
ま
『
葛
城
』
の
背
後
に
あ
る
も
の

Ｉ
カ
ツ
ラ
ギ
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
も
う
一
つ
の
顔
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
　
庄

　
　
　
　
は
じ
め
に

　
以
下
に
述
べ
る
の
は
、
今
の
所
思
い
つ
き
の
段
階
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
検

証
困
難
な
部
分
を
少
な
か
ら
ず
含
ん
で
い
る
、
い
え
ば
仮
説
の
仮
説
で
あ
る
。

　
「
背
後
に
あ
る
も
の
」
と
言
っ
て
も
測
り
難
い
ほ
ど
は
る
か
な
距
離
を
持
つ
そ

れ
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
接
続
連
関
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
の
こ

と
に
お
い
て
あ
る
い
は
妄
説
に
堕
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
十
分
孕
ん
で
い
る
。

　
し
か
し
、
人
類
の
つ
く
り
出
し
た
文
化
・
芸
術
・
文
学
等
々
を
、
あ
る
一
時

代
の
諸
条
件
の
中
で
だ
け
生
ま
れ
る
と
し
た
り
、
天
才
の
頭
脳
や
読
書
人
（
そ

の
よ
う
な
人
々
か
生
み
出
さ
れ
る
以
前
か
ら
文
化
・
芸
術
・
文
学
の
根
は
あ
っ

た
）
の
教
養
で
決
定
さ
れ
る
と
考
え
る
に
は
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
巨
大
で
あ
″

り
復
維
で
も
あ
る
し
、
動
的
で
も
あ
る
。

　
例
え
ば
歌
や
舞
踊
や
音
楽
や
神
話
等
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
一
種
人
類
史
的

時
間
と
で
も
言
う
べ
き
時
代
を
生
き
た
人
々
の
中
で
っ
く
り
出
さ
れ
た
、
極
め

て
根
の
古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
考
古
学
や
民
族
学
・
民
俗
学
の
教
え
て
く

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
能
も
そ
の
出
自
を
そ
う
し
た
古
い
時
代
の
祭
式
に
持
つ
も
の
と
言
わ
れ
て
い

ゆ
　
　
き

子

る
も
の
で
あ
り
、
時
代
の
文
化
の
表
層
に
現
わ
れ
出
る
ま
で
の
長
い
時
間
を
、

そ
の
辺
で
這
い
ま
わ
っ
て
い
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
素
材
を
、

よ
り
多
く
口
承
文
芸
―
民
衆
の
中
に
生
ま
れ
、
あ
る
い
は
文
字
文
化
が
□
承
化
　
一

し
て
民
衆
の
中
に
流
入
、
民
衆
的
解
釈
の
下
に
変
形
さ
れ
、
語
り
つ
が
れ
て
い
　
１

だ
伝
説
Ｉ
に
そ
の
給
源
を
あ
お
い
で
い
る
と
い
う
の
も
一
向
に
不
思
議
な
こ
と
　
　
一

で
は
な
い
。

　
と
、
す
る
な
ら
ば
、
妄
説
に
堕
す
危
険
を
孕
む
に
し
て
も
、
や
は
り
は
る
か

な
過
去
へ
遡
り
、
又
□
承
文
芸
の
世
界
へ
下
降
し
て
い
く
外
な
い
と
思
う
。

　
私
の
当
面
の
関
心
と
興
味
は
カ
ツ
ラ
ギ
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
素
姓
を
知
る
こ
と

と
、
そ
の
形
像
化
の
歴
史
的
過
程
を
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
不
備
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
二

の
も
の
で
は
あ
る
か
、
そ
の
考
察
を
跡
づ
け
て
も
み
た
。
こ
の
論
考
も
そ
の
一

環
と
し
て
、
こ
の
神
の
一
面
を
把
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま

謡
曲
を
扱
う
が
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
一

　
扁
曲
『
葛
城
』
は
五
流
と
も
に
行
わ
れ
る
三
・
四
番
目
物
。
世
阿
弥
作
で
あ
る
。

． Ｌ Ｊ 之 。 ・ ･ ・



蛇
足
で
は
あ
る
が
、
少
し
内
容
に
立
ち
入
っ
で
み
る
・

　
　
人
物

　
　
　
シ
テ
　
　
賤
の
女
、
後
に
葛
城
の
神
。

　
　
　
ワ
キ
　
　
羽
黒
の
山
伏
。

　
　
　
ツ
レ
　
　
同
行
の
山
伏
。

筋
　
　
出
羽
羽
黒
山
か
ら
出
た
山
伏
が
、
大
味
葛
城
に
参
ろ
う
と
し
て
、

山
ま
た
山
を
踏
み
越
え
て
、
大
和
具
城
山
に
着
く
。
折
り
か
ら
の

降
り
を
柴
刈
り
帰
り
の
賤
の
女
に
助
け
ら
れ
、
そ
の
柴
の
庵
に
一

の
宿
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。

夜。雪

　
　
　
　
　
そ
の
夜
あ
ま
り
の
寒
さ
に
女
は
標
を
焚
い
て
も
て
な
し
、
標
の
こ

　
　
　
　
と
か
ら
大
和
舞
の
歌
の
物
語
な
ど
し
た
。
篠
懸
も
乾
い
て
山
伏
か
後

　
　
　
　
夜
の
勤
め
を
始
め
る
と
、
女
は
さ
な
き
だ
に
五
障
の
罪
か
深
い
の
に

　
　
　
　
私
は
そ
の
上
法
の
咎
に
呪
わ
れ
、
蔦
か
づ
ら
に
縛
ら
れ
て
三
熱
の
苦

　
　
　
　
し
み
を
持
つ
身
で
あ
る
。
お
勤
め
の
つ
い
で
に
加
持
し
て
、
こ
の
身

　
　
　
　
を
助
け
給
え
と
言
う
。
そ
の
わ
け
を
聞
く
と
、
女
は
そ
の
昔
、
法
の

　
　
　
　
岩
橋
を
か
け
な
か
っ
た
罪
で
、
明
王
の
常
に
身
を
縛
ら
れ
た
葛
城
の

　
　
　
　
神
と
名
の
っ
て
神
か
く
れ
に
な
る
。
山
伏
達
が
回
心
に
勤
行
す
る
と

　
　
　
　
こ
ろ
へ
、
葛
城
の
神
が
五
衰
の
眠
を
無
上
正
覚
の
月
に
さ
ま
し
、
法

　
　
　
　
味
に
引
か
れ
て
神
体
を
現
わ
し
、
神
楽
歌
は
じ
め
て
大
和
舞
を
奏

　
　
　
　
で
、
明
け
な
い
先
に
と
葛
城
の
天
の
岩
戸
に
入
る
と
い
う
筋
で
あ

　
　
　
　
る
。

　
前
に
も
ふ
れ
た
か
私
は
こ
こ
で
能
・
謡
曲
を
正
面
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
の

で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
作
品
に
表
わ
れ
た
葛
城
の
神
か
、
ど
う

し
て
そ
の
よ
う
な
形
象
に
お
い
て
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ

と
に
視
点
を
据
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
私
か
問
題
に
す
る
の
は
、
そ
の
構
成
や
鑑
賞
に
つ
い
て

で
は
な
く
、
作
品
の
素
材
に
な
っ
て
い
る
葛
城
の
神
の
、
作
品
の
中
に
お
け
る

扱
わ
れ
方
に
関
し
て
で
あ
る
。
特
に
こ
こ
に
お
い
て
こ
の
神
が
蛇
体
女
神
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
（
そ
れ
以
前
の
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
ヒ
ト
コ

ト
ヌ
シ
は
、
男
神
、
少
く
と
も
男
神
の
お
も
か
げ
か
あ
っ
た
。
）

　
も
と
も
と
こ
の
よ
う
な
問
題
の
設
定
に
は
、
こ
の
作
品
が
世
阿
弥
の
創
作
で

あ
る
こ
と
の
上
に
立
っ
て
、
し
か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
題
や
人
物
の
形
象

と
か
を
、
か
の
天
才
の
頭
脳
の
所
産
と
だ
け
見
な
い
で
、
そ
れ
を
支
え
、
可
能

な
ら
し
め
た
要
件
の
一
つ
に
、
広
範
な
民
衆
の
参
加
に
よ
る
民
間
伝
承
や
祭
式

と
の
か
か
わ
り
、
そ
れ
か
ら
の
流
入
を
考
え
る
こ
と
か
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

能
そ
の
も
の
か
神
事
・
民
間
芸
能
に
根
を
も
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
す
る

な
ら
ば
そ
れ
は
不
当
な
こ
と
で
も
な
か
ろ
う
。

　
問
題
を
『
葛
城
』
に
限
っ
て
も
よ
い
。
葛
城
の
神
、
つ
ま
り
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ

そ
の
も
の
か
一
部
読
舎
人
の
頭
脳
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
な
く
、
ず
っ
と
古
い

時
代
の
、
恐
ら
く
は
葛
城
地
方
の
人
々
、
（
原
始
的
農
耕
を
営
む
農
民
あ
る
い

は
狩
猟
生
活
者
達
か
）
に
よ
っ
て
杞
ら
れ
、
彼
ら
の
祭
式
の
中
か
ら
生
ま
れ
出
た

山
の
神
＝
生
産
生
活
の
守
護
神
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
彼
は
社
会
的
変
動
の
中
で
次
々
と
変
貌
し
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
し
、
そ
う
し
た
過
程
の
中
で
文
字
文
化
の
中
に
も
流
入
し
て
い
っ
た
。
し
か
し

そ
れ
は
彼
に
ま
つ
わ
る
ロ
承
の
伝
続
か
文
字
文
化
の
中
に
完
全
に
解
消
吸
収
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
文
字
文
化
へ
流
入
し
、

そ
の
圏
内
で
変
貌
を
は
じ
め
た
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
話
は
、
一
方
民
衆
の
生
産
生

活
と
結
び
つ
い
た
所
で
依
然
と
し
て
旺
盛
に
生
き
続
け
て
い
く
口
承
の
世
界
を

底
辺
に
も
ち
、
そ
こ
か
ら
活
力
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
こ

の
神
は
文
字
文
化
、
□
承
と
の
両
系
の
中
に
か
な
り
広
い
脱
話
圏
を
作
っ
て
い
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う
が
、
賀
茂
氏
の
伝
え
る
話
は
基
本
に
お
い
て
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
六

同
形
で
あ
る
。
（
『
土
佐
風
土
記
』
の
記
述
を
み
て
も
あ
る
時
期
に
ア
ジ
ス
キ

タ
カ
ヒ
コ
ネ
と
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
習
合
化
か
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
）
た

だ
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
か
老
夫
と
化
し
て
姿
を
表
わ
し
、
天
皇
と
猟
を
争
っ
て
そ
の

怒
り
に
ふ
れ
、
土
佐
に
流
さ
れ
て
い
た
の
を
大
和
へ
迎
え
て
復
徊
し
た
と
い
う

た
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
軸
に
な
っ
て
残
っ
て
い
る
の
は
前
者
で
あ
る
。
そ
れ

も
か
な
り
早
く
か
ら
、
『
続
日
本
紀
』
Ｉ
『
日
本
霊
異
記
』
Ｉ
『
今
昔
物
語
』

の
説
話
か
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
説
話
の
基
本
と
な
っ
た
。

　
あ
る
作
品
の
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
像
を
問
題
に
す
る
に
は
、
以
上
の
点
を
抜
き
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
簡
単
に
言
っ
て
『
葛
城
』
の
蛇
体
女
神
は
世
阿
弥
の
創
作
で
は
な
く
口
承
伝

承
の
世
界
か
ら
呼
び
出
さ
れ
て
来
た
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
も
う
一
つ
の
顔
で
は
な

い
か
と
い
う
仮
定
の
下
に
以
下
考
え
を
す
す
め
て
み
た
い
。

　
　
　
　
二

　
　
『
葛
城
』
の
蛇
体
女
神
を
世
阿
弥
の
創
作
で
な
く
口
承
伝
承
の
反
映
だ
と
す

る
と
、
そ
れ
以
前
の
記
録
に
表
わ
れ
た
限
り
の
こ
の
神
の
姿
と
の
違
い
か
問
題

に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
記
録
に
も
口
承
伝
承
か
ら
の
反
映
は
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
神
に
は
こ
れ
以
前
の
文
字
文
化
に
表
わ
れ
た
限
り
に
お
い
て
、
次
に
二

つ
の
貌
が
あ
る
。

　
日
は
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
『
続
日
本
書
紀
』
『
釈
日
本
書
紀
』
の

伝
え
る
雄
略
天
皇
が
葛
城
山
に
登
っ
た
時
、
天
皇
と
全
く
同
じ
容
貌
・
服
装
・

同
数
・
同
形
の
行
列
を
以
て
天
皇
の
登
る
向
い
の
尾
根
を
登
っ
て
行
っ
た
と
い

う
輝
し
い
英
雄
的
姿
の
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
そ
の
様
子
は
「
既
に
天
皇
の
自
簿
に
等
し
く
、
其

　
よ
そ
ひ
　
さ
ま
ま
た
ひ
と
か
ず
　
　
　
か
た
よ

の
装
束
の
状
、
及
人
衆
相
似
て
傾
ら
ざ
り
き
」
と
い
う
風
で
あ
っ
た
。
天
皇

は
そ
れ
に
対
し
て
「
茲
の
倭
国
に
吾
を
除
き
て
亦
王
は
無
き
を
、
今
誰
し
の
人

ぞ
始
此
て
行
く
」
と
問
わ
せ
る
と
、
「
即
ち
答
え
て
日
す
状
も
亦
天
皇
の
命
の

如
く
」
で
あ
っ
た
。
天
皇
は
大
い
に
怒
っ
て
弓
に
矢
を
つ
か
え
る

矢
刺
し
、
ま
さ
に
一
触
即
発
の
時
、
天
皇
の
問
い
に
答
え
て
こ
の

ジ

はた

言
ひ
離
つ
神
、
葛
城
の
Ｉ
言
主
大
神
ぞ
」
と

「
恐
し
、
我
が
大
神
、
宇
都
志
意
美
有
ら
ん
と
は

　
覚
ら
ざ
り
き
」
と
申
し
て
、
武
器
、
百
官
の
着
用
し
た
衣
服
を
脱
が
せ
て
さ
さ

　
げ
、
恭
順
の
意
を
表
し
た
。
こ
の
神
は
又
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
更
に
天
皇
の
帰

　
り
を
長
谷
の
山
々
に
送
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
同
系
列
に
属
す
る
が
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
間
に
は
多
少
の
相
違

　
が
あ
る
。
こ
れ
は
両
書
の
あ
り
よ
う
の
決
定
的
違
い
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う

　
か
、
後
者
で
は
天
皇
で
は
な
く
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
が
最
初
か
ら
天
皇
に
対
し
て

　
恭
順
の
意
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
た
め
天
皇
は
百
姓
達
か
ら
有

　
徳
の
天
皇
と
あ
か
め
ら
れ
た
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
威
力

　
を
借
り
て
天
皇
の
優
越
性
を
語
ろ
う
と
し
た
も
の
で
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
は
天
皇

　
の
引
き
立
て
役
に
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
の
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
に

　
は
独
立
性
と
強
烈
な
個
性
、
武
力
的
た
く
ま
し
さ
、
言
え
ば
古
代
英
雄
的
・
族

　
長
的
面
影
が
あ
っ
た
か
、
こ
こ
で
は
協
調
的
・
従
属
的
精
神
に
変
え
ら
れ
て
来

　
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
μ
に
の
べ
る
□
の
隷
属
者
的
こ
古
役
者
的
み

　
じ
め
さ
、
暗
さ
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。

　
　
こ
の
話
は
記
録
の
上
で
は
『
銃
口
本
紀
』
巻
二
十
五
停
仁
天
皇
七
年
二
月
の

　
頃
に
受
け
つ
’
か
れ
る
。
話
の
受
け
継
ぎ
手
は
賀
茂
氏
で
あ
っ
た
。
土
佐
の
高

‘
鴨
神
を
大
和
国
葛
上
郡
に
復
桐
し
た
賀
茂
氏
は
、
当
時
高
鴨
神
の
杞
祭
者
で
あ

　
っ
た
に
違
い
な
い
。
高
鴨
神
か
直
ち
に
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
で
あ
る
か
問
題
か
あ
ろ

ま
が
ご
と
ひ
と
こ
と
よ
ご
と

悪
事
も
一
言
、
善
事
も
一
言
、

な
の
っ
た
。
天
皇
は
驚
い
て
、

一 一
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の
で
あ
る
か
ら
同
形
と
は
い
え
か
な
り
な
相
違
が
あ
る
。
土
佐
に
流
さ
れ
た
と

す
る
の
は
、
土
佐
の
、
祖
先
さ
え
さ
だ
か
で
な
い
、
土
地
神
、
山
の
神
で
あ
る
ヒ

ト
コ
ト
ヌ
シ
を
大
和
の
賀
茂
氏
の
傘
下
に
入
れ
よ
う
と
す
る
、
き
わ
め
て
今
日

的
政
治
的
意
図
の
下
に
生
ま
れ
た
解
釈
で
あ
ろ
う
か
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も

こ
の
神
が
天
皇
と
猟
を
争
っ
た
と
い
う
の
は
単
な
る
附
加
で
は
な
か
ろ
う
。
少

く
と
も
こ
の
神
か
狩
猟
と
か
か
わ
り
あ
る
神
と
し
て
杞
ら
れ
て
い
る
と
か
し
て

い
る
こ
と
か
前
提
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
又
彼
か
気
性
の
荒
い
神
、
天

皇
と
争
う
力
の
持
主
で
あ
る
と
い
う
話
は
『
古
事
記
』
以
来
つ
含
ま
と
っ
て
ら

る
わ
け
で
こ
の
系
統
の
話
の
主
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
渇
。

　
こ
の
系
統
の
話
か
記
録
（
文
字
文
化
）
の
上
で
ど
ん
な
広
が
り
を
見
せ
た
か

見
せ
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
『
釈
日
本
紀
』
が
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

　
要
す
る
に
�
の
話
が
異
様
に
多
い
ヴ
″
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
特
殊
の
も
の
で
あ
り
、
民
衆
的
規
模
に
お
い
て
ふ
く
れ

上
っ
て
い
く
は
な
し
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
天
皇
家
と
並
び
立

つ
、
葛
城
地
方
の
古
く
か
ら
強
大
な
豪
族
Ｉ
葛
城
氏
。
あ
る
い
は
賀
茂
氏
か
Ｉ

に
か
か
わ
る
話
か
、
そ
の
地
方
の
古
く
か
ら
の
土
地
神
・
山
の
神
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
を
通
し
て
表
わ
れ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
も
そ
れ

は
天
皇
家
の
神
話
の
中
に
含
み
込
ん
で
し
ま
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ロ
は
、
役
行
者
の
命
に
よ
っ
て
使
役
さ
れ
、
葛
城
・
金
峰
山
間
に
架
橋
を
命

じ
ら
れ
た
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
が
、
自
分
の
醜
貌
を
恥
じ
て
夜
し
か
働
か
ず
、
仕
事

を
急
ぐ
行
者
の
昼
間
も
働
か
せ
よ
う
と
す
る
命
令
に
反
抗
し
た
た
め
、
呪
縛
さ

れ
た
と
い
う
敗
者
の
貌
で
あ
る
。
こ
れ
か
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
に
か
か
わ
る
話
の
中

で
も
っ
と
も
一
般
化
さ
れ
た
も
の
で
、
一
種
の
比
喩
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
話
は
役
行
者
脱
の
中
で
色
揚
げ
さ
れ
、
結
実
し
て
い
く
こ
と
と
か
か
わ

っ
て
、
彼
は
行
者
の
脇
役
の
席
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
敗

北
者
・
苦
役
者
・
醜
貌
・
反
抗
と
い
う
い
っ
さ
い
の
マ
イ
ナ
ス
符
号
を
負
わ
さ

れ
る
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
の
話
か
一
‥
と
違
っ
て
さ
か
ん
に
繁
殖
し
て
い
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
役
行

者
の
説
話
に
か
ら
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
り
。
一
つ
に
は
現
実
生
活
で
、
文
学
で

苦
役
者
の
問
題
が
問
題
に
な
り
は
じ
め
た
Ｉ
そ
れ
を
笑
い
者
に
す
る
に
し
ろ
、

同
じ
遅
台
下
に
あ
る
も
の
と
把
え
る
に
し
ろ
Ｉ
か
ら
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
以
上
か
『
葛
城
』
の
葛
城
神
以
前
（
文
字
文
化
に
現
わ
れ
た
）
こ
の
神
の
貌

で
あ
る
。
蛇
体
女
神
の
姿
を
見
せ
る
謡
曲
の
『
葛
城
』
の
神
と
は
全
く
別
個
の

神
と
さ
え
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
三

　
『
葛
城
』
の
神
は
前
項
口
の
変
形
と
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
�
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
対
立
抗
争
（
こ
れ
は
日
に
も
あ
っ
た
）
に
主
題
は
な
く
、
そ
の

後
日
譚
、
架
橋
作
業
を
怠
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
の
呪
縛
を
受
け
て
い
る
女
神
か
、

し
か
も
「
三
熱
」
の
く
る
し
み
を
受
け
て
い
る
と
い
う
告
白
、
そ
れ
を
受
け
て
ワ

キ
が
「
そ
も
神
な
ら
で
三
熱
の
苦
し
み
と
い
ふ
事
あ
る
べ
き
か
」
と
驚
く
の
を

見
る
と
蛇
神
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
そ
れ
が
羽
黒
山
の
山
伏
の
祈
祷

に
よ
っ
て
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
話
に
な
っ
て
い
る
点
、
�
の
変
形
と
ば
か
り

言
え
な
い
し
、
ま
し
て
そ
れ
に
吸
収
で
き
る
も
の
で
な
い
。

　
く
り
返
し
て
言
う
か
、
�
か
苦
役
を
課
す
る
者
と
課
せ
ら
れ
る
も
の
の
対
立

抗
争
、
そ
の
一
方
の
敗
北
に
主
題
か
あ
り
、
そ
こ
で
の
神
は
男
性
で
あ
っ
た
の

に
対
し
て
こ
こ
で
は
そ
れ
か
女
神
と
な
り
、
そ
の
受
け
て
い
る
法
の
呪
縛
か
ら

の
解
放
と
蘇
り
、
そ
の
よ
ろ
こ
び
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ワ
キ
で
あ
る

山
伏
は
こ
の
女
神
を
肋
け
る
役
　
シ
テ
が
神
と
し
て
示
現
し
た
り
、
本
性
を
か

た
る
よ
う
に
仕
向
け
る
役
割
を
果
す
だ
け
で
】
‥
［
の
よ
う
に
へ
あ
る
い
は
日
の
よ

う
に
で
も
あ
る
］
対
立
者
と
し
て
振
舞
わ
な
い
。
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こ
れ
は
す
べ
て
話
を
後
日
譚
と
す
る
か
、
し
な
い
か
、
か
ら
起
っ
て
き
た
問

題
で
あ
る
。
『
葛
城
』
が
世
阿
弥
の
創
作
で
あ
っ
て
、
後
日
譚
に
す
る
の
は
、

舞
台
上
演
上
の
約
束
ご
と
に
依
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

　
し
か
し
そ
れ
は
何
よ
り
も
こ
の
テ
ー
マ
か
前
に
ふ
れ
た
通
り
昔
犯
し
た
罪
で

明
王
の
常
に
身
を
縛
ら
れ
た
葛
城
の
神
か
、
山
伏
遠
の
懸
命
の
勤
行
に
よ
っ
て

五
衰
の
眠
を
無
上
正
覚
の
月
に
さ
ま
し
、
法
味
に
引
か
れ
て
神
体
を
現
わ
す
所

に
あ
る
事
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
こ
れ
は
簡
単
に
、
非
個
性
的
「
型
」
に
還
元
す
る
な
ら
ば
、
生
命
の
死
と
そ

の
復
活
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
修
羅
や
愛
欲
の
地
獄
の
責
苦
に

苦
し
ん
で
い
る
武
将
や
美
女
か
僧
侶
の
回
向
に
よ
っ
て
、
め
で
た
く
仏
果
を
得

る
と
い
う
、
能
の
典
型
的
基
本
的
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
・
そ
の
形
式
か
、
例
え
天
才
と
は
言
え
、
一
人
の
作
者

か
ら
だ
け
出
た
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
底
の
浅
い
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
諸
家

の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
き
つ
つ
あ
る
。
特
に
前
述
の
よ
う
な
テ

ー
マ
・
形
式
を
持
つ
能
の
中
に
「
古
い
成
年
式
＝
季
節
祭
に
お
け
る
き
び
し
い

苦
業
に
よ
る
死
と
生
、
鎮
魂
と
復
活
の
形
式
か
変
質
し
な
が
ら
も
持
続
し
て
」

い
る
と
考
え
、
［
仏
教
の
世
界
観
は
そ
の
変
質
を
媒
介
し
て
い
る
ま
で
で
あ
る

］
と
さ
れ
る
西
郷
信
網
氏
の
鎮
魂
論
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
な
ぜ
こ
の
神
は
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
　

’

　
作
品
自
身
の
必
然
性
か
ら
言
え
ば
、
構
成
上
最
後
の
頂
点
に
な
る
所
で
女
姿

に
大
和
舞
を
舞
わ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
三
・
四
番
目
物
の
性
格
上

作
者
世
阿
弥
の
個
人
的
才
能
は
そ
の
舞
を
強
調
し
、
芸
化
す
る
の
に
十
分
発
揮

さ
れ
た
ろ
う
こ
と
も
推
定
さ
れ
る
。

　
も
と
も
と
こ
の
作
品
は
夢
幻
能
の
基
本
的
筋
立
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
か
、

主
題
の
劇
的
展
開
よ
り
も
舞
踊
的
・
’
音
楽
的
主
題
を
展
開
す
る
た
め
に
、
手
段

と
し
て
葛
城
の
神
を
借
り
た
と
さ
え
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
最

後
の
大
和
舞
こ
そ
軸
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
で
演
じ
ら
れ
る
も
の
は
、
芸
と
し
て
見
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
和
舞
は
倭
舞
・
和
舞
と
書
か
れ
て
来
た
も
の
で
、
も

と
も
と
山
人
＝
山
の
神
人
が
榊
枝
を
取
っ
て
舞
う
「
タ
マ
フ
リ
」
の
た
め
の
舞

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
た
ま
し
ひ
を
振
を
こ
す
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
を
こ
す
に
為
で

あ
り
、
旧
い
魂
の
生
命
力
を
更
新
さ
せ
る
為
の
呪
術
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。

　
能
の
大
和
舞
は
既
に
そ
の
よ
う
な
呪
術
性
を
帯
び
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

舞
台
芸
能
上
の
一
つ
の
高
ま
り
の
場
と
し
て
そ
れ
を
演
ず
る
の
だ
が
、
し
か
し

同
時
に
こ
こ
が
葛
城
の
神
の
蘇
り
の
場
で
あ
る
こ
と
は
見
逃
が
せ
な
い
。
大
和

舞
は
ま
だ
本
来
の
機
能
を
十
分
持
ち
、
そ
の
機
能
の
有
効
性
を
ば
ね
と
し
て
作

品
が
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
も
っ
と
も
前
段
で
は
仏
数
的
苦
悩
に
苦
ん
で
い
た
は
ず
の
こ
の
神
の
魂
の
解

放
に
し
て
は
、
大
和
舞
は
い
さ
さ
か
明
る
す
ぎ
、
単
純
に
す
ぎ
る
き
ら
い
は
あ

る
。
元
来
「
タ
マ
フ
リ
」
な
る
呪
術
が
集
団
と
個
人
の
分
離
か
ま
だ
存
在
し
な

い
社
会
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
、
祖
霊
、
集
団
の
魂
、
豊
饒
の
霊
か
時

あ
っ
て
寄
っ
て
き
て
、
小
集
団
、
あ
る
い
は
個
人
の
魂
を
更
新
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
僧
の
回
向
に
よ
っ
て
仏
果
を
め
で
た
く
得
る
典

型
的
な
修
羅
物
や
鬘
物
に
お
い
て
は
、
そ
の
魂
は
集
団
の
中
に
帰
り
場
を
既
に

失
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
前
段
に
お
い
て
「
さ
な
き
だ
に
女
は
五
障
の
罪
深
き
に
、
法
の
と
が
め
の
呪

訓
を
負
ひ
、
こ
の
山
の
名
し
負
ぶ
蔦
葛
に
て
身
を
縛
め
て
斜
三
熱
の
苦
し
み
あ

り
。
に
と
告
白
す
る
葛
城
の
神
に
も
、
当
然
そ
の
よ
う
な
結
末
か
あ
っ
て
よ
さ

そ
う
に
思
う
。
し
か
し
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
葛
城
の
山
の
神
か
個
性
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化
さ
れ
て
把
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
悩
み
が
内
面
化
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
伏
と
い
う
前
仏
教
的
呪
術
的
性
格
の
も
の
に
よ
っ

て
救
済
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
魂
の
蘇
り
と
い
う
呪
術

性
を
負
っ
て
い
る
大
和
舞
を
軸
に
し
て
作
っ
て
い
る
こ
と
か
根
本
的
原
因
で
あ

ろ
う
。

　
し
か
し
こ
こ
に
到
っ
て
も
、
現
実
の
倭
舞
の
舞
手
は
男
性
で
あ
っ
た
ら
し
い

の
に
能
で
な
ぜ
女
姿
に
変
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
は
や
は
り
理
解
し
か
た
い

　
前
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
舞
か
主
要
な
場
を
作
る
た
め
に
、
そ
の
美
し
さ
、
’

絢
爛
さ
を
女
姿
に
求
め
た
こ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
、
今
一
つ
は
作
品
前
の
問

題
と
し
て
そ
れ
を
考
え
て
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
四

　
こ
こ
で
は
能
『
葛
城
』
に
な
る
以
前
に
お
い
て
葛
城
神
が
女
神
と
し
て
把
え

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
二
つ
の
観
点
か
ら
と
り
あ
げ
た
い

　
一
つ
は
能
へ
神
懸
り
系
続
か
ら
出
た
巫
女
の
芸
が
流
入
し
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
「
葛
城
」
も
そ
の
中
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
一
つ
は
ヒ

ト
コ
ト
ヌ
シ
、
あ
る
い
は
葛
城
神
の
杞
り
手
か
古
く
は
女
達
で
は
な
か
っ
た
か

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
必
然
的
に
こ
の
神
に
女
神
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
の
一
面
で
あ
る
。

　
ま
ず
後
者
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
口
承
の
世
界
で
は
、
こ
の
神
は
女
達
に
杞

ら
れ
る
神
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。

　
も
っ
と
も
そ
れ
は
「
ふ
し
」
で
あ
っ
て
傍
証
の
域
を
出
な
い
か
、
第
一
に
は

ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
を
祭
神
と
す
る
各
地
の
社
に
再
興
者
と
か
い
う
形
で
貴
女
の
名

前
か
記
憶
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
あ
る
。

も
’
柳
田
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

れ
ぬ
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
事
実
と
考
え
る
よ
り

「
巫
女
と
の
関
係
に
基
く
比
伝
か
も
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
一
八

　
山
に
結
び
つ
い
た
貴
女
の
伝
説
の
非
常
に
多
い
こ
と
は
氏
の
他
の
著
に
も
詳

し
い
か
、
山
の
神
と
い
う
古
く
て
も
っ
と
も
土
地
に
か
か
わ
り
の
深
い
、
生
産

の
神
を
杞
っ
た
の
は
、
元
来
、
貴
女
の
名
伝
で
え
ら
れ
る
巫
女
達
で
あ
っ
た
。

　
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
が
葛
城
地
方
の
山
の
神
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
諸
家
の
認
め

る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
、
そ
れ
な
ら
ば
、
山
の
神
の
一
面
で
あ
る
男
神
の
貌
［
前

掲
］
∵
口
に
表
わ
れ
た
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
）
と
同
時
に
、
も
う
一
つ
の
女
神
の
貌

も
あ
っ
た
ろ
う
と
想
定
し
て
み
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

　
前
掲
円
・
□
か
こ
の
神
の
狩
猟
的
・
工
作
労
働
的
（
架
橋
作
業
の
よ
う
な
）

・
男
性
的
側
面
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
挙
げ
る
の
は
、
豊
饒
・
出
産

・
子
育
て
的
側
面
で
あ
る
。

　
し
か
も
山
神
女
神
に
は
お
産
を
猟
師
に
肋
け
て
も
ら
っ
た
と
い
う
話
か
（
あ

る
地
方
で
は
あ
る
が
）
附
着
し
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
こ
の
神
は
夫
の
機
能
を

認
知
で
き
な
い
古
い
時
代
の
神
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
男
神
出
現
以
前
の
神

で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
地
方
に
よ
っ
て
こ
の
神
の
姿
か
男
神
で
あ
っ
た
り
、

女
神
で
あ
っ
た
り
す
る
の
は
、
男
神
へ
の
歴
史
的
移
行
が
徹
底
し
た
地
方
と
、

よ
り
古
い
も
の
か
温
存
さ
れ
た
地
方
と
の
達
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
枡
目
信
夫
氏
が
四
国
の
賀
茂
信
仰
目
‥
母
子
神
に
目
を

む
け
ら
れ
、
こ
の
地
方
に
お
け
る

を
指
摘
さ
れ
て
い
ら
れ
る
こ
と
で

　
二
言
主
↓
事
代
主
↓
大
黒
さ
ん
〃
の
混
同

あ
る
。
『
土
佐
風
土
記
』
に
よ
る
と
、
彼
は

ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
と
も
混
同
さ
れ
る
関
係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
有
名
な
三
輪
山
の
神
、
オ
オ
モ
ノ
ヌ

シ
と
類
縁
深
く
、
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
は
母
子
神
で
あ
る
賀
茂
の
一
員
で
あ

っ
た
。

　
彼
ら
が
蛇
神
で
あ
り
、
石
神
信
仰
と
も
か
か
わ
り
が
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る

と
こ
ろ
等
々
は
、
い
ず
れ
も
豊
鴫
神
と
し
て
の
本
来
の
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
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ろ
う
。
又
、
両
者
と
も
い
さ
さ
か
歴
史
的
段
階
は
異
る
か
、
母
子
神
的
＝
母
系

制
的
色
彩
の
濃
い
神
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
神
々
と
の
間
に
混
同
か
起
る
と
す
れ
ば
、
葛
城
の
山
神
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ

も
葛
城
地
方
の
豊
饒
神
で
あ
る
と
共
に
母
子
神
の
系
譜
に
つ
な
が
る
神
で
あ
る

こ
と
を
推
測
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
『
謡
曲
』
の
葛
城
の
神
が
三
熱
の
苦
し
み
に
あ
え
ぐ
の
は
、
既
に
蛇
体
か
生

命
力
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
否
定
的
・
悪
・
約
束
不
履
行
の
邪
悪
な

も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
し
、
「
さ
て
は
昔
、
葛
城
の
・
神
の
苦
し
み
尽

き
難
き
」
「
石
は
一
つ
の
神
体
と
し
て
」
と
い
う
時
、
神
体
の
石
も
原
初
的
意
義

は
失
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
元
来
こ
れ
ら
は
生
産
力
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
否
定

的
契
機
と
化
し
て
は
い
る
か
、
そ
れ
は
本
来
の
機
能
が
呪
わ
れ
は
じ
め
た
時
か

ら
起
っ
た
裏
返
し
に
外
な
ら
な
い
。

　
以
上
私
は
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
・
葛
城
神
を
ま
つ
る
人
々
が
女
達
で
あ
り
、
同
時

に
こ
の
神
自
身
も
女
神
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
神

を
謡
曲
『
葛
城
』
が
女
神
と
し
て
把
え
る
に
は
、
も
っ
と
直
接
的
契
機
か
必
要

で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
私
は
そ
こ
に
前
掲
の
巫
女
舞
を
介
在
さ
せ
て
考
え
て
み
る
。

　
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
神
社
に
そ
の
よ
う
な
舞
や
神
楽
か
存
在
し
た
と
い
う
証
拠
を

持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
た
だ
柳
田
氏
か
前
傷
害
に
お
い
て
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
を
名
乗
る
社
で
神
事
能
を

催
し
て
い
る
例
を
挙
げ
て
い
ら
れ
る
の
は
参
考
に
な
る
。
又
、
『
葛
城
』
の
原

型
に
豊
饒
の
神
の
死
と
蘇
り
の
祭
式
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
山
の
神
の
季
節

祭
を
考
え
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
い
さ
さ
か
飛
躍
す
る
か
、
今
、
仮
り
に
三
河
の
花
祭
に
類
す
る
祭
を
ヒ
ト
コ

ト
ヌ
シ
に
つ
い
て
も
背
景
に
置
い
て
考
え
て
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
五

　
　
こ
こ
で
祭
と
い
う
の
は
、
後
代
的
儀
典
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
し
て
個
人
の

　
心
の
問
題
な
ど
で
は
吏
に
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
古
い
時
代
、
共
同
体
の
名
に
お

　
い
て
神
を
演
出
し
た
祭
式
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
で
は
山
の
神
で
あ
る
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
祭
に
ど
の
よ
う
な
演
出
か
行
わ
れ
た

　
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
私
は
さ
き
に
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
主
要
な
一
面
と
し
て
、
対
立
抗
争
す
る
点
の

　
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
か
、
こ
れ
は
元
来
原
始
性
の
強
い
、
気
性
の
荒
い
神
・

　
狩
猟
神
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
よ
う
な
点
に
原
因
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、

　
こ
の
神
の
原
型
が
、
夜
と
昼
・
冬
と
春
・
死
と
生
の
よ
う
に
対
立
す
る
二
者
の

　
抗
争
、
そ
の
一
方
の
敗
北
を
演
出
す
る
祭
式
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で

　
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
　
悪
し
き
も
の
（
鬼
）
と
そ
の
対
立
者
（
神
）
と
が
問
答
し
、
結
局
前
者
か
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
二
五

　
い
ま
か
さ
れ
る
と
い
う
型
の
行
事
を
枡
目
氏
は
神
事
・
芸
能
の
起
源
と
さ
れ
て

　
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
鬼
は
土
地
の
精
霊
・
疫
病
や
災
害
を
も
た
ら
す
悪
し
き
精

　
霊
で
あ
り
、
海
の
彼
方
、
部
族
の
魂
の
魂
の
休
ら
っ
て
い
る
常
世
国
か
ら
飛
来

　
す
る
常
世
神
に
対
立
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
私
は
こ
こ
で
三
河
花
祭
に
演
じ
ら
れ
る
対
立
、
「
さ
か
き
」
鬼
と
禰
宜
又
は

‘
　
「
も
ど
き
」
と
称
す
る
あ
い
方
を
考
え
る
。

　
　
と
こ
ろ
で
「
鬼
」
は
力
の
強
大
さ
・
強
烈
さ
・
容
姿
の
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
か
命
で
あ

　
る
か
、
古
い
時
代
の
人
々
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
怖
る
べ
き
も
の
を
祭
式
の
中
で

　
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
阪
下
圭

　
ハ
氏
が
そ
の
す
ぐ
れ
た
論
考
「
世
阿
弥
と
鬼
」
の
中
に
お
い
て
「
部
族
の
生
や

　
将
来
に
と
っ
て
、
一
つ
の
決
定
的
瞬
間
で
あ
る
と
こ
ろ
の
そ
う
し
た
儀
式
に
お

　
い
て
、
他
者
な
い
し
対
立
者
と
し
て
の
鬼
の
力
か
強
大
で
あ
り
、
そ
れ
の
も
た
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ら
す
畏
怖
か
強
烈
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
。
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
意
欲
、

い
わ
ば
「
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
情
緒
の
行
動
へ
・
の
放
射
」
　
（
ハ
リ
ソ
ン
「
古
代
芸

術
と
祭
式
」
）
か
ふ
る
い
お
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
鬼
は
、
外
的
自
然
の

脅
威
の
シ
ム
ボ
ル
と
し
て
で
な
く
、
生
の
歓
喜
の
裏
側
に
ひ
そ
む
畏
怖
の
表
出

と
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
は
き
く
べ
き
見
解
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
季
節
の
劇
的
行
き
合
い
を
演
ず
る
祭
式
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
鬼
か

ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
上
に
定
着
し
、
彼
自
身
の
姿
に
重
な
る
に
は
、
こ
の
神
を
杞

る
者
遠
の
零
落
化
と
か
、
祭
式
の
か
た
り
か
そ
の
説
明
に
か
わ
り
、
俗
化
し
て

″

い
く
と
か
、
新
し
い
神
の
侵
入
に
よ
る
敗
北
、
そ
し
て
何
よ
り
も
生
産
的
労
働

労
働
す
る
者
へ
の
社
会
的
蔑
視
の
開
始
・
深
化
と
い
っ
た
諸
条
件
か
か
ら
み
合

っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
祭
式
の
中
の
鬼
と
神
の
対
立
抗
争
・
鬼
の

敗
北
劇
は
必
ず
し
も
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
い
う
固
有
名
詞
？
を
負
う
も
の
で
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
荒
々
し
い
性
格
か
祭
式
の
中
で
作
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば

も
う
一
つ
の
顔
、
女
神
の
葛
城
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
も
そ
の
中
で
作
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
な
く
は
な
い
。

　
三
河
の
花
祭
で
言
え
ば
、
も
と
も
と
巫
女
の
舞
で
あ
っ
た
ら
し
い
「
市
の
舞

」
を
女
神
の
原
型
と
し
て
置
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
榊
の
枝
、
笹
を
持
っ
て
は
げ
し
い
震
動
・
躍
動
の
果
て
に
神
か
か
り
の
状
態

に
は
い
っ
て
い
く
姿
は
巫
女
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
魂
の
蘇
り

の
行
事
で
も
あ
っ
た
。
　
　
　
’

　
古
代
宮
廷
に
お
け
る
大
賞
祭
・
鎮
魂
祭
で
神
か
か
り
す
る
猿
女
系
の
「
タ
マ

フ
リ
」
か
物
部
系
の
も
の
や
山
人
の
倭
舞
と
な
ら
ん
で
行
わ
れ
た
の
も
参
考
に

な
る
。
た
だ
し
宮
廷
に
お
け
る
「
タ
マ
フ
リ
」
は
既
に
も
と
の
形
で
は
な
く
、

物
部
系
の
も
の
に
し
て
も
倭
舞
に
し
て
も
一
種
の
様
式
化
・
解
明
化
を
遂
げ
て

｜

｜

－
　
．
ｇ
－
ｊ

Ｉ
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｙ
　
゛
－
く
Ｉ

い
る
と
言
え
る
し
、
［
タ
マ
フ
リ
］
行
事
が
男
性
の
手
に
移
行
す
る
過
程
を
示

す
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
宮
廷
の
神
々
か
ら
地
方
の
神
々
に
到
る
ま
で
の

杞
り
手
に
、
零
落
し
た
形
で
は
あ
っ
た
巫
女
か
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
舞

か
や
が
て
能
楽
の
中
に
大
量
に
流
入
し
て
芸
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
前
に
も
の
べ
た
通
り
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
を
杞
る
神
社
に
そ
の
よ
う
な
神
楽
や
舞

が
あ
っ
た
か
今
の
と
こ
ろ
私
は
調
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
世
阿
弥
か
『
葛
城
』

を
作
る
時
、
か
な
り
広
く
民
衆
の
中
に
流
布
し
て
い
た
は
ず
の
男
神
の
ヒ
ト
コ

ト
ヌ
シ
を
捨
て
て
女
神
を
と
っ
た
の
は
、
巫
女
舞
か
何
か
に
媒
介
さ
れ
た
女
神

像
を
彼
か
こ
の
神
に
思
い
描
い
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
こ
と
は

で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
六
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
能
の
成
立
は
、
今
ま
で
死
ん
で
い
た
、
よ
り
古
い
神
々
の
再
生
（
そ
れ
は
全
　
4
8

く
文
脈
の
異
る
、
新
し
い
世
界
で
の
そ
れ
で
あ
る
か
）
を
可
能
に
し
た
。
　
　
　
一

　
山
神
女
神
の
な
れ
の
果
て
で
あ
っ
た
山
姥
を
こ
の
世
に
再
び
誘
い
出
し
た
の

も
能
・
謡
曲
で
あ
っ
た
。
山
神
女
神
は
そ
の
昔
、
新
し
く
現
わ
れ
た
山
神
男
神

に
組
敷
か
れ
、
そ
の
席
を
奪
わ
れ
た
。
そ
し
て
や
か
て
は
そ
の
男
神
す
ら
零
落

し
て
山
の
怪
物
と
化
し
て
い
っ
た
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
埋
も
れ
た
女
神
を
長
い
ね
む
り
か
ら
解
放
し
だ
の
は
、
古
い
神
事
芸
能

の
発
展
的
継
承
者
で
あ
っ
た
能
作
者
、
と
り
わ
け
観
阿
弥
・
世
阿
弥
の
力
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
私
は
男
神
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
は
な
し
の
下
敷
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
復
元
し

よ
う
に
も
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
よ
り
古
い
女
神
の
姿
を
、
謡
曲
『
葛

城
』
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
思
い
描
い
て
み
る
。

　
多
く
の
実
証
・
中
間
項
を
必
要
と
し
な
か
ら
、
そ
れ
を
な
し
得
な
い
段
階
で



あ
る
。
ま
さ
に
「
思
い
つ
き
」
で
あ
り
、
「
思
い
描
い
た
も
の
」
に
す
ぎ
な
い

由
縁
あ
る
。

　
注
一
　
「
能
の
発
生
」
松
本
新
ハ
郎
（
雑
誌
「
文
学
一
　
一
九
五
七
年
九
月
号

　
　
　
　
掲
載
」
参
照
。

　
注
二
　
「
ノ
ー
ト
　
カ
ツ
ラ
ギ
ノ
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
ー
そ
の
形
象
化
の

　
　
　
　
過
程
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
（
上
）
　
（
雑
誌
「
別
府
大
学
国
語
国
文
学
」
第

　
　
　
　
８
号
掲
載
）

　
注
三
　
こ
の
神
の
素
性
を
山
の
神
と
把
え
る
の
は
、
ど
の
先
学
を
も
っ
て
は

　
　
　
　
じ
め
と
す
る
か
今
の
私
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
か
、
柳
田
・
折
ロ
両

　
　
　
　
氏
は
そ
の
前
提
に
立
っ
て
発
言
し
て
お
ら
れ
る
。
土
橋
寛
氏
は
そ
の

　
　
　
　
著
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
に
お
い
て
、
前
二
氏
よ
り
明
確
に

　
　
　
　
山
の
神
で
あ
る
と
規
定
し
て
お
ら
れ
る
。

　
注
目
・
『
続
日
本
紀
』
に
も
「
世
相
伝
テ
云
フ
…
…
」
と
あ
っ
て
、
民
間
の

　
　
　
　
話
の
流
入
か
考
え
ら
れ
る
外
、
『
霊
異
記
』
の
作
者
、
『
今
昔
物
語

　
　
　
　
』
の
作
者
達
か
民
衆
と
の
深
い
つ
な
か
り
に
お
い
て
そ
れ
を
知
り
得

　
　
　
　
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
掲
拙
稿

　
　
　
　
参
照
。

　
注
五
　
以
上
引
用
は
岩
波
書
店
刊
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
』
を
も
っ

　
　
　
　
て
し
た
。
た
だ
し
原
文
中
に
あ
る
割
注
は
省
い
た
。

　
注
六
　
土
左
の
郡
。
郡
家
の
西
に
去
る
こ
と
四
里
に
土
左
の
高
賀
茂
の
大
社

　
　
　
　
あ
り
、
其
の
神
の
み
名
を
一
言
主
尊
と
為
す
。
其
の
み
祖
は
詳
か
な

　
　
　
　
ら
ず
。
一
説
に
日
へ
ら
く
、
大
穴
六
道
尊
の
み
子
、
味
岨
高
彦
根
尊

　
　
　
　
な
り
と
い
へ
り
。
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
た
だ
し
ル
ピ

　
　
　
　
は
省
い
た
。
）

　
注
七
　
前
掲
『
土
佐
風
土
記
』
中
に
お
い
て
ｔ
ト
コ
ト
叉
シ
は
「
そ
の
み
祖

〃

　
　
　
は
詳
か
な
ら
ず
」
と
あ
る
。

注
ハ
　
手
元
に
あ
る
『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、
第
二
義
に
「
事
の
完
成
し
な

　
　
　
い
こ
と
に
い
う
」
　
「
醜
い
人
」
等
か
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

注
九
　
仏
教
で
い
う
竜
・
蛇
な
ど
の
受
け
る
三
つ
の
苦
悩
。
［
諸
の
蛇
竜
に

　
　
　
三
恵
あ
り
。
こ
れ
を
〔
三
熱
〕
ま
た
は
〔
三
熱
の
苦
〕
と
い
ふ
。
一

　
　
　
に
は
熱
風
熱
沙
身
に
著
き
、
そ
の
皮
肉
骨
髄
を
焼
き
苦
悩
を
為
す
。

　
　
　
二
に
は
、
悪
風
吹
き
起
り
て
、
蛇
竜
の
居
所
、
及
び
、
飾
衣
等
を
失

　
　
　
は
し
め
、
竜
身
を
苦
悩
せ
し
む
。
三
は
諸
竜
娯
楽
の
時
、
全
知
鳥
あ

　
　
　
り
、
竜
の
居
所
に
入
り
て
、
生
る
所
の
竜
子
を
博
奪
し
て
こ
れ
を
食

　
　
　
ひ
、
竜
を
し
て
慄
怖
せ
し
む
。
」
　
（
明
治
書
院
刊
『
仏
教
辞
林
』
南

　
　
　
条
・
藤
井
・
局
地
共
著
）

注
一
〇
　
戦
後
の
業
績
だ
け
に
限
っ
て
も
林
星
辰
三
郎
氏
の
『
日
本
演
劇
の

　
　
　
環
境
』
　
（
ｓ
2
2
）
尾
形
亀
吉
氏
の
『
能
楽
の
形
成
』
　
§
2
5
）
岩
橋

　
　
　
小
弥
太
氏
の
『
日
本
芸
能
史
　
中
世
歌
舞
の
研
究
一
（
Ｓ
2
6
）
。
尾
形

　
　
　
亀
吉
氏
の
『
散
楽
源
流
考
』
　
§
2
9
）
。
西
郷
信
網
氏
の
「
鎮
魂
論

　
　
　
」
　
（
ｓ
配
）
。
折
ロ
信
夫
氏
の
『
日
本
芸
能
史
ノ
ー
ト
』
　
互
配
）

　
　
　
本
田
安
次
氏
の
『
翁
そ
の
ほ
か
』
　
（
Ｓ
召
）
な
ど
か
挙
げ
ら
れ
よ
う

　
　
　
又
、
雑
誌
「
文
学
」
Ｓ
盈
・
９
月
号
が
能
の
特
集
号
に
な
っ
て
い
て

　
　
　
戸
井
田
道
三
氏
の
「
能
の
本
質
」
、
松
本
新
ハ
郎
氏
の
［
能
の
発
生

　
　
　
］
、
池
田
弥
三
郎
氏
の
「
能
と
先
行
芸
能
と
」
等
の
注
目
す
べ
き
、

　
　
　
優
れ
た
諸
論
文
か
収
め
ら
れ
て
い
る
。

注
一
一
　
注
一
〇
に
挙
げ
た
西
郷
氏
著
。
こ
れ
は
最
初
『
古
事
記
大
成
』
２

　
　
　
に
収
め
ら
れ
、
後
『
詩
の
発
生
　
文
学
に
お
け
る
原
始
・
古
代
の
意

　
　
　
昧
』
　
（
Ｓ
５
）
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
。

注
こ
Ｉ
　
戸
井
田
道
三
「
能
の
木
質
」
　
（
「
文
学
」
１
９
５
７
年
９
月
号
Ｐ

一 一49一



　
　
　
５
）
参
照
。
　
　
。

注
一
三
　
「
和
舞
、
取
二
榊
枝
‘
舞
也
」
　
（
『
江
家
次
第
』
大
原
野
祭
の
条
）

注
一
四
　
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
十
四
』

注
一
五
　
以
上
引
用
し
た
謡
曲
は
佐
成
謙
太
郎
著
『
謡
曲
大
観
』
第
一
巻
所

　
　
　
収
「
葛
城
」
に
よ
っ
た
。

注
一
六
　
柳
用
氏
の
「
一
言
主
考
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
四
例
で

　
　
　
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
こ
ふ
し
の
み
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｙ

　
　
　
ｌ
　
北
野
天
神
の
末
社
に
Ｉ
　
泰
　
宮
と
い
う
の
か
あ
っ
て
、
古
記

　
　
　
　
　
に
は
祭
神
一
言
主
神
と
あ
る
。
洛
西
梅
宮
の
末
社
に
も
一
泰
社

　
　
　
　
　
か
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
檀
林
皇
后
の
御
名
を
語
る
」
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
（
京
都
坊
目
誌
、
山
城
名
勝
志
七
参
照
）

　
　
　
２
　
洛
北
岩
蔵
村
か
ら
五
町
余
北
に
あ
る
一
言
主
社
は
東
福
門
院
皇

　
　
　
　
　
女
女
三
宮
の
再
興
と
い
う
。
（
山
州
名
跡
志
六
等
参
照
）

　
　
　
ろ
　
宇
治
郡
庄
口
の
一
言
寺
の
本
酋
了
脇
侍
は
少
納
言
入
道
哲
西
の

　
　
　
　
　
娘
・
阿
波
内
侍
、
剃
髪
し
て
真
阿
と
い
っ
た
婦
人
の
安
置
し
た

　
　
　
　
　
も
の
と
い
う
。
（
山
州
名
跡
巡
行
志
六
等
参
照
）

注
一
七
　
前
掲
柳
田
氏
論
考
。

注
一
八
　
柳
田
氏
『
女
性
と
民
間
伝
承
』

注
一
九
　
東
京
堂
版
『
民
俗
学
辞
典
』
山
の
神
の
項
参
照
。

注
二
〇
　
「
生
殖
に
関
す
る
真
理
は
父
性
か
社
会
的
価
値
を
得
た
時
は
じ
め

　
　
　
て
認
め
ら
れ
る
。
」
ジ
ョ
ー
ジ
・
ト
ム
ソ
ン
著
、
池
田
薫
訳
『
ギ
リ

　
　
　
シ
ヤ
古
代
社
会
研
究
上
』
第
六
章
「
女
神
の
創
成
」
参
照
。

注
二
Ｉ
　
折
口
氏
著
『
日
本
文
学
史
ノ
ー
ト
ー
』
所
収
「
賀
茂
神
」
の
項
参

　
　
　
照
。

注
二
二
　
『
扶
桑
略
記
』
に
引
か
れ
て
い
る
為
憲
記
と
い
う
の
に
［
葛
木
山

　
　
　
之
調
底
、
常
有
吟
音
、
聞
人
尋
之
、
大
巌
藤
商
、
疑
是
巌
吟
、
切
放

　
　
　
卸
商
、
如
本
繋
縛
」
と
あ
る
。
そ
の
「
大
巌
」
は
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と

　
　
　
み
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
又
、
謡
曲
『
葛
城
』
に
「
石

　
　
　
は
一
つ
の
神
体
と
し
て
」
と
あ
る
の
も
創
作
と
ば
か
り
言
え
な
い
の

　
　
　
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

注
二
三
　
「
若
狭
遠
敷
（
を
に
ふ
）
郡
野
木
町
大
字
中
野
木
の
泉
岡
一
言
明

　
　
　
神
、
祭
日
は
正
月
初
午
の
日
、
八
月
朔
日
に
神
事
能
あ
り
と
郡
県
志

　
　
　
に
あ
る
。
」
柳
用
氏
「
一
言
主
考
」

注
二
四
　
早
川
孝
太
郎
著
『
花
祭
』
参
照
。

注
二
五
　
「
鬼
の
話
」
　
（
折
口
信
夫
全
集
第
三
巻
所
収
）
。

注
二
六
　
雑
誌
「
日
本
文
学
」
１
９
５
７
・
５
～
６
号
掲
載
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勺
文
学
部
助
教
授
―
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