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文
永
五
年
、
し
か
も
正
月
一
日
驚
天
動
地
の
こ
と
が
日
本
国
に
起
っ
た
。
と
は
い
っ
て
も
こ
の
日
本
国
に
と
っ 

 
 
 

て
の
、
驚
天
動
地
の
出
来
事
は
、
す
で
に
九
か
年
も
前
に
、
聖
人
が
立
正
安
国
論
に
予
言
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 
 

す
な
わ
ち
蒙
古
の
国
書
が
九
州
の
太
宰
府
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。 

 

日
本
国
に
と
っ
て
は
、
突
然
な
出
来
事
か
も
知
れ
な
い
が
、
立
正
安
国
論
の
結
論
か
ら
い
え
ば
当
然
な
結
果
で 

 
 
 

あ
り
、
世
界
の
状
勢
か
ら
い
え
ば
、
必
然
の
出
来
事
だ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

安
国
論
の
結
論
は
た
び
た
び
ふ
れ
た
こ
と
だ
か
ら
こ
こ
で
は
そ
れ
に
ふ
れ
ず
、
今
は
蒙
古
の
国
書
が
到
着
し
た 

 
 
 

の
は
世
界
状
勢
か
ら
い
え
ば
必
然
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
べ
て
み
た
い
。 

 

こ
こ
で
面
白
い
こ
と
は
文
永
五
年
は
聖
人
四
十
七
歳
の
時
で
あ
る
が
、
蒙
古
は
そ
の
四
十
七
年
間
に
史
上
空
前 

 
 
 

の
大
帝
国
を
ア
ジ
ア
と
欧
州
と
に
建
国
し
て
、
鎧
袖
一
触
日
本
な
ぞ
は
、
物
の
数
な
ら
ず
と
し
て
や
っ
て
き
た
こ 
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と
だ
。 

 
閏
の
正
月
十
八
日
に
太
宰
府
は
蒙
古
の
国
書
を
幕
府
に
い
た
し
た
。
二
月
七
日
、
鎌
倉
幕
府
は
こ
れ
を
京
都
の 

 
 
 

朝
廷
に
お
く
っ
た
。
こ
れ
は
批
評
す
れ
ば
蒙
古
の
使
節
に
対
し
て
時
を
か
せ
ぐ
方
法
で
あ
り
、
ま
た
、
朝
廷
に
対 

 
 
 

す
る
大
き
な
警
告
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。 

 

朝
廷
で
は
後
嵯
峨
上
皇
が
来
年
は
御
宝
算
五
十
歳
に
な
る
と
い
う
の
で
、
そ
の
お
祝
の
儀
式
の
た
め
に
、
文
永 

 
 
 

五
年
は
正
月
早
々
か
ら
、
舞
楽
の
稽
古
に
宮
中
を
あ
げ
て
の
大
騒
ぎ
で
あ
っ
た
。 

「
楽
所
は
じ
め
儀
式
ぱ
内
裏
に
ぞ
あ
り
け
る
。
試
楽
二
十
三
日
と
聞
え
し…

…

唐
織
物
の
さ
く
ら
の
狩
衣
、
紫
の 

 
 
 

こ
き
う
す
き
に
て
桜
を
織
れ
り
、
赤
地
の
錦
の
う
は
ぎ
、
紅
の
に
ほ
い
の
三
衣
、
お
な
じ
ひ
と
へ
、
し
じ
ら
の
薄 

 
 
 

色
の
指
貫
、
人
よ
り
は
す
こ
し
ね
び
た
り
し
も
、
あ
な
清
げ
と
見
え
た
り
」
（
増
鏡
） 

 

ま
あ
こ
ん
な
具
合
の
と
こ
ろ
に
、
「
兵
を
用
い
る
に
至
る
、
そ
れ
い
ず
れ
か
好
む
所
、
王
そ
れ
こ
れ
を
は
か 

 
 
 

れ
」
と
、
大
蒙
古
国
皇
帝
書
を
日
本
国
王
に
奉
つ
る
と
き
た
の
だ
か
ら
、
晴
天
の
へ
き
れ
き
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ 

 
 

る
。 

 

未
萌
（
い
ま
だ
事
の
き
ざ
さ
ざ
る
の
意
）
を
知
る
聖
人
と
い
う
が
、
こ
の
蒙
古
の
き
た
る
こ
と
を
九
か
年
前
の 

 
 
 

文
応
元
年
の
、
立
正
安
国
論
中
に
警
告
を
発
し
て
、
幕
府
を
い
さ
め
た
の
が
、
日
蓮
聖
人
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て 

 
 
 

は
な
ら
な
い
。
し
か
も
文
応
元
年
西
暦
一
二
六
〇
年
こ
そ
、
今
大
蒙
古
国
皇
帝
書
を
日
本
国
王
に
奉
つ
る
と
い
う 

 
 
 

当
人
た
る
ク
ビ
ラ
イ
が
、
実
権
を
に
ぎ
っ
て
、
蒙
古
国
王
の
第
五
代
元
の
世
祖
に
な
っ
た
年
で
あ
る
と
は
、
ま
こ 
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と
に
不
思
議
の
文
字
に
つ
き
る
で
は
な
い
か
。 

 
聖
人
と
は
未
萌
を
知
る
こ
と
だ
と
、
日
蓮
聖
人
が
自
ら
い
わ
れ
て
お
る
。 

 

こ
れ
に
つ
け
て
も
思
い
出
す
の
は
、
つ
い
二
か
月
前
の
十
月
の
日
ソ
交
渉
の
成
立
の
後
味
の
悪
さ
。 

 

日
ソ
交
渉
が
成
立
し
た
か
と
思
っ
た
ら
、
次
の
日
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ブ
タ
ペ
ス
ト
で
反
ソ
運
動
が
勃
発
し
た 

 
 
 

で
は
な
い
か
。
も
う
少
し
ね
ば
っ
た
ら
、
ソ
連
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ハ
ン
ガ
リ
ヤ
問
題
で
苦
し
み
、
さ
ら
に
日
本
に 

 
 
 

譲
歩
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
は
、
あ
な
が
ち
素
人
政
治
談
で
も
あ
る
ま
い
。 

 

日
ソ
交
渉
に
な
っ
た
時
、
す
で
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ボ
ス
ナ
ン
暴
動
の
連
鎖
反
応
た
る
ハ
ン
ガ
リ
ヤ
反
ソ
動
乱 

 
 
 

が
起
り
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
。 

 

鳩
山
さ
ん
や
河
野
さ
ん
に
徳
が
あ
っ
た
ら
、
そ
こ
が
ど
う
に
か
な
っ
て
、
国
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
、
も
っ
と 

 
 
 

有
利
な
条
約
が
結
ば
れ
た
に
違
い
な
い
。
徳
の
あ
る
人
に
政
治
を
や
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
、
国
中
が
損
を
す
る
こ
と 

 
 
 

に
な
る
。 

 

大
胆
に
も
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
河
野
さ
ん
に
「
ハ
ン
ガ
リ
ヤ
に
行
か
ね
ば
な
ら
ん
か
ら
二
、
三
日
後
に
し
て
く
れ
」 

 
 

と
い
っ
た
が
、
河
野
さ
ん
も
強
情
で
「
ど
う
し
て
も
二
十
日
に
出
発
だ
。
十
九
日
に
調
印
し
た
い
」
と
い
っ
た
そ 

 
 
 

う
だ
が
、
あ
あ
残
念
な
こ
と
を
し
た
も
の
だ
。
徳
を
積
ん
だ
人
に
政
治
を
や
ら
せ
た
い
。
国
民
が
と
ん
で
も
な
い 

 
 
 

損
を
す
る
。
徳
を
積
む
方
法
は
な
に
か
と
い
え
ば
、
信
心
を
せ
よ
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
聖
人
は
法
華
経
は
徳 

 
 
 

の
本
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
る
。 
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蒙
古
の
第
一
回
の
襲
来
は
文
永
十
一
年
十
月
だ
か
ら
、
聖
人
が
、
立
正
安
国
論
を
献
策
し
て
か
ら
十
五
年
後
の 

 
 
 

出
来
事
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
明
日
の
天
気
も
わ
か
ら
な
い
の
が
普
通
だ
が
、
未
萌
を
知
る
を
聖
人
と
い
う 

 
 
 

が
、
わ
れ
わ
れ
は
聖
人
の
聖
人
た
る
ゆ
え
ん
を
こ
こ
に
知
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
感
心
す
る
の
は
ま
だ
早
い
。
十 

 
 
 

五
年
後
の
蒙
古
襲
来
（
立
正
安
国
論
）
を
予
言
し
た
の
、
五
十
年
後
の
南
北
朝
分
裂
を
（
法
華
取
要
抄
）
予
言
し 

 
 
 

た
の
と
騒
ぐ
の
は
、
身
延
日
蓮
宗
や
、
普
通
の
日
蓮
宗
だ
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。 

「
日
蓮
が
慈
悲
広
大
な
ら
ば
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
万
年
の
外
・
未
来
ま
で
も
流
る
べ
し
」
（
全
集
三
二
九
ペ
ー
ジ
） 

 
 

と
い
わ
れ
て
、
末
法
万
年
を
予
告
さ
れ
て
お
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
広
宣
流
布
を
予
告
さ
れ 

 
 
 

て
お
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

わ
が
日
蓮
正
宗
で
は
、
日
蓮
大
聖
人
さ
ま
と
申
し
上
げ
、
わ
れ
わ
れ
の
直
接
の
仏
様
と
仰
い
で
お
る
の
で
あ
る 

 
 

が
、
末
法
万
年
の
外
未
来
ま
で
も
流
る
べ
し
と
い
わ
れ
た
、
そ
の
も
の
は
、
大
石
寺
御
奉
安
殿
（
現
在
は
正
本 

 
 
 

堂
）
に
鎮
座
す
る
と
こ
ろ
の
戒
壇
の
御
本
尊
だ
と
心
得
て
、
こ
の
戒
壇
の
御
本
尊
こ
そ
、
大
聖
人
の
聖
人
た
る
ゆ 

 
 
 

え
ん
で
あ
る
と
拝
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

い
ま
な
お
、
富
山
県
の
地
方
で
は
、
赤
ん
坊
が
あ
ま
り
泣
く
と
「
蒙
古
が
く
る
ぞ
」
と
い
っ
て
お
ど
か
す
と
い 

 
 
 

う
こ
と
を
き
い
た
が
、
鎌
倉
時
代
に
、
わ
が
日
本
国
民
を
し
て
、
驚
天
動
地
た
ら
し
め
た
蒙
古
と
は
い
か
な
る
国 

 
 
 

で
あ
ろ
う
か
。 

 

蒙
古
（
勇
敢
無
畏
の
意
で
あ
る
と
い
う
）
国
を
興
し
た
の
は
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
（
王
中
の
正
の
意
）
と
い
わ
れ
る 
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テ
ム
ジ
ン
で
あ
る
。
頼
朝
が
伊
豆
に
流
さ
れ
た
次
の
年
、
応
保
二
年
の
西
暦
一
一
六
一
年
、
黒
竜
江
の
上
流
オ
オ 

 
 
 

ノ
ン
河
畔
の
一
酋󠄀
長
の
子
に
生
ま
れ
た
が
、
西
暦
一
二
〇
六
年
、
四
十
五
歳
の
時
に
、
現
在
の
蒙
古
国
を
統
一
し 

 
 
 

て
即
位
の
式
を
あ
げ
て
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
（
元
の
太
祖
）
と
称
し
た
の
で
あ
る
。 

 

天
皇
が
御
三
方
も
臣
下
か
ら
島
流
し
に
さ
れ
る
と
い
う
空
前
絶
後
の
承
久
の
乱
で
、
日
本
中
が
大
騒
ぎ
を
し
て 

 
 
 

お
っ
た
承
久
年
間
に
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
は
大
遠
征
の
軍
を
起
こ
し
た
。
南
満
北
支
を
侵
略
し
、
終
り
に
は
中
央
ア 

 
 
 

ジ
ア
を
平
定
し
、
さ
ら
に
裏
海
の
西
を
ま
わ
り
、
カ
ウ
カ
サ
ス
山
脈
を
越
え
て
欧
州
に
突
進
し
、
南
方
ロ
シ
ア
及 

 
 
 

び
西
部
ア
ジ
ア
を
略
定
し
た
の
で
あ
る
。 

 

ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
遠
征
は
西
暦
一
二
一
九
年
（
承
久
元
年
）
よ
り
西
暦
一
二
二
五
年
（
嘉
禄
元
年
）—

—

聖
人
四 

 
 
 

歳
の
時
に
い
た
る
六
か
年
間
が
第
一
回
の
遠
征
で
あ
っ
た
。 

 

彼
は
一
生
涯
に
征
服
し
九
大
領
土
を
四
つ
に
分
け
て
、
四
人
の
息
子
に
分
治
さ
せ
た
。
長
子
ヂ
ヨ
ラ
は
裏
海
、 

 
 
 

黒
海
の
北
部
か
ら
ロ
シ
ア
の
南
部
に
い
た
る
土
地
を
領
さ
せ
「
欽
察
国
」
と
称
し
、
二
子
サ
ガ
タ
イ
は
天
山
南
北 

 
 
 

路
地
方
を
領
せ
し
め
て
「
サ
ガ
タ
イ
国
」
第
三
子
オ
ゴ
タ
イ
は
黒
河
以
北
か
ら
黒
竜
江
に
い
た
る
蒙
古
本
部
の
地 

 
 
 

を
領
せ
し
め
、
第
四
子
ト
ウ
ラ
イ
は
ペ
ル
シ
ャ
地
方
を
領
治
せ
し
め
て
イ
ラ
ン
国
と
称
し
た
の
で
あ
る
。 

か
く
て
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
は
六
十
六
歳
で
亡
く
な
っ
た
が
、
第
三
子
オ
ゴ
タ
イ
が
後
を
つ
い
で
太
宗
と
号
し
、 

 
 
 

西
暦
一
二
三
五
年
、
嘉
禎
元
年
、
聖
人
十
四
歳
で
稚
児
と
し
て
千
光
山
清
澄
寺
に
あ
っ
た
時
、
カ
ラ
コ
ル
ム
に
大 

 
 
 

集
会
を
開
い
て
、
大
規
模
な
西
欧
遠
征
の
議
を
決
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
遠
征
は
聖
人
が
鎌
倉
に
遊
学
さ
れ
て
二 
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十
歳
に
な
っ
た
仁
治
二
年
の
十
一
月
（
西
暦
一
二
四
一
年
）
ま
で
つ
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

  

四
百
匹
の
羊
を
持
つ
人
は
、
一
匹
の
羊
を
持
つ
人
よ
り
満
足
し
て
お
ら
な
い
、
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ 

 
 
 

る
が
、
太
宗
の
心
理
も
ま
た
そ
れ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

太
宗
は
兄
ジ
ヨ
ラ
の
子
バ
ツ
を
総
指
揮
官
と
し
、
副
将
に
は
ス
ブ
ダ
イ
、
子
供
の
ク
ユ
、
末
弟
の
ト
ウ
ラ
イ
の 

 
 
 

子
モ
ウ
カ
な
ぞ
が
あ
た
り
、
五
十
万
の
大
軍
を
堂
々
進
発
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。 

ペ
ル
シ
ャ
方
面
の
派
遣
軍
が
、
ア
ル
メ
ニ
ヤ
地
方
を
劫
掠
し
つ
つ
あ
る
の
と
相
呼
応
し
て
、
一
二
三
七
年
（
嘉 

 
 
 

禎
三
年
、
聖
人
十
六
歳
で
清
澄
寺
に
受
戒
し
て
、
名
を
蓮
長
と
改
め
た
年
）
の
冬
に
、
バ
ス
を
総
指
揮
官
と
す
る 

 
 
 

大
軍
は
、
ロ
シ
ア
の
南
部
ヴ
オ
ル
ガ
河
畔
に
殺
到
し
、
翌
年
に
は
新
設
の
都
市
モ
ス
ク
ワ
を
焼
き
ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
を 

 
 
 

陥
れ
、
一
二
四
〇
年
（
仁
治
元
年
、
聖
人
十
九
歳
で
鎌
倉
に
遊
学
中
）
に
は
つ
い
に
キ
エ
フ
を
陥
れ
た
の
で
あ
る
。 

か
く
し
て
、
ヨ
ー
ロ
で
ハ
に
せ
め
入
っ
た
蒙
古
軍
は
、
そ
の
軍
を
二
分
し
て
、
一
軍
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
シ
レ 

 
 
 

ジ
ア
地
方
に
な
だ
れ
こ
み
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
欧
州
諸
侯
の
城
を
攻
め
亡
ぼ
し
、
一
二
四
一
年
（
仁
治
二
年
、 

 
 
 

聖
人
鎌
倉
の
遊
学
を
終
っ
て
、
叡
山
に
遊
学
せ
ん
と
し
た
前
年
）
に
は
、
リ
ー
グ
ニ
ッ
ツ
に
近
い
平
野
の
ワ
ー
ル 

 
 
 

ス
タ
ッ
ト
に
お
い
て
、
シ
レ
ジ
ア
侯
ヘ
ン
リ
ー
の
旗
下
に
馳
せ
参
じ
た
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ゲ
ル
マ
ン
の
諸
侯
の
連
合 

 
 
 

軍
三
十
万
と
、
史
上
に
有
名
な
る
大
合
戦
を
行
い
、
決
戦
の
末
つ
い
に
大
勝
利
を
占
め
た
の
で
あ
る
。 
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一
方
バ
ツ
の
ひ
き
い
る
本
軍
は
、
カ
ル
パ
シ
ヤ
の
山
脈
を
越
え
て
、
旗
鼓
堂
々
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
入
り
、
い
た 

 
 
 

る
と
こ
ろ
の
攻
略
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
、
疾
風
迅
雷
の
ご
と
く
首
都
ブ
タ
ペ
ス
ト
に
せ
ま
っ
た
。
（
ソ
連
軍
の 

 
 
 

ブ
タ
ペ
ス
ト
侵
入
を
聞
く
昨
今
、
う
た
た
感
慨
無
量
の
も
の
が
あ
る
で
は
な
い
か
）
か
く
し
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
全
土 

 
 
 

は
剽
忓
な
る
蒙
古
軍
の
鉄
蹄
に
じ
ゅ
う
り
ん
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
ほ
ど
に
な
っ
た
。 

そ
の
う
ち
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
方
面
を
攻
略
し
た
別
軍
も
本
軍
に
合
し
、
さ
ら
に
ダ
ユ
ユ
ー
ブ
河
の
凍
る
の
を
ま
っ 

 
 
 

て
、
グ
ラ
ン
の
市
を
陥
れ
、
ま
さ
に
、
イ
タ
リ
ー
の
美
都
ベ
ニ
ス
を
あ
ら
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る 

 
 
 

に
、
こ
の
年
十
一
月
に
太
宗
は
崩
御
し
た
。
こ
の
報
を
き
い
て
、
欧
亜
二
大
陸
を
あ
ら
し
ま
お
っ
た
さ
す
が
の
蒙 

 
 
 

古
軍
も
、
大
潮
の
ひ
く
よ
う
に
ひ
き
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。 

か
く
て
第
二
回
欧
州
遠
征
軍
は
、
ロ
シ
ヤ
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
入
り
、
ド
イ
ツ
、
ハ
ン
ガ
リ
ヤ
、
オ
ー
ス
ト
リ 

 
 
 

ヤ
諸
国
を
脅
か
し
、
ま
た
イ
タ
リ
ヤ
の
一
部
や
バ
ル
カ
ン
半
島
を
も
騒
が
せ
、
ほ
と
ん
ど
全
欧
州
を
震
憾
せ
し
め 

 
 
 

た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
過
ぎ
る
と
こ
ろ
は
、
必
ら
ず
掠
奪
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
家
屋
人
畜
に
い
た
る
ま
で
莫
大 

 
 
 

の
損
害
を
あ
た
え
、
裏
海
か
ら
イ
ン
ダ
ス
海
に
い
た
る
数
千
里
の
地
は
、
彼
等
の
軍
勢
の
た
め
に
、
前
後
五
年
間 

 
 
 

ふ
み
荒
ら
さ
れ
、
そ
の
旧
態
に
回
復
す
る
に
は
、
優
に
五
百
年
間
に
わ
た
る
、
大
努
力
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
と
い 

 
 
 

わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

太
宗
の
後
を
受
げ
て
蒙
古
帝
国
の
支
配
者
と
な
っ
た
の
は
定
宗
で
あ
る
が
、
彼
の
即
位
の
式
に
は
支
那
、
朝 

 
 
 

鮮
、
満
州
は
も
と
よ
り
ビ
ル
マ
、
交
趾
支
那
、
ジ
ャ
バ
、
ス
マ
ト
ラ
、
シ
ャ
ム
等
々
の
近
国
は
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ 
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ン
ス
、
ロ
シ
ヤ
、
イ
タ
リ
ヤ
な
ど
の
使
節
が
参
列
し
、
こ
と
に
ロ
ー
マ
法
王
は
、
特
使
を
派
し
て
、
定
宗
の
前
途 

 
 
 

を
祝
福
し
、
か
つ
今
後
平
和
を
は
か
る
べ
き
こ
と
を
勧
め
た
程
で
あ
る
。
定
宗
の
後
、
憲
宗
を
へ
て
、
第
五
代
が 

 
 
 

ク
ビ
ラ
イ
の
代
と
な
り
、
北
京
に
都
を
定
め
て
国
号
を
元
と
称
し
た
の
が
一
二
六
四
年
で
、
文
永
元
年
聖
人
四
十 

 
 
 

三
歳
の
時
で
、
伊
豆
伊
東
流
罪
赦
免
に
な
っ
た
翌
年
で
あ
る
。
こ
の
ク
ビ
ラ
イ
が
元
の
世
祖
で
あ
り
、
文
永
五
年 

 
 
 

正
月
一
日
に
国
書
を
わ
が
国
に
発
し
た
当
の
本
人
で
あ
る
。 

二 

文
永
五
年
正
月
一
日
に
日
本
国
に
と
っ
て
、
驚
天
動
地
の
こ
と
が
起
き
た
と
、
前
に
書
い
た
。
す
な
わ
ち
蒙
古 

 
 
 

の
国
書
が
九
州
の
太
宰
府
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。 

太
宰
府
は
九
州
本
線
二
日
市
駅
の
東
方
に
あ
っ
て
、
現
在
は
太
宰
府
町
と
い
っ
て
お
る
。
支
那
大
陸
や
朝
鮮
方 

 
 
 

面
の
外
交
及
び
国
防
上
の
重
要
な
仕
事
を
し
た
の
が
太
宰
府
で
あ
る
。
当
時
の
支
那
朝
鮮
方
面
の
外
交
と
い
う
も 

 
 
 

の
は
、
歴
史
に
う
と
い
わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
と
こ
ろ
と
違
っ
て
、
な
か
な
か
活
溌
な
も
の
が
め
っ
た
。
九
州
は 

 
 
 

元
来
朝
鮮
や
支
那
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
昔
か
ら
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
鎌
倉
時
代
に
も
相
当
の
交 

 
 
 

渉
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

朝
鮮
に
つ
い
て
い
え
ば
、
九
州
の
辺
民
が
朝
鮮
と
の
交
易
と
い
つ
わ
っ
て
沿
岸
を
あ
ら
す
の
で
、
朝
鮮
（
当
時 
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は
高
麗
国
）
よ
り
わ
が
方
の
船
舶
は
年
に
一
回
二
艘
と
申
し
込
ん
で
き
て
お
る
。
こ
れ
は
弘
長
三
年
（
文
永
五
年 

 
 
 

よ
り
六
年
前
）
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
年
に
対
馬
の
漁
民
が
朝
鮮
の
態
神
県
勿
島
に
交
易
の
船
を
か
す 

 
 
 

め
と
り
、
橡
島
に
あ
ら
わ
れ
て
掠
奪
を
や
っ
た
の
で
、
四
月
に
高
麗
か
ら
厳
重
な
抗
議
が
き
た
。
す
な
わ
ち
、
禁 

 
 
 

札
の
厳
守
と
掠
奪
品
の
還
付
で
あ
る
。
わ
が
方
は
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
、
米
息
麦
牛
皮
を
か
え 

 
 
 

し
た
と
あ
る
。
昭
和
の
昨
今
で
は
、
こ
ち
ら
が
掠
奪
さ
れ
る
方
の
側
に
な
っ
て
お
る
が
、
掠
奪
さ
れ
る
さ
れ
な
い 

 
 
 

は
国
力
の
相
違
に
よ
る
の
か
知
ら
な
い
が
、
彼
我
の
交
渉
は
複
雑
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
あ
ま
り
九
州
沿
岸
の 

 
 
 

住
民
が
、
朝
鮮
の
沿
岸
を
あ
ら
す
の
で
、
た
ま
り
か
ね
て
、
朝
鮮
が
蒙
古
に
頼
ん
で
、
つ
い
に
日
本
征
伐
に
な
っ 

 
 
 

た
の
で
あ
る
と
い
う
説
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。 

支
那
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
そ
の
交
易
交
渉
は
朝
鮮
よ
り
古
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
、
鎌
倉
時
代
は
宋
と 

 
 
 

の
貿
易
が
大
変
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
日
宋
貿
易
を
盛
ん
に
し
た
の
は
平
清
盛
で
あ
っ
て
、
宋
時
代
の
貿
易
は
非
常 

 
 
 

に
自
由
な
貿
易
で
、
日
本
商
船
も
宋
に
行
く
し
、
宋
国
の
商
船
も
日
本
に
来
る
と
い
っ
た
調
子
で
後
の
明
時
代
の 

 
 
 

や
う
に
、
明
国
商
船
の
日
本
に
渡
航
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
、
日
本
商
船
の
み
寧
波
港
に
入
港
を
許
可
し
た
時
代
と 

 
 
 

は
大
変
な
相
違
で
あ
る
。
平
清
盛
時
代
の
左
大
臣
藤
原
頼
長
が
、
送
っ
て
く
れ
た
書
籍
の
代
金
と
し
て
、
沙
金
を 

 
 
 

宋
の
商
人
に
送
っ
た
時
、
宋
の
周
良
史
と
い
う
者
が
、
日
本
の
爵
位
を
望
ん
だ
と
い
う
話
が
あ
る
。 

周
良
史
は
父
は
宋
人
で
母
は
日
本
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
仁
平
年
間
（
西
暦
一
一
五
一
年
）
の
こ
と
で
あ
る
か 

 
 
 

ら
、
近
松
の
国
性
爺
合
戦
（
父
は
明
人
、
母
は
日
本
人
）
が
書
か
れ
た
五
百
年
前
の
話
で
あ
る
。
周
良
史
の
父
が 
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貿
易
商
人
で
し
ば
し
ば
日
本
に
き
て
お
る
う
ち
に
、
日
本
婦
人
を
妻
と
し
て
、
生
ま
れ
た
の
が
周
良
史
な
の
で
あ 

 
 

る
。 平

清
盛
は
太
宰
府
に
お
い
て
、
帥
（
太
宰
府
の
長
官
）
の
輔
佐
官
で
あ
る
大
弐
の
役
を
し
て
お
っ
て
、
宋
国
と 

 
 
 

貿
易
す
る
の
利
を
ま
の
あ
た
り
み
て
お
っ
た
の
で
、
天
下
を
と
る
と
、
兵
庫
の
築
港
を
完
成
し
て
日
宋
貿
易
を
盛 

 
 
 

ん
に
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
時
代
の
日
本
商
船
は
寧
波
港
（
宋
の
都
は
杭
州
に
あ
っ
て
、
寧
波
港
は
東
京
と
横
浜
の
関
係
み
た
い
で
あ 

 
 
 

っ
た
）
に
入
港
し
た
の
だ
が
、
渡
航
は
春
と
秋
と
の
潮
の
よ
い
時
だ
け
に
限
ら
れ
て
お
っ
た
か
ら
、
日
本
商
人
も 

 
 
 

半
年
ぐ
ら
い
は
寧
波
港
に
滞
在
す
る
の
を
常
と
し
、
ま
た
宋
人
も
日
本
に
お
れ
ば
博
多
に
半
年
は
滞
在
す
る
と
い 

 
 
 

う
状
態
で
あ
っ
た
。
一
航
海
で
多
い
時
は
千
人
、
少
な
い
時
で
も
三
、
四
百
人
の
商
人
が
往
復
し
た
の
で
あ
る
か 

 
 

ら
、
宋
代
に
は
数
百
人
の
日
本
商
人
が
寧
波
港
に
滞
在
し
た
の
で
あ
る
。
あ
る
時
に
は
こ
の
日
本
商
人
が
、
宋
人 

 
 
 

と
の
間
に
紛
争
を
起
し
て
、
日
本
商
船
の
寧
波
港
入
港
禁
止
令
が
出
た
程
で
あ
っ
た
。 

即
ち
、
日
本
商
人
の
揚
栄
陳
七
太
の
二
人
が
張
本
人
と
な
り
、
宋
人
と
の
間
に
大
喧
嘩
を
し
た
。
こ
れ
は
喧
嘩 

 
 
 

と
は
い
え
な
い
程
の
出
来
事
で
、
遂
に
杭
州
の
中
央
政
府
に
ま
で
き
こ
え
て
し
ま
い
、
杭
州
の
中
央
政
府
は
太
宰 

 
 
 

府
に
日
本
商
人
の
在
留
を
禁
じ
、
事
後
日
本
商
船
の
宋
国
渡
航
を
禁
止
す
る
と
い
う
通
達
を
よ
こ
し
た
の
で
あ 

 
 
 

る
。 太

宰
府
で
は
日
本
商
船
の
渡
航
禁
止
に
驚
き
、
二
人
の
者
は
厳
罰
に
処
す
る
か
ら
、
日
本
商
船
の
渡
航
禁
止
を 
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解
除
し
て
も
ら
い
た
い
と
申
し
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
渡
航
禁
止
で
一
番
打
撃
を
蒙
む
る
の
は
、
博
多
の
商
人
で
あ 

 
 
 

る
か
ら
、
太
宰
府
の
役
人
も
一
生
懸
命
で
交
渉
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
博
多
の
商
人
が
打
撃
を
こ
う
む
る 

 
 
 

よ
う
に
、
宋
国
の
商
人
も
一
大
打
撃
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
渡
航
禁
止
令
は
事
実
上
は
な
が
つ
づ
き
し
な
か
っ
た 

 
 
 

と
み
え
る
。
し
か
し
、
商
船
の
数
の
制
限
を
宋
国
か
ら
申
し
込
ま
れ
、
太
宰
府
に
、
日
本
商
船
の
渡
航
数
は
年
度 

 
 
 

十
艘
に
制
限
す
る
と
、
宋
政
府
か
ら
通
告
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
建
長
六
年
（
文
永
五
年
よ
り
十
五
年
前
、
聖
人
の 

 
 
 

宗
旨
建
立
は
建
長
五
年
）
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
支
那
と
の
交
渉
は
鎌
倉
時
代
に
は
な
か
な
か
活
撥
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
な
ず
け
る
。 

さ
て
宋
の
国
は
、
蒙
古
第
五
代
の
ク
ビ
ラ
イ
の
時
に
亡
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
宋
と
の
交
渉
は
な
く
な 

 
 
 

り
、
こ
れ
に
代
っ
て
ク
ビ
ラ
イ
が
現
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。 

ク
ビ
ラ
イ
は
蒙
古
の
初
代
テ
ム
ジ
ン
と
同
様
に
、
英
雄
的
な
人
物
で
、
機
会
あ
る
ご
と
に
侵
略
の
手
を
の
ば
し 

 
 
 

て
、
安
南
か
ら
南
洋
諸
国
ま
で
平
定
し
て
、
そ
の
命
令
に
そ
む
く
も
の
は
た
ち
ま
ち
に
征
服
の
剣
を
と
っ
て
、
当 

 
 
 

時
、
世
界
中
そ
の
武
威
に
抗
敵
す
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
程
で
あ
る
。 

い
か
な
る
動
機
で
日
本
征
伐
を
企
て
た
か
と
い
う
と
、
高
麗
の
亡
命
客
で
チ
ヨ
ウ
イ
と
い
う
人
物
が
日
本
征
伐 

 
 
 

を
す
す
め
た
と
い
わ
れ
る
。
チ
ヨ
ウ
イ
は
高
麗
の
自
分
の
国
を
悪
口
し
て
、
日
本
の
文
物
に
み
る
べ
き
も
の
あ
っ 

 
 

て
、
極
東
の
宝
庫
で
あ
る
と
の
べ
て
、
ク
ビ
ラ
イ
の
野
心
を
あ
お
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
の
説
に
よ 

 
 
 

る
と
、
ク
ビ
ラ
イ
が
日
本
に
使
者
を
送
っ
た
の
は
日
本
の
富
に
垂
涎
し
た
と
い
う
。 
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一
説
に
よ
る
と
、
ク
ビ
ラ
イ
が
日
本
に
使
者
を
よ
こ
し
た
の
は
、
元
の
時
代
に
な
る
と
、
宋
時
代
の
ご
と
き
貿 

 
 
 

易
が
と
だ
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
と
だ
え
た
貿
易
を
促
進
す
る
た
め
に
、
使
者
を
よ
こ
し
た
の
で
あ
る
と
い 

 
 
 

う
説
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
ク
ビ
ラ
イ
が
日
本
だ
け
を
征
服
か
ら
除
外
す
る
筈
は
な
い
か
ら
、
妥
当
と
は
受 

 
 
 

け
と
れ
な
い
。
支
那
人
（
明
人
の
史
家
）
の
書
い
た
も
の
を
み
る
と
、
寧
波
港
に
渡
航
す
る
日
本
商
船
が
乱
暴
を 

 
 
 

は
た
ら
く
の
で
、
ク
ビ
ラ
イ
は
使
を
派
遣
し
て
こ
れ
を
さ
と
し
た
が
、
日
本
が
こ
れ
に
応
じ
な
い
の
で
、
文
永
弘 

 
 
 

安
の
役
に
な
っ
た
と
書
い
て
お
る
が
、
こ
れ
は
ク
ビ
ラ
イ
の
野
心
を
う
ま
く
脚
色
し
て
書
い
た
も
の
で
、
こ
れ
は 

 
 
 

支
那
人
が
書
い
て
お
る
と
い
っ
た
だ
け
で
、
そ
の
通
り
だ
と
は
承
知
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
鎌
倉
の
幕
府
は
、
宋 

 
 
 

が
亡
ん
で
元
に
な
っ
た
こ
と
に
は
好
意
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。 

 

日
本
商
船
の
入
航
す
る
寧
波
港
は
、
建
治
二
年
に
蒙
古
が
お
と
し
い
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
文
永
五
年
か
ら
九 

 
 
 

か
年
後
な
の
で
、
元
の
時
代
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
寧
波
港
に
日
本
商
船
は
入
航
し
て
お
っ
た
。
ち
な
み
に
い 

 
 
 

う
と
、
支
那
の
茶
と
絹
が
日
本
に
入
る
貿
易
品
の
主
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

鎌
倉
の
建
長
寺
の
住
職
道
隆
は
宋
国
人
で
あ
っ
て
、
三
十
三
歳
の
時
に
、
商
船
に
の
っ
て
わ
が
国
に
き
た
り
太 

 
 
 

宰
府
に
つ
い
た
。
時
に
寛
元
四
年
で
聖
人
は
叡
山
留
学
中
で
あ
っ
た
。
北
条
時
頼
は
建
長
五
年
に
建
長
寺
が
落
成 

 
 
 

す
る
と
、
こ
の
宋
僧
を
呼
ん
で
建
長
寺
の
開
山
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
み
て
も
、
わ
が
国
が
い
か
に
当 

 
 
 

時
親
宋
的
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
元
が
そ
の
宋
国
を
亡
ぼ
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
鎌
倉
幕
府
は
、
元
に
対
し
て 

 
 

は
、
好
感
の
も
て
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。 
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文
永
五
年
正
月
一
日
に
高
麗
国
王
の
使
者
バ
ン
プ
が
、
蒙
古
の
国
書
を
筑
前
の
太
宰
府
に
招
来
し
た
の
で
あ
る 

 
 
 

が
、
実
は
こ
の
工
作
は
文
永
三
年
か
ら
続
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

ク
ビ
ラ
イ
は
、
当
時
の
国
際
の
常
道
を
ふ
ん
で
、
高
麗
国
を
通
じ
て
、
わ
が
日
本
に
一
書
を
い
た
し
た
。
文
永 

 
 
 

三
年
の
蒙
古
の
国
使
コ
ク
テ
キ
、
同
副
使
イ
ン
コ
ウ
は
高
麗
国
の
使
者
ク
ン
ピ
、
副
使
キ
ン
サ
ン
を
従
え
て
日
本 

 
 
 

に
向
け
て
出
発
し
た
の
で
あ
る
が
、
海
が
あ
れ
て
日
本
に
来
る
こ
と
な
ら
ず
、
途
中
か
ら
引
き
か
え
し
て
し
ま
っ 

 
 
 

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
高
蒙
は
、
文
永
四
年
の
正
月
に
ク
ン
ピ
を
蒙
古
使
者
の
コ
ク
テ
キ
に
従
わ
せ
て
、
蒙
古 

 
 
 

に
行
き
ク
ビ
ラ
イ
に
報
告
し
た
。
と
て
も
と
て
も
海
が
あ
れ
て
ゆ
け
ま
せ
ん
。
大
洋
万
里
風
濤
天
を
け
る
を
見
る 

 
 

云
々
と
上
奏
文
に
あ
る
。
し
か
も
彼
の
日
本
人
た
る
や
頑
固
で
礼
儀
な
ど
な
い
国
民
で
、
到
底
大
国
が
通
好
す
る 

 
 
 

よ
う
な
国
で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
申
し
上
げ
て
、
仲
介
の
労
役
を
と
る
の
を
逃
が
れ
よ
う
と
し
た
が
、
ク
ビ
ラ
イ
は 

 
 
 

そ
ん
な
逃
げ
口
上
で
日
本
征
伐
の
野
望
を
す
て
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。 

 

ク
ビ
ラ
イ
は
国
使
コ
ク
テ
キ
、
イ
ン
コ
ウ
の
二
人
を
再
び
高
麗
に
派
遣
し
て
、
高
麗
国
王
の
不
誠
意
を
難
詰
し 

 
 
 

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
高
麗
王
は
や
む
を
得
ず
、
文
永
四
年
九
月
二
十
三
日
、
バ
ン
プ
を
国
使
と
し
て
、
蒙 

 
 
 

古
及
び
高
麗
の
国
書
を
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
せ
る
た
め
に
出
発
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
蒙
古
の
使
節
を
同 

 
 
 

行
せ
し
め
な
か
っ
た
の
は
、
自
分
の
国
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
、
日
本
に
交
渉
を
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ 
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る
。 

 
ハ
ン
プ
は
十
一
月
対
馬
に
着
き
、
翌
文
永
五
年
正
月
一
日
に
太
宰
府
に
到
着
し
て
、
蒙
古
国
書
及
び
高
麗
国
副 

 
 
 

書
を
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
。 

 

正
月
の
一
日
と
い
え
ば
、
昔
か
ら
め
で
た
い
こ
と
と
き
ま
っ
て
お
る
の
に
、
蒙
古
の
国
書
が
、
そ
の
正
月
一
日 

 
 
 

に
提
出
さ
れ
た
と
は
、
日
本
国
を
あ
げ
て
の
大
騒
動
に
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。 

三 

「
大
蒙
古
国
皇
帝
が
、
一
書
を
日
本
国
皇
帝
に
奉
つ
る
。
昔
か
ら
、
小
国
が
相
な
ら
ん
で
い
た
際
で
も
、
互
に
好 

 
 
 

を
結
び
、
親
睦
を
旨
と
し
た
。
況
ん
や
、
大
蒙
古
皇
帝
が
、
天
の
命
を
受
け
て
、
支
那
を
統
一
し
、
位
に
つ
い
た 

 
 
 

の
で
、
四
方
の
国
々
は
、
我
が
国
威
を
お
そ
れ
、
徳
を
し
た
う
国
々
の
数
は
数
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
程
で
あ 

 
 
 

る
。
高
麗
国
は
我
が
蒙
古
の
東
藩
で
あ
る
が
、
度
々
、
戦
乱
を
重
ね
て
、
あ
わ
れ
む
べ
き
状
態
に
陥
い
っ
た
か 

 
 
 

ら
、
種
々
と
労
を
と
っ
て
や
っ
た
。
故
に
我
が
蒙
古
国
と
高
麗
国
と
は
、
義
に
於
て
は
君
臣
で
あ
る
が
、
歓
に
於 

 
 
 

て
は
父
子
の
如
く
だ
。
高
麗
国
は
蒙
古
の
国
の
東
藩
で
あ
る
、
日
本
は
そ
の
高
麗
国
に
近
く
、
開
国
以
来
支
那
の 

 
 
 

国
と
通
好
し
て
お
る
の
に
、
蒙
古
国
と
な
っ
た
の
に
何
故
貢
物
を
、
我
に
呈
し
な
い
の
か
。
恐
ら
く
、
私
の
即
位 

 
 
 

を
知
ら
ぬ
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
故
、
念
の
た
め
に
告
げ
る
。
聖
人
は
四
海
を
以
て
家
と
す
る
。
好
み
を 
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通
じ
な
い
と
、
一
家
の
道
理
に
そ
む
く
わ
け
で
あ
る
。
貴
国
が
早
く
貢
物
を
届
け
れ
ば
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
が
、
若 

 
 
 

し
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
止
か
を
得
ず
、
戦
争
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
モ
の
辺
を
考
え
て
、
適
当
の
処
置
を
と
る 

 
 
 

の
が
よ
ろ
し
い
」 

 

以
上
が
文
永
五
年
正
月
一
日
、
ハ
ン
プ
が
太
宰
府
に
さ
し
出
し
た
、
蒙
古
の
国
書
で
あ
る
。 

 

こ
の
国
書
が
鎌
倉
の
幕
府
に
到
着
し
た
の
は
、
閏
の
正
月
十
八
日
で
あ
っ
た
。
幕
府
は
こ
れ
を
二
月
七
日
に
、 

 
 
 

京
都
の
朝
廷
に
奏
上
し
た
。 

 

八
日
、
朝
廷
で
は
、
元
老
会
議
を
ひ
ら
き
、
前
関
白
二
条
良
実
、
同
一
条
実
経
、
関
白
近
衛
基
平
、
前
大
臣
徳 

 
 
 

大
寺
実
基
、
前
左
大
臣
洞
院
実
雄
等
々
を
召
し
出
し
て
、
各
自
の
意
見
を
ち
よ
う
さ
れ
、
会
議
は
連
日
に
わ
た 

 
 
 

り
、
容
易
に
決
定
を
み
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
会
議
の
主
題
は
、
内
容
の
検
討
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
こ
の 

 
 
 

蒙
古
の
国
書
に
返
書
を
や
る
か
や
ら
ぬ
か
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

 

こ
の
年
、
す
な
わ
ち
文
永
五
年
（
一
二
六
八
年
）
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
、
九
十
五
年
前
の
延
久
五
年
（
一
〇
七
三 

 
 

年
、
支
那
は
当
時
、
宋
の
時
代
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
宋
の
皇
帝
よ
り
、
わ
が
白
河
天
皇
に
、
自
筆
の
文
書
と
贈 

 
 
 
 

物
と
が
贈
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。 

 

こ
の
宋
皇
帝
の
文
書
と
贈
物
が
、
支
那
よ
り
日
本
の
朝
廷
に
到
着
し
た
の
は
、
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
年
）
年
）
の 

 

正
月
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
品
物
を
受
く
べ
き
や
否
や
に
つ
い
て
、
連
日
会
議
が
ひ
ら
か
れ
、
そ
の
年
の
十
月
に
な 

 
 
 

っ
て
も
な
お
評
議
が
つ
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宋
皇
帝
の
自
筆
の
書
中
に
「
廻
賜
日
本 
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国
」
の
文
字
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。 

 
朝
廷
で
は
、
廻
賜
な
る
語
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
頭
を
痛
め
た
。
日
本
国
の
名
分
上
、
廻
賜
な
る
語
を
い
か
に 

 
 
 

解
釈
す
べ
き
か
に
あ
っ
た
。
廻
賜
と
い
う
こ
と
ば
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
、
儒
家
、
有
識
家
、
陰
陽
師 

 
 
 

等
に
つ
い
て
論
文
を
提
出
さ
せ
、
一
度
で
こ
と
た
ら
ず
、
二
度
も
論
文
を
諸
家
か
ら
募
集
し
て
評
議
し
た
と
い 

 
 
 

う
。
こ
れ
で
は
、
正
月
か
ら
十
月
ぐ
ら
い
ま
で
か
か
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
結
果
は
答
礼
を
出
す
こ 

 
 
 

と
に
な
っ
た
。
答
礼
は
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
答
礼
に
持
参
す
る
品
物
を
な
ん
に
す
る
か
、
こ
れ
が
ま
た
問
題 

 
 
 

と
な
り
翌
年
の
六
月
に
、
品
物
の
評
議
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
ま
た
、
そ
れ
こ
そ
、
お
公
卿
さ
ん
達
の
話
で
、
あ
あ 

 
 
 

で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
い
い
あ
っ
て
き
ま
ら
ず
、
次
の
年
の
承
歴
元
年
（
一
〇
七
七
年
）
五
月
に
な
っ
て
、 

 
 
 

よ
う
や
く
、
宋
国
に
持
参
す
べ
き
答
礼
の
品
物
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
。 

 

朝
廷
に
宋
国
の
国
書
と
贈
物
が
き
て
、
こ
れ
に
答
礼
す
べ
き
や
、
持
参
す
べ
き
品
物
は
な
ん
に
す
る
か
、
と
い 

 
 
 

う
こ
と
に
三
年
間
も
つ
い
や
し
て
お
る
。
さ
て
、
三
年
た
っ
て
、
よ
う
や
く
答
礼
の
返
書
も
出
来
、
品
物
を
も 

 
 
 

ち
、
答
礼
使
と
し
て
僧
侶
の
仲
回
が
宋
国
に
出
発
し
た
の
で
あ
る
。 

 

仲
回
は
宋
国
の
都
、
落
陽
に
入
っ
た
が
、
宋
の
朝
廷
に
、
三
年
も
か
か
っ
て
こ
し
ら
え
た
、
日
本
の
国
書
も
贈 

 
 
 

物
も
、
献
上
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
何
故
、
宋
の
朝
廷
が
日
本
の
国
書
を
受
け
と
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う 

 
 

と
、
日
本
の
国
書
が
、
宋
に
対
し
て
対
等
国
の
態
度
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
な
の
で
あ
っ
た
。 

鳥
羽
天
皇
の
元
永
元
年
（
一
一
一
八
年
）
と
い
え
ば
、
前
述
か
ら
四
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
宋 
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の
徽
宗
皇
帝
が
日
本
に
国
書
を
い
た
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
書
中
で
は
、
は
っ
き
り
と
日
本
国
を
東
夷
と
呼 

 
 

び
、
よ
ろ
し
く
事
大
（
力
の
強
大
な
る
方
に
つ
か
え
る
こ
と
）
の
誠
を
い
た
せ
と
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
に
返
書
す 

 
 
 

る
か
、
し
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
評
議
が
な
が
く
つ
づ
い
た
が
、
決
す
る
こ
と
な
く
、
う
や
む
や
に
す
ぎ
て
し
ま 

 
 
 

っ
た
。 

以
上
の
よ
う
に
、
朝
廷
に
お
い
て
は
、
わ
が
日
本
は
東
海
の
君
子
国
と
し
て
太
平
洋
戦
争
当
時
日
本
人
が
、
日 

 
 
 

本
国
に
も
っ
て
い
た
よ
う
な
、
万
邦
無
比
の
国
と
し
て
威
張
っ
て
い
た
の
だ
が
、
隣
国
の
支
那
は
自
己
の
国
を
み 

 
 
 

る
こ
と
、
日
本
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
支
那
以
外
は
全
部
え
び
す
と
み
な
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
日
本
も
そ
の
例
に 

 
 
 

も
れ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

平
清
盛
は
政
権
を
握
る
と
、
宋
国
と
貿
易
す
る
こ
と
の
利
益
を
知
っ
て
お
っ
た
の
で
、
兵
庫
の
港
を
築
港
し
、 

 
 
 

音
戸
の
瀬
戸
を
修
築
し
て
、
船
舶
の
往
来
を
便
に
し
、
宋
国
人
の
わ
れ
に
き
た
る
も
の
は
、
非
常
に
多
く
な
っ
た 

 
 
 

の
で
あ
る
。 

高
倉
天
皇
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
年
）
に
、
後
白
河
法
皇
が
、
摂
津
の
福
原
に
あ
る
、
平
清
盛
の
別
荘
に
行
幸 

 
 
 

さ
れ
て
宋
国
人
を
み
ら
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
当
時
の
公
卿
は
大
変
に
お
ど
ろ
き
、
藤
原
兼
実
は
日
記
に
、
わ 

 
 
 

が
朝
延
喜
以
来
未
曾
有
の
こ
と
で
、
こ
れ
天
魔
の
わ
ざ
か
と
嘆
い
た
と
あ
る
。
こ
れ
が
八
十
年
た
つ
と
、
宋
国
人 
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の
僧
侶
が
、
鎌
倉
建
長
寺
の
住
職
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
時
代
の
推
移
も
あ
る
が
、
い
か
に
宋
国
と
の
往
復
が
盛 

 
 
 

ん
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。 

承
安
二
年
（
一
一
七
三
年
）
に
は
寧
波
港
所
在
地
の
明
州
の
役
人
か
ら
贈
物
と
と
も
に
一
書
を
い
た
し
た
が
、 

 
 
 

一
通
は
日
本
国
王
に
賜
わ
る
と
あ
り
、
一
通
は
太
政
大
臣
に
送
る
と
あ
っ
た
。
こ
れ
も
朝
廷
に
お
い
て
、
公
卿
達 

 
 

が
、
賜
う
と
い
う
が
ご
と
き
字
は
、
わ
が
国
体
の
権
威
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
る
、
品
物
は
返
却
し
、
返
書
に
も 

 
 
 

及
ば
ぬ
と
公
卿
の
説
は
一
致
し
、
儒
者
の
大
家
、
清
原
頼
業
は
大
い
に
憤
慨
し
て
、
返
却
を
主
張
し
た
と
い
う
こ 

 
 
 

と
で
あ
る
。 

前
述
の
ご
と
き
尊
大
な
宋
国
で
あ
る
か
ら
、
日
本
国
王
に
贈
物
を
し
た
り
、
国
書
を
い
た
す
な
ぞ
到
底
あ
る
べ 

 
 
 

き
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
は
明
州
の
一
地
方
公
使
が
、
勝
手
に
日
本
国
王
に
賜
わ
る
と
や
っ
た
仕
事
で
あ
る
こ
と 

 
 
 

な
ぞ
、
充
分
承
知
の
平
清
盛
は
、
公
卿
の
意
見
な
ぞ
に
は
耳
も
か
た
む
け
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
日
宋
貿
易
の
莫 

 
 
 

大
な
利
益
を
忘
れ
ず
、
ひ
た
す
ら
貿
易
振
興
を
願
う
平
清
盛
は
、
宋
国
に
国
書
の
返
礼
す
る
こ
と
を
朝
廷
に
申
し 

 
 
 

出
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
承
安
三
年
三
月
末
に
返
牒
を
送
る
こ
と
を
決
定
し
、
後
白
河
法
皇
よ
り
贈
物
を
宋 

 
 
 

の
使
者
に
渡
さ
れ
、
清
盛
に
勅
し
て
、
宋
国
に
返
牒
を
送
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
朝
廷
も
隣
国
支
那
か
ら
の
国
書
は
た
び
た
び
う
け
と
っ
て
お
る
の
で
、
先
例
の
あ
る 

 
 
 

こ
と
で
あ
る
が
、
万
邦
無
比
と
思
い
こ
ん
で
お
る
わ
が
国
体
の
上
か
ら
、
返
書
を
出
す
時
は
相
当
し
ん
ち
ょ
う
に 

 
 
 

考
え
て
い
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。 
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蒙
古
の
国
書
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
宋
国
か
ら
き
た
承
保
二
年
の
国
書
の
ご
と
く
、
三
年
間
も
評 

 
 
 

議
を
つ
づ
け
て
お
る
と
い
う
が
ご
と
き
、
前
代
未
聞
の
ゆ
う
ち
ょ
う
さ
を
続
け
て
お
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。  

 

と
い
う
の
も
こ
の
蒙
古
国
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
噂
が
意
外
に
も
早
く
広
が
り
、
す
で
に
正
月
十
日
頃
に
は
、
蒙 

 
 

古
の
国
が
、
日
本
国
を
せ
め
て
く
る
ぞ
と
い
う
評
判
が
、
民
間
に
た
つ
程
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
評
判
が
民
間
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
は
、
朝
廷
も
長
い
こ
と
評
議
を
し
て
お
る
暇
が
な
か
っ
た
。 

 
 
 

そ
れ
で
も
即
決
し
た
の
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
お
公
卿
さ
ん
流
儀
で
、
儒
者
や
有
識
家
や
陰
陽
師
等
に
い
ろ
い
ろ 

 
 
 

勘
文
を
つ
の
り
蒙
古
の
国
書
に
つ
い
て
評
議
し
、
そ
の
結
果
が
、
劈
頭
に
掲
げ
た
、
蒙
古
の
国
書
の
文
字
が
無
礼 

 
 
 

で
あ
る
と
き
ま
り
、
返
書
は
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
四
月
に
、
中
御
門
経
任
は
上
皇
の
院
旨
を
受
け 

 
 

て
、
鎌
倉
幕
府
に
使
し
て
朝
議
を
申
し
つ
け
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
幕
府
は
、
京
都
の
公
卿
さ
ん
の
評
議
な
ど
は
あ
て
に
な
ら
ず
、
こ
れ
は
、
必
ら
ず
戦
争
と
な
る
と
思 

 
 
 

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
月
の
二
十
七
日
に
は
、
讃
岐
の
国
の
御
家
人
に
、
蒙
古
の
国
が
日
本
国
を
攻
め
る
か
も
し 

 
 
 

れ
な
い
か
ら
、
用
心
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
布
告
を
出
し
、
九
州
沿
岸
の
防
備
を
か
た
く
す
る
命
令
を
出 

 
 
 

し
て
お
っ
た
。 

 

か
く
て
、
蒙
古
の
国
書
に
は
返
書
を
与
え
な
い
こ
と
に
き
ま
り
、
従
っ
て
贈
物
を
つ
っ
か
え
し
、
高
麗
の
使
者 

 
 
 

ハ
ン
プ
は
五
か
月
間
、
太
宰
府
か
ら
一
歩
も
で
る
こ
と
な
く
、
四
月
（
一
説
に
は
七
月
と
も
い
う
）
つ
い
に
目
的 

 
 
 

を
達
せ
ず
、
帰
国
し
た
の
で
あ
る
。 
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当
時
の
人
び
と
は
、
蒙
古
の
国
を
ど
う
思
っ
て
お
っ
た
か
を
、
五
代
帝
王
物
語
（
後
堀
河
天
皇
よ
り
亀
山
天
皇 

 
 
 

に
至
る
五
代
間
の
こ
と
を
記
す
）
に
よ
っ
て
記
す
る
と
、 

「
蒙
古
国
、
も
と
は
キ
ッ
タ
ン
の
所
属
、
ダ
ッ
タ
ン
国
な
り
、
年
頃
キ
ッ
タ
ン
以
下
の
近
辺
の
諸
国
を
打
ち
と 

 
 
 

る
、
大
宋
国
も
三
百
余
州
の
う
ち
、
大
略
う
ち
と
ら
れ
て
、
僅
に
六
十
余
州
残
れ
り
、
高
麗
も
同
じ
く
せ
め
落
と 

 
 
 

さ
れ
て
、
臣
と
し
て
、
蒙
古
に
つ
か
う
よ
し
牒
状
に
も
の
せ
た
り
」
と
あ
る
。 


