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橋

、
中
臣
宅
守
流
刑
の
原
因
に
つ
い
て

　
万
葉
集
巻
十
五
の
後
半
は
中
臣
宅
守
と
狭
野
茅

上
娘
子
の
贈
答
歌
六
十
三
首
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ

て
い
る
が
、
茅
上
娘
子
は
そ
の
奔
放
な
情
熱
的
歌

風
に
よ
っ
て
、
万
葉
女
流
歌
人
の
中
で
も
特
異
な

存
在
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
贈
答
歌
群
が
作
ら
れ
た
背
景
は
、
詞
書
に

「
中
臣
靭
臣
宅
守
嬰
二
藏
部
女
嬬
狭
野
茅
上
娘
子
一

之
時
、
勅
断
二
流
罪
一
配
二
越
前
国
一
也
。
於
是
夫
婦

杣
二
嘆
易
レ
別
難
ウ
會
、
各
陳
二
働
情
一
贈
答
歌
六
十
三

首
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
応
明
ら
か
で
あ

る
が
、
宅
守
が
越
前
に
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
理
由

寛

に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
童
蒙
抄
以
後
、
右
の
詞
書

に
よ
っ
て
宅
守
が
茅
上
娘
子
と
通
じ
た
こ
と
が
答

め
ら
れ
た
も
の
と
す
る
説
が
通
説
の
よ
う
に
な
っ

て
い
た
が
、
近
年
上
田
敦
子
氏
が
「
申
臣
宅
守
小

論
　
　
そ
の
配
流
の
原
因
を
中
心
と
し
て
１
」

（
「
国
文
目
白
」
第
一
号
、
昭
和
三
七
年
三
月
）
と

い
う
論
文
で
、
こ
の
通
説
を
批
判
さ
れ
た
。
そ
の

要
旨
は
、
…
題
詞
は
二
人
の
結
婚
が
流
罪
の
原
因

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
は
お
ら
ず
、
流
罪
の
時
期

を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
働
も
し
二
人
の
結

婚
が
罰
せ
ら
れ
る
よ
う
な
非
合
法
の
も
の
で
あ
っ

た
な
ら
「
姿
」
で
な
く
「
粁
」
の
文
字
が
用
い
ら

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
固
ま
た
二
人
の
結
婚
が
非
合

法
な
ら
、
二
人
と
も
流
罪
に
処
せ
ら
る
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
点
に
あ
り
、
働
倒
の
点
に
関
す
る
例

証
と
し
て
『
続
日
本
紀
」
天
平
十
一
年
三
月
「
庚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

中
、
石
上
朝
臣
乙
麻
臼
坐
レ
軒
二
久
米
連
若
売
－
配
二

流
土
左
国
「
若
売
配
二
下
総
国
一
焉
」
の
条
を
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
論
拠
い
ず
れ
も
肯
か
れ
る
も
の
ぱ

か
り
で
、
通
説
は
完
全
に
崩
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
そ
れ
で
は
宅
守
流
刑
の
原
因
は
何
か
。
上
田
氏

は
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
年
七
月
「
丙
子
、
左
兵

庫
少
属
従
八
位
下
大
伴
宿
禰
子
虫
、
以
レ
刀
折
二
殺

右
兵
庫
頭
外
従
五
位
下
中
臣
宮
虜
連
東
人
一
」
の

記
事
を
あ
げ
、
右
の
東
人
を
宅
守
の
父
と
見
て
、

宅
守
は
自
分
の
父
を
殺
し
た
子
虫
を
、
復
讐
の
た

め
に
殺
害
し
た
た
め
に
、
配
流
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
の
新
見
解
を
示
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
に

つ
い
て
は
沢
潟
博
士
の
『
注
釈
』
で
、
宅
守
の
父

の
中
臣
棚
臣
東
人
は
天
平
五
年
三
月
に
従
四
位
下

　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
有
の
「
中
臣
宮
虚
連

東
人
」
は
別
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

の
で
、
問
題
は
再
転
し
て
振
出
し
に
戻
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
○

　
そ
こ
で
改
め
て
流
罪
の
原
因
を
考
え
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
そ
れ
に

関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
歌
が
宅
守
の
歌
の
申
に

あ
る
の
で
あ
る
、
宅
守
と
娘
子
の
贈
答
歌
は
、
そ

れ
ぞ
れ
相
手
を
想
う
恋
情
を
歌
い
上
げ
た
も
の
ぱ

か
り
で
あ
る
が
、
宅
守
の
歌
の
中
に
そ
う
で
は
な

い
歌
が
一
、
二
混
っ
て
い
る
。

　
　
さ
す
竹
の
大
宮
人
は
今
も
か
も
人
な
ぶ
り
の

　
　
み
好
み
た
る
ら
二
一
箒
一
十
五
、
看
一
一
一

　
本
文
を
口
訳
す
る
と
、
大
宮
人
た
ち
は
、
昔
も

人
を
な
ぶ
り
都
撤
っ
て
い
た
が
、
今
も
相
変
ら
ず

人
な
ぶ
り
を
好
ん
で
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
今
」
は
自
分
（
宅
守
）
が

配
流
さ
れ
て
い
る
時
点
で
あ
り
、
　
「
昔
」
は
ま
だ

大
宮
に
仕
え
て
い
た
頃
を
さ
す
わ
け
で
あ
る
。

「
今
さ
へ
や
」
と
な
る
と
、
昔
も
人
な
ぶ
り
を
し

て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
足
り
な
い
で
、
自
分
が

配
流
さ
れ
た
今
も
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
　
「
も
」
　
「
さ
へ
や
」

何
れ
に
し
て
も
添
え
加
え
る
意
味
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
今
も
か
も
」
　
「
今
さ
へ
や
」
に
は
自
分
が
配
流

、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

さ
れ
た
「
今
」
は
人
な
ぶ
り
を
や
め
る
べ
き
な
の

、に
、
そ
の
今
さ
へ
も
相
変
ら
す
人
な
ぶ
り
を
し
て

い
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
非
難
め
い
た
気
持
が
言
外

に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
介
さ
へ
や
」
の

場
合
と
く
に
強
い
。
い
っ
た
い
宅
守
が
、
　
「
今
」

と
い
う
時
点
に
お
い
て
大
宮
人
の
「
人
な
ぶ
り
」

を
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
。

　
そ
こ
で
従
来
の
注
釈
書
を
見
る
と
、
右
に
述
べ

た
「
も
」
　
「
さ
へ
や
」
の
具
体
的
な
意
味
を
説
明

し
た
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
ｏ
ｏ
　
娘
子
と
の
恋
愛
事
件
で
自
分
が
配
流
さ
れ

　
　
た
の
で
、
自
分
や
娘
子
を
大
宮
人
た
ち
が
面

　
　
白
が
っ
て
鵜
り
、
ま
た
自
分
の
い
な
い
間
に

　
　
娘
子
に
ふ
ざ
け
て
い
る
だ
ろ
う
、
　
の
意
。

九
八

　
　
（
代
匠
記
・
古
義
）

　
働
　
自
分
が
配
流
に
な
っ
た
後
に
残
さ
れ
た
娘

　
　
子
が
人
の
な
ぶ
り
者
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う

　
　
か
と
、
心
を
配
る
心
持
。
（
全
釈
・
私
注
）

　
ゆ
　
白
分
の
届
る
時
も
な
ぶ
ら
れ
た
が
、
今
も

　
　
や
は
り
娘
子
は
な
ぶ
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と

　
　
気
の
毒
に
思
っ
て
い
る
。
　
（
全
注
釈
）

　
↑
ｏ
　
従
来
の
注
釈
書
は
娘
子
を
い
じ
め
る
意
に

　
　
解
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
一
般
的
な
男
女
の

　
　
問
題
を
真
剣
に
考
え
な
い
で
、
人
脇
り
を
事

　
　
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
の
意
に
解
す
べ
ぎ
で

　
　
あ
る
。
　
（
注
釈
）

　
以
上
が
主
な
説
の
要
旨
で
あ
る
が
、
さ
き
に
述

べ
た
疑
問
に
答
え
て
く
れ
る
も
の
は
見
当
た
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

い
。
つ
ま
り
「
今
も
」
　
「
今
さ
へ
や
」
の
解
釈
が

で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
今
も
」
「
今
さ
へ
や
」
の
具
体
的
な
意
味

は
、
私
に
も
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
歌
を
贈
ら
れ

た
相
手
の
茅
上
娘
子
に
は
、
よ
く
分
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
和
歌
と
く
に
贈
答
歌
に
お
い
て
は
、
当
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箏
者
た
ち
の
共
通
の
経
験
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
る

た
め
に
、
当
卒
者
た
ち
に
は
分
か
る
が
、
第
三
者

に
は
何
の
こ
と
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
、
と
い

う
場
合
が
よ
く
あ
る
。
そ
れ
は
古
典
だ
け
で
な

く
、
現
代
の
短
歌
で
も
同
じ
で
あ
る
。
か
つ
て
中

野
好
夫
氏
は
そ
れ
を
「
短
歌
の
不
安
定
性
」
と
呼

ぴ
、
荒
正
人
氏
は
そ
れ
を
「
約
束
」
と
呼
ん
で
、

「
約
火
の
破
棄
」
を
提
唱
し
た
こ
と
が
あ
る
（
「
短

歌
研
究
」
昭
和
二
十
四
年
四
月
号
参
照
）
。

　
こ
の
歌
の
分
か
り
に
く
さ
も
、
恐
ら
く
こ
の
柾

類
の
も
の
で
、
　
「
今
も
」
　
「
今
さ
へ
や
」
の
解
釈

を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
荻
々
に
は
分
か
ら
な

い
が
、
守
宅
と
娘
子
と
は
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

共
通
の
経
験
を
い
ろ
い
ろ
と
想
像
し
て
み
る
必
衷

が
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
次
の
よ
う
な
想
像
を
し
て

み
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
○

　
大
宮
人
た
ち
は
宮
廷
に
出
仕
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の

政
務
に
た
ず
さ
わ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
政
務
の
暇

に
は
控
の
問
で
雑
談
し
た
り
、
勝
負
班
や
遊
戯
に

熱
中
す
る
。
時
に
は
執
務
時
問
甲
に
、
サ
ボ
っ
て

遊
ぶ
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
神
亀
四
年
正
月
某

日
、
天
に
わ
か
に
掻
き
曇
っ
て
、
雷
電
が
鳴
り
は

た
め
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
時
に
は
天

皇
の
近
侍
の
侍
従
や
侍
衛
は
、
す
ぐ
さ
ま
天
皇
の

身
辺
を
護
衛
す
る
態
勢
を
取
ら
ね
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
が
、
そ
の
時
肝
心
の
侍
衛
た
ち
は
、
外
の

廷
臣
た
ち
と
一
緒
に
春
日
野
に
出
て
打
毬
を
楽
し

ん
で
い
た
。
彼
ら
が
大
目
玉
を
食
っ
た
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
、
授
刀
寮
に
閉
門
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た

こ
と
が
万
葉
集
巻
六
に
出
て
い
る
。

　
大
宮
人
た
ち
が
政
務
の
暇
や
侍
宿
の
時
に
、
雑

談
に
花
を
咲
か
す
よ
う
な
場
合
、
雨
夜
で
な
く
て

も
、
女
の
品
定
め
か
、
　
「
人
な
ぶ
り
」
的
な
悪
口

で
あ
る
こ
と
は
、
昔
も
今
も
変
わ
ら
ぬ
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
の
「
人
な
ぶ
り
」
も
、
「
杜
交
的
悪
口
」

で
あ
る
問
は
よ
い
が
、
ど
う
か
す
る
と
話
の
勢
で

現
実
的
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
持
ち
こ
ん
で
し
ま
い
、

喧
嘩
に
な
り
が
ち
な
こ
と
も
、
用
知
の
と
お
り
で

あ
る
。
あ
る
時
た
ま
た
ま
宅
守
ま
た
は
新
婚
の
妻

茅
上
娘
子
が
そ
う
い
う
「
人
な
ぶ
り
」
の
槍
玉
に

あ
げ
ら
れ
、
度
が
過
き
た
た
め
に
、
か
っ
と
な
っ

た
宅
守
が
剣
を
抜
い
て
和
手
を
傷
害
し
た
、
と
い

う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

さ
き
に
触
れ
た
天
平
十
年
七
月
の
大
伴
子
虫
の
傷

害
事
件
も
、
政
務
の
暇
に
中
臣
宮
慮
東
人
と
囲
碁

を
し
て
い
た
時
、
た
ま
た
ま
話
が
長
屋
王
の
こ
と

に
及
ん
で
、
激
怒
し
た
子
虫
が
剣
で
東
人
を
殺
害

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
子
虫
は
か
っ
て
長
屋

王
に
仕
え
て
恩
遇
を
蒙
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
で
あ

り
、
殺
さ
れ
た
東
人
は
天
平
兀
年
二
月
、
長
屋
王

に
謀
反
の
志
が
あ
る
と
密
竹
し
て
、
王
を
自
殺
に

辿
い
や
っ
た
人
物
で
あ
る
。

　
宅
守
の
場
合
、
彼
の
怒
っ
た
原
因
が
政
治
的
な

問
題
で
あ
っ
た
か
、
私
的
な
問
題
で
あ
っ
た
か
は

も
ち
ろ
ん
不
明
で
あ
る
が
、
茅
上
娘
子
と
の
結
婚

当
初
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
娘
子
に
関

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

す
る
や
っ
か
み
半
分
の
中
傷
で
あ
っ
た
可
能
性
も

な
い
こ
と
は
な
い
。

　
そ
こ
で
そ
う
い
う
傷
害
事
件
を
起
こ
し
た
場

　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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ど
う
い
う
刑
罰
が
加
え
ら
れ
た
か
、
と
い
う

こ
と
が
次
の
問
題
に
な
る
。
養
老
の
「
闘
訟
律
」

を
見
る
と

　
　
凡
闘
殴
殺
レ
人
者
絞
。
以
レ
刃
及
故
二
殺
人
一
者

　
　
斬
。
雄
レ
因
レ
闘
、
而
用
二
兵
刃
一
者
、
與
二
故
殺
一

　
　
同
云
々

と
あ
り
、
争
っ
て
相
手
を
殴
り
殺
し
た
場
合
は
絞

首
刑
、
刀
で
殺
し
た
場
合
は
、
殺
意
を
も
っ
て
刀

を
用
い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
争
い
事
で
刀
を
用

い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
　
「
故
殺
」
と
し
て
斬
首

刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
　
「
斬
」
は
「
絞
」
よ
り
も
重

く
、
刑
罰
の
中
で
も
っ
と
も
重
い
死
刑
の
中
で

も
、
特
に
重
い
極
刑
で
あ
る
。
格
殺
刑
は
、
養
老

律
に
は
ま
だ
現
わ
れ
て
い
な
い
。

　
さ
て
宅
守
が
も
し
、
さ
き
に
仮
定
し
た
よ
う
な

事
情
で
殺
人
罪
を
犯
し
た
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は

「
故
殺
人
」
に
該
当
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
律

の
規
定
に
よ
れ
ば
「
斬
」
に
処
せ
ら
る
べ
き
で
、

越
前
と
い
う
近
国
へ
の
流
刑
は
軽
す
き
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
律
の
規
定
は
、
有
位
者
に
は
「
除

免
官
当
」
　
「
議
請
滅
購
章
」
と
い
う
官
位
、
爵
位

に
よ
る
刑
量
滅
免
の
特
典
が
あ
っ
て
、
宅
守
も
そ

の
適
用
を
受
け
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
し
、
さ
ら

に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
聖
武
天
皇
が
神
亀
二
年

（
七
二
五
）
十
二
月
、
　
「
死
者
不
レ
可
レ
生
、
刑
者

不
レ
可
レ
息
」
と
い
う
先
典
の
本
文
（
『
史
記
』
孝
文

本
紀
）
に
よ
っ
て
、
花
京
天
下
諸
国
の
現
禁
の
囚

徒
に
対
し
、
死
罪
は
流
罪
に
、
流
罪
は
徒
刑
（
労

役
）
に
、
徒
刑
以
下
は
刑
部
省
の
奏
に
依
る
こ
と

を
詔
し
て
以
来
、
寛
刑
の
傾
向
が
生
じ
た
こ
と

で
、
と
く
に
死
刑
は
八
虐
の
よ
う
な
国
家
的
重
犯

罪
を
除
い
て
は
、
実
際
に
は
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が

な
く
な
り
、
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）

に
謀
反
の
罪
に
よ
っ
て
藤
原
仲
成
が
訣
せ
ら
れ
た

後
は
、
靭
廷
で
死
刑
の
判
決
が
下
さ
れ
て
も
、
別

勅
を
も
っ
て
一
等
を
滅
じ
、
遠
流
に
処
す
る
慣
例

を
生
じ
て
、
死
刑
は
実
質
上
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
死
刑
が
復
活
さ
れ
た
の
は
、
保
元
の
乱

の
時
（
二
五
六
）
、
源
為
義
に
対
し
て
で
あ
る
。

（
石
井
良
功
「
刑
罰
の
歴
吏
（
日
本
）
」
　
　
『
法

律
学
体
系
』
第
二
部
所
収
　
　
参
照
）
。

　
宅
守
が
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
年
は
明
文
が
な
い

が
、
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
に
は
す
で
に
越
前
の

配
地
に
お
り
、
配
流
の
時
期
は
天
平
十
年
（
七
三

八
）
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
天
平

十
年
と
い
え
ぱ
、
神
亀
二
年
の
死
刑
廃
止
の
詔
か

ら
十
三
年
後
で
、
た
と
え
故
殺
人
、
謀
殺
人
の
罪

を
犯
し
て
も
、
流
罪
が
適
用
さ
れ
た
は
ず
で
あ

り
、
現
に
天
平
十
二
年
六
月
の
恩
赦
の
詔
が
そ
れ

を
証
明
し
て
い
る
。

　
天
平
十
二
年
の
恩
赦
は
、
特
別
の
理
由
な
し
に

行
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
も
刑
罰
軽
減
の
傾
向

が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
時
恩
赦
か

ら
除
外
さ
れ
た
犯
罪
、
及
ぴ
犯
罪
者
の
氏
名
が

『
続
日
本
紀
』
に
出
て
い
る
。
恩
赦
か
ら
除
外
さ

れ
た
の
は
「
其
監
臨
主
守
自
盗
、
盗
レ
所
二
監
臨
「

故
殺
人
、
謀
殺
人
、
謀
殺
人
殺
詑
、
私
鋳
銭
作
具

既
備
、
強
盗
霜
盗
、
新
二
他
妻
、
」
の
犯
罪
を
犯
し

た
者
、
及
ぴ
「
中
衛
舎
人
、
左
右
衛
士
、
衛
門
府

衛
士
、
門
部
、
主
帥
、
使
部
等
」
で
、
前
者
は
職
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濫
用
し
て
私
腹
を
肥
や
す
罪
、
殺
人
の
罪
、

貨
幣
偽
造
の
罪
、
強
盗
籍
盗
の
罪
、
姦
通
の
罪
で
、

八
虐
に
次
ぐ
悪
質
罪
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
後
者

は
天
皇
の
親
衛
車
の
兵
士
と
い
う
特
に
忠
誠
を
要

求
さ
れ
る
身
分
で
あ
る
た
め
に
、
恩
赦
か
ら
除
外

さ
れ
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
が
、
「
故
殺
人
」
「
謀
殺

人
」
の
罪
を
犯
し
た
者
が
こ
こ
に
あ
げ
て
あ
る
の

は
、
彼
ら
が
死
刑
に
処
せ
ら
れ
な
い
で
、
生
き
て

い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
ぶ
ん

一
等
を
減
じ
て
流
罪
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
除
外
例
の
中
に
申
臣
宅
守
、
石
上

乙
麿
の
名
が
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
宅
守
が
さ
き

に
仮
定
し
た
よ
う
な
「
故
殺
人
」
を
犯
し
た
と
す

る
と
、
　
「
勅
断
」
に
よ
っ
て
流
刑
さ
れ
た
こ
と

も
、
ま
た
恩
赦
に
漏
れ
た
こ
と
も
、
説
明
が
つ
く

の
で
あ
る
。

　
の
み
な
ら
す
、
そ
の
よ
う
な
傷
害
事
件
を
仮
定

す
る
と
、
さ
き
に
あ
げ
た
「
今
も
」
「
今
さ
へ
や
」

の
解
釈
も
、
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
つ

ま
り
大
宮
人
た
ち
は
昔
も
人
な
ぶ
り
を
し
て
、
そ

の
た
め
に
自
分
は
傷
害
箏
件
を
担
こ
し
て
こ
の
越

前
国
に
配
流
さ
れ
る
身
の
上
に
な
っ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
ん
な
く
，
に
お
い
て
も
な
お
大
宮
人
た
ち
は

人
な
ぶ
り
を
好
ん
で
や
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
わ
ぱ
自
分
の
配
流
の
原
因
と
な
っ
た
大
宮
人

の
悪
癖
、
悪
趣
味
に
対
す
る
憤
懸
を
訴
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
訴
え
は
、
い
き
さ
つ
を

知
っ
て
い
る
茅
上
娘
子
に
は
よ
く
理
解
さ
れ
た
と

い
う
以
上
に
、
強
い
共
感
を
呼
ぴ
お
こ
す
も
の
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
「
さ
す
竹
の
大
宮

人
は
」
と
い
う
言
葉
に
も
、
あ
る
特
別
な
心
持
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
宅
守
自
身
も

か
つ
て
は
「
大
宮
人
」
　
　
た
と
え
六
位
以
下
の

下
級
官
人
で
は
あ
っ
て
も
　
　
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
が
、
今
は
流
罪
に
処
せ
ら
れ
て
、
官
位
を
失

い
、
一
庶
人
に
す
き
ぬ
身
の
上
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
彼
が
、
か
つ
て
の
同
僚
た
ち
を
「
さ
す
竹
の

大
宮
人
」
と
呼
ん
で
い
る
心
持
の
中
に
は
、
庶
民

か
ら
は
遠
い
雲
の
上
の
大
宮
人
で
あ
り
な
が
ら

「
人
な
ぶ
り
」
を
事
と
す
る
悪
趣
味
に
対
す
る
軽

蔑
や
恨
み
、
そ
ん
な
心
の
動
き
も
合
ま
れ
て
い
る

の
が
感
じ
ら
れ
る
と
思
う
。

　
　
　
　
○

　
宅
守
の
歌
に
は
も
う
一
つ

　
　
肚
の
中
の
常
の
こ
と
わ
り
か
く
さ
ま
に
な
り

　
　
来
に
け
ら
し
す
ゑ
し
種
か
ら
（
十
五
、
三
七
六
一
）

と
い
う
の
が
あ
る
。
世
の
道
理
に
よ
っ
て
、
自
分

の
蒔
い
た
種
の
た
め
に
、
こ
ん
な
悲
し
い
身
の
上

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
誰
が
悪
い
の
で

も
な
い
自
分
が
悪
い
の
だ
。
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
「
す
ゑ
し
種
」
と
は
具
体
的
に
何

を
意
味
す
る
か
が
不
明
で
、
代
匠
記
に
こ
の
句
を

「
末
の
種
か
ら
」
と
訓
ん
で
「
末
世
の
業
因
」
と

解
し
、
こ
れ
が
先
入
観
と
な
っ
た
も
の
か
、
古
義

は
「
す
ゑ
し
種
」
と
訓
み
な
が
ら
「
前
世
に
蒔
置

き
し
業
因
」
の
意
に
解
し
、
全
釈
も
こ
れ
に
従
っ

た
が
、
　
こ
の
こ
と
ぱ
は
　
「
自
分
の
所
業
を
自
認

し
」
　
（
全
注
釈
）
た
言
い
方
で
あ
る
か
ら
、
自
分

が
知
り
も
し
な
い
前
世
の
業
因
を
指
し
て
言
っ
た

…
…
ｉ
．
．
、
１
…
－
、
　
一
〇
一
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も
の
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
の
後
の
注
釈
書
は
さ

す
が
に
前
世
の
業
因
説
を
捨
て
て
は
い
る
が
、
か

と
い
っ
て
「
す
ゑ
し
種
」
を
具
体
的
に
考
え
よ
う

と
は
せ
ず
、
辞
書
的
な
解
釈
で
済
ま
せ
て
い
る
。

　
こ
の
歌
も
さ
き
の
よ
う
な
傷
害
事
件
を
仮
定
す

る
と
、
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
「
さ
す
竹

の
」
の
歌
が
、
自
分
の
配
流
の
原
因
を
大
宮
人
の

「
人
な
ぶ
り
」
に
あ
る
と
し
て
、
彼
ら
に
対
す
る

憤
魎
を
歌
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
歌
で
は
た

と
え
彼
ら
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
が
じ
っ
と

こ
ら
え
て
さ
え
お
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
か
っ
と

な
っ
て
刀
を
抜
い
た
自
分
が
悪
か
っ
た
の
だ
と
、

宅
守
の
心
は
内
省
の
方
向
に
向
い
て
い
る
。
配
流

の
身
に
な
っ
て
、
そ
の
よ
っ
て
来
た
る
所
を
あ
れ

こ
れ
と
思
い
悩
ん
で
い
る
宅
守
の
心
が
、
こ
う
し

た
一
見
反
対
の
気
持
の
表
現
に
も
な
つ
た
の
で
あ

る
。　

た
だ
し
石
の
よ
う
な
仮
定
に
と
っ
て
都
合
の
悪

い
歌
が
娘
子
の
歌
の
中
に
一
首
あ
る
。

　
　
　
　
　
わ
す
い

　
　
宮
人
の
安
眠
も
寝
ず
て
今
日
今
日
と
待
つ
ら

　
　
む
も
の
を
見
え
ぬ
君
か
も
（
十
五
、
看
竺
）

が
そ
れ
で
、
彼
女
は
大
宮
人
た
ち
が
夜
も
ろ
く
ろ

く
寝
な
い
で
、
宅
守
が
帰
っ
て
来
る
の
を
待
っ
て

い
る
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。
も
し
宅
守
が
同
僚
を

殺
害
し
て
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
な
ら
ぱ
、
大

宮
人
た
ち
が
こ
ん
な
に
宅
守
を
待
ち
こ
が
れ
る
こ

と
は
、
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
し
、
娘
子
淋
大
宮
人

の
心
持
を
そ
の
よ
う
に
歌
う
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ

う
。　

し
か
し
宅
守
が
ど
ん
な
事
情
で
流
罪
に
処
せ
ら

れ
た
に
せ
よ
、
同
僚
の
大
宮
人
た
ち
が
「
安
眠
も

寝
ず
て
今
日
今
日
と
待
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、
ま

ず
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
、
旅
に
出
て
い
る
者
を
、

夜
も
ろ
く
ろ
く
寝
な
い
で
待
ち
わ
ぴ
る
の
は
、
家

族
（
恋
人
・
妻
を
合
め
て
）
以
外
に
は
な
い
は
ず

で
あ
り
、
万
葉
の
例
か
ら
い
っ
て
も
家
族
以
外
に

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
歌
っ
た
例
は
存
在
し
な
い
。

つ
ま
り
流
罪
の
原
因
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

に
か
か
わ
り
な
く
、
こ
の
歌
は
お
か
し
い
の
で
あ

っ
て
「
宮
人
」
は
「
家
人
」
の
誤
篤
で
あ
ろ
う
と
．

一
〇
二

す
る
略
解
・
古
義
の
説
に
従
う
べ
き
も
の
と
考
え

る
、
そ
れ
な
ら
は
こ
の
歌
は
、
先
の
仮
定
に
と
っ

て
、
何
ら
文
障
と
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
○

　
中
臣
宅
守
の
流
罪
の
原
因
が
何
で
あ
っ
た
か

は
、
文
献
の
上
に
も
何
ら
明
文
は
な
く
、
右
に
述

べ
た
傷
害
事
件
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
想
像
で
あ

り
、
前
掲
の
二
つ
の
歌
の
解
釈
を
可
能
に
す
る
た

め
の
仮
説
に
す
き
な
い
。
従
っ
て
歌
の
解
釈
を
よ

り
以
上
に
可
能
に
す
る
他
の
方
法
が
発
見
さ
れ
る

な
ら
ぱ
、
取
下
げ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
あ

る
。
し
か
し
さ
き
に
あ
げ
た
宅
守
の
歌
の
解
釈
が

ま
だ
成
功
し
て
い
な
い
現
在
の
時
点
で
は
、
こ
の

仮
説
は
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
自
己

主
張
の
権
利
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。


	一、中臣宅守流刑の原因について

