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『
日
本
書
紀
』
編
集
考

　
　
　
　
　
歴
史
説
明
と
し
て
の

「
時
人
」

喜
　
子

は
じ
め
に

　
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
神
代
よ
り
持
統
天
皇
ま
で
の
天
皇
の
事
跡
を
中
心
と

す
る
各
時
代
の
事
柄
が
年
代
紀
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
歴
史
と
呼
ぶ

こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
書
を
も
っ
て
直
ち
に
「
正
史
」
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
日
本
書
紀
』
が
、
中
国
の
史
書
に

倣
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
編
集
方
法
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
差
異

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
点
に
つ
い
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
池
田
温
氏
の
見
解
で
あ
る
。
池

田
氏
は
「
中
国
で
は
、
古
来
、
天
子
の
動
は
左
史
こ
れ
を
書
し
、
言
は
右
史
こ

れ
を
書
す
（
『
礼
記
』
玉
藻
）
と
い
う
伝
統
が
あ
り
、
こ
う
し
た
天
子
の
言
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

を
季
節
ご
と
に
ま
と
め
て
起
居
注
を
編
纂
す
る
こ
と
が
漢
以
来
行
な
わ
れ
た
。
」

の
だ
と
示
唆
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
状
況
に
つ
い
て
気
付
く
こ
と
を
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　
天
子
の
言
動
を
記
録
し
て
『
起
居
注
』
の
核
と
す
る
起
居
郎
・
起
居
舎
人

　
の
職
掌
機
能
は
殆
ど
こ
れ
を
捨
象
し
て
し
ま
い
、
唐
の
『
起
居
注
』
に
対
応

　
す
る
も
の
を
『
国
史
』
に
含
め
た
実
情
で
あ
る
。
中
務
省
の
内
記
の
唐
名
は

　
著
作
郎
・
起
居
郎
・
起
居
舎
人
等
で
あ
っ
た
が
（
『
拾
芥
抄
』
官
位
唐
名
）
、

　
そ
の
職
掌
は
「
す
べ
て
御
所
記
録
の
こ
と
を
掌
る
」
と
抽
象
化
さ
れ
て
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
い
、
天
子
の
言
動
を
直
接
記
録
す
る
と
い
う
中
国
の
伝
統
と
は
乖
離
を
示
す
。

　
池
田
氏
の
指
摘
す
る
観
点
か
ら
は
、
日
本
に
は
「
正
史
」
の
形
態
を
も
っ
史

書
は
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
の
史
書
編
纂
の
方
法
は
、
伝
承
を
も
含
み
込
ん
で
い
る
こ
と
に
お
い
て
、

史
官
が
事
実
と
み
な
す
天
子
の
言
動
を
記
し
た
中
国
の
「
正
史
」
と
は
本
質
的

に
異
な
っ
て
く
る
。
そ
う
で
あ
り
つ
つ
も
、
『
日
本
書
紀
」
が
史
書
で
あ
る
以

上
、
そ
こ
に
は
歴
史
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
伝
承
を
も
含
ん
だ
も
の
で



あ
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
が
、
事
実
で
あ
る
か
否
か
を
こ
こ
で
問
お
う
と
す
る

も
の
で
は
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
る
歴
史
を
伝
承
と
の
関
係
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
し
て
説
明
し
て
い
く
の
か
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
、
『
日
本
書
紀
』
が
内
在
さ
せ
て
い

る
編
集
理
念
の
解
明
の
一
助
と
も
な
ろ
う
。

『
日
本
書
紀
』
の
立
場
と
方
法

　
『
日
本
書
紀
』
は
、
天
皇
の
存
在
理
由
を
明
確
に
す
る
意
図
を
も
っ
て
編
集

さ
れ
た
史
書
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
歴
史
を
何
ら
か
の
理
念
に
よ
っ
て
体
系
化
し

て
も
い
る
。
天
皇
の
皇
都
が
ど
こ
か
ら
遷
さ
れ
、
ど
こ
を
都
と
し
て
定
め
て
い

。
く
の
か
を
水
平
的
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
『
日
本
書
紀
』
の

歴
史
理
念
に
関
わ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
同
時
期
の
『
古
事
記
』
と
並
列
さ
れ
て
「
記
紀
」
と
一
括
で
称
さ
れ
て
は
い

る
も
の
の
、
内
容
に
お
い
て
も
、
編
集
に
お
い
て
も
二
書
は
異
な
る
。
そ
れ
に

つ
い
て
は
、
天
皇
の
統
治
と
祭
祀
に
関
わ
る
点
か
ら
の
指
摘
が
可
能
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
も
う
一
点
、
都
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
二
書
の
差
異
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
『
日
本
書
紀
』
は
天
皇
と
皇
都
に
つ
い
て
詳
細
に
記
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
っ
い
て
具
体
的
に
示
せ
ば
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
形
式
に
ま

と
め
ら
れ
る
。

　
　
　
（
地
名
）
に
都
つ
く
り
た
ま
ふ
。
是
を
（
宮
名
）
と
謂
ふ
。

　
　
　
　
　
『
日
本
書
紀
』
編
集
考

　
　
　
都
を
（
地
名
）
に
遷
し
た
ま
ふ
。
是
を
（
宮
名
）
と
謂
ふ
。

　
　
　
宮
室
を
（
地
名
）
興
て
て
居
ま
す
。
是
を
（
宮
名
）
と
謂
ふ
。

　
　
　
（
地
名
）
に
都
し
た
ま
ふ
。

　
　
　
殿
室
を
（
地
名
）
に
構
り
て
居
ら
し
む
。

　
　
　
壇
を
（
地
名
）
に
設
け
て
即
天
皇
位
。
遂
に
宮
を
定
め
、
（
人
名
）
を

　
　
（
氏
姓
）
と
為
し
た
ま
ふ
。

　
『
古
事
記
』
で
は
、
皇
都
に
つ
い
て
基
本
的
に
次
の
形
式
に
よ
っ
て
記
す
。

　
　
　
（
天
皇
名
）
命
、
（
地
名
）
の
（
宮
名
）
に
坐
し
て
、
天
の
下
治
め
た
ま

　
　
ひ
き
。

　
こ
こ
に
モ
デ
ル
化
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
『
古
事
記
』
で
は
、
都

を
遷
す
こ
と
は
記
さ
れ
は
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
都

を
造
る
、
あ
る
い
は
、
都
を
遷
る
こ
と
を
も
っ
て
天
皇
の
居
所
で
あ
る
宮
名
を

明
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
と
の

根
本
的
差
異
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
神
野
志
隆
光
氏
は
、
『
古
事
記
』
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

　
　
『
古
事
記
』
は
、
天
孫
の
統
治
と
い
う
本
来
あ
る
べ
き
秩
序
を
「
葦
原
中

　
国
」
１
１
「
大
八
島
国
」
に
実
現
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
王
化
」
の
歴
史
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
は

　
語
る
。
「
荒
ぶ
る
神
を
言
向
け
和
平
す
」
１
「
荒
ぶ
る
」
と
は
天
皇
を
根
源

　
と
す
る
「
礼
」
の
秩
序
の
外
に
あ
っ
て
そ
の
秩
序
の
及
ば
な
い
も
の
を
い
う

　
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
言
向
け
」
て
、
つ
ま
り
、
服
属
を
誓
う
こ
と
ば
を
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
『
日
本
書
紀
』
編
集
考

　
ら
し
め
て
、
秩
序
を
共
有
せ
し
め
る
（
「
和
平
す
」
）
－
こ
と
に
お
い
て
、

　
『
古
事
記
』
は
「
王
化
」
の
歴
史
を
示
す
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
王
民
共
同
体
」
の
秩
序
を
基
礎
づ
け
る
。

　
こ
の
指
摘
を
さ
ら
に
敷
桁
さ
せ
る
と
、
『
古
事
記
』
が
「
天
の
下
治
め
た
ま

ひ
き
」
と
す
る
視
線
そ
の
も
の
が
、
鳥
鰍
図
的
な
上
か
ら
下
へ
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
『
日
本
書
紀
』
は
天
皇
の
皇
都
を
記
す
と
こ

ろ
か
ら
歴
史
叙
述
を
始
め
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
神
野
志
氏
が

「
『
日
本
』
の
正
当
な
版
図
の
達
成
」
と
し
て
「
大
国
」
１
１
「
日
本
」
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

正
統
性
の
主
張
と
い
う
基
本
軸
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
も

関
わ
る
。
そ
れ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
捉
え
る
か
、
史
書
編
集
の
方
法
と
し

て
捉
え
る
か
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
と
っ
て
天
皇
は
「
天
の
下
」
を
統
治
し
祭
祀
を
行
な
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
く
に

と
に
お
い
て
天
皇
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
美
き
地
」
に
営
ま
れ
る
天
皇
の
居
す
る

皇
都
な
く
し
て
成
り
立
ち
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
い
え
ば
、
天
皇
は
皇

都
を
造
営
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
そ
の
端
的
な
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
「
神
武
即
位
前
紀
」
の
っ
ぎ
の
よ
う

な
伝
承
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
く
に

　
　
　
塩
土
老
翁
に
聞
き
き
。
日
ひ
し
く
、
『
東
に
美
き
地
有
り
。
青
山
四
周

　
　
れ
り
。
其
の
中
に
亦
、
天
磐
船
に
乗
り
て
飛
び
降
る
者
有
り
』
と
い
ひ
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
ひ
ら
き
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
を

　
　
余
謂
ふ
に
、
彼
の
地
は
、
必
ず
以
て
大
業
を
恢
弘
べ
て
、
天
下
に
光
宅
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
　
に
足
り
ぬ
べ
し
。
蓋
し
六
合
の
中
心
か
。
豚
の
飛
び
降
る
者
は
、
是
饒
速

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
み
や
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
日
と
謂
ふ
か
。
何
ぞ
就
き
て
都
っ
く
ら
ざ
ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
。

　
こ
の
伝
承
か
ら
す
れ
ば
、
塩
土
老
翁
に
聞
い
た
こ
と
と
し
て
「
美
き
地
」
が

記
さ
れ
て
い
る
。
「
古
事
記
』
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
り
一
、
一
と

　
　
　
「
い
づ
く
に
坐
さ
ば
、
天
の
下
の
政
を
平
ら
け
く
聞
こ
し
め
さ
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
な
ほ
、
東
に
行
か
む
と
思
ふ
」

と
、
既
に
知
り
え
て
い
る
「
美
の
地
」
へ
向
け
て
の
天
皇
の
行
為
が
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
、
「
天
の
下
治
め
た
ま
」
ふ
と
す
る
『
古
事
記
－
と
、
塩
土
老

翁
に
教
示
さ
れ
「
何
ぞ
就
き
て
都
っ
く
ら
ざ
ら
む
」
と
す
る
『
日
本
書
紀
－
と

で
は
、
天
皇
の
事
跡
を
記
す
に
し
て
も
白
ず
と
異
な
っ
て
く
る
。

　
こ
こ
に
、
『
日
本
書
紀
』
が
一
貫
し
て
天
皇
の
事
跡
に
つ
い
て
、
皇
都
の
造

営
を
中
心
と
す
る
史
書
編
集
を
し
よ
う
と
し
た
方
法
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。
し

か
も
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
事
柄
と
事
柄
と
の
問
に
、
編
纂
者
の
視
線
を
挿
入

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
時
人
」
や
「
老
人
」
な
ど
の
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
に
こ
そ
、
『
日
本
書
紀
』
編
集
に
関

わ
っ
て
の
立
場
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
天
皇
の
事
跡
の
中
心
的
事
柄
で
あ
る
遷
都
に
関
っ
て
の
混
乱
が
生
ず
る
。
こ

れ
は
、
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
批
判
さ
え
な
さ
れ
て
い
く
。

わ
ず
か
杢
言
葉
に
よ
る
説
明
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
記
し
て
い
く
こ
と
そ
の
も

の
に
意
味
が
あ
る
。
伝
承
は
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
と
な
る
の
で
あ
る
。



　
歴
史
と
し
て
、
史
書
の
中
に
記
さ
れ
て
い
く
事
柄
は
、
多
く
の
側
面
を
有
し

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
編
集
さ
れ
た
記
事
の
中
に
含
み
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
皇
の
事
跡
や
言
動
の
み
が
記
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に

『
日
本
書
紀
』
の
編
集
理
念
が
あ
る
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
そ
の
上
で
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
史
書
に
記
さ
れ

る
事
柄
に
含
み
込
ま
れ
た
伝
承
を
ど
の
よ
う
に
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
る
か
、
さ
ら
に
は
、
事
柄
と
伝
承
を
ど
の
よ
う
に
結
ん
で
い
く
の
か
、

で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
、
一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
先
に

あ
げ
た
「
時
人
」
「
老
人
」
な
ど
の
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
実
態
的
な
も
の
と

し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
事
柄
に
説
明
を
挿
入
す
る
と
き
の
「
編
集

句
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
日
本
書
紀
』
の
歴
史
と
伝
承
に
つ
い

て
の
編
集
の
方
法
を
考
え
て
み
た
い
。

二
　
歴
史
と
伝
承

　
史
書
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
そ
れ
が
出
来
事
そ
の
ま
ま
の
事
実
で
あ

る
と
、
伝
承
か
ら
編
集
者
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、

歴
史
が
記
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
し
か
も
、
そ
れ
を
天
皇
の
事
跡
に
関
わ

ら
せ
な
が
ら
記
し
て
い
く
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
の
一
つ

の
方
法
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
干
支
に
よ
っ
て
暦
日
を
記
し
て
編
年
体
の
形
式

を
と
る
こ
と
は
そ
の
表
わ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
『
日
本
書
紀
』
編
集
考

　
歴
史
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
天
皇
の
歴
史
で
あ
る
と
同
時
に
、
天
皇
の

都
で
あ
る
皇
都
の
歴
史
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
都
が
根
源
的
、
継
続

的
に
抱
え
る
歪
み
が
皇
都
に
は
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
に
は
逆
説
的
命
題
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
歪
み
を
抱
え
る
か
ら
こ
そ
皇
都
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
も
、
歪
み
な
く
し
て
皇
都
は
成
り
立
ち
は
し
な
い
。
で
は
そ
の
歪
み

と
は
何
か
。
天
変
・
災
異
と
し
て
都
に
表
出
し
て
く
る
疫
病
や
大
火
が
そ
れ
で

あ
る
。
そ
れ
に
っ
い
て
発
信
人
不
在
の
言
葉
が
、
謡
や
噂
と
し
て
拡
が
っ
て
い

く
。
そ
れ
こ
そ
が
伝
承
で
あ
る
。
発
信
人
不
明
の
発
信
は
、
都
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
の
っ
て
、
人
々
に
伝
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
歴
史
を
よ
り
立

体
的
に
構
築
す
る
意
図
の
も
と
に
伝
承
は
史
書
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ

る
。　

歴
史
叙
述
の
方
法
　
　
パ
ラ
ダ
イ
ム
　
　
に
は
、
理
念
が
必
要
で
あ
る
。
そ

の
理
念
は
、
伝
承
が
保
証
す
る
歴
史
の
根
幹
に
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
一
端
に
、

歴
代
の
天
皇
が
自
ら
の
即
位
に
伴
っ
て
遷
都
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
の
意
義

が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
現
在
か
ら
、
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
解
読
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い

て
の
一
っ
の
視
点
と
、
方
法
が
伝
承
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
事
実
列
挙
に
と
ど

ま
ら
ぬ
『
日
本
書
紀
』
編
集
の
方
法
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
顕
著
で

あ
る
。
そ
れ
に
っ
い
て
は
、
『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
さ
え
も
ま
だ
踏
襲
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
は
、
前
述
し
た
皇
都
の
遷
都
に
深
く
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
「
日
本
書
紀
』
編
集
考

わ
っ
て
く
る
と
み
る
こ
と
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
皇
都
は

少
な
く
と
も
理
念
を
持
っ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
理
念
な
き
皇
都
は
な
い
と

い
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
編
集
の
時
点
か
ら
遡
及
し
つ
つ
、
天
皇
の
都
と
し
て
の
「
皇

都
」
の
理
念
を
「
徳
」
に
お
い
て
明
示
す
る
。
そ
れ
は
、
「
理
想
」
と
言
い
換

え
る
こ
と
も
で
き
る
。
天
皇
の
聖
性
や
都
の
理
念
を
典
拠
を
も
っ
て
説
明
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
承
の
都
は
天
皇
の
「
皇
都
」
で
あ
る
こ
と
を
位
置
付
け

ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
遷
都
、
言
い
換
え
れ
ば
、
皇
都
造
営
は
天
皇
の
「
徳
」
そ
の
も

の
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
「
徳
」
抜
き
に
し
て
は
、
皇
都
は
営
み
え
な
い
。
そ
れ

は
、
ま
さ
に
『
日
本
書
紀
』
編
纂
時
に
お
け
る
天
皇
と
皇
都
の
理
念
に
関
す
る

表
現
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
の
歴
史
に
お
い
て
、
最
初
を
拓
く

「
神
武
紀
」
に
も
遡
及
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
実
在
し
た
か

否
か
が
問
わ
れ
る
必
要
は
な
い
。
「
理
念
」
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
天
皇
の
「
徳
」
の
欠
如
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
く
る
天
下
の
混
乱
に
お

い
て
、
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
が
史
書
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
混

乱
と
い
う
歴
史
の
原
因
を
天
皇
の
存
在
理
由
で
あ
る
「
徳
」
に
関
わ
ら
せ
な
が

ら
、
説
明
す
る
と
い
う
の
が
史
書
で
あ
る
『
日
本
書
紀
－
の
歴
史
編
集
の
あ
り

よ
う
の
一
端
で
も
あ
る
。

　
歴
史
と
し
て
の
天
皇
の
事
跡
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
史
書
を
編
集
す
る
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

は
そ
れ
を
説
明
す
る
伝
承
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
歴
史
と
伝
承
は
、

相
互
補
完
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
承
は
歴
史
と
し

て
組
み
直
さ
れ
、
歴
史
は
伝
承
に
よ
っ
て
増
殖
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
歴
史
は
詳
細
な
る
説
明
を
求
め
る
。
繰
り
返
し
て
い
え
ば
、
史

書
は
天
皇
を
天
皇
た
ら
し
め
ん
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
、
律
令
祭
祀
の
形
成
に
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、

神
々
の
祭
祀
を
司
る
立
場
に
天
皇
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
密

接
に
関
与
し
て
い
る
の
が
地
名
で
あ
る
。
地
名
は
、
自
然
地
形
に
よ
る
地
名
か

ら
、
須
辞
に
よ
る
地
名
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
を
貫
く
の
は
、
そ
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ル
ソ
ナ

に
関
わ
る
神
々
や
天
皇
な
ど
の
聖
な
る
位
格
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
地
名
の
命
名
や
改
変
は
、
天
皇
の
名
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
天

皇
の
事
跡
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
天
皇
の
統
治
と
関
わ
り
合
い
な
が

ら
、
そ
の
根
底
に
は
「
国
占
め
」
を
も
見
据
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
神
武

天
皇
即
位
前
紀
」
の
伝
承
に
お
い
て
記
さ
れ
る
地
名
命
名
は
そ
の
現
わ
れ
の
一

っ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
『
日
本
書
紀
」
が
伝
承
の
中
か

ら
取
り
込
ん
で
き
た
歴
史
の
方
法
で
あ
る
。
そ
の
時
、
新
た
に
編
集
さ
れ
た
歴

史
は
、
伝
承
に
お
け
る
も
の
と
は
異
な
っ
た
説
明
原
理
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
。

　
特
に
、
歴
史
は
二
っ
の
点
に
お
い
て
説
明
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
々

の
祭
祀
は
、
何
ら
か
の
異
変
や
混
乱
と
共
に
始
ま
る
。
疫
病
は
、
そ
の
代
表
的

●



な
も
の
で
あ
る
。
疫
病
は
混
乱
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
皇
の
「
徳
」

の
欠
如
を
も
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
が
第
一
の
点
で
あ
る
。

第
二
に
、
天
下
を
混
乱
さ
せ
る
兵
革
・
天
変
・
災
異
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
生
ず
る
遷
都
が
あ
る
。
そ
れ
へ
の
説
明
で
あ
る
。

　
史
書
は
、
混
乱
か
ら
の
回
復
を
祭
祀
組
織
の
整
備
と
共
に
記
し
て
い
く
。
そ

し
て
、
日
時
・
月
・
年
の
編
年
体
形
式
の
記
述
に
よ
っ
て
、
史
書
と
し
て
の
形

式
を
と
り
っ
つ
、
実
態
性
を
消
去
し
た
「
時
人
」
「
老
人
」
な
ど
の
編
集
句
に

お
い
て
、
伝
承
を
整
序
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
に
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
歴
史
に
し
て
も
伝
承
に
し
て
も
そ
れ
を
史
書
と
し
て
編
集
す
る
の
は
言
葉
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
不
変
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
言
葉
と
し
て

の
歴
史
の
意
味
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
伝
承
の
目
的
で
は
な
い
。
事
跡

や
事
柄
を
史
書
と
し
て
、
と
い
う
よ
り
も
そ
れ
以
上
に
、
聖
典
と
し
て
体
系
化

す
る
こ
と
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
目
指
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
言
葉
の
求
心
性
と
遠
心
性
の
発
露
と
み
て
も
よ
い
。
事
実
で
あ
る

か
否
か
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
事
跡
や
事
柄
の
一
つ
一
つ
が
、
天
皇
の
存
在

に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
伝
承
に
よ
っ
て
説

明
し
、
歴
史
に
よ
っ
て
伝
承
が
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
、
史
書
編
集
の
意
義

な
の
で
あ
る
。
編
年
体
形
式
の
記
述
が
、
単
に
通
史
で
な
い
こ
と
の
あ
り
よ
う

は
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
も
歴
史
と
伝
承
と
が
相
互
補
完
的
で
あ
る
こ
と
で
、
そ

こ
に
は
完
結
性
と
重
層
性
が
潜
在
し
て
く
る
。
そ
の
解
読
の
一
助
と
な
る
も
の

　
　
　
　
　
『
日
本
書
紀
』
編
集
考

が
　
先
に
掲
げ
た
「
時
人
」

な
の
で
あ
る
。

三
　
地
名
起
源
伝
承
と

「
時
人
」

　
『
日
本
書
紀
』
の
地
名
起
源
伝
承
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
「
時
人
」
と
い
う

表
現
に
は
、
特
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
名
と
そ
の
理
由
と

な
っ
た
伝
承
を
繁
い
で
い
る
の
が
、
「
時
人
」
の
役
割
で
あ
る
と
規
定
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。
地
名
と
伝
承
は
、
直
接
的
に
結
合
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

の
み
な
ら
ず
、
「
時
人
」
は
、
地
名
命
名
の
も
と
と
な
っ
た
事
跡
の
直
接
的
な

当
事
者
で
は
な
い
。
地
名
と
伝
承
と
を
結
ぶ
理
由
を
見
出
す
視
点
を
託
さ
れ
た

の
が
「
時
人
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
時
人
」
は
、
地
名
の
命
名
と

い
う
歴
史
的
出
来
事
に
対
し
て
説
明
を
加
え
る
伝
承
を
導
き
だ
す
た
め
に
『
日

本
書
紀
』
が
、
作
り
出
し
た
表
現
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
、
作
り
出
さ
れ
た
「
時
人
」
と
い
う
表
現
は
、
『
日
本
書
紀
』

編
集
者
の
編
集
目
的
に
添
っ
た
説
明
を
記
載
す
る
た
め
の
編
集
句
で
あ
る
と
い

え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
事
跡
や
事
柄
を
説
明
す
る
方

法
で
あ
る
。
こ
の
使
わ
れ
方
を
二
種
類
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
１
一
地
名
起
源
に
関
し
て
の
記
載
。

　
（
２
）
　
歴
史
へ
の
批
判
と
し
て
の
記
載
。

で
あ
る
。
ま
ず
は
（
１
）
、
地
名
起
源
伝
承
に
関
し
て
の
記
載
に
お
け
る
「
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

人
」
を
、
表
現
形
式
か
ら
分
類
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



１ｕ皿ｗ

¢　　＠　＠¢ゆ＠＠ 　
　
『
日
本
書
紀
』
編
集
考

「
時
人
（
因
）
号
－
。
」

　
時
人
因
号
二
其
処
一
、
日
二
雄
水
門
一
。
　
　
　
【
神
武
紀
・
一
九
三
頁
】

　
故
時
人
号
二
其
海
一
、
日
二
馳
水
一
也
。
　
　
　
【
景
行
紀
・
三
〇
五
頁
】

　
時
人
号
二
其
著
レ
岸
之
処
一
、
日
二
鹿
子
水
門
一
也
。
凡
水
手
日
二
鹿
子
一
、

蓋
始
起
二
干
是
時
一
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
応
神
紀
・
三
七
一
頁
】

　
故
時
人
号
二
其
両
処
一
、
日
二
強
頸
断
間
・
杉
子
断
間
一
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
仁
徳
紀
・
三
九
五
頁
】

　
故
時
人
号
二
散
レ
葉
之
海
一
、
日
二
葉
済
一
也
。
【
仁
徳
紀
・
三
九
九
頁
】

「
時
人
号
－
」
の
省
略

　
故
時
人
其
作
二
海
石
榴
椎
一
之
処
、
日
二
海
石
榴
市
一
。
亦
血
流
之
処

日
二
血
田
一
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
景
行
紀
・
二
九
一
頁
】

「
時
人
号
－
。
今
－
詑
。
」

　
時
人
因
号
二
其
地
一
、
日
二
母
木
邑
一
。
今
云
二
妖
悶
廼
奇
一
詑
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
神
武
紀
・
一
九
三
頁
】

　
時
人
価
号
二
鶉
邑
一
。
今
云
二
鳥
見
一
是
詑
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
神
武
紀
・
二
〇
九
頁
】

　
故
時
人
号
二
五
十
迩
手
之
本
土
一
、
日
二
伊
蘇
国
一
。
今
謂
二
伊
親
一
詑

也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
仲
哀
紀
・
三
二
七
頁
】

「
時
人
改
号
－
。
今
－
詑
。
」

　
故
時
人
改
号
二
其
河
一
、
日
二
挑
河
一
。
今
謂
二
泉
河
一
詑
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
崇
神
紀
・
二
四
五
頁
】

　
Ｖ
　
「
時
人
号
；
。
今
－
詑
。
」

　
　
＠
　
故
時
人
号
二
其
脱
レ
甲
処
一
、
日
二
伽
和
羅
一
。
揮
尿
処
日
二
尿
揮
一
。
今

　
　
　
謂
二
樟
葉
一
詑
也
。
又
号
二
叩
頭
之
処
一
、
日
二
我
君
一
。
叩
頭
、
此
云
二
廼
務
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
崇
神
紀
・
二
四
七
頁
】

　
「
時
人
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
導
き
だ
さ
れ
て
く
る
地
名
命
名
の
伝
承
は
、

基
本
的
に
１
－
Ｖ
に
分
類
で
き
る
。
こ
こ
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
地
名
命

名
に
対
し
て
、
史
書
編
集
に
お
い
て
行
為
者
と
命
名
者
と
が
分
離
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
天
皇
の
直
接
的
事
跡
か
ら
離
れ
、
「
時
人
」
に

よ
る
命
名
が
歴
史
の
表
層
に
押
し
出
さ
れ
て
き
て
い
る
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

　
「
時
人
」
に
つ
い
て
、
横
田
健
一
氏
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

　
　
事
物
の
名
称
な
ど
の
起
源
を
、
そ
の
時
代
人
の
口
諦
伝
承
で
あ
る
と
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　

　
す
る
手
法
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

　
　
お
よ
そ
「
時
人
」
の
語
を
用
い
て
い
る
箇
所
は
、
お
お
む
ね
不
可
思
議
な

　
事
実
、
特
異
な
事
実
や
事
件
に
対
す
る
、
当
時
の
貴
族
の
解
釈
・
評
論
の
口

　
諦
伝
承
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
は
後
世
の
史
家
、
『
書
紀
』
の
編
者

　
が
、
そ
う
し
た
「
時
人
」
の
解
釈
・
評
論
と
推
測
し
、
仮
定
し
た
も
の
で
あ

　
　

　
る
。

と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
実
態
的
な
「
時
人
」
の
存
在
抜
き
に
し
て
は
、
『
日



本
書
紀
』
の
「
時
人
」
も
あ
り
え
な
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
た
し
か

に
、
そ
の
一
面
が
あ
る
こ
と
も
歴
史
上
で
は
否
定
し
き
れ
な
い
。
「
そ
の
時
代

人
の
口
諦
伝
承
で
あ
る
と
説
明
す
る
手
法
」
で
あ
る
と
分
析
さ
れ
る
こ
と
を
否

定
す
る
用
意
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
な
お
、

ま
だ
『
日
本
書
紀
』
編
集
上
の
「
時
人
」
の
本
質
に
は
迫
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
も
、
地
名
起
源
伝
承
に
関
わ
る
伝
承
に
お
い
て
表
記
さ
れ
る
「
時
人
」
の

根
幹
と
は
何
か
と
い
う
問
い
が
残
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
地
名
の
初
原
的
な
命
名
方
法
は
、
地
形
そ
の
も
の
の
あ
り
よ
う
を
直
接
的
に

言
葉
と
し
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
名
は
絶
え
ず
も
と
の
地
名

の
上
に
新
た
な
る
地
名
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
よ
う
す
る
に
、
地
名
は
改
名
さ

れ
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
歴
史
性
を
体
現
化
し
て
い
く
。
こ
れ
が
地
名
の
本
質

的
な
あ
り
よ
う
で
あ
る
。

　
『
常
陸
国
風
土
記
』
は
、
多
く
の
地
名
起
源
伝
承
を
の
せ
て
い
る
。
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
古
老
日
」
と
い
う
語
、
す
な
わ
ち
「
編
集
句
」
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
完
結
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

た
伝
承
体
と
し
て
織
り
成
し
て
い
く
。
し
か
も
、
自
然
地
形
に
基
づ
い
て
命
名

し
た
上
に
、
さ
ら
に
『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
、
聖
な
る
位
格
を
有
す
る
神
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

や
天
皇
に
よ
っ
て
、
新
た
に
地
名
改
名
が
な
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
重
層
的
な
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
地
名
命
名
の
伝
承
を
地
誌
と

し
て
成
文
化
す
る
方
法
で
あ
る
編
集
句
が
「
古
老
日
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
手
掛

か
り
と
し
て
、
同
じ
よ
う
に
「
時
人
」
を
、
史
書
と
し
て
成
文
化
す
る
編
集
句

　
　
　
　
　
「
日
本
書
紀
』
編
集
考

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
時
人
」
に
続

い
て
記
さ
れ
る
内
容
は
、
伝
承
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
み
れ
ば
、
一
つ
の
完
結
的

な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
天
皇
の
事
跡
の
説
明
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴

史
を
年
代
紀
的
に
体
系
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
改

め
て
歴
史
は
、
と
い
う
よ
り
も
史
書
は
「
天
の
下
」
の
統
治
を
意
図
し
た
正
統

性
を
求
め
て
く
る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
「
大
王
が
地
名
を
付
し
た
り
、
改
変
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

り
す
る
こ
と
は
、
時
問
と
空
問
を
統
一
的
に
支
配
す
る
権
能
の
現
れ
」
で
あ
る

と
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
殊
さ
ら
地
名
起
源
伝
承
を
重

視
し
、
「
時
人
」
と
い
う
実
在
な
き
人
格
性
を
担
う
語
を
編
集
句
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
地
名
命
名
に
関
わ
っ
て
の
説
明
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
で
は
表
現
的
に
は
「
今
」
と
い
う
歴
史
的
時
間
意
識
を
有
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
原
理
そ
の
も
の
に
整
合
性
を
持
た
せ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
合
理
主
義
的
解
釈
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
「
時
人
」
に

対
時
す
る
「
今
」
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
地
名
が
「
詑
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る

場
合
、
「
今
」
と
い
う
時
間
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
詑
れ
る
」
「
今
」
の
地
名

を
歴
史
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
そ
れ
は
、
単
な
る
時
間

を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
「
時
人
」
に
対
応
す
る
編
集
句
と
し
て
の
「
今
」

で
も
あ
る
。

　
の
み
な
ら
ず
、
こ
こ
に
地
名
に
よ
ろ
言
葉
遊
び
的
側
面
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば
、
「
今
」
の
詑
れ
る
地
名
の
説
明
を
天
皇
の
事
跡
に
結
び
付
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
，
日
本
書
紀
』
編
集
考

こ
と
で
、
地
に
お
け
る
天
皇
統
治
の
佳
言
を
歴
史
化
し
た
の
だ
と
も
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
転
さ
せ
て
い
う
な
ら
ば
、
「
今
」
の
時
点
に

お
け
る
地
名
に
何
ら
か
の
起
源
を
あ
て
は
め
る
べ
く
、
歴
史
に
お
い
て
地
名
起

源
伝
承
を
造
り
だ
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
時
人
」
「
今
」
と
い

う
編
集
句
を
も
っ
て
独
立
し
た
個
々
の
地
名
起
源
伝
承
を
歴
史
の
説
明
と
し
て

時
間
的
経
過
の
う
ち
に
成
文
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
今
」
の
地
名
が
「
詑
れ
る
」
も
の
で
な
い
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

歴
史
と
い
う
意
識
が
な
い
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
、

　
　
　
「
時
人
」
（
「
改
名
時
」
）

　
　
　
「
（
詑
れ
る
）
今
」

と
い
う
歴
史
的
時
問
経
過
を
表
現
し
つ
つ
、
実
の
と
こ
ろ
天
皇
の
事
跡
と
個
々

の
地
名
起
源
伝
承
と
を
重
層
的
に
構
築
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言

葉
に
よ
る
歴
史
の
具
現
化
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
地
名
は
、
「
時
人
」
と
い
う
編
集
句
に
よ
っ
て
天
皇
の
歴
史
の
一
端
に
配
置

さ
れ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
歴
史
と
伝
承
と
が
「
今
」
に
よ
っ
て
総
本
化
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
時
人
」
抜
き
に
は
成
り
立
た
な
い
編
集
句
で
あ
る
。

「
今
」
の
求
心
性
な
の
で
あ
る
。

四
　
天
皇
の

「
徳
」
と

「
時
人
」

二
二

　
『
日
本
書
紀
』
は
、
天
皇
の
事
跡
を
中
心
と
す
る
出
来
事
を
天
皇
の
「
徳
」

と
い
う
理
念
に
基
づ
い
て
歴
史
と
し
て
い
る
。
そ
の
時
に
、
天
皇
の
事
跡
、
と

り
わ
け
遷
都
に
関
わ
る
出
来
事
の
必
然
性
と
正
当
性
が
要
求
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
歴
史
の
相
対
化
や
否
定
で
は
な
い
。
極
め
て
明
確
に
、
天
皇
統
治
の
達

成
を
目
指
す
上
で
の
歴
史
へ
の
批
判
性
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
歴
史

へ
の
批
判
を
「
時
人
」
が
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
都
遷
り
に

お
け
る
「
時
人
」
と
い
う
視
点
の
設
定
が
、
重
要
な
こ
と
と
な
る
。
先
に
分
類

し
た
、
歴
史
へ
の
批
判
と
し
て
の
「
時
人
」
と
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
へ
の
批
判
と
「
時
人
」
に
っ
い
て
、
都
と
の
関
わ

り
か
ら
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
都
は
、
天
皇
の
即
位
と
と
も
に
遷
さ
れ
、
治
世
の
理
念
が
具
現
化
さ
れ
て
き

た
。
遷
都
に
伴
っ
て
、
百
官
・
百
姓
は
新
都
に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
遷
都
と

共
に
新
し
く
造
り
替
え
ら
れ
る
宮
に
、
多
く
の
民
の
労
力
が
求
め
ら
れ
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
民
の
理
解
を
越
え
た
遷
都
に
賛
同
が
得
ら
れ
る
は
ず
も
な

い
。

　
遷
都
に
関
わ
っ
て
の
『
続
日
本
紀
－
の
記
事
が
あ
る
。
聖
武
天
皇
の
治
世
に

お
い
て
、
皇
都
は
、
恭
仁
京
・
難
波
宮
・
紫
香
楽
宮
と
転
遷
し
て
い
く
。
そ
の

中
で
も
次
の
「
天
平
十
六
年
閏
正
月
」
の
記
事
は
注
目
に
値
す
る
内
容
を
呈
し



て
い
る
。

　
　
　
閏
正
月
乙
丑
の
朔
、
詔
し
て
百
官
を
朝
堂
に
喚
し
会
へ
、
問
ひ
て
日
は

　
　
く
、
「
恭
仁
・
難
波
の
二
京
、
何
を
か
定
め
て
都
と
せ
む
。
各
そ
の
志
を

　
　
言
せ
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
恭
仁
京
の
便
宜
を
陳
ぶ
る
者
、
五
位
已
上
廿

　
　
四
人
、
六
位
已
下
百
五
十
七
人
な
り
。
難
波
京
の
便
宜
を
陳
ぶ
る
者
、
五

　
　
位
已
上
廿
三
人
、
六
位
已
下
一
百
柑
人
な
り
。

　
　
　
戊
辰
、
従
三
位
巨
勢
朝
臣
奈
弓
麻
呂
、
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
を

　
　
遣
し
、
市
に
就
き
て
京
を
定
む
る
事
を
問
は
し
む
。
市
の
人
皆
恭
仁
京
を

　
　
都
と
せ
む
こ
と
を
願
ふ
。
但
し
、
難
波
を
願
ふ
者
一
人
、
平
城
を
願
ふ
者

　
　
　
　
　
＠

　
　
一
人
有
り
。

　
特
に
留
意
し
た
い
の
は
、
「
市
に
就
き
て
京
を
定
む
る
事
を
問
は
し
む
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
っ
い
て
、
「
『
市
』
は
取
引
交
換
の
場
で
あ
る
と
共

に
、
雨
乞
や
死
刑
の
執
行
な
ど
多
数
の
民
衆
を
対
象
と
す
る
政
治
的
行
事
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

う
場
で
も
あ
る
た
め
、
民
意
を
聴
き
取
る
場
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」

と
さ
れ
る
こ
と
は
、
都
の
形
成
に
お
い
て
も
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
の
み
な

ら
ず
、
遷
都
に
お
い
て
百
官
・
百
姓
に
よ
る
「
民
意
」
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
、

勝
れ
て
天
皇
の
「
徳
」
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
発
信
人

な
き
遷
都
へ
の
批
判
の
声
は
、
天
皇
の
居
所
と
し
て
の
宮
か
ら
発
せ
ら
れ
る
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
「
市
」
か
ら
発
信
さ
れ
て
い
く
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
時
人
」
と
い
う
編
集
句
に
よ
っ

　
　
　
　
　
『
日
本
書
紀
』
編
集
考

て
、
歴
史
に
組
み
込
ま
れ
る
伝
承
と
な
っ
て
い
く
。

　
一
方
、
「
斉
明
紀
」
で
は
都
遷
り
と
宮
の
造
営
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
載

さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
元
年
の
春
正
月
の
壬
申
の
朔
甲
戌
に
、
皇
祖
母
尊
、
飛
鳥
板
蓋
宮
に
、

　
　
即
天
皇
位
す
。

　
　
　
冬
十
月
の
丁
酉
の
朔
己
酉
に
、
小
墾
田
に
、
宮
閾
を
造
り
起
て
て
、
瓦

　
　
覆
に
擬
将
と
す
。
又
深
山
廣
谷
に
し
て
、
宮
殿
に
造
ら
む
と
擬
る
材
、
朽

　
　
ち
欄
れ
た
る
者
多
し
。
遂
に
止
め
て
作
ら
ず
。

　
　
　
是
の
冬
に
、
飛
鳥
板
蓋
宮
に
災
け
り
。
故
、
飛
烏
川
原
宮
に
遷
り
居
し

　
　
ま
す
。

　
是
年
（
二
年
）
、
飛
鳥
の
岡
本
に
、
更
に
宮
地
を
定
む
。
時
に
、
高
麗

・
百
済
・
新
羅
、
並
び
に
使
を
遣
し
て
調
進
る
。
為
に
紺
の
幕
を
此
の
宮

地
に
張
り
て
、
饗
た
ま
ふ
。
遂
に
宮
室
を
起
つ
。
天
皇
、
乃
ち
遷
り
た
ま

ふ
。
号
け
て
後
飛
鳥
岡
本
宮
と
日
ふ
。
田
身
嶺
に
、
冠
ら
し
む
る
に
周
れ

る
垣
を
以
て
す
。
田
身
は
山
の
名
な
り
。
此
を
ば
大
務
と
云
ふ
。
復
、
嶺
の
上
の
両

つ
の
槻
の
樹
の
辺
に
、
観
を
起
つ
。
号
け
て
両
槻
宮
と
す
。
亦
は
天
宮
と

日
ふ
。
時
に
興
事
を
好
む
。
廼
ち
水
工
を
し
て
渠
穿
ら
し
む
。
香
山
の
西

よ
り
、
石
上
山
に
至
る
。
舟
二
百
隻
を
以
て
、
石
上
山
の
石
を
載
み
て
、

流
の
順
に
控
引
き
、
宮
の
東
に
石
を
累
ね
て
垣
と
す
。
時
の
人
の
誇
り
て

日
は
く
、
「
狂
心
の
渠
。
功
夫
を
損
し
費
す
こ
と
、
三
万
余
。
垣
造
る
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
『
日
本
書
紀
』
編
集
考

　
　
夫
を
損
し
費
す
こ
と
、
七
万
余
。
宮
材
燗
れ
、
山
淑
埋
れ
た
り
」
と
い
ふ
。

　
　
又
、
誇
り
て
日
は
く
、
「
石
の
山
丘
を
作
る
。
作
る
随
に
自
づ
か
ら
に
破

　
　
れ
な
む
」
と
い
ふ
。
若
し
は
未
だ
成
ら
ざ
る
時
に
拠
り
て
、
此
の
誇
り
を
作
せ
る
か
。
又
、

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
吉
野
宮
を
作
る
。

　
こ
の
記
載
か
ら
す
れ
ば
、
「
齊
明
紀
」
元
年
か
ら
二
年
に
は
、
宮
が
転
遷
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
時
人
」
の
言
葉
と
し
て
、
民
意
を
問
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぷ
れ
二
こ
ろ

と
の
な
い
天
皇
の
事
跡
に
対
し
て
批
判
が
発
せ
ら
れ
て
い
く
。
「
狂
心
」
が

そ
れ
で
あ
る
。
誇
り
は
、
天
皇
の
宮
や
垣
の
造
営
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
発
信
人
な
き
う
わ
さ
話
が
、
歴
史
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
治
的
に
い
う
な
ら
ば
、
統
治
力

の
欠
如
で
あ
る
。
と
り
も
な
お
さ
ず
天
皇
の
「
徳
」
の
欠
如
へ
の
批
判
と
し
て

噴
出
し
て
く
る
。

　
『
続
日
本
紀
』
の
聖
武
天
皇
天
平
十
六
年
の
記
事
に
お
い
て
、
と
り
た
て
て

都
遷
り
へ
向
か
っ
て
の
誇
り
が
記
さ
れ
な
い
の
も
、
「
民
意
」
を
改
め
て
問
う

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
百
官
や
民
の
存
在
を
抜
き
に
し
て

都
は
成
り
立
ち
え
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
皇
都
を
造
営
す
る
こ
と

が
天
皇
と
し
て
の
存
在
原
理
の
根
幹
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
天
皇
の
意
志
の
ま

ま
に
都
が
営
ま
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
そ
こ
に

は
何
ら
か
の
兆
し
が
生
ず
る
。

　
こ
こ
に
一
つ
の
伝
承
が
あ
る
。
遷
都
に
関
わ
る
怪
し
の
出
来
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
か
た
け

　
　
　
四
年
の
春
正
月
に
、
或
い
は
阜
嶺
に
、
或
い
は
河
辺
に
、
或
い
は
宮
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
る
　
　
さ
ま
よ
ふ
お
と

　
　
の
間
に
し
て
、
遥
に
見
る
に
物
有
り
。
而
し
て
猴
の
　
吟
　
を
聴
く
。
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
は

　
　
い
は
一
十
許
、
或
い
は
二
十
許
。
就
き
て
視
れ
ば
、
物
便
ち
見
え
ず
し

　
　
　
　
　
　
　
う
そ
む
　
　
お
と

　
　
て
、
尚
鳴
き
嚇
く
響
聞
ゆ
。
其
の
身
を
親
る
こ
と
獲
る
に
能
は
ず
。
旧
本

　
　
に
云
は
く
、
是
歳
、
京
を
難
波
に
移
す
。
而
し
て
板
蓋
宮
の
塘
と
為
ら
む
兆
な
り
と
い
ふ
。
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
の
人
の
日
は
く
、
「
此
は
是
、
伊
勢
大
神
の
使
な
り
」
と
い
ふ
。

　
難
波
宮
へ
の
遷
都
は
、
「
孝
徳
紀
」
大
化
元
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
は
の
な
が
ら
の
と
よ
さ
き

　
　
　
冬
十
二
月
の
乙
未
の
朔
癸
卯
に
、
天
皇
、
都
を
難
波
長
柄
豊
碕
に
遷
す
。

　
　
老
人
等
、
相
語
り
て
日
は
く
、
「
春
よ
り
夏
に
至
る
ま
で
に
、
鼠
の
難
波

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
に
向
き
し
は
、
都
を
遷
す
兆
な
り
け
り
」
と
い
ふ
。

　
こ
こ
で
は
、
歴
史
の
重
層
性
と
伝
承
の
重
層
性
と
が
幾
重
に
も
交
錯
し
て
い

る
。
そ
れ
を
解
く
視
点
と
し
て
割
注
に
記
さ
れ
た
「
是
歳
、
京
を
難
波
に
移
す
。

而
し
て
板
蓋
宮
の
境
と
為
ら
む
兆
な
り
と
い
ふ
」
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
が
殊
に
「
伊
勢
大
神
の
使
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

が
あ
る
。
「
国
家
の
重
大
事
を
伊
勢
大
神
が
予
言
す
る
」
と
い
う
よ
り
も
、
将

来
の
予
兆
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
匿
名
性
と
共
に
実
在
な

き
人
格
性
を
担
っ
た
「
時
人
」
が
、
「
伊
勢
大
神
の
使
」
の
顕
現
と
し
て
出
来

事
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
将
来
的
に
現
実
の
こ
と
と
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
さ
ら
に
、
難
波
へ
の
遷
都
は
、
「
老
人
等
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
く
。



こ
こ
に
お
け
る
「
老
人
」
も
、
「
時
人
」
同
様
、
史
書
編
集
に
お
け
る
編
集
句

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
遷
都
」
や
そ
れ
に
伴
う
宮
室
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
造
営
物
は
、

天
皇
の
身
体
の
具
現
化
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
批
判
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ

を
「
時
人
」
「
老
人
」
と
い
う
実
在
な
き
存
在
性
を
担
わ
さ
れ
た
「
編
集
句
」

に
よ
っ
て
成
文
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
伝
承
を
生
み
出
す
都
の
歴
史
に

ス
テ
イ
グ
マ

痕
跡
を
刻
み
込
も
う
と
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
都
の
伝
承

の
回
路
で
あ
る
。
伝
承
は
、
史
書
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴

史
を
説
明
す
る
方
法
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
歴
史
の
う
ち
に
伝
承
を
集
約

す
る
の
が
編
集
句
「
時
人
」
「
老
人
」
「
老
者
」
な
の
で
あ
る
。
匿
名
性
を
担
っ

た
語
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
歴
史
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ

こ
そ
が
、
創
ら
れ
た
歴
史
を
よ
り
積
極
的
な
姿
勢
を
も
っ
て
歴
史
と
す
る
た
め

に
必
要
不
可
欠
な
方
法
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
歴
史
の
動
き
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
、
歴
史
は
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
に
、
あ
ら
ゆ
る
「
編
集
句
」
を
実
在
を
想
定
さ
せ
る
意
味
を
も
含
め
て
「
時

人
」
「
老
人
」
等
の
語
を
用
い
る
。
そ
れ
ら
が
、
漢
籍
の
模
倣
で
あ
る
と
し
て

も
、
日
本
の
史
書
と
し
て
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
『
日
本
書
紀
』
編
集
の
全
体

を
通
し
て
貫
い
て
い
る
方
法
な
の
で
あ
る
。

　
歴
史
は
、
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
と
共
に
歴
史
は
、
創
ら
れ
て
い
く
。
そ
の

よ
う
な
あ
り
よ
う
は
注
釈
さ
れ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に

　
　
　
　
　
百
本
書
紀
』
編
集
考

し
て
も
、
増
殖
性
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
増
殖
性
の
一
断
面
に
お
い
て
、
あ
え

て
歴
史
に
批
判
と
説
明
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
編
集
句
が
ク
ロ
ー
ズ
・

ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
語
ら
れ
た
歴
史
を
記
す
こ
と
に
お
い
て
あ
る

の
で
は
な
く
、
歴
史
が
編
集
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
が
重
層
的
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
歴
史
が
伝
承
を
呼
び
起
し
、
伝
承
が

歴
史
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
相
互
補
完
性
は
こ
の
点
に
あ
る
。

　
神
話
と
呼
ぼ
う
が
、
歴
史
と
呼
ぼ
う
が
、
史
書
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
天
皇
の
歴
史
に
お
い

て
は
、
よ
り
説
得
性
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
で

「
時
人
」
や
「
老
人
」
等
の
語
が
現
実
性
を
帯
び
、
逆
説
的
に
そ
れ
は
、
編
集

方
法
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　
『
日
本
書
紀
』
が
律
令
国
家
の
形
成
に
お
い
て
担
わ
さ
れ
た
役
割
は
、
歴
史

学
研
究
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
伝
承
性
を
含
み
つ
つ
、

歴
史
を
構
築
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
点
か
ら
国
文
学
研
究
と
し
て
、
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
『
風
土
記
』

と
い
う
地
誌
に
組
み
込
ま
れ
た
地
名
伝
承
が
、
地
理
学
、
歴
史
学
の
み
な
ら
ず
、

国
文
学
に
お
い
て
も
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
　
『
日
本
書
紀
』
編
集
考

　
そ
こ
で
改
め
て
、
国
文
学
研
究
に
お
い
て
、
「
日
本
書
紀
』
を
第
一
次
文
献

と
す
る
た
め
の
操
作
と
は
何
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
歴
史
と
そ
れ
を
説
明
す
る
説
明
表
現
と
を
分
離
す
る
こ
と
で
あ

る
。
で
は
、
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
か
。
そ
の
手
掛
か
り
と
し
て

あ
る
の
が
、
本
論
文
に
お
い
て
、
考
察
し
て
き
た
「
時
人
」
で
あ
り
「
老
人
」

な
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
語
を
実
態
的
に
捉
え
る
こ
と

は
あ
た
ら
な
い
。
仮
に
実
態
あ
る
も
の
を
認
め
た
と
し
て
も
、
『
日
本
書
紀
－

と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
そ
れ
を
あ
て
は
め
る
こ
と
は
無
意
味
な
こ
と
で
あ

る
。
ま
さ
に
、
そ
こ
に
は
歴
史
と
伝
承
を
つ
な
い
で
い
く
メ
ル
ク
・
マ
ー
ル
と

し
て
の
「
時
人
」
「
老
人
」
と
い
う
語
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
べ

き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
完
結
し
た
伝
承
と
し
て
意
味
す
る
こ
と
は
、
歴
史

の
説
明
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
説
明
す
る
内
容
そ
の
も
の
が
歴
史
の
一
端
で
あ

る
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
皇
都
は
、
容
易
に
立
ち
表
れ
て
く
る
こ
と
の
な
い
闇
を
抱
え
こ
ん
で
い
る
。

そ
れ
が
、
歴
史
的
あ
る
事
柄
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
一
斉
に
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
。
そ
れ
が
皇
都
の
本
来
の
姿
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
都
の
あ
り
よ
う

を
支
え
て
い
る
の
が
伝
承
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
時
人
」
や
「
老
人
」
と

い
う
の
は
、
伝
承
を
伝
承
た
ら
し
め
て
い
く
編
集
句
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
語
に

続
い
て
示
さ
れ
る
内
容
は
、
都
の
う
わ
さ
話
と
し
て
広
ま
っ
て
い
く
。

　
こ
こ
に
、
都
の
伝
承
生
成
に
お
け
る
一
断
面
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
い
っ
の
時
代
に
も
、
異
質
な
る
も
の
、
未
知
な
る
も
の
と
の
遭
遇
の
経
験
が

あ
る
。
そ
れ
が
歴
史
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
柄
を
歴
史
の
中
に
位
置
付
け

て
い
く
の
が
伝
承
で
あ
る
。
事
柄
は
、
そ
れ
を
共
有
す
る
集
団
に
集
約
さ
れ
伝

承
さ
れ
る
。
誰
の
経
験
、
誰
が
見
聞
し
た
こ
と
と
し
て
明
確
に
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
し
か
に
生
じ
た
不
思
議
の
出
来
事
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
い
つ
の
問
に
か
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
祭
祀
共
同
体
の
共
通
の
記
憶

と
さ
れ
る
仕
掛
け
に
よ
っ
て
、
不
思
議
の
出
来
事
は
う
わ
さ
話
の
ネ
ッ
ト
・

ワ
ー
ク
に
の
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　
最
初
は
、
単
独
の
も
の
と
し
て
あ
っ
た
歴
史
や
伝
承
も
、
そ
れ
を
一
つ
に
束

ね
編
集
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
編
集
の
鍵
が
必
要
と
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
が

「
時
人
」
「
老
人
」
な
ど
の
語
な
の
で
あ
る
。
史
書
に
取
り
込
ま
れ
て
く
る
都
に

生
ず
る
う
わ
さ
話
に
は
、
そ
の
前
兆
と
な
る
事
柄
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
単
独
に

現
わ
れ
て
く
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
天
皇
の
統
治
す
る
地

へ
向
か
っ
て
の
天
神
地
祇
に
よ
る
予
兆
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
前
兆
を
読

み
解
く
こ
と
が
歴
史
に
は
必
要
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
こ
こ
に
は
天
皇
の
「
徳
」
が
試
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
意
味
で
は
、
起
り
え
た
あ
ら
ゆ
る
一
切
の
歴
史
が
事
実
な
の
で
あ
る
。

闇
に
覆
わ
れ
た
部
分
か
ら
光
の
あ
た
る
部
分
へ
、
そ
し
て
、
ま
た
光
の
あ
た
る

部
分
か
ら
闇
の
部
分
へ
と
う
わ
さ
話
の
回
路
は
増
殖
的
に
拡
大
に
し
て
い
く
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
・
ワ
ー
ク
そ
の
も
の
さ
え
も
が
増
殖
的
な
の
で



あ
る
。
発
信
人
不
明
の
、
本
当
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
う
わ
さ
話
が
い
つ
の
間
に

か
都
に
拡
が
る
。
そ
れ
は
、
天
皇
の
皇
都
が
隠
し
て
い
る
部
分
を
暴
き
た
て
る

シ
ス
テ
ム
で
も
あ
る
。
都
の
う
わ
さ
話
の
根
幹
は
、
犠
牲
者
を
仕
立
て
挙
げ
て

い
く
方
法
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
都
は
、
天
皇
の
下
に
お
い
て
そ
の
姿
を
立
体
的
に
す
る
と
と
も
に
、
天
皇
の

「
徳
」
の
欠
如
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
脆
弱
さ
を
常
に
孕
ん
で
い
る
。
都
が
、
完

成
す
る
こ
と
な
く
、
絶
え
ず
造
り
変
え
ら
れ
改
変
さ
れ
て
い
く
こ
は
、
「
今
」

と
い
う
時
点
か
ら
の
地
名
の
解
明
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
天
皇
の
巡
行
に
お
い
て
、
四
方
を
占
め
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
も
同

じ
原
理
が
あ
る
。

　
天
皇
は
、
自
ら
の
名
に
お
い
て
都
の
統
治
者
で
あ
り
祭
祀
者
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
揺
る
が
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絶
え
ず
見
え
ざ
る
神
々
や
、
う
わ

さ
話
か
ら
脅
か
さ
れ
る
。
そ
こ
に
さ
ら
な
る
伝
承
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
回
避
し
て
い
く
の
か
。
そ
の
方
法
こ
そ
が
、

歴
史
を
説
明
す
る
な
い
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
律
令

の
中
で
、
都
が
造
ら
れ
、
歴
史
が
整
理
さ
れ
た
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
通

時
的
・
共
時
的
に
天
皇
に
位
置
付
け
て
い
く
の
か
。
そ
の
あ
り
よ
う
こ
そ
が

『
日
本
書
紀
』
が
目
指
し
た
歴
吏
な
の
で
あ
る
。

　
注

　
○
池
田
温
「
正
史
の
で
き
る
ま
で
－
唐
書
を
例
と
し
て
－
」
『
漢
文
研
究
シ
リ
ー

　
　
　
　
　
百
本
書
紀
』
編
集
考

　
ズ
ー
２
　
中
国
の
歴
史
書
』
尚
学
図
書
、
一
「
国
語
展
望
」
別
冊
ｏ
　
３
６
一
一
九
八
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｎ

　
所
収
。

　
池
田
　
温
「
中
国
の
歴
史
書
と
六
国
史
」
『
歴
史
と
地
理
』
三
五
八
号
所
収
。

　
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
の
達
成
　
そ
の
論
理
と
方
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

　
八
三
年
、
三
四
頁
。

＠
　
同
書
、
三
四
頁
。

　
坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
日
本
書
紀
　
上
』
岩
波
書
店
、
一
九

　
六
七
年
、
一
八
九
頁
。
尚
、
本
稿
に
お
い
て
引
用
す
る
『
日
本
書
紀
』
は
本
書
に
拠

　
る
。
ル
ビ
に
つ
い
て
は
割
愛
し
た
部
分
も
あ
る
。

＠
　
西
宮
一
民
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
古
事
記
』
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
、
一

　
〇
八
頁
。
尚
、
本
稿
に
お
い
て
引
用
す
る
『
古
事
記
』
は
本
書
に
拠
る
。
ル
ビ
に
つ

　
い
て
は
割
愛
し
た
部
分
も
あ
る
。

¢
引
用
は
、
前
掲
書
一
注
５
一
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
煩
填
な
た
め
、
引
用
に

　
続
け
て
【
　
】
内
に
天
皇
名
と
頁
数
を
挙
げ
て
お
い
た
。

ゆ
横
田
健
一
『
日
本
書
紀
成
立
論
序
説
』
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
、
二
四
頁
。

　
　
同
書
、
二
三
八
頁
。

＠
廣
川
勝
美
『
も
の
が
た
り
研
究
序
説
伝
承
史
的
方
法
論
』
桜
楓
社
、
一
九
八
五

　
年
参
照
。

◎
拙
稿
「
『
常
陸
国
風
土
記
』
地
名
起
源
伝
承
考
－
「
古
老
相
伝
」
を
め
ぐ
っ
て
１
」

　
『
同
志
社
国
文
学
』
第
三
三
、
一
九
九
〇
年
三
月
。

＠
拙
稿
「
倭
武
天
皇
考
－
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
地
名
起
源
伝
承
１
」
水
原
一
編
廣

　
川
勝
美
編
集
『
伝
承
の
古
層
－
歴
史
・
軍
記
・
神
話
－
』
桜
楓
社
、
一
九
九
一
年
。

＠
　
仁
藤
敦
史
「
古
代
王
権
と
行
幸
」
黛
　
弘
道
編
『
古
代
王
権
と
祭
儀
』
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
九
〇
年
、
四
一
頁
。

＠
　
『
古
事
記
』
で
も
「
今
－
」
と
い
う
表
現
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
こ
こ

　
に
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七



　
　
　
　
「
日
本
書
紀
』
編
集
考

　
　
か
れ
そ
こ
を
号
け
て
、
楯
津
と
い
ひ
き
。
今
者
に
、
日
下
の
蓼
津
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
神
武
記
・
一
一
〇
頁
】

　
　
か
れ
そ
こ
を
号
け
て
、
懸
木
と
い
ひ
、
今
は
相
楽
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
垂
仁
記
・
一
五
三
頁
】

　
　
か
れ
そ
こ
を
号
け
て
、
堕
国
と
い
ひ
し
を
、
今
は
弟
国
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
垂
仁
記
・
一
五
三
頁
】

　
　
尚
、
『
風
土
記
』
地
名
の
「
詑
」
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
改
め
て
展
開
す

　
る
こ
と
と
し
た
い
。
書
き
添
え
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
点
に
っ
い
て
山
田
直
巳
氏
が
、

　
「
地
名
起
源
謂
の
行
方
－
神
話
の
終
焉
と
歴
史
時
問
の
成
立
－
」
（
成
城
短
期
大
学

　
『
紀
要
』
第
一
五
号
）
に
お
い
て
論
究
さ
れ
て
い
る
。

＠
　
青
木
和
夫
他
校
注
『
続
日
本
紀
　
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
四
三
五
頁
。

　
ル
ビ
に
つ
い
て
は
割
愛
し
た
。

＠
　
同
書
脚
注
、
四
三
五
頁
。

＠
坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
日
本
書
紀
　
上
』
岩
波
書
店
、
一
九

　
六
五
年
、
三
二
六
－
三
二
九
頁
。
尚
、
本
稿
に
お
い
て
引
用
す
る
『
日
本
書
紀
』
は

　
本
書
に
拠
る
。
ル
ビ
に
つ
い
て
は
割
愛
し
た
部
分
も
あ
る
。

＠
　
同
書
、
二
六
〇
頁
。

＠
　
同
書
、
二
七
九
頁
。

ゆ
　
同
書
頭
注
、
二
六
一
頁
。

＠
　
遷
都
に
関
わ
っ
て
「
孝
徳
紀
」
白
雑
五
年
十
二
月
条
に
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ

　
て
い
る
。

　
　
　
是
の
日
（
十
二
月
の
壬
寅
の
朔
己
酉
）
に
、
皇
太
子
、
皇
祖
母
尊
を
奉
り
て
、

　
　
倭
河
辺
行
宮
に
遷
り
居
し
た
ま
ふ
。
老
者
語
り
て
日
は
く
、
「
鼠
の
倭
の
都
に
向

　
　
か
ひ
し
は
、
都
を
遷
す
兆
な
り
け
り
」
と
い
ふ
。

　
　
　
都
遷
り
の
兆
と
し
て
「
童
謡
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
論
ず
る
こ
と

　
　
と
し
た
い
。

二
八
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