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一

磐
余
と
い
う
地
名

は
古
代
王
権
を
論
じ
る
と
き
に
最
も
重
い
意
味
を
も

つ
べ

き

で
あ
る
が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
、
古
代
学

で
は
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
な
い

ま
ま
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

い
ず
れ
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な

る
が
、
古
代
王
権

の
実
体
が
史
料
的
に
不
透
明
で
あ
る
か
ら
な
の
だ
。
と
り
わ

け
磐
余
の
場
合
は
考
古
学
的

に
も
未
調
査

の
部
分
が
多

い
。

と
は
い
え
、
記
紀
の
伝
え
る
初
代
天
皇
神
武

の
称
号
が
イ
ワ
レ
ピ
コ

(神
倭

伊
波
礼
毘
古

〔『記
』〕
神
日
本
磐
余
彦

〔
『紀
』〕)
と
す
る
の
は
何
か
特
別

の
意

味
が
託
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
後

に
触
れ
る
こ
と
に
な

る
。.磐

余
は
石
村
あ
る
い
は
石
寸
と
も
表
記

さ
れ
る
が
、
語
義
を
正
し
く
示
し
て

い
る
の
憶
石
村

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
岩
山
が
群
が

っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
い
う
意

味
と
解
し
て
よ
い
。
し
た
が

っ
て
石
寸
の
寸
は
村
と
い
う
漢
字

の
偏
を
省
略
し

旁
だ
け
を
書

い
た
も
の
で
あ
り
、
磐
余

の

「余
」
は
、
「
わ
れ
」
と
い
う
よ
み

を
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。

従
来
、
磐
余

の
範
囲

に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
桜
井
市
西
南
部
あ
た
り
と
あ

い

・ま
い
に
い
わ
れ
て
き
た
が
、
も
ち
ろ
ん
磐
余

の
範
囲
を
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
と

い
う
よ
う
に
区
画
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
最
近
、
磐
余
と
は
や
は
り
岩
山

の
群
が
る
地
域
と
い
う
な
ら
ぽ
、
第
1
図
に
示
す
よ
う
に
今
ま
で
い
わ
れ
て
き

た
通
り
桜
井
市
西
南
部
あ
た
り
で
よ
い
と
思
う
が
、
阿
部
山
や
後
に
ふ
れ
る
若

桜
神
社
が
座
す
小
山
、
あ
る
い
は
鳥
見
山
な
ど

の
丘
陵
群

の
あ
る
地
理
的
空
間

に
由
来
す
る
地
名
で
は
な
い
か
と
い
う
思

い
を
私

は
強
く
し

つ
つ
あ
る
。

中
で
も

「イ

ワ
レ
」
と
そ

の
名

の
つ
く
神
社
が
阿
部
山

の
北

の
端
に
あ
る
石

寸
山
口
神
社

で
あ
る
。
延
喜
式
内
社

で
十
市
郡

に
属
す
が
、
『延
喜
式
』

の
祝

詞
に
は
六
社
の
山
口
神
社
の
名
が
あ
が

っ
て
い
る
う
ち
の

一
つ
で
あ
る
。
祭
神
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第1図 磐 余 と古代 地 名

1.鳥 見山2.小 字 「式嶋」3.等 弥神社4.若 桜神社5.石 寸山口神社6.阿 部山

7.訳 語田幸玉宮想定地8.上 之宮遺跡9.山 口神社10,稚 桜神社11.倉 梯宮想定地
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は
山
の
神
、

オ
オ
ヤ

マ
ツ
ミ
。
山
口
神
社

は
そ

の
名

の
と
お
り
山
の
入
り
口
に

鎮
座
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
石
寸
山
口
神
社

の
現
在

の
位
置
が
原
社
地

と
す
れ
ば
、
阿
部
山
こ
そ
が
磐
余

の
象
徴
的
な
山
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
異

説
も
あ

っ
て
原
社
地
を
さ
ら
に
南
の
同
市
高
田

の
山
口
神
社
に
あ
て
る
も

の
で

あ
る
。
た
だ
、
当
社
は
石
寸
山
口
神
社
と

よ
ん
で
い
な
い
。
と
に
か
く
真
偽

の

ほ
ど
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
そ
れ
で
も
高
田
の
地
は
旧
阿
部
地
区
で
あ
る

の
で
、
や
は
り
、
阿
部
山
は
磐
余
を
考
え

る
と
き

に
無
視
で
き
な
い
風
景
で
あ

る
。こ

の
石
寸
山
口
神
社

の
横
に
桜
井
市
教
育
委
員
会
が
立
て
た
さ
び
付

い
た
金

属
製

の
案
内
板
が
あ
り
、
い
ず
れ
こ
の
稿

で
ふ
れ
る
が
、
神
功
皇
后

の
磐
余
若

桜
宮
、
履
中
天
皇

の
磐
余
稚
桜
宮

の
伝
承
地

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

『大
和
志
』
に
は

「今
称
双
槻
神
社
」
と
あ

っ
て
、
後

に
述

べ
る
磐
余

の
諸
宮

の
一
つ
で
あ
る
用
明
天
皇

の
双
槻
宮
の
伝
承
も
あ
る
こ
と
が
し
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
阿
部
山
と
若
桜
神
社

の
小
山

の
北
を
帯

の
よ
う
に
寺
川
が
流
れ

(
1

)

て
い
る
。
こ
の
風
景
は
、
ま
さ
に
私
が
何
度

か
指
摘
し
、
こ
こ
で
も
そ
の
モ
デ

ル
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
古
代

の
宮

の
立
地
に
か
な
う
も
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
吉
野
宮
と
推
定
さ
れ
る
宮
滝
遺
跡

に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ

う

に
、
宮
推
定
地

の
北
に
吉
野
川
が
流
れ
、
さ
ら
に
そ
の
南
に
金
峰
山
の
北
端

に
あ
た
る
青
根

ケ
峯
を
配
し
て
い
る
構
図

と
同
様
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
山
と
川
か
ら
な
る
風
景
は
中
国

で
は

「天
」
を
示
す
も

の
で
、
そ

の
方

位

は
南
で
あ
る
。

初
期
王
権
が
磐
余

に
宮
を
求

め
た
理
由
は
右
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
、

一
応
解

答
を
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
地
形
条
件
は
磐
余
だ
け
に

か
ぎ

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
な
ぜ
磐
余
で
あ
る
の
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ぽ
、

容
易
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

い
ま
し
ば
ら
く
、
磐
余
と
そ
の
周
辺

の
古
代
を
追

っ
て
い
き
た
い
。

二

い
き
お
い
、
話
は
保
田
與
重
郎

の
こ
と
に
と
ぶ
。
小
稿

は
、
古
代
王
権
論

の

場
と
し
て
の
磐
余
と
日
本
浪
漫
派

の
担

い
手

の
一
人
と
さ
れ
た
保
田
與
重
郎

の

郷
里
が
古
代

の
磐
余
付
近

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
芸
者
と
し
て
の
王
権
の
風
景

へ
の
視
座
を
並
行
的

に
な
が
め
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

(
2
)

私
は
保
田
の
評
伝
を
書
く
意
図
も
な
い
し
、
彼

に
つ
い
て
知
る
と
こ
ろ
は
少
な

い
。
た
だ
保
田
と

い
う
文
芸
者

の
風
景
観
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と

い
う
そ
れ

だ
け

の
理
由
か
ら
で
あ

る
。

保
田
は
明
治
四
十
三
年

(
一
九

一
〇
)
四
月
十
五
日
奈
良
県
磯
城
郡
桜
井
町

四
百
番
屋
敷

(現
在
の
桜
井
市
桜
井
七
百
八
十
番
地
)
で
父
槌
三
郎
と
母
保
榮
と

(
3

)

の
間

に
四
男
三
女

の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
畝
傍
中
学
か
ら
大
阪
高
等
学
校

を
卒
業
し
東
京
帝
国
大
学
に
進
み
、
郷
里
桜
井

か
ら
居
住
地
を
離
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
後
、
皇
紀
二
千
六
百
年
の
紀
元
節
を
郷
里
で
迎
え
る
た
め
に
昭
和

(
4

)

 十
五
年

(
一
九
四
〇
)
に

一
ヶ
月
近
く
帰
郷
し
て
い
る
。

保
田
は
そ
れ
か
ら
二
年
後

の
昭
和
十
七
年

(
一
九
四
二
)
『風
景

と
歴
史
』
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(
5
)

を
上
梓
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
後
に
ふ
れ
る

「鳥
見
靈
時
」
な
ど
が
収
め
ら
れ

(
6
)

て
い
る
が
、
最
終
章
は

「風
景
と
歴
史
」

と
し
て
し
め
く
く

っ
て
い
る
。
彼
の

風
景
観
に
つ
い
て
本
質
的
に
述

べ
ら
れ
て

い
る
が
、

一
部
分
だ
け
引
用
す
る
に

と
ど
め
よ
う
。

一
般
が
露
骨
で
煽
情
的
な
風
景
に

の
み
心
を
ひ
か
れ
る
や
う
に
な

つ
た

の
は
、
日
本

の
讀
書
人
、
即
ち
所
謂
文
化
人
が
、
風
景
觀
上
の
傳
統
を
失

ひ
、
文
人
が
歴
史
を
忘
れ
、
す
べ
て
が
文
明
開
化
と
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
風
景
と
い
ふ
も

の
は
こ
〉
で
故
郷
と
い
つ
た
思
想
で
代
表
さ
れ
る

(
7
V

と
き
、
そ
れ
は
單
に
外

に
あ
る
景
觀

で
な
く
、
わ
が
心
中

の
景
色
で
あ
る
。

故
郷
は
思
想

で
あ
る
と
い
ふ
意
味

も
、
日
本
人

の
考

へ
方
か
ら
出
た
風

景
觀
と
し
て
、
帥
ち
そ
の
風
景
の
思
想
が
も

つ
歴
史

の
性
格
に
よ
つ

て
云

(
8
)

ひ

得

る

こ

と

で
あ

る
。

こ
こ
で
保
田
與
重
郎
が
い

っ
て
い
る
故
郷

の
意
味
は
と
ら
え
に
く

い
。
み
ず

か
ら
の
生
ま
れ
育

っ
た
桜
井

の
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
国

の
伝
統
に
根
ざ
す
魂

の
根
源
の
よ
う
な
こ
と
を
も

い
い
、
そ
れ
を
思
想
と
表
現
し
て
い
る
と
も
解
さ

れ
る
。
だ
が
、
保
田
に
と

っ
て
彼

の
生
地

こ
そ
個
人

の
故
郷
で
あ
る
と
同
時
に

国

の
は
じ
ま
り
の
原
点
と
し
て
の
故
郷
で
あ

っ
た
。
そ
の
点

に
お
い
て
保
田
が

故
郷
と
い
う
と
き
は
生
地
で
あ
り
、
古
代

の
大
和
で
も
あ
る
の
だ
。
彼

の
風
景

観
は
そ
こ
に
視
座
を
据
え
る
。

こ
こ
に
あ
げ
た
文

の
初
出
は
昭
和
十
七
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
十
年
前

の

昭
和
七
年

に
保

田
は
東
京
帝
国
大
学
在
学
中

に

「
郷
土
」

に
つ
い
て
書

い
て

,
(
9

)

い
る
。
こ
こ
で
は
文
字
通
り
、
故
郷

の
桜
井
尋
常
小
学
校

の
同
窓
会
誌

へ
の
寄

稿
で
あ
る
が
、
す
で
に
十
年
後

の
こ
と
を
予
察
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
個
人
で
あ
る
と
共

に
民
族

そ
れ
は
杜
會
形
態
の
基
礎

的
な

一
つ
の
型
と
し
て
の
も

の
だ
が

の
一
人
で
あ
る
。
從

つ
て
わ
れ

わ
れ
が
郷
土
を
考
え
る
場
合
二
つ
の
意
味
で
そ
れ
を
考
ね
ば
な
ら
な

い
。

部
ち
個
人
の
郷
土
と
民
族
と
し
て
も

つ
郷
土
。
…
…
…
し
か
も
こ
の
二
つ

の
郷
土
が
個
人
に
と

つ
て
同

一
で
あ
る
こ
と
は
最
も
め
ぐ
ま
れ
た
環
境
に

於
て
初

め
て
可
能

で
あ
る
。
そ
し
て
か
ふ
し
た
め
ぐ
ま
れ
た
位
置
に
わ
れ

(10
)

わ

れ

は

ゐ

る

の

だ

。

こ
の
時
代

「故
郷
」
.が
特
定

の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
、
橋
川
文
三
が

(11

)

す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
彼
か
ら

の
引
用
に
委
ね
る
と
次
の
よ
う

に
あ
る
。

同
じ
頃

(昭
和
七
、
八
、
九
年
頃
。
筆
者
注
)、
小
林
秀
雄

は

「自
分

に

は
第

一
の
故
郷
も
、
第
二
の
故
郷
も
、
い
や
そ
も
そ
も
故
郷
と
い
う
意
味

が
わ
か
ら
ぬ
と
深
く
感
じ
」
、
当
時

の
中
間
層
に
浸
透
し
た

「郷
土
喪
失
」

「
根
柢
喪
失
」
の
感
情

に
ふ
れ
て
、
「そ
う
思
う
と
近
頃

の
登
山

の
流
行
な
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ど
に
は
容
易

に
信
用
が
お
け
な
い
。
年
々
病
人

の
数
が
ふ
え
る
。
そ
ん
な

気
が
す
る
」

(昭
和
八
年

「故
郷
を
失

っ
た
文
学
」)
な
ど
と
書

い
た
。
羽
仁

五
郎

は

「今
や
、
人
口
の
十
分
の
九
は
既

に
完
全
に
郷
土
か
ら
放
逐
さ
れ
、

(12

)

い
ず

こ
に
も
郷
土
を
有
せ
な
い
」

(「郷
土
な
き
郷
土
科
学
」
)

橋
川

に
よ
る
と
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
バ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
違

い
は
、

前
者
が
歴
史
的

・
構
造
的
に
あ
る

一
定

の
意
味
を
帯
び
る
の
に
対
し
て
、
後
者

は

エ
ス
ノ
セ
ソ
ト
リ

ッ
ク
な
原
始
感
情
を
そ
の
母
胎
と
す
る
。
後
者
を
日
本
風

の
シ
ン
ボ
リ

ッ
ク
な
表
現
で
い
え
ぽ

「
産
土
神

の
バ
ト
リ
ォ
テ
ィ
ズ

ム
」
と
で

も
い
い
う
る
も
の
で
、
山
河
の
自
然
、
風
土

の
遺
制
と

一
体
化
し
た
ロ
マ
ン
主

義
的
感
情
で
、
ド
イ
ッ
語

で
い
う

「郷
土

の
痛

み
」

(自
Φ一日
毛
Φ
げ
)
と
よ
ぽ
れ

る
奥
深

い
人
間
の
危
機
感
情
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
。

そ
し
て
橋
川
は
保
田
の

『万
葉
集

の
精
神
』

の
中

の
次

の
一
節
を
引

い
て
、

保
田
に
と

っ
て
の
郷
土
は
感
性
的
所
与

で
小
林
秀
雄

に
お
け
る
古
典
11
美
意
識

(
13

)

と
の
決
定
的
差
異
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

我
国
に
於
て
、
古
曲
ハが
土
俗
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
私

の
生

に
よ
る
特
殊
な

現
象
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
日
本
の
古
典

の
精
神
を
保
存
す
る
場
所
が
、

故
郷

の
風
景
か
、
さ
も
な
く
ば
む
し
ろ
土
俗

に
近

い
庶
民

の
状
態
に
お

っ

た
と
い
う
無
慙
な
事
実
を
知

っ
た
こ
と
は
、
我
々
の
文
芸

に
厳
粛
な
自
覚

を
導

い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
日
本
の
最
高
な
人
倫

の
源
流

に
あ
る
も

の
と
、
最
下

の
草
莽
を

つ
な
ぐ
も
の
が
何
ら
か
の
中
間

の
仲
介
を
も

っ
て

い
な
い
、
し
か
も
そ
れ
は
長
い
間

の
歴
史

の
精
神

で
あ

っ
た
こ
と
を
、
私

(
14

)

は
漸
く
激
し
く
感
じ
た
。

文
芸
者
た
ち
が
い
う

「郷
土
」
と
意
味

の
ず
れ
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ

に
は
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
動
向
が
明
治
の
末
期
か
ら
み
ら
れ
る
。

そ
の
中

で
も
、
柳
田
國
男

(当
時
宮
内
書
記
官

・
内
閣
書
記
官

を
兼
任
)
、
小

田
内
通
敏

(地
理
学
、
当
時
早
稲
田
中
学
校
教
員
)
ら
が
中
心
と
な

っ
て
明
治

四
十
三
年

(
一
九

一
〇
)
に
第

一
回
の
会
合
を
新
渡
戸
稲
造
邸

で
も

っ
た

「郷

(
15

)

土
会
」
を
あ
げ

る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
後
定
期
的

に
開
催
さ
れ
大
正
八
年
ま

で
六
十
回
ほ
ど
の
集
ま
り
が
あ

っ
た
。
そ
こ
で
は
毎
回
、
担
当
者
が
主
と
し
て

日
本
の
各
地

の
農
山
村
に
つ
い
て
の
話
題
を
提
供
し
、
食
事
を
共

に
し
な
が
ら

自
由

に
語
り
合
う
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
「郷
土
会
」

の
メ
ソ
バ
ー
に
文
芸
者
が

積
極
的
に
加
わ

っ
て
い
た
記
録
は
な

い
。
ほ
と
ん
ど
こ
れ
と
並
行
し
て
柳
田
は

『郷
土
研
究
』
を
大
正
二
年

(
一
九

一
三
)
か
ら
同
六
年
ま
で
刊
行
し
て
い
る
。

「郷
土
会
」
や

『郷
土
研
究
』

の
動
向
を
民
俗
学
や
村
落
地
理
学
が
成
立
し
て

い
く
萌
芽
的
な
現
象
と
し
て
読
み
と
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
が
、
根
底

に
は
日
本

の

「
原
郷
」
を
探
る
こ
と
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

大
正
の
初
め
か
ら
急
速
に
都
市
化
が
進
み
、
人
口
の
都
市
集
中
に
よ
る
都
市

の

新
し
い
文
化
が
生

み
だ
さ
れ
る

一
方
、
底
流

に
は
都
市

の
人
々
の
郷
愁
が
あ

っ

た
こ
と
に
そ
の
背
景
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
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こ
の
点

に
お
い
て
保
田
は
東
京
に
で
る
ま
で
、
「原
郷
」
と
信
じ

て
疑
わ
な

(
16

)

い
風
土

の
中

に
い
た
。
彼

に
は

「歴
史
と
地
理
」
と
い
う

一
文
が
あ
る
。
そ
こ

で
次
の
よ
う
に
い
う
。

我
々
の
血
は
歴
史

で
あ
る
。
こ
の
物
と
精
神

の
關
係
が
日
本
人
の
心
を

つ
く
る
基
底
と
な
る
。
歴
史
を
考

へ
る
も

の
は
、
そ
の
愛
が
國
土
の
風
景

か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
古
い
人
文
地
理
を
知

つ
て
、
本
當

の
日
本

へ
の
思
ひ
を
厚

く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

世
界
地
理
よ
り
も
郷
土
地
理
が
、

深
い
さ
う
し
て
根
柢
と
な
る
地
理

の

精
神
を
も

つ
と
い
ふ
こ
と
を
、
も
は
や
若
い
人
々
は
自
身

の
經
驗
と
努
力

に
よ
つ
て
教

へ
ら
れ
る
ま

へ
に
知
る

べ
き
で
あ
る
。
さ
ふ
い
う
地
理

の
思

想
は
、
な
ほ
教

へ
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
ら
う
。
我
々
の
時
代
は
そ
れ
を
民

族
的
な
經
驗
と
努
力

で
知
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
經
驗
と
は
、
今
日

の
母

國
に
當
面
し
て
ゐ
る
國
家
の
蓮
命
と
使
命
を
肉
體

で
感
じ
受
け
る
と
い
ふ

(
17

)

意
味

で
あ
る
。

保
田
が
地
理
学
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も

っ
て
き
た
か
、
私
は
詳
細
に
調

べ
る
余
裕
を
も

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
右

の
文
は
地
理
学

の
宿
命
的
な

一
面

i

土
地
が
人
を
緊
縛
す
る
こ
と
の
追
認
1

を
鋭
く
見
抜

い
て
い
る
。
人
を

育
ん
だ
地
理
的
な
場
、
あ
る
い
は
風
景
が
人

の
精
神

に
影
を
落
と
す
こ
と
は
、

郷
土
に
よ

っ
て
呪
縛
さ
れ
た
保
田
の
思
想

で
あ
る
と
と
も
に
、
彼

の
日
本
論

で

も

あ

る

の
だ

。

三

史
実
と
し
て
の
古
代
は
彼
に
は
関
心

の
外

に
あ
る
よ
う
に
語

る
q
『風
景
と

(
18

)

 歴
史
』
所
収

の

「皇
紀
二
千
六
百
年

の
紀
元
節
」
に
次

の
よ
う
に
い
う
。

科
學
的
檢
索

の
す
き
な
學
者
た
ち
は
、
こ
ん
ど
こ
そ
神
武
天
皇
關
係
の

古
蹟
を
決
定
す
る
さ
う
だ
が
、
記
紀

に
よ

つ
て
土
地
を
檢
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
中
世
以
後

の
所
傳
や
古
老

の
言
な
ど
絶
對

に
そ

の
人
々
の
檢
索

に
於

い
て
は
無
意
味

で
あ
る
。
私
は
郷
里
の
子
弟
と
し
て

古
蹟
決
定
を
案
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
長

い
國
民

の
傳
承
は
、
眞
僞
な
ど

と
い
は
な
い
で
そ
の
生
き
て
き
た
い
の
ち
を
生
き
る
生
命
に
委
ね
る
の
が

よ
い
と
思
ふ
。
さ
ふ
い
ふ
傳
承
も
歴
史
も
、
や
は
り
文
學
の
や
う
な
も
の

(
19

V

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
世
聞
の
具
眼

の
士
に
望
み
た
い
。

確

か
に
彼
に
と

っ
て
古
代
は
詩
の
空
間

で
あ
り
、
歴
史
を
超
越
し
た
と
こ
ろ

に
彼
の
文
芸

の
空
間
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
彼
の
作
品
に
思
想
と

し
て
の
故
郷
が
語
ら
れ
る
と
き
、
「神
武
天
皇

の
古

蹟
」
は
彼

に
と

っ
て
実
在

す
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
明
白
な
矛
盾
を
露
呈
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。

そ
れ
は
あ
る
意
味

で
は
単
純
な
こ
と
で
、
彼

の
生
地

へ
の
思
い
に
発
す
る
か
ら

で
も
あ
る
が
、
後

に
述
べ
る
よ
う
に
そ
れ
だ
け
で
片
づ
け
て
し
ま
う
わ
け
に
は

18
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い
か
な

い
。

こ
の
古
代

の
実
在
と
詩
と
の
間
を
揺
れ
動
く
保
田
の
姿
は
、

古
代
学
研
究

に
と

っ
て
は
見
落
と
し
が
た

い
こ
と
な
の
だ
。

保
田
に
と

っ
て
の
原
景

で
あ

っ
た
鳥
見

の
霊
時

に
つ
い
て
み
よ
う
。

私

の

『日
本
書
紀
』

に
よ
る
と
、
神
武
天
皇
は
大
和
を
平
定
し
橿
原
宮

に
即
位
し
、

四
年

二
月
条
に
次

の
よ
う

に
記
す
。

詔
し
て
曰
は
く
、
「我
が
皇
砠

の
靈
、
天
よ
り
降
り
鑒
て
、
朕
が
躬
を

光
し
て
助
け
た
ま

へ
り
。
今
諸

の

虜

已
に
平
け
て
、
海
内
事
無
し
。
以

て
天
神
を
郊
祀
り
て
、
用
て
大

孝
を
申
べ
た
ま
ふ
べ
し
」
と
の
た

ま
ふ
。
乃
ち
靈

時
を
鳥
見
山
の
中

に
立
て
て
、
其
地
を
號
け
て
、
上
小

野

の
榛
原

・
下
小
野

の
榛
原
と
日

ふ
。
用

て
皇
砠
天
神
を
祭
り
た
ま
ふ

(『日
本
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
書
店
)
。

『古
事
記
』
に
は
こ
の
内
容

に
つ
い
て
は
記
さ
れ
な

い
し
、
ま
さ
か
断
る
ま
で

も
な
い
と
思
う
が
、
こ
こ
に
い
う

『日
本
書
紀
』
の
神
武
天
皇
の
記
事

に
関
わ

る
鳥
見
山
の
霊
時
は
虚
像
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
紀
に
お
い
て
イ
ワ
レ
ヒ
コ
と

呼
ば
れ
た
神
武
天
皇
を
も

っ
て
初
代
と
す

る
理
由
や
、
と
り
わ
け
こ
こ
で
と
り

あ
げ
よ
う
と
す
る

『日
本
書
紀
』

の
鳥
見
山

の
霊
時
を
語
る
こ
と
を
い
と
も
簡
・

単
に
史
実

で
な

い
と
し
て
し
り
ぞ
け
て
し
ま

っ
て
は
、
記
紀

の
め
ざ
し
た

「歴

史
」

の
意
味
を
拾

い
上
げ
る
こ
と
な
く
、

い
つ
ま
で
も
歴
史

に
と

っ
て
無
用
の

存
在
と
し
て
の
位
置
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。
記
紀
が
編
纂
さ
れ
る
時
点
に
お
い

て
い
わ
ゆ
る
神
話

に
続

い
て
神
武
天
皇
を
登
場
さ
せ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と

が
、
「歴
史
」
で
あ

っ
た
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
考
え
を
め
ぐ
ら
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
繰
り
返
す
と
、
記
紀
が
成
立

し
た
奈
良
時
代
初
頭

に
お
い
て
記
紀
は
厳
然

と
し
た
歴
史
書
で
あ

っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
鳥
見
山
の
霊
時
は

『日
本
書
紀
』
の

編
者

に
と

っ
て
実
体
を
も

っ
た
地
名

で
あ

っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
は
神
話

の
地
名

以
上

に
旦
ハ体
性
を
も

っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
地
名

の
実
在
性
と
史
実
性
と

を
混
乱
さ
ぜ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

皇
紀
二
千
六
百
年
を
期
し
て
文
部
省
に
設
置
さ
れ
た

「神
武
天
皇
聖
蹟
調
査

委
員
會
」
の
目
的
が

「神
武
天
皇

の
聖
蹟
」
調
査
で
な
け
れ
ば
、
古
代
学
研
究

に
お
い
て
、
あ
る
い
は
歴
史
地
理
学
的
研
究
に
お
い
て
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、

決
し
て
無
意
味
な
こ
と
で
は
な

い
。
そ
の
地
名
を
歴
史
に
返
す
作
業
こ
そ
必
要

な

の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
抹
殺
す
る
こ
と
は
歴
史
を
矮
小
化
さ
せ
る
こ
と
な
の

だ
。鳥

見
山

の
霊
時
に

つ
い
て
文
部
省

の

「神
武
天
皇
聖
蹟
調
査
委
員
會
」
は
次

(20

)

の
よ
う
な
決
定
を
す
る
。

四

「神
武
天
皇
聖
蹟
鳥
見
山
中
靈
時
傳
説
地
は
、
奈
良
縣
磯
城
郡
城
島
村
及
櫻
井

町
に
あ

つ
て
、
其
の
地
域

は
城
島
村
櫻
井
町
に
跨
る
鳥
見
山
附
近
と
認
め
ら
れ

る
」,
と
報
告
書

の
冒
頭

に
記
す
。
以
下
そ
の
理
由
を
掲
げ
て
い
る
。

(1
)

鳥
見
山
の
北
側
斜
面
か
ら
北
方
初
瀬
川
沿
岸
に
わ
た
る
城
島
村
大
字
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外
山
付
近
は
、
吉
野
時
代
に
鵄
と
称
せ
ら

れ
て
い
た
地
で
、
『日
本
書
紀
』
天

武
天
皇

八
年
条

に
み
え
る

「迹
見
駅
家
」

の
比
定
地

に
あ

た
り
、
「
ト
ビ
」
は

「
ト
ミ
」

の
転
訛
と
解
さ
れ
る
。

(2
)

「類
聚
三
代
格
」
所
収
の
元
慶
五
年
十
月
十
六
日

の
太
政
官
符

に
よ

れ
ぽ
、
宗
像
神
社
は
大
和
国
城
上
郡
登
美
山

に
斎
き
祀
ら
れ
た
古
社
で
あ
り
、

延
喜
神
名
帳
大
和
国
城
上
郡

の
条

に
宗
像
神
社
と
等
弥
神
社

の
名
が
見
え
る
。

(3
)

正
安
年
間

の
作
に
係
わ
る
放
光
寺
古
縁
起
に
は

「
大
和
國
城
上
郡
登

美
山
河
邊
」
と
あ
り
、
今

の
鳥
見
山
付
近

は
古

く
、
「
ト
、・・」
と
称

さ
れ
た
地

と
認
め
ら
れ
る
が
、
「迹
見
」、
「登
美
」
、
「等
彌
」
は
い
ず
れ
も

「
ト
、・・
」
の

称
呼
を
写
し
た
仮
字

で
あ

っ
て
、
鳥
見
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
。

(4
)

こ
の
地
方

に
は

「
上
小
野
榛
原
」
、
「下
小
野
榛
原
」
と

い
う
地
名
は

遺
称
さ
れ
て
い
な
い
が
、
鳥
見
山
の
麓
に
あ

る
等
弥
神
社
所
蔵

の
元
治
元
年
八

月

の
谷
代
官
所
手
代
辻
市
三
郎

の
日
記

に
、
同
神
社
が
鳥
見
山
中
霊
時

の
地
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
と
あ

っ
て
、
そ
の
所
伝

は
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。

(5
)

近
時
鳥
見
山

の
山
頂
に
霊
時

の
遺
阯
を
求
め
る
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

価
値
あ

る
徴
証
が
存
し
な

い
の
み
な
ら
ず
、
『日
本
書
紀
』
に

「山
中
」、
「小

野
榛
原
」
と
あ
る
こ
と
に
も
合
わ
な
い
か
ら
、
こ
の
説

は
適
当
で
な
い
。

記
紀

の
神
武
伝
承
が
ど
の
よ
う
な
意
図

で
作
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
も
的
確
な

指
摘
は
な
く
、
た
だ
古
代
学
の
研
究
か
ら
そ

の
叙
述
を
除
外
す
る
こ
と
が
、
常

識
と
な

っ
て
き
た
。
そ
れ
は
戦
前

の
古
代
研
究

に
対
す
る
厳
し
い
批
判

の
上
に

成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
い
う

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
神
武
天
皇

と
い
う
人
物

の
歴
史
的
存
在
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
記
紀
の
神
武
伝
承
に
語

ら
れ
た
内
容
や
地
名
に
つ
い
て
は
、
慎
重

に
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
新
し
い

事
実
が
発
掘
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
さ
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

皇
紀
二
千
六
百
年
に
あ
た

っ
て
文
部
省
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

「神
武
天
皇
聖

蹟
調
査
」
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
神
武
天
皇
の
実
在
を
認
め
て
は
い
る
が
、

い

わ
ゆ
る

「
聖
蹟
」
と
よ
ば
れ
た
場
所
は
、
す
べ
て
で
は
な
く
と
も
奈
良
時
代
以

前
の
地
理
的
実
在
で
あ

っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ね
ぽ
な
ら
な

い
。

ま
さ
に
歴
史
地
理
的
な
視
野
の
中
に
あ
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
神
武
伝
承
を
認

識
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
鳥
見
霊
時
が

い
つ
の
時
代
か
に
あ

っ
た
も

の
か
ど
う
か
は
考
証
す
る
に
あ
た
い
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

後
に
触
れ
て
み
た
い
。

五

神
武
天
皇

の
古
蹟
を
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
り
、
そ
れ
を
す
る

「科

學
的
檢
索

の
す
き
な
學
者

た
ち
」、
と
揶
揄
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鳥
見

の

霊
時
を
調
査
会
が
奈
良
県
磯
城
郡
桜
井
町
と
城
島
村
外
山
に
わ
た
る

一
山
と
指

(
21

)

定
さ
れ
た
こ
と
に
保
田
は
素
直

に

「あ
り
が
た
い
英
断
」
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
調
査
会
よ
り
先
だ

っ
て
鳥
見
霊
時
を
桜
井
と
考
証
と
し
た
の
は
久
米
邦
武

で
あ

っ
た
と
保
田
は
書

い
て
い
る
。
彼
は
東
京
帝
国
大
学
教
授
と
し
て
歴
史
学

の
他
に
地
理
学
も
講
じ
て
い
た
こ
と
と
、
歴
史
地
理
学
会
に
協
力
的

で
あ

っ
た

こ
と
に
関
係
す
る
。

つ
ま
り
、
鳥
見
霊
時

の
現
地
比
定

は
久
米

の
歴
史
地
理
学

20



古代王権論 と文芸者の射程

的
な
考
察

の

「成
果
」

で
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
。

保
田
が
、
鳥
見
霊
時

の
場
所
に
つ
い
て
読
ん
だ
久
米
の
論
文
は
明
治
四
十
三

(22

)

年
に
鳥
見
山
霊
時
顕
彰
会
が
発
行
し
た

『金
鵄
の
光
』
に
収
め
ら
れ
た
書
名
と

(
23

)

同
名

の
論
文
と
、
「鳥
見
山

の
靈
時
」

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
同
書
に

は

『大
日
本
地
名
辞
書
』

の
著
者
吉

田
東
伍
も

「迹
見

に
就

い
て
」
と

い
う

(
24
)

短
編
を
寄
稿
し
て
い
る
。

こ
の

『金
鵄

の
光
』

の
内
容
、
と
り
わ
け
久
米
邦
武

の
執
筆
し
た
論
点
が
文

部
省
の
聖
蹟
調
査
委
員
会

の
報
告
書

に
書

か
れ
た
聖
蹟
指
定

の
理
由
と
な

っ
て

い
る
こ
と
は
、

一
読
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ

る
。

久
米
邦
武
が
明
治
二
十
四
年
に

『史
学
会
雑
誌
』

(二
ー
二
十
三
～
二
十
五
)

に

「神
道
は
祭
天
の
古
俗
」
と
い
う
論
文
を
発
表
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
端
を
発

し
た
筆
禍
事
件

で
官
を
辞
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
旨
は

日
本
古
代

の
神
道
は
本
来
宗
教
で
は
な
く
、
東
洋
古
代
の
祭
天

の
古
俗
の

一
つ

で
あ
る
と
い
う
も

の
で
あ

る
。
日
本

に
お
け
る
古
文
書
学
を
成
立
さ
せ
、
史
料

批
判
め
方
法

へ
の
道
を
拓

い
た
初
期

の
久
米
の
立
場
は
保
田
と
は
相
容
れ
な
い

よ
う
で
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

に
保
田
の
風
景
観
に
む
し
ろ
自
然
に

内
在
す
る
矛
盾
な

の
だ
。
そ

の
こ
と
は
保
田
に
と

っ
て
は
問
題
と
す
る
に
足
ら

な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
故
郷
桜
井
こ
そ
彼

の
、
い
や
日
本
の
文
芸

の
始
原

の
地

で
あ
る
た
め
に
は
、
「科
學
的
檢
索

の
す

き
な
學
者

た
ち
」
の
証
言
が
必
要
で

あ

っ
た
。

…
…
肇
國
の
眼
目
を
考

へ
る
も

の
に
は
、
各
々
の
詩
心

の
滿
足
と
偸
悗

の
た
め
に
、
神
祗

の
源
と
な

つ
た
ト
ミ
を
は
つ
き
り
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
と
な
る
。
聞
違

つ
て
考

へ
込
ん
で
了

つ
て
い
る
者
を
納
得
さ
せ
る
と
い

ふ
こ
と
も
、
別
の
意
味

で
必
要
で
あ
る
。
聞
違

つ
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
の
間
違
ひ
が
ど
ん
な
惡

い
結
果
も
及
ぼ
さ
ぬ
し
、
又
思
ひ
ご
ん
で
ゐ
る

心
は
他
か
ら
み
て
も
立
派
で
あ
る
し
、
な
ど
と
い
へ
る
と
き
は
や
は
り
本

當

の
學
門
だ
け
が
も

の
を
解

い
て
く
れ
る
機
會
も
あ

る
。
實
踐

の
な
い
學

門
に
意
味
は
な
い
な
ど
と
い
ふ
こ
と
も
、
わ
が
國

の
や
う
な
國
が
ら
の
い

の
ち
、
人
が
志
を
悲
願
と
し
て
生
き
死
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
は
、
極
め
て

重
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
時
節
が
ら
大

へ
ん
舌

の
曲
が
ら
ぬ
云
ひ
方

だ
が
、
こ
と
が
神
聖

の
こ
と
に
ふ
れ
る
の
で
、
そ
れ
位

の
と
こ
ろ
で
云

つ

て
お
き
た
い
。
さ
ふ
い
う
決
論

へ
も

つ
て
ゆ
く
や
う
な
話
を
か
く

つ
も
り

だ

つ
た
が
大

へ
ん
根
氣
が
な
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
抽
象
的

に
す
ま
せ
る

(
25
)

こ
と

に

す

る

。

こ
の
保
田
の
発
言
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な

っ
て
い
る
。

一
つ
は
い
わ
ぽ
単
純

な
こ
と
で
鳥
見
霊
時

の

「
聖
蹟
」
が
宇
陀

の
榛
原
と
生
地
桜
井
と
の
間
に
比
定

地
を
め
ぐ

っ
て
あ

っ
た
確
執

に
決
着
が

つ
き
、
そ
れ
は

「本
當

の
學
門
」
に
よ

っ
て
決
定
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
さ
ら
に

コ
禪
聖

の
こ
と
に
ふ
れ
る
」
と
口

ご
も

っ
た
言

い
方
を
し
て
い
る
の
は
、
保
田
に
は
古
代

に
実
践
と
し
て
の
学
問

を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
希
求
が
あ

っ
た
こ
と
を
認
め
て
よ
い
。
そ
の
点
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写真1保 田與重郎揮毫による 「申大孝」碑

 

を
お
さ
え
て
お
か
な
い
と
当
時

の
久
米
邦
武
の
説

に
関
心
を
示
し
た
姿
が
見
え

て
こ
な
い
。

亠
ノ丶

 

一
九
九
六
年
五
月
十

二
日
、
曇
り
空
に
お
お
わ
れ
て
い
た
標
高

二
四
五

メ
ー

ト
ル
の
鳥
見
山
に
私
は

一
人
で
登
る
た
め
に
等
弥
神
社
の
社
頭

に
立

っ
た
。
延

喜
式
内

の
等
弥
神
社
を
こ
れ
に
あ

て
る
。
参
道

の
入
り
口
の
左
側

に

「申
大

写真2鳥 見山

写真3「 靈時」石碑

 

孝
」
と
刻
ま
れ
た
保
田
の
揮
毫

に
な
る
石
碑
が
目

に
つ
い
た

(写
真
1
)。
「大

孝
」
は
神
武
紀
四
年
条
に
あ

る
文
字
で
あ
る
。

頂
上

へ
の
道
筋
を
境
内

の
案
内
板
で
確
か
め
て
石
段
を
社
殿

の
近
く
ま
で
登

る
と
、
祈
濤
を
終
え
た
宮
司
に
出
会

っ
た
の
で
、
「鳥
見
霊
時
」
は
ど
の
道
を

た
ど
る
べ
き
か
た
ず
ね
た
。
宮
司
は
親
切

に
教
え
て
く
れ
た
が
、
不
思
議
な
こ

と
を
い
っ
た
。
「道
づ
く
り
を
き
ち
ん
と
し
て
い
な
い
か
ら
迷
わ
な
い
よ
う
に
」

と
。
こ
の
神
社

に
と

っ
て
鳥
見
霊
時
は
最
重
要
の
祭
祀
地

で
あ
る
の
に
道
つ
く
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り
を
し
て
い
な
い
と
は
と
合
点
が

い
か
な

か
っ
た
。

つ
い
で
に
記
し
て
お
く
と
現
在

の
こ
の
神
社
の
鎮
座
地
は
能
登
山
と
い
う
こ

と
か
ら
当
社

の
こ
と
を
能
登
宮
と
も
い
う
。
下

ツ
尾
社

(下
の
宮
)
と
上

ツ
尾

社

(上
の
宮
)
か
ら
な
り
、
上

ツ
尾
社

に
は
オ
オ
ヒ
ル
メ
ノ
ム
チ
を
祭
神
と
す

る
。
下

ツ
尾
社
は
上

ツ
尾
社

の
西
下
方
に
あ

っ
て
八
幡
社
と
春
日
社

(磐
余
明

神
)
を
ま

つ
る
。
社
伝

に
よ
る
と
社
地
は
鳥
見
山
中

に
あ

っ
た
が
、
天
永
三
年

(
26

)

(
=

一
二
)
の
長
雨

に
よ
る
山
崩
れ
で
、
現
社
地

に
遷
さ
れ
た
と
い
う
。

と
に
か
く
山
を
登
り
だ
し
た
が
、
わ
す
が
標
高
二
四
五

メ
ー
ト
ル
と
た
か
を

く
く

っ
て
い
た
が
、
山
腹
付
近
か
ら
望
ま
れ
る
緩
や
か
な
山
容

(写
真
2
)
と

は
異
な
り
、
か
な
り
上
り
下
り
の
坂
の
連
続
で
思
い
の
外
き

つ
い
道

の
り
で
あ

っ
た
が
、
途
中
に
咲
き
誇

っ
て
い
た
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
を
楽
し
み
な
が
ら
約
三
十
分

写真4霊 時拝所標石

ば
か
り
で

「靈
時
」
と
あ
る
高
さ

一
メ
ー
ト
ル
く
ら

い
の
石
碑
の
と
こ
ろ
に
た

ど
り

つ
い
た

(写
真
3
)。

神
武
紀

に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
そ
の
存
在

の
意
味
を
も
問

わ
れ
よ
う
と
し
な
い
鳥
見
霊
時

に
わ
ざ
わ
ざ
私
が
登

っ
た
理
由

は
、
か
ね
て
よ

り
私

の
脳
裏
を
離
れ
な
か

っ
た
前
掲

の
神
武
紀
四
年
に
い
う

「
郊
祀
」

の
場
と

す
る
表
現

で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も

に
等
弥
神
社
旧
社
地
で
あ

っ
た
鳥
見
山

へ
の

登
り
口
付
近
か
ら
祭
祀
用
臼
玉
多
数
、
霊
時
拝
所
標
石

(写
真
4
)
あ

た
り
か

ら
は
高
坏
形
土
師
器
多
数
が
出
土
し
、
西
側

(桜
井
南
小
学
校
敷
地
)
で
は
埴

輪
窯
が
発
見
さ
れ
家

・
人
物

・
鳥

・
楯
な
ど
の
形
象
埴
輪
と
飛
鳥
時
代
の
軒
平

(
27

)

瓦

・
土
師
器

・
須
恵
器
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
鳥
見
山
周
辺
に

あ
る
五
世
紀
後
半

か
ら
六
世
紀
を
通
じ
て
作
ら
れ
七
世
紀
に
は
築
造
数
が
減
少

(28

)

す
る
古
墳
群
な
ど
か
ら
も
、
実
在
し
た
祭
祀

の
場
で
あ

っ
た
こ
と
を
否
定
で
き

な
い
こ
と
も

一
つ
の
理
由
で
あ

っ
た
。

中

で
も
、
鳥
見
山
の
登
り
口
付
近
や
拝
所
標
石
付
近

の
祭
祀
遺
跡

の
様
相
は

無
視
し
が
た
い
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
詳
細
な
考
古
学
的
な
調
査

の
報
告
が
な

く
、
年
代
論
な
ど

に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

,だ
が
、
私
が

こ
だ
わ

っ
て
き
た

「郊
祀
」
、
そ
し
て
そ
こ
で
天
神

を
祀

っ
た

と
い
う

『日
本
書
紀
』

の
記
事
は
鳥
見
霊
時
を
現
実
の
歴
史

に
位
置
づ
け
ら
れ

る
可
能
性
を
も

っ
て
い
る
。
郊
祀
と
は
、
中
国

の
皇
帝
が
国
都

の
郊
外
で
お
こ

な
う
祭
祀

で
あ

っ
て
、
夏
至
に
は
北
郊
の
方
丘

で
地
を
、
冬
至
に
は
南

の
円
丘

(
29

)

で
天
を
祀
る
儀
礼

の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
滝
川
政
次
郎

の
引
く
、
適
尉
叢
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書
所
収

の
大
唐
郊
祀
録
、
巻
四
祀
礼

一
に
は
、
冬
至
に
昊
天
上
帝
を
円
丘

に
祀

(
30
V

り
、
太
祖
景
皇
帝
が
配
座
す
る
と
あ
る
。

日
本

の
場
合
、
郊
祀
を
実
際

に
行

っ
た
と
す
る
史
料
は

『続
日
本
紀
』
延
暦

四
年

(七
八
五
)
と
同
六
年

(七
八
七
)

の
桓
武
朝

の
記
事

の
み
で
あ
る
。

つ

ま
り
史
料
に
は
郊
祀

の
儀
式
が
わ
ず
か
八
世
紀

の
後
半
に
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
類
似

の
祭
天
の
思
想
が
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
私
が
す

で
に
指
摘

し
た
よ
う
に
、
例

え
ぽ
飛
鳥
と

ミ

ハ
山

(あ

る
い
は
吉

野
)、
藤
原
京

と
天

(
31

)

武

・
持
統
陵
古
墳
な
ど
宮
都

の
南
郊
に
聖
山
を
配
し
た
こ
と
か
ら
推
定

で
き
る
。

こ

の
こ
と
か
ら
、
霊
時
を
鳥
見
山
あ
た
り
と
し
た
場
合
、
そ

の
北

に
天
皇

(大
王
)

の
宮
の
存
在
が
推
定
で
き
る
か
と

い
う
こ
と
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

北

に
宮
を
南

に
郊
祀
の
鳥
見

の
霊
時
を
配

し
た
と
い
う
地
理
的
配
置
が
推
定
で

き
る
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。

私
は
以
下

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
あ
り
・兄
た
と
考
、兄
る
。

第
1
図

に
示
す
よ
う
に
鳥
見
山

の
ほ
ぼ
真
北
に
小
字

「式
嶋
」
が
あ
り
、
こ

の
地
名
は
欽
明
天
皇

の
磯
城
嶋
金
刺
宮

の
有
力
な
比
定
地
と
考
え
ら
れ
る
。

つ

ま
り
、
神
武
紀

に
い
う
鳥
見
霊
時
は
欽
明
天
皇

の
磯
城
嶋
金
刺
宮

の
南
山
で
は

な
か
っ
た
か
と
い
う
想
定
を
導
く
。
こ
の
こ
と
が
、
可
能
性
が
高

い
も
の
と
す

る
な
ら
ぽ
、
神
武
紀

の
一
部
に
欽
明
朝

の
状
況
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
神
武
紀
を
読
み
直

し
て
み
よ
う
。
「復
兄
磯
城

の
軍

有
り
て
、
磐
余
邑
に
布
き
滿

め
り
。
」
と
、
皇
軍

の
進
出
を
妨
害
す

る
土
着

の

勢
力
で
あ
る
兄
磯
城

の
軍
の
駐
屯
す
る
地
を
磐
余
と
よ
ん
で
い
る
。
同
様

の
表

現
は
後
段

に
も
次

の
よ
う
に
あ
る
。
「夫
れ
磐
余
の
地

の
舊

の
名

は
片
居
。
(注

略
)
亦
は
片
立
と
日
ふ
。

(注
略
)
我
が
皇
師

の
虜

を
破
る
に
逮
り

て
、
大
軍

集
ひ
て
其

の
地
に
滿
め
り
。
因
り
て
改
め
て
號
け
て
磐
余
と
す
。
或

の
曰
は
く

『
往

嚴
瓮

の
粮
を
嘗
り
た
ま
ひ
て
、
軍
を
出
し
て
西
を
征
ち
た
ま
ふ
。
是

の
時

に
、
八
十
梟
帥
、
彼
處

に
屯
聚

み
居

た
り
。
(注
略
)
果
た
し
て
天
皇

と
大
き

に
戰
ふ
。
途

に
皇
師

の
爲

に
滅
ぼ
さ
る
。
故
、
名
づ
け
て
磐
余
邑
と
日
ふ
』
」

ま
た
、
神
武
紀
に
は

「倭
國

の
磯
城
邑
に
、
八
十
梟
帥
有
り
」
と
あ
る
の
で
、

『日
本
書
紀
』

の
編
者

の
も

っ
て
い
た
地
理
的
な
認
識
と
し
て

「磯
城
邑
」
と

「
磐
余
邑
」
と
は
近
接
し
て
い
た
土
地
で
あ

っ
た
。
実
際
、
今
日
磐
余
地
方
と

考
え
ら
れ
る
、
桜
井
市
西
南
部
は
、
か
つ
て
の
城
上
郡

の
地

に
ほ
ぼ
含
ま
れ
る
。

で
あ
る
か
ら
、
欽
明
天
皇
の
宮
で
あ
る
磯
城
嶋
金
刺
宮
と
い
う
宮
号
は
磯
城
の

地
で
あ
る
が
、
第
1
図
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
磐
余

の
地
に
隣
接
す
る
と

み
て
よ
い
。

そ
こ
で
、
神
武
伝
承
の
右
の
磐
余
の
地
名

の
由
来
に
つ
い
て
の
物
語
を
整
理

す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
皇
軍
は
磐
余

の
地
で
磯
城

の
勢
力
を
打
破
し
た
こ
と
に
な

り
、
そ
の
あ
た
り

一
帯
の
覇
権
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
こ

と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
神
武
天
皇
を
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ビ

コ

(神
倭
伊

波
礼
毘
古
命

〔『記
』
〕、
神
日
本
磐
余
彦
天
皇

〔
『紀
』
〕)
と
称
さ
れ
る
理
由

で

あ
る
と
推
定
で
き
る
。
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カ
ム
ヤ

マ
ト
イ
ワ
レ
ビ

コ
と
い
う
名
称

に
つ
い
て
は
す
で
に
直
木
孝
次
郎

の

(
32

)

論
考
が
あ
る
。
そ
の
要
点
を
次
に
あ
げ
る
。

・
磐
余
は
天
皇
家
と
の
関
係

は
決
し
て
浅

く
な

い
。
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
か

け
て
い
わ
ゆ
る
皇
居
が
磐
余

に
多

い
。
(履
中

[伊
波
礼
之
若
桜
宮

〈
『記
』〉、

磐
余
稚
桜
宮

〈
『紀
』〉]
。
清
寧

[伊
波
礼

之
甕
栗
宮

〈
『記
』〉
、
磐
余
甕
栗
宮

〈
『紀
』〉]
。
継
体

[伊
波
礼

之
玉
穂
宮

〈
『記
』〉、
磐
玉
穂
宮

く『紀
』
V]
。
敏
達

[他
田
宮

〈
『記
』〉、
訳
語
田
幸
玉
宮

〈
『紀
』〉
凵。
用
明

[池
辺
宮

〈
『記
』〉、
磐

余
池
辺
双
槻
宮

〈
『紀
』
〉]
。)

・
右

に
あ
げ
た
他

に
記
紀
に
長
谷

(泊
瀬
)
朝
倉
に
宮
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
雄

略
も
、
『日
本
霊
異
記
』

の
上
巻
第

一
話

に
は

「磐
余
宮
」
に
住

ん
だ
と
あ
り
、

実
在
性
に
問
題
が
あ
る
が
、
神
功
皇
后

の
宮
も
、
神
功
皇
后
三
年
条

に
磐
余
に

都
し
、
若
桜
宮
と
称
し
た
と
あ
る
。

・
六
世
紀

の
皇
居
は
武
烈
が
長
谷
之
列
木

(泊
瀬
列
城
)
宮
、
安
閑
が
勾
之
金

箸
宮

〔『記
』
〕、
宣
化
が

檜
隈
廬

入
野
宮

〔
『紀
』
〕
欽

明
が
磯

城
嶋

金
刺
宮

〔『紀
』〕、
崇
峻
が
倉
梯
宮

〔『紀
』〕
と
い
う
よ
う

に
奈
良
盆
地
東
南
部

に
集
中

.
し
て
い
て
、
そ

の
中
心
に
磐
余
が
あ

っ
た
と
い
っ
て
も
不
可

で
は
な
い
。
五
世

紀
後
半
か
ら
六
世
紀
後
半
に
か
け
て
、
磐
余
は
大
和
王
権

の
政
治
的
中
心
地
で

あ

っ
た
。

・
継
体

は
新
し
い
王
朝
の
創
始
者
で
あ
り
、
実
在
性
に
疑
問
は
あ
る
が
神
功
皇

后
も
四
世
紀
末
か
ら
は
じ
ま
る
新
政
権

の
始
祖
的
人
物
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
宮

が
磐
余
に
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が

、
神
武
を
イ
ワ
レ
ピ
コ
と
称
し
た
こ

と
と
関
係
す
る
。

直
木
は
か
つ
て
、
神
武
伝
承
と
継
体
紀

の
所
伝
の
類
似
性
に
つ
い
て
指
摘
し

て
臥
罷
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
例
え
ぽ
両

者
と
も
大
和

に
入
り
王
権

の
座

に
つ
く
ま
で
に
各
地
を
遍
歴
し
て
い
る
こ
と
な

ど
の
共
通
性
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
磐
余

の
地
域

の
問
題
は
古
代
王
権
論

の
中
で
重
要
な
位
置
を
占

め
る
。
右

に
述

べ
た
よ
う
に
私
は
鳥
見
の
霊
時
は
欽
明
の
磯
城
嶋
金
刺
宮
と
の

位
置
関
係
か
ら
説
明
し
う
る
と
し
た
が
、
継
体

の
磐
余
玉
穂
宮

に
つ
い
て
は
所

在
地
を
推
定
さ
せ
る
手
が
か
り
が
な
い
の
で
、
そ
の
比
定
地
が
想
定
で
き
る
よ

う
な
展
望
が
で
て
き
た
と
き
は
、
あ
ら
た
め
て
鳥
見
霊
時

の
問
題
を
考
・兄
直
す

こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
継
体
が
崩
じ
た
の
ち
、
欽
明
と
安
閑

・
宣
化
二
朝

(
34

)

が
対
立
し
た
と
す
る
林
屋
辰
三
郎

の
説
も
あ
り
、
継
体
朝
が
新
王
朝

の
開
始
者

と
記
紀

の
編
者
た
ち
の
意
識

に
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
に
わ
か
に
断
定

で
き
な
い
。

む
し
ろ
欽
明
を

「
天

国

排

開

広

庭

天

皇
」
と
い
う
和
風
諡
号

で
よ
ん
で
い

る
こ
と
、
欽
明
陵
が
最
近
古
墳
時
代
後
期
の
前
方
後
円
墳
で
そ
の
規
模
が
最
大

で
あ
る
橿
原
市
の
見
瀬
丸
山
古
墳
に
当

て
る
説
が
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と

な
ど
、
欽
明
朝
を

一
つ
の
画
期
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

欽
明
朝

に
つ
い
て
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
万
葉
歌

の
枕
詞

「磯
城
嶋

の
」
あ
る
い
は
・
「敷
島

の
」
は

「
大
和
」
に
か
か
り
、
そ
れ
が
日
本
の
国
全
体

を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
、
欽
明

の
時
代
が
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ

っ

た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
そ
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
神
武
伝
承
に
欽
明

の
事
跡
が
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投
影
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
考
え

て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
王
権
論

の
立
場
に
立

つ
限
り
、
神
武
伝
承
は
履
中
か
ら

欽
明
あ
た
り
の
時
代

に
か
け
て
の
歴
史
的
状
況
を
も
背
景
に
も

つ
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。七

古
代
の
磐
余

の
地
理
に
つ
い
て
少
し
言

及
し
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
先
に

記
し
た
よ
う
に
、
磐
余
に
つ
い
て
の
研
究

は
意
外
と
い

っ
て
い
い
ほ
ど
な
さ
れ

て
い
な
い
。

あ
ら
た
め
て
論
じ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い

の
だ
が
、
実
在
性

に
関
し
て
常

に
疑

問
が
投
げ

か
け
ら
れ
て
き
た
神
功
皇
后
の
宮
が
、
磐
余
若
桜
宮
と
し
て
い
る
理

由
も
問
わ
ね
ぽ
な
ら
な

い
。
『日
本
書
紀

』
神
功
皇
后
摂
政

三
年
正
月
条

に

「譽
田
別
皇
子
を
立

て
て
、
皇
太
子
と
し
た
ま
ふ
。
因
り
て
磐
余
に
都

つ
く
る
。

是
を
ば
若
櫻
宮
と
謂
ふ
」
と
あ

っ
て
、
宮

号
は
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
六
十
九

年
四
月
条

に
は

「皇
太
后
、
稚
櫻
宮

に
崩

り
ま
し
ぬ
」
と
あ
り
、
「若
」
と
、

「稚
」

の
表
記
上

の
相
違
が
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
が
歴
代
の
天
皇
紀

の
中
に
神

功
皇
后
摂
政
紀
を
挿
入
し
た
理
由
に
つ
い
て
も
解
明
す
る
こ
と
は
む
ず

か
し
い
。

さ
ら
に
、
宮
号
が
履
中

の
そ
れ
と
同

一
で
あ
る
こ
と
が
、
皇
后
の
宮

の
実
在
性

も
疑
わ
せ
る
。
し
か
し
、
宮
が
現
実
に
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
、
神
功
皇
后
が
実

在

の
人
物
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
と
同
様
、

こ
こ
で
は
本
質
的
な
問
題
と
は
な
ら

な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
磐
余
と
い
う
地
が
神
功
皇
后

の
宮

の
所
在
地

と
し
て

『日
本
書
紀
』
が
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
問

い
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
答
え
の

一
つ
と
し
て
神
功
皇
后

の
和
風
諡
号
が

オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
ノ

、・・
コ
ト

(気
長
足
彦
姫
尊

〔『紀
』
〕、
息
長
帯
比
売
命

〔『記
』〕
)
で
、
息
長
氏

の
伝
承
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
、
同
氏

の
大
和
に
お
け
る
本
拠
地
は

忍
坂
と
磐
余
周
辺
で
あ

っ
た
こ
と
と
、
宮
号
が
後

の
履
中

の
そ
れ
と
同
じ
で
あ

っ
て
、
履
中
は
応
神
の
孫
に
あ
た
り
・
や
は
り
息
長
氏
と
の
つ
な
が
り
を
転
廼
・

こ
の
磐
余
稚
桜
宮

の
所
在
地

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
私
が
考
証
し
た
よ
う
に
、

(
36
)

桜
井
市
谷
の
式
内
社
若
桜
神
社

の
近
傍
で
あ

っ
て
通
説
に
い
う
同
市
池
之
内
の

稚
桜
神
社
近
傍
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
清
寧
の
磐
余
甕
栗
宮
に
つ
い
て

は
比
定
地
は
不
詳
で
あ
る
が
、
磐
余

に
宮
を
営
ん
だ
と
す
る
の
は
雄
略

の
第
三

皇
子
で
、
祖
母
に
息
長
氏
系
の
忍
坂
大
中
津
姫
が

い
る
こ
と
に
関
係
す
る
も

の

と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
磐
余
に
お
け
る
宮

の
所
在
地
を
み
て
く
る
と
、
継
体
が
楠
葉
、

筒
城
、
弟
国
と
宮
を
転
々
と
移
動
し
な
が
ら
、
最
終
的

に
磐
余
玉
穂
宮

に
至
る

過
程
も
継
体

の
出
自
を
息
長
氏
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
説
明
可
能
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
皇
子
で
あ
る
欽
明
が
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
磯
城
嶋
金
刺
宮
を

設
け
、
蘇
我
稲
目

の
女
が
妃
と
な
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
点
に
お
い
て
蘇
我

氏
と
息
長
氏
と

の
問

に
連
合
関
係
が
成
立
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

欽
明
の
第
二
皇
子
で
あ
る
敏
達
ば
磐
余
に
近

い
訳
語
田
幸
玉
宮
を
、
欽
明
と

稲
目

の
女
堅
塩
媛
と
の
間
に
生
ま
れ
た
用
明
は
、
磐
余
池
辺
双
槻
宮
を
営
む
。

訳
語
田
幸
玉
宮
は
、
桜
井
戒
重
付
近
が
か
つ
て
他
田
庄
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
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そ
の
付
近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
磐
余
池

辺
双
槻
宮

に
つ
い
て
は
通
説
で
は
磐

余
池
を
桜
井
市
池
之
内
あ
た
り
と
し
た
た

め
に
、
磐
余

の
中
心
地
よ
り
も
西
に

求

め
よ
う
と
す

る
説
が
あ

っ
た
。
し
か

し
私

は

『枕
草
子
』
(三
十
五
段
)
に

京
か
ら
の
長
谷
寺
詣
で
の
ル
ー
ト
の
近
く

に
磐
余
池
が
あ
る
と
記
す
こ
と
か
ら

磐
余
池
を
前
掲

の
式
内
社
若
桜
神
社

の
西
側
と
推
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
磐

余
池
辺
双
槻
宮
も
ま
た
、
若
桜
神
社

の
付
近

に
あ

っ
た
と
想
定
し
て
よ
い
と
考

え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
磐
余
池
を
比
定

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
大
津
皇
子
が

死
を
賜

っ
た
と
き

に
磐
余

の
池

の
堤

で
よ
ん
だ
歌

(『万
葉
集
』
巻
三
-
四

一

六
)
に
い
う
磐
余
池
と
大
津
皇
子
の
舎
が
あ

っ
た
訳
語
田
と
の
地
理
的
関
係
も

説
明
し
や
す

い
。
そ
し
て
、
用
明
の
宮

の
南

に
聖
徳
太
子
の
上
宮
が
あ

っ
た
の

だ
が
、
そ
の
遺
構

は
上
之
宮
遺
跡
で
検
出

さ
れ
た
庭
園
や
建
物
跡
か
ら
な
る

一

群

で
あ
る
と
私
は
か
つ
て
指
摘
し
た
。
崇
峻

の
倉
梯
宮
は
桜
井
市
倉
橋
と
し
て

そ
の
名
を
残
し
て
い
る
が
、

こ
の
あ
た
り
ま
で
が
磐
余

の
範
囲
に
億
い
っ
て
い

た
か
ど
う
か
は
、
決
め
が
た
い
。

右

に
み
た
よ
う
に
、
磐
余

の
諸
宮

の
発
掘
調
査
は
ほ
と
ん
ど
着
手
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
も
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
の
比
定
地

は
確
定
で
き
る
も

の
が
な
い
と
い

っ

て
よ
い
。

結
局
、
天
皇

の
宮
が
磐
余
地
方
か
ら
飛
鳥

に
遷
る
の
は
、
欽
明

の
皇
女
で
稲

目

の
女
、
堅
塩
媛
を
母
と
す
る
女
帝
推
古

の
と
き
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
、

政
治
の
中
枢
は
蘇
我
氏
の
勢
力
圏
に
移
動

し
て
い
く
。
と
は
い
え
、
飛
鳥
岡
本

宮

の
舒
明
は
、
押
坂
彦
人
大
兄
を
父
と
し
、
和
風

の
諡
号
を
息
長
足
日
広
額
天

皇
と
し
、
天
智
、
天
武
が
そ
の
皇
子
で
あ
る
か
ら
、
飛
鳥

の
時
代
に
も
息
長
氏

の
系
譜

は
途
絶
え
て
い
な

い
。
た
だ
、
小
稿

で
は
磐
余
を
対
象
と
し
て
い
る
の

で
飛
鳥

に
ふ
れ
る
こ
と
は
不
要

で
あ
ろ
う
。

磐
余

の
古
代
地
理

に

つ
い
て
見
落

と
す

こ
と

の
で
き
な

い
の
は
磐
余
道

(『万
葉
集
』
巻
三
-
四
二
三
)
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
決

め
手
が
な
く
、

そ
れ
故

に
諸
説
が
あ
る
の
だ
が
、
磐
余
と
そ
の
周
辺
の
諸
宮

の
想
定
地
な
ど
か

ら
考
え
る
と
、
奈
良
盆
地

の
南
を
東
西
に
走
る
横
大
路

の
磐
余
付
近
を
指
し
て

呼
ば
れ
た
と
み
る
の
が
、
自
然
な
よ
う
に
私

に
は
思
え
る
。

八

 

や
や
く
ど
く
ど
し
く
、
磐
余

に
関
す
る
地
名

に
つ
い
て
述

べ
た
。
こ
の
よ
う

な
場
所
が
保
田
の
故
郷
な

の
だ
。
同
時
に
そ
れ
が
日
本

の
原
郷
で
あ
る
こ
と
に

保
田
と
い
う
文
芸
者

の
定
点
が
あ

っ
た
。

こ
の
風
景

の
上
の
大
和
は
、
平
城
で
も
飛
鳥
で
も
な
い
。
式
島
と
呼
ば

れ
た
今

の
櫻
井
を
中
心
と
し
た
長
谷
谷
聞
の
風
景
で
あ

っ
た
。
國

の
總
名

と
な

つ
た
し
き
し
ま

の
現
地

で
あ
る
。
私
に
と

つ
て
、
わ
が
山
河

の
原
型

(
37
)

で
あ
り
、

い
つ
こ
の
土
地

に
於

て
も

つ
き
ま
と
う
御
租

の
國
で
あ

つ
た
。

保
田
の
風
景
観

に
つ
い
て
も
う
少

し
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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さ
て
日
本

の
風
景
觀
は
大
體
が
緻
密
な
文
明

へ
と
發
展
し
て
行

つ
た
が
、

文
明
開
化
以
後

に

一
ぺ
ん
に
墮
落
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代

の
日
本
文

化
の
相
が
、
す
べ
て
歐
米
文
化
の
植
民
地
地
帶
を
作
る
こ
と
に
汲
々
と
し

て
ゐ
た
や
う
に
、
日
本

の
風
景
と
し

て
紹
介
さ
れ
た
も
の
は
み
な
外
國
風

景
の
斷
片
で
あ

つ
た
。
西
洋
風
景
に
似
た
も
の
を
國
内

に
み
つ
け
る
と
、

こ
れ
が
西
洋
的

で
あ
る
と
喜
ん
だ

の
で
あ

る
。
そ
の
反
面
で
こ
と
さ
ら
日

本
的
な
も

の
を
や
は
り
毛
唐

の
眼
で
見
よ
う
と
し
た
。
新
し
く
移
入
さ
れ

た
風
景
觀
を
も

つ
て
己
を
反
省
し
、
日
本
獨
自

の
風
景
を
新
し
い
見
所
か

ら
み
る
と

い
つ
た
こ
と
さ

へ
で
き
な

か
つ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
文
化

一
般

(38
)

の
樣
式
で
あ
る
。

保
田
が

こ
の
場
合
念
頭
に
お
い
て
批
判

し
て
い
る
風
景
観
は
、
お
そ
ら
く
志

賀
重
昂

の

『日
本
風
景
論
』
で
あ
る
ら
し

い
と
私
は
思
う

の
だ
が
。
と
い
う
の

は
、
保
田
は
右

の
文
章

に
続
い
て

「今
日

の
登
山
家
が
、
昔

の
旅
人
と
異

つ
た

と
い
ふ
點

に
も
原
因
が
あ
る
。
む
か
し
の
旅
び
と
は
、
す
べ
て
讀
書
人
だ

つ
た

の
で
あ
る
。
彼
ら
は
天
下
の
名
山
勝
景
を
歴
史
や
文
藝
と
し
て
知

つ
て
ゐ
た
の

で
あ
る
が
、
今
日

の
登
山
家
旅
行
家
は
風
景
を
地
質
學
で
説
明
し
、
そ
れ
を
科

學
的
と
考

へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
雅
趣

の
な
い
こ
と
お
び
た
ゴ
し
い
も

の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
が
、
志
賀

の

『日
本
風
景
論
』
に
は
わ
ざ
わ
ざ

「登
山

の
氣
風
を
興
作
す
べ
し
」
と
い
う
付
録

の

一
節
を
設
け
て
登
山
を
奨
励
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
保
田
は
別

の
と

こ
ろ
で
、
「私
が

こ
〉
で
志
賀
重
昂

の
風
景
論

に
ふ
れ
な
い
の
は
、
こ
れ
は
風
景
觀
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
別
途

(
39

)

に
考

へ
る
べ
き
も

の
が
多
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。
別
途

に
考
え
る
べ
き

こ

と
の
内
容
が
明
確
で
は
な
い
が
、
保
田
が
志
賀
を
真

っ
向
か
ら
批
判
で
き
な
い

面
が

『日
本
風
景
論
』

の
中
に
あ
る
か
ら
だ
と
私
は
思
う
。

一
言
で
い
え
ば
、

『日
本
風
景
論
』
は
近
代
地
理
学

の
啓
蒙
書

で
は
あ

っ
た
が
同
時

に
日
本

の
風

景
に
よ

っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
語

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
て
保
田
は
和
辻
哲
郎

の

『風
土
』

に
も
鉾
先
を
向
け
て
い
る
こ

と
も
察
せ
ら
れ
る
。

風
景
を
新
し
く
風
土
と
云
ひ
か

へ
、
流
行

の
登
山
家
と
の
合
作
に
よ
つ

て
作
り
あ
げ
た
文
化
哲
學
的
な
風
景

の
解
釋
は
、
歴
史
性
と
民
族
性
と

い

う
言
擧
げ

の
下
に
、
そ
れ
ら
を
虐
殺
し
た
も

の
で
あ

つ
た
。
彼
ら
は
歌
枕

と
い
う
傳
統
の
美
觀
を
失

ひ
、
わ
が
國
の
山
嶽
觀
を
失

つ
た
。
す
で
に
そ

(
40

)

れ
は
わ
が
歴
史

の
冒
濱

で
あ

つ
た
。

保
田
が
磐
余

の
風
景
に
見
よ
う
と
し
て
い
た
も

の
は
、
彼
が
く
り
か
え
し
て

述

べ
る

「神
な
が
ら
の
道
」

の
原
点
で
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
具
体
的
な
も

の
は
、
「祭
政

一
致
考
」

の
冒
頭

に
鳥
見

の
霊
時
を
も

っ
て
肇
国

の
大
祭
と
す

る
。

こ
の
文

は
昭
和

二
十

一
年

に
謄
写
印
刷

で
刊
行

さ
れ
た

『鳥

見

の
ひ

(
41
)

か
り
』
に
収
め
ら
れ
る
。

す
で
に
断

っ
た
よ
う
に
私
は
保
田
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な

い
こ
と
か
ら
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古代王権論 と文芸者の射程

も
、
彼
の
評
伝
を
書
こ
う
と
は
し
て
い
な

い
。
し
か
し
、
保
田

の
思
想
の
最
も

中
核
を
な
し
た
の
は
鳥
見

の
霊
畤
な

の
だ
と
い
う
こ
と
は
戦
後
な
お
も
、
彼
が

鳥
見
の
霊
時

に
こ
だ
わ

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
信

で
き
る
。
こ
こ
に
彼
の
風

景

の
凝
縮
し
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

せ
め
て
私

の
歴
史
地
理
学

に
で
き
る

こ
と
は
、
そ
の
風
景
を
実
景

に
も
ど
す
作
業

に
専
念
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
文

芸
者
が
想
像
豊

か
に
肇
国
の
祭
り

の
場
を
描

い
て
も
、
私
の
射
程
は
と
て
も
そ

こ
ま
で
及
ぼ
な
い
。
誤
解
な
い
よ
う

に
言

っ
て
お
く
が
、
及
ぼ
な
い
こ
と
が
、

あ
る
種

の
安
堵
感
を
与
え
る
の
だ
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
保
田
與
重
郎

は
い
く
度
と
な
く
欽
明
の
磯
城
嶋
金

(
42

)

刺
宮

の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。
戦
後

に
執
筆
し
た

『わ
が
万
葉
集
』
の
冒
頭

に

も

「
わ
が
日
本
國
を
敷
島

の
大
和
國
と
と
な
え
る
の
は
、
こ
の
金
刺
宮

の
磯
城

嶋
の
土
地
名

に
も
と
つ
い
て
い
る
。
…
…
…
鳥
見
山
は
今

の
櫻
井
市
、
古

の
磐

余
、
日
本
國
發
群

の

一
番
古

い
土
地

で
あ

る
」
と
し
て
、
欽
明
の
宮
と
鳥
見
山

を
同
時
代

の
も

の
と
み
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
お
そ
る
べ
き
直
感
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
。

そ
し
て
、
美
学
専
攻

の
学
生
の
と
き
に
、
「
い
ざ
歸
り
な
ん
、
田
園
ま
さ
に

(43

)

荒
れ
ん
と
す
る
と
歌

つ
た
東
方

の
詩
人
」

と
書

い
て
郷
土
を
論
じ
た
が
、
ま
さ

に
そ
の
と
き
に
予
言
し
た
よ
う
に
彼
は
戦
後
し
ば
ら
く
桜
井

で
農
耕

に
従
事
す

る
。
京
都
右
京
区

の
文
徳
陵

の
隣
の
身
余
堂
を
新
居
と
す
る
の
は
昭
和
三
十
三

(
44

)

年

(
一
九
五
八
)、
四
十
九
歳

の
と
き
で
あ

る
。

小
稿

は
保
田
與
重
郎
を
彼

の
原
風
景
で
あ

っ
た
鳥
見

の
霊
時
か
ら
解
放
す
る

た
め
の
作
業
に
す
ぎ
な
い
。

注(1
)

千
田
稔

「宮
都
の
意
味
と
宗
教
的
意
味
」
(『古
代
日
本
の
歴
史
地
理
学
的

研
究
』
岩
波
書
店

一
九
九

一
年

所
収
)

(2
)

保
田
與
重
郎
に
つ
い
て
は
、
例
え
ぽ
後
掲
の
橋
川
文
三

『日
本
浪
漫
派
批

判
序
説
』
(未
来
社

一
九
六
〇
年
)、
桶
谷
秀
昭

『保
田
與
重
郎
』
(新
潮
社
、

一
九
八
五
年
)
や
、
福
田
和
也

『保
田
與
重
郎
と
昭
和
の
御
代
』
(文
芸
春
秋

一
九
九
六
年
)
な
ど
の
評
伝
が
あ
り
、

一
九
九
三
年
七
月
か
ら

一
九
九
六
年
四

月
ま
で
保
田
與
重
郎
を
主
題
と
し
て
季
刊

『イ
ロ
ニ
ア
』
(新
学
社
)
が
十
二

号
刊
行
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
参
考
と
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
保
田
を
知
る
た
め

に
は
記
紀
な
ど
古
典
と
の
深
い
関
わ
り
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

(3
)

『保
田
與
重
郎
全
集
』
(講
談
社
)
(以
下

『全
集
』
と
略
記
)
別
巻
五

(
一
九
八
九
年
)
「著
作
年
表
/
年
譜
」
八
七
頁
。

こ9を ま 、9_.邑 こ乙,豆 社 ゑ4,..

(前
掲

3
)

一
一
九
頁

。

『全

集
』
第

十

六
巻

(
一
九

八
七
年

)
所
収

(『
風
景

と
歴
史

』

天
理
時

報

一
九
四

二
年
)

初
出

は

『
現
代

』

(大
日

本
雄
辯

会

講
談
社

)

一
九

四

二
年

四
月
号

。

『全

集
』

第
十

六
巻

三
六

六
頁
。

(前

掲

7
)

三
六
七
頁

。

「
郷

土

と

い
ふ

こ
と
1

一
つ
の
感

想

i
」

(
『全

集
』

第

五

巻

所
収

。
初

出

『
樂

志
』
第

弐
輯

)

『全

集
』

第
五

巻

二
五
七

頁
。
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(11
)

橋
川

文

三

「
日
本
浪

漫
派

批
判
序

説

」

(
『橋

川

文

三
著

作
集

』
第

一
巻

所

収

筑
摩

書

房

一
九

八
五
年

)

〈
本
論

文

は

「
日
本

浪

漫
派

批

判
序

説

ー

耽

美
的

バ
ト

リ
オ

テ

ィ
ズ

ム
の
系

譜
ー

」

と
し

て

一
九

五
七
年

三

月

一
五
日

発
行

の
同

人
雑

誌

『
同
時

代
』

第

四
号

(黒

の
会

発
行

)

か
ら

同
誌
第

九
号

ま

で
、

最

終
章

を
除

き

連

載

さ

れ
、

『
日
本

浪

漫

派

批

判
序

説

』

(
一
九

六

〇

年

二
月

未
来

社

前

掲

)

に
は
じ

め

て
収

め
ら
れ

た
〉

(
12
)

『
橋

川
文

三
著
作

集
』

第

一
巻

二
四
頁

。

(
13
)

(前
掲

12
)

七

七
頁
。

(
14
)

(前
掲

12
)

七

八
～
七

九
頁

。

(
15
)

関
戸

明
子

「
昭
和

初
期

ま

で

の
村

落
地

理
学

研
究

の
系

譜
-

小

田
内
通

敏

'
の
業
績

を
中

心

に
ー
」

(
『奈

良

女
子
大

学
地

理
学

研
究

』

W

一
九
九

二
年

)

(
16
)

『
全
集

』
第

十

一
巻

(
一.九

八

六
年

)
所

収

。
原

著

は

『
近

代

の
終

焉

』

.(小
学

館

一
九

四

一
年
)

に
所

収

。
初

出

は

「
北

海

タ
イ

ム

ス
」

一
九

四

一

年

六

月
十

二
、
十

三
、

十

四
日

に
掲
載

。

(
17
)

『
全
集

』
第

十

一
巻

四

一
七
頁

。

(
18
)

(前
掲

5
)

初
出

は

『
文
藝

世
紀
』

(文

藝
世

紀
社

)

一
九

四
〇
年

四
月

号
。

表

題

は

「大

和

し
美

し
」
。

(
19
)

『
全
集

』
第

十
六
巻

二
三
三
頁

。

(
20
)

文

部
省

『神

武
天

皇
聖

蹟
調

査
報

告
』

一
九

四

二
年

一
九

八
～

二
〇

八

頁

。

(
21
)

「鳥

見
靈

時

」

(前

掲

5

『風

景

と
歴
史

』
所

収
)

(
『全

集
』
第

十

六
巻

二

〇

一
頁

)

(
22
)

鳥

見
山

霊
時

顕
彰

会

『
金
鵄

の
光

』

一
九

一
〇
年

。

(
一
九
九

〇
年

復
刻

)

(
23
)

(前

掲

22
)

一
～

三
三
頁

。

(
24
)

(前

掲

22
)

増
補

一
～

六
頁
。

(25
)

「鳥
見
靈
時
」
(前
掲
5
)
『全
集
』
第
十
六
巻
二
〇
四
頁
。

(26
)

『奈
良
県
の
地
名
』
平
凡
社

一
九
八
一
年

三
八
六
頁
。

(27
)

松
田
智
弘

「等
弥
神
社
」
(谷
川
健

一
編

『日
本
の
神
々
』
4
大
和

白

水
社

一
九
八
五
年

一
一
八
～

一
二
〇
頁
)

(28
)

寺
沢
薫

・
千
賀
久
共
著

『日
本
の
古
代
遺
跡

5

奈
良
中
部
』
保
育
社

一
九
八
三
年

一
八
二
頁
。

(29
)

狩
野
直
喜

『読
書
纂
余
』
(み
す
ず
書
房

一
九
八
○
年
)
に
祭
文
に
つ

い
て
の
詳
細
な
考
証
が
あ
る
。

(30
)

滝
川
政
次
郎

『京
制
並
に
都
城
制
の
研
究
』
角
川
書
店

一
九
六
七
年
。

(31
)

千
田
稔

(前
掲
1
)

(32
)

直
木
孝
次
郎

「神
武
天
皇
の
称
号
磐
余
彦
の
由
来
に
つ
い
て
」
(橿
原
考

古
学
研
究
所
編

『橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集

第
十
』
吉
川
弘
文
館

一
九
八

八
年

一
七
三
～

一
八
七
頁
)

(33
)

直
木
孝
次
郎

「継
体
朝
の
動
乱
と
神
武
伝
説
」
(『日
本
古
代
国
家

の
構

造
』
青
木
書
店

一
九
五
八
年

二
四
九
～
二
六
八
頁
)

(34
)

林
屋
辰
三
郎

「継
体
欽
明
朝
内
乱
の
私
的
分
析
」
(『古
代
国
家
の
解
体
』

東
京
大
学
出
版
会

一
九
五
五
年
)

(35
)

神
功
皇
后
に
関
す
る
系
譜
伝
承
の
分
析
に
つ
い
て
は
諸
論
考
が
あ
る
。
例

え
ぽ
、
直
木
孝
次
郎

「神
功
皇
后
伝
説

の
成
立
」
(『日
本
古
代

の
氏
族
と
天

皇
』
所
収

塙
垂
旦
房

一
九
六
四
年
)、
塚
口
義
信

『神
功
皇
后
伝
説
の
研
究

-
日
本
古
代
氏
族
伝
承
研
究
序
説
』
(創
元
社

一
九
八
○
年
)、
大
橋
信
弥

『日
本
古
代
国
家

の
成
立
と
息
長
氏
』
(吉
川
弘
文
館

一
九
八
四
年
)、
な
ど

で
あ
る
。
『古
事
記
』
開
化
段
に
、
息
長
宿
禰
王
と
葛
城
高
額
比
売
と
の
間
に

息
長
帯
比
売
が
生
ま
れ
た
と
す
る
が
、
こ
の
伝
承
が
息
長
氏
と
葛
城
氏
と
の
関

係
を
示
唆
す
る
も
の
と
す
れ
ぽ
、
履
中
の
母
は
葛
城
襲
津
彦
の
女
、
磐
之
姫
で

30



あ

る
か
ら
、

履
中

の
宮

号
が

神
功

皇
后

の
そ
れ

に
反
映

し

て
叙
述

さ

れ
た

と

い

う
解
釈

も
可

能

で
あ

ろ
う
。

(
36
)

千

田
稔

「
上

宮

の
比
定

地

に

つ
い

て
」

(
『古

代

日
本

の
歴
史
地

理

学
的
研

究

』

一
六

一
～

一
七

八
頁
)

(
37
)

「風

景
觀

」

(『
全
集

』
第

三
十

三
巻

三

二

二
頁

)

(初

出

は

『花

鳥
』

創
刊

号

美

術
新

誌
社

一
九
五

七
年
十

二
月

)

(38
)

「風

景

觀

に

つ

い

て
」

(
『全

集
』

第

十

一
巻

四

三

五
～

四

三

六

頁
)

(
『
近
代

の
終

焉
』

小
学
館

昭
和
十

六
年

所
収

)

原
題

「
新

し
き
風

景
觀

」

は

『報

道
寫

眞
』

(財

團
法

人
寫
眞

協
會

出
版

部
)

一
九
四

一
年

七
月
号

に
所

載
。

(39
)

「
風

景

と
歴
史

」

(
『
全
集

』
第

十
六
巻

三

七

二
頁

)

(前
掲

5
)

(40
)

(前

掲

39
)
と

同
頁

。

(41
)

『鳥

見

の
ひ

か
り
』

(
『全
集

』

第

二
十

巻

所
収

)

(42
)

『わ

が

万
葉

集
』

原
著

は
新

潮
社

、

一
九

八

二
年

。

(『
全

集
』
第

三
十

五

巻

七
頁
)

引

用
文

の
初
出

は

『
日
本

及

日
本
人

』

(日
本

及
日
本

人
社

)

一
九

七

一
年
七

・
八
月
合

併
号

。

(
43
)

(前
掲

9
)

二
五
六
頁

。

(
44
)

(前
掲

3
)

一
六

八
頁

。

古代王権論と文芸者の射程
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