
に
直
結
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
く

な
る
し
、
ま
し
て
や
防
入
制
度
の
中
に
お
け
る
氏
姓
国
造
の
唯
一
の
遺
制
が

国
造
丁
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
考
え
方
も
で
き
な
く
な
る
。
解
る
意
昧
で
は

助
丁
も
氏
姓
国
造
の
遺
制
と
欝
い
得
る
の
で
あ
る
。

　
相
模
の
助
丁
の
鞍
部
造
、
上
総
の
助
丁
の
刑
部
直
、
上
野
の
助
手
の
上
毛

野
な
ど
、
氏
姓
国
造
の
族
で
あ
る
と
い
う
証
拠
は
な
い
が
、
或
い
は
氏
姓
国

造
族
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
氏
姓
国
造
族
と
同
格
の
地
方
豪
族
で
あ
ろ
う

こ
と
は
、
氏
姓
の
上
か
ら
阻
ら
か
に
知
り
得
る
し
、
上
毛
野
牛
甘
の
如
き

「
鴛
」
姓
の
ぬ
け
て
い
る
も
の
も
、
先
ず
間
違
い
な
く
氏
姓
上
毛
野
国
造
の

後
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
氏
姓
海
上
国
造
の
後
は
、
こ
れ
ら
同
格
類
似
の
地
方

豪
族
と
な
ら
ん
で
防
人
の
助
丁
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
氏
姓

囲
造
族
の
名
族
性
・
豪
族
性
は
、
か
く
の
如
く
助
丁
で
あ
る
こ
と
の
中
に
表
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わ
さ
れ
て
い
る
、
結
局
氏
姓
国
遣
が
伝
統
的
に
保
持
し
て
い
た
地
力
や
勢
力

を
い
わ
ゆ
る
遺
制
と
し
て
軍
事
面
に
表
わ
す
に
し
て
も
、
こ
の
形
に
お
い
て

も
実
態
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
ひ
ど
り
園
造
丁
と
し
な
け

れ
ば
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
書
入
に
対
応
し
て
考
慮
さ
れ
る
軍
団
に
活
用
さ
れ
て
い
る
氏
姓
国
造
族
の

力
も
、
そ
れ
が
国
造
族
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
実
力
の
持
主
だ
か
ら
と
い
う
実
際
的
理
由
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ
て
い
る

向
き
が
強
い
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
む
し
ろ
旧
時
の
国
造
軍
の
伝
統
を
よ

り
ょ
く
伝
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
軍
団
に
こ
そ
、
国
造
毅
な
ど
と
い
う

名
称
の
将
校
が
い
て
も
よ
さ
そ
う
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
い
の
で
あ
る
。

ど
う
も
防
人
の
国
造
丁
を
軍
団
で
あ
れ
ば
国
造
毅
に
轟
た
る
兵
科
の
将
校
と

認
め
る
こ
と
は
、
均
斉
性
が
な
い
推
定
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
周
囲

の
事
情
は
、
防
人
の
国
造
丁
と
い
う
も
の
を
極
め
て
独
得
な
存
在
に
し
て
い

る
と
共
に
、
防
人
集
団
の
内
部
に
お
い
て
も
、
国
造
丁
と
い
う
も
の
が
や
は

り
特
殊
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
論
者
が
、
防
人
集
団
の
長
的
存
在
と
し
て
国
造
丁
を
位
置
づ
け
る
際
の
判

断
の
根
拠
は
「
大
化
前
代
に
お
い
て
扇
造
の
率
い
る
軍
隊
が
当
隠
の
軍
事
組

織
、
中
で
も
外
征
軍
な
ど
の
構
成
に
お
い
て
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
ら

　
　
　
⑳

し
い
こ
と
」
や
「
後
　
令
軍
制
の
完
成
以
前
は
、
各
地
の
国
造
の
率
い
る
軍
隊

が
、
外
征
な
ど
の
非
常
の
場
合
に
は
朝
廷
に
よ
っ
て
動
員
さ
れ
、
朝
廷
の
支

配
下
の
軍
隊
の
有
力
な
一
部
分
を
な
し
て
い
た
こ
と
」
で
あ
る
が
、
律
令
穏

下
の
防
人
は
、
あ
く
ま
で
も
防
人
で
あ
っ
て
重
字
で
は
な
か
づ
た
の
で
あ
る
。

さ
き
に
私
は
、
古
く
国
造
丁
を
国
造
蒙
の
輩
下
の
者
が
代
役
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
と
す
る
説
の
生
ま
れ
て
来
る
所
以
に
つ
い
て
、
賦
役
令
に
規
定
の
あ
る

代
役
の
こ
と
や
、
防
人
が
防
に
向
う
際
に
家
人
・
奴
碑
な
ど
を
将
行
す
る
こ

と
を
聴
す
軍
防
令
の
規
定
の
あ
る
こ
と
や
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
輩
下
代
役
説

が
考
え
つ
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
推
定
を
し
て
お
い
た
が
、
実
は

軍
防
戦
「
防
人
向
寒
条
」
は

　
凡
防
人
向
レ
防
、
若
直
下
家
人
奴
碑
及
牛
馬
欲
鼠
将
行
【
者
上
聴
、

と
い
う
本
文
で
あ
る
が
、
何
故
に
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
義
解
の
説
明
す
る

と
こ
ろ
は
、
「
謂
、
若
欲
レ
将
昌
妻
妾
一
港
亦
須
レ
聴
、
為
レ
非
晶
征
人
［
故
也
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
外
筏
軍
の
中
に
編
旗
さ
れ
た
氏
姓
国
造
軍
と
、

防
人
と
し
て
、
壮
丁
の
中
か
ら
「
定
の
割
合
い
で
抽
き
出
さ
れ
徴
集
さ
れ
た

防
入
集
団
と
は
、
そ
の
構
成
が
全
く
ち
が
う
の
で
あ
る
。
土
地
に
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
防
人
よ
り
は
も
っ
と
氏
姓
国
造
軍
の
伝
統
が
冠

せ
ら
れ
易
い
諸
国
軍
団
の
構
成
で
さ
え
も
、
や
は
り
氏
姓
時
代
の
外
征
軍
・
の

構
成
編
組
と
は
本
質
的
に
違
う
徴
集
方
法
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
国
造
毅
な
ど
と
い
う
も
の
の
置
か
れ
な
か
っ
た
の
も
宜
ぺ
な
る

か
な
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
軍
団
に
も
防
人
団
に
も
氏
姓
外
征
軍
に
国
造
軍

が
ま
と
ま
っ
た
部
隊
と
し
て
編
組
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
状
況
は
無
か
っ
た
の
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で
あ
る
。

　
律
令
時
代
の
兵
制
で
あ
る
軍
國
や
防
人
に
、
氏
姓
国
造
軍
の
伝
統
が
生
き

生
き
と
伝
わ
っ
て
い
る
と
す
る
仮
説
は
、
氏
姓
国
造
軍
の
力
を
評
卒
す
る
態

度
に
お
い
て
は
ま
さ
し
く
正
し
い
が
、
軍
団
や
防
人
の
編
成
法
と
三
蓋
時
代

の
外
征
軍
の
構
…
成
と
の
区
別
を
ぱ
明
確
に
し
な
い
ま
ま
引
き
当
て
を
お
こ
な

っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
不
徹
底
な
見
解
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
斉
開
・

天
智
朝
百
済
救
援
軍
な
ど
ま
で
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
「
国
造
軍
を
海
外
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

兵
に
利
用
す
る
伝
統
は
、
大
化
後
も
容
易
に
消
失
し
な
か
っ
た
」
ら
し
い
事

実
は
、
大
化
以
後
に
お
け
る
氏
姓
制
残
存
の
過
渡
的
状
態
の
も
と
に
お
い
て

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
浄
御
原
土
以
後
の
令
制
軍
制
の
整
備
展
開
期
ま
で
一
律

に
延
長
し
て
認
め
得
る
も
の
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
言
っ
て
み
て
も
、
征
人
で
も
な
い
防
人
に
、
国
造

丁
の
い
る
こ
と
は
蕪
実
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
国
造
丁
と
は
何
な
の
で
あ

ろ
う
か
、
実
は
こ
の
解
決
の
鍵
は
、
　
「
本
来
な
ら
ば
、
こ
の
東
国
防
人
歌
に

み
え
る
国
造
は
か
か
る
一
国
一
員
の
新
国
造
と
関
係
付
け
ら
れ
る
べ
き
な
の

で
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
岸
氏
の
論
の
中
の
「
本
来
」
の
見
方
の
う
ち
に
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
．

　
こ
の
持
代
に
制
度
上
国
造
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
岸
氏
が
こ
こ
で
い
わ
れ

る
新
国
造
す
な
わ
ち
私
の
い
う
律
令
国
造
に
外
な
ら
な
い
。
氏
姓
国
造
の
造

制
も
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
詳
さ
に
検
討
し
た
よ
う
に
殆
ん
ど
は
「
氏
」
や
「
姓
」

な
ど
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
実
質
的
に
制
度
と
し
て
生
き
た
働

き
を
す
る
遺
制
な
ど
は
先
ず
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
来
的
立
場

に
立
っ
て
『
国
造
丁
を
生
き
て
い
る
現
実
の
制
度
の
律
令
国
造
と
対
応
さ
せ

て
考
え
る
』
と
い
う
観
点
が
提
起
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に

お
い
て
み
れ
ば
、
国
造
丁
も
一
国
に
一
人
、
律
令
国
造
も
一
国
に
一
人
と
い

う
数
の
問
題
が
と
け
て
く
る
し
、
氏
姓
国
造
族
で
あ
り
そ
の
遺
制
の
顕
著
な

る
体
現
者
で
あ
る
海
上
国
造
得
大
理
が
、
国
造
丁
に
は
な
ら
な
い
で
助
丁
に

な
っ
て
い
た
こ
と
も
、
彼
が
律
令
国
造
と
し
て
下
総
国
の
諸
祭
庶
事
を
掌
っ

て
い
る
と
い
う
立
場
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
解
決
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
ま
た
、
そ
の
歌
や
詠
心
に
見
ら
れ
た
国
造
丁
の
部
隊
長
ら
し
か
ら

ぬ
す
が
た
、
す
な
わ
ち
助
丁
の
歌
に
は
ほ
ぼ
共
通
に
み
ら
れ
た
「
出
で
発
つ

決
意
の
表
明
」
と
い
う
武
人
ら
し
さ
を
、
彼
ら
の
歌
に
欠
い
て
い
た
す
が
た

や
、
そ
の
す
が
た
の
原
因
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
国
造
丁
が
防
人
部
隊

の
長
で
は
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ

う
。　

そ
も
そ
も
防
人
集
団
に
は
、
毎
国
部
領
使
と
し
て
の
国
司
の
管
貝
が
つ
い

て
い
て
国
毎
集
団
部
隊
の
長
と
な
っ
た
。
別
に
長
は
い
ら
な
か
っ
た
。
部
領

使
に
次
ぐ
指
揮
者
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
助
丁
で
あ
ろ
う
。
難
波
津
に

つ
い
て
以
後
は
兵
部
関
係
の
部
領
専
使
の
指
揮
下
に
入
り
、
筑
紫
に
つ
け
ば

防
人
司
の
も
と
に
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
国
争
単
位
の
部
隊
長
が
必
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要
で
は
あ
る
ま
い
。
難
波
津
ま
で
こ
そ
毎
国
部
隊
が
あ
り
実
質
的
組
織
と
し

て
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
。
部
領
使
の
下
に
副
官
的
補
佐
者
は
是
非
必

要
で
あ
る
。
助
丁
ら
の
歌
が
国
造
丁
の
歌
に
比
べ
れ
ば
、
女
々
し
さ
な
ど
は

な
く
て
一
か
ど
の
心
構
え
や
決
意
を
詠
ん
で
い
た
の
は
、
本
心
で
あ
る
に
し

ろ
、
樵
間
体
と
し
て
の
形
式
で
あ
る
に
し
ろ
、
そ
う
し
た
歌
を
詠
む
べ
き
立

場
に
い
た
こ
と
の
蓑
わ
れ
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
る
。

　
で
は
、
国
造
丁
は
、
防
人
集
団
の
毎
国
部
隊
の
長
で
な
か
っ
た
と
し
て
、

何
を
任
務
と
し
て
向
防
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、

　
国
造
丁
は
、
防
人
た
ち
の
本
国
の
地
方
神
癒
官
国
造
の
分
身
で
あ
っ
た
。

　
い
わ
ば
「
従
軍
神
祇
官
」
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
が
、
私
の
見
解
で
あ
る
。

　
防
人
は
征
人
で
な
い
だ
け
に
、
戦
場
に
お
け
る
生
命
の
危
険
度
は
小
さ
か

っ
た
が
、
征
人
の
よ
う
に
戦
が
済
み
さ
え
ず
れ
ば
短
期
間
で
帰
国
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
可
能
性
は
な
い
。
重
力
年
の
間
故
国
を
遠
く
離
れ

て
西
海
に
防
衛
の
任
に
就
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
防
人
の
生

活
は
要
衝
を
守
戦
す
る
こ
と
と
、
守
固
の
処
に
近
い
場
所
で
煙
寺
す
る
と
い

う
農
耕
に
し
た
が
う
こ
と
と
が
、
相
半
ば
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
実
際

に
は
殆
ん
ど
あ
る
ま
い
が
、
妻
妾
・
家
人
奴
碑
・
牛
馬
な
ど
ま
で
つ
れ
て
行

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
三
力
年
の
間
西
海
に
お
い
て
故
国
に
い
た
時
と
似
た

出
先
生
活
を
営
む
こ
と
に
な
る
。
数
的
で
故
国
の
神
々
に
支
え
ら
れ
護
ら
れ

て
い
た
と
同
じ
精
神
生
活
を
、
こ
の
三
二
年
出
先
生
活
に
お
い
て
も
営
み
た

い
と
希
求
す
る
の
が
、
自
然
な
る
古
代
人
の
心
情
で
あ
ろ
う
。
当
局
も
亦
そ

れ
を
認
め
、
そ
の
よ
う
な
手
嶺
て
を
講
ず
る
の
が
自
然
の
施
策
で
あ
っ
た
の

は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。

　
寒
造
丁
は
、
防
人
達
に
故
国
本
貫
の
産
土
神
の
恩
頼
を
伝
与
す
べ
き
役
割

を
担
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。
彼
ら
の
歌
に
勇
者
の
梯
が
な
か
っ
た
の
は
、

彼
ら
は
本
来
戦
士
と
し
て
赴
く
の
で
も
兵
士
と
し
て
赴
く
の
で
も
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
従
軍
牧
師
や
従
軍
僧
が
、
兵
士
よ
り
勇
敢
な
戦
争
詩
を
作

っ
た
と
い
う
よ
う
な
話
は
、
近
現
代
の
戦
争
に
お
い
て
も
一
般
的
な
現
象
と

し
て
聞
く
話
で
は
な
い
。
そ
う
い
え
ぱ
一
例
で
は
あ
る
が
、
4
の
歌
で
、
日

下
部
使
主
三
中
の
父
は
、
「
汝
が
侃
け
る
大
刀
に
な
り
て
も
斎
ひ
し
て
か
も
」

と
詠
ん
で
い
た
。
父
は
も
ち
ろ
ん
上
総
国
の
律
令
国
造
で
あ
る
か
、
近
い
国

造
一
門
の
者
で
あ
ろ
う
。
そ
の
父
の
詠
む
歌
の
結
語
が
「
斎
ひ
て
し
か
も
」

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
の
で
あ
る
。
斎
ふ
こ
と
こ
そ
が
国
造
丁
お
よ
び
そ
の
背
後
根
源
を
為
す
も

の
の
本
性
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も

な
ノ
＼
律
令
国
造
の
持
つ
律
令
制
下
に
お
け
る
制
度
的
機
能
そ
の
も
の
に
も

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
国
造
丁
の
歌
が
、
毎
国
最
初
に
あ
る
こ
と
に
注
醸
さ
れ
た
学
者
は
、
　
「
助

丁
よ
り
先
に
あ
る
国
造
丁
の
地
位
」
と
い
う
も
の
を
、
助
丁
・
次
官
に
対
す

る
國
造
型
・
長
官
と
い
う
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
の
最
も
妥
当
で
あ
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る
こ
と
を
強
謁
さ
れ
て
、
私
の
国
造
丁
非
隊
長
論
に
反
対
せ
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
排
列
に
対
す
る
私
の
考
え
は
極
め
て
簡
単
で
あ
る
。

神
舐
官
は
太
政
官
よ
り
先
に
排
列
さ
れ
、
大
宰
府
官
制
の
説
明
で
「
職
員
令
」

は
、
　
「
主
神
」
を
帥
よ
り
も
先
に
か
か
げ
て
い
る
。
神
焦
電
関
係
を
、
別
途

に
最
初
に
配
記
す
る
の
は
律
令
制
の
通
例
で
あ
っ
た
。
国
造
丁
の
歌
の
排
列

も
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
順
序
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

．
国
造
丁
・
助
丁
と
つ
づ
く
防
人
た
の
類
別
は
、
こ
れ
ま
で
の
幾
多
の
説
の

申
で
、
臆
説
が
最
も
す
ぐ
れ
て
い
て
、
そ
の
殆
ん
ど
は
、
妥
当
な
論
と
し
て

そ
の
ま
ま
積
極
的
に
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
国
造
丁
に
関
す
る

論
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
賛
成
し
難
く
、
私
に
は
私
な
り
の
考
え
方
が
あ
る

こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
思
え
ば
、
岸
氏
は

こ
の
論
文
で
、
私
は
は
じ
め
て
圏
造
軍
と
い
う
も
の
の
存
在
を
説
い
て
み
た
が
、
や

や
新
し
い
問
題
提
起
で
あ
っ
た
た
め
か
、
そ
の
後
人
々
の
注
意
を
ひ
い
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
今
日
と
な
っ
て
は
、
近
時
盛
ん
と
な
っ
た
軍
鯛
や
国
造
制
研
究
の
新
し

い
成
果
に
よ
っ
て
手
底
的
に
再
考
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
国
造
軍
の
問
題
は
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
し
て
は
ま
っ
た
く
一
つ
の
仮
説
と
し
て
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
自
ら
宣
言
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
手
堅
く
厳
密
な
こ
と
で
あ
ま
ね

く
知
ら
れ
る
氏
の
論
文
で
あ
る
た
め
、
読
ん
だ
人
々
は
、
　
「
仮
説
」
を
「
実

説
」
と
し
て
無
批
判
的
に
踏
襲
し
て
し
ま
っ
て
い
る
感
が
な
き
に
し
も
あ
ら

ず
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
に
、
　
「
再
考
」
を
要
求
さ
れ
る
氏
の
提
雷
に
こ
た
え
て
、
律
令
国
造

の
問
題
を
い
さ
さ
か
手
が
け
て
来
た
立
場
か
ら
、
氏
の
「
仮
説
」
に
対
す
る

私
の
「
仮
説
」
を
掲
げ
て
み
る
こ
と
は
、
た
と
え
大
方
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ

て
そ
れ
に
堪
え
得
る
こ
と
が
で
き
ず
消
え
去
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、

決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
と
考
え
、
敢
て
蕪
論
を
展
開
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
岸
氏
や
直
木
氏
が
強
調
さ
れ
た
防
人
制
度
の
中
に
お
け
る
氏
姓
国
造
の
遣

制
と
い
う
こ
と
は
、
下
総
の
助
丁
に
も
示
さ
れ
た
如
く
、
氏
姓
国
造
族
の
も
っ

て
い
た
名
族
性
と
実
力
と
い
う
実
質
が
活
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は

異
議
な
く
認
め
ら
れ
る
が
、
氏
姓
外
征
軍
の
構
成
か
ら
制
度
的
に
も
律
令
時

代
の
防
人
制
度
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
認

め
難
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
制
度
的
遺
制
が
実
際
に
継
受
さ
れ
残
存

し
た
の
は
、
三
明
・
天
智
朝
の
外
征
軍
や
防
西
軍
ま
で
で
あ
ろ
う
。

　
①
岩
波
書
店
刊
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
7
『
万
葉
集
』
四

　
②
朝
日
新
聞
社
刊
「
日
本
古
典
全
書
」
『
万
葉
集
』
五

　
③
「
防
人
考
」
は
、
平
凡
社
刊
『
万
葉
集
大
成
』
特
殊
研
究
篇
に
発
表
さ
れ
た
が

　
　
本
稿
は
、
塙
書
店
刊
『
目
玉
古
代
政
治
史
研
究
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を
用
い

　
　
た
。

　
④
岸
俊
男
『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
二
九
二
頁
～
三
頁
。

　
⑤
歳
役
条

　
⑥
防
人
向
防
条
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岸
彌
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
二
九
三
頁
ひ

同
右
二
九
三
頁
。

岡
右
二
九
四
頁
。

同
右
二
九
五
頁
。

同
右
二
九
八
頁
。

同
右
二
九
九
頁
。

「
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
二
十
八
。

士
画
筆
弘
文
館
刊
『
日
本
古
代
兵
制
島
人
の
研
究
』

直
木
孝
次
郎
『
日
本
古
代
兵
制
史
の
研
究
』
一
七
六
頁
。

噺
凹
右
　
七
』
ハ
頁
～
七
百
八
。

隅
右
～
七
七
頁
。

・
至
文
堂
刊
『
国
造
と
県
主
』

同
④
二
九
三
頁
。

同
④
二
九
八
頁
～
九
頁
。

『
続
日
本
紀
』
は
「
噺
陪
国
史
大
系
」
本
に
よ
る
。
以
下
岡
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ド
な

吉
川
弘
文
館
刊
「
六
国
史
索
引
」
二
『
続
日
本
紀
索
引
』
二
〇
〇
頁
下
段
。

盆
景
大
系
」
5
3
『
公
卿
種
』
第
一
篇
五
四
頁
上
段
。

藪
東
京
堂
刊
竹
内
理
琶
『
寧
楽
遺
文
』
下
、
文
学
編
人
々
啓
状
の
部
九
四
七
頁
上

　
段
。

疹
　
『
大
日
本
古
文
書
臨
二
、
一
五
三
頁
。

⑳
　
　
『
大
口
本
古
文
書
臨
一
、
｝
頁
～
四
四
頁
。

⑳
　
拙
稿
「
額
田
圏
造
今
足
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
日
本
歴
史
」
二
六
〇
）

磁
㊧
　
秋
持
と
大
島
の
歌
に
つ
い
て
は
、
角
川
警
店
刊
『
古
代
の
日
本
臨
5
中
部
所

　
収
の
「
閣
造
の
世
界
」
と
い
う
小
稿
で
も
言
及
し
、
　
「
一
義
の
防
人
の
隊
長
と
し

　
て
の
雄
々
し
さ
と
い
う
よ
う
な
ひ
び
き
は
な
い
」
と
曰
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
文

　
牽
の
性
格
上
麟
造
了
に
つ
い
て
は
「
防
人
集
団
分
幹
部
と
し
て
任
に
赴
く
国
造
族
」

　
と
い
う
表
現
で
、
ほ
ぼ
通
説
と
紙
触
し
な
い
表
現
に
し
て
お
い
た
。

＠　as　ee　ct　e．fo．

⑫
に
お
い
て
引
用
し
た
。

岡
頓
一
七
五
頁
。

同
⑮
一
七
四
頁
。

⑳
に
お
い
て
引
用
し
た
論
の
一
都
で
あ
る
。

『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
二
九
〇
頁
、
　
「
防
人
考
」
の
仕
切
扉
裏
部
分
の
前

書
き
。

（
秋
田
大
学
教
授
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