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そ
の
地
域
に
住
ま
な
い
と
分
か
ら
な
い
言
葉
が
あ
る
。「
上
（
カ
ミ
）
の

ほ
う
」「
下
（
シ
モ
）
の
ほ
う
」、「
山
」、「
丘
（
岡
）」
な
ど
が
そ
う
だ
。
地
名

や
方
角
を
表
す
言
葉
に
は
、
地
域
住
民
が
一
義
的
に
そ
れ
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
が
で
き
る
時
に
、
固
有
名
詞
で
は
な
く
普
通
名
詞
が
使
わ
れ
る
。
前
回

の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
折
口
信
夫
『
死
者
の
書
』
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
が
、
そ
の

調
査
の
過
程
で
、
二
上
山
が
存
在
す
る
一
帯
が
古
代
は
「
大
坂
」
と
言
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
渡
部
修
氏
の
論
文
に
よ
り
は
じ
め
て
知
っ
た
（
註
1
）。
金
剛
山

脈
・
葛
城
山
脈
が
走
る
こ
の
地
域
は
、
境
界
を
意
味
す
る
「
サ
カ
」
と
呼
ば
れ

る
の
に
確
か
に
相
応
し
い
。「
サ
カ
」
は
他
の
地
域
と
の
区
切
り
だ
け
を
意
味

す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
サ
カ
」
の
向
か
い
側
の
地
域
か
ら
何
か
が
も
た
ら
さ

れ
る
こ
と
も
含
意
し
て
い
る
。
前
掲
渡
部
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

東
西
を
基
軸
と
し
た
ヤ
マ
ト
の
信
仰
的
世
界
観
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、

西
の
「
大
坂
」
の
向
こ
う
に
あ
る
世
界
と
は
出
雲
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
東
の
「
墨
坂
」
の
彼
方
に
伊
勢
が
控
え
て
い
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。

し
か
し
、
古
道
を
視
点
と
し
て
み
た
場
合
、
「
大
坂
」
の
背
後
に
控
え
た

世
界
は
些
か
様
相
を
異
に
す
る
。「
大
坂
」
の
背
後
は
河
内
で
あ
り
、
そ

れ
は
難
波
へ
と
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
先
に
は
西
国
を
経
て
朝
鮮
半

島
が
、
更
に
は
当
時
の
最
先
進
地
域
た
る
大
陸
が
控
え
て
い
る
の
で
あ
る

（
註
2
）。

　

古
代
日
本
に
お
い
て
、
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
最
先
端
の
思
想
が
仏
教

で
あ
り
、
浄
土
教
で
あ
っ
た
。「
オ
オ
サ
カ
」
で
あ
っ
た
二
上
山
一
帯
に
は
浄
土

教
に
由
来
す
る
仏
教
芸
術
が
多
く
遺
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
が
な
ぜ

葬
送
の
場
と
し
て
古
く
か
ら
選
ば
れ
た
の
か
は
地
理
的
条
件
だ
け
で
は
説
明

で
き
な
い
。
こ
の
地
の
ア
ー
カ
イ
ブ
を
紐
解
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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二上山地域関係古道図

（ 渡部修「ヤマトの西と東と－古道にみる二上山地域－」万葉古代学研究所年報第7号
（財団法人奈良県万葉文化振興財団・万葉古代学研究所編集、2009年3月発行）より引用）
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二
上
山
の
当
麻
寺
は
、
天
平
年
間
の
初
頭
に
当
麻
（
た
ぎ
ま
）
氏
の
氏
寺
と

し
て
創
建
さ
れ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。こ
の
当
麻
氏
は
、葛
城
市
竹
内
の
北
を

本
拠
地
と
し
葬
送
を
つ
か
さ
ど
る
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
田
中
日
佐
夫
氏

の
名
著
『
二
上
山
（
註
3
）』
に
書
い
て
あ
る
。
以
下
、
田
中
氏
の
研
究
に
依
拠

し
て
、
当
麻
氏
の
こ
と
を
少
し
紹
介
し
た
い
。
こ
の
氏
族
の
物
語
を
知
る
こ
と

が
二
上
山
の
ゲ
ニ
ウ
ス
・
ロ
キ
（genius 

loci

）
を
探
り
当
て
る
こ
と
に

繋
が
る
の
で
あ
る
。

　

当
麻
氏
の
伝
承
に
つ
い
て
田
中
氏
が
注
目
し
た
の
は
以
下
の
『
続
日
本
紀
』

慶
雲
四
年
（
７
０
７
）
十
一
月
丙
午
（
一
二
日
）
の
「
従
四
位
上
当
麻
真
人
智
徳
、

誄
人
を
率
い
て
誄
を
奉
る
。
謚
（
お
く
り
な
）
し
て
倭
根
子
豊
祖
父
（
文
武
）

天
皇
と
曰
ふ
。
即
日
、
飛
鳥
岡
に
火
葬
す
。」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
当
麻
智
徳

（
ち
と
こ
）
は
、
ほ
か
に
持
統
天
皇
の
葬
儀
（
大
宝
三
年
（
７
０
３
）
十
二
月

十
七
日
）
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。「
従
四
位
上
当
麻
真
人
智
徳
、
諸
王
・
諸
臣
を

率
い
て
、
太
政
天
皇
に
誄
を
奉
る
。
謚
し
て
大
倭
根
子
天
之
広
野
日
女
尊
と

曰
ふ
。
是
の
日
、
飛
鳥
岡
に
火
葬
す
。」（『
続
日
本
紀
』）。
田
中
氏
が
注
目
し

た
の
は
「
誄
」
と
い
う
字
で
あ
る
。
現
代
の
私
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
目
に
す
る

こ
と
の
な
い
こ
の
字
は
音
読
み
で
「
ル
イ
」、
訓
読
み
で
「
し
の
び
ご
と
」
と

読
む
。「
誄
」
は
も
と
も
と
古
代
中
国
に
見
ら
れ
た
葬
送
儀
式
に
関
わ
る
言

葉
で
、
論
語
に
も
出
て
く
る
。
以
下
、
本
文
と
朱
子
の
注
釈
書
（
論
語
集
注
）
を

参
考
に
し
た
現
代
日
本
語
訳
を
示
そ
う
。

子
の
疾
［
や
ま
い
］、
病
［
へ
い
］
な
り
。
子
路
、
禱
［
い
の
］
ら
ん
と

請
う
。
子
曰
く
、
諸
れ
有
る
か
、
と
。
子
路
対
［
こ
た
］
え
て
曰
く
、
之
［
こ
］

れ
有
り
。
誄
に
曰
く
、
爾
［
な
ん
じ
］
を
上
下
の
神
祇
に
禱
る
、
と
。
子

曰
く
、
丘
の
禱
る
や
、
久
し
、
と
。 

 

（『
論
語
』
述
而
篇
）

（
先
生
の
病
気
が
重
篤
と
な
っ
た
。
子
路
が
天
神
地
祇
に
お
禱
り
し
た
い

と
願
い
出
た
。
先
生
は
「
お
禱
り
し
て
回
復
の
効
果
が
あ
る
の
か
」
と

問
う
た
。
子
路
が
答
え
て
、「
誄
の
言
葉
に
『
な
ん
じ
の
行
い
の
過
ち
を

悔
い
善
に
遷
っ
て
天
神
地
祇
の
た
す
け
を
禱
る
』
と
あ
り
ま
す
」
と
言
っ

た
。
先
生
は
「
そ
う
で
あ
る
な
ら
私
は
善
を
行
っ
て
き
た
の
で
天
神

地
祇
に
長
い
間
「
禱
る
」
こ
と
を
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら

わ
ざ
わ
ざ
お
前
が
私
の
た
め
に
禱
る
必
要
は
な
い
の
だ
よ
。」と
答
え
た
。）

　

論
語
の
場
合
、
誄
は
神
祇
へ
の
祈
禱
の
言
葉
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

が
、
一
般
的
に
は
火
葬
の
前
に
、
死
者
の
生
前
の
功
徳
を
た
た
え
、
追
慕
す
る

言
葉
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
葬
儀
で
言
え
ば
弔
辞
が
相
当

す
る
。
平
凡
社
の
世
界
大
百
科
事
典
で
の
「
誄
」
の
項
目
を
担
当
し
た
本
田

義
憲
氏
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
お
そ
ら
く
大
陸
文
化
流
入
以
前
か
ら
日
本

で
は
「
シ
ノ
ビ
コ
ト
」
の
風
習
が
あ
り
、
そ
の
風
習
に
「
誄
」
の
字
が
後
か
ら

あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
代
で
も
昭
和
天
皇
が
崩
御
な
さ
れ
た
際
に
、

現
上
皇
陛
下
が
誄
詞
を
お
贈
り
さ
れ
て
い
る
。
当
麻
氏
に
関
し
て
い
え
ば
、

続
日
本
紀
の
記
述
に
あ
る
通
り
、
彼
ら
は
こ
の
誄
を
専
従
的
に
行
う
氏
族
で
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あ
っ
た
こ
と
を
田
中
氏
は
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は
当
麻
氏
の
誄
儀
礼
が
、死
出
の
旅
路
の
決
定
的
段
階
を
確
定
づ
け

る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。お
そ
ら
く
か
れ
は
、

遺
体
に
た
い
し
て
、
諡
を
つ
け
る
と
い
う
最
大
の
慰
撫
を
お
こ
な
う

と
と
も
に
、死
霊
が
こ
れ
か
ら
ゆ
く
べ
き
世
界
を
明
確
に
さ
し
し
め
し
、

迷
う
こ
と
な
く
そ
の
世
界
に
い
き
つ
く
よ
う
に
「
魂
し
ず
め
」
を
お
こ

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
遺
体
に
付
属
し
て
い
た
生
前
の
行
跡

を
、
死
霊
と
切
り
は
な
し
て
こ
の
世
に
の
こ
す
役
目
を
も
、
に
な
っ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
と
か
れ
の
一
族
は
、
特
殊
な

力
を
も
つ
言
葉
を
使
う
特
技
を
そ
な
え
て
い
た
と
同
時
に
、死
者
の
行
く

べ
き
世
界
に
た
い
し
て
も
、
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
も
の
と

お
も
わ
れ
る
（
註
4
）。

　

折
口
信
夫
『
死
者
の
書
』
で
は
、
大
津
皇
子
や
そ
の
想
い
人
で
あ
る
耳
面
刀

自
（
み
み
も
と
じ
）
を
め
ぐ
る
悲
し
く
も
美
し
い
因
縁
を
神
憑
（
か
み
が
か
）
っ

た
老
婆
が
語
る
が
、
そ
の
老
婆
は
当
麻
氏
の
出
身
な
の
で
あ
る
。

　

郎
女
［
い
ら
つ
め
］
さ
ま
。

緘
黙
［
し
じ
ま
］
を
破
つ
て
、
却
て
も
の
寂
し
い
、
乾
声
［
か
ら
ご
え
］

が
響
い
た
。

郎
女
は
、
御
存
じ
お
ざ
る
ま
い
。
で
も
、
聴
い
て
見
る
気
は
お
あ
り
か
え
。

お
生
れ
な
さ
ら
ぬ
前
の
世
か
ら
の
こ
と
を
。そ
れ
を
知
つ
た
姥
で
お
ざ
る

が
や
。

一
旦
、
口
が
ほ
ぐ
れ
る
と
、
老
女
は
止
め
ど
な
く
、
喋
［
し
ゃ
べ
］
り
出

し
た
。
姫
は
、
こ
の
姥
の
顔
に
見
知
り
の
あ
る
気
の
し
た
訣
［
わ
け
］

を
、
悟
り
は
じ
め
て
居
た
。
藤
原
南
家
に
も
、
常
々
、
此
年
よ
り
と
お

な
じ
よ
う
な
媼
［
お
う
な
］
が
、
出
入
り
し
て
居
た
。
郎
女
た
ち
の
居
る

女
部
屋
ま
で
も
、
何
時
［
い
つ
］
も
ず
か
ず
か
這
入
［
は
い
］
っ
て
来
て
、

憚
り
な
く
古
物
語
り
を
語
っ
た
、
あ
の
中
臣
志
斐
媼
［
な
か
と
み
の

し
い
の
お
う
な
］
―
。
あ
れ
と
、
お
な
じ
表
情
を
し
て
居
る
。
其
も
、

尤
［
も
っ
と
も
］
で
あ
っ
た
。
志
斐
ノ
老
女
が
、
藤
氏
の
語
部
［
か
た
り

べ
］
の
一
人
で
あ
る
よ
う
に
、
此
も
亦
、
こ
の
当
麻
［
た
ぎ
ま
］
の
村
の
旧

族
、
当
麻
ノ
真
人
［
ま
ひ
と
］
の
「
氏
［
う
じ
］
の
語
部
」、
亡
び
残
り
の

一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 

（
折
口
信
夫
『
死
者
の
書
』（
註
5
））

　

私
は
当
初
読
ん
だ
時
は
、
老
婆
が
語
る
物
語
は
大
津
皇
子
の
英
雄
叙
事
詩

（heroic 
epic

）
と
し
て
捉
え
て
い
た
が
、
田
中
氏
の
研
究
書
を
読
ん
だ
後
で

は
、
当
麻
氏
の
神
態
（
か
み
わ
ざ
）
に
よ
る
誄
詞
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と

思
い
直
し
て
い
る
。

　

田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
天
平
勝
宝
六
年
（
７
５
４
）
に
大
皇
太
后
の
葬
儀
に
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安
宿
（
あ
す
か
）
王
が
誄
を
行
っ
て
以
降
、
文
献
上
で
誄
儀
礼
は
見
ら
れ
な
く

な
り
、
か
わ
り
に
仏
教
儀
礼
が
天
皇
家
を
は
じ
め
諸
大
官
の
葬
送
を
担
う

よ
う
に
な
る
と
い
う
。
折
口
信
夫
『
死
者
の
書
』
が
描
い
て
い
る
阿
弥
陀
信
仰
、

浄
土
信
仰
は
ま
さ
に
そ
の
時
期
の
精
神
史
的
雰
囲
気
を
よ
く
表
し
て
お
り
、

『
死
者
の
書
』
執
筆
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
当
麻
曼
荼
羅
は
こ
の
時
期
に
創
作

さ
れ
た
浄
土
教
美
術
の
な
か
で
も
珠
玉
の
作
品
で
あ
る
。

　
「
曼
荼
羅
」と
は
あ
る
が
、当
麻
曼
荼
羅
は
、阿
弥
陀
仏
の
治
め
る
極
楽
浄
土

の
図
相
を
表
し
た
阿
弥
陀
浄
土
変
相
図
で
あ
り
、
唐
の
善
導
の
『
観
無
量
寿
仏

経
疏
』
に
基
づ
い
た
図
解
で
あ
る
。
浄
土
信
仰
の
隆
盛
に
と
も
な
っ
て
、
当
麻

寺
に
所
蔵
さ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
当
麻
曼
荼
羅
を
も
と
に
各
地
で
数
多
く
の

転
写
本
が
作
ら
れ
た
。奈
良
国
立
博
物
館
に
も
鎌
倉
時
代
に
製
作
さ
れ
た
も
の

（
伝
、
河
内
国
浄
土
院
蔵
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

当
麻
曼
荼
羅
の
縁
起
に
つ
い
て
は
、
建
長
六
（
1 

2 

5 

4
）
年
に
橘
成
季
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
『
古
今
著
聞
集
』
に
詳
し
い
。
天
平
宝
字
七
年
（
7 
6 

3
）、

横
佩
（
よ
こ
は
ぎ
）
の
大
臣
の
女
（
む
す
め
）
で
あ
る
中
将
姫
が
出
家
し
、
生
身

の
阿
弥
陀
仏
を
見
る
誓
願
を
発
（
お
こ
）
し
た
。
七
日
間
祈
念
し
た
と
こ
ろ
、

一
人
の
比
丘
尼
（
び
く
に
）（
化
女
）
が
突
然
現
れ
、
百
駄
の
蓮
茎
（
は
す
く
き
）

を
用
意
せ
よ
と
告
げ
た
。
そ
の
話
を
聞
い
た
天
皇
は
、
忍
海
上
人
に
命
じ
て

近
隣
の
国
中
か
ら
蓮
茎
を
数
日
で
集
め
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
蓮
糸
を
得
た
。
姫
は

化
女
の
助
け
に
よ
り
、
一
夜
の
う
ち
に
、
荘
厳
な
浄
土
が
描
か
れ
た
曼
荼
羅
を

蓮
糸
で
織
り
上
げ
た
と
言
う
。
当
麻
寺
に
伝
わ
る
『
中
将
姫
山
居
語
』
で
も

お
お
よ
そ
同
じ
話
が
書
か
れ
て
い
る
。
折
口
は
こ
の
中
将
姫
伝
説
に
多
く
を

負
い
な
が
ら
も
、
独
自
の
物
語
を
紡
ぎ
出
し
て
い
る
。
中
将
姫
（
郎
女
）
が
曼
荼

羅
の
製
作
を
思
う
に
至
っ
た
契
機
は
以
下
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

郎
女
の
額
［
ぬ
か
］
の
上
の
天
井
の
光
の
暈
［
か
さ
］
が
、
ほ
の
ぼ
の
と

白
ん
で
来
る
。
明
り
の
隈
［
く
ま
］
は
あ
ち
こ
ち
に
偏
倚
［
か
た
よ
］
っ
て
、

光
り
を
竪
［
た
て
］
に
く
ぎ
っ
て
行
く
。
と
見
る
間
に
、
ぱ
っ
と
明
る
く

な
る
。
そ
こ
に
大
き
な
花
。
蒼
白
い
菫
。
そ
の
花
び
ら
が
、
幾
つ
に
も
分

け
て
見
せ
る
隈
、
仏
の
花
の
青
蓮
華
と
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
郎
女

の
目
に
は
、何
と
も
知
れ
ぬ
浄
ら
か
な
花
が
、車
輪
の
よ
う
に
、宙
に
ぱ
っ
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と
開
い
て
い
る
。
仄
暗
［
ほ
の
ぐ
ら
］
い
蕋
［
し
べ
］
の
処
に
、
む
ら
む
ら

と
雲
の
よ
う
に
、
動
く
も
の
が
あ
る
。
黄
金
の
蕋
を
ふ
り
わ
け
る
。
其
は

黄
金
の
髪
で
あ
る
。
髪
の
中
か
ら
匂
い
出
た
荘
厳
な
顔
。
閉
じ
た
目
が
、

憂
い
を
持
っ
て
、
見
お
ろ
し
て
居
る
。
あ
あ
肩
・
胸
・
顕
［
あ
ら
］
わ
な
肌
。

─
冷
え
冷
え
と
し
た
白
い
肌
。
お
お　

お
い
と
お
し
い
。

郎
女
は
、
自
身
の
声
に
、
目
が
覚
め
た
。
夢
か
ら
続
い
て
、
口
は
尚

夢
の
よ
う
に
、
語
を
逐
う
て
居
た
。

　

お
い
と
お
し
い
。
お
寒
か
ろ
う
に
─
。

 

（
折
口
信
夫
『
死
者
の
書
』（
註
6
））

　

ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
に
登
る
キ
リ
ス
ト
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
大
津
皇
子

の
亡
霊
が
、
郎
女
の
と
こ
ろ
に
現
れ
る
場
面
で
あ
る
。
裸
身
が
露
わ
に
な
っ
た

大
津
皇
子
に
着
せ
る
た
め
に
、郎
女
は
蓮
糸
で
衣
を
織
り
上
げ
る
こ
と
を
思
い

つ
い
た
の
で
あ
っ
た（
註
7
）。
そ
し
て
織
り
上
げ
た
巨
大
な
帛
衣
を
キ
ャ
ン

バ
ス
に
し
て
、
夢
現
の
な
か
で
見
て
き
た
浄
土
や「
俤
人
」［
お
も
か
げ
び
と
］

（
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
大
津
皇
子
）
の
荘
厳
で
甘
美
な
姿
を
描
い
た
の
が
当
麻

曼
荼
羅
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
折
口
自
身
も
「
私
の
物
語
な
ど
も
、
謂
わ
ば
、
一
つ
の
山
越
し
の

弥
陀
を
め
ぐ
る
小
説
、
と
い
っ
て
も
よ
い
作
物
な
の
で
あ
る
（
註
8
）
。
」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
死
者
の
書
』
の
成
立
を
考
え
る
上
で
欠
か
す
こ
と

が
出
来
な
い
の
が
、
山
越
阿
弥
陀
で
あ
る
。

綴
織
當
麻
曼
陀
羅 

平
成
本

（
當
麻
寺
奥
院
所
蔵
）
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去
年
の
春
分
の
日
の
事
で
あ
っ
た
。入
り
日
の
光
り
を
ま
と
も
に
受
け
て
、

姫
は
正
座
し
て
、
西
に
向
っ
て
居
た
。
日
は
、
此
屋
敷
か
ら
は
、
稍
［
や
や
］

坤
［
ひ
つ
じ
さ
る
］
に
よ
っ
た
遠
い
山
の
端
に
沈
む
の
で
あ
る
。
西
空

の
棚
雲
の
紫
に
輝
く
上
で
、
落
日
は
俄
か
に
転
［
く
る
め
］
き
出
し
た
。

そ
の
速
さ
。雲
は
炎
に
な
っ
た
。日
は
黄
金
の
丸［
ま
る
が
せ
］に
な
っ
て
、

そ
の
音
も
聞
え
る
か
、
と
思
う
ほ
ど
鋭
く
廻
っ
た
。
雲
の
底
か
ら
立
ち

昇
る
青
い
光
り
の
風
―
、
姫
は
、
じ
っ
と
見
つ
め
て
居
た
。
や
が
て
、

あ
ら
ゆ
る
光
り
は
薄
れ
て
、
雲
は
霽
［
は
］
れ
た
。
夕
闇
の
上
に
、
目
を

疑
う
ほ
ど
、
鮮
や
か
に
見
え
た
山
の
姿
。
二
上
山
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の

峰
の
間
に
、
あ
り
あ
り
と
荘
厳
な
人
の
俤
［
お
も
か
げ
］
が
、
瞬
間
顕

［
あ
ら
わ
］
れ
て
消
え
た
。
後
は
、
真
暗
な
闇
の
空
で
あ
る
。
山
の
端
も
、

雲
も
何
も
な
い
方
に
、
目
を
凝
し
て
、
何
時
ま
で
も
端
坐
し
て
居
た
。

郎
女
の
心
は
、
其
時
か
ら
愈
々
澄
ん
だ
。
併
し
、
極
め
て
寂
し
く
な
り

勝
［
ま
さ
］
っ
て
行
く
ば
か
り
で
あ
る
。

ゆ
く
り
な
い
日
が
、
半
年
の
後
に
再
来
て
、
姫
の
心
を
無
上

［
む
し
ょ
う
］
の
歓
喜
に
引
き
立
て
た
。
其
は
、
同
じ
年
の
秋
、

彼
岸
中
日
の
夕
方
で
あ
っ
た
。
姫
は
、
い
つ
か
の
春
の
日
の

よ
う
に
、
坐
し
て
い
た
。
朝
か
ら
、
姫
の
白
い
額
の
、
故
も

な
く
ひ
よ
め
い
た
長
い
日
の
、後
で
あ
る
。二
上
山
の
峰
を
包

む
雲
の
上
に
、
中
秋
の
日
の
爛
熟
し
た
光
り
が
、
く
る
め
き

出
し
た
の
で
あ
る
。
雲
は
火
と
な
り
、
日
は
八
尺
の
鏡
と
燃
え
、

青
い
響
き
の
吹
雪
を
、
吹
き
捲
［
ま
］
く
嵐
─
。

雲
が
き
れ
、光
り
の
し
ず
ま
っ
た
山
の
端
は
細
く
金
の
外
輪
を

靡
［
な
び
］
か
し
て
居
た
。
其
時
、
男
岳
・
女
岳
の
峰
の
間
に
、

あ
り
あ
り
と
浮
き
出
た　

髪　

頭　

肩　

胸
─
。

姫
は
又
、
あ
の
俤
を
見
る
こ
と
が
、
出
来
た
の
で
あ
る
。

（
折
口
信
夫
『
死
者
の
書
』）（
註
9
）
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春
分
秋
分
の
彼
岸
中
日
、
二
上
山
の
雄
岳
と
雌
岳
に
沈
み
ゆ
く
夕
日
の

圧
倒
的
な
美
し
さ
に
阿
弥
陀
仏
の
崇
高
な
姿
を
古
代
の
日
本
人
は
重
ね
た
。大

阪
の
四
天
王
寺
で
は
長
ら
く
途
絶
え
て
い
た
日
想
観
の
法
要
を
２
０
０
１
年
か

ら
再
び
行
っ
て
い
る
。
こ
の
「
彼
岸
」（
彼
岸
会
）
と
い
う
行
事
だ
が
、
そ
の
由

来
を
考
え
る
と
な
か
な
か
複
雑
で
あ
る
。「
彼
岸
」
と
い
う
言
葉
は
、
迷
い
の
世

界
で
あ
る「
此
岸
」に
対
し
て
、悟
り
の
世
界
を
表
す
仏
教
語
で
あ
る
。そ
れ
が

春
分
秋
分
の
二
回
に
法
要
を
行
う
よ
う
に
な
る
契
機
の
一
つ
は
、
当
麻
曼
荼
羅

の
成
立
に
も
影
響
を
与
え
た
善
導
『
観
無
量
寿
仏
経
疏
』
に
あ
る
日
想
観
の

文
言
で
あ
る
。
日
想
観
は
、
十
六
あ
る
観
想
行
の
第
一
で
あ
り
、
西
に
没
す
る

太
陽
を
観
想
し
て
極
楽
浄
土
を
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
行
で
あ
る
。
善
導
は
、

真
東
よ
り
日
が
出
て
真
西
に
日
が
没
す
る
春
分
、秋
分
の
日
に
そ
の
行
を
行
う

の
が
相
応
し
い
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
想
観
に
基
づ
く
彼
岸
会
で

あ
る
が
、
浦
西
勉
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
四
天
王
寺
、
興
福
寺
、
比
叡
山
の
下

級
僧
侶
の
活
動
に
よ
っ
て
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
普
及
し
て
い
っ
た

よ
う
で
あ
る
（
註
10
）。
浦
西
論
文
で
も
う
一
つ
重
要
な
点
は
、
彼
岸
会
の
活
動

母
体
が
、
中
世
ま
で
に
す
で
に
民
衆
に
存
在
し
た
彼
岸
で
の
山
ご
も
り
の

風
習
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
岸
の
日
想
行
に
は

女
の
山
ご
も
り
の
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
折
口
も
述
べ
て
い
る
。

　

昔
と
言
う
ば
か
り
で
、
何
時
と
時
を
さ
す
こ
と
は
出
来
ぬ
が
、
何
か
、

春
と
秋
と
の
真
中
頃
に
、
日
祀
［
ひ
ま
つ
］
り
を
す
る
風
習
が
行
わ
れ
て

い
て
、
日
の
出
か
ら
日
の
入
り
ま
で
、
日
を
迎
え
、
日
を
送
り
、
又
日
か

げ
と
共
に
歩
み
、
日
か
げ
と
共
に
憩
う
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
、

確
か
で
も
あ
り
又
事
実
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
其
な
ご
り
が
、
今
も

消
え
き
ら
ず
に
い
る
。日
迎
え
日
送
り
と
言
う
の
は
、多
く
彼
岸
の
中
日
、

朝
は
東
へ
、
夕
方
は
西
へ
向
い
て
行
く
。
今
も
播
州
に
行
わ
れ
て
い
る
風

が
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
而
も
其
間
に
朝
昼
夕
と
三
度
ま
で
、
米
を
供
え
て

日
を
拝
む
と
あ
る
。（
柳
田
先
生
、
歳
時
習
俗
語
彙
）
又
お
な
じ
語
彙
に
、

丹
波
中
郡
で
社
日
参
り
と
い
う
の
は
、
此
日
早
天
に
東
方
に
当
る
宮
や
、

寺
又
は
、
地
蔵
尊
な
ど
に
参
っ
て
、
日
の
出
を
迎
え
、
其
か
ら
順
に
南
を

廻
っ
て
西
の
方
へ
行
き
、日
の
入
り
を
送
っ
て
後
、還［
か
え
］っ
て
来
る
。

こ
れ
を
日
［
ひ
］
の
伴
［
と
も
］
と
謂
っ
て
い
る
。
宮
津
辺
で
は
、
日
天
様

［
に
っ
て
ん
さ
ま
］の
御
伴
と
称
し
て
、以
前
は
同
様
の
行
事
が
あ
っ
た
が
、

其
は
、
彼
岸
の
中
日
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
紀
伊
の
那
智
郡
で
は

唯
お
と
も
と
謂
う
…
…
。
こ
う
あ
る
。

　

何
の
訣
［
わ
け
］
と
も
知
ら
ず
、
社
日
や
、
彼
岸
に
は
、
女
が
こ
う
言
う

行
［
ぎ
ょ
う
］
の
様
な
こ
と
を
し
た
。
又
現
に
、
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

年
の
寄
っ
た
婆
さ
ま
た
ち
が
主
と
な
っ
て
、
稀
に
若
い
女
た
ち
が
ま
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
単
に
旧
習
を
守
る
人
の
み
が
す
る
だ
け
に
な
っ
た

と
言
う
こ
と
で
、
昔
は
若
い
女
た
ち
が
却
［
か
え
］
っ
て
、
中
心
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。現
に
こ
の
風
習
と
、一
緒
に
し
て
し
ま
っ
て
居

る
地
方
の
多
い
「
山
ご
も
り
」「
野
遊
び
」
の
為
来
［
し
き
た
］
り
は
、
大
抵

娘
盛
り
・
女
盛
り
の
人
々
が
、
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
順
礼
等



40 

と
言
っ
て
、幾
村
里
か
け
て
巡
拝
し
て
歩
く
こ
と
を
春
の
行
事
と
し
た
、

北
九
州
の
為
来
り
も
、
や
は
り
嫁
入
り
前
の
娘
の
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

鳥
居
を
幾
つ
綴
っ
て
来
る
と
か
言
っ
て
、菜
の
花
桃
の
花
の
ち
ら
ち
ら
す

る
野
山
を
廻
っ
た
、
風
情
あ
る
女
の
年
中
行
事
も
、
今
は
消
え
方
に
な
っ

て
い
る
。 

（
折
口
信
夫
「
山
越
し
の
阿
弥
陀
図
の
画
因
」（
註
11
））

　

何
か
に
取
り
憑
か
れ
た
か
の
よ
う
に
野
山
を
歩
く
郎
女
（
い
ら
つ
め
）
は
、

折
口
に
よ
れ
ば
「
信
仰
に
お
い
つ
め
ら
れ
た
と
言
う
よ
り
寧
ろ
、
自
ら
霊

（
た
ま
）
の
よ
る
べ
を
つ
き
と
め
て
、
そ
こ
に
立
ち
到
っ
た
（
註
12
）」
の
で

あ
っ
た
。
わ
た
し
は
今
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
１
８
８
８
年
に
作

曲
し
た
「
乙
女
の
花
」
作
品
22
を
聴
き
な
が
ら
こ
の
小
文
を
書
い
て
い
る
。

指
揮
は
ウ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
サ
ヴ
ァ
リ
ッ
シ
ュ
、
演
奏
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア

管
弦
楽
団
、
バ
ー
バ
ラ
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
ス
が
ソ
プ
ラ
ノ
を
担
当
し
た
盤
を

聴
い
て
い
る
。
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ダ
ー
ン
が
詞
を
付
け
て
い
る
が
、
第
一
曲
の

Kornblumen

（
矢
車
菊
）は
、
サ
フ
ァ
イ
ア
に
も
例
え
ら
れ
る
青
紫
色
を
し
た

可
憐
な
花
に
、
乙
女
の
純
朴
な
敬
虔
な
宗
教
的
情
念
を
な
ぞ
ら
え
た
美
し
い

作
品
で
あ
る
。
こ
の
曲
を
聴
く
と
、
山
ご
も
り
を
し
た
往
（
い
）
に
し
方
（
え
）

の
女
た
ち
の
こ
と
を
想
う
。
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註
１  
渡
部
修
「
ヤ
マ
ト
の
西
と
東
と
─
古
道
に
み
る
二
上
山
地
域
─
」
（
『
万
葉
古
代
学
研
究

所
年
報
』
７
所
収
、
２
０
０
９
年
）

註
２  

渡
部
修
「
ヤ
マ
ト
の
西
と
東
と
─
古
道
に
み
る
二
上
山
地
域
─
」
ｐ
．
16
。

註
３  

田
中
日
佐
夫
『
二
上
山
』
（
学
生
社
、
１
９
６
７
年
）
。

註
４  

田
中
日
佐
夫
『
二
上
山
』
pp. 
142
─

143
。

註
５  

折
口
信
夫
『
死
者
の
書
・
身
毒
丸
』
（
中
公
文
庫
、
改
版
、
２
０
０
９
年
）
、
ｐ
．
27
。

註
６  

折
口
信
夫
『
死
者
の
書
・
身
毒
丸
』
（
中
公
文
庫
、
改
版
、
２
０
０
９
年
）
、
ｐ
．
125
。

註
７  

折
口
の
内
弟
子
で
國
學
院
大
學
名
誉
教
授
の
岡
野
弘
彦
氏
は
、
折
口
が
未
完
成
霊
の
行

方
に
心
を
痛
め
タ
マ
シ
ヅ
メ
（
霊
魂
）
の
書
と
し
て
『
死
者
の
書
』
を
書
い
た
と
指
摘
し

て
い
る
（
『
折
口
信
夫
伝
─
そ
の
思
想
と
学
問
─
』
、
中
央
公
論
新
社
、
２
０
０
０
年
な

ど
）
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
中
少
姫
伝
説
が
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
と
姫
の
往
生
を
主
題
に
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
『
死
者
の
書
』
で
は
そ
れ
に
加
え
て
、
郎
女
に
よ
る
大
津
皇
子
の
亡

魂
へ
の
タ
マ
シ
ヅ
メ
も
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

註
８  

折
口
信
夫
『
死
者
の
書
・
身
毒
丸
』
所
収
「
山
越
し
の
阿
弥
陀
の
画
因
」
（
中
公
文
庫
、

改
版
、
２
０
０
９
年
）
、
ｐ
．
163
。

註
9  

折
口
信
夫
『
死
者
の
書
・
身
毒
丸
』
（
中
公
文
庫
、
改
版
、
２
０
０
９
年
）
、
ｐ
．
54
。

註
10  

浦
西
勉
「
彼
岸
会
─
民
間
に
お
け
る
彼
岸
の
風
習
─
」
（
伊
藤
唯
真
編
『
仏
教
民
俗
学

大
系
六 

仏
教
年
中
行
事
』
所
収
、
名
著
出
版
、
１
９
８
６
年
）
。

註
11  

折
口
信
夫
「
山
越
し
の
阿
弥
陀
図
の
画
因
」
、
『
死
者
の
書
・
身
毒
丸
』
（
中
公
文
庫
、

改
版
、
２
０
０
９
年
）
、
ｐ
．
169
─

171
。

註
12  

折
口
信
夫
「
山
越
し
の
阿
弥
陀
図
の
画
因
」
、
『
死
者
の
書
・
身
毒
丸
』
（
中
公
文
庫
、

改
版
、
２
０
０
９
年
）
、
ｐ
．
169
。
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